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1．は じ め に

　 従 来 、河 川 の 侵食 運 搬 過 程 の 地 形学的研究 と斜 面 で

の マ ス ム
ーブ メ ン ト過程 の 研 究 と は あ ま り関 連 付 け て

研 究 され て こ な か っ た が、こ れ ら を 結 び 付 け る こ と に

よ っ て 斜 面 崩壊 の 広 域 的 評 価 が 可能 に な っ て き た。そ

の 先駆的研究 は 上 野 ・田 村 （ユ992） で あ り、彼 ら は 阿

讚 山 地 で 古 い 地 形 面 が 河 川 の 下 刻 に よ っ て 侵食 され 、

新 た な 侵食領 域 の 縁 が 斜 面 の 傾 斜 変 換 線 とな り、そ の

ヒ方 の 斜面 が 不 安 定 化 し た こ と を 報告 し た。彼 らの 図

示 した よ うな
“

河 川 の 遷 急点 の 後 退
”

は、近 年多 く報

告 さ れ 、ま た、岩盤山地 の 侵食 に 重要な役割 を果 た す

こ と が わ か っ て き た （Crosby 　 and 　 Whipple，2006 ；

Reinhardt 　et 　al ．，2007 ；Korup　arld 　Schlunegger ，　2007 ；

平 石 ・千 木 良、2011）。

　 西南 日本外帯 は 典型的な付加体 で あ り、また 、そ こ

で は 隆 起 速 度 も速 い と推 定 され 、そ れ ら に 関 連 し て 今

ま で 多 くの 大 規 模 崩 壊 が 発 生 し て き た。こ れ は 、中部

「「亅 1玩、紀伊 山地 、四 国山地、九 州 山地 に 共 通 す る 特 徴

で あ る．し か し な が ら、今 ま で 、こ れ ら の 地 域 で 時 間

軸 を入 れ た 長期的な斜 面 発 達や 崩 壊 の 発 生 場 に つ い て

の 研 究 は ほ とん どな され て い な い 。筆者 らは 、こ れ ら

の 内、紀伊 11i地 の 十 津 川 支 流 中 原 川 に お い て 、明 瞭 な

遷 急 点 の 後 退 と、そ れ に 伴 う谷 中谷 の 形成、斜面 の 不

安定化 と重 力変形 と が認 め られ る こ と を報 告 し た （平

石 ・千 木 良、201D 。本 報 告 で は 、そ れ と 同 様 の 古 地 形

面 の 削 剥 、遷急点 の 後 退 、山 体 の 重 力 変形 が 、十 津 川

最 上 流 の 天 川 流 域 で も 広 く認 め ら れ る こ とを述 べ 、そ

れ が ［DBe
年代 に よ れ ば過 去 数万 年 間 の 隆 起 と密 接 に 関

係 し て い る こ と を 予 察的 に 報告す る。

図一1　紀 伊 山 地 中央 部 の 地 形 表現 図 （傾斜角 を 白黒、

標高 を レ イ ン ボー
カ ラ

ー
で 表 し て 重ね 合 わ せ た ）
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2 ．調 査 地 の 概要

　調 査 地 は、紀伊 山 地 巾央 部 の 十 津 川 上 流 の 天 川 流 域、

お よ び 紀 ノ 川 水 系 吉 野 川 上 流域 で あ る　（図
一D。調 査

地 は、白亜 紀 の 付 加 体 か ら な る 四 万 十 帯 と ジ ュ ラ 紀 の

付加体 か らな る 秩父 帯 で ある。十津川 の 最 E流部 で は

中新 世 の 花 崗岩 類 が 四 万 十 帯 お よ び 秩 父 帯 の 地 層 に 貫

入 し て お り、こ れ らが 接触変成 に よ っ て ホ ル ン フ ェ ル

ス 化 し、著 し く硬 質 に な っ て い る。天 川 流 域 で は 、山

地 の 標高は 600m か ら 1900m で あ る。紀伊 山 地 に は、

大 台 ケ 原 山や 高 野 山 な ど、古 い 小 起 伏面が 古 くか ら知

られ て い る が 、そ れ ら の 形成年代や形成後 の 侵食履歴

は 全 く 明 らか に な っ て い な い 。

図
一21 ．

津 川 文 流 中 原 川 流 域 の 古 地 形 面、上位 開 析 領

域、下 位開析領域 の 分布

3 ．中原川 の 遷急 点 と 周辺 斜面 の 遷急線

　 図
一2 に 中 原 川 で 認 め られ た 古 地 形 面 と、上 位 解 析

領 域 、下 位解 析 領域 と を 示 す。こ こ で 上 位解析領域 と

ド位解析 領 域 とは 、両者 と も に 古 地 形 面 を 下 刻 す る 中

原川 に よ っ て 形成 され た 谷中谷 の 斜 面 で あ り 、そ れ ら

の 縁 は 重 力 変 形 斜 面 を 除 い て 遷 急 線 と な っ て い る。こ

れ らの 遷急線 は そ れ ぞ れ 遷 急点 の F流 か ら 上 流 へ の 通

過 に よ っ て 形 成 され た も の で あ る と 推 定 さ れ る （平

石
・
千木良、20】D 。ま た 、こ の 遷急点 の 上 流 へ の 移 勤

に よ っ て 下部 切 断 され た 古 地 形 面 領 域 の 斜 面 は 不 安 定

と な り、特 に 流れ 盤斜 面 で は 重 力 斜 面 変形 が 生 じた n
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図 一3　 天 川 流 域で 認 め られ る 上 要 支流 の 遷 急 点 と開 析 領 域

4 ．十津川最 上 流部 （天川 ）流域 の 地 形

　 天 川 本 流 に は 、中 原 川 に 認 め られ た よ うな明 瞭 な遷

急点 は ない が 、そ の 攴流 に は 極 め て 明 瞭 な 遷 急 点 が 数

多 く認 め られ る （図
一3）。ま た 、そ れ ら と 対 応 す る よ

うな 遷 急線 が 断 続的 に 認 め られ 、そ れ らよ り も下 位 は

占地 形 面 の 新 た な 下 刻 に よ っ て 形 成 され た 開 析 領 域 で

あ り、言 い 換 え れ ば
一
ド刻 に 適応 し た 斜 面 で あ る c こ れ

らの 古 地 形 面 と遷 急 線 は 中 原 川 流 域 で 認 め られ た も の

に 相 当す る。ま た 、防災科学技術研究所 の 地 す べ り地

形 分 布 図 と筆 者 ら の 予察 的 な 空 中 写 真観 察 に よ れ ば、

天 川 流域 に も多 くの 重力斜 面 変形 が 認 め られ、そ れ ら

は 遷 急 点 の 上 流 伝 搬 と遷 急 線 の 形 成 に 伴 っ て 形 成 され

た もの で あ る。

　 上 記 の 支 流 の 遷急 点 よ り も高標 高部 の 河 川 は 古地 形

面 上 の 河 川 の 残存 で あ り、そ れ ら の 縦断面を 下 流側 に

滑 らか に 延長 す る と、古 地 形 面 を 流 れ て い た 1凵天 川 を

復 元 す る こ と が で き る。そ れ は 、現 在 の 河 川 よ り も 約

150m 高い 。ま た 、こ れ は 天 川 沿 い に認 め られ る 最 も

高い 段 丘 に
一

致す る よ うで あ る。天 川本流 沿 い で 山上

川 と の 合 流 点 近 傍 の 虻 峠 近 く に は 現 在 の 河 床 か ら

130m の 高 さ に 段 丘 が あ り、そ の 最 上 部 の わ ず か に 残

存す る段 丘 面か ら採取 し た 花崗岩 とチ ャ
ートの 礫 は い

ず れ も約 28ka の
！eBc

年 代 を 示 し た。段 丘 礫層 の 厚 さ

は 未確 定 で あ る が 、お そ ら く 10m は な い もの と考 え ら

れ る、28ka が こ の 段 丘 の 離 水 年 代 と し て 、こ の 期 間 に

130m の 厚 さ の 岩 盤 が 下 刻 され た とす る と、約 5mm 〆y

の 侵 食 速 度 が 得 ら れ る、，こ の 速 度 は 、Burbank　et　 al，

（1996）が ヒ マ ラ ヤ の 岩盤段 丘 の
10Be

年代 か ら得 た 下 刻

速度 2−12mm ／y と ほ ぼ 同 等 の 値 で あ り、著 し く速 い と

言え る tt

5 ．吉野川流域 の 山体斜面変形

　 紀 ノ 川 水 系 上 流 の 吉野 川 流域で は 、山 体 の 貢力変形、

さ ら に そ れ が 進 ん だ 地 す べ り が 発 生 し て お り、ダ ム 湛

水 に 関連 し て 問題 と な っ て い る。こ の 流 域で も、吉 野

川 の 支流 に は 明 瞭な遷 急点群 が 認 め られ、また 、本流

沿 い に も斜 面 の 遷 急 線 が 断 続 的 な が ら認 め られ る、ま

だ 予 察的 な 段 階 で は あ る が 、 E記 の こ と は 、吉 野 川 流

域 で も
．
卜津川 流 域 と 同 様 の 現 象 が 起 こ っ て き た こ と を

示 峻 して い る。

6 ．μ」地 の 隆 起
一

侵 食
一

斜 面 の 不 安定化

　 山 地 が 隆起 し 、急 速 な ド刻 を受 け る と、そ れ に 伴 っ

て 谷 壁 斜 面 の 応 力 状 態 は 変 化 し て い く． 卜刻速度 と応

力変化速度、さ らに は 斜 面 内 部 の ひ ず み 速 度 と は お 互

い に 関 連 し て い る と 考 え られ る が、そ の よ うな研究 は

全 く な され て い な い 。

　 卜津 川 流域 で は、2004 年 の 宇 井 の 崩壊 を 始 め と し て 、

現在 の 谷壁 斜面 で 比 較的大規模 な 岩盤 崩壊 が 多 く発 生

し て き た e こ れ は、河 川 の 下 刻 に 対 応 して 岩盤 が 変形

し、最終的 に 崩壊 し た も の で あ る 。仮 に 下 刻 速 度 が 緩

慢 で あ れ ば 、谷 壁 斜 面 内 の 岩 盤 は 表 層 か ら徐 々 に 風 化

し、風 化 物 の 物性 に 応 じ た 傾斜 の 斜面を形成す る、つ

ま り、下刻 に 適 応 す る こ とが 可 能 で あ る と考 え られ る。
一

方 で 、
．
F刻速度 が 周 辺 斜 面 の 風 化 速度 に 比 べ て 著 し

く速 い と、斜 面 内 部 の 岩 盤 の 風 化 と 風 化 物 の 削 剥 が 下

刻 に 追随 で き ず、強 風 化 し て い な い 岩 盤 が i・・カ に よ っ

て 不 安定化 し、変形 し、最終的 に 大 き な 岩 塊 の 状態 で

崩 壊 す る も の と 考え られ る。
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