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1． 1まじめ に

　伊豆半島か ら浜名湖に かけて の 東海地方沿岸に は ，各

河川 の 下流ない し河 口 部 に 規模 は 小 さ い が多 くの 沖積海

岸平野が 発達し て い る．そ し て それ らの い くつ か に つ い

て は譯し い 研究 も発表され て い る．

　 こ こ で は ， こ の 地方 の 主な沖積海岸平野の 特微と第四

紀地殻変動 との 関係を述 べ ，か つ ，最近調査を お こ な っ

た狩野川下流平野に つ い て形成過程を考察して み る．

2・ 主な沖積海岸平野の 概要

2 飜 　狩野川下流平野

北伊豆平野 ともい う．沼津か ら大仁 に か け て の 伊豆半

島北部に は 低平な三角州性平野 が ひ ろが る．沼津東南方

の 新第三系か らな る香貫山地 の谷に は低地 が樹枝状に 入

りこ み，一見して溺れ谷の 特徴をあらわす、こ の 部分の

”Vtli積層
’7

は 大部分内湾成 ジル h か ら な る．基底礫層と

考え られ るもの の 深 さ は狩野川河 口 付近で お そらく60m

以深に 達す る．一方，狩野川下流に 北方か ら合流す る 黄

瀬川の 流域に は三島溶岩 とそれを薄 くお お う扇状地 が広

が り扇状地末端は三島南方で香貫山地間近まで 迫 り，三

角州の 開 口 部へ の 広 が りを せ ば め て い る，こ こ の 沖積層

表層部は ス コ リア
， 浮石質砂 ・シ ル ト層か らな りJ 北部

へ 向 っ て火山性砂礫が優勢に な る．三 島溶岩は ，三 島付

近まで は 地表 に 露 出 し て い るが ， 以南 で は沖積面下に 没

する．沼津市 下石 田 の ボ ーリン グ資料 で は ，

− 80m 〜

− 120皿 に 溶岩が くるが ， こ れ が そ うで ある か は 検討 を

要する．

2b 　富士川下流平野 と淫島が 原

　富 士 川 の 下 流 か ら河 口 に か け て は 4 ％ の 勾配を もつ 扇

状地性平野が発達す る．こ の 平野をつ くる堆積物の 大部

分 は富士 川 の 運 ん だ砂礫 で 構成 され ，ときに シ ル トを は

さむ． 螺

沖積層
”

の 厚さは 河 口 付近で 80m 〜1GOm に 達

SEI　qt　ENpu

第 1図　東海地方沿岸 の 沖積海岸平野とそ の表層亀質図 俵 贋 5m まで に 卓越す る地質を 示 す）

　　　　1 ： シ ル ト，2 ： 砂，3 ： 礫，4 ：泥砂礫互層
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し ， そ の 下位に 富土古期溶岩がくる．富士川扇状地 は 東
　 　 　 うる い

部 で は潤井川 との 複合扇状地とな り，さ らに 東方の和田

川 の 東か ら浮島が 原 と呼ばれ る 低湿地に 移 りか わ る．

　浮島が原は，駿河湾沿岸の 千本松原の の る砂州 ・砂丘

と ， 背後の 富士 ・愛鷹山麓 との 問に は さまれた細長 い 低

湿地帯 で あ る．その 東縁 は沼津北方 で 黄瀬川扇状地に 接

す る．

　浮島が 原の 表層部10m〜工5m は泥炭層な い し有機質 シ

ル ト層 が広 が り，その 下位 に砂礫 ・海成砂 ・シ ル トの 互

層，っ い で海成砂層が 厚 く堆積して い る・基盤は愛鷹山麓

を つ くる凝 灰角礫岩 で そ の 深度 は 東 田子 の 浦 で 一160m

に くる．愛鷹山麓の 江尾付近 で一24m 前後の シ ル ト層 か

ら Anadara　granOSa ハ イ ガ イ など内湾性貝類の 化石 を

産し て い る （池田 ，tg64） こ とか らみ る と，か つ て砂洲

か ら外海へ 通ず る 出 口が 砂洲｛の 西側に 開い て い た こ とを

示 して い る，泥炭層に は さ まれ るス コ リ ア 層や 板状粘土

層か ら浮島が原表層部の 構造を推定する と ， 東西方向の

戦を 持つ ＠ るや か な 向斜状溝造が 認め られ，か つ ，こ の

構造全体が西方に ゆ る や か に 傾き下 っ て い る．こ の よ う

な溝造は基盤の 形態に よ る とい うよ りも，お そらく地盤

運動に よ る もの と考え られ る （加藤 ほ か ，1959）．

2G 安倍川下流平 野

　静岡 ・清水平野 とも呼ば れ る．静岡平野は安倍川下流

か ら河 口 に か け て の 扇状地性平野で 勾配は 約 5 ％，清水

平野は そ の 東方末端に つ づ く三角州性平野で 現在は 静岡

北方の 浅畑沼に 源を発す るEVi［の 流域に あた る，静岡平

野で は 安倍川 の 現河道に 沿 っ て一様に 河成礫が 分布す る

第 2 図 静岡
・
清水 平野の 地形図

　　　　2m ご との 等高線 を示 す，

第 3図　静岡 ・清水平墅の 表層地質図

　　　　表層 5m まで に 卓越す る地質 を示す t

　　　　 l ：シ ル ト， 2 ：砂 ， 3 ：礫 ， 4 ：泥砂礫

　　　　互層， 5 ：山地

第 4図 静岡 ・清水平野の 軟弱 シ ル ト層の 等層厚線

　　　　図 ， 数字 の 単位は 厚 さm ．

が ， 北方，東方へ は それ ほ ど拡が っ てい ない ．流れ の 方

向 か らい っ て北方 は 当然 の こ とで あろ うし，東方は 埋積

され た庵原山地 の 尾根がそ の 拡が りを妨げて い る．河成

礫相の 厚さは静岡 市街中心部 で 少なくとも 120m あ り，

こ の 間に 洪 積世 との 境界が ある と思 わ れ るが まだ 明らか

で は ない ．北部 の 浅畑低地 ， 西 部 の丸子 ， 小坂低地，東

部の 長沼低地，東南部 の 大谷低地な ど安倍川氾濫原 の 蔭

に な る地 域 で は泥層 が広 く分布す るが ，こ の 傾向は 表層

部数m に 特に 顕著で ，
10m以深に なる と東南部で は礫相

が卓越する．浅畑 の 泥相 の 厚 さ は25m ，小坂 の そ れ は30

m 以 上 に 達 し，下部に 海褄貝類化石を含み ，よ り古 くか
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第 5図 静岡 ・清水地域 の 古地理図

　　　　繩文時代前期とさ れ る高海面期 の 頃の 海岸

　　　　線を推定 した も の ．

ら入 江ない し低湿地 とし ての条件が つ づい て きた よ うに

見え る．

　清水平野で は 巴川低地の 泥質相 は厚 い 所で は 40m に 達

し ， しば しば海棲貝類化石を含ん で い る．こ の 泥質相基

底 の 谷地形 は三保砂碯 の 下に 埋積されて い る谷底に つ づ

き，
つ い で ， 三保沖海底谷に連な っ て い る らし い ．清水

の 沿岸沿 い で は砂質堆積物が卓越す るが，そ の 基盤とし

て 有渡山をつ くる洪積統か．らな る波蝕 台 地 が ある よ う

で ，そ の 上 に 砂州が発達し，そ の 西方内側に 入江 （古折

戸湾）の 泥質堆積物が厚 く堆積した （土，1971）．
ダ

7t
　9ー，　tt　

　清水市永楽町付近 の 沖積層上部に も貝化 石 を 産する

が．海成層上端 の 海抜高度は 約 4 π 1を示し，地盤 の 変動

を考慮しなければ，繩文時代前期 の 高海面 は 現在 よ り約

、降 m 〜7 π 1高 か っ たと推定 で きる．

　L ＃n＃licardia　ret”sa モ ク ハ チ ア ナ イや造礁サ ン ゴ 破

片の産出か ら考え て当時の 水温は現在よ り若干高か っ た

と思われ る．第 2 −5 図に 静岡・清水平野 の 2m ご との 等

高線図，表層5m までに卓越す る地質をあらわ し た表層

地質図と軟弱泥層の 等層厚線図，繩文時代前期とされ る

高海面期の 古地理図を示す．等高線図と表層地質図 ・古

地理図は よ く対応 し て お り， 軟弱泥層の 等層厚線図に は

清水平野地下 の 埋積谷地形が よ くあらわれて い る．

2d 大井川下流平野

　島田 ・焼津平野 ともい う．大井川下流か ら河 口 に かけ

て扇状地性平野 が ひ ろ が り ， そ の氾濫源の勢力の 及ぱ な

い 北方 の 焼津付近や 爾方の 吉田付近で は 三角州性低地 に

移 り変わ っ て い る．第6 ・7 図に 島田 ・焼津平野の 2m

29

ご との 等高線図 と 5m まで の衷層地質図を示す，扇状地

の 平均勾配は 4 ％ ， 表層部は径 10A”15m の 礫を含む砂礫

層で お おわれ，そ の 厚 さは島田市欝部で は 50皿
， よ り下

第 6 図　島田 ・焼津平蜉の 地形図

　　　　2m ご との 等高線で 示す．

第 7図 島 田 ・焼津平野 の 表層地質図

　　　　表層 5m まで に 卓越す る地質を示す．

　　　　 1 ： シ ル ト，
2 ； 砂 ，

3 ：礫 ， 4』：泥砂礫

　　　　互層，5 ： 山地
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流 の 東海道新幹線，大井州橋左岸寄りで は 20m
， さ らに

扇状地 の 北 縁や 海岸に 向 t て 次第に薄くなり， 瀬戸川付

近 で は 3m 〜5 櫛 の 厚さで 表層をお お うだ けで，瀬戸川

の 現流路が ほ ぼ分布の 北限 とな っ て い る．焼津以北 で は

海成砂層 ・シ ル ト層が 卓越 して くるが ， こ の 付近 の
”
沖

積層
”

の 基底は 一100m で，その 下に 洪積礫層が分布す

る と考えち れ る （土，1960）．

2e 卿 AI下流平野 ・大田 川下流平野

　菊川下流と大田川下流の 流域 に は低湿な沖積平野が ひ

ろが る．菊川 ，大 田川 ともに そ の 河川規模は t大井川や 天

竜川に 比べ るべ くもな い ．し か も両河川 とも軟弱 な上部

新第≡孫 泥砂礫層か らな る低い 山地 ・丘 陵を 開析す る谷

系を集 め て ゆ るや か に 流 れ 遠州灘に 注ぐ， それ らの 河 口

は遠州灘の 強い 沿浜流に よ る砂州あるい は強い 西風 に よ

る砂 丘 で 閉塞され る．した が っ て 下流域に は 長 い 間巾着

型 の 入 江 な い し 沼沢地 の 環境が形 づ くられ て い た．両平

野 ともに そ の 中心部に は表層に有機質シ ル トが卓越 し，

い わ ゆ る軟弱地盤として 知られた地域である．軟弱泥層

の 厚さ は袋井付近で は 401nに 達す る と こ ろ もある．菊川

平野中央部の 地表下 13mか らは EredOna　am ＃rettsis の

ほ か 1〜豌8記祕 4dollaris （マ メ ウラ シ マ ）など浅海性貝

類の 化石が知られて い る （土，1960）．

2f 　天龍川下流平野

　天竜川 下 流に は三 方原台地 と磐田原台地に はさまれて

扇状地性 の 沖積海岸平野がひ ろが る．しか し，洪積台地

に は さ まれ る とい うよ り，こ れらは もと もと一？ づ きの

洪積 台地 で あっ た の で あ るか ら，地史的に はそれを侵蝕

して現氾濫原をつ くっ た と考えた方が よ い、扇状地 の 平

均勾配は 1・4％ ， 大井川 や安倍川 の それに 比 べ る と山地

を 出た と こ ろか ら河 口 まで の 距離が比較的長い こ と もあ

っ て や や緩い ．しか も， 表面 だ けで なく，沖積層 の方

も ， 北部 で は 扇状地性礫層が卓越するが，甫部 の 浜松市

街地か ら天竜川河 ロ に かけ て は上 部礫層，中部泥層 ， 下

部礫層に 区分され る （小林 ，
1964）．下部礫層は洪積層

と考えられ る黄褐色礫層に 不 整合に の っ てお り， 天竜川

河 口 で の 下部礫層 の 基底す なわ ち
tt

沖積層
”

の基底は約

90m で あ る．

3． 東海地方沖積海岸平野の特徴

　上 述 して きた よ うに ， こ の地方の 沖積海岸平野は 三角

州性扇状地 平野と三角州性平野の 2 っ の 型に大きくわ け

る こ とが で きる．そ し て，前者は 富± 川，安倍 川 ，天 竜

川 な ど こ の 地 方 の 急峻 な背後 山地を侵蝕 し て 流れ る大河

Jllの 下流域か ら河 ロ に かけ て発達 し，後者は 狩野川 ， 菊

川，大田川などの 小規模な河川 の下流に つ くられ るか ，

あ るい は，清水平野，焼津平野の よ うに大河 川 の 氾濫原

の 勢力の 弱まるか ， また は ， 及ぱない 地域に 形成 され て

い る．

　 こ れ らの 平野を つ くる沖積層も， 前者で は 河 ロ 近 くで

は 中部に海成 シ ル トを は さむ が ， 多くの部分が 河成礫層

か らな り，最終氷期末以来の 海面上昇 の 際に も， 降起を

つ づ ける背後山地 か らの 多量 の 砂礫 の 供給 の た めに 河成

礫相 の 堆積が お こ なわれ た と考え られ る，一方，後者の

それ は全体 として 内湾成 シ ル トが主体を な す．また ， こ

の 地方は 駿河湾，遠州灘 とい う，外洋に 開い た，沿浜流

の 強い 海湾に面 し て い るた め に，内湾もやがて は 砂州 ・

砂丘 に 閉塞され るよ うに なり， 浮島が原の よ うに 低湿地

・沼沢地 の 環境が つ づ き，その 結果沖積層上 部 に 有機質

シ ル トが卓越す る よ うに な っ て くる．

　 こ の ような特徴をもつ 沖積海岸平野がつ くられた原因

に つ い て は ， こ の 地方 の 現在 の 地形が よ くそれをあらわ

し てい る．すなわち ， 急唆な山地が外洋性海湾に 迫 り，

そ の 山地を刻む大河川 は急流をなし ， 多量の 砂礫を河 口

まで 運び，山 地を 出 る と，中流部を欠い て ，い きな り海

に 注 ぐ．そ こは 位置として は三角州で あ る が同時に 扇状

地で もあ り，

一
般 の 典型的な扇状地 よ りもは るか に 勾配

の 緩やか な三角州性扇状地がつ くられ る こ とに な る．し

か も， 強 い 沿浜流 の た めに 末端 は沖合に の び る こ とな く

けずられ て しまう．こ の 運び去られた砂礫は横方向に 砂

州 とな っ て の び ，
つ い で そ の 上 に砂丘 として発達 し，そ

の 背後に 低湿地が っ くられ るよ うに なる ，とい う具合で

あ る．

4．　第四紀地轂変勤と海岸平 野の 形成

4a 　洪積世に おける主要河川流路の 変遷

　こ の 地方の 洪積統は丘陵また は高位段丘 ， 洪積台地 ま

た は中位段丘 ， ある い は 低位 段 丘 とし て 沿岸地 域 に ひ ろ

く分布し て い る．そ し て ， こ れ らは い ずれ もこ の 地方 の　．

主要河川 の 過去の 三角州性扇状地 堆積物，あ るい は過去

の沖積海岸平野の 堆積物を あらわ し て い る こ とは す で に

述 べ た （土，1961）．

　した が っ て ，同系河川堆積物の 分布とそ の 変遷 か ら過

去の そ の 河川 の 河 口 扇 状地 の ひ ろ が りの 範囲 ある い は 主

流 の 方向の 時代的変遷を捉える こ とが で きる．例えば 大

井川に つ い て見る と，現在 の 大井川河 口 氾濫原は 島田 ・

焼津平 野 で あ るが，洪積世牧 ノ原期 （下末吉期3に は 牧

ノ 原 礫層が そ の 氾濫原堆積物で あり，牧 ノ原台地（段 丘）
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が ほ ぼそ の ひ ろが りをあらわし，現在 よ りも南ぺ ずれ て

い る，た だ ，牧 ノ 原段丘 の うちで も東へ の び る分枝 の 段

丘礫層が も っ と も厚 く，そ の 方向が主流で あ っ た と考え

れば ， 主流の方向に つ い て は 現 在 とあま り変 わ りがな

い ．っ ぎに ，さ らに 時代をさか の ぼ っ て 小笠期に なると，

氾濫原 の 堆積物 は坂 部原礫層 と小笠 山礫層で ，氾濫原は

坂部原 か ら南山丘陵を へ て小笠山丘陵ま で ひ ろが り，さ

第 8図　東海地方の 洪積統分布園ならびに 主要河 JU
　　　　 の 流路 変遷 國

　　　　 1 ：沖積海岸平野， 2 ：低位段丘堆積物，

　　　　 3 ：中位段丘 堆積物 （牧 ノ 原期沖積海岸平

　　　　野堆積物），4 ：高位段丘 堆積物 （小笠期

　　　　￥中積海岸平野堆積物），5 ： 山地

　　　　矢印は 安倍川，大井川，天竜瑠そ れぞれ の

　　　　主流 の 方向を示 す．

　　　　白矢印 は現在．黒矢印 は小笠期．

メ郵 1鼕ぐ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 A

煮

B

靉

らに 南西 に ずれ る こ とに なる．し か も小笠山頂付近で 礫

層がも っ とも厚い の で 主流 の 方向は 南 々 西 と考え る こ と

がで ぎる ．当時の 大井川 は 主 とし て 遠州灘側に 三角州徃

扇状地平野をつ くっ て い た の で あ る．

　 こ の よ うに して 安倍月L 天竜川に つ い て もそれ らの 三

角州性扇状地 の ひ ろ が り， あ る い は ，主 流 の 方向を ，現在

か ら牧 ノ 原時代 を へ て小笠時代ま で さか の ぼ っ で変遷を

辿 っ て 見 る と，第 8図 に 示す よ うに 安倍川 で は現在南 々

東で あ る が 東へ ，天竜川 で は 現在南 で あ る が南 々 西へ 次

第 に ずれ て い くこ とがわ か る．

4b 　第 四 紀地殻変動と 海岸平野の 形成

　前節で 述べ た よ うな流路 の 変遷 は どうし て起 こ っ た の

で あ ろ うか ．こ の 地域 は 全 く自由に 流路を え らぶ こ との

で きる よ うな平原地域 で は な い の で，そ の変遷に は 地殻

変動が 関係 し て い る と筆者 は考えて い る．第 9 図に 示 し

た こ の 地方 の 第四 紀地穀変動図 に つ い ては す で に詳し く

述 べ た （土，1968 ；　TSUCHi，工970） が，雁行状 に 並 ぶ ド

ーム 状波曲が 洪積世中頃以来つ づ い てい る こ とを示 し て

い る と同時に 牧 ノ原期 ， 小笠期の 沖積海岸平野が現在ど

の よ うに 変形して い るか をあらわ し て い る と見なすこ と

が で きる．こ の 図 と第 8図をあわ せ て見 るとす ぐわか る

よ うに ， 小笠期の氾濫原 の
一

部 あるい は 主流の方向に あ

た る地域 は い ずれ も現在は 曲降地 域に なっ て い る．そ し

　 　 　 此

一華’．’1’丶＿　 ＿ 　　ノ

，i ’
ノ

　　　　　　

　　　／
一 、 ，

　 　 ’・・〆　　　　　　　　　　　
』
丶 　　　　　 ＼

　 ／

　
・／
　　　　　　　　　　　　　　　〆　　　　　 ギ．f　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 丿　　　　　　　 、〆「

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 r　　　　　r
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 z　　　　 ，／へ ・ノ

C

”

第 9 図　東海地方の 第四 紀地 殻変動図

　　　　A ：現在 の 沖積海岸平野の 等高線を示す

　　　　B ：牧 ノ 原期 （下宋吉期）沖積海岸平野 の 変形を示す

　　　　C ；小笠期沖積海岸平野 の 変形を示す

　　　　数字は 単位 m で 堆積面お よ び そ の 延長 の 高度を 20m ご との 等高線で示す．小笠期に つ い て は海底地

　　　　形 もあ らわ し て あ る．

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Geological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

The 　Geologioal 　Sooiety 　of 　Japan

32

て ， 安倍川 ， 大井川，天 竜川 の 各河川 は現在い ずれ も第

四 紀 の 波曲の 沈降部に 河 口 をもとめ て氾濫原をつ くっ て

い る こ とがわ か る．例えば ， 小笠山は小笠期に おけ る大

井川の 主氾濫原であっ たが ， そ の 後 こ の 地方が曲隆 し は

じめ るに つ れ て，氾濫原は牧 ノ 原へ うつ り，現在で は 向

きを さ らに 東 に か え て島田か ら焼津 に かけ て の 沈降部 が

主氾濫原とな っ て い る，つ ま り， 現在 の沖積海岸平野 は

い ずれ も波曲の沈降部に 形成され て い るわ けで あ る．富

士 川，狩野川に つ い て は こ の 図に 見 られ ない が，そ の 地

方の 段丘 の 発達状態か ら見 て ， 現在 の 富士川河 口 か ら田

子 ノ浦
一
沼津 に かけ て は沈降地 域 である こ とは十分うな

ずけ る．また ，海岸段 丘 の 高度分布か ら判断して伊豆半

島全体が洪積世後期以来北西 に 傾動して い るの で ， 現在

の 北伊豆平野の 地域 も沈降区域 に あた っ てい る こ とが推

定され る．一
般的 に い っ て ，沖積海岸平野 は 最近地質時

代の 沈降地域 で そ こに 適当 な大きさ の 河川 が あれ ば 形成

され るの で は ない だ ろ うか．言い か えれば ， 現在の沖積

海岸平野の 地域は多くは最近地質時代の 沈降地域に あた

っ てい る と考え て もよ さそ うで あ る．

　た だ ， 菊川下流平野に つ い て は 隆起地域 で あ るに もか

か わ らず ， 平野が 形成され て い る が，これ に つ い て は ，

周囲の 丘 陵が軟弱 な新第三 系砂 泥 層 か らな るの で特に 著

し く開析がすす ん だた め と考え てい る．

5・狩野川下流平野 の 形成過程

こ の 平野 のts形　・地質につ い て は OTUKA（1932），鈴木

第10図　北伊豆 平野の 地 形図

　　　　 2m ご との 等高 線を示 す。
　　　　 A −K は ボ ーリ ソ グ地点で 第12図参照．

　　　　 Sは 沼津市下石田ボ ーリン グ地点．

ほ か （1952），多田 ・
坂 口 （1954） の 研究が あ る．筆者 ら

も珪藻化石群に よ っ て 形成過程を考察し て み た ．

　平野の ほ ぼ中央に あた る下田バ イ パ ス 大場川橋際 の ボ

ーリ ン グ コ ア （深 さ44m ）を 見 る と，下位か ら順 に つ ぎ

の よ うな 層序に な っ て い る （第 10図，第 11図地点 F）、

　L 　下部礫層（a＞：砂礫層 で大部分河成堆積物 と判断さ

れ る．

　2・ 下部砂層（b）： 砂層で あるが シ ル ト，粘土，腐食土

層をは さみ，また，一
部に 海綾貝殻を 含む，

第 1表 狩野州下流沖積層 c か ら産出した 貝化石

　　　　 （数字は 個体数を 示す）

Lunella　corOnata （GMELIN）ス ガ イ……・…………・・…三

Clithon　retrepictus （V ．　MARTENS ）イシ マ キ ガ イ・・…・7

Batiila「ia　multifo 「mis 　（LISCHKff）ウ ミ ニ ナ …　■■■■・・一・・10

Tiberia　Pκlchelta（A ．　ADAMS）ク チ キ レ ガ イ…………1
Proclava　Pfefferi（DUNKER ）ヒ メ カ ユ モ リ・……一・…14

Ringicuta　doliaris（GOULD ）マ メ ウ ラ シ マ ……………3

Hinia　fes．tiva （POWYS ）ア ラ ム シ P ガ イ………………28

Niotha　liv　escens （PEILIPPI）ム シ Pt ガ イ・…………・・…34

Dentalium 　oetangulatum （DONOVAN ）ヤ カ ドツ ノ ガ イ…2

Anadara （ScaPharca ）secbcrenata

　　　　　　　　　　　　（LISCHKE）サ ル ポ オ ………A

Myiilus　edulis 　LINNE ム ラ サ キ イ ガ イ …………・…・・I

Ostrea　denselamellosa　L【scgKE 　イ タ ボ ガキ ………C
Pecten （Netovolの albicans

　　　　　　　　　 （SCHR6TER） イ タ ヤ ガ イ・……・・…2

Fulvia　m ”tica （REE ▽E）　ト リガ イ …………・…・…・…8

Pillucina　pisidium（DUNKER ） ウ メ ノ ハ ナ ガ イ …… 1

Ctena　divergens（PHIUPPI） ヒ メ ツ キ ガ イ ー……・・1

AnomalodiseUS　sguamosus （LINNS）シ オ ヤ ガ イ……A

Dosinia　1
’
aPoniea （REEVE） カ ガ ミ ガ イ ……’…’…噛…A 、

TaPes （Amygdala）Philippinarum
　　　　　　　　（ADAMS　 et　REEVE ） ア サ リ…………5

P砂 雇 ¢ und ＃ lata （BORN ）　イ ヨ ス ダ レ …・……・……・A

Venus 　tere＃ ma （GOULD） v ル ス ダ レ ガ イ…・……・…・6

Macoma 　Praetexta（V ．MARrENS ） オ ォ モ モ ノ ハ ナ
…C

Nitidotellina　nitid μta （DVNKER ）サ ク ラ ガ イ ………1

A ：Abulldant，　C ：Common

3．下部 シ ル ト層 （c ，
ct） ：上下に 2 分す る こ とが で

き，下 部（c）は 貝殻混 リシ ル ト層，上部 （cうは 貧貝化石か

つ 腐食土質シ ル ト層か らな る．C 層 に 含 まれ る貝化石は

外海の 影響を受け る内湾の 浅海砂泥底棲 の もの からなり

（第 置表），Proclavaρゾ励 擁 （ヒ メ カニモ リ），
Anema ・

lodiSCUS　sqttameSUS （シ オ ヤ ガ イ）な ど現在紀｛尹半島以

南に 分布する もの を含む．
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　4・上 部砂層ld）：浮石層を は さむ浮石質砂層．貝殻も

見 られ ない し ， 珪藻 も検出 で ぎな か っ た．おそ ら く河成

堆積物で あろ う．

　5・上部 シ ル ト層（e）；珪藻化 石群 か ら海成〜汽水成層

と考 え られ る．詳 し く見 る と下部 に浮石 質 砂 層をは さ

む，また上部は 砂質 シ ル トに な っ て い る，上端の 標高 は
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ま ま

海抜 3m ．韮 山 西 南方の 墹 の 上 で は ほ ぼ 同層準と思わ れ

る砂層 か ら紀伊半島以南に現生す る ヒ メ カ ノ コ ガ イ ， シ

オ ヤ ガ イな どを含む 浅海棲貝類 の 化石が報告され て い る

（多田 ・坂 口
，
1954），

　6・最上部泥砂礫層  ：層相 の 変化 に 富 み，火山砂

礫，腐食土 の は さみ が 多い ．お そらく陸成 で あろ う．

5　b　珪藻でヒ石 群集

　
巳曜
沖積層

”
の 堆積環境の 変遷をしらべ るた め，上述 の

コ ア に含まれ る珪藻を検討した． コ ァ は 1m お きに 約 30

cm ずっ 保存され て あっ たの で ，そ の 中か ら 59 の 試 料約

40点を え らび，酸化分解処 理 を経 て ， ラ ソ ダ ム に 各 20G

個体の 珪藻を 同定 した ．その 結果 の うち か ら代袤的な試

料 とそ れ に 含 まれ る珪藻群集10組 の組成 をng11図に 示 し

て あ る，なお ， 生態区分 に よ る組成 ，す なわ ち，各試料

に おけ る浮遊性  ， 付着性  ，底棲  の 種数 の 比率，ま

た，海棲，汽水棲，淡水 棲 の 区分 に っ い て は MmmR

（1964）に したが っ て つ ぎの 5つ に 区分 し ， それ ぞれ の

比率を算出した．

　1．海棲種 M ： こ れ は海棲種 と海棲ときに 汽水機の 種

を 加えた もの．

　2．海棲な い し汽水褄種 M −B

　3・汽水棲種B ： 汽水 棲種 と汽水湊ときに 海棲 ， お よ

び汽水棲 と ぎに淡水棲 の もの を 加 え てある．

　4．汽水褄な い し淡水 棲種 B − F

　5．淡水棲種 F ： 淡水撰種 と淡水棲ときに 汽水棲の 種

を加え た もの ・

　つ ぎtt ， 試料深度ご とに 珪藻群集 の 特 微 に 着目す る

と，それ ぞれ特有 の 堆積環境 を示す A ，B ，　 C ，　 D の 4

群集に わ け る こ とが で きる．

　 A 群集 ： 汽水
一
淡水域群集 で，層序区分 a の もの が こ

れに あた る．淡水褄種 Fragilaria　pinnata（54・5％），

SPtnedra　 ulr・　a 　var ．bicePs （6％），
　 Cyclotella　comta

（2 ％），Melesira　granulata （2 ％） と汽水 一淡水棲

種 Cecconeis　sp ．（17％）で 特徴づ けられ る．こ れらは
一

般 に 湖沼 な ど止水 域 で ，中栄養型一一
部富栄養型 の 水域

に 付着性種 とし て 出現す る．M ．　granulata とC ．　comta

の 組み 合 せ は ，現在 の 狩野川水系で は養魚池 として の 溜

池に 特徴的で ある．

　一方 ， 海棲 一汽水 棲種 も少 し で は あ るが検 出され る．

それ らは付着性種 の DiPloneis　 smithi や 現在内浦湾沿

岸 で 四季 を通じて 生息し て い る Achnanthes　breviPes，

同底棲種 の Nit：schia 　navic ”laria，　N ．　Punctata， 同浮

遊性種 の ActinoPt＞
’
chus 　 ehrenbergi 　tsどで ある・各 1個

体 で は あ るが．海棲浮遊性 種 の Coscinodiscus　lineat” s

と内湾沿岸棲種 の Asterienella　 fπ∫」σ彪 が検出された の

は 注 目 され る．少なくとも海水域 とつ な が る環境を指示

し てい る と考 え られ る．

　 B群集 ： 汽水域群集 で 層序区分 b と e の もの が こ れ に

あた る，こ の 群集は 3 つ の グル ープ
， す なわ ち ，Masto ・

gteia属 （6〜165％）と （冫yrosigma 　balticum （2・8〜

38．0％），RhoPalodia属 （3〜21．6％），　 Dipioneis　M

（2 〜8％）で特徴づ け られ る．

　まず注 目 され る こ とは，海水
一汽水棲で 底棲種 の Gy・

「osigma うα観 硼 解 が ，南方地 域 に 多い 汽水一淡水棲 で 付

着性種Mastogloia 　Smithi　）｝r伴 っ て 出現す る こ とで ，こ

の 時期 に ，よ り温暖 な海水 の 流 入 を 推定 させ る．こ の 内

湾を
“
旧期古狩野湾

「

と呼 ぶ こ とに す る。また ，
こ れ ら

の 種 の出現が ，
，
よ り上 位 の層準に み られ る海水準上昇の

前 ぶ れ と考 え る こ とが で き る，

　RhoPalodia　ntに み られ る特色は ，汽水
一
淡水棲 で 付着

性 種 1〜．gibba を 3 〜6．4 ％伴い ， こ れ よ り多 くの 頻 度

で ，汽 水
一
海水棲種 で ときに 淡水に 見 られ る こ ともあ る

R ．gibberula ，　 R ．8ibberwta　 var ．♪rotracta など の 付

着性 種が 出現 す る こ とで ある．DiPloneis属 に つ い て も

同様の傾向が み られ る，しか し，層序区分 c に み られ る

よ うな，海棲浮遊性種の 多量に み られ るお そ ら く沿岸流

の 大規模な 流入 を 見 る よ うな海域 の拡 が りは推定 で きな

い ． 上 部 シ ル ト層 e の 9．15〜9．45m の 試料に ，
　 Fragi・

laria　crotonensis の よ うに 淡水 褄 で，湖沼の 浮遊棲珪

藻 とし て最 も重要 で あ り，低鍼度 の 汽水 に も 出現 す る種

が存在す る こ とは，浅 い 汽水域 と して の 内湾 噺 期古狩

野湾
”

を 想艨させ る．

　 C 群集 ：海水 域 の 群集 で 層序区分 c の もの が こ れ に あ

た る，こ の 群集 は Coscinodiscus　 radiatUs （12．4％ 土 ），

C ．lineatus （12．6％），　 CPtclotella　striata （13．8％） ，

Coscinodiscus　eurvatulus 　var ．　miner （1．3％），　と，

Hemidiscus　weissflegi （8．4％），　 Thalassionema 　nit ・

zschioides （20．O％）の 浮遊性海棲種 で 特徴 づ け られ る ．

　前者 らは広分布，外洋性 の 浮遊性種 で 、 これ らの 急激

な増大 の 傾向 と，深度33．52m か ら24．15m まで に 至 る c

層か らの 安定 した 高い 出現率 は 比較的急激な海面上昇を
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暗示 し て い る、また ， 後者2種は ， 爾方暖水 域 の 内湾に

多く見 られ る浮遊性種 で あ る．

　一
方，淡 水 一汽水 棲 で 浮 遊 性種 の StePhanodiseus

astrea の 高率の 出現は
「蟹
旧期古狩野湾

”
が な お 完 全 に

は ，高鍼度 の 水域 1こな り得なか っ た こ とを示 して い る と

考えられ る，また深度31・15m ・−31．56m の に み られ る特

異な現象とし て ，5．astrea の
一

時的消滅が み られ る，

こ掘 こ反 して CoscinodiSCUS鯤 4ゴα如 3 お よび Cyclotella

striata 　t： ど浮遊性 海褄種 の急激 な増大，　 Triceratium

cinnamene ”m や ，

一
部汽水 に は み られ るが 淡水 に 侵入

す る こ との ない ActinoPtychus　wndulatus の 出現は，
t’
旧期古狩野湾

”
が，こ の シ ル トの 堆積時に ，最 も鹹度

の 高い 水域 に な っ た こ とを示 して い るの で あ ろ う，そ し

て ，StePhanodiscus　astrea の そ の 後 に お け る増大は よ

り鹹度の 低 い 水域へ の移行を暗示 し てい る．

　D 群集 ：汽水
一
淡水域群集 で 層序区分 c

’

の もの が こ れ

に あたる，こ の群集は MelOsira　granulata　var ．　c” r ・

vata 　（28．6％ ±），　M ．　granulata　var ・typica　（9・8％），

M ．islandica　 var ．　typica （4．　4％），　 M ．　italica　var ・

ambigtia （6．2％），　と，　 StePhanodiscus　astrea （29・2

％）・SPtned「a 　acus （5・3％〉で 特徴づ け られ る．深度24

m 〜i7，85m 間の ，1m 間隔ご との 6点の 試料 の 分析結

果 は い ずれ も同 じ よ うな特徴を示 し た．

　すなわち，浮遊性で 淡水
一
汽水棲種 StePhanediscus

astrea が急激に 増大し，　 C
’

層下部で 最大値を示す．ま

tc，
　 ct 層上部で こ の 種 が減少す る と，中

一富栄養湖 に 多

く，主 とし て浮遊性 の Melosira　granulata　var ．　cur ・

vata 　t：どが，溜池な ど止 水域に 特徴的な Synedra　acus

を伴 ない 急に増大 し ， 最大値を示す．層序区分 c
厂
の 珪藻

群集は t

“
旧期古狩野湾

”
で小海退ない し海水準上昇の

停滞があ っ た こ とを 暗示 して い る．あ るい は ，当時古黄

瀬川扇状地 の拡大に よ り，湾 口部が 塊立 て られ，陸水 の

流入 に ょ っ て，海 水域 か ら急激 に 汽水
一
淡水化 した の か

もしれ ない ．

5c 　狩 野川下流平 野の 断面図

　 5a で 述べ た よ うな層序は 他地点の ボーリン グ 資料か

ら も認 め られ る の で ，沼津か ら狩野川沿 い に修善寺に 向

っ て 沖積 平 野 を南北 に 截 っ た 断面図を模式的に 画 くと第

12図 の よ うに な る．

　す なわ ち，下位 か ら下 部 礫層 （河成），下部砂 層 （汽水

成一海成），下部 シ ル ト層 （海成 か ら汽水 成
一淡 水成 ），

上部砂層 （非海成），上 部シ ル ト層 （汽水成
一
海成），最

上部泥砂 礫層 （陸成 ）の 順に な っ て お り，海成シ ル ト層
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第12図　北伊豆平野
輯
沖積層

”
の模式的断面図

　　　　A ： 港大橋，B ：御成 橋 ，
　 C ： 東京麻糸，

　　　　ぴ ： 黄瀬川，E ：三島市長伏，　 F ：大場川

　　　　安久，G ： 蛇が橋，　 H ： 華山小学校北 ，

　　　　1 ：莚 山駅前，J ：便豆 長 岡駅前，
　 K ： 白

　　　　山堂 ，L ：狩野川 の 現河床 面

　　　　A −K は ボーリン グ地 点，位置はeg　ro図に

　　　 示 す．

　　　　a ：下 部礫層，b ：下 部砂 層，　 c ，　ct ：下 部

　　　　シ ル ト層 ， d ： 上部砂層 ，
　 e ： 上 部 シ ル ト

　　　　層 ， f ：最上部泥砂礫層．

を 中心 とした 2 つ の輪廻 が 認 め られ る．

　下部礫層 は現在 の とこ ろ
”
沖積層

”
の 基底礫層 で ある

か どうか はわか らない ，こ の 下部礫層は 北部ない し現河

口 に 向 っ て 深 さを増 し，地点 E で
一50m に 達す る が，そ

の 延長 は 地点 C とD の 間の や や 北方 に 位置 す る地点 S

（沼津市下石田） の ボーリン グ資料 （第13図）に おけ る

三 島溶岩上に の る 火山砂礫層上 部あた りの 層 準 に っ つ く

よ うに 見え る．

　下部 シ ル ト層は 南か ら北 へ 向っ て急に 厚 さを増 し t 海

面 上 昇に 伴 っ て 北 か ら南へ 海侵が お こ な われ ，や が て 全

域 に わ た る内湾 （旧期古狩 野 湾 ）が 形成 され た こ とを示

し て い る．こ の 内湾は 下部 シ ル ト層上部 か ら上部砂 層に

か け て
一

時陸水 化 した よ うで ，再び上 部 シ ル b層 の時期

に 内湾 （新期古狩野 湾）が つ くられ た．こ の 間 の 変化 に は

海面上昇 の
一

時的俸滞また は 小海 退が関係 し てい るか も

しれ な い ．新期古狩野湾 の時 に お そ ら く繩文前期 の 高海
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第13図　沼津市下石田 （第 10図地点 S ） の ボ ーリン グ

　　　　コ ア 柱状断面図

　　　　 1 ： シ ル ト，2 ： ス コ リア ・火山砂礫 ，

　　　　3 ：溶岩 （三 島溶岩），　 4 ： 砂礫

面期が ある と考 え て い るが，こ の 時の 海水準は どれ位で

あっ た だ ろ うか．大場川地点の 海成上 部シ ル ト層 の 上限

の 標高 は海抜 3m である．墹 の 上 の 貝化石群は潮干帯な

い しそ の 直下 に 棲む もの な の で，含貝 化石 層 の 上限が当

時の 海水準をあらわ し て い る とすれ ば ， そ こで は 海抜 2

m で ある．第 12図で は上部シ ル ト層 の上限は 地点 Jで は

海抜 6m とな っ て い るが，こ れに は 淡水成 の シ ル トが含

ま れて い る の で指標とは な ら な い ．

下部 シ ル F層も上 部 シ ル ト層 も白山 堂 付近 で 尖減 して

い る の で ，当時 の 入 江 は南限とし て こ の あた り まで ひ ろ

が っ て い た こ とが わ か る ．

　狩野川 下流
tt

沖積層
”

の 地 史を 明 らか に す る た め に

は，まだ ボ ーリソ グ の 資料が 十分 で ない ．埋没段 丘 との

関係や 年代 測定な ど今後 の 問題 で ある，それ に ，沖積層

は最終氷期末以来の 海面上昇に よ っ て つ くられ た の で 層

序は各地 の もの と共通す る点が多い は ず で あ る．上述 し

た海侵 の 2 つ の輪廻 が 各地 の 洪積世末
一
沖積世 の 地 史と

どの よ うに 対応す るの か今後検討し て い きた い ．

6。 ま　 と　 め

　1．伊 豆 半島か ら浜名湖 に 至 る東海地方沿岸に は 三角

州性 扇状 地平野と三 角州平野 の 2 つ の 型の 沖積海岸平野

が分布す る．前者は背後 の 降起す る山地 を侵蝕する大 河

州 の 下流 か ら河口 に か け て 形成さ れ，後者は小河川 の 下

流 ま た は 扇状地平野 の 宋端や 側方 に ひ ろ が っ て い る 。

　2． 三角州性扇状地平野をつ くる地層は 大部分河成礫

相 か らな り，最終氷期末以来の 海面上昇 の 際に も，山地

か らの 多量 の 礫 の 供給 の た め に 河成礫相が発達 し た ．

　3． こ の 地方の 沖積海岸平野 の 形成 は 地殻変動と密接

な関係が あ る と考え られ，現在の 多くの 沖積平野 は洪積

世後半以来 の 沈降域に 形成 され て い る．主 要河川 の 下流

部流路 の 時代的変遷も洪積世後半以来の 波曲とよ く対応

す る ．

　4． ボ ーリ ン グ資料 とコ ア 中の 珪藻化石群集 に もとつ

い て，狩野川下流平野 の 層序 と地史を考察した ．それに

よ る と，問 に 海退期 ない し 渟滞期を は さむ 2 回の 海侵が

認め られ，こ の 地域 に 旧期 ・新期古狩野湾が形成 さ れた

当時 の 入江 の 南限は 白山 堂あた りま で ひ ろが っ て い た．

新期古狩野 湾 は 繩文時代前期 の 高海面 期 を あ らわ す と考

えられ るが ， そ の 後 の 地盤運動を考慮 しなければ当時 の

海水準 は標高 2 −3m 前後で あ
・
っ た．
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Geologic　History　of　A1亙uvia 王Plain80n　the　Coa8t　of

tho　 Tokai 　Regio驫 ，　 the　Pacific　Side　of　Ce巖tral　Japa瀧

Ryuichi　TsucHI　and 　Yutaka　TAKAHAsH 買

（Abstract）

　 Alluvial　 plains　o員 the　 coast 　of　the　 Tokai　 region

can 　be　 c正assified 三nto 　two 　types 　of　deltaic　 fans　 and

deltas．

　 The 　former　extends 　 on 　lower　 drainages　 of　 Iarge

rivers 　which 　 are 　 carving 　steep 　h三nter 　 mountains 　 Qf

the　 region 　and 　 flowing　abruptly 　 into　 the　 sea 　 with ・

out　middle 　courses ，　 and 　the 　latter　is　formed　on

loweτ courses 　 of　 small 　 rivers 　 Qr　 lateral　 side 　areas

of 　deltaic　fans．

　 Deposits　of 　delta正c　fan　type 　plains　consist 　largely　of

fluviaL　gtavels　owing 　 to　plentiful　supply 　Qf 　materials

from　the　 mQunta 洫 s，　 those　of 　 deltas　 are ，　 however ，

composed 　 ma 三nly 　 of 　marine 　or　estuarine 　silt．

　From　the　 view 　 point　 of　 the　 geology　 of　 terrace

deposits　of　the　region ，　the　shift　of 　locat三〇ns 　of　lo曹

wer 　drainages　of 　the　present 　large　r三vers 　s量nce 　middle

Pleistocene　is　closely 　related 　te　the　Quaternary

undulatory 　 movement 　 of 　the　 region ．　 Most　of　alluvi・

a ！　coastal 　P1a呈ns 　of 　the　region 　has　been　formed　in

areas 　 of　down −warping 　si・nce 　the　latest　 geological

ages ・

　As 　 an 　example 　 of　 anuvial 　 plains　 of 　 the　 reglon ，

stratigraphy 　and 　geolQgic 　h藍s 亡ory 　 of 　the 　lower　dra−

inage　of　Kano　River
，
north 　of 　the 　 Izu　Pen …nsula ，　 is

presented 　 malnly 　 by　 means 　 of 　 fossil　 d三atom 　 flora

which 　were 　 obtained 　from 　a 　bQring　 core 　of 　44m 　long

in　 a　 central 　 par 亡 of　the　 area ．　 Two 　sedimentary 　 cy ．

cles　wh 圭ch 　represent 　marine 　invasions 　are 　recognized

i口　the　area ．
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