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1　 まえが き

　四 国島の海岸部 に お い て は，台地
・段丘 ・泙積低地 の

占め る広が りは，古生界〜
古第三 系を 基盤岩 と し て そ の

凹所に 堆積 した新第三 系 の 分布とよ く
一

致 して い る．

　四 国島 の 室戸半島西 岸，吉野川河谷 お よび淡路島南半

部に お い て ，台地 ・段丘 ・沖積低地 の 発達と基盤岩 の 岩

質 ・地質構造 との 関係に 注目 し て 調査を行な い
， 台地 ・

段 ft　・沖積低地 の 形成 は ，構造運動お よび新第三系と先

新第三系とQ差別的侵蝕 に もとつ い て そ の 広が りが 支配

され て い る，すな わち これ らの 原形は 新第三 系堆積時ま

で に ほぼ決定 され ， 第四 紀 を 通 じて 新第三系の 基盤岩の

地形が 顕在化した こ とを認め た．室戸地域に つ い て は 須

鎗 ・他（1971）に の ぺ た ．

Fig．　 i．
　　　　　　　　 ，　　　　 尸。、月　〆

The 　 restored 　surface ，　 the　Neogene
forrnat三〇ns 　and 　the　faults　 of 　the

Muroto　 Pen 洫 sula ．

（The　c。nt。 ur 　lines　aτe　restored 　by

filling　the　vaUeys 　narrower 　than 　500　m ．

and 　drawn　at 　intervals　of　100　 m ，）

ff　室戸海岸段丘地域

1． 地形 ・地質概観

室戸半島西岸 ， 室戸岬
〜物部川間の 地形 の概形，断層

線お よび新第三系の 分布は Fig．1 の 通 りで あ る．

　室戸半島 の 南北に 連な る 主稜線 は中生界 ・古第三系で

構成 され て お り，高度 王OOOm ＋ よ り 300　m （四十寺 霞）

で ，北 よ り再へ 高度が 低下 し て い る．こ の 主稜線 よ り，

中生界 ・古第三 系 の 走向方向に
一致した 支稜がNE〜SW

方向に の び て い る．こ の 山稜支脈に は 小平坦 面 が み られ

る こ とが あ る，とくに 高度 500m 以下 に は比較的広い 平

坦面 が 分布す る．堆積物の 確認で きた 海蝕面 の 上限高度

は 320m で あ る．

　海岸平野は ご く狭 く，田 野，安芸；和食に 分布す る沖

積低地を除けば海岸線は 直線的 で ， きわ め て 狭 い 海岸低

地 （低地面下 に 波蝕 面が 伏在す る こ とが多い ）・新期の

波蝕台をへ だ て て ，比 高 の 大 きい （100 鋤 こ達す る）海

蝕崖が海に の ぞん で い る．海蝕崖 の 中途に は小規模の 段

丘面が 付着して い るが ，海蝕崖 上 の 段丘面 に 比べ て 広が

りが 著 し く小さい ，

　段丘 面は ほ とん どが 波蝕面で あ り，段丘礫層 eXlOm 未
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 は ぜ

満の こ とが多い ．室戸岬市薗山 （船場 山 ） の 230m 面 に

の み 海進期を示す厚 い （みか け上30m 十）礫層が 残 され

て い る．

　 こ の地域に 分布する第四紀以前 の 地層は ， 上 位 よ り下

位 へ

　　米 ケ 岡 劉

　　窶本6．憲　1讐芸蠶｝新第三系

1灘鸞｝
一

　　 須崎層　 四万十川層群　 白亜系　で あ る．

　 卑　瞬 国 島海岸平野の 形成過毬 の 研 究　第 3報

＊＊　徳島大学 教養 学部地 学教室
＊ ＊ ＊　徳島大学教 冐学部 地 埋 学教室

　上記の 薪第三 系は 古第ヨ 系に 比較 し て 固結度が低く，

半固結ない し未固結で，侵蝕 に対す る抵抗力は 弱い ．い

ず れ も浅海成〜陸成 で あ り，登 層 ・穴内層は シ ル ト層 ・

砂層を ，六本松層 ・米 ケ 岡層 は 砂礫層を主体 とし ， 六 本

松層に は亜炭層が 含 まれ る．こ れ ら各層の 礫岩 の礫は，

そ の 付近 の 基盤岩に は み られ ない チ ャ
ー トの 円暦礫 を 含

み ， 礫が外来性 の もの で あ る こ とを示 し て い る．
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　古第三系 は 固結 した砂岩 ・泥岩互 層 ， 中生界は 泥岩が

ち 砂岩泥 岩互層で あ り，両者は 伊尾木川付近で 断層で 接

して い る．い ず れ も同一の 走向を もち，北東一南西 の 帯

鰹 の 分布を示す．い くつ もの背斜 ・向斜 が み とめ られ て

い る．

2． 新第三系の 分布 の特徴 と 中生界
・古第三 系 の地

　　質構造

　古第三系 ・中生界 と新第三系との 関係 は ，傾斜不 整合

関係 で あ るが ，前者が 北東一南西 の 帯状 の 分布を なす の

に ，後者 は こ れ と ま っ た く不 調和な 分布を示 し，海岸付

近 に の み あっ て 中生界 ・古第三 系に 刻 み 込 まれ た 湾入部

を 埋 め る様 に ，低所を占め て 点在し て い る．

　そ の 水平的分布は ，基盤岩を切 る断層に よっ て 支配 さ

れ て い る．す なわ ち室戸 市 羽根川付近，安 田町 六 本松，

安芸市 丿1比 ，穴内で 櫨 直接露頭で 断層 が 確 か め られ て い

る．基盤岩を切 る断層 は，走向断層で あ る NE −SW 方 向

の もの ，お よび こ れ に 斜交する N −S （もし くは NNW −

SSE ）方向の 2 系統が あ り ， 両者の 関係は NE −SW 性 の

もの を N − S性 の もの が 切 っ て い る ．こ れ らの 断層 は 半

島 を 刻む河谷の 直線状 の 部分 に
一

致 し，そ の 延長 は 前述

の 急崖で海に の ぞむ直線状海岸線1＝一一・致 して い る＊ ．

　新第三 系は ，これ ら 2 系統 の 断層網 よ りな る地塊間 の

凹所に一致し て分布し てお り，地 塊 の 角に あた る岬 の 突

出部 に は すべ て 基盤岩が露わ れ て い る，こ れ ら断層 は新

第三 系 また は 段 丘 堆積物 （前述廬山の 230m 礫層） を切

っ て い るが ，新第三 系 の 堆積盆地を規定した 点 か ら，そ

の 活動 の 主要な 時期 は 古第三 紀始新世末 よ り中新世後期

お そ ら く中新世中頃 と考え られ る ．

　新第三 系 の 垂直的 な分布の 特徴と し て は，前述の よ う

に 断層線 に 沿 う急崖下 に 基盤岩 に ア パ ッ トし て分 布す る

の み な らず，半島 の 山腹斜面 に オ
ーバ ーラ ッ プ し て分布

す る こ とで あ る．と りわけ，唐の 浜 で は薄い 穴内層が 奈

半利川層 に 刻まれ た 谷に 沿 っ て 高度　20e　m まで 山腹に へ

ば りつ くよ うに 分布 し，米 ケ 岡層 は 厚 さが20m の 砂礫層

で あ るが ，奈半利 町 米 ケ 岡 の 西 方 に lkm に わ た っ て 西 へ

の び る山 稜上，高度 380〜350m にわた っ て分布し て い る．

　 室戸半島西 岸 の 山腹面を遠望す る と，そ の麓部 は わ ず

か に 段丘 面 に よ っ て修飾 され て い る もの の ，ほ とん ど一

連 の 斜面 に み え る．す な わ ち ，室戸半島の 山地斜面 の 原

形 も新第三系の 基底面 に
一

致す る もの とみ る こ とが で き

＊　安ff市以西 に つ い て は ，走 向 断 層は 多 数認 め られ るが ，こ れ に 斜交す

　 るNW −SE断層は 確か め られて い ない ．こ の 方向の 直線 状河 谷，段 丘

　 崖が 明瞭で あ O ，穴内層の 分 布 もこ の 方向の 急崖 に よ っ て限 られ て い

　 る．こ こ で の 穴内層の 分布の 上限高度は 1DOm で あ る （Fig．1 ）．

る．

3． 台地 ・段丘 ・沖積低地と基盤岩の 岩質 ・地質壌造

　山地内部 に 発し，比較的規模の 大ぎな河川で あ る室津

川 ，吉良川，羽根川 ，奈半利川，安田 川，伊尾木川，安

芸川などの 河 口 に は ，狭 い 沖積低地 ・段 丘 面が 湾 入 を な

して 分布 して い る．こ れ らの 湾入 は 前述の よ うIC　2 系統

の 断層 に 限 られ た も の で あ るが ，ほ とん どの 所 に 新第三

系が分布 し，これが確 か め られ て い な い の は 室津川，吉

良川 の み で あ る，また流域が小 さ い に もか か わ らず，新

第三系の 分布す る元川 ， 穴内川，和食川 の 河 口 に は こ の

よ うな湾入 が み られ る．安芸川河 口 の 沖積層 の 厚 さは 30

m 以上 と され，（吉川 ら，正964 ），一方，室津川河 口 に は

基盤岩が露出 して い る，

　段丘 面 ・沖積面 の 基盤を 構成 し て い る の は 中生界 ・古

第三 系 と新第三 系 で あ る が ，両者 の 固結度 の 差 に よ っ て

侵蝕に 対する抵抗｛生を異 にす るた め ，段丘 面 ・沖積面 の

形成 は ，新第三 系堆積前 の 地 形を 洗 い 出 すか た ち で 行 な

わ れた ．

　新 第三 系を 基盤 とす る た め ，広 い 段丘 面 が 形 成 され た

の は 田 野町 大野台地 （50 〜 90m の 数段 の 波蝕面 よ りな

る ），安芸川沿い の 内原野台地 （現河床 ＋20〜30m ＋ の

比高を もつ 河床面 ） な どで あ り，安芸以西 の 新城，穴内
か の キ

叶木，和食 で は 新第三 系が高度 1eOm ま で 分布す るた め ，

こ れ を基盤 とす る30〜70m 面 （数段の 波蝕面）が と くに

広く，中生界泥岩 を 基盤とする こ れ以高 の 面 は い ずれ も

狭 い ．

　 現海岸線に つ い てみ て も，新第…系の 分布す る とこ ろ

で の み 平滑 な 凹 形曲線を 描き，河 口 で あ っ て も基盤岩 の

露出す る 室津川河 口 は 凸形を示す，大 野 台 地 ，唐の 浜，

安芸市新城で は狭い 海岸低地の 下に 基盤岩が伏在 し，海

岸 に は 岩礁が あ るた め ，新第三 系が 侵蝕 され る の を さ ま

た げた もの の よ うで あ る．

　古第三 系室戸半島層群 は NE −SW の 走向で 急傾斜 し て

い る た め，各岩相 は 走向方向に帯状に 分布し，一方海岸

線 の 方向は NW −SE で 地層の 走向とほ ぼ直交す る た め ，

海岸線 に 沿 っ て各岩相があ らわ れ て い る，しか し，現海

岸線 の 凹凸 と岩相 の 閤に は 明瞭な対応関係 は み ら れ な

い ．こ れ は 段 丘 面 の 広狭 に つ い て も同様 で ある．

　段 丘 面 の 広狭は，相対的海面変化や 波蝕 に 対する岩石

の 抵抗性が 同
一で あ る場合 に は ，海蝕 に さ ら され る原地

形面 の 傾斜の 緩急に よ っ て 決定 され る こ とは潭辺（1961）

の 述べ た 通 りで あ る．すなわ ち ，古第三系分布地域の 同

時期 の 段丘 面 の 広狭を支配 した 要因 は原 地 形面 の 傾斜で
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あ る．

皿　 淡路 島南半部の 海岸平 野

f・ 地形 ・
地質概観

淡鵬 南半部鋤 地 は ，北 の 花鵬 黔 な 鸛 歃山地
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F三g．2．　The　restored 　surface 　and 　the　Plio−Pleistocene　Awa ．ii　Formation　of 　the　Southern　Awaji　Island，

　　　　The　contour 　王ines　are 　restored 　by　fi11ing亡he　valleys 　narrower 　than 　500　M ．　and 　drawn 　at

　　　　 intervals　of 　I　OO　m ．　 and 　of 　20　m ．　 in　part．

　　　　 The　Middle 　and 　Lower　fan　deposits　and 亡he　marine 　terrace　deposits　are 　 nQt 　shown ，

　　　　
N ・mbers 　 and 　 L ・tter・（Al・Aw ）・・ e　th ・ h・ight ・f 亡h・ b・・e ・f　th・ Alluvi・m （At） and 　 th。

　　　　Awaji
　Formation（Aw ）in　meter 　from　the　present　sea 　level，　and 亡he　numbers 　in　parentheses

are　the　depth　in　 meter 　under 　the 　ground ・　（図中 ，幡多の Al−1101 は Aw ）

（高度 450〜200m ）お よび南の 和泉層群 よ りな る諭鶴羽

山山地 （高度 610〜200m ） で あ る．花崗岩 と和泉層群 と
　 　 　 　 　 　 せ い だ K

の 境界 は 洲本〜西 淡町湊 をむ すぶ線に あ る．両岩 石 の 中

位 に あ っ て 和泉層群 に 不 整合 に お お わ れ る石英斑岩類が

西淡町丸山岬 ， 雁子岬な どに 露わ れ て い る，

　先山山地 と諭鶴羽山山地 と の 間 に は 北 東〜南西 に の び

る一連 の 平野があり， 諭鶴羽山南斜面 に 発す る洲本川 ・

三原川流域 の 新旧 扇状地面，ま た そ の 河 口 に ご く狭 い 海

岸低地 が 分布す る．こ の 平 野 の 西 は 和泉層群 を基盤岩と

すもの は ，大阪層群下部相当とされ る鮮新 ・更新統淡路

累層 （市原，ig6i） で あ る，淡 路累層は両山地 の 山麓を

埋 め る よ うに 高度 200m 未満 に 分布し ， そ の 基底 は 諭鶴

羽 山北麓，西 淡丘 陵で は ほ ぼ 現海水準以 上 に あ っ て 厚 さ

も薄い が ，三 原川 平野 ・五 色丘 陵 （花崗岩 の 残 丘 を核と

して 高度 100　m 以下 に 分布）で は 海面下 150m 以下 ま で

分机 て い る・騨 羅 は 主 に 陸成 で 未固結の 砂礫層 ・

粘土層よ りな り阿万東町，五 色浜で は 上部 の 褐色 の 砂礫

層 （結 晶片岩礫をふ くむ） と下 部 の 砂 ・粘土層 （青色 を
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嚇

示 し，阿万〜賀集に か け て は 亜炭層を 挾む ） との 2部層

に わ けられ るが ，地域間の 対比 は 行な わ れ て い な い ．

　和泉層群は 中生界の 固結 した砂岩 ・泥岩 ・礫岩の 互層

で あ り，論鶴羽 山 山地 ・西淡丘 陵 に は 東 に 開い た 向 斜 の

北翼があ らわ れ，そ の
一

般走向は NE −SW で，地層は SE

へ 急傾斜す る．諭鵝羽山山地 に は，泥岩部 と砂岩 ・礫岩

部 と の 差別 的 侵蝕 に も とつ くとみ られ る ケ ス タ A」稜 が 連

な る．前述の 平野は和泉層群 の 走向方向に
一

致 した 細長

い 形 を示 し，諭鶴 羽 山北麓に は NE 唱 W 方向の
一

連 の 凹

地 ・河 谷，ま た ケ ス タ 地形 の 逆従谷で あ り北西流す る水

系が 発達す る．

　諭鶴 羽 山地 の 南限 は 中央 構造 線に 沿 っ た 比高 の 大 きな

一連の 急斜面 で あ り，紀伊水 道に の ぞん で い る，海上 4

km 南 の 沼島 に結晶片岩 が分布して い る．

　 2．　 淡路累層の 分布 の 特徴 と基盤岩の 岩質
・
地質構造

　 淡路島南半部に お け る鮮新 ・更新統淡路累層の 分布
S

（東中，1951 ；木村，1952 ；平山 ・田中，1954；東中 ・

永井，1960 ；市原，1960 ・6！；石 田 ・横 山 ，1969に よ る）

お よび そ の 基盤岩 （先第三系）よ りな る 山地 の 概形 （幅

500m の 谷埋 め線 に よ る）はFig ．2 の 通 りである．

　 そ の 分布 の 特徴 は ，基盤 岩 を刻 む 凹所 を 埋 め る よ う

に ，’谷部に 沿 っ て 入 り込 んだ 分布を示す こ とで あり，一

部 を の ぞい て は 高度 100m 以下に あ る．

　 また 洲本川 ・三 原 川 の 平 野 の 地 下 の み な らず，西 淡 丘

陵 の 周囲 ， 諭鶴羽寓山地の 周 囲などの 現海岸
・
現海湾沿

い に も分布 し て お り，淡路累層の 堆積時の 基盤岩 の 地形

は 現在海 水 準 以 上 に あ る部分 に つ い て は ，そ の 広が りに

お い て も，起伏量に お い て も現在 の もの とまっ た く同 じ

で あ っ た こ とを示し て い る．淡路累層 は海方へ ゆ る く傾

い た 構造を示す とこ ろ が 多 く，また 島 の 南縁 の 中央構造

線 に 沿 っ て は，和泉層群が淡路累層 の 上へ 衝上す る （東

中 ・永井，1960） こ とが あ り，基盤岩 の 造地形運動 に 伴

な っ て変位は して い るが ，そ の 基本的な地 形は 淡路累層

堆積時ま で に ほ ぼ決定 されて い た．

　淡路累層の 分布する和泉層群の 凹所は，そ の 地質構造

と良 い 調和 を 示 して い る．す なわ ち，西淡丘 陵で は 湊
一

伊賀利 塊 阿 那賀，志知一山 ロ ー
伊毘 ，福良湾などNE −SW

方向の 数条 の 細長 い 凹地 が丘 陵を 分 断 し て い る が ，い ず

＊ 　海 岸平野の 原形 との 関 連に おい て ，従 来の 知見 に つ け加えた い の は ，
　 西淡丘陵の 阿 那賀南方の 30〜40m の 尾根 ， 志知

〜
山ロ 間の 峠（高度100

　 m ），傴 良湾北岸仁尾お よ び 南津向谷 （高度20m ）に 分布す る大円礫

　 層で あ る ．また後述諭 鶴 羽山北 麓鳩 尾川 沿い （高度 160〜工70rn）の も

　 の で あ る （阿 子 島，1970＞．
＊＊ 釧賀利本村 の 盆地の 東西両 岸 で は和 泉層群の 走向が N−Sを と ウ，こ こ

　 で試 錐に よ る 淡路 累壇 の 基 底は 海按工Om と とくに 低い ．南北性断屈に

　 よ る こ と が 考え られ る ，

れ も泥 岩卓越部分 に
一

致す る．一
方，山 稜 を つ くる も

の は 砂岩 ・礫岩部 で あ る．また 規模は 小 さい が ，A 山岬

南方木場，雁 子 岬 東 方登立 な どの 小谷
・
小湾入 も泥岩

卓越部 に一致す る．な お こ の 凹所に 沿 っ て ，福良，河内

などで 走向断層が 認 め られ るが，破砕帯の 幅は ご く小 さ

い ．

　西 淡丘陵北 西隅の 津井，志知川 に 分布す る もの は ，そ

れ ぞれ 雁 子輝、丸 山岬に 分布する石英斑岩 と和泉層群の

間 の 凹所を埋 め る もの で あ り， 岬を つ くる石英斑 岩 に よ

っ て 侵蝕をまぬ がれ て い る．

　 諭鶴羽山 北麓に お い て も，数列の NE−SW 方向の 凹所

があっ て，と くに 中es−一大久保の もの は 泥岩部に 沿 うこ

と，鳩尾川奥 の もの は ，南向きの 谷壁が 厚い 砂岩 の 層理

面 に
一
致す る もの で あ る こ とが認 め られ た．鳩尾川 で は

高度160〜 170贈 こ亜炭片をふ くむ灰色粗砂 ・粘土 層が あ

り ， 東 西 の 峠 （そ れぞれ高度 tgem ，230m ） に は 分布 し

な い ．

　諭鶴羽 山 山 地北麓の 前山群 を 分断 し北西流す る河川は

数地点で峡谷 をつ くっ て い る．これ らは，淡路累層 の 分

布 よ り，先行 谷 で は な く衰成谷 と考 え られ，こ れ よ り推

定で き る積載層で あ る 淡路累層 の 分布の 上 限 は 高度 250

m 以上 に あ っ た。こ れは 後述す る高位段丘 面 よ り 150m

高い 水準 を示す、

　淡路累層 の 基底の 高度変化 （Fig．2 ） よ り， 三 原平野

・五 色丘 陵 の 地 塊 が，西淡丘陵 ・諭鶴 羽 山 山地 の 地塊 に

対 し て沈下す る よ うな構造運動がその 堆積中に あ っ た こ

とが 考 え られ る．

3． 扇状地 ・海岸 段丘 ・沖積低地の 発達と基盤岩の

　　岩質 ・地質搆造

　 〔扇状地〕三 原川 ・洲本川 流域 の扇 状 地 面 は ，市原

（1961），前 田 （1963） に よ り，薪旧数段に 分け られ た

が，F三g ．2 に は 高位面 の み 図示 した．

　洲本川流域 の 高位面は 2 系統以上 あ りい ずれ も扇頂高

度 IOO　m 十 ， こ れ よ り高度60m の と こ ろ まで分布が 断 た

れ る．次位 の 扇状地 面 よ り20m ぬ ぎん で て ，開析 され て

丘 陵状を 呈 す る ．扇頂付近 で 現河 凍 との 比 高 60m で あ

る．扇状地礫層 は厚さ 10m 以下 ，風化著し く，松本（1963）

が 指摘し た様に 完全 な
tt
ク サ リ礫

”
とな り，．IOR の 色相

を 示す．こ れ よ り下位 の 扇状地面は 数段あ り，それぞれ は

現河床 と20〜数 m の比高を もつ 段丘崖で終わ っ て い る．

　 三 原 川流域 に は 高位面 は残存 せず，新期扇状地 面 が と

くに 広い ．

　扇状地面 の 占め る広が りは ，淡路累層 の 分布域に ほ ぼ
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完全に
一致し，扇状地礫層 は 薄 く側方侵蝕 に よ っ て広 い

面を形成 して い る．和泉層群 を 直接 の基盤岩 と し瓜 い 面

を発達 させ る とこ ろは ない ，

　 〔海成段丘〕　 海成段丘面 は ，西淡丘 陵志知川，津井

に の み認め られ ，い ずれ も淡路累層を基盤岩 とす る と こ

ろ で 面 が 広 い ．和泉層群 を 基盤岩 と し，明瞭な平坦面を

発達 させ るとこ ろ は ほ とん どない ，

　志知川 の もの は 高度 20〜 50m で あっ て ，丸 山 岬 の 高度

20m の 面は 石英斑 岩を切る波蝕面 で あ るか ら，こ れ に
一

連な淡路累層を基盤岩 とす る部分も波蝕面 で あ る と推定

され る．北端 （高度50m ）で め み 数 m 厚の 褐 色 の 段 丘礫

層が認め られ る．詳細 に は数段 に 分れ るが ， 面 の 高度 の

広が りに お い て 海進期 の 形成 も考 え られ る．津 井 の もの

は，よ く分枝 した 尾根 に 数段 の 定高性iが認め られ るが平

坦面 は 明瞭で ない ．

　五 色 丘陵は高度90m に 丘頂高度 の よ くそ ろ うとこ ろが

あり．波蝕面起源 で あ る と考えられ るが ，淡路累層の 厚

い 砂礫層 （海方へ 傾 斜す る）を切 る もの で 段丘 礫 層を区

別で ぎな い ．こ の 西 へ 傾斜す る礫層の 下位 の 粘土層 が東

側 の 山稜を 構成す るが ，こ れ は 西 の 砂礫 層 の つ くる 山 稜

よ り　IO〜20m ｛9 く，地形 の 逆転が 考 え られ る ．こ の 高度

90m の平 坦 面 は海成波蝕面である なら，洲本川流域 の 高

位扇状地 面 （宋端 は高度60m 以下） よ りは高い 水準の も

とで 形成 された こ とに な る．

　 〔沖積低地〕洲本川河 口 ， 三 原川河 口 などに ご く狭 い

もの が 分布し，沖積層の 厚さは それぞれ30n1未 満 で あ

る
＊ ． 三原川 の 新期扇 状地面 の 末端は 高度 5m 線で 示 さ

　 　 　 あ　ま

れ る．阿万吹上浜 の よ うに沖積作用 の お よん だ低地，福

良湾 の よ うに 埋積され なか っ た 湾入 ，い ずれ もそ の 原形

は 淡路累層堆積時 の 地 形を再 び 掘 り出 し て形成されたも

の である．

　以 上 ，こ の 地域の 地形面 を構成す る第四系 の 占め る広

が りは ， 淡路累層 とその 基盤岩の 差別侵蝕に もとつ い て

淡路累層堆積時 の 基盤岩の 地形 に 支配 され てお り，段丘

面形成期 ， 沖積面形成期 に そ の 広が りを増した 部分 は な

し ・．

rv　吉野川下流海岸平野

1．地形
・
地質概観

　中央構造線に 沿 う吉野川谷は ，阿波池 田町 よ り紀伊 水

道まで 延長80km の 搆造谷で あ る．池 田付近で は谷底の 幅

＊ 　洲 本港 に お け る試錐資 料 よ り，− 15m 前後に 0．5〜0．6rn厚 ¢ ）ガ ラ ス 質

　 火 山灰 穏．の 記載 が み られ ，音地 火山灰 と 考え られる ．

〔65

は 1kmに 満た ない が ，下 流河 ロ で は 南北20km 幅 の 海岸平

野が 広が っ て い る．害野川北岸 に は 白亜系和泉層群 よ り

なる阿讃山脈が東西 に連らな っ て お り，そ の 南斜面 は ゆ

るや か な波状面 で あ り，斜面 の 南端は 東西性の 急崖に よ

り限 られ て い る，

　 山地南端の 急崖 の 麓 に は ，隆起 した 洪積扇状地が 並 ん

で い る．こ れ らは 東西 性断層 に き られ，階段状 の 地形を

呈する．阿讃山地 より南流す る諸支川 の つ くる新 旧の 扇

状地面下，また吉野川南岸 に ，本流域 の 新旧 の 段 丘 礫層

が 分布 し て い る．

　吉野川南岸山地 は 結晶片岩で 構成 され ，そ の 北斜面 の

北端は一一ffの 急斜面をな し 吉野川 に の ぞん で い る．結晶

片岩と和泉層群 の 境界をなす中央構造線は 下流平野 で は

平野 の 北縁を走 り，平野の 地 下 に は結 晶片岩が 伏在す る

こ とに なる，

　 こ の 河谷 の 北壁が 中央溝造線に沿 うもの で あ る こ と は

早 くか ら指摘され て い た が ， 南側の 谷璧斜面の 成因が 必

ず し も明らか で なか っ た の で ， 吉野川下流河 谷 の 成 因

は ，断層線谷，地溝，また 断層魚盆地 ともされ て ぎた．

最近，一部で は あ るが 南岸に沿っ て断層が 認 め られ て い

る （須鎗 ・
他，1965），

　 また 中央構造線 とこ れ に 平行な諸断層 に 沿 っ て は 明瞭

な断層地形が見 られ るが ，そ の 活動様式に つ い て は ，第

四 系堆積前 に お け る北 へ 急斜 し た逆断層運動お よび第四

系堆積後 に おける北傾斜の 低角度衝上断層運動 （中州 ・

中wy1964，槇本 ・中川 ・中野，1968），また右ずれ の 走向

移動活断層運動 （岡 田 ，1968 ・1970）等 の 考 えが あ っ た ．

須鎗 （1971） は，中央構造線に 沿 う第四紀中 の変動は ，

北側の 地塊 の 上昇を示す高角度断層に よ る垂直変位が 主

で あ り，下流部 で は東下 りの 傾動がみられ ると した．

2． 吉 野 川下 流平野 の 原 形

　吉野川 下流に 分布する新生界は次表 の 様で あ る．各層

の 記載 は 須鎗 ・他（1965），須 鎗（1971） を 参照 され た い ，

　表 1で 明 らか な様 に ，徳島平野 の 南北両岸 に は ， 段丘礫

層，扇状地 礫層，森山粘土層等 の 分布す る台地 段丘 が

あ り， その 北側 ， お よ び南側が和泉層群お よび結晶片岩

類 の 分布す る 山地とな っ て い る．こ の 山地 と台地
・
段 丘

の 境界付近に は 東 函 性 の 断 層が 走 り，両 者 を 限 っ て い る ．

　吉野川谷 の形成史を考え る と，森山粘土層
tl
堆積直前

に ，南岸 の 台地 よ り中央構造線 まで の 地域が断層運動 に

よ り沈降し，そ こ が森山粘土層 の 堆積盆地 とな っ た．さ

＊ 森山 粘土層 は厚 さ60m± で ，灰膏色粘土 よ りな り，角礫を レ ソ ズ状に

　 は さ む ，．ト部に 厚さ ユm 以下 の 灰 白色火山灰鬮をは さみ t中下部 に 亜

　 炭嚆 を は さ む．汰阪程群下部に 拝 当す る と 考 えられ る．
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時 代
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i
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森　 山 　粘 　土 　層

先 第　　三 紀　　和 泉　　 層 群 三 波 川 結 晶 片 岩 類

らに 洪積世中期に は 北岸の 台地部も断層運動に よ り沈降

し，北側 の 阿讃 山地 が 上 昇 し，そ の 南麓 に 古期 扇 状 地 礫

層の 堆績 が お こ っ た ．その 後洪積世 後期初頭か ら沖積世

初頭 に か け て の 東西 性断層 の 活動に よ り，扇状地礫層 の

堆積お よび 階段状地形 の 形成が行なわれた ．洪積世後期

（リス ・ウ ル ム 間氷期）以降の 吉野川北岸 の 東西断層お

よび 南北断層 に 限 られ た 各地塊 の 上 昇量 を示 すた め ，各

地塊の 中位段 丘 面 の 比高 （現河床 との ）をTable　 2 に 示

Table　2，　 Hegiht　of 　Middle 　Terrace　in　meters
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第 3図

した ，・ま た 中央構造線 の すぐ南側の 各地 塊 の 中位段丘 の

高度 を吉 野川 縦断面
’
iC投影 し て Fig．3 に 示 した，こ れら

か ら明 らか な様 に ，中央構造線 の 南側 に お い て は ，脇町

以東に お い て は 東下 りの 傾動が み られ ，市場以東で は 中

位段丘 は沖積 面下 に 没す る様 に な る．ボ ーリン グ資料 に

よ る と， 鍛治屋原東方 の 上板町神 宅 で は ，中央 構造線の

す ぐ北 の 地塊に お い て，沖積扇状地面下 19．3m （海面下

3．3m ） に 厚 さ30cm の オ ン ヂ火山灰層 （約7000〜50DO年

前）が 分布し ， 栽 期 扇 状 地礫層の 上面は 地表面 下 26m

（海面下 工Om ） の 所 と推定 され る．さ らに そ の 東方の 滝

ノ 宮に お い て は ，中央構造線 の すぐ南で ，地 表面下 24．2

m （海面下 15．8m ） ま で 沖積 世 の 粘土 層が あ り，そ の 下

に低位段丘 礫層，新期扇 状地礫層があ り，中位段丘礫層

の 上 面 は海面 下 60m 土 と推定 され る．

　また吉野川 の 流路で は ，脇町南東岩津 で は 結晶片 岩が

河床 に 露 出 して い るが，それ 以東で は 結晶片岩は み られ

ず，河 口 部 の 北 島町 江尻 で ex− 200mLJ 下 ま で 北島層が分

布 し て お り， 結晶片 岩の 基盤 は さ らに 深 くな っ て い る．

　以上 の 様な事実か ら，吉野川下 流 の 沖積平野は，その

南北縁 を 断層に 限 られ た 地 塊が ， 洪 積世 中 に 東下 りの 傾

動をお こ し ， 東へ 広が っ た 扇形 の 沈降地 帯が 生 じ，そ こ

を沖積層が埋め て 形成 され た もの と考え られ る．す なわ

ち 吉野川谷 の 原形 は 鮮新世 に 形成 され ，そ の 後数次 の 変

動に よ りそ の 両岸に 階段状 の 台地 が形成 され た．下 流 の

沖積平野 の 部分 は 森山 粘土層堆積時か ら東下 りの 傾動を

つ づ け て沈降 し た 部分に 相 当 す る．

3． 徳島平 野地下の 第四系

　徳 島平野に お け る既往 の ボーリ ソ グ資料約 300本を 検

討 し，平 野地下 の 地 層を沖積統 の 徳島層，洪積統の 北島

層 に 区分した （第 4図，徳島平野沖積層基底等 深 線図，

第 5 図，同模式断面図）．

　徳 島層 ： 中川 ・須鎗 （1965） は徳島層を ウル ム 氷期の

最大海退期 （約20，000年前）以後の 海進，すなわ ち 有楽

町海進 の 堆i積物 とし て定義した が ，こ こ で は 縄紋期以降
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（約 IO；ooo年前 よ り） の 沖積統 と再定義す る．

　本層は 徳島平野 の 海岸付近で 最 も厚 く45m で あ る が ，

内陸部へ 行 くに つ れ薄 くな り，20m前後と な る．海岸骨

近で は 海成 層が 主 体 とな っ て お り，上 位 よ り，

　　上部層 ：砂層を主とし ，

一部 礫を交える、厚 さ20m

　　　　　　以下 ．

　　中部 層 ：海成 シ ル ト
ー
粘 土 層で ，火山灰 層を 挾 む．

　　　　　　厚 さ25m 以下，

　　下 部 層 ：砂層を 主 と し，ときに 礫を交 え る．厚 さ 11

　　　　　　m 以下，

に 区分 され る．中部 層 中 の 火 山灰 層は 厚さ 工m 〜0．2m

位で，灰 白色磨砂様 で あ る．顕微鏡下 で 検 す る と大部分

が 鋭 くとが っ た ガ ラ ス の 破片で，重鉱物 は少量で ある．

重鉱物 と し て は ，紫蘇輝石 ，普 通輝石 お よ び 少量 の 普通

角閃石が認 め られ，両輝 石安 肉岩質で あ る．こ れ は 四 国

各地 に 分布す る オ ア ヂ火由灰 層に 対比で ぎる．西 嶋 ・松

井 （1968）に ょ る と，愛媛県上浮穴郡久万 町 の オ ソ ジ火

麟灰層下位 の腐植層の
聰
℃ 年代は 7，680± 140年 B ．P ・で

あ る．

　北島層 ：本層は黄灰色，褐灰色，青灰 色 ， 赤褐 色 を呈

す る こ とが 多く，礫層を主とす るが数層準に 厚さ10m前

後 の 粘土層，シ ル ト層を挾ん で い る．ボーリン グ資料 の

多 くは40m 以浅で あ り，本層 の 詳 しい 層序は つ か む事が

出来 な か っ た が，地質調査所が 1962年に 実施 した 北島町

江 尻 の 深 層ボ ーリ ン グ に よ る と，− 200m まで 礫層が 分・

布 し て い る事が 明らか に なっ た．本層は さらに い くっ か

の 地層に 区分 され うる もの であるが ，資料が 少ない た め

一
括し て 北 島層 とし た ．　　　 ，

　中川 ・須鎗 （1965）は 小松島市和田島付近 ， 那賀川 下

流地域 ， 飃 南市津 ノ 峯町 付近 の 一20m な い し
一30m 付近

に あ る数 m の 礫層お よび そ の 下 の 員殻交り粘土
一
シ ル ト

層 を徳島層に 含め た が，こ の 部分 は北島層に 訂正す る．

こ の 礫層は 黄褐色
一
黄灰 色 を 呈 す る所が あ り，徳島層堆

積前に 陸上風化 を うけ て い た事が推定 され，ま た 津 ノ 峯

町 の ボ ーリ ン グで は 礫層 に は さまれた 腐植土 は
1
℃ 年代

測定で は 〔4，500± 600年 B ．P ．の 値が 知 られ て い る．

　前述 の 様 に 洪積世中に 徳島平野南北両側が 断層運動に

ょ り上 昇し，中央部は 地溝状 の 谷 とな っ た ．こ の 谷を埋

め て 河成堆積 物 が 堆積をつ づ け た が ，
ウ ル ム 氷期の 極相

の 海退 に よ り，こ れらの河成堆積物をき る谷が形成 “　S・・

た ．こ の 谷 は 徳 島平野地 下 で は一45m に 達 し た ．後氷∫〜

の 海進に よ り約 10，000年前頃 よ り こ れ らの 谷は 溺谷とな

り，徳島層の 堆i積が は じま っ た，ア トラ γ ト期に は 海進

が最高潮 とな り，中都層が准積 した．その 後吉野川三 類
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Om

州が 次 第 に 前進 し，沖 ノ 州
一川 内一

松茂付近 に 砂州 が 生ず

る様に な り，そ の 内側に 後背湿地が 形成 され，そ の 後 の

海面低下 （約 2m ） に よ り徳島平野が 出現した ．

V　 む すび

　四 国島室戸半島西岸，吉野川下流海岸平野，淡路島南

半部海岸平野に お い て，基盤岩 の 岩質 ・地質構造が段丘

面 ・海岸低地 の 発達 に お よぼす影 響 に つ い て 検討 し た ．

　い ずれ の 地域で も， 先薪第 三系と新第三系 ・下部更新

統 との 岩質の 差 に もとつ く差別的侵蝕に よ っ て，段丘面

・海岸低地 面は 新第三系 ま た は 下部更新統の 分布域 に
一

致して 形成 され ， そ の 広が り ・発達の 程度は 先新第三 系

に 刻 まれた ，新第三 系 また は 下部更新統の 堆積前 の 地形

に 支配 され て い る，

　海岸平野の 原形 とな っ た ，新第三系また は 下部更新統

の 基底 の 地形 は ，そ の 基盤岩の 基本的 な構造 で あ る東 西

性の 走 向に 沿っ た 断層 に くわえて ，南北方向 の 断層が く

み あわ さ っ た 地塊状の 構造1
｛こ支配され て い る．南北性断

第 4 図　徳島平 野沖積層基底等深線図 Paleotopography　of　the　Toktlshima　plain　 at　the 　 end 　 of 　the

Pleistocene．
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層 の 活動期は室戸半島で は中薪世 中期と み られ る．ま た

室戸半島中生界 ・古第三 系で は み られ な い が ，淡路島 ・

四 国北部 の 中生界和泉層群 で は 泥岩部 と砂岩 ・礫岩部 と

の差別侵蝕に もとつ く起伏 に 支配 されて い る．
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Original　Form　of 　the　Co呂sta甚Plains　in　t｝量e　Eastern　Shikoku

and 　 the　 Southern　 Awaji

Kazumi　SuYARI　 and 　lsao　AKoJIMA

（Abstract）

　Spread　 and 　 arrangement 　of　the　terraces　and 　the

coastal 　lowlands　are 　controlled 　by　I三thology　and 　geo−

Iogical　 structure 　of　the　basements　 in　the　Shikoku
and 　Awaji ．　 The　 coast ・line　 of　 the 　 western 　 side 　 of

the　Muroto 　Peninsula 　 are 　defined　by　the 亡wo 　sets 　 of

faults
，
　 namely 　 the 　 NE ・SW 　 set 　 and 亡he　 N ・S　 set

（Fig・1）・The　straight 　coastal 　 line　and 　the　capes

are　the　 sides 　and 　the　corners 　of 　亡he　faulted　blocks

respectively
，　 which 　formed　in　Middle 　 Miecene　 and

covered 　 by　 the 　 late・Miocene　 and 　the　 Pliocene　 for．

ma 亡｛ons ，　 The 　 form　 and 　 spread 　 of 　 the 　terraces　 and

ユowlands 　are 　controlled 　by　the　topography 　cut 　 in

the 　pre ・Neogene 　basements ．

　The 亡erraces ，　the　fans　and 　the　lowlands　in　the
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southern  Awaji island are  distributed in the  area

underlain  by  the  unconsolidated  Plio･Pleistocene sedi-

ments,  and  are  not  in the terrain of the Cretaceous

Izumi Group and  the  Granite. The distribution of

the Plio-Pleistocene of  the ceastal  plain is centrolled

by  the Iithofacies of  the Izurni Group  and  the block

movements  of  the  faulted basements (Fig.2).

  The  Yoshino-gawa  valley  is a  tectonic  valley  along

the Median line, and  the downstream  of the  valley

is a  wedge  shaped  graben  spread  eastward.  Since

the Upper Plioeene Moriyama formation is the  oldest

formation cover  the basements  in the graben,  it is

concluded  that  the graben  was  formed in the Plio-

cene.  Aleng  the northern  and  southern  margins  of

the graben, the terraces and  the fans are  developed,

and  there  are  several  east-west  trendlng  faults whi-

ch  cut  the  terraces  and  the  fans, Judging from the

height oi'the  middle  terrace gravels,(Table2,  Fig.

3)  in the belt adjacent  to the southern  side oi  the

Median line, the blocks east  of Wakimachi have

tilted down  ea$tward,  and  the blocks east  oi  Ichiba

have  subsided  since- the  Gattweiger, The  subsicled

wedge  shaped  basin filled by  the  alluvial  marine

sediments  forrned the Tokushima cOastal  plain.

  As  stated  above,  in these  districts the stage  of

the difierentiatien oi the plains irom  the  mounta2n  -

regions  is the Miocene  to Pliocene. It is said  that
the outlines  ef  the alluvial  plains were  formed  in

the Neogene.
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