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　 1， 海岸平 野とは

　海岸平野 とは ，
哩
悔 底 の

一部 が隆起 し て陸 他 した 陸

地．前 に 存在 し て い た 陸 地 を 縁 ど っ て 分布して い る，広

狭何れ もの 平地を よぶ，こ の 隆起は変形 を伴う場合もあ

る
”

（大塚，1935）．また ，
ttth

海に お け る海底堆積面

が，地盤 の 隆起や海水準 の 低下 に よ っ て 海面 上 に あ らわ

れ て で きた 平野
”

（中山，1970） ともい わ れ て い るし ，

tt

大 きな 水 塊，と くに ，海域 の 岸 を ふ ち ど る 平野で ，ふ

つ う，最返隆起 した 海底 に よ っ て 代表さ れ る
”

（Am ．

GeoL 　 Inst，，195ア）とい っ た 説明 もある．隆起，ある い

は ，海面低下 ，堆積面 とい っ た よ うな，成因に か らん だ

定義づ け に は異論もあ る こ とで あろ う．海岸平野を地形

学的に ，地形発達史的に ，層位学的に ，また，構造地質

学的に 特徴づ け よ うとい うよ うな見方もあ る （COLQUHO・

UN ，1968）．しか し，海岸平野を定義づ け る基本的な条

件 は 地形的な もの で あろ う．海岸平野 とは ，海岸 に 隣接

す る平野 で あ り，平野とは ， 起伏の 少い 低平か つ 広大 な

地域で あり，海岸平野 の 高度 は ， ふ つ う， 海抜 100m 以

下 で あ る．

　 こ の よ うな海岸平野 は ，か っ て の 海医で あ っ た 地域 の

ほ か に ，三 角州や 扇状 地 の
一部が ふ くまれ る こ とがあ る

が ，成 因論 か らす る と，世 界 の 大 きな 海岸平野 の 大部分

は，中生代以降 の 地史的な発展 の 過程 で 生れ た 堆積盆地

で あ る とみ られて い る （COLQUHOUN ，1968），わ が 国 の

代表的な海岸平野とい うと〆 石狩平野 ・新潟平野 ・関東

平野 ・濃尾平野
・
大阪平野 ・筑後平野などで あ り，こ れ

ら の 平野は 共通した 地 質学的 な特徴を もっ て い る ．

　筆者 （1962，1970） は ，か ね て か ら，第 三 紀末期以降

の 2000mに お ぶ よぶ 海水準の 上昇を主張 し，こ の よ うな

海 水 準上昇に と もな う鮮新統一房総半島の 黒滝不 整合 よ

り上位の 地 paa−一一の 堆積形態の 特徴に つ い て の べ た こ とが

あ る （星野，！968）．日本列島 に 発達す る 上記 の お もな

海岸平野の 形成は ，こ の よ うな筆髫 の 主張と密接な関連

をも っ て い る．小論で は，こ の点に 関し て 若干 の 考察を

こ こ ろ み る こ とに す る，

2．　海岸平野 の 地質

1） 関東平野

第 1表 　世界の 海岸平野

＊　東灘大学 晦洋学 部，漕水市折戸 工000

（COLQUHOUN ，　艮968）
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　関東平野の 地形 的特徴 ：

　関東平野は ，東北 日本 の 最南端，そ して ，太平洋側 に

位置す る，わ が 国第一
の 海岸平野 であり，北側 は 阿武隈

・八 溝 ・足 尾 の 山塊 に 壌 され ，西 側は 秩 父 ・
丹沢 山地 に

そ して ， 南側は ，三 浦 ・房総の 山地に か こ まれ て い る，

　関東平野 の 地形 は ，洪積台地 と沖積低地に 分れ ，洪積

台地 は ，古い （高い ） ほ うか ら順に ，多摩 ・下末吉 ・武

蔵野 ・立 川 の 段丘群，お よび ，それらの それぞれ に 対比

さ れ る 段丘 群 に よ っ て構成 され て い て ，解析 され た 洪積

台地 の あい だ は ，沖積低地 に よ っ て 埋立 て られ て い る，

　関東平野の 地形を特徴づ け る もの は ，台地 の 地形が，

平野 の 中心 の 関宿付 近を 最低 と して ，順 次 周縁部 に むか

っ て ， ほ ぼ 同心 円的に 高度をまして い る こ とで ある．こ

の よ うな現象をもとに して ，ふ る くか ら，関東造盆 地 運

動とい う概念 が 提唱 されて い る （矢部 ・青木，1927）．

つ ま り，関東平野で は ，周 縁 山地 の 隆起 と反対 に，沈降

運動がつ づき，平野 の 中心 部 ほ ど沈降量 が 大きく，そ れ

が段丘 の 高度に 反映 され て い る ， とい うの である．

　関東平野 の 層序 ：

　 関東平野 の 層序 に つ い て は ，春 日部 に お け る 深層試錐

の 成果が ， もっ と も信頼で ぎる もの であろ う，

　矢崎他 （1％ 3） に よ る と，春 日部 に お け る 層序，お よ

び ，各層 の 深度 は 第 2 表 の よ うな もの で あ る．

第 2表　春 日部深層試錐層序

　　　　　　 （矢崎他 ，1963）

深度　 （m ）

　 　 0−27

　 27−422

　 422−890

　890−1，255

1
，
255−1

，
667

ユ
，
667−2

，
520

2，520−2，568

2，568−3，103

層　　序

有楽町層

成 田層群

上総層群

楊 井 層

土 塩 層

福 田 層

七 郷 層

白 亜 系

　なお ，P波速度で い うと，2km ／sec 層と 3km ／sec 層

の あい だ の 境は ，深度 900m （上総層群 と 楊井層の 鏡）

に あ り， 3km ／sec 層と 3．7km ／sec 層 との 境は ，土塩層

と福 田層 と の あい だに あ る，とされて い る．こ の 場合，

Tertiary　Fs の 福 田層 と Tertiary　G の 土 塩 層 と の あ い

だに は ，大ぎな単元 で の 不 連続が あ る，と の べ られ てい

る．

　 同一資料 に も とずきな が ら，福 田 （tg62・1963） の 結

論 は ， 第 3表 の よ うに や や こ とな っ て い る．

第 3表　春日部 深層試 錐 層序表

（福田，1963）

深　度 （m ） 層 序

　　0−3　　　 表　土

　　3−2ア　　　 有楽町層　 

　 27−422　　　成 田 層群　（B）
　422−1，041　　 上総層群　（C）

t，041−1，675　　 揚井層お よ び都幾川層　◎

t，675−2，554 　 福 田 層 （E）

2，554−3，063 　 荒 川 層 〔F）

3，063−3，072　　 断層に よ る 破砕帯

3，072−3，103　　 南蛇井層　 

　第 2 ・3表 を くらべ て み る とわか る よ うに，両者 の あ

い だ に は ，上総層群の 基底深度に つ い て，意見 の 相違が

み られ る．福田に よ る と ，
こ こ で い う楊井層は ， 渡部他

（1950）の 楊井層に 土 塩層上部を 加 えた もの で，荒川沿

岸 や比 企 丘陵北東で は 土 塩層の 上 に 整合に か さな っ て い

るが ，吉見丘陵で は ， 本層は長瀞系の 上 に 不整合 に の っ

て い る，との べ て い る．こ の こ とは ，堆積 盆地 の 中心 で

は，．
t
中新統 と鮮新統 は 整合に 伽 さ な り，その 周縁で は ，

鮮新統は下位層に abut し overlap す る とい う， か っ て

筆者 （1968）が 指摘 した 鮮新統 の 特徴的な堆積形態を想

起 させ る もの が あ る．な お，福 田 （1962）に よ る と， 

〜（F）は それ ぞれ整合 で あ るが ， ◎と  との あい だは 傾斜

不整合で あ る，と の べ て い る．こ の こ とは試錐資料に も

とず くもの で は な く，地 表 の 露頭か らお しは か っ た 結論

で あ ろ う．堆積盆地 （平野） の 中心 で は ，両者 は 整合関

係に あ る もの とみ られ る，

　 こ こ で ，そ の 基底に 顕著な不整合 が想定され て い る土

塩層 （揚井 層） の 時代を み る と，産出す る軟体動物化石

か ら，後期中新世，ない し ，初期鮮新世 の もの と され て

い る し （石 井，1962），矢崎他 （1963） に よ る と，土塩

層 ・揚 井層 は Tertiary　G に 対 比 され る と し な が ら も，

北関東に お け る同時代 の 地 層 と して，閣谷層 ・久米層 ・

源氏川 層・夫婦岩層・尤若層・吉井層・板鼻層
・
秋問層・馬見

岡層な どが あげ られ て い る，こ れ らの 中に は ，明 らか な

中新統最上 部層と明 らか な下部鮮新統 が混在 して い る．

　っ ま り，二 つ の 論文 の い ずれを と っ て も，春日部 に お

け る中新世 最 宋 期 以 降 の 海成層の 基底 は ！667m ほ どの

深 さに あっ て ， そ の 基底は房総半島で い え ば，特異 な 不

整合形態を し め す とい う黒滝不整合 に 対比 され る もの と

思わ れ る．黒滝不 整合は ，そ の 形 態か ら
tt

こ め くり不整

合
”

とい わ れ て い る が （房総研究 グル
ープ ，

1953），こ
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れは ， 不 整合上 の 地層が不整合面 に abut し，さ ら に 、
’

overlap す る堆積形態を し め す も の で，い わ ゆ る沖積統

に み られ る よ うに，海水 準の 上 昇 に よる地層 の 堆積形態

の 特徴 とみ られ る もの で ある （星野 「g68）．な お ，春

日部 の 深層 試 錐 の 資料 か ら し て も，関東平野の 鮮新統 の

基底が ，
2000m を大 きくこ え る深 さに あ る と こ ろ は ない

もの と考え られ る．な お，隆起地域 で は 堆積盆地 の 移動

と と もに 檻積速度の 大きい 周縁層が剌身状 に か さな るた

め に ，房総半島の 夷隅川流域 の よ うに （河井，1961），
2000mを こ え る鮮新統 お よび そ れ よ り上位 の 地層 の 分布

が み られ る．

2） 濃尾平野

　 濃尾平野に お い て 黒滝不整合に 対比され る もの は ， 瀬

戸層群基底の 不 整合 とみ て よか ろ う．瀬戸層 群 の 基 底

は ，木曾川河 口 で ，現在 の 海面下 i600m ほ どの 深さに あ

る とい う （桑原 ，1968）．こ の 値は ， 春日部 に お け る

曜e
黒滝不整合

”
の 深 さとほ ぼ等 し い ，た だ レ 瀬戸層群 は

基盤お よび 中新統 に した が っ て，それ ら下位層 の 最上 面

に 平行 に ，東高西低 の 単斜購造を しめ し て い る とい われ ，

中新統 と鮮新統 の あい だ に は 構造 の ちが い が な い ，と考

 

　　　 A　 ρ。　　　　　　　　　　　　　　  

PI〜M

F

8 tFz

第 1図　濃尾傾動地塊概念図 （松沢，1968）
　　　　  ，養老山脈 ；　   ， 猿投N ；

　　　　Fh 伊吹 ・養老断層 ；　 Fz，猿投 ・境川断層

　　　　A ，沖積層 ；　 Pe ，洪積統 ；

　　　　Pi〜M
， 鮮新統及び中新統 ；

　　　　B ，基盤

え られ て い る （松沢，1968）．こ の こ とは ， あるい は 瀬

戸層群が陸成層 で あ るた め に ，海成鮮新統とこ とな っ た

堆積 形 態 を と る た め か も しれ な い し， 15〜20／！000 程度

の 地 層の 傾斜で は，下位層に abut す る 関係 に あ る も の

か ど うか の 判定がむずか しい の か もしれない ．た だ し，

単斜構造を しめ すとい う下部更新統 の 唐山層は ， 下位層

に abut し て い る様子が うか がえ る （松沢 ，
1968，第 2

図参照），

　濃尾平野で は ，闘東平野 の 丹沢
一
嶺岡隆起帯 と同様 に，

平野 の 南側が隆起 し て い る こ とが 指摘され て い る （松沢，
tg68 ；桑原，1968）．つ ま り，伊勢湾 の 北縁 を か ぎる猿

投 山
一
天白川断層 を 境 に して ， 南側 （伊勢湾側）が隆起

して い る とい われ，こ の こ とか ら，瀬戸層群 の 基底下 の
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第 2図　濃尾平野南部 の 東西断面 （松沢，1968）

　　　　  　斐川　  木曾川　  鍋 田州　  日光川

　　　　  東海道本線

　　　　A 　 沖積層

　　　　B：黐罰
　　　　　　　　　　　　洪積統

　　　　£1鑼 ∫
　　　　P　 矢田川累層 ｝鮮新統

不 整合面 は，伊勢湾南方 の 大陸斜面下 部に 広く発達す る

深海平坦 面上 に 連続し て い たもの が，中央構造線を中心

とす る地域 の 隆起に よ っ て ，た が い に 分離 し た もの で あ

る，と考 え る こ とが で ぎ る．

　瀬戸層群 よ り上 位 の 地層が，東か ら西へ 層厚 を まし て

い るの は ，堆積作用 が継続 し て い るあい だ も傾動運動が

す す み，西 側 ほ ど地盤 の 沈降が 大 ぎか っ た こ どを しめ す

とい う （松沢 ，
1968）．しか し，こ の こ とは 基盤 の 沈降

に もと ず くもの で は な く，鮮新統 以 降の 地層 が 堆積 し た

盆地が，西側 ほ ど深 か っ た た め か もしれな い ．こ の よ う

な疑問が生 じる理 由の 1つ は ，沖積統の 堆積 要 因 を 地　　　　　　　　ド
盤 沈下 の 影 響 に よ る もの で あ る，と し て い る点で あ る，
つ ま り ， 沖積統 の 南陽層 は ，東部で は 層厚が数 m ない し

lO〜15m 程度で あ る の に ，西 部 で は 50m 内外，と きに は

60m の 厚 さを もち ，こ の よ うな東西 に お け る沖積統 の 厚

さの ちが い は，東側 に くらべ て 西側が よ り沈降 した 結果

で あ る とい う．南陽層の 堆積は ，疑い な く，WUrm 最 盛

期 の 低海水準期に 形成 され た 古木曾川 の 河谷が ， 後氷期

の海水準 の上昇に と もな っ て 埋積された も の で あ る ．

膿 尾傾 動運 動は ，少く と も千万年な い し数百 万 年以前

の 矢田川 累層堆積 の 鮮新世 か ら南陽層の 堆積に か け て 遂

次 お こ な わ れ て い る こ とを示す
”
，とい う結論 は疑問 で

あ る．

　　3）　大 阪平野

　大阪平野を構成す る地層は ，お もに ，大阪層群，お よ

び ，下 大 阪 層 群 で あ るが ，下 大 阪層群 の 実体 は い ま の と
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こ ろあま り明 らか で な い ．大阪層群の 厚 さは ，平野部で

90Qm あ ま りで あ る が （市 原 ・亀井，1970）下大阪層群

とい う層序区分に した が っ て も，そ の 基底深 は 1500m ほ

どで あ る （IKEBE　et　al ．，1970）．

　 こ の 地域で 黒滝不整合に 対比 され るの は ，下大阪層群

と中 ・下部中新統に 属する神戸層との あい だ の 不 整合で

ある （池辺，1971）．大阪層群は ，基盤に 対 し て 明らか

に abut し て い るが，地点 OD一工 （深度907m ） の 試錐結

果 で は ，海成層が MaO （海成粘土層最下位層）か らは

じま る の に 対 し，千里山丘陵の 大阪層群の 海成 の 最下 位

粘土層 （深度300m ）は Ma 　8 で あ る とい うこ とも （市原

・亀井 ，1970），abut 現象を し め す も の で あろ う，

　近畿地方 に 分布す る第 1瀬戸内統は ， 南側 ほ ど外洋要

素をふ くむ とい う （藤 田，1968），そし て ， 大阪層群は

海成粘戸層 を ふ くむ湖沼性堆積物 か らな る が ．こ の よ う

な層相 の 変遷 は，濃尾平野と同様 に，中央構造線 に 沿 う

和泉山脈 の 隆起 の 影響 に よ る もの と考えられ る ．

4） 新潟平野

　新潟平野に．お い て ，黒滝不整合 の位置を ど こ に もとめ

るか とい うこ とは，新第三系対比 上 の 興味あ る課題 で あ

る．黒滝時階とは ，

巛
丹沢造山運動の 激動期 とし て 認 め

られ る三褶曲時相 （寄居 ・鋸山 ・黒滝） の
一つで ， 鮮新

世下半 と上 半 の 間に 起 こ っ た ．　（中略）．た だ し，黒滝

不 整合 は房総 団研 グル ープ （tg64）に よ る と鮮新統下底

を示す と され て い る
”

（徳岡，1970）．す で に の べ た，

関東平 野 ・濃尾平野 ・大阪平野 に お け る黒滝不 整合 の 位

置 とい うもの は ， ほ ぼ，中新統と鮮新統の 境 で あ る．

　従来，多 くの 地質学者は ，鮮新統 の 基底を灰爪層の 基

底と し て い た （た とえば，Fu畑 et　 al ．，1965）が ，こ の
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第 3図　新潟平野試錐 （第4 図参照） t断面位置 （第

　　　　 5図 参照 ）

　　　　  南阿賀13，  基礎試錐大淵，
　　　　  東新潟NS−6 ，  基礎試錐下五十嵐，
　　　　  蒲原GS− 2 ，  蒲原GS − 1，
　　　　  基礎試錐新潟，  中之mSK − 2 ．
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第 4 図　新潟平野地質柱状図 （石油及び 可燃性天然

　　　　ガ ス 資源開発審議会，1969）
　　　　　1〜 8 （第 3 図参照）

　　　　A ．小 国層 （魚沼層群 ） ，B ．灰爪層，

　　　　C ・西山層 ，D ．椎谷層，
　 E ．寺泊層，

　　　　 F ．七 谷層．

　　　　 （柱状図の 深 さは m ）

問題 は か な り混乱 し て い て ，地学事典 （1970）の 本 文，

あ るい は 付表 の なか で ，あ る場合 に は灰爪層 の 基底を鮮

新統の 基底とし，あ る場合 に は 西山層 の 基底を鮮新統 の

基底と し て い る．一方，最近流行の ，浮遊性有 孔虫を も

ちい た 国際的な対比 の結果 に よ る と，鮮新統 の 基底は 西

山層の 基底？1 −一・致する とい わ れ （IKEBE　et　al・，tg72），こ

の よ うな見解は ， 油田層序学 の 分野で は 広 くうけい れら

れ て い る．

　新潟平野 の 海岸近 くの ，下五 十嵐に お け る基礎試錐の

結果 に よ る，層序と深度 は第 4 表 の とお りで あ る．

　第 4 表 に よ る と，もし鮮新統の 基底を 西山層の 基底 に

とれば，その 深度は 4，150m とな り，他 の 海岸平野に お
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第 5図　新潟平野地質断面 図

　　　　　　　　　（池辺 ・正谷
・片平，1972）

　　　　  馬 ノ背，  新潟背斜，  海岸線，

　　　　A ．魚沼層群，B ．灰爪層 ，　 C ．西 山層 ，

　　　　D ．椎谷層，E ，寺泊層，　 F ．七谷層．

第 4表 下五十嵐基礎試錐層序表

深 　度　 （m ） 層 序

　 　 O−826

　826−！，700

む700−4 ，15Q

4，150−5，00．7

沖積層÷ 魚沼層群

灰　爪　層

西　山　層

椎　谷　層

け る 同一層準 の 深度に くらべ て 2倍以 上 の 深 さ をもつ こ

とに な る ．一方 ，灰爪層 の 基底を鮮新統 の 基底 とす る と，

1700m の 深さとな り， 他 の 大 きな 海岸平野とほ とん ど

同じ値をしめ す こ とに なる．現在知 られ て い る
一

ば ん 深

い 灰爪層 の 基底は ．新潟基礎試錐 の tg54mで あ り，2000

m を こ す例 は ない （天然 ガ ス 協会，1969）．新潟地方 の

新第E 系 の うち，下 位層に abut し overlap す る 堆i積

形態を と る地層 があるの か ど うか ， ある とすれ ば ど の 層

準 よ り上 位 の 地層か ，とい っ た こ と に つ い て の 資料は み

あた らな い ．

　灰爪層や 西 山層の 対比 の 問題 ， ある い は ，

蟹
黒 滝不整

合
”

が どの 層準に くる か とい っ た 問題は ，将来 の 新第三

系対比上 の 重要課題 で あ ろ う．もし，各層序 の 判定 に 間

違い が な く，か つ ，西μ」層まで を鮮新統 に ふ くめ る と い

うこ とに な る と，多分，世界 に 例 の な い 厚 さを も っ た鮮

新統 とい うこ とに な るで あ ろ う．黒滝不 整合 は 灰爪層基

底に 対比 され る もの とみ られ ，こ の 点 に つ い て の 筆者 の

見解 は ，地質学論集 8 を 参照 さ れ た い ．

　　5）　石狩平野

　石狩平野 に お け る
曜

黒 掩不整合
’

は ， 滝川層 の 基底に

あ る こ とは 疑 い の 余地が なか ろ う。こ の こ とは ，化石に

ょ る対比 に お い て もあ て は ま るが ，堆積形態か ら して も

同 じ こ とが 考 え られ る．つ ま り，吾妻 （1962） に よ る と

滝川期 は ，そ の 前 の 望来期 が 全 域的 な活動期 で あ っ た の

に 対 し，一
般 に 静的 で ， 望来期の 起伏を序 々 に 埋積し て

い る こ と と，現在 み られ る よ うな地理的外貌 の 素因をな

す よ うな沈降運動を特徴 と し て い る ，とい う．また ，滝

ノli層基底 の 不整合は ，極傾斜不 整合〜
傾斜不整合を しめ
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第 6 図　石狩平野地質断面図及 び 位置図

　　　　　　　　　　　　　　　（吾妻，　1962）

　　　　  茨戸SK −1，  野幌SK−・1，  銭凾

　　　　  札幌，  江別

　　　　B ．美葉牛層，TK ．滝川層，　 To．当別層

　　　　Mo ．望来層，　 AT ．厚 田層，　KB・川端層

o

5km

し，そ の 下位層の 層準は 基盤岩類か ら各種 の 地層に わ た

る と い う．

　 こ の よ うな こ と は，滝川層が下位層 に abut し，　 Over ・

lapす る こ とを し め し，さ ら に ，関東地方の 黒滝不整合

が ，第四紀 の 堆i積盆地を規定し て い る （小池，
1951；藤

田，1960） こ と と類似 の 特徴を しめ て い る とい え る．滝

川層が堆積盆地の 中心 で は下位層と整合 で ，そ の 周縁 で

は 不整合関係に あ る こ とは ， 三 谷 （1964） に よ っ て も指

摘 され て い る こ とで あ り，鮮新統が ，下位層が つ く凹地

を埋積 して 堆積 して い る とい う特徴 に つ い て の 指摘もあ

る （魚住三，1966）．

　石狩平野に お け る滝川層の 基底深度を み る と ， 茨戸一

野幌 の 断面 で は 25001n に 達す る とこ ろ があ る （吾妻，

1962），こ の こ とは 入工 地 震 法 に よ る 探査結果 に も とず

くこ と と思わ れ るが ，苫小牧 地 域を ふ くめ て，石狩平野

の 大部分 の 地域で ，滝川層 の 基底深度 は 2GOOm以浅で あ

る．

3． 海岸平 野の 形成

1）　海岸平野 の 地質学的特徴

　海岸平野 の 生い た ち に は ，
い くつ か の こ と な っ た過程

を へ た もの が あ る．し か し ， 石狩平野
・新潟平野 ・闘東

平野 ・濃尾平野 ・大阪平野などの ，わが国に お け る 主要

な海岸平野 の 生い た ち に は 共 通 した もの が み られ る．こ

れらの 海岸平野 に 共通な地質学的特徴と し て は つ ぎの よ

うな 点が あげ られ る．

　（i）　 鮮新統 ， お よび，そ の 上位の 地 層 を 加え た 層厚

が 2000mを こ え な い こ と．
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　（ii）　関東平野 に つ い て い え ば銚子
一

柏崎構造線 （山

下 ，1970） とい っ た よ うな構造線，濃尾平野に お い て は

伊吹
一
養老断層 （松沢，1968） ，あ るい は，大 阪 平 野 を

め ぐっ て は 近畿三角帯に まつ わ る断層 （藤 田，1968） の

よ うに ，海岸平野 の 発達 は 横造線 の 分布 と密接 な 関係を

も っ て い る．新潟
・
石狩両平野の 場合 に も，構造線の 存

在 が 予想 され る．

　（iii） 関東平野に お け る 丹沢嶺 岡隆起帯 ， 濃尾平野
・大阪平野に お け る 中央溝造線 を中心 に し た 隆起帯，あ

る い は ，新 潟 平 野 に お け る 大陸棚外縁 の 隆起帯の よ う

に ，海岸平野 の 外縁部に 堆積物 を 堰 止 め た隆起帯 （bar・

rier ）が 形成 され て い る こ とが ，海岸平野 （堆積盆地 ）

の 特徴 で あ る．い まの と こ ろ，石狩平野で は，こ の よ う

な隆起帯は し られ てい な い が，多分，同 じ よ うな構造が

伏在す る もの と予想され る．

2）　海岸平野の 形成 と 第三 紀 末期以降の 海水準変化

　筆者 は か ね て か ら，第三紀中新世末期の 海水準は ， 現

在 の 海水準 に くらぺ て ，お お よ そ，2000m ほ ど低い 位置

に あ っ た こ と を主 張 し て い る （星野 ，1962 ・1970）．中新

世以降 の 大規模 な 海水準 の 上昇は ，大洋底が 広範囲 にわ

た っ て隆 起 し た結 果 で あ り，地球 の 全般的な膨張隆起 の

現象 と密接な関連を もっ て い る．こ の 場含，2000m よ り

大 きく隆起 した 地域 で は ，海成中新統が 陸上 に 露出 し，

それ以下 の と こ ろで は 中新統 は 海底 に 分布し，隆起が お

こ な わ れ な か っ た と こ ろ で は 中新世末期 の 汀線が ，大陸

斜面下部 の 深海平坦面 として 保存され て い る．な お ，最

近 の 駿河湾な どに お け る殀究結果 か らす る と，中新世宋

期以降の 2000mに お よ ぶ 海水準上昇運動 の 時期は ，氷河

の 消長 に と もな う洪積世末期の もの を の ぞ くと，鮮新世

初期 ，お よ び ．洪積世初期〜
中期 の 2 つ の 時代に 大別す

る こ とが で きる，

　こ の よ うに し て，海岸平野を構成す る鮮新統 （あ るい

は 中新統最上部層）の基底は，大陸斜面下部の 深海 平 坦

面 に っ つ く，ほ とん ど不 動 の 中新世末期 の 汀線付近の 平

坦面 を しめ す もの で あ り，海岸平野 を構成す る鮮新統お

よび そ の 上 位 の 地層 は ，海水準の 上 昇 に と も な っ て 基盤

に abut し，　 overrap しな が ら堆i積盆地 を 埋 立 て て い っ た

もの であろ う．地球の 全般的な隆起 の 時代 の 第三 紀末期

以降，海岸平野 の 中心 部で は ほ とん ど隆起運動が お こ っ

て い な い の は ，構造線 の 分布に 関連 し て い る こ と であろ

う．っ ま り，構造線を中心 と した 地域は隆起運動 か ら と

りの こ され，そ の 周 縁 だ け が 隆起 した も の で あ っ て ，こ

の よ うな隆起の 時期 も，海水準上昇期 と同じく，鮮新世

初期，お よび 洪積世初期 に 大別 され る．

3）　海岸平 野 の 地盤 沈 下 に つ い て

　工 業の 無秩序 な発展，あ るい は ，人 口 の 無計画 な集中

な ど の た め に ，現在，各地 の 海岸平 野 で 地盤沈下 に よ る

公 害問題が発生 し て い て ， その 主な原因は ，地下水 の過

剰揚 水 に ょ る沖積統 の 圧密 の 結果 で あ る，と さ れ て い

る ，

　　
一

方，関東平野 で は 関宿付近を中心 とす る造盆地運動

　　（沈降運動）が ・ 濃尾平野 で は，西都ほ ど沈降量 の 大 き

　 い 傾動運動と い うもの が 指摘 され て い る，そ し て，こ の

　 よ うな資料 に もとずい て地殻変動図がつ くられ ， わ が国

　 の 主要な海岸平野で は ， 第四紀 に おけ る地殻沈降 量 が数

　 100m に 達す る と表現され て い る　（第四 紀地殻変動研究

　 グ ル ープ，1968）．こ れ らの 地域 で は，平野をとりま く

　 山地 は ，す べ て 顕 著 な隆起 を し め して い る の で ある か

　 ら，平野 の 周縁 で 沈降 と隆起 の 蝶 つ が い の軸が なげれば

　 な らな い ．しか し，そ の よ うな軸 の 地質学的な証 拠 は な

　 い し，そ の よ うな 運 動を ひ きお こ す機構 に つ い て の 説明

　 もな い ．

　　む し ろ ，第 三紀末期以降の ，い わ 中 る陸盛 期 の 時代は ，

　地 球 の 全般的な隆起の 時代 で あ っ て，大きな 沈降地 域 の

　存在 は 考え られ な い ．海岸平野 は ，隆起量が きわ め て 少

　 さな地域 で あ る．井関 （1968） は，沖積統 の 泥層 の 厚 ざ

　 が 最近の地 盤沈下量を規定す る要因で あ る と指摘 し，濃

　尾平野南 西 部 の 自然圧密に よ る 沈下 量 は 1，8〜1．4mm ／

　 年 ほ どで あ っ た とい う．ま た，最近，関東平 野 で は 洪積

　 統 や 鮮新統 に ふ くまれ る地 下 水 の 汲揚げに と もな う地盤

　沈下 が い われ て い る．以 上 の こ とを あわ せ て 考 え る と，

　 鮮新統お よび その 上位 の 地層 の厚 さが 大ぎい 濃毘平野 西

　 部の 地盤沈下 量が 大きい こ とは ，基盤 （地殻） の 沈下 と

　 い う こ とを考 え な くと も，堆積層 の 自然圧密に よ っ て解

　 釈で きる．こ の こ とは ，関東平野 で も同様 で ，関東平野

　 の 洪積台地 の 高度が，平野 の 中心 ほ ど低 くな っ て い る こ

　 と の 理由は ，造盆地運動と い っ た 地殻変動よ り も，む し

　 ろ平野の 中心 で 最大 の 厚 さを もつ ，新期堆積層の 自然圧

　 密 の 結 果 と考 え た ほ うが 妥当で あろ う．

　　 なお ，す で に 指摘 した こ と で はある が （星野，1958 ・

　 1969），湾 を もつ 海岸平野 （関 東平 野
一
東京湾，濃尾平

　 野
一
伊勢湾など） の 場合 は，湾 の 後背平野 に 沈降 の 中心

　　（鮮新世以降 の 堆積 の 中心）が あ る た め ，後背山地 か ら

　 供給 さ れた 砕屑物 は ，平 野 の 中心 に 捕促 され て し ま う．

　 した が っ て ， Wtirm 氷期 の 低海水 準期 に 解析 さ れ た 谷

地 　孔 をも 寉封其 ¢ 溢 ff」動 こ と く為 っ

一
（　W，　A・し た 彼 も埋
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積 され る こ とが な い ．一
方，新潟乎野 の よ うに ，海岸付

近 に 沈降 の 中心 （堆積 の 中心）があ る場合 に は ，WUrm

期 の 河 谷を原形 とする 湾は 埋積 され つ くして ，平 滑 な 海

岸線 を形 成す る．い い か えれば，地層 の 傾斜 が 内 陸 に

む か っ て い れ ば湾は 形成 され ，地層 の 傾斜が海側 に 向 っ

て い れ ば 平滑 な 海岸線 が で き る，前者 の 代褒 は 東京湾で

あ り，後者 の 代表とし て は 日向海岸を あげる こ とがで き

る．

4・ むすび

海岸 平 野 は，古 い 人類 の 時代か ら重要な生活 の 場であ

っ た ．しか し，こ の 重要な 地域の 研究は ，調査手段 の お

くれ な ど の 関係 もあ っ て ，わ が 国 で は や や 立遅れ の 観 が

あ る．従 来，平野 の 地質は ， 石油 ・天然 ガ ス な どの 地下

資源探査 の 立場，あ るい は ，地盤沈下な どの 応用地質学

的な 立 場 か らの 研究が ほ とん どで ，地 史的 な 立 場 か ら，

海岸平野 の 発達史を 研究 した 例 は きわ め て まれ で あ る．

海岸平野 の 歴史を，
t
地質時代に さ か の ぼ っ て 解 明 す る こ

と は，地球 の 歴史 の 新 しい 時代 の 運動を正 し く認識す る

上か らも，また ，資源開発や 防災 の た め に もぎわ め て 重

要 な こ とと考 え られ る．

　小論で は ，か ね て 筆者 が 主張して い る第三紀宋期以降

の 海水準変化と海岸平野 の 形成 との 関係 に つ い て の べ た

の で あ るが ，将来 は，試 錐試 料 の 検討 な どに よ っ て 堆積
物 の 層 柤 に 反映 し て い る 後背地 の 運動や ，m水準変化 の

様子 を，よ り具体的に 検討 した い と考 え て い る．
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Formation　 of 　Coastal　Plains　 and 　Changes　of 　Sea−level　since 　Late　Miocene

Michihei　HOSHINQ

（Abstract）

　The 　coasta 工 Plalns　 in　 Japanese　王slands 　can 　be

explained 　 as 　the　sedimentary 　basins　in　Pliocene　epoch

and 　Quarternary　 period．　 The 　formation ・of　 these

sedimentary 　basins　 wi1 王 be　the　result 　caused 　by　the

formation　of 　upl 三fted　zones 　in　the 　ocean 　s乏de　of　these

coastal 　plains 　since 　 late　Miocene，　 consequently 　those

uplifted 　 zones 　 would 　have　dammed 　 up 　the　 sediments

thereafter 　deposited　inside．

　 The　depth　of 　the　basement 　of 　the　Pliocene　series

corresponds 　to　 the 　 sea ・level　 in　 the　 late　 Miocene ，

and 　the　formation　 of 　this　 sedimentar γ basin　should

not 　have　beeロ　done　by　the　subsidence 　of 　the 　earth
’
s

crust レbut　can 　be　 the 　result 　by　the　ris 至ng 　of　the

sea ・1evel．

　In　t｝1e 　case 　of　the　cen 士ral 　part　 of 　the　sedimentary

basin　 of 　 coastal 　plains　located　far　d｛stance 　from　the

coastal 　Iine，　 the　 river 　 valiey 　 i旦 the　 W 慧  91acial

age ，
　 which 　 developed　across 　 the　 uplifted 　 zones 　 in

the 　ocean 　side 　of 　the　coastal 　plains ，　 have　been

re 皿 ained 　 as 　the　 bays，　 on 　the　contrary
，
　 when 　the

central 　part　of 　the　sedimentary 　basin　is　situated

near 　by　the 　coastal 　line，　 the　 river 　 valleys 　 formed

in　the　coastal 　plains 　have　been　buried，　therefore
linear 　 coastaUines 　can 　be　formed ．
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