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1， はじめ に

　1950年 か ら 1955年 に か け て 井関 ら の 努力に よ り日本 に

お け る
哩「
沖積re　’7 の 概要が明らか に され た ．1969年 に 新

潟 の 地質学会で 海岸平野 の シ ソ ポ ジ ウ ム が行 な わ れ た

が ，そ の 後海岸平野の 総合研究 が こ の 三年の 間 に 行なわ

れ て 海岸平野 に つ い て の 知識 の 飛躍的な量的 の 拡大が行

なわれ て い る．

　筆者 は 1958年頃 か ら富山平野 の 研究 に 従事 し表層地質

と地 下地質どの 関係を 明 らか に して きた．

　平野 の 地下地質の 研究方法は 微地形 の 調査 ，試錐資料

の 収集，海底地形 ・地質の 調査などが主 で ある．大規模

な物理探査や海底 の 調査など，個人 で は 行えず，試錐資

料 な ど一度調査 を す る と，微化石 の 分析 な どで 細 か い 資

料 を 積 み あげる の で な か っ た ら，微地形 に対応す る堆i積

物，す な わ ち，扇 状地 の 扇頂 か ら扇央 の 断面 1こは 礫や砂

が 多 く，

．
扇端 か ら 自然堤防帯 に か け て は ，礫 よ り砂 が 多

くな り ， 泥層がは さ まれ ， 次第に 泥層が多くな る．また

潟埋積平野 で は ，海側 に 砂 が 多 く内陸部 で は 泥が 多 くな

り，最上部 に は 泥炭層が くる とい うよ うな規則性が明 ら

か に な っ て くる と，あ とは 量的な拡大 が 行なわれ るだけ

で ，質的 に こ れ を い か に 拡大す るか 行 き づ ま りが で き

た ．

　
‘「
沖積層

”
が ウ ル ム 末期 の 海面低下期 か ら海面上昇 に

と もな っ て 形成 された 地層で あ る の で ，海面変化 は 汎世

界的な問題 で 海岸部の ど こ に で も起きて い る．し か し，

海岸平野は 明 らか に よ く発達し た所 と発達 の 悪い 所 が あ

る，こ の こ とを追求して い くと基盤 の 構造を問題 に せ ざ

るを え な くな る．

　 こ の 小論で は 海岸平野 の 定義，大陸棚 と海岸平野，海

岸平野と堆積盆 地 ，繩文海進 に つ い て の べ る．

2． 海岸平 野 の 定義

　中山正民 （1970）は 海岸平野を 次 の よ うに 定義 し て い

る． 「海岸平野 は 浅海に お け る 海底堆積面 が ，地 盤 の 隆

起や 海水面の 低下 に よ っ て 海面上 に あらわれ て で きた 。 」

　筆者は 地形研究者の こ の 用法 の 適用 に 迷 い 射水平野な

＊ 富山 大学教 養部地学 教 室

どを海岸平野 として使 わ ず潟埋積層 との べ た ．中山 の よ

うに 限定し て用 い ると繩文海進 の海進を うけ た海抜数 m

以下は 海岸平野とな るが ，それ に 続く数 m 以上 の 所 は 海

岸平野 と使用 で きな くな る．

　地質研究者の間に は 中山 の こ の 海岸平野の 用法 に 特 に

こ だ わ らず，海岸平 野は 海 岸付 近 に 発達す る 平野 とい っ

た 軽い 意味 で 海岸平野とい う用語を使 っ て い る．例 えば

シ ン ポ ジ ウ ム
曾巳
海岸平野

”
な どで あ る （1969）．

　CoLQuHovN ，　 D ．J．（1968）｝t　Encyclopedia　of 　Geomo ．

rphology （RE ［NHeLD ） で ， 我 々 地質研究者 が使用 し て い

る意味 で coastal 　plain を使用 し て い る．そ れ を要約す

ると次の よ うで ある．

　海岸平野 は 地理的に は 海 と丘 の 間の 低地 である．しか

し 発達の 段階をみ て い る と，そ れ らは 丘 と大陸棚斜面 と

で境され た 平坦地 で．それ は 海面 の 変化とともに 拡大さ

れ，あるい は縮少さ れ る つ か の 間 の 命 の もの で あ る，

　海岸平野 が 形成 さ れ る た め に は ，ま ず供給物を 運 ぶ 大

きな河が 必要で ， 流域 の 大きさ と海岸平野 の 面積 と体積

に 密接な関係が あ る．また 供給された 物質を うけ と め る

堆 積 盆 地 が 必要 で あ る ，普通海岸平野は 流域 と大陸棚と

の 漸移帯 で 大陸棚が広けれぱ広い ほ ど大 きくな る可能性

が あ る，

　堆積物は 平板状 ， 楔状，紡錘状をな して お り，陸側 の

堆積物は 洪水氾濫原，湖，沼 ，砂丘 ，三角州を ふ くみ ，

海側 の 堆積物 は 瀕海，砂州，潟，湾 ， 潮間帯 の 堆積物か

らな り海 と陸 との 堆積物 は 入 江 と三角州との 堆積物を通

して 変 っ て い る．堆積物は安定な所 か ら沈降性 の 低地 ま

で 各種 の 堆積物か ら構成 され る．またその 歴史 は古い も

の で は 中生代 か ら現在 まで 続い て 堆積して い る もの もあ

る ．一般 に 山 側 が 隆起 し，海 側 が 断層 ，褶曲 等 の 構造運

動 で，堆積盆地 が 形成 され，隆起 した 山側が浸食 され ，

堆i積物は 河 で 運搬され て ，堆積盆地 で 堆積 し て海岸平野

は 形成 され て い る ，

　堆積物 は 気候 に よ っ て 影響され ，寒帯地方で は 氷河堆

積物や 後浜 の 嵐 の 堆 積物 （St。rm 　beach） で 特徴づ け ら

れ る．乾燥地域 で は乾燥堆積物 が 優勢 し，熱帯湿潤地域

で は乾季で風化し た物質を雨季に 運搬堆積 し て厚 い 赤粘

土質土壌が発達す る．温帯地 域で は砕層物か らな る平野
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が特徴 で ある と の べ てい る，こ こ で は海岸平野を後者 の

意味で 使用 す る．

3．大陸棚 と海岸平 野

　　井関弘太郎 （1956） は 日本 の 幾つ か の 地 域 を 例 に と

　り，沖積平野の 基盤が 深 さ 100〜130m の 海底平坦面に
一

　致す る こ と，す なわ ち大陸棚と
一
致す る こ と を 明 らか に

　し，沖積層は 海面上 昇 に と もな っ て 形成 さ れた もの で あ

　る こ とを明 らか に した ．こ の こ とは 杉村新 （195の ，貝

塚爽平 （1955） らに よ っ て も東京湾 口 ，伊 豆半島，神津

　島の 海岸地形で 一部明 らか に され て い た ．また 星野通平

　 （正957）は 日本列島に分布す る大部分 の 湾は第四紀の 最

盛氷期 の 海面底下 の さい の 河谷 の 末端が そ の 後 の 海 面上

昇 に よ っ て 沈水 した こ とを の べ て い る。

　　有明海研究 グル ープ （1965） は 有明海 の 調査 を行 な い

海水面変動と海岸平野の 関係を 明 らか に して い る．また

FUJII　et　al ．（tg67）は 日 本周 辺の 海水準の 変動を 調べ
，

海岸平野 の 形成が 大陸棚 の 上部に 海水準の 変動に 応じて

形成され た こ と を明 らか に して い る．

　 EMREY らは 北 米大陸東岸の 大陸棚上（水深2σ一120m ）

で マ γ モ ス 等の 歯40個以上を見つ け （WHITMORE 　et　aL ，
1967），また 淡水 産泥炭 （E，VERY 　et　al ，，　 tg67），氷河堆

積 物 を 明らか に した ．ま た 東支那 海 の 大陸棚上 で 旧象の

化石 5 個，野牛の 化石 1側 ，そ の 他淡水 軟体動物化石等

を み っ け 大陸棚の 堆積物に 氷河時代の 遺物が 多 く残 っ て

い る こ と を 明 らか に した （EMERy 　et　al．，正971）．

　　こ れ らの こ とは ，現在 の 海岸線が一
時期 の 陸域と海域

の 境界 に し か すぎな く，海 岸 線 の 位置が か わ る こ とに よ

っ て 浸食基準面が変化 し ， それ に ともな っ て 既成 の 地 形

が 浸食され，堆積物 の 分布に も変化を生じる．こ の よ う

な過程 の く り返 しを 経 て，現 在 の 海岸平野 は 形成 され て

お り，現在 の 海岸平野は 歴 史的 に は短期間に 海面変化 に

応 じて 変わ るほ か な い も の で あ る こ とを示 し てい る．

　 海 岸平 野 は大 陸捌の 上 部に 海面変化 と と もに 形成 され

・
た 地 形 で あ る．で は 大陸棚 の 発達して い る所 で は 海岸平

野が発達し てい るで あろ うか，

　 Gv ［LSCHER （1958）に ょ る と，大陸棚の 発達 の よ い 所 は

平野 の 発達して い る所 の 近 くで ，北米東海岸，Gabes 湾 ，

北 ア ド リア 海な どで ，大陸棚の 発達 の 悪い 所 は 山脈 の 発

達 し て い る近 くで北 米 西 海岸，a ユーギ ニ ア 北海岸など

が あげ られ て い る．こ れ か ら大陸 棚 の 発達と海岸平野 の

発達 に は 正 の 関係 が あ る こ とが よみ とれ る．

　 で は 日本 の よ うな地 殻変動の は げ しい 所 で は どの よ う

に な っ て い る で あ ろ うか ？ 第 1図 は 200m 等深線 と海岸

平野 の 関係を示 した 図 で あ る．

　 日本列島周辺 で は 大陸 の 周辺 の よ うに 大陸棚は あま り

よ く発達して い ない ．日本列島周辺 の 大陸棚に は 次 の よ

うな特 徴 が 多 くの研究者に よ り指摘され て い る． ！）富

山湾と駿河湾で 大陸棚は もっ と もせ ま くな り，日本列島

の 大陸棚は 二 つ の 地 域 に わ け られ る，a ）北東 H 本の 大

陸棚は 巾も深 さ も比 較的
一

定 で あ る．b ）南西 日本で は

日本海側で 巾 と深 さ も大 きくな る、 2）海底谷 で きられ

た 大陸搦は 巾が ぜ ま くな る． 3）北海道 北 部 や九 州 の 西

北部の よ うに 大陸と関係の あ る大陸欄 は 巾を もちその 周

辺 の 深 さは比較的
一定である， 4）大陸欄 の 外縁 の 深 さ

は 150± 20m で 山陰や 九州の 東海岸沖で は 例外的 に 深 く

な っ てい る．

　また 地質とは 次の 関係 が知 られて い る．　 1）火山岩や

第三 紀以 前 の 岩石 に そ っ た 大陸硼の 巾は 20km よ り狭 い ．

．2 ）第三紀層で つ くられ てい る海岸に そ っ た 巾は 20〜30

km で あ る．

　第 1図を み る と，大陸棚 の も っ と も発達 の 悪 い 窟 山

湾 ， 駿河湾 ， 相模湾に は ，そ れ ぞ れ 富由平野，駿河平

野，相模平野が分布 して い る．と こ ろが大陸 と接近 し て

大陸棚 の 広が っ て い る北海道北部，九州西 部 ， 寅陰西部

で は ，九州北西部を の ぞ い て 平野が発達し て い ない ，こ

れをみ る と日本列島の よ うに 地 殻 運 動 の は げし い 所 で

は ，必ず し も大陸棚 の 発達の よい こ とと現在の 海岸平野

一200m

第 1図　海 岸平 野 と大 陸 棚 （200m 等深線）との 関係
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と の 対応が あ る とい えない よ うで あ る，で は 海岸平野 の

発達に ど ん な 要素 が 考え られ る か ．一つ は 堆積 （沈降）

盆地であり，一つ は そ れに対応す る土砂 の 供給で あ る．

4． 海岸平 野 と堆積 （構造）盆地

　
’「
沖積層

t’
が 海岸部に 多 く発達す る とい う現象が なぜ

生 じた か ？．それ は ウ ル ム 氷期末 の 海面低下期 に現在 の

海面下約 130m前後ま で 浸食が行なわれ，その 地域が 海

面上昇 に 伴 っ て堆積の 場所 に な っ た た め と考えられ る．

海面低 下 は ＝ ウ ス タ ッ テ ィ ッ ク な現象 で世界的なもの な

の で ，海岸部で は 全 国 ど こ で も同 じ よ うに
tt

沖積層
”

が

発達して い るか とい うと，第 1図 を み る ま で もな く ，

 

沖積層
”

の 発達 の よい 所 と悪 い 所 が 区別 され る．で は

なぜ
哩「
沖積層

”
の 発達の 良 い 所 と悪い 所が で ぎた の で あ

ろ うか ？

　 日本海 と太 平洋 を む すぶ 水 準測量 の 結果 を 調べ る と一

般 に 山 は 高 くな り ， 海岸部が 低 くな る傾向が 指摘 され て

い る （大塚 ，1941 ；溝上，！969）．山は 高 くなればな る ほ

ど浸食を は げ し くうけ，海岸部は それ に 応じて 堆積が盛

ん に な る．そ こで海岸部に は ど こ で も
τ曜

沖積層
”
が発達

して い るか とい うと，決 して そ うで な く，堆積 の 場所 が

あ っ て も， 供給物がない と
軍喟
沖積層

”
は発達しえ な い ．

す な わ ち 堆積物を供給す る大河川が必要 と な る，で は 大

きな河川 の あ る所 に
巛
沖積層

”
が よ く発達 して い る か と

い うと必ず しもそ うとは い い きれない ．例 えば ， 熊野川

ロ
レ

＜＞2

第 2図　等沈降量図 （5001n間隔 ，第四紀地殻変動

　　　研究グル
ープ，1969の 図 の

一
部を引用 ）

工91

が 太 平 洋 に そそ ぐ新宮に は 海岸平野 は 殆ど発達して い な

い ．また 日本で も指折 りの 崩壊地浦川 を 流域 に もつ 姫川

の 河 口 糸魚川 に も海岸平野 は ほ とん ど発 達 して い な い ．

こ の こ とは 供給物が あ っ て も適当 な 堆 積 場 所 が な い と

　
矍
沖 積層

”
は発達で きな く，すな わ ち海岸平野 が 発達 で

きない こ とを 示 し て い る，そ れ で は 適当な堆積場所 とは

ど の よ うな揚所 で あ ろ うか ？すなわち河川 が 運搬 し て き

た 堆積物が た だ ちに 外洋 に 放出 され るだ け で は 堆積物は

拡散す る が，こ れが 入 海や盆 地 に 注入 され て は じめ て 堆

積物は 保存 され ，遂次埋積され て い く （藤井，1966）．

　 で は 海岸平野 の 発達 と堆積盆地 の 発達は よい 対応を し

て い るで あろ うか ？その 前に 堆積盆 地 に つ い て ど の よ う

に 考 え られ て い た か 少 し調 べ て み る．

　中野尊正 （1956）は 日本 の 平野 の 形成環境に つ い て，
外 国 の 平 野 と比較 し て 8つ の 特徴をあげ， そ の 中で 地 盤

運動 の 影響をつ よ くうけ て い る構造地形 との 関係 を 注 意

ぜ よとの べ て い る．

　藤井昭 二 （1966）は 上述 の よ うに 堆積物を供給す る 河

川 と，そ れ を うけ い れ る 堆積盆地が海岸平野に 必要な こ

とを強調 し た．

　紿野義夫 （1％ 8）は構造盆地 の 発生 の 時期 と 存 続 期

間，堆積環境と堆積物 の 特徴，火山 作用 の 3 つ を基準 に

と り，第 四 紀堆積盆地を D グ リ
ー

ン タ フ 地域，2 ）瀬

戸内地 域，3 ）隆起 地 域，4 ）非 グ リーン タ フ 地域 の 沈

降区 に わ け て い る．

　COLQUHOUN （1968） は 前述の よ うに 堆積物を供給する

刈口堆積物を貯え る堆積盆地 の 必 要 に つ い て の べ て い

る．

　桑原徹 （1969）は伊勢湾の 形成 に つ い て の べ 日本の 主

要な海岸平野 は 地 質時代 に つ なが る堆 積盆地 の 発展 （消

滅）過程 の 一つ の 断面 を示す と し ， 第二瀬戸内沈降盆地

の 消滅 の 過程 と して 海岸平野を とらえ て い る．

　星野通平 （1969）は 後背地 に 海岸平野 を もつ 湾が ど の

よ うに し て 堆 積 か ら取 りの こ され た か とい う問題 に っ い

て ， それ は 多分沈降の 中心が後背地 に あ るた め ，堆積物

が 注入 河川 の 中 途 で 捕 え られ て し ま う結果で あ るとの

べ ，沈降の 要因 は 海成層 の 圧密 の 結果 で あ る との べ て い

る，

　以 上 の よ うに 何 人 か の 人 が ，そ れぞれ 少しずつ ちが っ

て は い る が ， 海岸平野を論 じ る とき堆積 （構造）盆地 の

形成 の 必 要 な こ とを指摘 して い る．海岸平 野 と堆 積盆地

が どの よ うな関係 に あ る か を調 ぺ る．さ い わ い ，第四紀

地殻変動研究 グル ープ （1969）がまと め た 隆起沈降量 図

か ら，沈降量だけを ぬ ぎだ した の が 第 2 図 （闘隔 は 500
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In の 沈降量を 示 す）で あ る．第 1図 と第 2 図を 比較す る

と次 の よ うな こ とが明らか に な る。

　海岸平野と堆i積盆地 （沈降地域）の 間 に は ，次の 三つ

の 関係が考え られ る 、 1）海岸平野 と沈 降地 域 の よ く対

応す る地域，2）海岸平 野 と沈降地域 の 対 応 の 悪い 地

域，3 ） そ れ以外に ，海岸平野の 発達 し て い な い 地域．

A 　海岸平野の 発達して い ない 地域

　こ れ に は 三 陸海岸，山陰海岸，南紀，南四 国 の 半島，

渡島半島な ど の 地域 が あ り，い ずれ も岩 石海岸で沈降地

域 に 関係 な く，しか も堆積物を 供給す る大きな 河 の ない

地域で あ る．

B 　海岸平 野の 発達し てい る 地域

　 1）海岸平野と沈降地域 の よ く対応す る地域

　 石 狩平野，釧路平野 ，津軽 平 野，新潟平 野，関 東 平

野，相模平野，静岡平野，富山平野，濃尾平野 ， 大阪平

野 ， 出雲平野，鳥取平野，大分平野，熊本 平野などで 日

本 の 代表 的 平 野 は も うら され てお り，海岸平 野 と堆積盆

地 との 対応 が よ くな され て い る とい え よ う．

　 2 ）海岸平野と堆積盆地が
一
教 しない 地域

　 こ こ で 議論す る地 域 は， a ）沈降に 関係なく平野の 発

達 して い る地域 ， b ）地質学的方法 に よ る隆起沈降量図

（1969）が で きる まで 平野 の 性質が明らか に され て い な

い か ，500m よ り沈 降 量 の す くない 地 域，　 c ）そ の 他，

にわけ られ る．

　 a ）に 属す る地域 として 仙台平野 （奥津，ig67）や秋

田平野 （狩野，1968）等 ， 東北 の 平野がある．こ れらは

い ずれ も沖積層の下位 に うす い 洪積層をは さむ か，洪積

層をか い て ，沖積層は第三 紀層に 直接 せ っ し て い る よ う

で あ る．こ の 二 つ の 平野は 大 きい が，小 さな海岸平野 は

ほ とん ど こ の 型の よ うで あ る．

　 b ）に 属す る海岸平野と して 佐賀平野や 常磐平野 が あ

げられ る．佐賀平野 で は東西性 の 地 溝 が 知 られ て い る

（福田 ，1969）．常磐の 平野は 明 らか に 断層で か こ まれ

た 溝造盆地 である．

　こ の ほ か 遠州灘に 面す る平野 ， 瀬戸内海に 面す る平野

に っ い て そ れ が 構造盆地 と関係の 有無が明 らか で な い ．

　檀原 （1970）は 検潮記録を調べ て 海面の 変化を明 らか

に し て ig50〜1970年の 間 に 瀬戸内海に
一10cm の 地殻変

動を認め て い る．また壇原 （1968） は 能登半島南部か ら

越前 に か けて 188，年か ら継続的 な沈降 を 認め て い る．こ

の 沈降区 は北陸第 四紀研究 グ ル ープ C1969）の 指摘した

第四紀の堆積区 と→ 致し ， 海岸平野 と も一致して い る．

　遠州灘に 面 し て 海岸平野 が発達 して い る．こ の 地域 は

検潮器 の 記録，水準測量 の い ずれ か らも隆起地域 （懐原

1968，　 1970）に な っ てい る，実際，握美半島や有度山 で

は海側の 隆起が よ く知 られ てい る，天竜用 の 扇状地付近

は 海側 の 隆起に よっ て，か え っ て堆積しや す くな っ て い

るの か も知れな い ．

5．　第四紀堆積盆地 の形成時期

　 藤井 （1966）は 富肉平野 と大阪平野 の 形 成 を 例 に と

り，それ らの 平野が堆積 （構造）盆地か ら形成 され て い

る こ とを の べ た ．で は こ の 平野 を 形 成 す る堆積 （構造）

盆地 は い つ 頃か ら形成 された の で あろ うか ？．

　 富山堆積盆地西部 に 堆i積す る埴生累層は 構造が第三 系

の 構造に 支配 されて い た の で ，第三 系 と考 え ら れ て い

た ，しか し産出化 石 が 下位 の 大桑層が寒流系 の 海棲 の 化

石で あ る の に 対 して ，陸成 の 植物化石が 多 く，そ れが 大

阪層群の 上 部層に 対 比 され る こ とか ら第四 系 と し た （藤

井 ・小埜木1967）．し か し こ の 地層は 第三 系 と同 じ搆造

運動を して お り，新し い 第四紀 の 運動は こ れ らを き り高

位礫層で お おわ れ る，石 動，黒菱山断層か らは じ ま る，

こ の 断層運動以後，第四系は第三系 とち が っ た 堆積をは

じめ ，地 層 の 大 部 分は 石 動 ・黒菱 山断層等 で で きた 堆積

盆地 に 堆積し，一
部 は段丘地形を形成 し て 堆積 した，す

なわ ち こ の 断層運動 は第三 系の 延長とし て の 構造運動が

支配 し て い た 壇生累層 と，第 四系と して の 構造運動 を示

す埴生累層堆積以後とを 区別す る重要 な 構造運動 で石 動

変動 （藤井 ら，1971） と よばれ て い る．

　 こ の 時期は 西 日本で は 六 甲変動最盛期に 棺当す る．大

阪層群と段丘礫層は ほ とん ど連続的 に堆積 し て い る と考

え られた り，両者間 に は 不 整合が存在す る と考 え られ た

りして い る，濃尾平野下 で も瀬戸層群 と段 丘礫層との 間

の 関係 は詳し くは わ か っ て い な い が ，両者間セこ は か な D

大 きな不 整合 が存在 し，す くな くと も大 阪 層群上 部 に あ

た る地層が 欠 如 して い る よ うで あ る （西 日本第四紀研究

グ ル
ープ，1968）．

　金沢地方 で は 洪 積世 前 期末に お こ っ た構造的変形を伴

う地盤変動が 最も顕著 に 認め られ る，現象的 に は NNE

〜SSW 方向に 並走す る地層傾斜帯に よ っ て 示 さ れ ，一

部で 地層の 逆転を 含む 著 しい 構造的変形が み られ る金沢

南部の 富樫山地西縁 に 因ん で 富樫変動と名づ け られ て い

る．

　石動変動は 上述 の よ うに 西南 日本に か な りひ ろ くみ ら

れ る第三 系と第四系 の 構造運動を区切 る非常に 重要 な変

動 とな る，結局海岸平野は こ の 変動 で で きた 堆積 盆 地に

埋積し て い る堆積物で ある，こ の 堆i積盆地 は消滅の 段階
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に ある の か ，発展 の段階 に あ るか の 問題 に っ い て は，個

々 の 平野 に っ い て 論 じな い と い け な い が ，堆積物 の 圧密

沈降を の ぞ く， 基盤か ら の 沈降が考えられ る限 り，発展

の 段階に あ る もの と思わ れ る、

6． 繩 文海進高頂 期の不一
致につ い て

　 繩文前期に海進の あ っ た こ とは東木竜七 （1926） の 関

東平野 の 研究 に よ っ て 明らか に された ．そ の 時期 は 和島

ら （1968）に よ る と繩文前期 の 後半で あ る こ とが 明 らか

に され て い る．

　 こ の 時期 の 海面上 昇に つ い て ，DALY ’
s 　shore 　line とし

て広 く世界的に知られ て い たが，近年こ の海面上昇は 現

海面 よ り上昇し なか っ た の で ない か と い うこ とが SHEP −

ARD ら （1964） に よ っ て 問題に され ，
ヨ
ーP ッ パ で も問

題 に な っ て い る．現海面か ら数 m の こ れ らの 海岸段丘 か

ら産出す る 資料の 炭素放射年代 が 2 − 3万 年前 を 示す も

の もあ っ て 問題 に された．太平洋｝こ関して FAIRBRIDGE は

こ の 数 m の 海岸段丘 は 新 し い 段 丘 と部分的に 重な り，古

い もの は 2− 3万年，新 しい もの は 50qo年前後を示 す と

述べ て い る （藤井，1970）．ま た HopLEY（1969）もVictoria

　（オ
ース トラ リ ア ）で 6000年前 に 海抜 3m の 隆起海面 を

、認 め て い る．また 藤井 ら （1969）もイ ン ドネシ ア や台湾

で こ の 時期 に 現海面 よ り海水が 上昇した こ とを認め て い

る ．

　 日本 で は資源科学研究所の 人達 （1968） の 努ヵに ょ っ

て沈降性 の 関東平野 の 真中ですくな くとも海抜 3．5m 以

上の 海面上 昇が あ っ た こ と が 明 ら か に な っ た ．しか し，
こ の 海面高頂期は 繩文前期の 海進と よ ばれ るが，場所 に

ょ り中期 に な っ た り，前期に な っ た りして お り，有明海

の 奥 で は 繩文後期 に 海 進 が すす ん で い る よ うに み られ

る．

　 例えば富山の 小竹貝塚 は繩文前期の 土器を産出 し，そ

の 年代 Ot　4800 ± 200　y．B ．P ．（Gak −536）で 高さは海抜 2
m

， また関東に お け る繩文海進 の 最奥部を示す地 点 の 泥

炭層 の 年代 は 4120 ± 100y ．B ．P ．（TK −15）で そ の 高 さ

は 一〇・7m である，また こ の時代 に対応する と考えられ

る自然貝層は 日 本の 各地 で知 られ て い る，例 え ば 沼 の サ

ン ゴ は 6160 土 t20　y．B ．P ．（Gak −254），
5540 土 230　y．B ，

P ．（NTU −29），氷見 市 沖 布貝 層 は 4410土 100　y ．B ．P．

（Gak −997
， 海抜 6m ），饑登島貝層 は 4500 土 90　y ．B ．P ．

（Gak−1003，海抜 2m ），宮崎県内海員 層は 2870 ± 90　y、

B ・P ．（Gak −1004，海抜 6m ），愛知県刈谷貝層 5470土

450y・B ・P ・（Gak−249， 海抜 3．7m ） と な っ て お り，繩
文前期 に 等 しい か や や 若 くな っ て い る．
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　 普通，海水 面 は ほ ぼ一一定 の 水平面と考えられ る．で は

ど うし て こ の よ うな不一教 が で るの で あ ろ うか，

　 坂 口 豊 （1962・1968） は 海進 の 内陸 に 達した時期と海

水準が 最高に 達した 時期をわ けて考えて い る．海水準が

最高に達した時期は 関東平野中央部 で 4000y，　B ．P ，〜

2000y ．B．P ．の 間 の あ る時期で ，その時の海水準 は 「 般

に海抜 4m 土 に 達 した と の べ て い る．また 日本列島の よ

うな 地盤変動 の は げ し く， 量 ・質と もに 多様 な 地域 で は

沖積世 に お け る標準的最高海水 準 とい うもの を決定す る

こ とは非常に 困難 で ， 目下 の と こ ろ こ の 種 の 問題 は そ れ

ぞれ の 地域に お け る特殊性 と し て 捉え て お くの が無難 で

あろ うとの べ て い る，さらに
1℃ 年代 の 信頼性 に っ い て

も報 じて い る．

　 井関弘太郎 （1968）は 繩文海進の高頂期を繩文中期 と

考え，それ 以降海面 の 低下 な い し，停滞に 従 っ て地 域的

な 地殻運動 の 影響 が敏感に 地形地質に 現われ る よ うに な

っ た．従 っ て 旧 汀線付近 の 考古学 的 遺 跡 の 分布か らみ

た 、海面高頂期以 後 の 汀線変化 の 過程，時期は 地 域的に

か な り区 々 に な っ て い る と述べ て い る．

　杉村新 （1968） は繩文海進を示す化石 の 放射性炭素年

代が隆起域と沈降域 とで こ とな る こ とを地殻変動 か ら考

察 し て い る
・．

　 坂 口 ・井関 ・杉村 の 考え を あげた が ， そ の 中に も述 べ

られ て い る よ うに ，海進 時 期 の 不一
致 に は 次 の 三 つ の 理

由が一癒考え られ る．

　 1）繩文時代 の 海面は 現海面 よ り高位置で
「
，あ る期間

停滞 して い た．

　 2 ）地 域 に よ っ て 地盤運動の 差が あ る．

　 3 ）
1
℃ 年 代測 定 の 問 題，

　藤井
・藤 （1967），藤井 （1967）は 日本列島周辺 の 後

氷期の 海面変動 を 論 じ 7000y ．B ，P ．か ら 3000y ．B ．P ，

ま で 海面が現海面 よ り高 く停滞 し て い た と考 え，そ れ を

沼期と し，最高灘面 を 6000y．B ．P ．と考えた ．そ れ は

前述等 の 資料が あ る た め で ，もち ろ ん そ の 期間 で も海水

準 の 沈降や 上昇は考えられ るが 具体的な資料がとぼ しい

の で，高頂期か ら現海面 まで は なだ ら か な 線 で 示 した．

　日本列島は 地盤 の 変動 の は げしい 所である．ま た 前述

の よ うに 各堆積盆地 で それ ぞれ固有の 変動を し て い 為と

考えられ る．例 え ば縄文前期に A 枝 谷 は どん どん 埋積 さ

れ，隣 りの B 枝谷 に は 化 石 が保存 さ れ，次 の 中期に A 枝

谷 で 埋積が や み，沈降 し化石が保存 され る よ うに な っ た

とす る と海水準 が 変わ ら な くて も，化 石 か らの み み る

と，B 枝谷に は前期に 海進があ り，　 A 枝谷に は 中期 に 海

進があ っ た．A 枝谷 よ りB 枝谷 の 方 が 奥 ま で 海進が 延 び
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た とい う印象を 残こ す．こ の よ うな 現象は 繩文の 各時代

に各 地 域で お こ っ て 別 に 不 思議で な く，また 各盆地 がそ

れぞれ特有 の 堆積を示 した り，沈降，隆起を示 して も不

思 議で ない ．

　渡辺直径（1966）は 土器 の 編年 と
UC

年代 との 問に い く

らか の 食い 逮い の ある 二 とを の べ て い る．

　宮崎明子 （1971）は 土壌の
T
℃ 年代測定を 行な い 多摩 ニ

ュータ ウ ン の 富士 黒土 層 の 中部 の 土壌中の humic　 acid

で 6540土 100　y．B ．P ．（Gak −3569），huminで 7000」jOO 　y ，

B ．P．（Gak−3570），fulvic　acid で 5370±200　y．B ．P ．（Gak
−3568）の 年代を 示 し，長後 の 武va野　Pt　一ム の 上 部 埋 没土

勅 ・・ mi ・ a ・・d で ・・7・・till8・．・．・．（・・k−3574），

humin で 19800± 600　y ．B ．P ，（Gak −−35ア5），　 fulvic　 acid

215・・±ll88・・… （・・k−一… 3）等・ の 徹 えて 講 の

処理法で 年代の 違 っ て くる こ と を述 べ て い る．木越邦彦

（1965）は 年代測定法の 中で
L‘C 放 射年代に っ い て 試料の

採 取，処理方法，1
℃ の 分布や 濃縮に ょ っ て 年代 の 違 っ

て くる こ とに つ い て くわ し くの べ て い る．藤井ら（1971）

は 岐 阜県 の 焼岳の 麓，足洗谷で 火砕岩中の 立木，木炭，

土壌などの 資料を
一

露頭 か ら 4 〜5 個ずっ 計10数個の 年

代の 測定 を した所 ，下 か ら上 に 新 し くな らない で
UC

の

示す年代が各露頭とも入 り叢れ て い る こ と

’
を経験 した．

また 偶然の 結果 ク ロ ス チ エ
ッ ク の 形に な っ た が ，氷 見布

沖布貝 層は 44正O土 lee　y．B ．P ．（Gak −997），　3160 土 40G

y・B ・P ，（NTU −・2e）の 二 つ の 値を えた （藤井，1969）．そ

の 値の 差 ltlOOO年以上 に なっ て い る．

　
1
℃ 年代資料 を 扱 か う時，採 集 の時 の 条件，資料 の 処

理 の 方法，資料の 性格 （
UC

の 含み方）な ど よ く知っ て お

か ない と誤ま っ た解釈が され る の で は なか ろ うか ？．

　以 上 の よ うに 繩文 海 進 に 伴 う，遣 跡の 年代 の ず れ は，

当時 よ り高海 面 期がつ づ ぎ，各堆積盆地 で の 固有 の 沈降

や 隆起 ，堆積様式の 違い ，L℃ 年代 の 解 釈な ど複雑に か

らみあ っ て 起 こ るの で あろ う．
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Some 　Problems 　of 　the 　Coa 呂tal　P 量ains 　量n 　Japan

Sho，i　FUJIエ

（Abstract）

　 This　 art三cle 　 is　a　discussion　ef　 the　 development 　of

the　coastal 　p王ains 　and 　the　Jomon　transgression　in

each 　district　on 　亡he　Japanese　Island．

　 In　Japan　the　relation 　between 　continental 　 shelves

and 　coastal 　plains 　is　not 　 so 　close 　as 　in　continental

areas ．　 For　instance，　Iarge　coastal 　plains 　in　contine ・

nts 　have　large　continental 　 shelves ，　and 　small 　coastal

pla ｛ns 　have §mall 　 continenta 工 shelves ．　 But 　 in　 Japan

even 　 the　 areas 　 of 亡he　 narrow 　 continental 　 shelves 　ha ・

ve 　 sometimes 　 coastal 　 plains，
　 also 　the 　 areas 　of 　 wide

continental 　 shelves 　have　not 　so 　good　develepment 　of

coastal 　plains．

　 There 　 are 　two 　types 　 of　 the　 coastal 　plains　三n 　Ja・

pan ．　One 　type 　of　coastal 　plains 　is　 not 　so 　large　and

it　originated 　from　the　 movement 　of　 sea 　 level　 since

the 　last　Wifrm 　 age ，　 Another 　 type　 ls　 rather 　 large

one 　and 　its　origin 　due　to　the 　construc 亡ion　of 　the

structual 　basin．　 This　structual 　bas三n 　was 　 made 　 by

Isurugi　Movement 　which 　occured 　in　the　end 　of 　early

Pleistocene　epoch ．
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  The Jomon transgression is a  farnous Helocene

transgression in Japan･ But  the  time of  maximum

t;ansgression is different in each  district. Generally

the early  Jomon age  is the  age  of  maximum  Jomon

transgresslon all  over  Japan, but in the  middle  Jomon

age  the  Chubu  district had maximum  one  also  in the

late Jomon age,  the  Northern Kyushu  district had

maxlmum  one.  .

  There  are  three reasons  censidered  for the  time

differences ef  the  maximum  Jomon trasgressi･t]ri 
,A･l]-

ich have been  found in Japan.

 1) The sea  levei was  a  few meter  hig.her durlri-g

the almost  Jomon age  than  the  present  sea  level.

2) Each  structural  basin had its own  ,:sructurai

movements.  .

3)  There  are  seme  problems  about  the various

'interpretations
 oi carbon  fourteen dating value..

-
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