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　 The 　tracing　of 　pyroc 且astic 　key 　beds，　wh 量ch 　 are 　defined　by 　 a 　 set

of 　several 　tuff　beds，　 enable
．the　construction 　of 　an 　accurate

geologic　map ．　 Geologic　columnar 　sections ，　based 　on 　a 　detai藍ed

observation 　of 　thickness　and 　characters 　of 　pyroclastic 　and

interca匡ated 　 normal 　clastic 　beds，　are 　useful 　to　define　 and 　trace
the　pyroclastic 　key 　 beds．　 Lateral　 changes 　 in　 the　thickness　 of

sediments ，　intercalated　 with 　the　pyroclastic 　key 　beds，　show 　that
the　 area 　 with 　the　 maximum 　 stratal 　 thickness　 moved 　 stepwise

with 　the　progress 　of 　geologic 　time　in　the　Neogene 　sedimentary

basins 　of 　 the　southern 　 Kanto 　District．　 The 　sudden 　areal

movement 　 of 　 tlte　 maximum 　 sediment 　 thickness　 area 　 can 　 be
explained 　with 　b且ock 　movements 　of 　the　basement 　of　the
sedimentary 　basin，　and 　can 　also 　be　simulated 　by　a　sca 且e　model

experiment 　 and 　 computer 　 analysis 　 with 　 the　 virtual 　 basement
met 血od ．　 A 匡though 　the　position 　of 　the　boundaries 　between 　the
blocks　in　the　basement 　 was 　stable ，　the　amount 　and 　direction　of
the　 movement 　 along 　the　boundaries　 changed 　during　the　 course

of　geologic　 time．　 The 　analysis 　of 　changes 　in　the　thickness　of

the 　sedimentary 　beds，
　 using 　an 　acoustic 　reflective 　section ，

indicates　that　the　North 　Tokyo 　Bay 　Fault　is　active 　and 　can 　be
re 且ated 　to　earthquake 　events ．

Key 　word 　：　Pyroctastic舵 y　 bed，砺 c肋 召∬ （ゾ sedimentary 　bed，配 oc々

movement ，α翩 southern καηω District．

ま　 え 　 が 　 き

　変 動帯 と呼ば れ る日 本列 島の うち，房総 半 島中北部 の 新生

代深海堆積物の 堆積速度 は 1000年間に 4m に もお よ び，通

常の 深海堆積物 の 2−3cm と比較す る と 2桁も大 きい （新妻，

1976），この 堆積速度 は，地 区や ル ー
ト毎 に異な り，岩 相 や層

厚 の 変化 も激 しい ，日本列島の 堆積物中に は多数の 凝灰岩層

が挟在 して お り，これ を鍵 層 と して追 跡す るこ とに よ っ て，

激 しく変化す る岩相や 層厚を 明確に 捉え る こ とが で きる，上

下 2枚 の 火 砕鍵層 の 間 に挟 まれた地層 は，下 の 凝灰岩 層 が供

給され て か ら上の 凝灰岩層が 供給さ れ る ま で の 堆積状況を反

映 して い る の で，火砕 鍵層 が追 跡 で きる地 域全 域 に わ た っ て

堆積状況 を立体的 ・定量的に 解析す る こ とが で きる．すなわ

ち，「歴史的 な現 象 を cgs 単位 で 表す」 こ とに よ り，地 球物 理

学そ の 他の 現代科学 との 連携を可能に した の で あ る．火砕鍵

層追 跡に よ っ て 得 られ た調 査結果 は，最大 層厚 部が時 間 と と

もに 移動す る こ とを明 らか に した が，こ の よ うな移動 は ， 海

底堆積物 に っ い て の 音響探査記 録に見 出され る もの と良 く対

応 し，堆 積盆 を構 成す る基 盤 の 激 しい 変動 を反 映 して い る こ

とが 計算機 シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン か ら も明 らかに な っ た，

　本 論 で は，こ の 火砕鍵層 を追跡す る野外 調査が 行わ れ る よ

うに なった背景 経 過 を述 べ ，火砕鍵 層追 跡か ら明 らか に さ

れ た 基盤運動 に っ い て 述べ る．
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火 砕鍵 層追 跡の背景 と 経過

　私が 野外調 査を本格的に 開始 した 当時は，敗戦 直後 とい う

こ ともあ っ て か，い ろ い ろ な こ とが否定，あ る い は見直 し さ

れ る時期で あ っ た，例え ば，地質学会で は，地層 名命名委員

会 が中心 とな っ て
“
不整 合

”
，
“
単層

”
，
“
累層

”
とは何か な ど

が 議論さ れ て い た 頃の こ と，当時の 職場で あ っ た地質調 査所

に 委員会 の 人 々 が来 られ，先輩 たち とそれ らの こ とに っ い て

討論さ れ て い る の を聞い て お お い に 啓発さ れ た の だ っ た．私

達 の 職場 で も，何 か新 しい 見 方 や新 しい 探査 法 を模 索 して い

る 時期で あ っ た．

　房総 半 島東 部 の 茂 原 ガ ス 田 の 調査 （1948年 ） に 携わ っ た

が，こ の 地域 は露出が 悪 く，断層が 多い た め に ，最 初は何を

鍵 層 に して 調 査 して よい か分 か らず，苦労 した （第 1図）．厚

さ数 cm 程度の 数枚の 砂層を基準 に して 追跡 して み た り，断

層 の 落差 を両側 の 砂 泥互 層 の 柱 状 図を比 較 して 求め よ うと し

て い た．そ の 内，厚 さ lcm に満た な い黒砂 （火山砂を当時そ

う呼ん で い た ）や桃色の 薄い 凝灰岩 層 が 追跡 で き る こ とが 分

か り，品 田氏 らと火山灰 層 を追跡 しだ した．こ れ は，先輩 か

ら指示 され た 訳で もな く，か な り反対が 多か っ た．「目の 前で

消え るよ うな もの何 故追 うの ？」，「泥 岩層 中に凝 灰岩 層が 挟

まれて い た ら，
“
凝 灰質泥岩層

”
と言 うこ とで 良 い」，理解を

示すよ うな人で も，酒席 に な る と 「や っ ぱ り，タフ はっ な が
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第 1図　南関東の 地質概略図 ・位 置図．A −2 は 音波 探査測

　線 （第 8図 ；加 藤，1984a）．

らな い ！」 な ど，い ずれ も著 名 な先輩か ら言わ れた こ とを記

憶 して い る．当時は
一

般に，地質調 査の 精度を上げ る ため に

は，ル
ー

ト ・
マ ッ プ （路線 図） の 精 度を上 げ る こ とが必要 と

考 え られて い たが，私た ち は既 に 地層に 直接 ス ケール を 当て

て 層厚を測 る実測 法 を取 っ て お り，薄い 凝灰岩や 砂層な ど の

層厚の 消長を．単層の 単位で 見て い た．しか し，どの 程 度連続

す るか 自信が 持 て なか っ たの で ，先輩達 の 批判に逆 らわ ずに

も っ ぱ ら実績を積む こ と と した．

　 層厚 を測 るの に適 した場所で は，くわな どで 新鮮 な面 を出

し，地層の 走向 ・傾斜を考えて 地層 面 に 直交 す る方 向 に 露頭

面 を削 っ た．一枚一
枚 の 地 層 に つ い て 厚 さ を ス ケ

ー
ル で 測

り，．単層内の 変化 も含め て 岩相を細 か く観 察 し，柱 状 図作成

の た め の 記 載 を行 っ た．記載内容が細か く，そ の 量も多 い の

で，宿 に帰 っ て か らそ の 日の うち に ロ
ール の 方 眼紙 に百分 の

1の 柱状図 と して ま とめた．こ の調査方法は，一
般の 踏査 に

比 較 して 時間が かか り，1 日に 調 沓で きる層厚 は 300m 程 度

で あ っ た。しか し，一般 の 地質調査 で の 精度 は，使用す る地

形図の縮尺に よ っ て 制限さ れ る の に 対 し，地 形 図の 縮 尺 に 関

係な く岩 相 と層序 を記 載 す るの で，よ り多 くの 鍵層をみ っ け

る
．
可能性が大 きい．そ の た め，岩相や層 厚の 変化 が著 しい 場

合や地質 構造 の 複 雑 な場合 など に有効で あ る．また，多少の

経験を積む と誰が や っ て も同 じ柱状図が 得 られ，地層 の 対比

基準が 柱状図上 に 明示 され るの で，作成 された地 質図は，後

の 調 査 に よる追 試 や改定が容易で あ る，な ど の 特徴を持 っ て

い る，

　 こ れ らの 成果 は，地 質柱 状 図 な ど （三梨，1954；三梨 ・矢
崎，1958 ；三 梨ほ か，1959），富津 ・大多喜図幅 （三 梨 ほか，
1961），茂原ガ ス 田図 （石和 田 ほか，1971），特 殊地 域図 「東

京 湾 とその 周辺 の 地 質」（三梨 ほ か，1976，1979 ；鈴木 ほか，
正995） に よ って 公表 さ れ て い る （第 2図），

　房 総半島調査 を 南関東域に 拡 大 す る と と もに，秋 田や 新 潟

の 油田図幅の 調 査に も火 砕鍵層 追跡 を試み た．秋M ・新潟 地

域 で は，第四 紀か ら後期中新 世の 地 層 で は，火砕鍵 層 が良 く

連続す るが，それ よ り下 位 の 地 層 で は類似す る凝灰 岩層が 多

く，褶曲構造 な ど を越え て の 対 比 は難 しか っ た．そ の 点 で は，

南関東の 方が 火 砕鍵層 の 追 跡 が や りや す い よ うで あ る．こ の

よ う に調 査地 域を 拡大 した 頃 に は，火砕 鍵層 もよ うや く市民

権を得 る よ うに な っ た が，野外で 火砕鍵層 を追跡 ・認定 す る

こ と に よ っ て 層序 的 な 予 測 が 次 々 と的 巾 す る の が 結 構楽 し

か っ た．

鍵層の 認定 と追跡

　 三 浦半島の 三 浦層 群 に つ い て は，2 万 5 千 分 の 1 地 質 図

（三 梨 ・矢崎，1968）を刊行 した が，房総半島の三 浦層 群 に つ

い て は大分遅 れ て 完成 し た （三 梨 ほ か，1979），．三浦半 島 ・房
総半島に お ける 三浦 層群 の 対 比 に は，Ok （大楠山）・Hk （東

小路）
・So （塩 汲 み ）・Nt （日蓮 ）・Bg （番号） な どと名付 け

た 火砕 鍵層 が役 立 っ ．

　 Ok 層 は 模式地 の 三 浦 半 島 か ら房 総 半 島 まで 広 く追 跡で

き，10−50cm の 8 枚程 度 の ゴ マ シ オ 状凝灰岩層 の 組 み 合 わ

せ か らな り，下位か ら 3番 目 と 4番 目の ゴ マ シ オ状 凝 灰岩 層

Ok 　4 と Ok 　3 の 間 に は赤 紫色 の ガ ラ ス を含む 数 cm の ス コ リ

ア層 を挟 む （三 梨
・
矢崎，．1958；第 3 図 ）．野外 に お け る観 察

に お い て ，類似 した 岩相 で あ っ て も同一の 火砕鍵層 と認 定す

る に は 困難な 場合あ り，誤 っ た 認定 に よ っ て 混 乱 を生 じる こ

と が あ る．こ の よ うな 誤 りを避 け る た め に，一．・
枚 の 凝灰 岩層

だ け に頼 ら な い で ，2−3枚 の 凝灰 岩 層 を組 み合 わ せ て 火 砕鍵

層 を定義 して 用 い る必要 が あ る．野外調査 で 岩相に 特徴 が あ

り，見つ け易い 凝灰 岩層 の 上
一
ド数 卜 m ，ときに は 数百 m の

層 準範囲 内 で 凝灰 岩層 を観察記載 し，こ れ らを
一

組 と して 火

砕鍵層 と す る．一
般 に ，1m 以上 の 厚 さを もっ 凝 灰岩 層 は，

均質 で 固結 度 が低 い た め に侵食さ れ 易 く，凹部に な っ た り，

草木が 生 え て 見っ け に くい 場 合 が 多 い ．

　 騒外 で 追 跡 した火 砕鍵 層 を構成す る凝灰岩層 が 同
一

で あ る

か ど うか は，そ れ ぞ れ の 凝灰 岩層 の 重鉱 物組 成 や火 山 ガ ラ ス

の 化学組成 を比 較 す る こ とに よ っ て 確 か め る こ とが で き る．
火 砕鍵層 Ok の ド位 の 4枚の ゴ マ シ オ 状 凝灰 岩層 Ok 　l，　 Ok

2，0k3 ，0k4 の 重 鉱物 を 1，000個 カ ウ ン ト して 組成を 求め，

角閃石 と火山ガ ラ ス の 化学 組成 を 測定 した と こ ろ，試 料採取

地点が 異 な っ て い て も…・枚一枚 の 凝灰岩層は 同 じ組成を 持 っ

て お り，互 い に 区別 で き る こ と が 確 認 され た （ト部 ほ か，
1990 ； ト部，1992 ；第 3 図 ）．一枚一枚 の 凝灰岩層 は， そ れ

ぞ れ火 山 の 噴火や 火山灰の 降下 ・堆積 な ど の 出来事 と対 応 し

た 独立 した 記録で あ る た め に ，Ok 鍵 層群 な どと一括 して 追

跡 す る こ とは 対比 の 本 質 を損な う こ と と な り，基本 は
一

枚
一

枚 の 凝灰岩層の 追跡で あ る．

　房総半島の 金谷 （第 3 図 の C 地 点 ） で は，Okl −Ok4 の 4

枚 の ゴ マ シ オ 状凝灰岩層 の 問の正常堆積物が 薄 くな り，岩相

も砂質に な る た め に ゴ マ シ オ 状凝灰 岩 と区別 が付 きに くく，
1枚の 厚 い 凝灰 岩層 の よ うに 見 え る．蟹江 ほ か （1991）は，こ

の 1枚 に 見え る凝灰岩に Fd （不 動岩） と い う別 名 を提案 す

N 工工
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ると と もに ， 房総半島に 追 跡で き る Ok 鍵層 を Sk （志駒川）

と別の 凝灰岩 と して い る．しか し，Ok 鍵層 で は，ゴ マ シ オ 状

凝灰 岩 Ok 　3 と Ok　4 の 間 に 赤紫色 の ガ ラ ス を 含 む ス コ リア

層 が 挟在 して い る こ とか ら， こ れ らの 凝灰岩層は，Ok と認

定 す る こ とが で きる．

層厚変化 に よ る堆積 単元 の 形 態的特徴

　 1，　 上総 層群

　房 総 半 島の 上 総層 群 に お け る火砕鍵層 を追 跡す る こ と に

よ って，層厚 の 側方 変化形態が 明 らかに なった．地層 は，最

大 層厚部 と して 側方 に 収斂す る レ ン ズ状 の 堆積．単元 か ら構成
さ れ て お り，そ の 最 大層 厚 部 は

．一
定期間 同 じ位 置 に 留ま る

が，急 に移 動 して 再 び留 まる こ と を 繰 り返 す こ とか ら，最大
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第 3図 　 三 浦 層群 の 火 砕鍵 層 Ok の 地 質柱 状 図 と重 鉱物 組成．露 出地 点 は ，大 楠 山 ： 模式地 （三 梨 ・矢 崎，
　 1958），A ：佐 島，　 B ：菊名 ，　 C ：金 谷海岸，　 D ：東和 石材，　 E ： 白狐，　 F ・・：相川，　 G ： 稲子沢．柱状図に お い て 凝

　灰岩 の 厚 さ は，挟在す る正 常堆積物 （1 ：泥岩，2 ：泥質砂岩，3 ；砂岩） の 厚 さ の 倍 に と っ て あ る．凝灰岩 の

　岩相 は，T，；凝灰岩，　 G．　 T ．： ゴ マ シ オ 状凝灰 岩，　 slt　 T ．： シ ル ト凝灰岩，　 v ．f．T ．：微細粒砂凝灰岩，　 m ．T ．：

　中粒砂凝灰岩，c．　T．：粗粒砂凝灰岩，　 v．c，　T ．：極粗粒砂凝灰岩，　 gr．　T ．：細礫 凝灰岩，　 Pm ：浮石，　 pmc ：浮石

　質，wh ：白色，　 gy ：灰 色．
　 　火 砕鍵 層 Ok 下部 の 4枚 の ゴ マ シ オ 状凝 灰岩 （a ； Ok　l，　 b ； Ok　2，　 c ； Ok 　3，　 d ： Ok 　4） の 重鉱 物組成．
　Amp ；角閃石，　 Cpx ；単斜輝石，　 Opx ：斜 方輝 石．

層 厚部 の 位 置 が一定 に保 た れて い る期 間 に 堆積 した堆 積物 を

aL，　a2，　 ag，　b，　c と 5 っ の 堆積単元 に 分 け る こ と が で き る （．三

梨，1977 ；第 4 図），堆 積単 元 al，　a2，　a3 に おい て は，そ の 最 大

層厚部 は そ の
．
ド位と 整合関係 に あ り，1）こ の 最 大層厚部の 位

置で は 構成 す る各 単 層 の 厚 さ も最大 とな り，下位 の 堆 積単 元

と明 瞭に 区別で き る，2）堆積単元 の 下底部に は深 層型 海底地

辷 り層 が発達 す る，3）こ の 海 底地辷 りに よ っ て もた らさ れ た

海底地辷 り層 を構成す る．単層 の 層厚変化 は
．．
ド位 の 堆積単元 と

同 じで ある，な どの 特徴 を持 っ て い る．こ れ は，海底 地辷 り

層が 新た な沈降部 の 発達 に 伴 っ て形成さ れ た こ と を示 唆 して

い る．

　堆 積 単 元 b と c で は 部 分 的 に チ ャ ネ ル 状 に 下 位 層 を侵 食

して お り，単元 の 基 底に は粗粒堆積物や 表層 型 海 底地 辷 りが

発 達 す る，また，褶曲構造の 発達 す る と こ ろ で は，向斜部 に

下 位層を 侵食す る チ ャ ネ ル 構造 （従来，部分不整 合 と さ れ て

い た ） が 発達す る，b 単元 で は，東 日笠 チ ャ ネ ル c 単元 で は

長 浜層 基底 が 北 に 開 い た 湾入 状凹 部 に チ ャ ネ ル 構造 が 発達 す

る，こ れ ら は，堆積単元 の 堆積中に 堆積盆地全体が 大 きな 地

殻変動を 伴 っ て い た こ と を示 唆 して い る．

　 東 日笠 チ ャ ネル の 発達 す る千葉 県富 津市 高溝 の 湊 川沿岸 で

は，岩 相 と層厚変化か ら 5 っ の 堆積単元 に 更 に 区分 で き る

（第 5図），各単元 は 50−70m の 層厚 を もち，シ ル ト礫 や貝化

石 を含 む中礫 な い し細礫の 礫層に 始 ま り，上位 に 向か っ て 細

粒 化 す る何 回 か の 小 堆積 サ イ ク ル を経 て ，最上 部 は 砂泥互 層

に な り，東 日笠 層 と して 周囲の 地層 と区別 さ れ て い る．各．単

元 の 粗 粒 な 基底 部 は周囲 の 上 総層群 や ド位 の 柬 日笠層 を著 し

く削 り込 むが，最 上 部 の 砂泥 互層 は周囲の 上総層群内に連 続

す る．こ の 東 日笠 層 は 向斜軸 に 沿 っ て 分 布 して い る が，層 厚

変 化 と海底 地辷 り の 辷 り方 向か ら，こ の 向斜 構造 は 東 日笠 層

堆積時 に 既に 存在 し，成長 して い た こ と が 明 ら か に さ れ た

（Yamauchi 　et　al．，1996）．堆 積物 は西方 か ら向斜 軸 に 沿 っ て

供 給 され た と考 え られ る．

　房総半島北部 は，北西 傾斜 の 単斜 構造 で あ る た め に 地表 で

追跡で きる鍵層 は北 東
一
南 西方 向 で あ り，北 西

一
南 東方 向 の 層

厚変化を知 る こ と は で き な い ，しか し，
．一
捕 半島北部 お よ び

そ れ以 北地域で は褶曲構造が 発達す るた め に ，岡 じ鍵層 が 繰
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第 4 図　房総半 島養老川か ら東京湾，横浜を経 て 多摩川，入 間川 に 至 る上 総層群 の 堆 積
・
層 厚変化 図．Ks5，　 Ku 　2な どの 実

　線は，数枚の 凝灰岩層 に よ っ て 定義 さ れ た火砕鍵層．最大 層厚部 （aL，　 a2，　 a3，　 b，　 c） が層 準 と と もに段階 的 に位置を変

　え て い る．1 ：不整合，2 ，深層海底地辷 り，3 ：表層海底地 辷 り．

』 　　　MorOltUlu ／e TglEml ‘O te／loRIyor 　　　　 旦」

第 5図 湊 川 流 域 の 東 凵笠 チ ャ ネル 埋 積 物 と その 周辺 の 火

　砕 鍵 層 を 挟 在 す る上総層群 （Yamauchi 　 et　aL，1990）．
　地質図 （上 図） にお い て，点部 ：東日笠チ ャ ネ ル 埋 積物，
　U3 −8，07 −27，　 Kd38 ：上総層群 の 梅 ヶ 瀬層，大 田代層，
　黄和田層中の 火砕鍵層．
　　堆 積 ・層 厚 変 化 図 （下図 ） に お い て ，1 −V ： 東 口笠

　 チ ャ ネル 埋積堆積物の 堆積 サ イ クル ．

り返 し地表に 露出し，層厚の 平面的変化を観察す る こ とが で

き る．火砕鍵層 Mt （宮 田 ） と H2 （第二 星川 ） の 二 枚 の 火砕

鍵 層の 間 の 層厚 と堆積相 は，溝の 口 向斜部で 最大の 600m で

上部 浅海，黒川 ド
ーム 構 造 の 頂部 で 最 小の 17m で 下部浅海

で あ り，堆積環境 は変わ らず に地 質構造 が成 長 した こ とが分

か る．

　2． 三 浦層群

　 三 浦半島の 三 浦層群は，上 総層群の場合 と同様，時代 と と

もに 最大 層厚部 が段 階的に移動す る堆積単元 に 区分で きる．

こ の 形態 は ， 1）最大層厚部 か ら南方 へ 収 斂 して 薄 くな り，下

位 の 堆積単元 の 上 に 連続 し て堆積 して い る，2）最大 層厚部の

北方 で は，薄化 しっ っ ア バ
ッ ト また はオ ーバ ーラ ッ プ す る，

3）各 堆積 単元 の 最 大層厚部の 岩相 は，深海環 境を示す 泥岩な

い し砂泥 互層 か らな る が，収 斂部で は凝灰質 砂岩で あ り，と

き に 斜交 葉理 が 発達す る．こ の堆積形態 は段階的 に北 方に で

き る沈 降部を深海堆積物 が 埋 積 して い く状態 を現わ して い る

（第 6 図）．

　三 浦半島南端の 城ケ 島周辺は海食台が 発達 し，火砕鍵層追

跡 に格好の 場 所 で あ る．城 ケ 島 と二崎 の 問 に は 褶曲軸 面 が南

に 倒れ る剣1畸背斜が 存在 して お り，背斜の 両翼で 火砕鍵層が

追 跡可能で あ る．火砕鍵層間の 正 常堆 積物の 層厚 は，南翼 で

は 薄 く，北翼で は厚 く （第 7 図），こ れ らの 火砕鍵層堆積当時

か ら この 褶曲軸部が 地 殻変動の 境界で あった こ とが明 らか に

な っ た．堆積当時は剣崎背斜北翼部の 沈降が 激 し く，堆積後

に 北翼部 が隆起 に転 じて こ の よ うな 地 質構 造 が形成 され たの

で あ る，

最 大層 厚部 の 移 動と基 盤運 動

　南 関東 の 上総層 群 お よ び三 浦層 群に おい て ，火砕鍵層に 挟

まれ る 堆積物の層厚の 側方変化か ら最大層厚部が段階的に 移

動 す る こ とが 明 らか に な り，堆積当時の 地殻変動を反映す る

堆積単元区分がな された．海域で は音波探査 断面に よって 陸

域で 捉え ら れ た 堆積単元 を 連続的に 追跡す る こ とが 可能 に

な っ た．

　地表調 査に お ける 火砕鍵層の 追跡に よ っ て 明 らか に さ れ た

堆積単元   か ら  の 延長 は，東 京 湾 に お い て も音波 探査 断

面 （第 8 図 ；加藤 1984a）｝こよ っ て 追跡で き，北方 に薄化 し

て オーバ ーラ ッ プす る関係 が 捉え られ，そ の 上 を覆 う上 総層

群 も陸域 と対応 されて い る （三梨，1990a）．

　房総半島東方で は，深度 2km で ほ ぼ 平坦な 三 浦層群 ・上

総層 群境 界 の 黒滝不 整合 に たい して 上総 層群 が オ フ ・ラ ッ プ

と呼ば れ る形態で 載 り （相場
・円谷， 1981），そ の 最下位の 層

準 は，房 総半島東岸の 陸域に 露出す る上総層 群の 最下位 よ り
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第 6 図　 火砕 鍵層 に よ る 三浦半 島の 三 浦層群 堆積相 ・層厚変化 図．断面方 向は南北．火砕鍵層 ： Nt ，　 Hk ，　 Mo ，　 Ok ，　 So，
　Ns，　 Mk ．1−3・；三浦層群 の 下部，中部，上部 の 泥岩 ある い は 砂泥互層．点部 は凝灰質砂岩で と きに斜交葉理 が 発達す る．
　        は ，三 浦層群下部，中部，上 部 に お ける 最大層厚部 を表 して お り，最大層厚部が 層準 と と もに 段階的 に北方 に

　移動 して い る こ とが分 か る．
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第 7図　三 浦半 島南端 の 城 ケ 島付近 の 剣 崎背斜周辺 の 層厚

　変 化．断面 線 は，城 ケ 島か ら油 壺 に い た る南北 方 向で ，
　縦横比 は 1 ： 1．So，　 Mr ，　 Bs，　 Ns ：火 砕 鍵層．剣 崎背斜

　は，城 ケ 島に お い て北 に傾斜 し た断層 を と も な う背斜軸

　面を持ち，背斜軸部を境に火砕鍵層に挟ま れ る堆積物の

　層厚 が急変 して い る．

も L200m 下位に 当た る． こ の オ フ ・ラ ッ プ する 上総層群の

堆積 は，堆積 盆地 基盤 を構 成す る基 盤 の 地殼 変動 に 起 因 す る

の で ，仮想基盤 変位法 （Kodama 　et　a1．，1985）を用い た 計算

機 シ ミュレ ーシ ョ ン を行 っ た （三梨 ほか，1986；三梨，1990

b）．仮想基 盤 の深 さ は，黒滝不整合面
．
ド2km に 設けた 結果，

1）上総 層群 の 最下 部 お よ び下部 は 20−30km の 比較 的狭い 間

隔で 基盤が 大 き く変位 し，上位の 地層に な るに 従い 基 盤の 変

位 は少 な く，広 い 間隔 の 撓 曲変形 とな っ て い る，2）ほぼ 同 じ

位置で 基盤が ずれ る こ とが 多 く，基 盤が 地塊運動 を して お

り，ず れ る方 向 は変化 し，反対 方 向 に な っ て 変位 が相 殺 され

る こ と もあ る，3）オ フ ・ラ ッ プ 構造 の 大部分 は上 総層群下部

の 堆 積期 間 中 に完 成 して い る．

　基盤の 変位が そ の 上 に堆積する堆積物 の 形態を ど の よ うに

支配 し，ど の よ う に 変 形 さ せ るか を シ ミ ュ レ ートす る た め

に ， 粉体 に よ る ス ケ
ール ・モ デ ル 実験が 行われ て い る （国安，

1982），基盤の 動き を，堆積物の 層厚分布 を満足す る よ うに与

え，そ の 動 きが被 覆層 を どの よ うに 切 断 し，変形 さぜ るかを

明 らか に した （第 9図）．こ の 実験結果 は，三 浦半島南端の城

ケ島付近 に発 達 す る剣 崎背 斜部 に お い て 火砕 鍵層 を使 っ て 求

め られ た層厚変化 と褶曲構造 を良 く復元 して い る，被覆層を

切断す る 断層 は，上方が 力 学的に 開放され て い る の で，重力

の 作用に よ っ て 湾曲す る．Step　1・Step　4 で は，下向 き運動

の た め 下降す る基盤側に 湾 曲 す る．Step 　6 か らは 降 ドして い

た基盤 が 上昇に 転 じる が，Step　10まで は既存の 断層に 沿 う

変位 は 見か け上，上昇 基盤側 が 落 ち る 正 断層 の よ う に 見 え

る．上 昇す る基 盤 と反対側 に湾曲 した新 たな断層が形成さ れ

る．Step　l2で は基盤の 動 きは 相殺 され て い るの で ，基盤 は

変位 しな い で 被覆 層 の みが水平 圧縮 に よ っ て 断層に 切断変形

して い る よ うに解釈 さ れ るが，断層の 動きは 基盤の 上昇を反

映 した逆 断層 とな っ て い る．

関東地 域 の 地殻運動 の 特徴

　関東平野全体 と して は，三 浦層群 と そ の 相当層 は，北側 と

南側 の 2 っ の 堆積 盆 に 分 かれ て 発達 し，上 総層群は こ れ らに

ま た が っ て 発達する，上総層群で は，最大層厚部が 三 浦半島

側 の もの は北 方 へ ，房 総側 の もの は北 西方 へ 移 動 した形 を

と っ て お り （第 IO図），南側の 三 浦層群の 発達形式 は，最大

層 厚 部 が房 総 側 と三浦 半 島側 に あ っ て，ド位 か ら上 位 に 向

か っ て 北方 へ 移動す る形を と っ て い る （第 ll図）．北関東で

は，上 総層 群 中部梅 ヶ 瀬層 上部 の 火 砕鍵 層 （Mt −H 　2）まで 追

跡で き るが，地下に は層厚 300−400m の 黄和田層まで が 連続

して 分布 して い る．

　上 総層群上 部の 最大層厚部は 加須低地 と呼ばれ る沈降帯の

位 置で あ る．

　上 総層群中部の 最大層厚部が 溝の 口 向斜 を中心に 発達す る

が，その 両翼 部 で は急 激 に 厚 さを減 ず る こ とか ら基 盤 断層 の

存在が 推定さ れ る．こ れ らの 基 盤断層の 変位に よ っ て 南落ち

高 角逆 断層 の 綱 島断層 系 お よ び鶴川 撓 曲が 形成 されて い る．

過去 20年 間 の 30kln 以 浅 の 震央分布 が対応 す る こ と と， そ

の発震機構が 多摩丘陵の隆起運動と 整合的で あ る こ と か ら，

現 在 の 地 殻 変 動 と関 係 して い る と推 定 され る （二 梨 ほか，

1994）．

　東京湾の 震央集 中域 と の 関係か ら，三 浦層群 最上部 Td 層

と基盤 を変位 させ て い る 東京湾北部断層が 注 目され て い る

（第 8図 右）．こ の 断層 の 直上か ら南 に ず れ た 所 に 下総層群
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第 8図　東京湾 の 音波探査 断面．探査測線 は第 1 図の A −2，加 藤 （1984a ） の 音波探査 断面に境界を加筆．縦軸 は深

　度 （km ）．　 Ta ；下総層群 お よ び上総層群上部，　 Tb ；上総層群中部，　 Tc ：上総層群下部，　 Td ：三浦層群最上部，
　Te ：三 浦層群上 部．右図 は ，探査測線 の 北端部 を拡 大 した もの で ，探 査断面下部 に東京湾 北 部 断 層 が 堆 積物 を 変

　位 させ て お り，そ の 上 部 で は 堆積層 の 層厚 が 急変 して い る．
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第 9 図 　基盤地塊 の 変位に伴 う被覆層 の 変形．粉 体 を用 い

　たス ケ
ール モ デ ル 実験結果 （国安，1982）．右側の基盤 が

　沈降 （Step　l−4） の 後，変位方向を逆転 して 隆起に 転 じ

　（Step 　6−10），変位 の な い 状 態 （Step　l2） に 戻 っ た場合

　 の 被覆層 の 層厚変 化 と変形 を示 して い る．

Ta 層 を 切 る南 落 ち 逆 断層 が確 認 され る が，東京湾北部断層

は 関係 ない との 考え （加藤，1984b）もあ る．しか し，こ れ ら

の 断 層付近 の 堆 積 層 の 層 厚 変化 をみ る と，上総層群中部 Tb

層 の 最大層厚は こ の 東京湾北部断層 よ りも北側 （右）に あ り，
そ の上 位の Ta 層 の 沈 降 の 中心 は こ れ らの 断層 の 南側 （左 ）

に 移動 して い る こ とか ら，東京湾北部断層の 北側 （右 ）が 隆

起 に転 じて い る こ と が 明 らか で あ る．基 盤 の 地殻 運動 が 反 転

す る と，ス ケール ・モ デ ル 実 験 （第 8 図）で も明 らか な よ う

に，沈 降側 で あ る南 側 （左） に 湾曲す る 逆断層 の 形 成 が 予 想

さ れ るが，Ta 層 の 逆 断層 が そ れ に 対応 して い る，従って ，東

京 湾北部 断 層 は そ の 変位方 向を変 換 し なが ら活動を 続 け て お

層厚部 最 大層 厚 部

a

第 10 図 　南 関 東 に お け る上 総層群の 最大層厚部 の 段 階的移

　勤 （．三梨，1990b ）．　 a，　 b，　 c は第 4 図の 最大層厚部 に 対

　応．
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第 ll 図　南関東 に お け る三 浦層群の 最大層厚部の 段階的移

　動．1 ：三 浦層群 下部 （佐久間層
・
木の 根 層 ），2 ：三 浦層

　群中部 （天 津層下部 ），3 ：三 浦 層 群 中 部 （天 津 層上部），
　4 ；三 浦層群上部，三 浦層群最上部．

り，現在起 こ っ て い る地 震との 関連 が考え られ る．

ま　 　 と　 　 め

　1）　 日本各地 の堆積岩 に は数多 くの 凝灰岩層が 挟在 して い

る の で ，数枚 の凝灰岩層を一組 として 火砕鍵 層を定 義 し，野

外で 追 跡 す るこ とに よ っ て 高精度の 地質図を 作成する こ とが

で き る．

　2） 火砕 鍵層を 定義 した り，野外で 追跡する た めに は，露

頭を くわ な どで削 っ て 地層 面 に 直角 に新 鮮な 面 を出 し，一
枚

一
枚の 単層 に っ いて 厚 さ を ス ケ

ール で 測 り，単層内の 変 化 も

含め て 岩 相を細 か く観 察 し，宿 に帰 っ て か ら そ の 日の う ちに

百分の 1程度の柱状図と して ま とめ る調査 法が必 要で あ る．

　3） 上 下 2枚 の 火砕鍵層 に挟 ま れ て い る 堆積物の 厚 さ を測

定する こ とに よ っ て，正確 な層厚変化を調 査地 域 内で 知 る こ

とが可能 で あ る．

　4）　関東地 域で は，火 砕鍵層 を用 い た層 厚変 化 に よ り堆積

単元 区分 が可 能に な り，各堆積単元 の 最大層厚部の 位置は 段

階的に急変す る こ とが 明らか に な っ た．こ の 段 階 的急変は，

堆積盆 の 基盤が 堆積中に 変動 し て い る こ との 現れ で あ り，仮

想基盤変位法 などの シ ミュレ ーシ ョ ン で 再現する こ とが で き

る．

　 5） 堆積 物 の 層厚 変化 はあ る線を 境界 と して 起 こ って い る

こ とか ら，断層 に よ っ て 地塊 化 さ れ た堆 積盆 基盤 の 地殻変 動

が予 測され る．こ の 基盤 の 断層に 沿 う地 殻変 動 の 向 き は，一

定 して お らず 時 代 に よ っ て 向 き を 反 転す る こ とが よ く起 こ

る．

　 6）　堆積 盆 基 盤断層の 変 位方 向が反 転 した 場合 の 堆積 層 の

層厚変化や堆積 層 を切 る断層 の 形成は，ス ケ
ール ・モ デ ル 実

験で 再現 す る こ とが で き，南 関東地 域 に お ける 火砕鍵層 を用

い て 明 らか に な っ た層 厚変化を 良 く説明す る．

　7）　東京湾北部断層 は堆 積盆 基盤 を切断 して い るが，東京

湾 に お ける音波探査断面に よ る と，変位方向を変換させ なが

ら現在 も活動 して い る こ とが層 厚変 化か ら知 る こ とがで き，

震 源 との 対応が 示 唆さ れ る．
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三 梨　 昂，1998，火砕鍵層 と 変動帯の 地質 お よ び基盤運動．地質学論集，第 49号，23−31．
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　the　mobile 　belt．　Mem ．　Geol．　Soc．　Japan．　no ．49，23−31，）

　 数 枚 の 凝灰 岩層 を
一

組 と して 火砕 鍵 層 を定 義 し，野 外 で 追跡 す る こ とに よ っ て 高精 度 の 地 質図

を作成す る こ とがで きる．火砕鍵層を 定義 し た り，野外で 追跡す る た め
．
に は，一

枚
一

枚の 単層に

っ い て 厚 さを ス ケール で 測 り，単層 内 の 変化 も含 めて 岩 相 を細か く観察 し， 柱状図 と して ま とめ

る調査法が 必要で あ る．上下 2 枚の 火砕鍵層 に挟 まれ て い る堆積物の 厚 さを測定す る こ と に よ っ

て，正確 な 層 厚変化 を知 る こ とが 可 能 に な り，関東地 域 で は各 堆積 単允 の 最大層 厚部 の 位 置 は段

階的 に急変す る こ と が 明 らか に な っ た．こ の 段階的急変 は，堆 積盆 基盤 の 断層 に 沿 っ た変 動 が 堆

積 中 に進 行 した こ との 現 れで あ るが，断層 に 沿 う変動 の 向 き は，時代に よ っ て 向きを反転す る こ

とが 判明 した．南関東地域 に お ける 火砕鍵層を用 い て 明 らか に な っ た層厚変化 は，ス ケール ・モ

デ ル 実験で 再現 す る こ とがで き る，東京湾北部断層は 堆積盆基 盤 を切断 して い るが，東京湾 に お

け る音波探査 断面 に よ る と，変位方向を 変換 さ せ な が ら現在 も活動 して い る こ とが 層 厚変 化 か ら

知 るこ とが で き，震源 との 対応が示 唆 され る．
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