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Abstract 

The Hydrographic Department of Japan caried out the survey of submarine topography 

by P.D.R., and of g巴ologicalstructure by continuous seismic profil巴r(air-gun system) from 

off the Shima Peninsula to off the Izu P巴ninsulain July to October, 1974. The survey is 

based on the project "Basic Map of the Sea on Continental Shelf’ぺ Thesurvey ship “Mei-
yo”conducted survey of 7600 nautical miles, and position fixes were made by Loran C 

system. 

Results from the analyses on the data obtained are as follows ; 

1. Submarin巴 Topography

Th巴 physiographyof the sea area ext巴ndingfrom th巴 ShimaPeninsula to C<ipe Om<ie-

z<iki is cl<issified as continent<il shelf, continental slope, deep-sea terrnces and knoll ch<iins, 

and each of them distributes in parallel with the direction of NE-SW. There exist many 

submarine valleys from on th巴 shelfbreak to the continental slope. They disappear on the 

deep-sea terrace at the base of the contin巴ntalslop巴．

Th巴 deep-seaterrac巴 offthe Shima P巴ninsuladevelops remarl王ablyin the depth from 

1600 to 2000m. One which develops from off Cape Irago to off the mouth of T巴nryuRiv-

er becomes narrow depression in th巴 depthfrom 700 to 1500m. The depr四 sionoff the 

mouth of Tenryu River correspond to the upper reaches of the Tenryu Submarine Valley. 

The knoll chains exist between th巴 outeredg巴 ofth巴 deep-seaterraces and th巴 Nankai

＊ 測量課
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Trough, and the width of which varies from 40 to 60km. Two chains and small troughs 

between th巴m run along the Nankai Trough and they form en echelon structur・e. Th巴

Tenryu Submarine Valley reaches from offing of Tenryu River to the Nankai Trough, de-

scending through the knoll chains area. 

Both east and west slopes of the Suruga Trough ar巴 considerably st巴巴p. On the east 

slop巴 theconfiguration is simple, but on the west slope th巴redestributes a submarine basin 

and bank. 

2. Geological Structure 

The strata in the area were classified acoustically as Ae, Be, Ce and De fo1・mations in 

the descending order. The main trends of the geological structure are NE-SW or ENE 

WSW, which are represented by the Nankai Trough, th巴 knollchains area and th巴 deep-sea

terraces, and N勾Sby the Suruga Trough. 

The author estimates the history of the d巴V巴lopmentof geological structure as follows ; 

After the deposition of De formation, uplift and subsidence with NE-SW trend faults 

occured from off the Shima Peninsula to off Cape Omaezaki. The subsided area became the 

prototype of the Nankai Trough. After the deposition of Ce formation, landside part of 

the knoll chains lifted up with the NNE-SSW trend faults which cut upheaval axis. By 

this movem巴nt,the base of the continental slope off the Shima Peninsula became subsidence 

area which was the prototype of the Kumano Trough, and the lower reaches of the Ten-

ryu Submarine Valley was formed. Th巴 NankaiTrough continued subsiding, but th巴 ele-

vation of the knoll chain and ridge around the Trough, which is consisted of De and Ce 

formations, kept Be formation from depositing there. 

During and after the deposition of Be formation, the upp巴rstream of the T巴nryuSub勾

marin巴 Vall巴ywas formed by the graben-like faults showing NE-SW trend at the base of 

the continental slope off the mouth of Tenryu River, and other submarine valleys on the 

continental slope were also formed in this time. 

Later, sediment of Ae formation was supplied through the submarine valleys from the 

landside and deposited in the Kumano Trough, the upper of th巴 TenryuSubmarine Valley 

and the Nankai Trough. 

In th巴 SurugaBay after the deposition of Ce formation, this area became subsid巴nce

area with the N-S direction because of the down warping. This movement continued after 

th巴 depositionof Be formation, and the prototype of the Suruga Trough was formed. Con-

sequently, the Suruga Trough conn巴ctedto the Nankai Trough. Aft巴rthat event, the se-

diment which was mainly supplied along the main trend of the Suruga Trough formed Ae 

formation in the Suruga Trough and the Nankai Trough. 

1. はじめに

水路部では昭和49年7～8月・ 9～10月の2回！と分けて，遠州灘から股河湾！と至る海域の地形・音波探査（エ

アガン）・地磁気・重力の調査を測量船明洋（船長上回三郎）で実施した．

乙の調査は大陸棚の海の基本図整備のために行われたものであるが，遠州灘では地震予知計画｛ζ基づく調査も

含まれている．

乙の報告では，海底地形および地質構造lとついて概報しp 地質構造発達史について若干の推察を行う．
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2. 調査海域および方法

諮査海域は志摩半島から伊豆半島までの沖合で，南端は北緯33° の線でl伎られ，南海舟状海盆の東縁部を包含

している（Fig1). I注岸付近の調査限界は距岸約3海浬，水深100～300mである．

調査誤~~泉は海域の主要なi也）~をほぼ直角に切る 2海浬間痛の主測線と， ζれにクロスする訊~線で，全測線距離

は約7600海浬l乙達する（Fig3). 

測位はロランClζより10分間隔（2 iftj浬弱）で行った．ロランCによる位置は段測（主lζ三点両角法）との比

較から，系統的誤差を検出し補正した．

測深lとは深海型（N816）・浅海型（N839）音響測深機を使用した．水深の読み取りはlOOOm以浅は lm,

以深は10111単位で行ない，音j忠度補正およびi哲i高補正（水深200111以浅のみ）を行った．音速度補正lζ用いた資

料は1000111以浅は C.S.K.資料（拓洋 1968.8. 9) ' 1000111以深は同資料（U.S.S. R., G. NEVELSKOY, 1966. 

4.29）を用い，補正値は桑原方式で算出した．湖南補正は海域西部で尾鷲浩平均水面下1.04111，東部で御前崎港

平均水面下1.Olmを基本水準jifiとして行った．

音波探査はエアガン方・式の深海用連続音波探査装置によった．記録周波数帯域はおおぶそ 60～300Hzであ

る．

13 0 ° 13 5 ° 140° 

HONSYU 

3 5 ° 3 5 ° 

、

3 2° 3 2° 

135° 140° 

Fig. 1 Map of Surveyed Area of Ensyu・Nada

3. 海底地形（Fig4参照）

Fig 2はこの海域の地形分類図である．主な地形！とは名称が｛、j与・されている水．

海域の池形を椀観すると，西南日本の太平洋側大陸斜面基部｛乙jよく分布している南海舟状海盆は， ζの海域内

の御前崎南東方70kmiζ達し，ちらに北方延長上の駿河舟状海盆lと連続している．南海舟状海盆から陸側lとは幅の

広い大陸斜面がみられるが，駿河舟状海盆からll!Jl側では大陸斜面の幅が狭い．ここでは御前埼から駿河舟状海盆

と南海J}J状海盆の交点を結んだ線を境として南西側を遠州灘地域，北東側を駿河湾地域と呼ぶζ とにする．

＊水路通報（昭和51年）第33号994項
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3.1 遠州｜灘地域

ζの地域の地形は｜塗岸からi中［ζ向って大｜注側・大陸棚斜面・深海平坦liil・j詮および海丘列が配列し，南海j司令状

海盆l乙ヨきる．南海jむ状海盆の南東縁l乙沿う銭JH海嶺は銭州から南凶方向lζ張り出し，南海舟状海盆と四国海盆を

隔てている．このうち大陸棚斜面には多くの海底谷が分布し深海平i旦1ililζ聞IIしている．天竜海底谷は大陸！lllJ斜

面下から海丘列を績断して南海舟状海盆IC達する（Fig2 ). 

3. 1.1 大陸棚

志摩半島沖では外縁が海岸線［乙平行に分布し， l隔10～13km・外縁水深140～150mである．伊良r.¥JJ岬から天竜川

沖では外縁の方向は海岸線lζ斜交する形をとり p 幅は30kmから 7～9kmとほぼ直線的に減じ， 外縁水深Iま170m

から250～290mとj曽大する料．天竜川沖から御前i討中では詰jl前埼海脚部を除いて発達が惑し海胸部で編25km,

I 3 7' 13 8° 139° 

Legend 

Continental Shelf 

NAGOYA Bank, Knoll, Ridge and Spur 

／
t
h
れ「

34・

3 3° 33・
I OOKm 

I 3 7° I 3 8' 13 9' 

Fig. 2 Classification Chart of Bottom Topography. 

料一般的lζ水深 130～140mといわれている大陸棚外縁とするには若干問題を残している．
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記号｜ 地 形名

5 

位 置 （概位） ［水深（m)II 記号

1 1；己北海，It堆 〔石花海〕｜ 34° 44’N, 138° 31' E 

2 I石花海南堆 〔合ノ瀬〕！ 34° 39' N, 138° 28' E 

3 ｜御前埼堆 〔小網場〕 1 34° 27' N, 138° 11' E 

4 I金州の瀬 I 34° 21’N, 138° 21' E 

5 ｜第1天竜海丘〔i中ノ淑〕 i34° 20' N, 137° 55' E 

G I ):J'12天竜海丘〔小台場〕｜ 34° 10' N, 137° 50’E 

7 ｜第3天竜海丘 I 33° 53' N, 137° 38' E 

8 I ,qJ1渥美海丘 I 33° 59' N, 137° 35' E 

9 ｜第2渥美海丘 I 33° 55’N, 137° 29' E 

10 I £J",・1志摩海丘 I 33° 40' N, 137° 10' E 

11 1第2志摩海丘 I 33° 35' N, 137° 03' E 

12 I第3志序海丘 I 33° 30' N, 137° 09' E 

13 i第4志摩海丘 I 33° 25' N, 136° 52' E 

14 ｜銭州i中海山 I 3,3° 25' N, 138° 25' E 

15 I 遠州滋沖海山 I 33° 02’N, 137° 43' E 

lG ｜伊豆海胸l

17 I 御前埼海胸1

18 I志持端版！

51 

71 

56 

50 

4G8 

328 

1580 

1600 

837 

1310 

1730 

1380 

1700 

2200 

2680 
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4
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c
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地形名

浜l両j朗氏谷

大東海底谷

浅羽海底谷

川口海底谷

谷

谷

谷

谷

谷

谷

低

成

谷

氏

底

底

谷

谷

盆

谷

底

海

海

底

海

海

海

底

底

海

底

海

日

山

海

沖

口

所

海

海

海

海

絵

阪

宮

松

山

采

ケ

前

向

花

竜

浜

舞

本

一

前

大

安

五

伸

長

石

天

5

6

7

8

9

m

u

u

u
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c

c

c

c

c

c

c

c

E

T

 

Q
U
 

T

T

R

B

 

K

N

Z

S

 

熊野舟状海盆

南海舟状海盆

銭1H海嶺

四国海食

水深120m前後である．

外縁の形態は志摩半島沖で比較的l珂阪な傾斜変換点を示すが3 伊良湖i中ではやや丸みを帯び，不明瞭となる．

大限側斜面の一部は天竜ハ！沖から伊良湖岬i中で崖状を示し，その上端が大陸棚外縁となっている．大I~抑l外縁を

刻む海底谷は街]jllJ±脊南西沖から伊勢湾沖lζ分布する．

ζの海域の大陸棚の外縁深度・ I~百・あるいは外縁を刻む海底谷の分布域は天竜川沖，伊勢湾沖そ境にして地域

的なj主いが認められる．

3.1. 2 大陸槻斜面

斜面の平均傾斜は2～3。であるが部分的にみれば4～50のと乙ろがある．志摩半島沖では大陸棚外縁から水深

300～500mまでは綬斜面で，水深500から1700m間では比較的急傾斜となるとともに海底農あるいは地すべり状

の地形がみられ， ζの部分！と五ケ所・神前・長島海底谷が分布する．伊勢湾沖から御前埼沖では，斜面の基部lと

地形的凸所があり，その陸側lと平坦面がみられる．乙の平坦面は浜松，舞坂口j納長谷（Fig.2）下流部で 700～

800111，高絵海底谷下流部で 1000～1100111の而である．乙の地域の海底崖およひ1也すべり状のj也］（；は高松海底谷

とJ兵松海底谷の問lとみられ，特［乙高松海底谷の支谷が分布する水深500111からlOOOmの部分は顕著な海底崖とな

っている．

3.1. 3 深海平坦面

熊野舟状海盆（Fig.2）は伊勢湾沖から区域外の熊野灘にかけて分布する水深1600～2000mの平現面である．
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伊勢湾沖の水深1600～1900mの海盆底は北から南l乙向って傾斜し，水深1900～2000mの部分は東西方向で見るか

ぎり極めて平坦な面である．しかし，志摩半島沖の海盆！剖ζは東西方向！と点在する地形の高まりがあり，乙の高

まりから陸側は水深が30～50m浅い函となっている．乙の面は五ケ所・神前・長鳥海底谷（Fig.2）の｜対日部に

あたる．

熊野舟状海盆東縁と天竜海底谷にはさまれる地域！こは2段の狭小な凹地が形成されている．北側lの凹地は水深

1200～1400mで，軸が西lと傾き，東端は天竜海底谷lζ下る海底崖となる．南部の山地は水深1500～1600mで，事b

部は中央で浅く，熊野舟状海盆および天竜海底谷l乙向って傾く鞍音~である．乙れらの山地lζは海底谷の流入はみ

られない．

天竜海底谷上流域の谷軸方向は全体化NE-SW方向であるが，天竜川沖で屈曲してENE-WSW方向を示

す．谷頭は水深700m付近にあり， ζ乙lζ浜岡・大東・浅羽・川口海底谷が，また谷幅のやや広くなる水深1400

～1500m付近lζは，浜松・ 3""f.坂口・本宮山・高松海底谷が関口している．天竜湖底谷上流域の谷_!l&は海底崖を示

し，谷底は平坦である．

3.1. 4 堆・海丘列

深海平坦面の外縁から南海JiJ状海盆l乙至る悩40～60kmの地域で，分断された地形が配列し， いわゆる ridg巴

and trough zone （岩t自~＇ 1970）と考えられる． ζの配列は大きくとらえると，御前埼i中から 2列の堆・海丘列

と，それにはさまれる小規模海盆が雁行しながら南海JlJ状海盆IC沿っている． ζのうち陸側の堆および海丘は深

海王子坦面からの比高が500～SOOmで，御前崎i佐を含む御前iお海！出l，第1・第2・£f13天竜海丘，第1・第2i屋美

海丘・第 1 ・第 2 ・ £f~ 3・第4志摩海丘などがζれlζあたる（御前埼海丘列と仮称する）.ii中側の堆および海丘

は金JHの瀬から南海舟状海盆の北西縁l乙沿っており（金州の瀬海丘列と仮称する），南海舟状海盆からの比高は金

州の瀬で3500m，それより西側で1200～1800mである．南海舟状海盆［乙下る斜面の傾斜は約15～19° である．

天竜海底谷は前述の上流域から谷軸を南北方向にとり，第3天竜海丘と第2i屋美海丘の問でNNE-SSW方

向となり南海舟状海盆［ζ達する．

ζの地域の海丘のうち，第2i屋美海丘は隣接する西側の第1志摩海丘および東側の第3天竜海丘と比較して，

頂紬方向が急変し， ~ti乙偏移すること，頂部水深が500～700m浅くなっている ζ となどから一つの地塊と推定さ

れる．また海丘列の海丘と海丘の｜出は鞍部になっていて，海丘列i習の小規模海盆などを考慮すると，さらに多く

の小規模な地塊lζ分けられる可能性がある．

3.1.5 南海舟状海盆

御前埼南東方70kmが南海舟状海盆の頭部であり，水深3500～3700mの平坦面である．乙の平坦面の~！＇.，縁は傾斜

約50の幅の狭い凶地で駿河舟状海盆と接続し，東縁は伊豆海崩I(Fig. 2）の南東斜面下の凶部IC連続する．南海

舟状海盆の事bは水深3700m付近から南西方lζ折れ曲るとともに幅が広くなり，海盆底は南西方向lζ深くなる． ζ

の南西方向の海盆！却とは部分的i乙小起伏がみられ， Channelが発達している.Channelは水深3700～4000mの

部分で海盆のlfl央に位置い天竜海底谷との談会部付近で不明l僚となる．しかし水深4100mから以西で再びi珂l涼

となり，海盆北西縁の大陸斜面下lζ位置する（Fig.2). Channelの横断面は平底形で，娼約2～3km，比深40

～60m程度であるが，部分的！とはlOOml乙達すると乙ろがある．縦断面は！｜頁傾斜を示す．

3.1. 6 銭~＇＂＇海嶺

銭州から南西方向lと延びる，幅約30km，南海舟状海盆および四国海盆からの比高約2000mの海嶺である．頂部

は南西方向lζ深くなる．南海舟状j毎盆および四国海盆l乙下る斜面の傾斜は水深2500～3500mがとく lと台、であり約

12° である．乙の海嶺の先端（区域内） I乙は頂部水深2680mの遠州灘i中海山（Fig.2）があり，海山の北東側は
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海嶺を嗣切るように隔の狭い凹地が認められる．

3.2 駿河湾地域

7 

ζの地域は陵岸から駿河舟状海盆lζ至る斜面部の揺が狭い乙と，地形の走向が大概北を向く ζとなどから逮1H

灘地域と異質である．しかし唆河舟状海盆の西側l斜面［とは深海平坦商および堆が分布し，遠州灘地域との類似点

もみられるが， ζ 乙では大陸斜面として一括する．

3.2.1 大陸斜面

駿河舟状海盆の西側斜面は石花海海盆および石花海堆（Fig.2）の北縁を境にして北部と南部｛乙分けられる．

北部は水深900m以浅IC:海脚状の高まりおよび谷状の小地形が分布し，水深1000～1500mで単調な急斜面とな

る．南部は陵岸から駿河舟状海金lζ向って石花海海盆・石花海堆（北:litと南堆｛と分れている）が分布し，その南

端は御前埼海！肉北京縁の凹地で境きれる．石花海海盆は南から北！と傾きながら延びる問地で，水深400～800m,

幅約lOkm，長径約20kmである． ζの海盆の北縁は東西方向の狭小な凶地となり駿河舟状海盆底！と続く．

石花海堆は堆執がNNE-SSW向でやや駿河舟状海銭：の軸方向IC:斜交する．石花海北堆と南堆は水深 171m

の綾部によって分けられ，堆の斜面は西側が急で，堆頂面｛ま級河舟状j毎盆！と向って傾いている．石花海南堆から

！残河fl｝状海盆IC:至る斜面lとは水深1400～l500m・1700～1900m・2200～2400mlと備の狭い王子坦而が分布する．

一方，駿河舟状海盆の東側斜面iとは水深400～500m・900～lOOOmIζ傾斜変換点があり，水深lOOOmから駿河

舟状海金lζ？去る斜而の傾斜はとくに急で20～26° lと達する．

伊豆i劇的Iiま先端部が南西方！nHとd!lり，全体的にみると段河舟状海会：lζl匂って傾いている．海！闘の南西iまと金JH

の瀬の問が段河舟状海盆と南海舟状海盆を境するl福の狭い凹J也であり，南東縁は南海舟状i海盆頭部から北東方向

lと延びる凹地である./l手胸l上の400～600111等深線の東縁は南北方向の海底崖を形成している.i毎脚の西側斜面は

水深1000～1500mlζ傾斜変換点があり， ζとから駿河舟状海盆l乙下る斜面の傾斜は 15°前後である．この斜面上

IC:は海底谷が分布し， l残河舟状海裁の2400～2800111面［ζ関口する．

3.2.2 駿河舟状海盆

海盆の中心部は全体的にN-S方向を示すが，湾奥部の水深1000111付近で北東方向lζ折れ曲っている．海盆底

lとは二つの平坦面がみられる．一つは水深1400～1600m，幅2.5～7kmの面，イ也は水深2400～2800m・嬬7～Skm

の面である． ζの二つの面を接続する水深1800～2300mの部分は幅の狭いV字形の横断面を示す．縦断面の傾斜

はV字形の部分で2°30’，雨平坦商では約0°55＇であり j煩傾斜を示す．との面のうち2400～2800111の面は東IC:緩く

傾き，最深部が東縁l乙沿ってみられ， ζの部分lζ海底谷が関口している．

4. 地質

4.1 1也層区分

音波探査記録にみられる地層は上位から Ae•Be ・ Ce• De層！と区分される.Fig.5はとの海域の地質図であ

る．

Ae層：熊野舟状海盆の中心部では平行層理がみられ，約O.4 secの厚さで B巴層の凹所を埋積し，縁辺部で

Be層あるいは下位層lζアパットする．駿河fl.l・i*海盆底の水深1500m付近では厚さ O.2 sec程度で，層湿が不明

瞭で黒くて密な反射面で縁辺部の Ceあるいは De層化アパットする．南海舟状海盆底ではやや透明で，層理

がみられ両側斜面で Ceまたは D巴震にアパットする．大陸棚から大陸棚斜面では地形lζ平行し，下位層を傾

斜不整合lと覆う．

Be層：熊野舟状海盆，大陸棚斜面で白黒の縞自のパターンを示し， 層理の連続性がよい．熊野舟状海盆の中
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心部で厚さは O.4 sec以上とみられ，縁辺部では Ce層l乙アパットあるいは尖滅している．大陸棚斜面の一部で

は Ae層と傾斜不整合を示す．御前埼海脚・第1・第2天竜海丘では Ce層をオーバーラップしている．

Ce層：いわゆる透明層で，層湿のみられるととろもあるが層理が密で層理の連続性が悪い．志摩半島沖の大

陸棚斜面で D巴麗l乙アパットする．

De層：との海域の最下位層で音響的基盤としたものであり，層理は不明瞭である．南海舟状海盆からi澄{llljで

は表面が強い反射面として表わされ，反射面の下は白く抜ける．銭州海嶺側では強い反射面がかなり厚く現れ

る．

4.2 地層の分布と構造

ζの海域の主な地質構造の方向は南海Ji｝状海盆，海丘列および深海平坦面l乙代表されるNE-S WないしEN 

E WSW方向，駿河Jll・状海盆のN-S方向，天竜海底谷のNNE-SSWないしNE-S W方向，および伊勢

湾沖から天竜川i中lと分布する海底谷の輸方向をとるNW-SEないしNNW-SS E方向である．

j也層の分布域はこれらの構造輸によって規制されている．すなわち Ae層は大陸相IIから大陸棚斜面および海盆

底の表層を形成し， Be層は主l乙御前j奇海丘列付近から陸側および石花海海盆｛ζ 分布する.Ce層は広範囲に分

布するが，金州の瀬海丘列・銭州海嶺の］貰部および殿河舟状海金をとりまく斜面！とは分布せず， De層の露頭と

なっている．

4.2.1 遠州灘地域

( i ) 大陸棚

志摩半島沖では B巴・ Ce層が分布せず， Ae層が D巴層を不整合［亡覆っている.De層の表面は音波散乱状

を長する．伊良湖JI叩～天竜川沖では Ae層が外縁部lζ向って厚くなり， j中｛即IJiζ傾いている．高松海底谷から天竜

Jll沖では外縁部の一部が Ae層を切る断層崖の肩になっている．また高俗海底谷と木宮山海底谷間の水深 150～

250m付近［とは Ae層を切る二条の断層がみられる．乙の断層はE-W方向，；It落ち断層で落売は2～5m程度

である．

(ii) 大陸棚斜面

志摩半島沖では Ae層を除いて新しい地層ほどj中側lζ分布している.Ce層は水深700m付近から志摩海脚の

水深200～300mで De層化アパットし， BeI書は熊野舟iX海盆底の水深2ooomH近から志摩海脚の水深500m付

近で Ce層l乙アパットあるいは尖滅する.Ae層は De層を覆い，大陸棚外縁から斜面上部lζ垂れ下がるよう

に分布している．

伊良湖仰～天竜川j中では Ae層が箆曲し，斜面の一部は A巴層を切る断層農となっている．安乗口海底谷と

高怯海底谷間［土水深lOOOmまでは， Ae層の捷曲面が斜面を形成している．高位海底谷と本宮山海底谷間は断層

崖が大陸棚斜面そのものであり，水深500m以深l乙B巴層が露出する．乙の斜面lζ分布する海底谷は大陸棚外縁

付近で A巴層を，水深500～SOOm付近から下流部で Be層を刻んでいる．斜面法部lζはNE-SW方向の Be

・C巴層の摺曲がみられ，天竜海底谷上流域化下る斜面は Ceあるいは Be層の露出する断層農である．

(iii) 深海平坦面

熊野舟状海盆lζは Be・Ce層の摺曲がみられ，海丘列の縁で微小な断層がみられる．とくに海盆の中心部は

Be層の向斜部となっている．海盆！忌にみられる地形的凸所（前述）は Be層の露頭で，陸側から供給されたと

みられる堆積物を堰止めている．

伊勢治－11pから天竜海底谷上流域では Ce• B巴層の摺曲，断層が顕著である． 伊勢湾沖で Be層は熊野舟状海

盆［乙向って厚く，忠摩海！向lζ向って薄く堆積している．天竜海底谷 t流域は大陸相JI斜面装部！とみられる背斜構造
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と堆・海丘列側の背斜構造の間にみられ， Be層を切る地溝状の問地である． ζの凹地lζAe層が堆積している．

とれらの招曲，断層輸はNE-S WあるいはENE-WS W方向である．

(iv）海丘列

御前埼海丘列の Ce層には Aeあるいは B巴層が深海平坦面倒からアパットまたは尖滅している． 御前崎海

l掬，第1・第2天竜海丘では Be層が C巴層｛ζオーパーラップないしは頂部付近で尖滅している． とくに御前

埼海j即頂部では Be層が浸蝕をうけ C巴層が露出している．

天竜海底谷以西の第2渥美海丘では B巴層が，第1・第2志摩海丘斜面には A巴層が C巴層！とアパットしている．

また，第4志摩海丘では B巴層が頂部まで堆積した後，浸蝕されたζ とが明らかである（Fig.5，断面F-F’〕．

金州の瀬海丘列はほとんど D巴層の露頭であり， Ce• Be• Ae層の堆積はみられない． ζの海丘lζは御前埼海

丘列からi中銅lj斜面（C::露出する Ce層がアパットしている．

構造軸の方向はほぼ南海舟状海盆lと沿う ENE-WSW方向， NE-SW方向であるが，海丘の軸［乙は雁行配

列がみられる．特l乙伊勢湾沖の第21屋美海丘・第1・第2・第3志摩海丘で顕著である．

(v) 南海舟・ti¥海盆：

J毎金氏lと分布する Ce層は銭州海嶺側の斜面化尖減し，大陸斜面基部［ζ向って深くなり明らかでない.Ce屑

を覆っている地層は全休ICAe層とみられ， Ae層は銭州海嶺側lζ｜伺ってlW'くなり， Ce層l乙アパットまたは収

れんしている.Ae層の層Jit＼面［乙（ま天竜海底谷との接合部以聞で軽微な摺幽および断層がみられる.channelは

Ae層を刻んでいる．

(vi〕 銭州海嶺

海嶺の中心部は De層の露頭であり， De層の斜面l乙Ce層が尖滅している．尖滅している点の水深は四国

海盆側で2000m前後，南海）t｝状、海盆側で3000～3500m付近である．

遠州灘沖海山では頂部付近まで比絞的厚い Ce層がみられ， Ce層は宿泊している．

4.2.2 駿河湾地域

( i ) 大陸斜面

駿河舟状海盆の西側斜面の上部lとは De層のよlとCe層が薄く平行するようにのり，斜面の基部lとDe層が

露出する．東側斜面では Be層が海盆l乙向って傾き，分布する下方先端部は地形傾斜変換点とほぼ一致する．と

とより海盆側で Ce・De層の露頭となる．伊豆海脚ーとには Ceおよび Be層を切る南北方向，東落ち断層がみ

られる．

石花海海盆では Ae層の堆積はみられず， Be層が海盆腐を形成している． 乙の Be屑は陸側および石英海

堆側の斜面で Ce層！と尖滅またはアパットしている．石花海堆頂部［ま Ce層の露頭であり， Ce層は駿河舟海盆

但ljへ向って緩く傾く．

(ii) 駿河舟状海盆

海盆底の7Jく深1000～1500m, および水深2400～2800m（ζは Ae層の堆積がみられる． 1000～1500mの部分で

Ae層は緩やかに向斜を示し， 2400～2800mの部分は東l乙向って緩く傾き，それぞれ Ceまたは D巴層｛ζアパッ

トする．との2つの A巴j霞堆積盆の間は隔が狭く D巴層の露頭である．

4.3 対比

今回の調査では金州の瀬付近で2点の採泥が行ーわれたが，現在資料の解析がなされていない． しかし奥問ほか

(1976）を参考lとすれば， Ae層は第四紀洪積世中期以降， Be層は中新世末から洪積世中期， Ce・De層［立中

新世前～中新世末期と考えられる．
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5. 地質構造発達史

以上のことから，との地域の地質構造発達rJ：はおおむね次のように推察される．

① De層堆積後：伊豆半島沖から速州灘の海域［ζNE-SW方向， ENE-WS W方向の断層を伴う構造運

動がおこった． ζの運動で金mの漸海丘列・銭州海嶺および南海舟状海盆の原形が形成され，金州の淑i海丘列，

銭州海嶺は相対的に隆起し，南海舟状海盆は沈降した．志摩半島沖は隆起して，現在の大｜注射』j付近は陸域となり

侵蝕された. Ce層はこれらの隆起部を除き，広範聞に堆積した．

② Ce層堆積後： fd事前JY,J海丘列を中心［ζ隆起運動がおζり， 同時にこの隆起却を切るNNE-SSW方向あ

るいはNNW-SSE方向の断層が生じた．この結果，天竜海底谷下流域安形成するとともに，第3天竜ii手丘・

第 1 ・第 2i屋美海丘・第 1 ・ ~2志摩海丘などを形成した．志摩半島沖では乙れらの海丘の隆起lζ伴ない，大｜浸

榔斜面基部が沈降域となり熊野舟状海盆の原形となった．

南海舟状j毎食は金州の淑海丘列の全体的な沈降とともに深化した．股河湾ではN-S方向を報！とする中心部が

議曲運動によって洗降しはじめ，駿河舟状海盆の原形が形成された．

Be層の堆積盆はとれらの運動［とよって全体的に倍｛Rillと移動した．南j毎月Ji犬海盆［土 De・Ce層の高まりに閉ま

れて B巴層の堆積食から外れた．

① B巴層堆積中～i栓積後： C巴層堆積後の運動｛ま B巴層Jffi前中にも継続された． 志摩半島沖の大fl世帯民地域は

l盗起が，熊野舟状海盆では沈i容が続いた．伊勢湾沖から御前j育沖では御前埼海l肉・H'H・第2天竜海丘が隆起し

大陸棚斜面基部［ζ招曲部が形成された．天竜海底谷上流域はこの摺曲郁の形成と同時に.till滞状の断屑によって形

成された．

また，志摩海！即倶ljの隆起は伊良湖11甲沖lζ較べて相対的に大きく，伊勢湾沖の凹部はとのような運動の先！とよっ

て形成された．高松海底谷などの形成も同様！こ考えられる．

駿河湾のi護側から中央部lと向う斜面の接出運動は Be層堆積後まで継続され，放河舟状j毎食がほぼ完成し，

南海舟・状海盆と連続した．

Ae層は主！と陸側から供給され，伊良湖仰沖から天竜川沖の大陸相Jjから大陸棚斜面化，また天竜海底谷上流域，

熊野舟状海盆lとは大陸棚斜面！と分布する海底谷を径路として，堆積物が供給され，それらの表層として形成され

た．

一方，駿河舟状海盆では主lζJfJh方向から供給された堆漬物が， Ae層を形成し，さらに南海舟状海盆へ堆積物

を供給した．南海舟状海盆は駿河舟状海盆あるいは天竜海底谷から供給される堆積物によって厚い Ae層を形成

した．

Ae層堆積後，氷期の海水準低下lとよって大陸棚が形成された．とくに御前埼海脚では Be・Ce層が侵蝕され

た．氷期以後の地殻変動は大陸棚の外縁深度の違いなどからみて，現在でも地域どとに差異のある運動をしてい

ると思われ，天竜川j中の沈降が目立っている．
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