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表紙の写真

一一一ヲラムボイド状黄鉄鉱の反射顕微鏡写真一一→

黄鉄鉱はありふれた鉱物で，地質学的に様々の条件の所iζ晶出する。そのうちで，堆積作

用と同時に品出する，球状のフラムボイド状結晶はめずらしいものの一つで・あるo

還元性の堆積盆内では，嫌気性バクテリアが繁錯し，鉄は可溶性の 2価のイオンとなって

いるo そのためイオウと鉄が結合して黄鉄鉱(F e 52 )が生じやすくなる。生じた黄鉄鉱

結品のあるものは， (おそらく何らかの特定の条件下では)1ミクロン以下の微細な 6面体

結晶となり，個々の結晶はある程度以上の大きさに成長しないで，集合して球伏体となるo

乙れがフラムポイド状結晶である。

写真は，宮城県から岩手県にかけての北上山地に分布する二畳紀登米(とよま)層中のも

のである。微細粒結品とフラムボイド状結晶が見事にとらえられてし必。宇宙空間で，星雲

の中から星が誕生する姿のようでもある。

-令、

参考文献:遠藤祐二ほか (1973)，地調月報， vo 1. 24， p. 113 - 121 0 
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気象衛星グひまわりグの食について

東北大学理学部竹内 峯

毎日，テレビの7時のニユースの後f<:，人工衛星H ひまわり H から写した日本付近の様子が出ますo

H ひまわりH は，地球の自転周期と同じ 24時間で地球を一周するように打ち上げられた人工衛星で，

地球の赤道上のある場所から見ると，いつも自分の頭の上f<:1/ ひまわり H がし‘るというようにしてある

わけで・す。ですから，そ乙から，斜め下，北の方向にあたる日本へカメラを向けると，いつでも高い上

空から見た雲の様子が写し出されるのです。

乙乙までは，常識として皆さんの頭のなかにも入っていると乙ろだと思いますが，そのH ひまわり H

が地球の影の中に入るという話を聞きました。言われて見れば，月が地球の影の中に入る乙とがあるの

ですから(月食)， 1/ ひまわりH も地球の彫の中に入る乙とがあって当然のように思われます。それに

しても，どんな時J<:，どれぐらいの時間， H ひまわり H は地球の影K入るのでしょうか。それを，どう

して計算するのでしょうか。そうした乙とを，少し考えてみたいと思います。

まず， H ひまわり H から見た地球の大きさと，太陽の大きさとを，それぞれ考えてみましたoHひま

わり H と地球の中心の聞の距離を知るために，理科年表を調べてみますと，乙れが約 42000kmでし

た。地球は球ではないのですが，仮りに半径 63 7 0加の球としますと，三角法から，地球は，視半径

8. 7度の円盤状花見えることが分かりますo 乙れは，月や太陽を地球上から見た場合の大きさの 30倍

以上です。見た感じも相当大きいと思いますし，乙れなら， H ひまわり H から見ての日食は，相当起き

るのではなb、かという見当がついてきます。

と乙ろで，乙うした広がりをもって見える天体の食を考えるときには，天文学の言葉でいう部分食

(一部分だけ，かくされている)と皆既食(すっかり見えない)との区別をしなければなりません。そ

の乙とが，以下の計算をやや乙しくするわけです。計算の細かなと乙ろには，さしあたって関心のない

方は，以下ず.っと飛ばして，結論のと乙ろだけ読んでくださってかまいませんo

H ひまわりM から見ての日食，すなわち，地球の影に人工衛星

H ひまわり H が入るようすの詳しい計算の基本になるのは， H ひ

まわりH から見ての地球と太陽のそれ寄れの位置関係ですが，特

に大事なのは， H ひまわり H から見ての地球と太陽の聞のへだたり(角距離)で‘すoHひまわり H の位

置をH，地球の中心の位置をE，太陽の中心の位置を Sとしたときの角 EHSの大小が問題となるわけ

です。(第 l図参照)

H， E， S の 3 点を通る平面を考える乙とにします。第 2図を見て下さ~ '0 との平面は，その時その



時によって，地球の赤道面や黄道面と斜めになったりしますが，

乙の面の上で考える乙とにしますo 第2図で， H E'は円Eへ

の接線で， H S'は円S代の接線です。角EHE'が， H ひま

わり H から見た地球の視半径，角SH S'が， H ひまわり H か

ら見た太陽の視半径になります。

(1)角 EHS>角EHE'+角 SHS'

乙の場合は， H ひまわり H から見て，地球と太陽は離れていますから，食は起きません。

(2) 角EHS=角EHE'+角SHS I 

乙の場合は， H ひまわり H から見て，地球と太陽が接蝕して見えます。

(3) 角EHS<角EHE'+角 SHS' 

乙の場合は，太陽の一部分または全部が地球にかくされる乙とになりますo 乙のような場合は，も

っと詳しく考えると，さらに以下のような場合に分けてみる乙とができます。

( 3 a ) 角EHE'一角 SHS' <角 EHS<角EHE'+角 SH S' 

少しやや乙しいですが，考えてみて下さ~ '0 乙れは，太陽の一部分だけが地球にかくされている

場合に相当します。

( 3 b )角EHE'=角 EHS+角SH S' 

乙れは，太腸の姿が，地球にかくされてしまった瞬間か，地球の向う側から現われてくる瞬間に

相当します。

( 3 c )角EHE'>角EHS+角SHS' 

とれは，太陽が，地球iとまったくかくされてしまっている場合になります。

以上の 5通りの位置関係がある乙とがわかれば，あとは，その時その時の 3つの角の大きさが計

算できさえすれば， H ひまわりH から見て太陽と地球の関係がどうなっているか，すぐ知る乙とが

できるわけです。

現実の H ひまわり H と地球と太陽との関係を見てみますと，

角EHE' = 8.69度

角SH S' = 0.2 7 --o. 2 6度(季節によって少し変化する)

ですから，角 SHS'の乙とはあまり重視しなくともよいように思われますが，一応，先iとあげた 5つ

の場合について数字を入れてみますと，

(1)角EHS > 8.9 6度

(2) 角EH S = 8.96度

( 3 a) 8.9 6度>角 EHS > 8.4 2度
(3b) 角EHS = 8.4 2度

( 3 c) 角EHS<8.42度

内
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というような数字になりますo

と乙ろで，ひとつ大事なととは， H ひまわり H は，いつも赤道上i口、るように打上げてあるので，

H ひまわり H から見るとその逆，C:，地球の中心はほて天の赤道の方向にある乙とになりますo しかし，

太陽の方は，地球の赤道面と地球の公転面が23.4度傾いているために， H ひまわり H から見ると季節

によって，天の赤道面から南北にそれぞれ 23.4度の範囲内で離れて見えるととになりますo したがっ

て，角 EHSが8.96度よりも小さくなる乙とは，夏至や冬至の近くにはありません。 H ひまわり H の

食は，春分や秋分の頃にしか起きない乙とが分ります。

H ひまわり H が一番長時間地球の影に入っているのは， H ひまわり H から見て太陽の中心が地球の中

心と重なるように通りすぎていくときです。その時，太陽の中心は，食が始まるとき(角EHS=8.96 

度)から，食が終わるとき(もう一度，角 EHS = 8.9 6度になる)まで，ほペまっすぐに〈ほマ大

円上を)を動くでしょうから，太陽が地球にかくされている時間は， H ひまわり H から見て太陽が

8.9 6 x 2 =約 18度動く時聞に相当しますo H ひまわりH は，いつも東経 140 度の赤道の上空付

近にいるように打上げてあるので， H ひまわりH から見ると太陽は，やはり 1自に 24時間で地球のま

わりを 1周しているように見えるわけですから， 1 8度動くために要する時間は， 18+(360+

2 4 ) = 1.2時間すなわち約72分という乙とになります。

と乙ろで， H ひまわりH は，本当にいつも正確に東経140度の赤道上にいるのでしょうか。実際に

は，さまざまな要因があって，赤道上空から南北に動くようです。あまり赤道上空から離れると， r静
止衛星」でなくなってしまうのですが，理科年表には 0.8度位離れるとあります。乙れは，太陽の視直

径の1.6倍にもなるので， H ひまわり H の居場所を正しく知らないと，何時， H ひまわり H が地球の影

に入るのか分りません。

H ひまわり H の食の乙とを調べてどんな実用上の意味があるかというと， H ひまわり 11 IC:太腸の光が

あたらなくなると，積んである太陽電池が電気をつくらなくなるので，関係者にとっては大事な乙とな

ので・す。最大1.2時間の発電ストップに対して，何らかの対策がなければなりませんoHひまわり H で

は，日光にあたっている間電池に電気を貯えるとともに，地球の影に入っている聞は最低限必要な電力

以外はスイッチを切って，節約をするのだそうですo 何でもない乙とのようですが， H ひまわり H を打

上げる前IC:，地球の影に入るかどうか，予め考えた関係者の慎重さには感心します。もっとも，人工衛

星が地球の影に入るのは，最初のスプートニク以来常識なので，関係者にとっては常識的な心配りだっ

たのでしょう。乙ういう実際に使うものの場合，経験の蓄積が決定的だと思われますが，乙のH ひまわ

りH の食も頭の中だけの考えでは気がつくととが難しい乙との，ひとつの例のように思いました。

乙の原稿を書く際，C:，仙台電波高専の中島敬三氏と話合いました。教育センターの績沢一男氏が目を

通して，手を入れて下さいました。厚く感謝しますo
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授業日誌 「どうして地かくの変動がおこるかJ

一一-大鐘移動説からプレート・テクトニクスまで一一

岩手大学教育学部附属中学校

田中吉兵衛

争

1 なぜ[夫陸移動説からプレート・テクトニクスまでJなのか

昭和 56年度より実施される学習指導要領では，それまで中 2r流水のはたらきと地層」と中3

「地かくの変化と地表の歴史Jとの大項目に分かれていたものが，中 3r地かくとその変動」の大項

目で，まとめて扱うようになるo

その中で，特区「内容の指導に当たっては，地域の環境や学校の実態を生かし，自然の事物・現象

iζ-..)いて直接経験を重視し，自然を調べる能力の育成及び基本的な概念の形成が無理なく行なわれる

ように配慮する」乙とが期待されている。

より具体的には「学校の近くに地層の観察iと適した露頭がないときは，遠足の機会などを積極的に

利用するととなどが望まれている。」

現在行なわれている地質的領域の授業は，ともすればI r時間・空間の制約Jr指導力の問題」等

で， H お話し rrHス・ライド MM16m m H の学習で終る乙とが多~'o そんな中で，身近な自然を経

験させる乙とは，重要な乙との 1つである。

私自身も，私たちの学校のまわりの地質的現象を眼で見，手で触れ，足で歩くようにしているo が，

一方で，それら身近な現象にだけ一面的に働きかけ，結論や説・法則を断片的に引き出させてし‘はし

まいかという反省も持つo もし，そうだとすれば，直接経験はさせてはいても，子どもたちに見通し

も与えずに，所せんは，押しつけているにすぎないのではないかと反省する。

子どもたちカ生き生きと，岩石を，地層を観察し，自分が教室の内で盤得した知識や概念を駆使し，

それまで自分が描いていたイメージと異なる(より発展・深化し，転移力のある〉イメージをっくり

上げ，更に学び進もうとする力をつけた~ '0 

そういう力は，子どもたち自身が，自分で見て，触れて，歩く身近な現象を見通せるカから生まれ

てくるだろうと考えるo

見通せる力を育成するものの 1っとして， r科学史的学習」を考えるo他の領域にくらべて，体系

化されている事柄の少ない地質的領域ではあるが，現在，確認されている基本的な概念は，かつて，

激しい論争や検証が行なわれてきているもので・ある。乙れらの論争を，科学史的学習として「間接経

験Jさせる乙とで，問題になった点，地質的現象と矛盾する点等を明らかにし，それらが総合され，
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統一され，発展をとげ，現在確認されている概念に至った過程を，子どもたちなりに役得できるので

はないだろうか。

そのようにして盤得したイメージを武器として，断片的に現われてくる事象，現象を，大ざっぱな

体系の内で見通せる力を持てるようになるのではないだろう治、

以上注べたような視点から，私は中3で扱う「地かくとその変動Jで， rどうして地かくの変動が

おζるのかJという，誰でもが持つ疑問に対して「大陸移動説Jから「プレート・テクトニクス」ま

でを，科学史的に学習してみた。

勿論， rプレート・テクトニクスJ'c:対しての批判なり，アンチテーゼがあるととも知つての上の

乙とである。私の力不足があり，より正しいらしいとか，確からしいとかの判断ができないので，そ

れらの批判，アンチテーゼがあるという乙とも子どもたちに紹介し，その上で，とれまでの科学史

上の発見とか，提案とかを学習してみた。

掴・

2 使 用 し た 学 習プリントの内容

地かくの変動の証拠になる乙とがらや，地かくの変動によってできる地形iとついて学習してきまし

たo

そして，大ざっぱな「地かく変動の要因Jも，自分の考えつくままに発表してもらいました。その

中JC:， rマントル対流」とか， r大陸移動説」とかと~，う言葉を使って発表している人もありました。

君たちが言っていた「大陸移動説」とか， rマントル対流説jという H 壮大な仮説 H を立てるよう

になるには，科学者たちは，どのような自然の事実をもとにしてたのだろう。君や君の班の人たちが，

その当時の科学者になったつもりで，考えを発表しあおう。

1 1 6 0 2年，イギリスの偉大なる思想家フランシス=ベーコンが出版した本「ノヴム・オルガヌ

ムJに，世界地図をつくっているうちに，ある重大な乙とに気づいたとの指摘がありました。その重

大な乙ととは，ある大陸とある大陸の海岸線に信じられないような一致点があるという乙とです。

ベーコンが注目した大陸は，ど乙とど乙の大陸だと思いますか。

2 乙のベーコンの指摘に対して，さまざまな仮説が立てられました。その中で， 1 9 1 2年アルフ

レッド=ウェゲナーの提案した「大陸移動説Jが，調査と資料が不足していたとは言え，最大の輝き

をはなっていました。

ウェゲナーは，かつて，地球上の大陸は 1つにまとまっていたと言うωで・す。彼は，乙の原始の超

大陸を「パンゲアJと名づけました。乙のパンゲアが今から 2億 3000万年前から分裂をはじめ，

現在のようになったというのです。

君の班の人たちの知恵を寄せ集め，現在の地形図を参考にしながら，ウェゲナーの考えた「パンゲ

-5-



ァ」を大たんに描いてみましょうo

3 ウェゲナーのこの説を裏付けるために，彼は，どんな証拠を探そうとしたでlt-ょうか。君がウェ

ゲナーになったつもりで考えてみましょう。

4 r大陸移動説」を提唱したウェゲナーも，移動する原動力について合理的な説明ができず，学界

から，その説を葬り去られ， 1 9 3 0年，不遇な最後をとげました。

しかし，その後，イギリスのジェフリーズとホームズによって仕立てあげられた「マントル対流説J

r:-，学界から反論される乙となく生きのび，乙の「マントル対流説Jが，移動する原動力を説明する

ための有力な武器となり， r大陸移動説」も，よみがえりました。

固体であるマントルが，マントル内ω温度や密度が一定で・

ないために，右の図に示すように，ごくゆるやかな流れがお

乙るというのです。

固体なのに，どうして，ゆるやかな流れがお乙るのでしょ

う。 H なるほどなあ H と思うような説明をしてみましょう。

5 rマントル対流説」が正しいらしいと言うには，マント

ノレの H ふき出し口 H や H もぐり込み口 H のような事実を探さ

なければなりません。

筆者団{プレ-~)
""(リγスフ孟ア}、

組状列島

¥ 
¥ 

/ --;111 

芸日量移勧

(湖沼町rJ)J1Ir&針tL・科学21;雪τ 1 
む明正小 '-J;ι 端噌書〈察畠}拘J

アメリカのディーツとへスによって， 1961-1962年に，海洋底にそれが見つかると言われ

ましたの次の海底の地形図をみて，海底のどんなと乙ろか言ってみよう。
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6 ディーツとへスは，海洋底iとある海底山脈や海底山脈か

ら遠ざかれば速さ..かるほど，海洋底の岩石のできた年代は古

いという事実から「海洋底拡大説Jを唱えました。

マント Jレのふき出し口からふき出したマントル物質が 100

kmほどの厚みを持ったプレート(地殻とマントル上部のかた

L、岩石層〉として，ベノレトコンベアのように海底山脈から左右lとおし出され移動していき，もぐり乙

み口にもぐり乙むというので・す。

そり後，地震波の研究などから， 1 9 6 8年iと，マッケンジー，モーガン，Jレ・ピションたちによ

って「プレート・テクトニクス説」としてまとめられた。

「プレート・テクトニクス説」を日本列島にあてはめてみると，右上の図。ょう忙なるそうです。

日本付近をもぐり乙み口とする海伴底プレートのふき出し口は，どのへんだと考えればよいで・すか。

5の海底の地形図から探してみましょう。

7 ベーコンが指摘したことからはじまり「プレート・テクトニクス説JfC至るまで 350年余もか

かっています。

補充資料( r日本列g詰99の謎」諏訪彰・サンポウブックス p. 108 -p. 123 )も読んでお乙うo

そして，君たちに H 手紙がを書いてほしいので・すo r大陸移動説」ゃ「マントノレ対流説Jr海洋底

拡大説Jrプレート・テクトニクス説」は，完全な理論と言えないし，乙れらの理論を批判している

科学者たちも少なくありませんo が，現在，地かくの変動について仮説的に述べた総括的な考え方と

しては，知っておく価値もあると思います。そ乙で，乙れらの説や理論を，君たちの後輩にもわかる

ように H 手紙 H を書いて下さ~ '0 

※ 「プレート・テクトニクス説」への批判

批判している人たちの中 fC，ソ速のベロウソフ，日本では藤田至員IJ・鈴木尉元さんがし‘ます。乙の人

たちは「海洋化作用説Jを唱えていますo rプレート・テクトニクス説Jで証拠としてあげている事実

の中lC，必ずしも「プレート・テクトニクス説」では説明できない乙とが含まれているというのです。

詳しい乙とは，君たちが高校へ行ったときに学習すると思いますので，乙乙では，深くはふれません。

3 子どもたちの書いた M 手紙 H は・

その 1 入門「大陸移動説」 中村誠著・さし絵定価 5500円 田中出版

第 1章 一地球の六大陸は 1つの大陸だったグー

みなさんは，乙の地球が太陽のまわりをまわり，地球自身も回転していることは知っていますね。

大地が，わずかずつではあるが移動している乙とを知っていますか?
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さて，みなさんが世界地図をながめた時IC:，ある地点(海岸線〉が，ピ

ッタリ合いそうなと乙ろはないだろうか。図 1のように。そして，全世界

が 1つの大陸となっているようiζ。

その乙とを発見したのが， ドイツのウェゲナーです。その大陸が分裂を

はじめたのは，今から 2億 3千万年

前あたりからの乙とです。

その根拠もあるのです。それは，

地層，化石，動物，植物などの分布

によりわかります。図2のよう IC:。

第 2章 一なぜ大陸は，分裂したの

か?ー

もとは 1つだったという乙とは，

今までの説明でわかってもらえただ

ろう。

と乙ろで，なぜ分裂してしまった

のだろう。それは，地球の内部(図

3 )のマントルというと乙ろが，わずかずつではあるが，大規模に対流しているのである。

さて，マントル対流とは，どういう乙となのでしょうo

マントルは固体です。しかし，時がたてば

変形しますo あめ玉と同じなので丸そのマ | 違
ントルがゆるやかではあるが，流れているの

です。

地球の中では，中也、へ行けば行くほど重い

物質があります。とれは，ピンに水と油と空

気をいれて，よくふって，しばらくおくと重

L‘順IC:，水，油，空気というふうにわかれるのと同じ乙とです。

1 ノ、

'ヴ闘史

という乙とは，マントル対流の地表に近いととろは，大陸を頭Iとのつけて移動しているのです。対

流をし工いるという乙とは，内からふき出してくる部分と，内へ入っ之いくと乙ろがあるのですが，

マントルにも，そ乙はあるのです。

マントルがふき出してできた地形を海嶺といい，しずんでできたものを海溝と b叫‘ます。(図 4) 

そして，地殻とマントル上部の岩.石層 100 加あまりのと乙ろをプレートと~. ~・ます。とのような考

えをプレート・テクトニクス理論とし・います。乙れによると，海嶺から遠ざかれば遠ざかるほど古い

時代のものだというのです。わかりますか? つまり，マントル対流が原動力となり，プレート・テク

トニクスiとより，大陸を移動させたので・す。
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日本は，世界でも有数の地飽重ですね。今

でもしょっちゅう起っていますo では，その

原因は?

実は，プレートによるものなのです。日本

の太平洋岸に日本海溝がありますね。そ乙へ

東南太平洋にある海嶺からでてきたマントル物質がプレートとなり，両側へ分けられすすんでくるが，

北西方向に進んでくる部分がやってきて沈み乙んでいくのです。(図 5) 

①海洋プレートが大陸フ。レートの下にもぐりとむために先端がちぢみ，引きずり乙まれ沈降する一

②さらに続くと大陸プレートの先端が変形する。

③変形の限界を乙えると，大陸プレートの先端部分が破境するとき大部分は，最初の状態にもど

る。乙のときに地震となる。

わかりますか。

PartDは後ほとふ

その 2 中学 1年生のための理科シリーズ 囚加藤容子著

諸君グ 君たちは，現在ω地球の大陸が今まで何億年もの聞に今のようなアメリカ大陸，ユーラシ

ア大陸，オーストラリア大陸，アフリカ大陸，南極大陸が，今の位置にあるかわかりますか。

今のような地球ができるには，長い自然の営みがあったのですo もちろん，今は，もう終わってい

るというのではなく，今でも，行なわれているのですo

自然の営みとは何かというと，大陸が移動しているという乙とです。何億年も昔は，地球上の大陸

は1つであったのです。

その根拠を説明しましょう。

昔(といっても 1911年のととです)ウェゲナーという学者がし‘ましたo ウェゲナーは，かつて

地球上の大陸は 1つにまとまっていて，乙の超大陸(パンゲァと名付けました〉は， 2億 3千万年前

から分裂をはじめ，現在のようになったというのです。

なぜ，乙のような説が立案されたかというと，ウェゲナーは

・南アメリカ大陸とアフリカ大陸の西海岸の共通也

・西アフリカと南アメリカの動値物相の一致。

という 2つの事実から引き出したのです。もう少し，具体的に説明してみましょう。

ウェゲナーは，海岸線でなく，大陸棚の一部に注目して，大陸棚は海洋底の一部ではなく，大陸の

一部だというのです。また，現存する動植物の大洋を越えた広がりばかりではなく，発見される化石

の分布も，南アフリカ大陸とブラジルの 2ケ所のみで発見され，他では，地球上のどとからも掘り出

されていない事実を発見しました。更に，古い巨大な岩石のプロックがアフリカと南アメリカにあり，

両大陸をつなぎ合わせると，乙の岩石のプロックもつながってしまう，とb・ぅ状況証拠になったので
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す。

さて，証拠を上げても，肝じんな大陸を移動させたパワーは何であったのでしょう均、

ウェゲナーは「大陸移動説」を原動力の面で合理的な説明

ができなかったために，学界からその説を葬り去られ，不遇

な最後をとげました。しかし，近年「大陸移動説Jは「海洋

底拡大説Jrプレート・テクトニクス」を原動力とされて，

若干の修正を加えて生き返りました。(天国のウェゲナーも

よろとんでいる乙とでしょう。〉

地球は，地表から約 29 0 0仰の所まで，つまり，地

殻(図①)のみならず，その下のマントルが固体で・ある

という乙とは疑う余地もありません。そんなマントル内

でも，ごくゆっくりした対流が生じ得るというのです。

急'c.，固体が流動していて，対流しているなどと言われでも M エツグと恩うでしょう。例を上げて

みましょうoMあめ candy 11を例にとってみます。冷え固まったあめは，金づちでたたくと，

あっけなくわれてしまいます。乙れは，他のものにしてもそうでしょうo たとえ，金づ‘ちで・たたb‘て，

すぐに割れなくても多かれ少なかれ，変形されるでしょうo しかし，図②のように，長い時間をかけ

て力を加えると曲がったり，へ乙んだりしますo マントル物質もそれと同じで，地震波に対しては弾

性体としての性質を示しますが，長い地質時代にわたって作用し続ける外力に対しては，粘性流体と

しての性質を示すらしいです。理由は，マントル内の温度や密度が均一でなし‘ためだそうです。

次に「海洋底拡大説」というのを説明してみましょうo

アメリカが地震計を配置し，観測をはじめました。と乙ろが乙のいわゆる世界標準地震観測網は，

まず，地震の震央が大西洋をほぼ南北，c.走る細い地帯iとそって分布している乙とをつきとめました。

文，乙の大西洋中央海嶺という海底の山脈の位置に一致しています。そして，それは全体として，ほ

ぼ線上になっていますo

更に，大西洋底の岩石は，東西両方向とも中央海嶺=地震帯iと近ければ近い程，生成年代が新しく，

遠ければ遠いほど古い乙とがわかりました。しかも，乙れと同様な乙とが，大西洋以外の太平洋・イ

ンド洋などの他の海底についても確認されたのですo

乙のような地震帯の発見と海洋底岩石の生成年代の規則的分布などの発

見は，従来のさまざまな知識と組み合わされて「海洋底拡大説」としてま

とめられました。

さて，なぜ地溝(沈降していると乙ろ)と海嶺(隆起していると乙ろ〉

ができたのかというと，それは，マントルが対流しているからです。

海嶺内の地溝がふき出し口で，マントルが入り込んでいくと乙ろは，海

嶺を左右に号|っぱり込むため，引き裂かれ，地溝ができたというのですo (図③)
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だ・から，マントルは，ベルトコンベアのように中央海嶺から左右におし出され移動しているので，

遠ざかれば遠ざかるほど，成立年代が古くなるのです。

海洋底拡大説(プレート・テクトニクス説の前身)は，大陸移動説とマントル対:流説とを結びつけ，

乙の 2つの仮説に基づいて，大陸や海洋底の生成・発達を説明しようとするものです。

乙れらの仮説から， rプレートが生産される場pJr， またプレートとプレートが衝突する場所などの

プレートの境い目で，火山活動，地震活動や造山運動が起乙る」という，いかにも都合よく，もっと

もらしく，地球上で展開された，さまざまなできどとを統一的に説明できるので・す。

4 お わ り

この学習の内容も，私の気負もあって，子どもたちにとって，わかりにくかったと乙ろもあったよ

うで，反省させられる。

しかも，現在行なわれている「プレート・テク卜ニクスJをめぐる論争についても，十分に学ぶこ

となく子どもたちに提示してしまった乙ともあるo

しかし，現在わかっている範囲内で，地震の発生，火山活動の源などを，ある程度，角度づけし，

統一的に把握するには，有効で・あった乙とも確かである。

その中で，私自身の「すくし、」であったのは，乙の授業をしていった子どもたちが，今春，高校へ

行き，地学の学習をしたときり感想を語ってくれた時ω乙とであった。今年の 6月頃の乙と，

「大陸移動説とか，マントル対流説とか，プレート・テクトニクスとか，中学校で学んで，手紙に

書いたことが，今も役立っているんだよo あの時も，おもしろいなぁと思ったけど，今，高校でも，

同じような乙とを，更に詳しくやっているんだけど，先生の話しを聞いていても，なんとなくわかり

やすいの。おかけ'で，落ち乙ぼれずに済みそうだよ。 J (高橋知穂)

今後，私自身の力を高め，科学史的学習の観点その他を探りたいと思いますが，乙のような授業ま

たは内容について，諸先輩方のど批判・ご指導のほど，よろしくお願いしたいと思います。

参 考 図 書

諏訪 彰 『日本列島 99の謎』 サンポウ・ブックス 1 975 

地学団体研究会編 『新地学教育講座5 地球内部の物理・化学』 東海大学出版会 1977 

T・H ジョーダン(竹内均訳) rr大陸の深部構造』 サイエンス日本語版

日本経済新聞社 197 9 

大塚 誠造・小林学編著 『中学校新教育課程の解説一理科』 第一法規 1 977 
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三陸海岸と海底地形

種市高校 杉山 了

I は じ め に

種市町は三陸海岸の北部iとあって，八戸から久慈にかけて直線的K速なる海岸の中央に位置する。乙
もぐり

乙は「南部潜水」の発祥の地として名高~，。潜水伎術は種子島にポルトガル人の漂着によってもたらさ

れた鉄砲伝来に似て，明治 30年iと名古屋丸(2 0 D 0トン)が種市町平内(憧市高校の所在地)の海

岸に座礁した乙とに起因してL必。翌 31年に名古屋丸解体のために房州から潜水夫数名がやって来た。

彼等から学んだ種市の若者逮が独自の南部潜水を築きあげたのである。

先人の返しい精神を受け継ぐ種市高校水中土木科生は新しい科学反術と結合し今や海洋開発をめざし

ている。

種市丸 (30.40トン)は水中土木科の潜水作業実習船ではあるがその他に沿岸海洋観測実習も可能と

していて，海水の温度や流れの測定，採水や採泥，海底地形調査の各種機器を塔載しているo 乙の度，

種市丸を運航し種市町沖の海底地形をまとめたので紹介する乙とにした~ '0 乙の海域の海底地形は地学

の実習帳「岩手県版J2 9頁掲載の海図よりその概略を知ねるが，本稿は乙の地形に対する解説でもあ

る。また種市沖の海底地形は三陸海岸の主体をなすリアス式海岸地形およびその海底地形と深い繋がり

を有するものである乙とから従来のリアス海岸に係わる研究をまとめるとともに今後の課題を若干述べ

fこし‘o

尚，本稿の作成にあたり東海大学の星野通平教授，岩手大学の井上雅夫助教授，教育センターの横沢

一男先生から貴重な助言を賜った。心から感謝申し上げる。

E 種市沖海底段丘

大陸周縁iと発達する大陸棚は地形学上のみならず資源開発上注目されてもう久しb‘。大陸棚とは低潮

線から続くなだらかな地形で，大陸斜面K移行する傾斜の変換点(大陸棚外縁〉までを~，う。大陸棚外

縁水深はー 10 0 mより浅い場合もあればー 200mより深い場合もあって多様であるがとれは成因に

(1) 
関係したととだといわれているo
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種市沖海底段丘 Iは現在の波浪が形成した

面である。波浪作用が海底の底質iζ影響を及

ぼす限界の深さを Wavebase (波浪作用

限界水深〉と呼んでいる。 Wavebaseは

底質が岩盤の場合と砂粒ないし泥の場合では

水深K差がある。前者の場合は約一 10m，

三陸海岸における大陸棚の概略を第 1図に示したが，地球全体

を通じて大陸棚の幅は平均70 加というのに比べて発達は弱~ I。

八戸・久慈間および金華山以南にはその発達を見るものの，中聞の

リアス海岸域は極めて狭く，大陸棚外縁水深も不明確なと乙ろが

多い。

種市丸での調査の結果，種市仰の大陸棚は三つの段丘地形で構

成されている乙とがわかっTこ。(第 2図)

三つの段丘地形は日本周

縁で確認されているものと
(1) 

同様のものであるがその地

域性を生かして浅い方から

種市沖海底段丘 I・D・皿

と名称を与えた。(表 1) 

'f2困梓帝;t嘗3宰稼回

表 1

種市沖海底段丘区分
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l' '00 
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寄/圏三階渇卑...x~是拘凋

(1) 
後者の場合は一 30m前後といわれている。もっとも岩盤に対しては波浪作用による浸食能力の限界で

あり，堆積物に対しては撹乱させる限界の深さであって意味合は異なるものがある。

乙の面を海図上から判読する乙とはむずかしいが音響測深機の記録紙には鮮明に現われるo 海底の様

子を少々述べるが，種市丸での潜水実習は乙の面の深さになる乙とが多~ '0 潜水してみると海底は沈水

以前に陸上浸食を受けた跡と思われる溝が幾重iとも走っていて，そ乙Ji'::立っていると波浪の影響で流れ

る講に沿った往復流のため体が流されるようになるo 岩盤iとはウニ・ホヤ・アワピが付着していて天然

の養鑓場であるo 講の底には巨傑が散乱しているが間もなく砂に移化する。岩盤から砂iと移化する場合

もある。砂の表面は漣痕が形づくられて~，る。多分乙の砂に移化すると乙ろがWavebaseの目安と

考えてよいものであるう。普通は泥に移化する深さ (Mud1 ine )を Wavebaseの示標としてい
(2) 

るようであるが乙の海域では流れが早いせ~ Iかまた泥質物質を多置に供給する河川が無いせb、か底質に

円。
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泥が分布しないためMud 1 ine を適用できな~ '0 

種市沖海底段丘Eは岩盤の露出も多く起伏も大きいが全体で 5Kmの幅をもっ顕著な面で・あるo 筆者は

この深さでの潜水経験をもたないが，水中土木科の職員のベテランダイパーから聞iと乙ろによると，

そ乙の底質は砂であったが「ウミサボテンJ(別名かもしれないが)が群生していて異様な光景である

ーー・一一・河床断面

日目H ・H ・...e.-，宰段丘に相当
する河階段丘

期ヲ図 橿市付近におげる後上
および海底勉形断面図

120 

100 

80 

60 

40 

20 

-20 

-40 

-ω 

らしし‘。

第 3図を見ていただきたい。

海底段丘Eは陸上の河岸段丘に

スムーズiζ連続する。河岸段丘

は八戸浮石層のみを被覆してい

て，八戸方面lζ発達する三本木

段丘に相当するものであるo 三

果本ω木は段丘構成層の花掛分析の結

Pinus -Picea -

Abiesの構成で・あって現在より

も気候は寒冷で海水面が低かつ

た頃の堆積物である乙とが知られている。即に調べられた後氷期の海水準曲線は約 12000 年前のと乙
(4) 

ろで一時停滞しているし，八戸浮石層の年代も 12 7 0 0土26 0 Y. B. Pでほぼ同年代のもので

ある。従って乙の面は約 12 0 0 0年前のー 30......-40m海水準低下期比形成されたものといえる。

種市沖海底段丘皿はー 80......一130mの深さにあって岩盤の露出は少なく，殆んど全域を貝殻僚が

おおっていると乙ろであるo 乙の面が形成された時代は洪積世末期のウルム氷期最大海水準低下期であ

ると考えられている。岩手県における乙の時代を示す地層は花泉層である。花泉層の晴乳動物化石群は

中国大陸のマンモス動物群と深いつながりがあるというo - 1 30mの海水準低下によって海峡は陸橋

化し大陸聞の動物の移動を可能にした乙とは周知のとおりである。同時に種市沖海底段丘皿を形成した

時代でもある。

以上述べてきた海底段丘(n・田)をリアス海岸域の海底地形と比較して表 21C示した。

皿 りアス海岸との関係

「種市の海岸もリアス海岸ですか」と生徒に問われたことから始まって，さてリアス海岸とは何ぞや

と校内の先生方と話し合った覚えがあるo 三陸海岸はリアス海岸で有名であるのに三陸海岸の種市には

へ江が無いというのが生徒の疑問であった。その生徒にうまく答えてやれなかった苦い経験がある。

ぬji ~ J由形は，隆起海岸，沈降海岸，中性海岸，合成海岸と垂直運動を目安として分類されるが，地殻

述1VJの激しい本邦では合成海岸に属しているとし寸。従って，入江が多L‘から沈降海岸であるとか海岸

段丘があるから隆起海岸であると一概に決める乙とができないという乙とである。
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表 2. 三陸海岸における海岸地形と海底地形の対比

水深 (m) 宮古以南の湾 野田湾・久怒湾 久慈~種市~八戸 形 成 年 代

沈溺谷 沈溺谷の末端 種市沖海底段丘 八戸間醐出跡E相当|
小杉 (1958)は 沈水三角州的形態， E する

-30 --40 乙の水深iとベン より下の谷を埋積 (浸食平坦面) 約 12，700年前
チを確認してい していると思、う

る

沈溺谷の末端 大陸棚外縁につな 種市沖海底段丘 花泉層の寒冷期

-100-ー120 がる平坦地形 目 化石が示す時代(2)

約2万年前のウルム氷期

最大海水準低下期

@ (1)八戸浮石の年代 12，700士 260Y. B.P (大池 1964) 

(2)花泉の寒冷期化石が示す時代 28，070 + 1， 250 (ー1.100) Y. R P 

(関東ローム研究会・信州ローム研究会 1962)

三陸海岸で確かめてみよう。

入江を有しリアス海岸といえるのは久慈湾以南であり，久慈以北は海岸段丘が発達する直線的海岸で

地形上異なる乙とは一目瞭然であるo

リアス海岸は陸上谷が沈水して形成したものであるから谷は海底まで追跡できる。沈溺谷は大陸棚上

または大陸棚外縁付近で消え，大陸斜面を刻む海底峡谷とは性質を異lとするものであるo 前者を海谷，

後者を洋谷と呼び区別されてし、る。

宮古湾の場合(第 4図) はー 90 mないしー 10 0 mまで谷を追跡できる。谷の終ると乙ろを沈溺

谷の末端というが乙れは旧河川の下刻の基準即ち旧汀線の位置に対応できるものであるo搬手段丘の段丘

面と段丘崖の傾斜の変換点が旧汀線である乙とと同様の意味をもっている。

日本列島周縁のリア対毎岸の沈溺谷の原形はウルム氷期最大海水準

低下期に形成されたもので，その後の海水準で埋積された谷もあっ

て沈溺谷末端水深は， -9 0-一120m，-40-ー80m ，-20m以

浅と三形態であって乙れはまた大陸棚上の三つの段丘に対比されて
(5) 

いる。

湾

図

古

海
宮

(

}
図

以

図

線

よ

4
深
日

第
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恥
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表3. 三陸海岸の沈溺谷末端水深(m) 

湾名 水深. 湾 名 水 深 湾 名 水 深 湾 名 71< 深

久慈湾 30 両石・釜石湾 120* 大船渡湾 100 追波湾， 100※ 

野田湾 30 唐・丹 湾 100 広田湾 100来 女川湾 100-126'* 

宮古湾 ~0-100 吉浜 湾 120 気仙沼湾 90 - 100 鮫浦湾 100-120 

山田湾 120※ 越喜来湾 120 小泉湾 90 - 100 

大槌湾 120京 綾里 湾 120 志津川湾 90-100 
e 

乙のデーターは海図No.5 4石巻湾至宮古湾， No.71釜石港至山田港， No. 7 2金華山至津軽海峡

から求めたものである。尚※印のあるものは星野通平 (1964)ICよって求められたものである。

三陸海岸の沈溺谷の末端水深を表 3にまとめたが，殆んどが大陸棚外縁付近まで延びていてウルム氷

期に形成された谷が原形のまま沈水しているといえる。久慈湾と野田湾の場合は異なっているが，乙れ

は後氷期の海水準上昇iζ伴ってー 30m以深の谷が埋積された乙とによると恩われる。後背地の地質が

宮古以南では便b、白亜系や古生界であるのに対し久慈・野田両地域には比較的軟質な上部白亜系や古第三

系が分布するという因果関係が見られるo

再度表 2を見ていただきたb、。海底に段丘があろうが，谷があろうが同様の海水準変化の過程を経て

きている乙とがわかるo では，一方ではリアス海岸となり他方ではリアス海岸とならなかった原因はど

乙にあるのだろうか。リアス海岸iζ係わる研究を表4にまとめてみTこ。

大よそ谷の形成時期と谷の沈溺機構について意見の相違が見白れるものの谷の沈溺機構に関しては氷

河制約説にのっとった海水準変化によるととに落ち着くに到っているといえる。

海岸地形とくにその屈曲性と背後の地質との相関関係を見いだしたのは大塚弥之助氏(1 9.3 3 )で

仏即ちリアス海岸の発達する所は硬い岩石附布し屈曲度(ム許)も大きい値を示すと川乙と

である。 Dとは海岸線上に中心をおき半径10Kmの円の直径であり， Lは円内の海岸線の総延長である。

同氏はると堵2の値比八戸付近で 0.12，久慈で 0.29，宮古で0.67- 1. 15となっている。軟

い地質では河川による下刻に対し側壁の崩境が激しいだろうし，波浪花接しては岬の浸食や谷の埋積が

甚しくリアス地形時代を早々に終えるであろうし，硬い地質ではその逆で谷の銭存性は高いといえる。

また入江の形態は地質構造線の方向ないし深成岩体の配置等によっても規制されている乙とも考慮花入

れる必要があろうo

定母的な値や地質学的な証拠は今後に待つとしても，もう 1つ考えたい乙とがある。

海岸線上 5Km半径内におけるリアス海岸域の岬には 300.....500mの山地が迫まり海底は， -100 

~ー 120mの深さに達するのに対し，久慈以北では陸上で 20u-300m，海底でー60.....一70mとな

る。海底と陸上の差，即ち起伏母は前者と後者の聞に 10 0 m以上の差が出てくる。乙の差はウルム氷

期以前の地殻の隆起最に関係した乙とではなかろうか。三浦修氏 (1966)が三陸海岸で 100m以上の
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表4. リアス海岸 iζ係わる研究

研 究者開

(6) (7) 

大塚 弥之助

( 193 1， 1 933 ) 

谷の形成時期

下部洪積統上部の先志摩届(下末

吉層に対比されるもの)堆積後の

相対的隆起による浸食地形

従って洪積世末期

谷が海底 iと沈んだ機構

ユースタチック運動の可能性も考えた(1931)

が洪積世末~沖積世初期の周縁部の曲隆運動

による沈降とした (1933)

(8) 

多国文男

( 1938) 

大沈降iとより， リアス海岸が形成された後小

隆起をうけた

星 野通平

(1964， 1970) 

(9) 

吉川虎雄

(1964 ) 

ウルム氷期の最盛期(海水準の最

大低下期)

ウルム氷期最盛期以後の海水準による。-:-90

~ー120mfC沈溺谷の末端をもっ三陸沖は谷

の原形をよく残し，その後の海水準変化iと対

応した浸食・堆積によって原形が変えられた

沈溺谷もある

ウルム氷期以前しかも海成段丘形| 西南日本外帯のリアス海岸では地形の慨形を

成以前 | つくった曲隆運動によって，その周縁部が沈

降し，リアス海岸の原形がつくられ後氷河性

海面変化の影響を受けた

期初1
巳四第末コ」一一一第

川
修

Fo 
d
u
 

浦

日

100 m以上の陸地の相対的隆起，その聞に河

川の下刻，海進による谷の埋積が繰返され，

最終的にウルム氷期の海退海進で・リアス海岸

が強調された

隆起母を想定しているように，隆起母によって谷の深さが規制され，最終的にウ Jレム氷期最大海水準低

下によって下刻の下限が定まりその後の海水準の上昇で今日 iζ到ったと恩われるo

W むすび

種市沖海底地形の説明からリアス海岸との係わりについて述べた。リアス海岸のみならず地形は地学

と地理の共通領域にありながらも時間の関係上あまり深入りする乙となく通過してしまいがちな分野で

ある。本県は日本における第 1級のリアス海.辛を有している乙ともあって乙れを教材として生かす乙と

も大切かと思うo

本文中で触れたようにリアス海岸は第四紀地史の産物として扱う必要があるo 即ち，氷河の消長に起

因する古気候の変化，古地理の変遷，それに伴う古動植物の移動を背景に発達史的にとらえる乙とによ
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って生徒の興味関心を高めるのではなかろうか。

尚，本稿の一部は岩手県潜水作業実習船種市丸調査報告書 (1979)の中で述べたととでもあるの

で付記しておく。

参 考 文 献

(1)星野通平(197 1 ) 浅海地質学東海大学出版会東京 445pp

(2) " ( 1 9 5 5 ) 泥線について堆積学研究 10.3-6 

(3) 竹内 貞子 (1970) 青森県上北地域および秋田県米代川流域の上部洪積層の花粉分析

地質雑 7 6. NIl 3. 1 51-1 58 

(4) 大池昭二(1964) 八戸浮石層の絶対年代地球化学70. 38 -39 

(5) 星 野通平(1 964 ) 日本列島周縁のリアス海岸 日高教授還暦記念号 479-485 

(6) 大塚 弥之助(193 1 ) 日本列島の沖積期初期の海岸線の変化とその沿岸陸棚に発達する沈

溺谷lζ関する時代的考察地評 7， 447-458 

(7) " (1933) 日本の海岸線の発達に関するある考え 地理評 9 1 -25 

(8) 多 国文男(1 938 ) リアス海岸に現われた隆起池形地理評 14558ー 509

(9) 吉川虎雄(1 964 ) 日本のリアス海岸第四紀研究 3 290 -296 

ao) 三浦 修(1 9 6 6 )三陸海岸気仙沼付近の海岸段丘東北地理 18 116 -122 
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宮守村達曽部地域の接触変成岩

平野博子・藤原郁夫・片田正人

乙の報文は，藤原・平野の昭和 52年・ 53年iζ提出した卒業論文をもとに，片田が解説したもので

ある。

地質学の中でも，変成岩岩石学は，一般の人々にとっては最も親しみにくい部門らしし、。化石や火山

岩のような派出なテーマでないため，卒業論文などでも最も敬遠されていたようである。しかし変成岩

は，地質学の中では鉱物学iζ次いで，比較的早く近代化した部門であり，それなりに論理的に組立てら

れており，鏡下の姿もま乙とに美しし・。一歩踏み込むと，捨てがたい魅力を感ずる分野である。

乙乙では乙ういった啓蒙の意味も加えて，どく基本的なと乙ろから筆を進めてみたいと思う。乙れを

機会'c，変成岩iと興味の眼を向けてくれる人が増してくれば幸いである。

まず， 1章で変成岩の観察・研究の，おもに一般的なプロセスを記述し， n章で具体的に，達曽部の

分布岩を紹介しよう。

I 変成岩の観察・研究のプロセス

A 変成岩の分類

変成岩研究の最大の目約の 1つは，その変成岩が，どのような地質学的条件の所に生じたのか，そ

の変成作用はどのような物理的条件下で，進行したのかを知るという乙とで・ある。

まず，どの教科書にものっている乙とであるが，形成条件の差によって，変成岩は次のように分類

される場合が多~ '0 

型

型

型

圧

圧

圧

ある変成岩が，乙の分類のどれに属するかをあらかじめて知れば，その変成岩を生じた場の大よ

その地質学的・物理学的条件を頭に描く乙とができるo

ただし乙乙で注意を要するのは，広域変成岩と接融変成岩というのは，対等なものを， 2区分した

のではない乙とである。たとえば"動物と植物 H とか H 中学生と小学生グというような価値の同等

なものの並列ではな ~\o 分布の広さをみても，成因をみても，岩相変化からみても，両者のうち広域
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変成岩の方が圧倒的iζ大きな注目をひいている。

たとえば分布をみると，広域変成岩は巾 1001，a，長さ 1000kmとし、う単位で分布するのに対し

て，接触変成岩は一般H:!深成岩体の縁にそって巾数Kmほどの範囲内lζ分布するjζすぎなし・。しかも

広域変成岩は，場所によっては，接融変成岩と同様の変成岩(ホルンフェノレス)を包含している場合

もみられる。また広域変成岩は，地殻内の大変改である造山運動によって形成されたという重大な意

味をもっているのに対し，接触変成岩の存在は，地質学的意味はそれほど大きなものではな~ '0 花商

岩など深成岩体があれば，僚制l変成岩は，小規模ながら必然的に伴うものだからであるo

B 接触変成岩の特徴，とくに遥首都付近のものについて

接触変成岩は以上のように H 地質学的"，ζは目立たない存在ではあるが，逆の見方をすると，変成

作用の原因がはっきりしているからこそ，規模は小さくても，成因に暖昧さを銭した広域変成岩とは

区別されて並べられているのである。

それに，卒業論文や地質見学会のように，比較的短期聞に岩石学入門の勉強するためには，接触変

成岩は，格好の対象である。とくに，南部北上山地の下部二畳紀層や石炭紀層は，化学組成が極めて

多岐にわたっているため，乙れを源岩とした接触変成岩iζは，紅住石・クロリトイド・ざくろ石・董

青石・直閃石・珪線石など非常に多種の「変成鉱物」が見られ，鏡下の鉱物勉強のためにも最適であ

る。また，乙の地域の変成岩分布帯では，かなり高温のと乙ろまで

れカか=ら述べる変成分帯など基礎的なフプ。ロセス iκとよる追求もやり易し、'0 乙のような意味で達曽部の倭触

変成帯は，日本全国的に見ても，得がたいフィールドの 1つだと言う乙とができる。

乙の地域の変成岩は，現埼玉大学の関陽太郎博士 (1957)によるすぐれた研究があるo 乙の論

文の優秀さに気後れがするのか，乙の地方の変成岩研究は，その後必ずしも進まなかった。しかし，

地元のわれわれとしては，乙のフィールドをそのままにしておくのはもったL、ないので，同博士のフ

ィールドを北方に延長して調査し，乙れによって遠野花閥岩の西側の倭蝕変成帯の全体像の概略をつ

かむ乙とができた。まだまだ未熟な段階に止っているけれども，乙乙で一応われわれの成果を公表し

たいと思う。

さて，達曽部の接触変成岩は，遠野花闘岩の南西縁iと沿って分布しており，何度もいうように形成

の地質学的意味に関しては，あまり問題は銭されていなしh そ乙で次の段階として，何度位の温度で，

地下何Km位の深さで生じたのか，という具体的な形成条件に挑戦してみなければならな~ '0 そのため

にはやはり，基本的'c，古典的な研究方法から始めていくのが常道である。以下その研究方法のいく

つかを説明しよう。

C 変成鉱物

変成岩研究の最も重要な作業は，変成鉱物の種類を決める乙とから始まる。

しかし，乙乙で 1つの疑問が生じる一一一ある高い温度条件で，ある鉱物が生じ.それが再び冷
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却し地表に露出してきたとき，その鉱物は，熱力学的，C~ ・えば，低温・低圧条件で安定な鉱物に移り

変わるはずである。もしそうならば変成作用の温度・圧力条件を正しく指示する鉱物は現在の変成岩に

は残っていないはずではないか一一。

ととろがよくしたやので，変成岩中の化学反応は，種々の理由によって，低温から高温に向かう時

はスムーズに進行するが，高温から低温に向かう時は，スムーズ'c進まないのが常である。それだか

ら乙そ，高温・高圧で生じたダイヤモンドやヒスイなどは，永久的にその輝きを失わないのであるo

b咋‘変えると，変成岩中に存在する鉱物は，変成岩が達した最高の温度・圧力条件を，化石のように

保存している。乙れは大変に都合のよい事実である。

。変成分帯

深成岩体の周りに分布している変成岩は，当然の乙とながら，花闘岩に近い所ほど高温条件下にあ

った，つまり高い「変成度J'c達していた。したがって外側から花闘岩に近づいていくと，比較的低

温で安定な鉱物から，高温で安定な鉱物が順次現われて来る。岩石化学的l口・うならば，低温で安定

な鉱物が，鉱物聞で化学反応をお乙して，高温で安定な鉱物を新たに生じて~，く。たとえば，白雲母

は比較的低温で安定であるが，ある温度lζ達すると，黒雲母と反応して蓋青石やFe一Mgざくろ石

を生ずる。もっと高い温度では，白雲母の存在は不安定となり，石英と反応して珪線石に変わる。乙

の董青石や珪線石を生じ始めた地点をたどっていくと，花閥岩体の境界にほぼ平行した一本の曲線が

描けるはずである。乙の線を「アイソグラッドJとb寸。上の場合は，輩背石アイソグラッド・珪線

石アイソグラットと呼ばれる。そして，チィソグラッドを地質図に何本も正確に引くと，上からみた

変成帯の温度構造の断面が見通せるわけである。乙のようにアイソグラッドによって変成帯をいくつ

かに分割するととを， r変成分帯」と b寸。そして董青石アイソグラッドの高温側の帯を「童青石帯J， 

珪線石のそれを「珪線石帯Jなど鉱物名を付して呼ぶ乙ともある。

変成分帯は，前世紀の終わり頃にはすでに，イギリスの岩石学者によって，スコットランド高原の

広域変成帯で始められていた。そしてその後，世界中のあらゆる種類の変成帯で行なわれるようにな

った。

E 変成相

変成分帯をして，各帯iζ属する鉱物の種頼を知ると，それらの鉱物の理論的な安定領域にもとづい

て，変成岩形成時の温度・圧力条件を知る乙とが可能になる。しかし実際には， 1つや2つの鉱物で，

温度・圧力条件をそんなに簡単に限定できるものではな~ '0 そ乙で，一般には，各帯全体の鉱物群を

知り，鉱物組み合わせによってその帯の形成条件をさぐっていくのが普通の進路である。単一の鉱物

の存在によって形成条件をさぐるよりも，いくつかの鉱物の組み合わせによってさぐる方が，より正

確な知識の得られる乙とが多~ '0 その際， A 1の多い岩石， F eの多い岩石， C aの多い岩石など源

岩の化学組成に応じて，再結品する変成鉱物の種類がそれぞれ異なっているから，なるべく多種類の

噌
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岩石を観察しなければならな~ '0 それらの鉱物群を知ったと乙ろで「変成相」という概念が登場する。

変成相を始めて提案したのが，フィンランドのエスコラであって，彼は，今世紀の始め乙ろいくつ

かの異った鉱物群JC，r緑色片岩相J f角閃岩相J f鰯石ホルンフエルス相」なギという名称を付け

て〈乙れらの名祢は，すでJ.C他の人によって用いられていたものを集めたので.統一された名になって

いな い )，各変成相が形成された温度条件や圧力条件を，相対的にではあるが決定した。 し‘ b‘か

えると，温度と圧力を縦軸と横軸にとったグラフ内を， 1例固ほどの変成相で分割したのである。乙れ

は極めてすぐれた提案であって，ある変成岩が，どのような物理的条件下で生じたのかを M 具体的に

知る第一歩になった。現在でも乙の提案は，本質的にはほとんど変更なく教科書に載せられている。

それと同時iζ，変成相iと関するもう 1つ重要な乙とがある。現在では代表的な変成相の定義はほぼ

完成し，その変成相に含まれる鉱物群は，すでに，かなりくわしく知られているo もし， 1つの変成

相の中で，従来知られていたのとは異なった鉱物が出現したときは，その鉱物は，その変成相の中で

安定に存在していなかったものと予想される。不安定な組み合わせの鉱物群を知る乙とも，場合によ

ってはかなり重要な問題になる乙とがあるo

F， ACF図・ AKF図

変成相を知る乙とは変成分帯とならんで，変成岩の調査・研究に必ず通過しなければならない関門

であるが，乙乙へ行くまでに，もう 1つ重要な考察が銭されているo それは，どのような化学組成り

岩石(源岩〉中に，どのような変成鉱物が生ずるかを知る乙とである。具体的に言うと，泥岩・砂岩・

苦鉄質凝灰岩・石灰岩など，異なった岩石中iζ生ずる変成鉱物がそれぞれどのようなものであるかを，

理論的に検討する乙とであるo そのために生まれた重要な図示法が fACF図・ AKF図」である。

乙れは天才的な岩石化学者，ノールウェーのコールドシュミットが，今世紀の始め，約 20才の若

さで最初に提案したものである。彼は今世紀前半の最大の岩石学者・岩石化学者になるべき人であっ

たが，ユダヤ人であったため，ナチスの迫害をうけ，自己の研究を完成するととなく死亡した。岩石

学界最大の痛恨事であっ7こ。それから今までの記述で明らかなように，近代変成論は，スコットラン

ド，フィンランド，ノールウェーなど，北欧の岩石の研究から生まれてb‘る。興味あるニユースであ

る。

さて岩石を化学分析してその値をACF図などにプロットすると，化学組成の差によってプロット

される場所が異なり，それぞれ出現する鉱物を予測するととが可能である。

それから次の段階として，別の利用法がある。それは，変成分帯した.ある 1つの帯や 1つの変成

相中iと出現する鉱物群を，読者に一見して理解させるための図として用いる乙とであるo たとえば，

ある地方のある変成相では，泥岩・砂岩・苦鉄質凝灰岩・石灰岩などの中に生じた変成鉱物群は，そ

れぞれ何と何であるかを， 1つの図の中でわかりやすく示すのに用いられる。科学論文は記述の簡略

化を尊ぶ故JC，分析値によるくわしい議論はなくても，乙の用法はしがしば採用されている。その例

は第3図に示されるが，三角形図内のC頂点に近い所が百灰岩，中央あたり F頂点よりの所が，苦鉄
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質凝灰岩， AとF頂点の中間あたりが泥岩，泥岩と苦鉄質岩との中間あたりが多くの砂岩や花筒岩類，

F頂点iと近い所がFeの多い泥岩や砂岩である。

G 変成岩の観察

以上，変成岩の観察，研究の基本的プロセスを極く簡略に説明したが，これからいよいよフィール

ドiζ踏み込む乙とにしよう。乙の時の基本的姿勢は一一実は地質学のどの部門にも通用する乙とであ

るが一一1)露頭をよく見る乙と。自動車やバイクに乗りながらの調査はしない乙と。 2) 1つの露

頭からも，色の違った部分など多数のサン7"'レを取ること。そのため各サンプルには，枝番号など異

なった番号を付し，サンプリングした部分は，スケッチなどで野帳に書きとどめておく乙と。ラベJレ

を書く乙とo 3 )できるだけ多くの薄片を作り，薄片内の鉱物は，すべて鑑定する乙とo

乙のように書くと，大変面倒なプロセスを要求されているようで，とくに上記のうちで3)が大変

のように恩われるであろうo しかし実際には，精神的な側面をも考慮するならば，むしろ逆1<::，3) 

よりも 1)の方がむずかしいようにみえるo 最近の雰囲気では，乗物を捨てて足で歩くのは，精神力

が必要である。

要するに，イ〉露頭も薄片も隅から隅まで観察する乙と。ロ〉サンプリング地点を明確に記録する

とと。ハ)サンプルと薄片の盤埋をきちんとする乙と，という誰でも知っている岩石観察法を実行す

れば，事は自然f<::進行していくものであるo

日 達曽部地域の接触変成岩

A 涼岩

接触変成岩になってはし、ても，遥曽部地域では，本来の地層の構造や外観はほとんど変化がなb・か

ら，源岩としての地質図を作る乙とができる(乙乙では地質図は省略する)。乙の付近の地層は二畳

紀初期のものが主である。前述のように，乙の地層の岩相は極めて多様であって，乙の点は，変成岩

研究にとって非常に好都合で・ある。比較的せまい地域内iζ泥岩・細粒砂岩・粗粒砂岩・傑岩・石灰岩・

不純石灰岩・苦鉄質凝灰岩などが露出する。泥岩にはAl，Fe fと富むラテライト質のものが特徴的

であるし，砂岩iとは砂鉄層がみられる。雲の上山では，戦争中に乙の砂岩から鉄を採掘しようとした

記録がある。乙のようなわけで，乙の地域の変成岩源岩の化学組成は， ACF図のほとんど全面をお

おうほど，成分変化に富んでb‘る。

8 変成分帯

変成分帯をするには，源岩の種類を一定iとしておかなければならな~ '0 乙の地域では，泥岩の分布

が最も広く，しかも多種の変成鉱物を含uから，泥岩起源の変成岩を変成分帯の基準尺度としよう。

(第 1図〉
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接触変成帯は，まず黒雲母アイソグラッドか

らはっきりし始める。乙れより外側にも，泥岩

中に白雲母・緑泥岩が， .薫鉄質凝灰岩中.~緑泥

石・エピドートなどが生じている。これらの鉱

物は，接触変成作用でも生じ得るし，もっと低

~ ，温度条件下の別の変成作用でも生じ得る。乙

乙では詳細ははぶくが，大半は問題の接触変成

作用以前から存在していた可能性が強~ '0 その

ため，乙の接触変成作用で生じた鉱物が黒雲母

アイソグラフドより外側にどの程度存在するの

かは不明である。しかし一応，記載の必要上.

黒雲母アイソグラッドより外側を I帯とし，黒

雲母アイソグラッドより内側，つまり黒雲母得

をE帯としよう。黒雲母を生じ始めると，岩石

はわずかに竪くなり，チョコレート色を帯びて

くる。

黒雲母アイソグラッドから lkmほど花商岩に

。，
‘圃・・・・4也・

十字:遠野花商岩，点:古生層，白色:第四

紀届， I-lV:変成分帯した各帯， S:白石，

向かつて進むと，やがて 0.5-2mmほどの斑 N:中斉， K:雲の上山

状の鉱物(斑状変晶)が見られるようになる。斑状の鉱物は，紅柱石・クロリトイド・輩育石・ Fe

-陥1ざくろ石である。乙のうち，紅柱石の産出例が最も普遍的で，乙の鉱物のアイソグラッドが一

番はっきりしている。したがって乙乙では紅柱石アイソグラッドから次の帯，すなわちE帯=紅柱石

帯iζ入るととにしよう。乙の帯では，変成鉱物の種類が急iζ多くなる。

ついで，花闘岩に接した 200-500 m以内のと乙ろに珪線石アイソグラッドがあり.lV帯=珪線

石帯が狭い範囲iζ発達する。珪線石は，普通は肉眼では見出しにくい鉱物であるが，乙の地域では，

時iと長さ約数mmの針状結晶を認める乙とができる。

以上が泥岩起源の変成岩の変成分帯であるo 乙れと閉じように段階的fC，多様の鉱物が出現する地

層が，苦鉄質凝灰岩である。しかし乙の地層は分布が少ないため，との中の鉱物を分帯の基準にする

乙とは，あまり適当ではな~ '0 

C 変成度上昇に伴う鉱物種類の変化

以上のように乙の接触変成帯は， 3本のアイソグラッドによって4帯に分帯されるのであるが，あ

る鉱物が，乙の 4帯のうちどの帯とどの帯広安定iと存在するのかを図示したのが，鉱物変化図〈第 2

図)である。乙の図では泥岩と苦鉄質凝灰岩の場合を挙げた。苦鉄質凝灰岩の場合は，推定事実をも

含んでいる。
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乙乙lと挙げた鉱物。外1(，関(1 957 )は，乙の南

方地域で， m. N帯iと相当する変成度の所iと，カミング

トン閃石その他の鉱物の存在も報告してb喝。また，わ

れわれの薄片内には種類が決定できなかった鉱物も若干

存在しfこ。

乙乙で今回の変成分帯の基準となった鉱物聞の重要な

化学変化をもう一度まとめて，簡略化した方程式で示す

と，以下のようになる。

まず，黒雲母は，白雲母と緑泥石から生ずる。

白雲母+緑泥石 → 黒雲母

紅柱石は，やはり低変成度の部分に存在していたパイ

ロフィライト，またはそれに近い種類の粘土鉱物から生

ずるといわれている。

ノマイロフィライト

→紅柱石+石英+見O

珪線石は，紅住石から生ずる場合と，白雲母から生ず

る場合がある。

紅住石 → 珪線石

白雲母+石英→珪線石+カリ長石+~O

第2図 I--N帯の鉱物変化

PI 

Mu 

套|白Ol't句t知。

倉|μAnt肋h 、
g釦|戸c附
CD I And d 

Alm 

~I Chl 
alEp 
宵 IH'bl 

e'IDi 
== I Gross 

Pl:斜長石， Mu:白雲母， Bi:黒

雲母， Ch' to i d :クロリトイド，

Anth:直閃石， Cord :董青石，

And:紅柱石， Alm: Fe-Mnざく

ろ石， Sill:珪線石， Chl:緑泥石，

Ep:エピドート， H'bl:ホルンプレ

ンド， Di :透輝石，

Gross : Caーざくろ石

最後に論ずるように，乙の地域では，上記2つの反応のうち， 2番目の反応によって珪線石が生ずる

らし~ '0 

D， A C F 図

上の鉱物変化図を根拠iとして， ACF図を書くと，第 3図のようになる。乙の図には，カミングト

ン閃石も加えてある。

乙の図に示されたうちで，クロリトイド・直閃石・カミングトン閃石・ Fe-Mnざくろ石は，他

地域の多くの接触変成岩中にはあまり産出しないもので，かなり特殊な鉱物である。乙れらの鉱物は，

その分子式を調べてみれば解るが， F e およびAl の多い変成岩に出現しやす~ '0 最初に述べたよう

に，ラテライト質泥岩や砂鉄層など，乙の地域には， F eやA11と富む地層が多いため，乙のような

珍らしい鉱物が出現するのである。

一方，ど乙の接見虫変成帯でも普通見られる華宵石の産出例が比較的少なし、。それは，岩石の Feが

多く. Fe/Mg比が大きいからであろう。教科書を見ると，岩石1.)Fe /Mg比が大きい時は， Fe 

-Mnざくろ石が多くみられ， Fe /Mg比が小さいと同じ帯で童青石が多くみられると記述されて

b必。遥曽部の変成岩は，乙の予想通り C鉱物組合せを示してb必。
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第 3図

Zone n 

C Cal 

n ，皿帯の ACF図

Zone m 

F Ccal Di Anth -F 
Cumm 

W帯では，白雲母 (Mu)が消失して珪線石が現われる。直閃石(Anth )も消失するのかも知

れな~ '0 An :灰長石. Ca 1 :方解石

E 変成相

変成相は，教科書にある例を参照してあてはめればよ~ '0 それによると， 1帯は緑色片岩相， n帯
は角閃岩相低変成部，皿帯は同相中変成部， rv帯が同相の高変成部である。もし，もう少し変成度が

上がって紫蘇輝石が出現すると，輝石ホルンフエルス相になると恩われるが，乙乙ではそ乙までは逮

していなしb

F 変成作用の温度・圧力条件

最後に，今回の観察，研究の最終目的の 1つで・ある変成作用が進行した際の温度・圧力の値を探っ

てみよう。

まず，よく知られているように紅住石や董青石を含む変成相は，比較的低圧で生ずるものである。

珪線石を含む変成相の存在は比較的高温を指示している。つまり全域は比較的低圧下のものであり，

花閥岩に近い所は，かなり高温の所まで達していた変成帯である乙とがわかるo

それでは，どの位の圧力か，という点を，珪線石の形成条件によって調べてみよう。

珪線石の品出lとは， 2種の経路が考えられるつそれは上にのべたが，紅住石の分解による場合と白

二母の分解による場合である。 1つの鉱物が分解して他の鉱物になる場合，顕微鏡下でその途上の経

過が比られる場合が多~ '0 もし最初の経過を経たのであれば紅住石の， 2番目の経過であれば白雲母

の，結品の一部または全体を世き換えて(交代して)珪線石が生じている現象が見出されるにちがし‘

ない。述曽部の場合，白雲母を交代している珪線石は多くの薄片にみられるが H 確実にグ紅柱石を交
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代して生じた珪線石はほとんど認められな~ '0 

ところで，白雲母→珪線石，紅柱石→珪線石

第4図達曽部接触変成岩の温度・

圧力条件

の反応曲線守，傾斜が異なり，第4図で示され 10 

I<b 
るように， .600'C， 4kb付近で交じわって

8 
いるo したがって上記のどちらの反応が先に進

んだかによって， 4 k bより高圧であったか低

圧であったかを判断する乙とが可能であるo 達

曽部の場合は，白雲母を交代した反応だけが進

んでいるから， 4 kb以下である。つまり，変

成帯全体は，矢印のような温度・圧力条件の所

6 

ι 

2 

0 
1∞ 300 5∞ 100't 

を進んだと結論する乙とができる。乙の

圧力は深さに直すと10lan程度である。温

度は紅柱石→珪線石の反応が進んでいな

し、点から見て最高7∞℃程度であったろ

A:パイロフィライト→紅住石+石英+見Oの反応曲

線， B:白雲母+石英→珪線石+カリ長石+見Oの反

応曲線， 3直線は，紅柱石・珪線石・盛品石の聞の反

応曲線，矢印が，逮曽部接触変成岩の変成作用の経路

うo なお紅住石アイソグラッドは，約 400'Cである。

今まで比較的に単純な理論で記述してきたが，上述の温度・圧力の数字の推定には，未解決の点も

あって，詳しく研究すると若干値が変わってくるかも知れな~ '0 しかし温度・圧力の推定方法は，や

はり，乙のような方法論をとる乙とが多し、。

...._......_....._....._......._......_-.........._，....._，.........----....._，.........-------__....._，---------..................--守

; 1980年-1985年の日間られる日月食 : 

i 日 食 1 981. 5. 31部分食(カスピ海~パイカル湖~カラフトで皆既食〉

: 東北地方でのおよその時間帯は 11時 50分-14時 20分

; 1附 5.20部分食

: 東北地方でははじめから終りまで見られるが，関東以西では日出帯食となるo j 
;月食 食 始 皆 既始皆既終食終食分 ; 

~ 1982. ]. 10 3 : 09 4: 14 5: 38 6: 43 1 . 35 ~ 
¥ 1982. 12. 30 18: 41 19: 53 20: 59 22: 11 1・2o i

¥ 1附 5. 5 3:11 4:22 月没後 月没後 123 ; 

¥ 1蜘 10. 29 1 : 0 1 2 : 22 3 : 04 4 : 25 1・0 7 !

;注)月一一…… ; 
...._....._....._.--...._......_，....._，.............._，....._，~....._，--...._.--...._.--...._.--...._....._.~ 
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はじめに

盛岡市付近の火山灰層序の概要

火山灰編年学の紹介をかねて

岩手大学工学部 大 上 和 良

日本重化学工業側土井宣夫

日本列島は火山国といわれるぐらい火山が多く，日本国中が火山灰で覆われているといっても過言で

はありません。

一方，第四紀には氷期iζ関連した段丘地形が良く発達し，段丘の上に乗る火山灰の層序と段丘の形成

について関東地方で関東ローム層と多摩川沿いの段丘との関係が示す様に密接に関連し，その状態はほ

とんどの教科書に引用されています。

火山灰は広い分布範囲をもっため，重要な鍵層として利用され，近年九州の姶良カルデラが噴出した

火山灰(姶良火山灰， AT)などは青森県の弘前まで追跡されております。

したがって広域におよぶ地層の対比には非常に役立っています。特に第四系の研究では，詳細な対比

が地史の復元に不可欠で，火山灰編年学(テクロクロノロジー)なしでは研究が進まない状態にありま

す。

また最近注目されて来ている活断層の認定にも火山灰層に時間面を入れる乙とでその活動度を知る重

要な役割をはたしています。

したがって関東地方をはじめ各地に分布する代表的火山についての火山灰層序が確立されつつありま

すが，岩手県下の火山灰層序は調査，研究の途上にあります。乙乙では現在までに明らかにされた盛岡

市を中心とする火山灰の層序について紹介したいと思います。

I 盛岡市付近に分布する火山灰

北上低地帯の北部1<:位置する盛岡市およびその北部地域には古生界，鮮新統の盛岡爽炭層および下部

洪積統の堆積物を基盤として各種の火山降下物が累重しています。

北上川流域の地形・地質についての研究は古くから行なわれていますが，火山灰層序をとり入れた段

丘の研究としては中川ら (1963a，b)によるものが最初であり，唯一のもので・した。乙乙では乙

の研究の後，払逮やその他の人達によって編まれた火山灰層序を総括して述べる乙とにします。

北部北上低地帯iζ分布する火山灰層は下位より一ノ渡火山灰，外山火山灰，渋民火山灰および分火山

灰に層序区分され.各火山灰は不整合の関係にあります。また火山灰中には数枚の火砕流が介在してい

ます。(第 1図)
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各火山灰の概略は次のようです。

第 1図 盛岡市付近に分布する火山灰の模式総合柱状図

2・

1 一ノ渡火山灰

本宿は盛岡市東方，一ノ渡iと模式的に分布

します。本火山灰は磯 (1976)が外山火

山灰としたものの下部にあたるものを分離，

再定義(大上・土井， 1978)したもので，

主に風化したスコリア質火山灰からなり，砂

状火山灰を爽む岩相から構成されています。

現在までの所，本火山灰の分布は模式地に限

られており，詳細は検討中の段階iとあります。

模式地での層厚は 6m。

2 外山火山灰

本層は外山ダム西方 2加の尾恨IC模式的iと

分布しています。模式地のある北上山地の平

坦な局混部のほか，雫石盆地，北上川流域，

平舘盆地などに広く分布し，乙れらの地域で

は一ノ渡火山灰を欠いて下位層に不整合で重

っています。近年，東大更には全層序が観察できる大露頭ができていますo

主IC黄褐色~褐色の風化したスコリア質火山灰層からなり，数枚の浮石層を介在する岩相をして

います。浮石層中，特徴的な 5枚のものが記載され，下位より赤坂浮石 (AP)，御庭田浮石

( 0 P )，繊道沢浮石 (YoP)，四十四国第 2，第 l浮石 (S2P，SIP)と命名されていま

すo 模式地での層厚は 13m。

3 渋民火山灰

玉山村渋民駅付近に模式的iと分布してL必。

下位の外山火山灰を不整合i乙覆い，岩手山東麓のほか，雫石盆地，平舘盆地などに広く分布してい

ます。黄褐色の火山灰を主とし，河岸段丘との関係から上下に 2分され，上下層中には特徴的な浮石，

スコリア層が介在しています。現在まで¢所，そのほとんどが命名，記載されさらに給源火山につい

ても検討されています。それらは下位より川口浮石(K wP )，加賀内第 3，第 2，第 1スコリア

(K3S， K2S， K1S)，生出黒色火山灰 (OBA)，雪浦浮石(UP )，滝沢第2，第 1スコ

リア (T2S，TlS)と呼ばれるものです。模式地付近の層厚は4m。
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4 分火山灰

溜尺村分付近iと模式的iと分布してし‘る。

下位の渋民火山灰を不整合iと復い，現地形面JC沿った分布状態をしています。

本層の下部iとは顕著な 2枚の浮石層があり，上部は一本木火山傑部層(磯， 1976)と呼ばれる

砂状火山灰，スコリアおよび火山傑を主体とする岩相をなしています。

介在する浮石層は下位より小岩井浮石(K P ) ，柳沢浮石(y P )，堀切浮石 (HP)の3枚が命

名，記載されています。

模式地付近の層厚は 1-.. 1.5 mo 

日 火山灰層と段丘の関係

火山灰の層序区分と段丘の形成時湖については関東ロームと段丘区分の上に立ってその編年が行われ

たため整然としているのに対して，当地域では段丘区分と火山灰層序は必ずしも一致していません。

盛岡市東部および渋民付近の北上川左岸には段丘が良く発達し，盛岡付近では高位から黒石野段丘，

高松段丘，上回段丘iζ区分されています。乙れら段丘と火山灰層との関係は第 1図iζ示した様JC，黒石

野段丘は外山火山灰の上部以後の火山灰JC，高総段丘は渋民火山灰上部，さらに上回段丘は分火山灰以

後の火山灰iと痩われるとし寸関係にあります。乙れより火山灰を鍵層として各地の段丘の明瞭な対比が

可能となっています。

田鍵火山灰層

第 1図の住状図lζ示した鍵火山灰層は岩相的iと明瞭な特徴をもつもので，火山灰の追跡および対比に

重要なものです。乙の鍵火山灰層を追跡し，層厚の変化を調べる乙とによって第 2図に示した様な等層

厚線図が描かれ，その火山灰の給源火山が判明します。

外山火山灰以前の火山灰層については現在追跡中の段階で概略的な把握にとどまっていますが，渋民

火山氏以後の火山灰層については，ほとんどの鍵火山灰層が追跡されています。以下K鍵火山灰層の主

要なものについて紹介します。

1 渋民火山灰中の鍵火山灰層

a 11旧浮石(厄wP)

本火山灰は渋民火山灰の最下部iと位置する浮石屑で，松尾村から盛岡市に分けての広い範囲にわた

って分布するため重要な浮石層です。俗称 H アワパミグといわれる織に黄褐色の極めて・淘汰の良い浮

七からなります。給源火山は八幡平火山群またはその西方の焼山と考えられます。(第 2図)
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第 2図 各鍵火山灰層の等層厚線図，記号は本文参照

LE:OEND 

-ー・・田 噌'
・ーι ー・‘IP

-ーーーー 112P ____ I‘lP 

UP 

- -f)BA 
_.._ "wP 

o • _ 
‘・圃・・ー.....__.

b 生出黒色火山灰(08A) 

.， ..... 

141.陶v・d・"
a‘ 

本火山灰は 17 f a 11 un i ts以上の降下火山砕屑物の総称で，背灰色砂状火山灰，浮石，スコリ

アおよび褐色火山灰から構成されていますo 基底部に茶色の砂状火山灰があり，岩手山北東部では乙

の上に後述の雪浦浮石がのっていますo 給源火山は岩手山。

e 宮浦浮石 (UP) 

生出黒色火山灰下部iζ位置し，白色の発抱の良い浮石から構成され，岩手山東麓部では 15 Ocmを

越える厚さをもち，浮石の粒径も 11 cmを越えるものが含まれていますo 給源火山は岩手山。

2 分火山灰中の鍵火山灰層

a 小岩井浮石 (KP)

分火山灰の最ー下位にある浮石層で岩相上3層(KIP，K2P， K3P)に区分されますo 主体は

K2Pで秋田駒ヶ岳の山体付近で・は数fallunitsの浮石から構成されています。本浮石は分級

の良い赤褐色を呈し，分布も第2図iと示す様lζ広範囲におよぶj所から重要な鍵火山灰層で・す。給掠火

山は秋田駒ヶ岳。
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b 柳沢浮石 (YP) 

本浮石層は小岩井浮石のすぐ上位iと位置していますが，岩手山の東麓部では小岩井淳石が欠除して，

本浮右が渋陀k山灰の最下位部となっています。俗称 H オレンジ・パミス H といやれる様iζ，黄味の

強い明るい黄櫨色の発泡の良い浮石からなっています。小岩井浮石よりやや北東よりに分布し，給源火

火山は秋田駒ヶ岳です。

W 火山灰中に認められる周氷河現象

各成層した火山灰は一見平坦な層理面をもって累重しているように見えますが，ある特定の火山灰層

が著しく波曲したり，膨縮したり，ちぎれたりしている現象が観察される乙とがありますo 乙れは寒冷

気候下における凍結・融解の作用によるもので，グインポリューシヨン H と呼ばれています。乙の現象

は氷期の存在と時期を知る重要な手掛りとなります。

当地域で特に著しいインポリユーシヨンが発達する火山灰層は渋民火山灰中の滝沢第 1，第 2スコリ

ア (T 1， 2S)で H おどりスコリ，"と呼ばれるほどです。

第 1図iζは現在までに測定・公表された 14Cによる火山灰の年代が書き入れてあります。乙の年代

とインポリユーシヨンの発達する火山灰を対応させてみると判る様に， T 1 Sがヴルム氷期の最盛期に

あたっている乙とが理解されると思います。

あ とがき

現在までに催実となった火山灰層序を簡単に紹介しましたが，最近の調査では第 1図に示した火山灰

の下に数枚の火山灰層と段丘が見い出されている所です。七たがって乙れからも新らしい火山灰が次々

と発見されるのではなし、かと考えております。県下の火山灰編年は緒についた所であり，数多くの未解

決の事が残されていま.す。第四系の発達史を解明するためには一日も早く火山灰層序を確立する必要が

あります。会員の皆様の近くで火山灰の良い露頭，新たな露頭が作られた折にはど連絡下さし‘o

文 献

磯 望 (1976)，北上山地西北部における斜面物質移動，日本地理学会講演要旨 6，P.110-111
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北上市黒岩呉竹産稲瀬フローラについて

岩手大学工学部 村井貞允

まえがき

花巻市東部より水沢市東部へかけて分布する稲瀬層からの植物化石については，乙れまで木下尚

(M S" 1947 )，中国側ほか (1971 )，藤原郁夫ほか(1977 )があるに過ぎず，また本層から産す

る珪化木については，村井貞允(1972 )の報告がある。

今から 10余年も前の乙とだったと思うが，当時石鳥谷町八重畑中学校教員の八重樫某氏が，北上市

黒岩地内の採石場から採集したという一個の植物化石を持参され，鑑定を求められた。鑑定の結果それ

が C包仰向gkam旬 protoko匁 iskii (ムカシランダイスギ)であった旨筆者のメモ帳に記さ

れているo また産地については，黒岩の農協から一寸南東へ入ったととろにある採石場という乙とであ

ったu その後しばらくして，現地を訪れ，付近を探してみたが，遂に化石産地は発見できなかったo

時は流れ，たまたま「岩手の地学J第 9号'L，藤原郁夫ほかが，和賀・北上市周辺の地質案内(1 ) 

の中で，北上市呉竹産の植物化石の乙とについて紹介しているので，乙乙があるいは先に八重樫某氏の

いう化石産地かも知れないと，昨年の初夏の頃採集iζ出かけてみた。

今度はその局所はすぐ分かった。巾30m，奥行25m，高さ約 20mの2段iとなっ七旧採石場である。

上段の崖の上方に成層部があり，恐らく乙れが植物化石層だろうと見当をつけ右側から上って行ったが，

下が6mもあるオーバーハングした践の上，幸いつかまる木があったので伺とか作業もやれたが，全く

生命がけであるo 上の方から剥がして行くと矢強り見つかった。しかし大部分が鑑定にたえぬ破片で，

しかも稀にしか見つからない。その上折からの強風で切り崩した岩片は砂塵となって舞い上がり，充分

目も明けられない有様で，思うような採集は出来なかったが，一応結果を報告しておきたい。

ともかく付近には，乙このほかには旧採石場がないところから，八重樫某氏の採集した個所と，乙乙

の旧採石場とはliiJ一個所と判断するしかな11'0

I 過去の産出記録

1947年に木下尚が，江刺市藤mの伊手川河岸から，Sequoiα 8e悦 per包 iren8 ENDL， 

Liquidαmbαr 10γ悦 08απαHANCE， Cαrpiπu s c f . l a x i 1 l 0 r a B L UME， P k y l l i t -

e s sp . を報告している。また稲瀬屑より佳化木を陀IHする乙とはかなり古くから知られており，特

に江刺市れ谷笠付近やluJ市藤'H付近には多く見られ， m説明幕内地内愛宕山にある愛宕神社境内の直立大
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珪化木は，村井貞允(1972 )により Ta:tod臼:tyl仰 8eqωian伽 GO官弘N とされ，県内では

特別天然記念物根反の大珪化木f<::次ぐ大きさの直立する珪化木で，県の天然記念物に指定されている。

また中田剛ら(1971 )は2・仁江刺の地学Jの中f<::，岩谷堂前田町産植物化石として IQu，ercω spp. 

岩谷堂重染寺産として M.et ω 句協oiasp • の写真をのせている。

次いで藤原都夫ほか(1977 )は，北上市呉竹の旧保石場から採集した植物化石のスケッチを掲げ，

Carpi側 8 Sp ・か Fagu8 Sp . であろうとしているが，葉の先端部，葉縁部，基脚部等肝心

の部分が欠けており，正確な鑑定は不可能なもののようである。

E 産地，産出状況と種類

植物化石産地は，珊瑚橋を渡り桜木町を経て舘で国道 107号線から分かれ，北上川沿いに東北へ黒岩，

更木へ通ずる道をたどると，右側に安山岩や安山岩質火砕岩から成る崖が400m程続く。乙の崖の終点から，

5万分の 1や2万5千分の lの地形図iとはないが水田と山の境を根岸へ通ずる道路があり，乙れを約 100

m入った所にある。旧採石場であるため極めて分かり易い。

藤原郁夫らによると，乙乙は 14.・5年前まで採石が行われたというととであるが，岩質，埋蔵量な

どの地質条件などのため，余り採掘しないで中止したものらしい。

植物化石は地表から約2m下の，厚さ約35 cm程の層状を成す暗灰紫色安山岩質凝灰岩中に包蔵さ

れる。採集された資料も少なく鑑定にたえるものは更に少ないが.検出された種類を列挙すれば第 l表

に示す通りである。乙との植物化石をフローラ{植物群)とよぶには余りにも少ない種数であるが，今

後増加する可能性が大きく，乙れの産出層の名を取ってあえて稲瀬フローラとよぷ乙とiとする。

第 1表 呉竹産稲瀬フローラ

Gymnospermae (裸子植物門)

Coniferae (球果植物綱)

Taxodiaceae (スギ科)

※ Cuππ4低g・1iamia. pro t ok oni 8kii TANAI (ムカシランダイスギ)

Angi ospermae (被子植物門)

Dicotyledoneae(双子葉植物綱)

Myricaceae (ヤマモモ科)

Myricα? sp. (ヤマモモ?の一種)

Betulaceae (カバノキ科)

Car戸間ssp. (シデの一種)

C. s包byedoensi8 KONNO (イヌシデ)( Bractlet 
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Hamamelidaceae (マンサク科 )

Liquida悦 baγcf. japonicι. SUZUK 1 (ニッポンフウ近似)

Theaceae (ツバキ科)

Camellia protojιpoπi ca HUZIOKA' (ムカシツ ノイキ)

Ph官llites'sp. ' (所属不明種)

注 ※印は八重樫某氏保集

ζのように，八重樫某氏の採集した種類を加えても，6科6属 7種を数えるに過ぎなb、。

E 考察

稲瀬フ ローラの構成種には.Cunniπg加悦叩肘otokonishii，Liquidambar cf. jαponica ， 

C ame 11 ia pro t 0 japoni ca のよ うな特徴種を含んでいる。

Cunni悦ghamiι protokonishii は，現在台湾山脈の海抜 1，300 ~ 1，800 mの森林中に繁茂する

C. konishii HAYATA と区別出来ないもので，本邦では下部中新世より上部鮮新世{関西地方

では供創世)まで産出するが，岩手県では下部中新世の四つi空白，上部(IJ新世の雫石盆地の舛沢町や安

代町の田山聞から産出している。

図 l 数種の植物化石写真とスケッチ

1 Ca刑 e11 iα protojαponi ca HUZ IOKA 

2 Caγpi冗tιs sp. 

ラ

.....-==: -;;. 
¥云多グ

3 Caγpi悦ussubyedoensis KONNO 

4 Caγpi悦泌ss叫b官edoe叫 S1・sKONNO (x 1. 5 ) 

[復元スケッチ)

P
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Liquidambar cf. japonica は五裂する葉を有するフウで，現在アメリカの東部から同~*部さ

らにメキシコなど中米地方へかけて分布する L. stylaciflωL. (モミジパフウ)や，小アジア

南西地方iと分布する L. orientalisMILL 'r.似ている。また化石種では福島県の霊山伺(下部中

新世)や，岩手県の四つ役厨から産出する L. japonicα i乙似るが，保存状態が悪く同定するには至ら

ない。本邦各地の新第三系より報告されている L. m ioformosana T釧 AIは三裂築であるので，

容易に区別出来る。

Cα明 elliaprotojαponicα は現生する c. japonicaと区別出来ない。現生種は太平洋岸で

は岩手県の陸中海岸中部まで，日本海岸では青森県まで分布が知られ，日本の暖帯を代表する樹麗とさ

れている。 C. protojaponica は，本邦では下部中新世から上部鮮新世までの地層から報告されて

いるが，岩手県では四つ役居，舛沢層から知られている。

Cα叩何$S subyedoensisは現生のC. tschonoskii MAX 1M . =C. νedoensis MAX 1M. 

と区別出来ないものである。 C. ωbyedoensisは本邦では中部中新統ないし上剖強下新統から知られてい

るが，岩手県では四つ役屑から知られるのみで.舛沢層からは見つかっていない。 C. ts chonosk i i 

は東北地方中部以南の本州，四国，九州の山地iと繁茂している。

乙のように，稲瀬フローラの中にはC包冗Mπghamia，L iquida悦 bar，Ca悦 ellωといった暖帯な

いし亜熱帯的要素が含まれ，当時の気候は現在よりかなり温暖であった乙とを示しており，また構成種

はいずれも喬木で，山地斜面の植生を示すもののようである。

一方，本フローラを，乙れまで岩手県内から報告された化石植物群，特K構成種の多い四つ役フローラ

( 1975，村井貞允 MS)と雫石盆地舛沢層産御所フローラ(1962，村井貞允)との比較検討を試

みると，C仰 ningha悦旬 pγotokonishii，Cα悦 elliaprotojαponicaは双方から産出しているが，

Liquidα悦 baγjαponicαとCα叩句協ssubyedoensisは四つ役フローラだけに共通しており，稲瀬フ

ローラが御所フローラよりは遥かに四つ役フローラに近縁である乙とは確かである。

また北上山地の商縁部lとは，新第三紀下部中新世の，主として陸成層一部海成層として常連する地層が

が，新第三系の基肢を成して脅達しており，一戸，二戸地方のものは四つ役層，北上，江刺地方のもの

は稲瀬層とよばれている。乙れら両層が同時代のものである乙とは，包蔵される海棲動物化石群から北

村信ら(1959 )によって指摘されている。また一方岩石学的研究を行っている八島隆一・生出鹿司

( 1966 )によれば，四つ役層中の火山岩や火砕岩は，角閃安山岩，普通輝石シソ輝石角閃安山岩，普

通輝石シソ輝石安山岩，無斑晶状安山岩より成るのに対し，稲瀬居中のそれは，普通輝石シソ餌i石安山

岩，普通輝石シソ簡i石角閃安山岩，普通輝石シソ輝石玄武岩，曹灰長石玄武岩より成り，後者で玄武岩

を含む点、でやや相違するが，時代的iとは同時代のものと考えているようである。

今後稲瀬市i中の植物化石をさらに多数しゅう集して，古生態学的研究を行うと共Jr.，他地域のフロー

ラと対比してみる乙とが必要である。

po 
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宮古~田野畑地域の露頭写真

佐藤利美・大上和良・片田正人

岩手県には大変興味深い岩石や地層があち乙ちにみられ，宮古市からその北方にかけても見学コース

としては最適な露頭が点在している。今回はそのうち 5地点の露頭をあげて紹介するが，それに先だっ

て乙の地方に分布する地層を地史的に列挙してみよう。

まず北部北上山地のほ Y全面lζ，古生代二畳紀から中生代白亜紀にかけて優地向斜性の堆積物が堆積

した。最後の白亜紀層{小本・原地山居)は火山岩を多量lと伴ない，現在の海岸lζ沿って帯状iζ分布し

ている。

その火山岩の活動直後，宮古花闘岩など多くの花筒岩類が広範囲に白人し，上記の堆積岩，火山岩iと

接触変成作用を与えたロやがて宮古花筒岩が地表に露出しはじめた頃，海進が起り，火山岩，花商岩類

を不整合H:覆って宮古層群が海岸地域i乙堆積した。

第三紀になると，浄土ケ浜，門神岩，閉伊崎などに分布する火山岩美tiが活動した。

1 宮古層群と宮古花嗣岩の不整合

旧宮古気象台の下にみられる有名な乙の不整合は，今ではほんの一部がみられるだけになってしまっ

た。草の聞に顔を出した丸味を帯びた露岩が宮古花商岩，それを覆うのが宮古層群の基底穣岩(羅賀層)

である。前記のように，宮古花閥岩の貫入時代は，原地山層堆積後，宮古層群堆積前である。浄土ケ浜

付近の原地山層は明らかにホルンフェルス化している。原地山屈と羅賀屈の聞の時間的間隙は数 100万

万年(以内)と推定されるが，実は乙んな明せましげ範囲内におさまってしまう花筒岩は，日本では乙

乙だけである。

したがって，放射性同位元索による花陶岩の年代測定を日本で始めて行なった時'c::，どの研究室でも，

ここの試料を標準的試料の 1っとして利用した。

2 宮古層群と下位層間の斜交不整合

乙の不整合は田ノ畑村ハイペの海岸で観察される。下位層(左下)は砂宕，粘板岩から構成される上

部 742ぷJJ~要娼併で'N 10oW， 60 0 Wの志向，傾斜を示し，東上位の逆転刷となっており，その上に宮

古l同群の基底磯岩{雑賀届)がNS， 30 0 Eの走向，傾斜をもって組っている。

この著しい斜交不整合は大尚治山連動の結果生じたので，この様な明瞭な斜交不盤合が観察できる両

頭は乙の海岸が!唯一の所となっている。(K :腰但膚. R:雑賀厨， U:不盤合面， D:腰廻層のi苗理
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方向)

3・4 原地山層と羅賀層(宮古層群)との聞の断層

浄土ケ浜からトンネルを抜けて舗の浜に行く途中でみられる断層である。写真の洞窟の右側が原地山

層，左側が縫賀屈である。断層面の走向は約N70 oEで南lと約800傾いている。

原地山膚は変成作用を受けていて岩質が回そうに見えるが，実際は原地山層の方が巾 2--3mにわた

って般砕されている。(写真4の矢印:断層面)

5 田ノ畑海岸に分布する宮古層群

本層群は宮古線(Aptian --Albian )として日本の下部白亜系上部統の標式層となっているo 下位

より雑賀層，回ノ畑届，平井賀層，明戸商lζ届序区分され，全体の屑厚は約 200mである。

現在国の天然記念物の指定をうけ化石，岩石の採集は禁止されているが，上位の 3層からはアンモナ

イトをはじめ二枚見，巻貝，ベレムナイト，ウニなど軟体動物の化石を主とした多種の化石を豊富に産

出する。また北方の羅賀地区lζは大型有孔虫(Orbi to lina )を多く含むオルピトリナ砂岩の堆績があ

る。

写真はハイペの北岸に分布する宮古層群で，中央よりやや左の位置にある小沢が下位層との不盤合が観

察できる露頭である。(K :腰姐膚t R:羅賀層t T:田ノ畑屑t H:平井賀層)

6 門神岩の捕獲岩

宮古西方，国道沿いの門神岩は，良く知られた浄土ケ浜の岩石と同質の珪長質火山岩で，両者は同時

期比活動したものと思われる。そして門神岩の一部には捕獲岩が多く含まれる乙とで知られているo そ

れは写真のように傑岩に非常に似ている。捕獲岩片の大半は，すでに固化していた自分自身の一部を引

きちぎってきた同源捕獲岩であるが，壁岩l乙由来する外来捕獲岩も多数みられる。たとえば，宮古花街

岩類や，泥岩，チャートなどの堆積岩類である。写真の白色のものが主に花筒岩類，黒色が泥岩，灰色

が同源捕獲岩とチャートなどである。なお，捕獲岩の多い部分のマトリックスは暗色である。
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天文雑記

岩手県立教育センター 横沢一男

1 ニュートンの誕生日

ニュートンの誕生日について， rアイザック.・ニュートンは 1642年 12月 25日リンカーンシャイ

アのウールショープに生れ……J(@)というのと， rニュートン 1643. 1. 5て 1727. 3. 31 J 

{⑮)というもの，さらには， 1642. 1. 5 という考えもある。乙の 3つの誕生日の謎には，ユリウ

ス暦からグレゴリオ暦への改暦の時期，および，年初がいつかという 2つの事柄が関係しているo

r (前略)乙の 10日間のくるいはユリウス暦の不定全なためにおきたと考え，乙れを調整するた

め，ローマ法王グレゴリオ 13世は命令を脅して 10日を切りすてt 1582年の 10月4日の翌日を

10月15日として春分の日が3月21自になるようにし，再びとのようなくるいがないように聞のおき方

を改めた。乙れが，現在全世界で使われているグレゴリオ暦である。J((() )。しかし，とのとき世界

中の国々で一斉に暦の切りかえが行われたわけではない。暦法そのものが科学であっても，改暦の施

行には宗教がからんでいる。 r乙の改暦は当時太働暦を用いていたスペイン，ボルトガJレ，ポーラン

ドなどカソリック教閣ではただちに乙れにしたがったが，新教徒はなかなか乙れにしたがわなかった

が 19世紀初め頃までにはグ、レゴリー暦を用いるようになったD ロシヤ，ギリシヤ，バルカン半島の

正教徒は最後までユリウス暦を捨てなかったが 1920年前後には乙れを採用したJ(⑬)という状況

にあった。

また，年初についても，日本では，一月，二月……と月を呼ぶので年の始めは、一月一日 11H::決っ

ているという感じがするが，ジャニュアリー，フェブラリー……には，特別に， 1 t 2……という意

味があるわけではない。一般に，東洋の立春正月の考え方対して，西洋では本当の春を年の始めとす

る思想があるが，西洋の年初iとは降誕年初(12/25 ) ，割礼年初(1 / 1 )，ベネチア年初(3/1 ) 

受胎告知年初(3/25)などがあった。新しい年が3月1自に始まると考えれば変な感じもするが，

乙れらの日付は，それぞれDec/25， J an/ 1， Mar /1， Mar /25であるから{日本風なら，し

わす/25，むっき/しやよい/しやよい/25となる)，新しい年はMar/1 (やよい/1)に始

まると考えればよb、。

イギリスのグレゴリオ改暦は 1752年であり，また，当時のイギリスの年初はMar/25であったの

で「ウエストミンスター・アベーに眠るニュートンは，いまだに『私の生れは 1642年デセンパー

2 5日です。いいえ旧暦で・すo 新暦なら 1643年ジャニュアリー 4日というのでしょうが，私はイ

ギリス人ですから 1642年ジャニュアリー 4日というでしょうかね』と，日本の文化産業の担い
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手の，百科事典の編集者からの電話問い合わせの答えに忙殺されていると思うJ( ⑥広瀬秀雄)

さて，お宅の百科事典にはどう書いてあるのでしょうか。

筆者独自 アレ? ジャニュアリー 4日と@の1.5とは 1日ずれてるぞ。広瀬さんまちがえたのか

な? いや，デセンパー 25日はグレゴリオ暦では 1月4日のはずだ?が……。まてよ，デセンパ

ーはユリウス暦では 30日かな? いやちがう，エート， 1700年はユリウスではうるうで，グ

レゴリオは平年だったが，乙れが関係あったかな。違うな，では? ハテ?

2 2人のカッシーニ

ニュートンは， 1678年プリンシビアiζ地球短軸回転楕円体説を発表し，あわせて， リシェーの経

験に対する説明を与えた。ととろが， r 1 7世紀，フランスではルイ 14世の乙ろ，子午線を正確に

はかる乙とがおとなわれ，カッシーニ (D.Cassini. 1748...._ 1845年)およびその子は，

パリから北ダンケルクまでの距離を測量して，子午線 10の長さを56960 トアズとし，パリから南

コリウルまでの子午線 10の値を57097 トアズと脅表したJ(a>)ととから，子午線 10の長さは

南のほうが長い乙とになり，地球が長紬回転楕円体である可能性がでてきた。ニュートンとカッシー

ニのどちらが正しいかを確認するため， r 1735年になると，フランス学士院は，ほぼ赤道に近い北

緯1.50の南アメリカのペルーにプーゲーを隊長とする遠征隊を送り， 1736年にはスカンジナピア半

島のラプランド地方にクレーローやモーペルチュエらを送り，北緯66. 50の地域の測定を行いまし

、たJ((Q) 測定結果の数値は省略するが，結局ニ昌一トンの考えが正しいととが判明した。

と乙ろで，@と@を比べてみると， 1748年iζ生れたカッシーニの測量結果を 1735年に確認した

乙とになり，、ナヌ?11といいたいと乙ろである。、さて，どちらが誤りか? カッシーニは 2人い

たのかな? いや，その子，といっているから 3人いたのか存? それとも生没の年IC100年の誤り

があるのかな?11などと考えながらカッシーニを探してみた。すると「カッシーニ家は父子相伝でパ

リの天文台長の職を継ぎ，ジオパンニ・ドメニコ・カッシーニ(1625 -1712 )からジヤック{

1677 -1756 )，セザル・フランソワ (1714-1784 )，ジャック・ドメニク(1748 -

1845 )と 4代 176年にわたってフランス天文台の重鎮をなしたJ(⑪〉乙とがわかった。一方，

「デ7l/およびジャック・カッシーニの父子が 1683-1718年iζ……J(①)という記述もあり，

どうやら@は初代と 4代をとりちがえたらしいという乙とで納得したa

なお，理科年表(東京天文台，丸善)1ζは r1735 -41ラプランドおよびペルーでのフランスの

測祉により，地球が短軸回転楕円体であるととを確認Jと記載されている。
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3 中国の星座名

岩手大学の井上雅夫先生のと乙ろで中園の天文学の本を見せていただいた。小学生向けの色刷りの

絵や漢字ばかりが伺ページも並んでいる本もあるが，絵と文を見比べていると，なんだか少し中身が

分るように思えてくる。もっとも，今の中国では簡体字を用いており. r腸」の字を表わす文字は，

乙ざとへんに日という字をつくりにしたもので，ま乙eついたりする点が多いが， r太陽的家族Jとい

うほうが rTheSolar System Jというタイトルよりなじみやすいように恩われる。

ととでは，わかりやすい例として中国の昼座名を紹介したい。お借りしたのは「青年自学援書天文

知識 1976年上海人民出版社Jの400ページほどの本であるが，巻末の星図からなじみのありそ

うなものをとりあげ，簡体字は日本の漢字(? )に直してお自にかける乙ととする。

A 日本でも同じものを用いるもの{理科年表の星座名iとあるもの)

小 熊大熊猟犬双子小犬大犬三角海豚天秤獅子

B 見当がつきそうなもの{日本名は後出)

天 筒御夫天琴牧夫巨蟹天兎金牛鯨魚白羊双魚

飛馬宝瓶人馬天鷹巨蛇詑夫天蝿長 蛇 后 髪

C 説明が必要なもの

仙王(ケフェウス) 仙后{カシオペヤ) 仙女 fアンドロメダ) 英仙 fペルセウス)

天錦{はくちょう) 武仙{ヘルクレス) 弧戸{オリオン) 室女 fおとめ)

D まぎらわしいもの

(中国の)験麟=(日本の)いっかくじゅう， (中国の)鹿豹=(日本の)きりん

Bの答{日本の星座名)

りゅう，ぎよしゃ，乙と，うしかい，かに，うさぎ，おうし，くじら，おひつじ，うお.

ペガスス，みずがめ，いて，わし，へび，へびつかい，さそり，うみへび，かみのけ

4 ギネスブックによれば

ある小学校で星座指導をしたときのこと，始まる前のお茶など頂載していると乙ろへ4年の学年主

任の先生がニコニコと近寄って来られ， r子どもたちに一生懸命勉強させたいと思って，天文につい

ての質問を出させましたのでよろしくお願いします」といって30枚ほどの紙を置いて行った。見る

と各班ごとにいくつかの質問が並んでいる。、ジョーダンじゃないよ，時間も眠られた中で，しかも，

もうすぐ始まるというのに H と思いながら，もうお茶どとろでなくて目を通した。

。星座はいくつありますか。 。いちばん近い星は，なんという名前ですか。

。太陽の温度は何度くらいですか。それはどのようにして測るのですか。 などのようなものなら

ば，携行している理科年表や「天文の基礎教室J(土田嘉直昭和 48年 地人書館)などの助けを

借りて答える乙とができるが，
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oどうして北斗七星には星が七つあるのですか。という質問'l:は，

なんとか答えるととがでるにしても，首をひねらされて，

o星はどうしてひかるのですか。 の関いには機構をきいているのかな。まさや星が光る意畿を問

..._ ，.うているのではあるまいなo などというょっな乙とまで考えさせられる。

oいちばん大きな屋の名前はなんといいますか

o地球からいちばん遠い星はなんという名前ですか。それは，どれくらい遠くにありますか。とい

ラ質問にはお手あげとなる。範囲を限定したり， r今どうなっているかは分りませんが……Jと前置

きして答えるととになるが，天文の世界記録{いや宇宙記録)が登録され宅表される仕組みでないの

で， rいちばん~なのは ?J式の質問に具体的に，根拠をもって答えようとすると困難なととが多b、
たとえば，、いちばん質量の大きい昼 H について，手元にある本十冊以上を調べて，ようやく次の

ものを見つけたが，乙れとて，今日でも新記録であるかど‘うかの自信は無い。

!現在知られているもっとも重い星はHD 47129で{中略)， 

。星'l:は宇宙人がいますか。

乙の星はスペクトル08型の 2つの高

温星からなり{中略)，各分星の質量は太陽質量の 75倍ぐらいと考えられているが65倍ぐらいの

世界記録の登録としてはギネスブックが有名であるが，同書 1979年版{昭和54年6月第 14刷

講談社)を見ると，自然，宇宙，科学の世界，という項があった。乙のうち，宇宙の項から見出しを

「最も古い隈石J， r最も明るい火球J， r最も深いクレーターJ， r最大の黒点J

「劇的な惑星直列J， 

可能性もあるo_l(C_V)

いくつか拾うと，

「ク:1'.「最も長い名前の星」「最も温度の低い昼J， 「最も接近した馨星J， 

ーサー」など均三ある。

「理科年表によれば……」という代りに， rギネスブック iとよれば……Jと答えてみそのうちに，

ょうかと考えている。

恒星社昭和 40年P 78 新版新天文学講座 12天文学の歴史

-上)

理化学辞典第3版

P 82 (同

岩波書底

ダイヤモンド社

中央公論社昭和48年

恒星社

P 157 

福村出版1966年9月10日第9刷

岩波書庖

P 12 

1973年

東海大学出版会

白楊社

1976年P 10 

@

⑪

⑮

。

⑫

⑮

⑪

O
①

①

1971年5月20日第 1刷

昭和38年P 108 

P 989 

地学教育基礎講座E地球上層篇

天文・宇宙の辞典 昭和53年

自然選書年・月・日の天文学広瀬秀雄

地学教育講座第 14分冊地球の形と大きさ

P 163 

P 35 古在由秀岩波科学の本 7地球をはかる

新地学教育講座 1地球

1965年P 140 2 0世紀の天文学2星の世界

3.31 J 1. 4 -1727. 「ニュートン 1643

ニュートンの誕生日

可理化学辞典第3版第7刷(1976・年4月5日)には，

となっている。乙れにて，一件落着。
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夏季大学「新しい気象学」教室について

花巻南高 山内淳一

日本気象学会が，新しい気象学の普及をめざして，主として小，中，高校の地学，理科担当教師，一

般愛好者及び学生を対象として，標記の教室を開講して，今年で13回目を数えますη

地学教育の分野で最も立遅れているのは，気象の分野ではないかと思うのですが，日本気象学会が，

気象教育に身を入れ出し，重い腰を上げたのが，昭和42年からで，毎年夏休み中の 7月下旬か 8月上旬

に開講されております。

第 6回(47年)までは講師の先生方の都合で，夕方より行なわれていたようですが，第 7回(48年)

からは昼に行なわれるようになりました。

私の手元に講義録は，第2回より第12固までのがありますが，私が参加したのは第6回(47年九第

9回(50年九第10回(51年九第11回(52年)と 4回程ですので，それらに関してその一端を紹介し

たいと思います白

第6回(47年)は参加者30数名で，ほとんどが東京の中，高校の先生方と少数の学生でした。講義内

容は「環境汚染特集」で興味深いものでしたが，素人で浅学の私にとっては講義レベルが高過ぎて，半

分も理解しがたいものでした。その後は受講者へのアンケート調査や要望Kよって，講義内容もわかり

やすくなってきたようです。第9回(50年)， 10回(51年)， 11回(52年)は「学校における気象教育

特集Jでありましたので，第6回と比較すると参加者数は60名を趨えるよう同久消刷協道から南

は九州までと全国から参加がありました。実習実験も加わり，研究者が中島高校の教育内容に理解を示

して来たことがわかるものでした。

4， 5日間，気象庁に通い，時にはお天気相談所や気象協会に顔を出し資料探しをするのも夏休みの

研修のーっと思います(自己負担ではなかなか毎年というわけにも行きませんが・H ・H ・..)。猛暑の折と

はいえ，会場の気象庁講堂は冷房完備です(今年は参加していませんので，乙の省エネルギ一時代には

どうしました乙とか...・H ・..)。

開講の案内は，日本気象学会機関誌「天気Jの5月号に掲載されます。最近は日本地学教育学会誌

「地学教育JfCも掲載されるようになったようです。

講帥は第一線の一流の気象学者ばかりですので，夏休みを利用して参加してみてはと恩います。乙ん

な内容で紹介になりますかどうか……。

円

taq
 



主 催 日本気象学会

後 援 気象庁，東京都教育委員会，日本地学教育学会，地人書館

場 所 気象庁指堂

受講 料 教員3・300円，日本気象学会員，日本地学教育学会員3.000円

(54年度〉

申込先 東京都千代田区大手町 }-3-4

気象庁内，日本気象学会事務局

尚，講義録のみの希望者は 1部 1.∞0円です。

参考までに，乙れまでの講義テーマは以下の通りです〈第 1回は省略)。

回 年月/日 講 義 フ. 一 マ

2 43 7/22 地球大気開発計画 小倉議光(東 大)

気象衛星の現状と将来 土屋 清(気象庁〉

/23 大気大循環論と思想的基盤 広田 勇〈東 大)

南極の気象 清野善兵衛〈気象庁〉

/24 山岳気象 中村 繁〈気象庁)

メソ気象 島 田 守 家 ( " 
/25 植物と気象 丸山栄三( " 

高層天気図 宮沢清治( " 
/26・ 4ロh 風 田村邦雄( " 

天気予報 倉嶋 厚( " 
/27 航空と気象 杉本 豊 〈 東 航 気 )

海洋と気象 半沢正男(気象庁〉

3 44 7/21 上から見た気象学 渡辺和夫(気象研)

超高層の大気 関口理郎〈気象庁)

/22 季節風について 倉嶋 厚( " 
気象と人間 神山恵三〈気象研)

/23 大気乱流 伊藤昭三(気象庁〉

ヨットと気象 馬場邦彦(日本水産〉

/24 天気予報 竹永一雄(気象庁〉

雲と雨の物理学 内田英治(気象研〉

/25 長期予報 久保木光康(気象庁〉

気候変化 土屋 厳(気象研〉

/26 数値予報 新田 尚(気象庁)
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回 年月/日 講 義 ア 一 -マ

44 7/26 都市気候 河村 武(気象庁)

4 45 7/20 気象観測入門 篠原武次( 11 

レーザー・レーダー 内藤恵吉(気象研)

/21 航空気象 中 山 章 ( 東 管 気 )

人工衛星より見た雲 岡 林 俊 雄 ( 気 象 庁 )

/22 天気予報 藤範晃雄( 11 

数値予報 吉田泰治( 11 

/23 集中豪雨 竹内衛夫(気象研)

長期予報 和田英夫(気象庁)

/24 放射能による大気汚染 葛城幸雄(気象研)

気象と生活 藤井幸雄(気象庁)

/25 気象庁見学

人工衛星による大気温度測定 嘉納宗靖(気象研)

気象学史入門 根本順吉(気象庁)

5 46 7/29 地震予知 関口 博( 11 

環境汚染 河村 武( 11 

/30 天気予報 光野 11 

長期予報 朝倉 正( 11 

/31 数値予報 植村八郎( 11 

台風の人工制御 藤原美幸(気象研)

8/ 1 航空気象 伊藤 博(気象大)

ロケット高層気象 清水逸郎(気象庁〉

/ 2 実験気象学 駒林 誠 ( 気 象 大 )

海洋と気象 前回総之助(東 大)

/ 3 気象と民俗学 渡辺次雄(理科大)

197 0年代の気象 根本順吉(気象庁)

6 環境汚染特集

47 7/24 大気大循環と汚染物質 菊池幸雄(気象大)

気候変動と人為的原因 根本順吉(気象庁)

/25 対流圏の汚染 川村 清 ( 気 象 研 )

燃焼による空気成分の変化 当舎万寿夫( " 

/26 海洋汚染 杉浦吉雄( 11 

人工放射能による大気汚染 葛城幸雄( " 
一
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回 年月/日 講 義 ア 一 マ

47 7/27 放射観測による大気汚染の現状 藤本文彦(高層台)

都市汚染i乙対する大気拡散研究 伊藤昭三(，気象協会)

/28 都市地域大気汚染 大喜多敏一(公衆衛生院)

大気汚染物質の測定法 天谷和夫(工業技術院)

/29 公害資源研究所見学

局地気象と大気汚染 河村 武(気象庁)
e 

大気汚染予報について 粕谷光雄( 11 

7 台風特集

48 7/30 台風の一生 竹永一雄(気象庁)

台風の観測 門脇俊一郎( " 

/31 台風のメカニズム 山岬正紀(気象研)

台風の予報 杉浦 茂(気象庁)

8/ 2 台風災害 奥 田 穣(気象研)

台風と積雪の人工制御 藤 原 美 幸 ( 11 

8 気候変動特集

49 7/29 気候変動の総論 高橋浩一郎(前気象庁長官)

/30 気候変動の実態 朝倉 正(気象庁)

古気候学 土屋 厳( 気象 研)

/31 気候を理解する基礎 片 山 昭( " 

気候変動の原因論 内田英治(気象庁)

8/ 1 気候変動の影響 根 本 順 吉 ( 11 

見 学

9 学校における気象教育特集

50 8/ 4 学校における気象教育のあり方 高橋治一郎(前気象庁長官)

/ 5 初，中等教育における気象学 斎藤 実(気象大)

大気汚染観測と整理 河 村 武(気象研)

/ 6 気象の実験 佐 粧 純 男 ( 11 

" 田中盤顕( " 

/ 7 気象のカリキュラムの実際と指導 高井浩深(上野高)

i 0 学校における気象教育特集

5 1 7/27 最近の気象学と気象事業 小平信彦(気象研)

明日の気象(映画)

/28 全地球的にみた大気の流れ 松野太郎(東 大)

n
U
 

R
U
 



凶

1 1 

1 2 

1 3 

年月/8 講義テーマ

5 1 7/28 1気象と病気

マグニチュード 7.9(映画)

/29 1新しい天気予報

気象と社会

気象とコンピューター(映画)

/30 1気象の観測

気象庁見学

学校における気象教育特 集

52 7/26 I人工衛星

静止気象衛星

/27 I高低気圧の構造と天気図

高層天気図(実習)

/281大気境界層の気象

微気象・小気候の観測と資料整理

/29 1理科教育の中の気象(パネルデスカッシ

ョン)

気象庁見学

映画

学校における気象教育特集

藤巻時男(慶応病院)

増田善信(気象庁)

恨本順吉(埼玉大)

山田三朗(気象庁)

土屋 清(宇宙開事)

山下 洋(気象衛セ)

矢花和一(気象大)

島貫 陸(東学大)

原 島 宏 昌 ( 八 王 子 四 中 )

伊藤久雄(都立教育研)他

53 7/25 I豪雨 |二宮洗三(気象研)

/26 I渦巻について |木村竜治(東 大)

気象資料の見方と解析(気象資料の整理)1河村 武(筑波大)

/27 11 11 

天気図に見る高低気圧の構造

/281ひまわりの写真に見る気象現象

日本の天気特集

54 7/24 I衛星写真から見た日本の天気

/25 I大気大循環と日本の天気

小気候・局地気象(含む実習)

/26 I天気図の見方と利用法

/271極地の気象

映画と気象教育に関する懇談会
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矢花和一(気象大)

山下 洋(気象衛セ)

山下 洋(気象衛セ)

荒川正一(気象大)

回 宮 兵 衛 ( 筑 波 大 )

能登正之(気象庁)他

川口貞男(極地研)

伊 藤 久 雄 ( 都 教 育 研 ) 他



クラプの近況

遠野高校理研部地学班

我が遠高理研部地学班は古くからあったらしいが，実質的な活動は 5年前から始まり，まだ5歳の若

年クラプである。現在，部員数は 3年生 1名， 2年生5名の計 6名で. 3時40分から 6時までの正規の

クラブ時間，昼休み時間の他，夕方8時から10時ごろまで，あるいは一晩とまりがけでの時間を利用して，

太陽黒点のスケッチ，流星観測，惑星スケッチ，天体写真の撮影などを行っている。

太陽黒点は， 1976年 6月ごろに極小をむかえ，今度の極大は今年(1979年〉の末から来年 (1980

年)の春にかけてとみられており，現在黒点数がかなり増えてきている。太陽黒点のスケッチは，デー

ターとしてはいいのだがそれをいかせないでいるため，どのようにまとめていくかが今後の課題である。

我がクラブの活動の中心は流星観測であるが，流星が出現するのはいつで・も一様なわけではなく，日.

時聞によって，その数i乙増減がみられる。その中で，年i乙何回か特iζ出現が顕著の日がある。そういう

ときの流星の経路をみると，たくさんの流星が天球上のある星座の 1点から まわりに放射するように

出現している乙とがわかる。乙のように出現する流星全体が流星群と呼ばれており，その 1点(放射点)

のある星座の名をとって命名され，その点を幅射点といっている。

同じ流星群lζ属する流星の軌道は互いに似ているが，それらの流星群の軌道の中で，ある特定の普星

の軌道要素とたいへんよく似ているものがある。両者の軌道がよく似ているという乙とは，通常，流星

群中の流星体がその笥星から生じた乙とを意味するものと考えられている。

地球は太陽のまわりを秒速30加で公転しているため，流星は地球の前面つまり，朝方の地方に多くみ

られる乙とになる。我々は通常 午前O時から 2時どろ観測している。

具体的な観測方法としては，流星が流れたならば前もって用意している記録用紙に，流れた時刻，流

れていた時間，明るさ，みかけの速さ，色などを記録し，星図iζ流れた経路を書き込んでいくのである。

その後，流星群の特徴をまとめたり，福射点を求める。

1年を通して数10の流星群があるが，その中で毎年観測しているのは，乙と座，みずがめ座，ペルセ

ウス座，ふたど座，おとめ座，さそり座，りゅう座などの各流星群である。特に現在疑問を抱いている

乙とは， 10月初旬にぎよしゃ座付近を弱射点にもつ流星群があるらしいという乙とである。乙の乙とに

ついて少しくわしくのべてみたいと思う。

10月の 8日-10日にかけてrDra(ジヤコビニ)群を観測していると， rDraの群よりもAur(ぎよ

しゃ座)付近を騒射点とする流星が多い乙とが数年前から気づかれており観測をつづ.けてきた。 1978

年も rDra群の観測，そしてそのAur付近に稿射点があるらしい流星群が本当にあるかどうか，その輯

射点はど乙か，特徴はどうであるかを確かめようと観測を行った。 Aur付近に揺射点があるらしい流

星群の， 1975年から 1978年の観測結果としては， 1時間平均3-7個の群所属流星が確認され.群

円
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であると恩われる。騎射点には広がりがみられ，多くはωAurにあるが， sAur付近や 136Tau付近に

みられる分枝と合わせて 3つに分かれていた。特徴としては，速さは速く，光度が 2-3等級のものが

多いので，地球iζ対する運動速度が大きく，流星物質が小さいと思われる。色は白色が圧倒的に多いが，

時々黄色に近いものもみられ，痕をもっ流星も多かった。

より正確な記録を得，具体的な軌道，運動の方向，二点聞に分かれ，写真を用いての観測で，今後は，

乙の流星についてなんらかのデーターを御持ちの方は連絡願いたい速さなどを求めていきたい。また，

と思う。

まだ不安定であるので晴れた日をのがさずに観測時間を確保じ我がクラブは天候に左右されやすく.

ていくとともに，曇天の時の時間をよりよく活用するようにしていきたい。

昭和 53年度行事等報告

・昭和53年度岩手県地学教育研究会総会は， 53年6月21日午後 1時より教育センタ一地学実験室

54年 1月 18日，岩手大学

7日に行われた。(会誌 10号参照)

講師北海道大学勝井義雄教授，

で行われた0

・宮守野外巡検は， 53年8月 6，

・講演会「有珠火山の噴火について」

教育学部において開催。

・会誌 10号発行

.会報 32号発行

・委員会4回開催

昭和 53年度決算報告

150， 000 
25， 330 
1， 020 
6， 000 

17，400 
10， 000 
1. 080 

210， 830 

(支出〕

会誌10号印刷代

通信費

総会費

事務費

巡検費

謝礼

払込料

計

〔収入〕

繰越金 200， 250 
会費 123， 500 
会 誌 代 48， 300 
広告料 60， 000 
預金利子 17， 864 

計 449，914 
昭和54年度へ繰越金

239， 084円

150， 000 
30， 000 
5. 000 

15， 000 
30， 000 
30， 000 
10， 000 

700 
138. 384 
409， 084 

〔支出〕

会誌11号印刷代

通信費

総会費

事務費

巡検費

謝礼

地学教育懇談会

払込料

予備費

計

昭和 54年度予算

239， 084 
60， 000 
50， 000 
50， 000 
10， 000 

409， 084 

〔収入〕

繰 越 金

会 費

会誌代

広告料

預金利子

計

円。
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地学ニュース

(昭和53年 4月~昭和54年 3月)

4 月

1日 農作物気象災害防止対策本部を県農政部内iζ設置。

3日 仙台管区気象台発表:桜の開花が2月の寒波の影響で，東北南部では 5日，北部では 3日

ぐらい遅れると， 3月20日の開花予想を修正。

6日 午後10時55分どろ東北地方の一部に地震。震源地は宮城県沖，深さ40師。

52年7月に打ち上げられた静止気象衛星「ひまわりJが5ヶ月間の試験運用を終え実用段

階に入る。

7日 日本時間 8日午前7時 l分，日本初の実験用中型放送衛星，米国にて打ち上げ。

1 3日 米海洋大気圏局太陽観測所が 1974年以来最大の規模の爆発をキャッチ。磁気嵐を警告。

1 6日 午前9時58分と同10時30分の 2回，大船渡市で弱い地震。

2 4日 夜，有珠山にどく小規模の水蒸気爆発。洞爺湖温泉街に少量の降灰。

2 5日 火山噴火予知連現地総合観測班発表:有珠山の地震エネルギーは既に 8割を放出，今後新

山の隆起も約30mで終息。 8月頃iとは火山活動は著しく沈静化するo

5 月

8日 鹿児島県種子島の海岸で数千年前の砂火山の化石群を発見。

1 3日 盛岡最高気温22
0

C，今年最高。

1 5日 午前 2時 41分ごろ東北地方の太平洋岸に地震。震源地岩手県沖 深さ約40伽。盛岡震度

30 

北海道の樽前山 (1. 024 m )で33年ぶりに小規模な水蒸気爆発。

1 6日 午後，東北地方北部を中心i乙2回の地震。震源地青森県東方沖，深さ約40励。

1 8 B 朝，新潟県妙高高原に大規模な地すべり。

2 2日 米国，金星無人探査機「パイオニア l号J打ち上げ。越地点 66，600伽，近地点150伽の長

楕円軌道，金星の初の人工衛星になる予定。

6 月

'1日 栗駒・五葉・駒ヶ岳山開き。

5日 午前9時ごろ火星と土屋が最も接近。約 15年JC1回お乙る。

幽館海洋気象台が海水の長期予報発表:親潮の勢力強く，北海道・東北の一部i乙冷害の恐

れあり。
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9日 大船渡気温 29.9 oc ( + 9. 2 oc ) ，一関 29.8
0

C，宮古 28.60C，盛岡 270C。

1 0日 今年初の真夏日。花巻 31.40C，盛岡 30.4 oC ( + 8. 2 oC ) ，一関 29.8 oc ( + 6. 1 oc ) ， 

大船渡27.1 oc ( + 6. 1 oc )。

1 2日 宮城沖地震。午後 5時6分と 14分に 2回目の地震M7.5。震源地宮城県沖約 100伽，日

本海溝の西側，深さ約 40伽。大船渡・仙台・石巻震度 5，盛岡・一関・宮古・秋田 4，

青森・画館 3。棒波は午後5時 40分すぎ大船渡 19侃，宮古 18cmの第一波。被害(19日

までに死者 27人，負傷者 698人，被害金額は東北 5県で 570億円。

1 3日 梅雨入り。

1 4日 午後8時34分，東北・北海道・関東・中部地方で地震。震源地宮城県沖 100伽，深さ 40

加， M 60 21回目の余震。福島震度 4，大船渡・宮古・盛岡・一関・石巻 30

1 6日 午前零時 3分，東北・関東で地震。震源地宮域県沖，深さ 40伽。

午後 2時 33分と 7時 15分，東北・関東に弱い地震。震源地三陸はるか沖，深さ 40伽。

l回目，福島震度 2，仙台・盛岡・東京 1， 2回目，仙台・石巻 10 

1 7日 6月としては気象台開設以来の最高気温，金沢で 36.1 oC。

1 9日 花巻 32.7 oc，今年最高を記録。

午後 4時 30分，東北東部で地震。 12日の地震の余震。震源地宮城県沖，深さ 40伽。一

関震度 3，大船渡・石巻 2，盛岡・宮古 10 

2 0日 午後 6時 6月として 15年ぶりに台風3号が長崎県西彼杵半島に上陸。

2 1日 江刺市藤里地区で宮城沖地震の影響とみられる水田陥没。被害面積 50μ。

午後7時 54分，東北・関東iζ地震。震源地宮城県沖，深さ 40伽。大船渡震度 4，仙台・

盛岡・宮古・一関 30

2 8日 午前 4時 10分，東北・関東に地震。震源地福島県東方はるか沖，探さ 40伽。福島震度 2.

盛岡・宮古 10 

7 月

4日 午前 11時41分，大分・宮崎を中心に九州全体i乙地震。震源地宮崎県北部，深さ 120師。

大分・宮崎震度 4，熊本・佐賀・延岡・高知 30

5日 花巻 32.3
0

C，盛岡 32.ooC (今夏最高)，一関31.50C，大船渡29.5
0

C，宮古26.5
0

C，

久慈29.0
0

C。

九州北部・中園地方梅雨明け。

7日 ワシントン発:冥王星にも衛星を発見。また冥王星の直径は水星よりも小さい乙とがわか

る(6，800伽→ 2.400 -2. 880伽)。衛星の直径800-900伽で 19，200伽の軌道を6.3

日で l周している。同一周期で冥王星も自転。

8日 東北地方梅雨明け。平年より 17 日，昨年より 14 日早~'0 25日間で 5番目の記録。 7月上
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旬iζ梅雨が明けたのは初めて。から梅雨型で 6月平均気温は 32年ぶりの異常高温。

1 6日 午前 2時 45分北海道と東北の一部に地震。震源地浦河沖，深さ 60初。浦河震度4，広尾

3，帯広2，'根室・盛岡・宮古 10 

2 3日 高温少雨の天候つづく。盛岡の雨量， 6月 133即(平年 120ll1'l)， 7月24日まで 7.5 0l1l 

(平年 173oa)，4-7月270.5mz (平年480mlの5696)。北上川をはじめ県内河川の

流亜大きく減少。

2 5日 花巻 35.2
0

C，一関 34.9
0

C，宮古31.2
0

C，盛岡地方今月に入って史上 4番目， 17回目の

真夏目。

2 6日 花巻 36.9
0

C，盛岡・一関 35.4
0

C。水不足深刻化。

2 7日 花巻 36.2
0

C，盛岡 34.8
0

C，史上 3番目， 7日連続 19回目の真夏日。

3 0日 盛岡 35.3
0

C，宮古3U.4
0

C。

8 月

1日 干ばつ被害広がる，被害額23億円。

史上最高の暑い夏， 7月平均気温25.2
0

C。

台風 7号三陸沖を北上，関東南部に強い雨。上陸の恐れあり。

2日 台風7号午後三陸沖に抜ける。

北上川の流量赤信号。 48年の大渇水に迫る。石淵・田瀬両ダム水位下がる。

花巻 38.1 oC，盛岡 36.6
0C。

3日 夜，慈雨ちょっぴり， 10 Da前後o

酒田で 4U.1 oc.史上 3番目。

5日 当分の間本降りは望めない。干ばつによる被害さらにふえ 40億円。野菜などの 3万μ。

8日 石淵・湯田両ダム稲作のため緊急放流。

夕方から県南部に恵みの雨。水沢地方50mll。

米国の金星探査機「パイオニア 2号J打ち上げ。

紫波町で夕方からの集中豪雨，日詰商庖街水びたし。

1 0日 欧州も異常気象。北部で豪雨，南部で熱風，ロンドンでは冷雨。

1 6日 午後 5時 5分有珠山爆発。

史上最大のマンモスの遺体をシベリアで発見。キパの直径25侃 0

2 0日 小型の台風 11. 12号が西日本に接近。

午後8時半銀河系観測ロケット「カッパー 9M型64号J打ち上げ。

2 2日 地震予知連絡会によると御前崎で異常沈降が続く。
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9 月

4日 午後，台風 15号紀伊半島に接近。

1 0日 午後，宮古で突然真夏日 31.6
0

C。

1 5日 午後 4時すぎ台風 18号，山口県下関北部に到達。九州では死者行方不明者 5名。

1 6日 台風 18号熱帯低気圧に変わる。

午後2時，東大宇宙航空研究所では第6号科学衛星 fEXOS- BJ ミュー 3H型3号機

打ち上げ。

2 9日 午後6時 13分，青森県西津軽郡に地震，震度 40

10 月

3日 気象庁の 2代目富士山レーダーが完成。直径 5m， 1分聞に 5周。北は北海道南部から南

は九州東部まで半径800加の探知能力をもち，世界ーの気象レーダー。

9年ぶりの部分日食ロ盛岡では午後3時20分すぎ欠け始め，最大食分直径の約 40%0 

6日 夜から 7日朝にかけ八甲田山山頂に初雪。

9日 アマチュア天文家藤川繁久さんが羽根田利夫さんに次いで新雪星を発見。赤経 10時23分

45秒，赤緯プラス 5度24分， しし座とろくぶんぎ座の境近くで光度 10.5-11等、

1 4日 小型の台風24号南西諸島に多量の雨をもたらしながら北上。次第に東に向きを変え那覇

へ接近。

2 0日 青森県西津軽郡に 2回の地震。午前6時22分K震度 3 同23分に震度 20

2 4日 夜，有珠山麓の洞爺湖温泉が雨のため泥流iζ襲われ，死亡 2人，行方不明 1人，負傷者 2

人，家屋全壊 1，半壊 2，床上浸水68，床下浸水 2700

11 月

2日 米カリフォルニア工科大学，天王星の輪の撮影に成功。

2 0日 東京都西多摩郡五日市町で 300万年前の古代象ポンピフロンスの骨の化石発堀。

12 月

1日 天気予報の精度を高め気候変動の予測に役立てるため，世界各国が協力し全地球規模で 1

年間気象観測を行う「第 1団地球大気開発計画世界天候実験Jがスタート。

鳥海山麓北側由利原高原で緑色凝灰岩層中に天然ガス鉱床を発見， 1日35，000m
3。

6日 エトロフ島を震源地とする地震。盛岡震度 4，八戸・宮古30

8日 午前 l時22分(県中央部)，同 3時37分(福島県沖)，同 7時49分〈伊豆大島付近)に

軽い地震。宮古・大船渡震度 2，盛岡 10 

1 0日 米国の金星探査機「パイオニア 2号J金星大気圏に突入。

1 9日 午後7時頃から雪が降り，盛岡では初積雪となる。

月
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1 月

3日 午後 11時44分頃地震。震源地宮城県沖，深さ 80加。大船渡震度 2，盛岡 10 

8日 盛岡で最高気温 11.1 ocを記録， 1月の気温として観測史上第 2位。

9日 盛岡で最低気温6.5
0

Cを記録，観測史上第 1位の暖かさ。

1 2日 盛岡で最高気温一1.1
0

C，今冬初めての真冬日。

1 5日 米中・西部で大寒波，シカゴー 28.3
0

C。

1 6日 午前4時 10分地震，震源地宮城県沖，深さ 60伽。盛岡・大船渡震度 2，宮古・石巻 10 

午後6時50分，イランでM7の地震。

2 月

3日

5日

7日

1 0日

1 2日

2 0日

2 1日

2 6日

3 月

3日

7 EJ 

1 2日

午後5時47分，太平洋岸で地震。震源の深さ 60伽。宮古・大船渡震度20

昨年千葉県安房郡で発見された化石の貝殻は頭足類「タコプネJと判明。

日本で世界初のミリ波使用衛星通信実験用の静止通信衛星「あやめjを打ち上げ。

「あやめJ失敗，行方不明。

真冬の強風〈盛岡で瞬間最大速度31.2m)，各地区被害。

午後3時33分，東北・北海道で地震。震源地は三陸はるか沖。震源の深さ 40伽。盛岡・

帯広震度30

2月の気温として盛岡気象台開設以来最高の 14.4
0

Cを記録。

我国初のエックス線天文衛星「はくちょう」打ち上げ。

北米大陸で北米としては今世紀最後の皆既日食。

米国の字宙探査機「ポイジャー 1号Jが木星の衛星イオの軌道周辺iと硫黄帯を発見。

「ボイジャー 1号」が木星の周囲iと環がある乙とを発見。

「ボイジャー 1号」がイオに地球以外の天体で初の活火山を発見。
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今回も多数の原稿があつまり，本誌も無事発行する乙とができました。つきましては今後投稿

される方は，以下の点に御留意下さし、。

1. 本文の鉛筆書きはなるべくさけて，ペン書きにして下さし、。

2. 図は，黒インクを使用し，本文中にはり付けないで，別の用紙に書いてお送り下さし‘。コ

ピー使用の場合は，鮮明なものをお願し叫‘たしますo
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一眼レフのパイオニア/
超接写から天体撮影まで

小型軽量システムの

アサヒペンタックス
-べンタックス特約販売庖

盛岡・材木町3-10 T E L白羽497・(51;8367

ニチカ(日本地科学社)の
標本、模型、野外用具、切断研磨機

オリンパス光学工業株式会社

f~ lIi 光顕微鏡

オリンパス岩手県サービスステーション

有限会社佐川屋器械庖
'I'i~問駅前通り 9 需 5 号 T E L (0196) 22 -4365 
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地学の学習と研究に

-ポラスター PO-KI型

(簡易偏光顕微鏡) PO-KIl型

・ポラビジョン P V -120型

(特許 .(~lIi光投影機) CPV-i20型

・ポラステレオ STP-1-3型

(伽i光実体凶l微鋭) P M-I・2型

地学用光学器械専門メーカー

認北辰光器製作所
〒168杉、.lfi.区久我山3-29-27T E L (03)334-7959 

畠で見てわかる地震波モデル実験装置

地球モデル実験装置
ご希望の方には資料お送 りゆしますので

お申込みください

地学研究用切断機&研磨機

⑧怠.. ，，，I--
〒113東京都文京区湯島 1-1 --10 (かくたビル)

Tel東京 (03)251ー0727(代表)

70年の伝統が生み出す・

東書の教科書
小学校用 新しい理科
中学校用新編新しい科学

I精選物理 I・精選化学 I
高等学校用 {物理 1. n化学 1.n 

l生物 1.n地学 1. n 

東京書籍株式会社東北支社
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代理庖

「二戸の地学」

スライドからムービーまで

カメラから顕微鏡まで

すべての撮影分野で

ご満足のいただける材料を

お届けいたします。

面白写 機庖
盛岡市本町通 1-7 -8 TEL52-2222~代)
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(有)岩本鉱産物商会・・・・・・各種鉱物切断研磨

額 成瀬器械
政岡市上回一丁目14番(一高凶)T E L (24) 5936(内

二戸、一戸地域の地質
理化学機器、・技術科用品・視聴覚教材・事務機器

et~l~・取量同宿
盛岡底盛岡市高絵 1丁目13番17号(理科部)

地学指導資料、遠足、

日曜ハイキングコースに
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