
赤城火山起源の後期更新世テフラの記載岩石学的特徴

坂田健太郎 1,＊・中澤　努 1

Kentaro Sakata and Tsutomu Nakazawa (2010) Petrographic properties of Late Pleistocene tephra layers 
of the Akagi Volcano, northern Kanto, central Japan. Bull. Geol. Surv. Japan, vol. 61 (11/12), p. 465-
475, 6 fi gs, 1 table.

Abstract: Petrographic properties of 12 layers of Late Pleistocene tephra which can be observed at the 
southeastern foot of the Akagi Volcano, Gunma Prefecture, central Japan are described. Detailed 
examination of these tephra layers reveals that Ag-Nm2, Ag-UP, Ag-KP tephras comprise a few fall 
units representing different refractive indices of orthopyroxene and hornblende crystal grains from each 
other. Furthermore, Ag-MzP3, Ag-MzP2, Ag-Nm2, and Ag-UP tephras represent largely different 
refractive indices from the property of the majority of the examined tephras. These petrographic features 
are important for identifi cation and correlation of these tephra layers.
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要　旨

群馬県桐生市黒保根町水沼の露頭にみられる主に赤城火
山起源の後期更新世テフラについて記載岩石学的特徴の
検討を行った．層厚の大きいテフラについては，降下ユ
ニットごとに検討し記載した．その結果，Ag-Nm2，
Ag-UP，Ag-KPには同一テフラ内でも異なる屈折率を
示す降下ユニットが存在することが明らかになった．こ
のような降下ユニットごとの屈折率特性の差異は今後の
テフラの対比・同定に有効であると考えられる．また
Ag-MzP3，Ag-MzP2，Ag-Nm2，Ag-UPの斜方輝石・
角閃石の屈折率は，一般的な赤城火山起源テフラの屈折
率から外れた特徴的な値を示し，対比に重要と考えられ
る．

1. はじめに

　我が国の大規模プリニアン式噴火起源のテフラのうち
幾つかは，降下ユニットごとに鉱物組成や屈折率など記
載岩石学的特徴が異なることが知られている（例えば
Hk-TPテフラ：新井，1972；新井ほか，1977，TCu-1
テフラ：中里，2002，TB-8テフラ：中澤ほか，2003な
ど）．また，降下ユニットごとに異なるという特徴その
ものが対比・同定の重要な根拠となるケースもある（中
澤ほか，2003）．しかしこれまで報告されてきたテフラ

の記載岩石学的特徴は，多くの場合，そのテフラを代表
する1層準（1点）のみの試料の検討によるものであった．
そのため実際に降下ユニットごとに記載岩石学的特徴が
異なる場合には対比において混乱する例もみられた（中
里，2001参照）．したがって従来から良く知られている
テフラでも，改めて降下ユニットごとに記載岩石学的特
徴を検討することにより，異なる結果が得られ，それが
その後の対比・同定の重要な手がかりとなることも予想
される．そこで筆者らは，過去に大規模プリニアン式噴
火を繰り返した赤城火山を題材とし，代表的な後期更新
世テフラの再検討を行なった．その結果，赤城鹿沼軽石
（Ag-KP），赤城湯ノ口軽石（Ag-UP），赤城行川第2軽
石（Ag-Nm2）といった極めて良く知られたテフラに，
従来知られていなかった降下ユニットごとの記載岩石学
的特徴の違いを見いだした．本稿ではこれらテフラの記
載を行なうとともに，従来報告された記載岩石学的特徴
との比較を行なう．また観察されたその他のテフラにつ
いても詳細な記載を行なう．

2. 試料及び研究手法

　赤城火山の活動は大きく古期成層火山形成期，新期成
層火山形成期，中央火口丘形成期に分けられている（守
屋，1968，1970；第1図）．本研究では，このうち新期
成層火山形成期から中央火口丘形成期に相当する噴出物
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Fig. 1       Distribution map of products of the Akagi Volcano.
Modified from Geological Map of Japan 1: 200,000 
“Utsunomiya” (Sudo et al., 1991).

Fig. 2       Index map showing location of the examined outcrop.
Base map is Geomorphological Map 1: 25,000 
“Kozukehanawa” published by Geographical Survey 
Institute.



Fig. 3　　Columnar section of the examined outcrop and histograms of refractive indices of orthopyroxene and hornblende crystal grains 
contained in tephra layers.









Fig. 4       Comparison of refractive indices of orthopyroxene and hornblende crystal grains in Ag-Nm2 tephra measured by this study 
with those reported by the previous study.
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Fig. 5       Comparison of refractive indices of orthopyroxene and hornblende crystal grains in Ag-UP tephra measured by this study 
with those reported by the previous study.



Fig. 6       Comparison of refractive indices of orthopyroxene and hornblende crystal grains in Ag-KP tephra measured by this study 
with those reported by the previous study.
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