
活断層・古地震研究報告，No. 2, p. 81-89, 2002 

揖斐川断層の活動履歴調査 
Paleoseismological study of the Ibigawa fault, central Japan 

 

 

吉岡敏和 1・粟田泰夫 2・佐々木俊法 3・田中竹延 4・柳田 誠 5 

Toshikazu Yoshioka1, Yasuo Awata2, Toshinori Sasaki3,  
Takenobu Tanaka4 and Makoto Yanagida5 

 
1, 2活断層研究センター（Active Fault Research Center, GSJ/AIST, yoshioka-t@aist.go.jp, awata-y@aist.go.jp） 

3, 4, 5株式会社阪神コンサルタンツ（Hanshin Consultants Co. Ltd., sasaki@hanshin-consul.co.jp, 
t-tanaka@hanshin-consul.co.jp, yanagida@hanshin-consul.co.jp） 

 

 

Abstract: We excavated three trenches on the Ibigawa fault, a left-lateral strike-slip active fault trending 
NW-SE direction in the northwestern Gifu Prefecture. The Ibigawa fault runs parallel to the surface 
ruptures associated with the 1891 Nobi earthquake, but no surface faulting was observed on the Ibigawa 
fault during the 1891 earthquake. We hope to assess its activity, segmentation and interaction of active 
faults in this area. The terrace surfaces formed in the Latest Pleistocene to Holocene around the trench 
sites, Tsuka area in abandoned Tokuyama Village, were divided into the Lower I, Lower II and Lower III 
terraces. Trench A is located on the Lower III terrace surface, and trenches B and C are located on the 
Lower I terrace surface. High-angle faults cut the terrace deposits and the surface soil layers on every 
trench wall. Deformed gravel bed in trench A shows the calibrated radiocarbon date of 2,000-1,900 cal 
yBP, and the surface soil covering the fault zone in trench C shows 1,200-1,000 cal yBP. These dates 
indicate that the age of the last event of the Ibigawa fault is between 50 BC and 970 AD. The penultimate 
event seems to have occurred between 5,600 BC and 800 BC. The left-lateral offset is measured to be 
about 6.5 m on the base of the Lower III terrace deposits in trench A, although the number of faulting 
events having produced this offset is still uncertain. 
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１．はじめに 

揖斐川断層は，岐阜県の美濃地方北西部を北西-南
東方向に延びる長さ約 20km の左横ずれ活断層であ

る．同断層は美濃帯の中・古生界堆積岩類中を通過

しており，それらに変位を与えている（脇田ほか，

1992）．この断層に沿っては直線状の谷地形が発達し，

断層のトレースが揖斐川の流路と一致しているとこ

ろが多い．このため，明瞭な断層変位地形が観察さ

れる地点は少ない．また，段丘面の分布も断片的で

あるため，この断層の活動性や活動履歴についての

検討は，これまでほとんどなされていない． 
揖斐川断層は，1891 年濃尾地震の際に活動した根

尾谷断層から分岐するように延び，また同じく濃尾

地震時に活動した温見断層と並走する（第 1 図）．し

かし，本断層については，濃尾地震の際に活動した

という記録はない（松田，1974）．このため，揖斐川

断層の活動履歴の解明は，活断層の連動に関する研

究にも重要なデータを提供し得ると考えられる．こ

のような認識の下，活断層研究センターでは，全国

主要活断層調査事業の一環として，揖斐川断層の活

動履歴調査を実施した． 
 

２．調査の概要 

 本調査では，まず断層全域の空中写真判読と地

形・地質の概査を行った．その結果，断層地形が比

較的明瞭と判断された断層中央部から西の約 15km
の区間について，詳細な地形・地質調査を行った．

詳細調査の結果，断層の西部にあたる旧徳山村塚地

区において，段丘堆積物を変位させる断層露頭が確

認され，その延長上の段丘面に直線状の低崖が観察

された．これらのことから，断層はこの段丘面を変

位させているものと判断し，これらの段丘面上にお

いてトレンチ調査を実施した． 
 

 ３．トレンチ調査地点の地形 

 調査地点は徳山ダム建設に伴い廃村となった旧徳

山村の塚地区（現藤橋村）で，断層を横切って上下

3 段の低位段丘面が分布する．これらを上位から低

位 I 面，低位 II 面，低位 III 面とする（第 2 図）．段
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丘面の形成年代を示す資料はこの地点では得られな

かったが，低位 I 面は下流で AT を直上に載せる面に

対比されることから，およそ 2.5 ないし 3 万年前と

推定した．また，低位 III 面は風化火山灰層を載せな

いが，下流で縄文時代前期の遺跡（岐阜県文化財保

護センター，1995）を載せる面に対比されることか

ら，約 5 千年前以前の完新世と推定した．低位 II 面
については具体的な年代情報はないが，上下の段丘

面との関係からおよそ 1 万数千年ないし 2 万年前に

形成されたと考えた． 
 低位 I 面上には，比高 1-2m 程度の直線状の崖が認

められる．この崖の延長上にあたる段丘崖には，前

述のように段丘堆積物を変位させる断層露頭が確認

されていることから，崖は逆向き低断層崖と推定さ

れる．なお，この崖の南東延長上には低位 II 面と低

位 III 面が分布するが，それらの面上には低断層崖等

の変位地形は見られない． 

 

４．トレンチ壁面の記載 

 トレンチは，低位 III 面上で低位 II 面との境界の段

丘崖に沿うように 1 カ所（A トレンチ），低位 I 面上

の直線状崖を横切るように 2 カ所（B および C トレ

ンチ）の，計 3 カ所で掘削した（第 2 図）．このうち

A トレンチでは，断層の横ずれ変位量を見積もるこ

とを主な目的とし，B および C トレンチでは，断層

の活動履歴の把握を主な目的とした． 
 
 4.1 A トレンチ 

 A トレンチでは，下位より，基盤岩を覆って分布

する本流性の円礫層および砂層（V 層），それを覆う

支流性の亜円礫層（IV 層），斜面堆積物と考えられ

る不淘汰な礫層（III 層，II 層），および腐植質の土壌

（I 層）が観察された（第 3 図）．このうち，V 層が

低位 III 段丘を形成した堆積物であり，IV 層～II 層は

同段丘離水後の 2 次的な堆積物と考えられる． 
 断層はトレンチの東寄り，西寄りの 2 カ所で確認

された（第 5 図）．断層面はいずれも高角度で，東寄

りの断層は基盤岩の破砕帯を伴い，V 層の基底に変

位を与えている．西寄りの断層は非破砕の基盤岩と

V 層との明瞭な境界として認められ，III 層以下の地

層を変位させ，II 層に覆われる（第 3，4 図）．いず

れの断層も V 層の基底を南西側が隆起するように変

形させているが，これは段丘崖の左横ずれ変位によ

る見かけ上のものと考えられる． 
横ずれ変位量を見積もるため，トレンチ壁面を段

丘崖に向かって掘り込んで V 層の縁辺を追跡した．

その結果，V 層の基底の形状は完全には復元できな

かったが，地形および V 層中のチャネルの連続から，

V 層の流路の方向はおよそ第 5 図でオレンジ色の破

線で示した方向と推定できた．V 層基底の形状がほ

ぼこれに並行だと考えると，黒破線で示したように，

北東側の断層で約 2.5m，南西側の断層で 4m 程度の

左横ずれ変位を見積もることができる（第 5 図）． 
 
4.2 B トレンチ 

 低位 I 面上で掘削した B トレンチでは，段丘堆積

物の礫層と基盤岩が接する高角度の断層面が観察さ

れた．断層は見かけ上，南西側隆起で，段丘堆積物

の基底に 2m 以上の上下方向のずれを与えているの

が確認された．しかし，このトレンチでは上部が削

剥され，断層の南西側では基盤岩が直接地表直下に

分布していたこと，また断層変位を受けた堆積物か

ら年代資料が一切得られなかったことから，段丘面

形成以降の断層活動について，活動年代を限定する

ための情報は得られなかった． 
  

4.3 C トレンチ 

C トレンチでは，基盤岩上に亜円礫ないし角礫か

らなる礫層（F 層）が分布し，その上位にローム質

シルト層（E 層），黒色の腐植質土壌（D 層），やや

淡色の腐植質土壌（C 層），礫混じりの土壌（B 層），

表土層（A 層）が分布する（第 6 図）．このうち，F
層が低位 I 段丘を形成した堆積物と考えられるが，

やや不淘汰で角礫を多く含むことから，本流性の礫

層ではなく，支流による堆積物と考えられる．断層

は基盤岩と礫層との境界から礫層内部に続き，少な

くとも D 層中部までを，見かけ上，南西側隆起に変

位させている（第 6，7，8 図）．C 層と断層との関係

は明らかでないが，断層は少なくとも B 層には覆わ

れている．D 層の基底には約 1m の上下変位が見ら

れるが，F 層基底の変位量は確認できない． 

 

５．年代測定結果と断層の活動時期 

トレンチ壁面から得られた試料の放射性炭素同位

体年代測定結果を第 1 表に示す．A トレンチでは，

断層で切られた IV 層に挟まれる土壌から，Stuiver et 
al.（1998）による暦年較正後の値（1σ）で，BC 50 - 
AD 70 年（約 2,000 - 1,900 cal y BP）の放射性炭素同

位体年代値が得られた．C トレンチでは，断層によ

って切られている D 層中部から，同様の暦年較正値

で BC 1960 - 1760 年（約 3,900 - 3,700 cal y BP）およ

び BC 2450 - 2200 年（約 4,400 - 4,200 cal y BP）の年

代値が得られている．一方，C トレンチで明らかに

断層を覆う B 層からは，AD 780 - 960 年および AD 
790 - 970 年（ともに約 1,200 - 1,000 cal y BP）を示す

年代値が得られた．これらの年代値によると，揖斐

川断層の最新活動時期は約 BC 50 年以降，AD 970 年

以前（約 2,000 cal y BP 以降，約 1,000 cal y BP 以前）

と考えられる． 
なお，C トレンチの南東側壁面では，断層の見か

け隆起側で BC 820 - 780 年（約 2,800 - 2,700 cal y BP）
の年代を示す黒色土壌が直接 F 層を覆っている．こ

の土壌はその年代値から，D 層の上部に相当すると

見られ，当時 D 層が断層を横切って堆積していたと
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考えられる．これに対し，BC 1960 - 1760 年 以前の

年代を示す D 層の中部以下は，断層の隆起側には分

布しないことから，より大きく変位していると推定

される．したがって，D 層堆積中（BC 5550 年以降，

BC 780 年以前）に，少なくとも 1 回の断層活動があ

った可能性がある．A トレンチの結果に基づいて，

断層の最新活動時期を約 BC 50 年以降とすると，D
層堆積中の活動はそれに先立つ活動と考えられる． 

 

６．考察とまとめ 

 以上の結果から，揖斐川断層の最新活動時期は約

2,000 年前以降，約 1,000 年前以前と考えられる．そ

れに先立つ活動としては，D 層堆積中（BC 5550 年

以降，BC 780 年以前）に少なくとも１回の断層活動

があった可能性がある．変位量については，低位 III
段丘堆積物の基底形成以降（すなわち低位 II 面形成

以降），左横ずれ 6.5m 程度と推定されるが，これが

何回分の活動によるものかはこれまでのところ明確

にできていない． 
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第1図．揖斐川断層とその周辺の活断層（活断層研究会，1991による）．
Fig. 1. Location map of the Ibigawa fault and other main active faults in the surrounding area 

(after Research Group on Active Faults of Japan, 1991).   

第2図．トレンチ調査地点周辺の地形．
Fig. 2. Topographic map of the study area showing the locations of three trench sites.



吉岡敏和・粟田泰夫・佐々木俊法・田中竹延・柳田　誠 揖斐川断層の活動履歴調査

��
��

���
�

��
��

��
��

��
��

��
��

���
�

��
��

��
�

�
��

�

� �� ���

��

�

�

�
�

�
�

� � � � � �

�
��

��
��

第
3図
．

A
ト
レ
ン
チ
北
西
部
の
ス
ケ
ッ
チ
．

Fi
g.

 3
. L

og
 o

f 
th

e 
no

rt
hw

es
te

rn
 p

ar
t o

f 
th

e 
tr

en
ch

 A
.

第
4図
．

A
ト
レ
ン
チ
北
西
部
の
壁
面
写
真
．

Fi
g.

 4
. T

re
nc

h 
w

al
l o

f 
th

e 
no

rt
hw

es
te

rn
 p

ar
t o

f 
th

e 
tr

en
ch

 A
.



吉岡敏和・粟田泰夫・佐々木俊法・田中竹延・柳田　誠 揖斐川断層の活動履歴調査

�
��

�
�

�����

��
��

�����

��
���

基
盤
岩

I
層
お
よ
び
I
I
層

（
斜
線
部
は
盛
土
）

I
I
I
層
お
よ
び
I
V
層

V
層
（
本
流
性
円
礫
層
）

V
層
（
チ
ャ
ネ
ル
埋
積
砂
層
）

V
層
基
底
の
縁
辺

V
層
チ
ャ
ネ
ル
の
縁
辺

V
層
（
支
流
性
堆
積
物
）

第
�図
．

�
ト
レ
ン
チ
の
平
面
図
．

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�

��
��

��
�

�



吉岡敏和・粟田泰夫・佐々木俊法・田中竹延・柳田　誠 揖斐川断層の活動履歴調査

����� �� ��� � ���

����� �� ���� � ����

�

�

�

�

�

�

�

� � � � � � �
�

�

�

�

�

�

���� �� ��� � ���

���� �� ��� � ���

���� �� ��� � ��� ���� �� ��� � ���

����� �� ���� � ����

���� �� ���� � ����

���� �� ���� � �������� �� ���� � ����

���� �� ���� � ����

���� �� ���� � ����

�

�

�

�

�

�

� � � � � � � �

�

�

�

�
�

�� ����

�� ���� ������� ������

第�図．�トレンチ両壁面のスケッチ．
���� �� ���� �� ��� �� ��� �� ����� �� ��� ������ ��



吉岡敏和・粟田泰夫・佐々木俊法・田中竹延・柳田　誠 揖斐川断層の活動履歴調査

第7図．Ｃトレンチ北西壁面の写真．
Fig. 7. Northwest wall of the trench C.

第8図．Ｃトレンチ南東壁面の写真（左右反転）．
Fig .8. Southeast wall of the trench C (mirror image).
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