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北西九1州佐世保層群．中のある漣痕
漣痕によつて水流の方向を推定した一例

沢　田　　秀　穗＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R6sum6

0n　Some　Ripple　Marks　f1om　Northwestem　K画sh藪，Japan

by

Hideho　Sawata

命

　　　　　In　the　spring　of1952，the　writer　had　an　oppo盤upity　to　study　the　ripple　marks董n　the

most　prominent　coal飴1（i　on　producing　strong－coking・coal　in　the　northwestemK：y五sh廿，Japan．

　　　　The　ripPles　are　obser▽ed　in　the　sandstone，the　upPer．part　of　“Sasebo　group”　of

：Miocene　age，in　hanging　wall　at　H三gashi　Entry　of　Nittetsu　Mi11．Co．（Fig．2）．The　sand－

stone　with　the　ripple　m白rks　covers　the　coal－seam“Matsu・ura・sanzyaku”（worked　in　the

Higashi　Entry），and　the　mudstone　which　conta1n　Co痂6躍召卿α劾5吻J　SuzuKI　takes　place　of

the　sand＄tone　in　some　parts．The　strata　in　this　area　show　a　monoclinal　structure　wit五

dip　of10－150　NW．

　　　　　The　r1pple　marks・obsefved　are　shown　in　Table2a血d　Figs．3－5．　Fifty　percent　bf

them　are　the　water　current　ripples，36percent　the　wave　ripples，and14percent　the　inter－

ference　ripPles．．、

　　　　　The　wave　length　of　the　ripples　a重e　classified　into　eight（ンlasses　in　scale　and　sわown

in　Figs．6－9．The　prevalent　one　is　seen　in　the　w3ve　Iength　of41－50mm。　：No　charac・

teristic　is　known　in　the　horizontal　dlstribution　of　the　wa▽e　length．

　　　　　The　amplitude　of　the　ripples　are　class迅ed　into　seven　classes　in　scale　and　shown　in

Figg．1G－13．　The　amplitude　of　the　ripples，1ess　than5㎜，o（》cupy　the　half　o圭all　in　fre・

q厚ency’．No　characteristic　is　known　in　the　horizontal　distribution　in　theε皿plitud60f

riPPles。

　　　　　The　maximum　values　of　the　wave　length　and　amplitude　of　ripples　amomt　to2，000－

3，000mm　alld400mm　respectively．　The　ripPle　showing　these　values　is　believed　to　be　the

“sandwave”．

　　　　　The　ripples　shown　in　Figs．4and5、are　particulaτones。　The　former　is　a　compound

「iPPle，its　wa▽e　length　being350－500mm　and50mm，While　the　latter　has　a　relatively

larger　amplitude（10mm）for　wave　length（35卑m）．
　　　　　Th6ripPle　index（or　rat三〇）is　shown・in　Figs．14－17．　The　horizontal　distribution　of

the　index　is　shown　in　Fig．18．The　maximum　value　of　ripPle　in4exlis　known　by501n　the

water　current　rlpp玉e　while　the　minimum（》ne3．5（Fig．5）

　　　　　The　peaks　of　the　ripPles　are　generally　sharp，founde（i，wel】瞬rounded，or　their　com－

pound　in　pr6負1es（Figs．3－5），which　r註n　straight　or　cur▽ed（Fig。3。2），Two　examples　of

the　interference　ripPles　are　shown　in　photO．’1　an（i2。

　　　　　Theareascontainedripple台areextended　mostly　in2m×2m　or　more，the　most
of　them　being3m×6m　or　more．The　ripples　on　the　same　bedding．p！ane　are　aII　alike

in　type，ln　scale　and　tbe　trends　of　their　peaks　with　valleys　also　the　same．　The　actual

areas　of　the　ripPles　are　supPo串ed　to　be　mI）re　larger。

　　　　　The　rocks　on　the　rippIes　are　usually五ne　sandstone（0ユ25－0．25mm　in　diameter）in

any　case．　As　to　the　rocks　underlying　tりe　ripple，excepting　the．flne　sandstone，no　ot五er

rocks　are’yet　known．　After　R．Mat5umoto　and　K．KUbo，san（1stone，hangin曾wa110f　the

“Matsu・ura・sanzyaku”in　this　region戸　shows　the　grain－size　graph　having　the　peak　of

O．589－0．246mm　and　secδnd　peak　o｛0・104－0．074mm・

　　　　　The　orientation　of　the　ripples　is　shgwn　in　Figs．19，20and21．　And．that　of　the
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water　cu：rrent　ripple　is　shown　b泣the　two　orientations　in　the　both　sides　of　its　peak（e琴ch

is　added　as1／2time　in　frequency）．The　orientation　of　the　magnetic　one　in　the　place　at

that　time圭s　shown三n　F至gs．P19，20．

　　　　一If　the　orien毛ations　of　the　interference　ripPle　are　ana｝ysed，they　are　adde（i　to　the

frequency　of　the　water　current　and　wave　ripPles．

　　　　The　most　preva1ent　orientations　of　the　ripples　are20－300and210－2200、（Figs。19，

20＆21）which　coincide　roughly　with　the　elongated　course　of　the　mudstone　patches　in

the　sandstone　tongue　sliown　by　Matsumoto　Pand　Kubo（Fig．22）．After　these　authors，the

elon名ated　course　of　the　sandston6Shows　the　general　direction　of　the　water　current　in　th1s

region．　And　the　one　of　the　mudstone　patches　suggests　the　local　water　cprrent　direction

in　the　sandstone　tongue。　丁血us　the　prevalent　orientation　of　the　ripPles　may』corresponds

to　the　Iocal　water　current　direction，in　genera1，至n　so　far　the　region　as　the　ripPles　are

observed．

　　　　Fig．21shows　the　supposed　direction　of　the　local　water　current　at　the　time　of　mark・

ing　the　ripples　from　the　ripple　marks即d　mudstone　distribution。

　　　　After　Bucher，W．H．（1919）etc．，「the　ripples　described　here　may　be　formed　under

the　water　cu∬ent・of　O．26－0．83m／sec．±in　velocity　and　O．01－0．18m　in　depth・　These　con－

ditions　seem　to　coincide　witb　the　one　of　water－way　in　a　calm　Iagoon　supposed　from　other

geologic　observations。
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北西九州佐世保層群中のある漣痕　（沢田秀穂）

i．緒　　言

　筆者は1952（昭和27）年，北西九州佐世保炭田地区に

、おいて漣痕を調査する機会を得たが，その際，漣痕によ

つてそれを有する地層の，堆積当時の水流の方向を推定

でぎるような例を得たので，こXに報告するるなお本調

査にあたつては，日鉄鉱業株式会祉および同社北松鉱業

、所技術部鉱務課木村栄太郎氏から種々便宜を与えられ

た。記して深謝の意を表する。

2．漣痕の水平的および垂直的分布

　こ』に記述する漣痕は日鉄鉱業北松鉱業所鹿町炭鉱第

1坑東坑にあつて，その水平エソドレス坑道から東坑卸

にわたり，延長約1，500mの間にみられる（第1図）。

漣痕はすべて坑道の天井に観察されるが，層序的位置か

らいえば，爽炭第三系である佐世保層群中の柚木層の上

限にある炭層，松浦三尺の上に最初にくる砂岩の下限

と，これから上約1mの蘭にみられるものである（第1

表および第2図）。ちなみにこの松浦三尺炭は日鉄鉱業

鹿町炭鉱における稼行炭層であり，この地域の地層はほ

壁北西に向つて10～150傾斜する単斜構造を示し，また

第22図に示したように，松浦三尺の上盤の泥岩中には
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3．漣痕の形態

　3．1本調査においてしられた漣痕およびこれに似た

痕跡は，第2表およ，び第3～5図に示したようなもので

ある。このなかには漣痕であるか，それとも大きな木の

みきのようなものであるか，不明のものがある（以下述

べるところの数値にはこれら不明の点のあるものをのぞ

く）。またそのほかに，まず確実に木のみき’であろうと思

われる痕跡も発見された。なお記述する漣痕は，調査当

時，その坑道においてみられた偉とんどすべての漣痕を

示すものである。

　3．2これらの漣痕のうち，垂直断面が非対称的で，通
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Table2　0bserved　Data　on　the　Ripples
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常加流の作用によつて形成されたとされる水流漣痕註1）

がもつとも多く50％，次に多いのは，対称的な垂直断面

をもち，多く波の作用によつて生ずるとされる波漣痕註2）

で36％，水流あるいは波のいずれか一方または両者に

よつて生じ，2つあるいはそれ以上のそれらの作用の，

相互作用などの結果生じたとされる変態漣痕註3）が14％

をそれぞれしめるQ

註1）Water　curreht　ripple（今井孚次郎，地暦学，1931）

註2）Wave　rlPPlemark（今井，前出），今弁はこの本で，波漣痕は

　　　完全な鋤醸亀ねす斜面亀有するのが特徴であるといつているが，

　　　Evans，0．，F．（RipPle　marks　aid　geologists，　「晒70rld

　　　Oil，Oct．1952）は波漣痕に劃欝的のものと，非劃1欝的¢）ものと“

　　　があるとし，後蕎’は波の破砕帯に生ずるとしている。筆嵩の観察

　　　するところでも波漣痕中にも非劃聡的のものがあることは明らか

　　　とナぶつて覧、るo

・駐3）今井（前出）によれば，水流漣痕の一種の饗態として，舌状漣痕

　　　（Linguoid　ripples），菱歌漣痕（Rhomboid　ripple　mark），

　　　既成水流漣痕に方向の異なる比較的弱い水流作用が及ぶとき生ず

　　　る水流斜交漣痕（Curren亡cross　ripPles），既成波漣痕がさ

　　　らに波痕作用の影響をこうむつて生．ずる干渉漣痕（lpterference

　　　ripple）？よ・どカsあるとセ、う。

　　　　菱状漣痕については今井はその生成機構については不明の駄が
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3．3波長註4）についてみると，これを30～40mm，41

多セ・、としているが，Woodford，A。0．（Am，」．Sc．，5th

Ser．Vo1．29，1935）は流速の大きな水流が非常に穫いと二ろな

ながれてある程度おそぐなり，砂質ときには泥質の底にこれを益．

ず“るとしているo
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北西九州佐世保層群中のある漣痕　（沢田秀椿）
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　　　　　　　　　　　　ripPle　mark　samples・

・》50mm，51～100mm，101《450mm，151’》200mm，

201～’500mm，『501～1，000mmおよび1，001～3，000

卑mの8級にわかち，その頻度をグラフに示せば第6～

9図のようになる。この図からも明らかなように，波長

41～50mmのものが最も多い。奪た波長の水平分布に

はなんら特性をみいださない。
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i注4）　漣痕の波長とは一つの峯から隣の峯，まナニは一つの谷から隣の谷

　　　までの間隔にあたり，実際の測定にあたつては峯力’ら峯までの問

　　　隔をはかるのが便利な場合が多いo

　　　Fig．9Graph　showing　the　frequency　of　the

　　　　　　wave　length　of　the3interference

　　　　　　　　　　ripPle　mark　samples

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

波高誰5）について，これを2mm一，3〆》5mm，6～’10

註5）　漣痕の波高とは，漣痕の頂きガら谷底までの垂直距離をい』，実

　　　際の測定にあたつては，図のように，漣痕の頂きカ’らとなりの項

　　　きまで李坦．なものをわたし，その李坦な下面に垂直にものさしを

　　．あて，谷底力・ら李坦な下面までの距離（h）をよめばよセ・。
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Fig．13　Gτ・aph　show量ng　the　frequency　of　the

　　　height　of　the3interference　ripple

　　　　　　　　　mar奪samples

それぞれ2，000’）3，000mm，400mmに達する註6）Q
mm，11｛’15mm，16《・20mm，21’》150mm，151～400

mmの7級にわかち，その頻度をグラフに示すと第10

～13図のようになるo図によつてもし。られるように，5

mm以下の波高を示すものが半数をしめる。波高の水

平分布には特性がみとめられない。

　波長・波高の最大のものは，水流漣痕の一例であつて

註6），今井（前出）によれば，このように特に侵大な漣痕はこれを砂渡

　　　（Sand　waves　or　tidal　Sand　ridges）とよび，またPara－

　　　ripples，Meta－ripplesなどの名が輿・えられていて，理論上こ

　　　れらの畏「大なものは眞の漣痕ではなく身多少その意味を異にする。

　　　Gilbeft，G．K．（The　transportation　of　debris　by　mn．

　　　n圭ng　water，U．S．G．S．Prof．Pap．86，1914）はこれをanti－

　　　dmes（今井の逆行砂丘）とよび，Bucher，W。H．（On　rip－

　　　ples＆related　sedimentary　surface　forms　and　their・
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F孟g．14　Graph　showing　the　fre－

　quency　of　the　ripPle　index

　　（or　ratio）　of　the24ripPle

　　　　marksamples

　特殊な漣痕としてあげられるものは，第4図および第

5図に示したものである○第4図に示したものは，大ぎ

な漣痕の表面に小さな漣痕がみられるもので，大きなも

のの波長は350～500mm，波高は20《・100mm，小さ

なものめ波長は50mm，波高は3mmである。一種の

変態漣痕といえよう。第5図に示したものは，波長に比

して波高の大きなもので，波長35mm，波高10mm

を示す。

　波長と波高との比すなわち漣痕率（：Ripple　ind鐸or

ratio）とよばれるものをとつて，その頻度を全漣痕・波

漣痕・水流漣痕および変態漣痕についてグラァに示せば

それぞれ第14～17図のようになる。漣痕率の水平分布

をみると，東西方向に変化があつて東側がもつとも大，

中央がもつとも小で，西側がその中間にあるよ5にも思

われるが，現在の資料では，特にはつきりした傾向を求

めることは無理であろう（第18図）。なお各型の漣痕を

paleogeographic　interpret＆tion，Am．」．Sc．，4th　Ser，

VoL　XL　VII，Nα279，1919）ばregressive　sand　waves

（今井の退行砂浪）とよんでいて，これらの砂浪は普通の漣痕を生

成する水流よりはるかに流速の大きい水流により生じ，砂浪全鰹

として上流に向い逆進する性質塗有する。そしてその全形は劃穣

的で，緩漫で扁李ね円味ある嶺を有する。さらにこれより流速が大

となる時生ずるものが眞の意味の砂漢で，下流に向つて前進し，

前進砂浪ともよばれるoつぎにその流速が逆に減じてそこの砂浪

が非封総の漣痕に礎形したものをBucherは｝neta－ripples
とよんだ。

Evans，O．F．（前出）によれば，このような亘大な漣痕は潮
流によつて屋じ，從つて海の環境を示すという。

第2圖一3に示したものもおそらく砂痕に屡するものと思われ

るo
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Fig．15　Graph　showing　the　frequency　of

　the　ripPle　index　of　the10current

　　　　ripPle　mark　samples
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Fig．16　Graph　showing　the　frequency　of

the　ripple　index　of　the　g　wave　ri加le

　　　　　mark　samples

通じて，最大の漣痕率は水流漣痕の一例が示した50註7），

最小のものは第5図に示した波漣痕の一例にみられ，3

1／2である。

　3．4波の頂き’は垂直断面では第3・》5図に示したよう

に尖つたもの，まるみをおびたもの，非常にまるいもの，

註7）今井（前出！は「漣痕頚が20～50以上に蓬する時は風成因に周す

　　るものであることを推知せしめる」といつているo
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4．漣痕のみられる面積

　大部分の漣痕は2m×2m以上の広さでみられ，3m

×6mまたはそれ以上の広さにわたつてみられるものも

少なくない。これらの面積内で嫡，同一層面上の漣痕昧

同一種類，かつ同一の規模であり，かつその峯や谷の方

向（すなわち漣痕を生じた水流の方向に直角な方向）は

ほとんど一定であるρそしてこΣに記した面積は，その

ム

凸

ム

5　　鯉

栖一駒一，

　z5　20　2ヲ　50
メ？ノ即な　〃ンd6κ・でλ／乃ン

Fig．17　Graph　showing　the　fτequency　of

the　ripPle　ind6x　of　the3　interference

　　　　ripPle　mark　samples
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球g。18　Horizont＆I　Distribution　of　the　Ripple　Index

2つ以上の頂きの複合したものなどがみられる。平面的

には，嶺が直線状をなすもの，若干屈曲するもの（第3

図一2）などがしられる。変態漣痕においては図版1およ

び2に示したようなものがみいだされる。

漣痕を有する層面が露出している面積であつて，偶然的

なものであり，漣痕が実際に存する面積は，こXに記し

たそれよりもはるかに大きいものであろ’5と思われる。

8一（366）
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図版1　変態漣痕（干渉漣痕）の一例　平面の写真は層面の下面を示す（撮影　正井義郎）

　Photo．1An　Interference　RipPle　Mark（A），Pro丘1es　and　negative　plan．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Photo．by　Y．Masai）

5．漣痕を有する岩石

　漣痕の上位にくるものはすべて細粒砂岩（0．125～0．25

mm）であつて，下位にくるのは細粒砂岩がしられてい

るが，ほかにどんな岩相のものがくるか，現在坑内が充

てんずみのため不明のものもある。漣痕の上・下位にく

る岩石についての粒度分析はまだ行われていない註8）。

註8）松本隆一・久保恭輔（北松炭田炭質調査報告，地質調杢所，未公
　　刊）によれば，本域の松浦三尺上盤の砂縁およびはさみの粒度分
　　析結果は，28～60mesh（Tylerr，孔眼寸法0．589～0．246mm）
　　のものが多く，次に150～200mesh（丁郭err，孔眼寸法0．104
　　（・0．074mm）のとこノ）に小さいpeakをもつた型になり，これ
　．は灘内唯積物であること麺示し，沖の三角洲墾であるというo

6．漣痕の方位

　漣痕の示す嶺に直角な方向で，かつ波漣痕においては

’その相反ずる2方向，また水流漣痕においては，その垂
　　　　　　　　　　　　　　　みなしも
直断面における急な斜面の側すなわち水下側の方向を漣

痕の方位とし，これを各漣痕について測定して図上に示

すと第19・20函および第21図のようになる。た聖し方

位の数値は測定当時の測定位置における磁針方位によつ

て示し，その真北からの偏差は西へ約50である。

　この場合・渋漣痕については，その方位は2つの相反

する方向を示すものとしてその頻度をV2とし，両方の

9一（367）
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北西九州佐世保層群中のある漣痕 （沢田秀穂）

方位の頻度にそれぞれ加え，変態漣痕については，その

複合して生じている嶺の方位が明らかにいくつかの方位

にわけて測定できるものにつき，水流漣痕および波漣痕

にならつてとりあつかつた。

ていない例の方が，

い）註12）。

そうでない場合よりもはるかに多

7．漣痕の方位と上盤砂岩中の泥岩の

　　パッチとにょる含漣痕砂岩堆積

　　　　当時の水流の方向の推定

　第19・20図および第21図によづてもしられるように．，

この区域の漣痕の方位は，20～30。および210～2200が

もつとも頻度が大である。この方位は，松本隆一・久保

恭輔によつて示された松浦三尺炭の上盤の岩相図註9）（第『

22図）中，この区域の大部分をしめる砂岩のなかにみら

れる泥岩のパッチの延長方向とほ攣一致するものであつ

て，松本・久保のとくように註10），この上盤の砂岩舌状

帯の延長方向が，その堆積当時の水流の方向を示すもの

であると考えると，この小さな泥岩のパヅチは，その舌

状砂岩帯中の，さらに局部的な水流の方向を示すものと

考えてもよいであろう。そして上記の漣痕における卓越

した方位が，ほ怠この局部的水流の一般的な方向を示す

ものと考えることができよ5。

　さらにそれぞれの漣痕の方位と，上記の泥岩のパッチ

の延長方向とをくらべつつ，この含薩痕砂岩の堆積時の
㌔
水
流 の局部局部の方向を推定して第21図を作つた註1p。

これによると，少数の例外はみられるが，大部分の漣痕

はそれぞれの位置における漣痕生成時の水流の方向を示

しており，それらを綜合してある区域内の，含漣痕砂岩

堆積時における水流の方向を推定することができると思

われる（なお現在までに北松地域において筆者が観察し

たかぎりでは，同一砂岩中，厚さ約2m以下の範囲内

では，そのなかにみられる漣痕の方位がほとんど変つ

註9）　松本・久保，前出

註10）同前，ねおこの岩相図（第22図）は，その実線部については，全城

　　にわ㌃つてつくられた問隔約50mの水李坑遁およびいくつガの

　　卸坑道によつて連纏i的に観察し，また破線部については炭膿側の

　　作成にカ㌧る各観察地点に都ける炭柱図を用セ・て作図されたもの

　　である。

註11）第21図において，同一地点に異なつ伽方位の漣痕のあるのは，

　　攣態漣痕において2つの方位を認め得牝もの，若干の厚さ（数10

　　cm以下の程度）塗へだてて2つ以上の方位の異なる漣痕のある

　　もの，同一漣痕で嶺が屈曲しているもののいずれ力略ある。な灘

　　第22図に松本・久保の示しt水流の方向は力聡らずしも矢印の方

　　向にのみあるのではなく，その反繋の方向にも水は流れ距と筆者

　　は考える。そして第20図に示し牝漣痕の：方位中，：大略北東に向う

　　ものと，南西に向うものとがあるあは，水流がごく短時間内にこ

　　の2つの方同にむき塗力’えて存したものであろうと思われる。な

　　ぎ波漣痕の方位が，水流漣痕のそれと同様に，水流の方寧を示す

　　と思われるものが多やのは，牝浅牝ま嘗時の波が水流と同一方向

　　に動砂ていたのヵ’，それとも披漣痕と普通いわれるものでも，水

　　流によつて生ずるものがあることを示すかであろうと思われる。

註12）粒度と流速については次のような諸氏の実験および観察結果があ

　　る（いずれもBucher，W．H．，On　ripples　and　related
　　s6dimentary　surface　forms＆their　Paleogeogrεしphic

　　interpreta†ion，Am．Jour．Sc．，4th　Ser．，Vo1．XL　VII，

　　No．279，1919による）。

（1）水流漣痕

Gilbert（1914）によれば，粒子・をうごカ・すに必要な大膿の流速

は

李均直脛0．4mmの細粒砂，水深0．13mのとき流速0。26

　m／sec。

Blasius（1910）の水流漣痕に關する実験結果では

卒均粒径0．4mm水深0．03mのとき　流速0・303m／sec・
Hahmann（1912）によれば波長12．87cmのもので1

　李均粒穫1．0～0．Omm水深constant，流速0．375m／sec．

Gilbert（1914）の資料につきBucher，W．H．が推定し燭の
　（1919）で荏ま

　波長17．8cm一波高1．3cm入／h昌14一・のもので　流速？士

　　0．45m／sec．
Gilbert（1914）によれば

　卒均粒径（mm）　　水深（m）　　流蓮（m／sec・）
　　0．3　　　　　　　　　　　0。02～0冒06　　　　　0．31～0．51

　　0。4　　　　　　　　　『　　0．02～0．14　　　　　0．33～0．83

　　0．5　　　　　　　　　　　　　0．02～0．18　　　　　　0．34～0．83

　　0り7　　　　　　　　　　　　0．02～0．15　　　　　0．27～0．89

　観察結果としては

　Sorby（1908）によればcreekにおいて波長10・2cm波
　　高0．9cm入／h謡11　粒穫不明，水深不明，流速0。305

　　m／sec．

（2）波漣痕

De　Cando11e（1883）によれば

　波長2．2ん2。8cm粒樫“dust∫’
　　（0．2）m／sec．

Darwin（1883）によれば

水深0．05mm　流速

波長（cm）　　粒穫　　水深
1．4　　　　　　　　　　constant　　　constant

1．7　　　　　　　　　　do。　　　　　　do．

1．75　　　　　　　　　　　do．　　　　　　　　db．

2．1　　　　do．　　Uo．
2』4　　　　　　　　　　do．　　　　　　do．

流速（m／S¢C．）

　0．06戸》0。14

　0．16

　0．19

　0．25

　0．33

、（3）退行砂浪

　実験結果
　Gilbert（1914）が波長60～90cm，波高1・5cm，入／h嵩40～

　　60の砂痕について行つ牝亀のによると・

粒穫（mm）

0．3

0．4

0．5

李均流速（m／sec．）

　0．72＾ゾ｛）。99

　0．76～1．20

　0．83～1．36

水深（m）

0．01～0．05

0．01～0．07

0．02～0．07

観察結果
　Comish（1901）．Kindle（1917）およびBucher（1919）な

どのものがあるが，これちには流速の明らカ’にされ㍗ものがな

い。た愛Comish（1901）のものでは波侵147cm，λ／h壽17。

干潮時に露出するもとDで，外洋濾岸にあるものについては，そ

の地点のSE20哩の点で，海岸から7哩沖で潮流の流蓮1～2

m／sec．という記録がしられている。

上記資料の示すところによれば，本報告にあらわれた漣痕のの

こされている砂岩の粒度では，この砂を運搬し牝水流について

は水深0．01～0．18mの雄，流速は6。26～0・83m／s“c・程

度のものと思われる（たダし退行砂浪においては，同様の粒度

都よび水深の場合でも，流速はこれよりや》大であつ牝と考え

られる）。この流蓮は時速になおせば0．5～L6ノツトにあたる。

このようね水深および流速の水流が漣痕を生成するものにつ℃

て筆者が從來観察したところでは，’水深および水深の1伏況楚か

13一（371）



地質調査所月報（第5巻第8号）
える堆積物の賦存妖態の攣1ヒ，水の流蓮，水流の方向，風の状況

等等種々な條件によつて，漣痕の歌況は時々刻々獲1化するo從つ

てごく小面穫の漣痕のみに・よつて，大きな範團（水z卜的および垂

瞳的に）について，これらの堆績物を生じ牝時の水流の方向を論

ずるのは危瞼である（早坂一郎：漣痕についての観察，北海道地

質要報，24號，1953）。少なくとも本報告に使用された程度の資

料はそのような目的に必要な最少のものと思われるo

（昭和27年合月調査）

雲
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