
日本列島の誕生を探る
−愛知の地質から紐解くダイナミックな形成史−

愛知教育大学教授 ・ 日本地質学会副会長

星 博幸

日本列島はどのようにして形成されたのでしょうか。100年以上前から続く

難問ですが、現在も研究によって新しい発見が続いています。

愛知県には、列島形成以前にできた古い岩石も、形成後の比較的新しい岩石も

あります。愛知県の地質には、列島形成を紐解くヒントが数多く隠されています。

この講演では、列島形成と愛知の地質について、最新研究も含めて紹介します。
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4
『地学図表』浜島書店より引用



列島の土台は大陸から移動してきた

• 3000万年前頃（？）に
大陸東縁から分裂開始

• 1800～1600万年前に
回転を伴いながら急速に
現在の位置に移動

• 日本海はこの分裂・移動に
よって形成

産総研T O D A Y (2005年7月号)



古地磁気？

地球には磁場があり、地磁気ま

たは地球磁場といいます。地磁

気は地球のコア（核）で発生し

ていると考えられています。

地磁気があるおかげで、私たち

は方位磁針を使って北や南など

の方位を知ることができます。
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小学３年理科教科書（大日本）



古地磁気？

現在の地磁気は、磁針のＮ極が北を

指すような状態になっています。

しかし、過去にはＮ極が南を指すよ

うな状態になっていた時期が何度も

ありました。

地磁気が何度も逆転を繰り返してき

たことが、これから紹介する古地磁

気学の研究からわかっています。
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岡田（2021）『チバニアン誕生』ポプラ社



古地磁気？

8

ところで、地層や岩石は、形成されたときの地磁気の状態を記録しています。

古い時代の地磁気の化石記録なので、古地磁気といいます。

地層や岩石には μmや nmサイズの微小な磁性鉱物（磁石になれる鉱物）が

含まれていて、それらが古地磁気を記録しています。

写真© Hiroyuki Hoshi/無断使用・転載禁止



古地磁気？

露頭から岩石を採取し、岩石磁気を

専用の磁力計を使って調べると、

岩石ができたときの北の方向や強さ

がわかります。
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写真© Hiroyuki Hoshi/無断使用・転載禁止



古地磁気を使って大地の動きを探る

それでは、もし岩石の磁気の方位が北東方向を示したら、どんな可能性が

考えられますか？

そう！崖を含む大地が、

岩石形成から現在までの間に、

東まわりに回転したと考えら

れるのです。

このような考え方を使って、

世界中で過去のプレートの

動きや地殻変動のようすが

調べられています。

現在観測される

古地磁気方位
(北東向き)

岩石形成時の
もともとの
古地磁気方位
(北向き)

大地が東に
回転

北

南 10

東西

画像© Hiroyuki Hoshi/無断使用・転載禁止



例えば，日本で2000万年前の古地磁気
方位を調べると，東日本は北西向きに，
西日本は北東向きになります。いずれも
北を示さないのです！

このおかしな事実は，現在では日本列
島が大きく回転移動したことを示す証拠
だと考えられています。つまり，日本は
かつてアジア大陸の一部だったが，分裂
し，回転しながら南に移動し，現在のよう
な姿になった。また日本海はそのときに
できた，という仮説です。

2000万年前の古地磁気方位を調べると，
東日本は北西向き
西日本は北東向き になる。高橋 (2006)



地質図を見てみましょう！

地域の地史（地質学的な歴史）は、その地域の地質を調べると

わかります。

シームレス地質図を使って、自分の住む地域の地史を調べて

みましょう！

産業技術総合研究所が作成・公開しているシームレス地質図

https://gbank.gsj.jp/seamless/index.html

ネットで見ることができます。
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豊橋

一宮

岐阜

津

春日井

名古屋

新城

花崗岩

師崎層群

愛知県と周辺の地質図
地質図Navi (https://gbank.gsj.jp/geonavi/)

松脂岩
豊田

東海層群
砂礫層・泥層

刈谷

岡崎



花崗岩の露頭（豊田市平戸橋）

写真© Hiroyuki Hoshi/無断使用・転載禁止



矢作川沿いで見られるさまざまな花崗岩

写真© Hiroyuki Hoshi/無断使用・転載禁止

• 花崗岩は愛知県東部だけでなく日本各地に分布
• 身の回りでも石材として広く利用（いわゆる御影石）
• 見た目の特徴（岩相）はさまざま



岡崎石工品 https://www.pref.aichi.jp/sangyoshinko/densan/402.html

http://www.pref.aichi.jp/sangyoshinko/densan/402.html


大地が隆起すると地表で侵食が
進み、地下深部にあった岩石が
地表に露出するようになる

『中学校理科の世界１年』大日本図書より引用

『Physical Geology』McGraw Hill より引用



師崎層群の露頭（南知多町片名）

写真© Hiroyuki Hoshi/無断使用・転載禁止



師崎層群の露頭（佐久島）

写真© Hiroyuki Hoshi/無断使用・転載禁止



日本地質学会「愛知県の石」 http://www.geosociety.jp/name/content0148.html#aichi

日本地質学会認定 愛知県の化石

http://www.geosociety.jp/name/content0148.html#aichi


日本地質学会「愛知県の石」 http://www.geosociety.jp/name/content0148.html#aichi

日本地質学会認定

愛知県の岩石 松脂岩

http://www.geosociety.jp/name/content0148.html#aichi


設楽火山
（鳳来寺山周辺）

約1500万年前に活動

1500万年前頃に活動した「設楽火山」

画像© Hiroyuki Hoshi/無断使用・転載禁止



東海層群の露頭（常滑市大谷）
写真© Hiroyuki Hoshi/無断使用・転載禁止



かつて存在した巨大湖「東海湖」

300～200万年前の推定図

現在の琵琶湖より大きな

湖が存在していたと推定

『東海の自然をたずねて』築地書館より



知多半島の形成

宮川ほか (2021) GSJ地質ニュース Vol.10, No.1 より



能登半島地震
なぜ能登半島はそこにあるか

圧縮40方向

産総研ウェブサイト

https://www.aist.go.jp/aist_j/new_research/2019/nr20190823/nr20190823.html 

https://www.gsj.jp/hazards/earthquake/noto2024/index.html

http://www.aist.go.jp/aist_j/new_research/2019/nr20190823/nr20190823.html
http://www.gsj.jp/hazards/earthquake/noto2024/index.html


師崎層群は半地溝を埋積した地層

Miyakawa et al.(2020)

1800～1700万年前
引張場で形成された半地溝に師崎層群が堆積

300万年前～現在
圧縮場になり、かつて正断層だった内海断層が逆断層
として再活動（ポップアップ構造、知多半島の隆起）ポップアップ構造

(pop-up)

内海断層

高浜断層伊勢湾

西三河平野三河湾

産総研T O D A Y (2005年7月号)



• 日本海拡大時、内海断層が正断層として活動し、

半地溝（ハーフ・グラーベン）が形成

• 内海断層近傍は深海

• 断層西側の陸または浅海から土砂が深海に流入

師崎層群の堆積場

産総研T O D A Y (2005年7月号)

引張
応力

1750万年前頃のようす
画像© Hiroyuki Hoshi/無断使用・転載禁止
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