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木津川流域の現河床堆積物とその周辺の基盤岩中に含まれる石英粒子のESR/TL特性
Characteristics of ESR and TL signals of quartz in the present river bed sediments and in
possible source rocks around Kizu River
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沖積平野や台地などは、主に河川による土砂の運搬と堆積作用で形成されており、その形成過程において地
殻・地盤運動や海面変化の影響を受けている。河川に流れる水は、その周辺に分布する火成岩、風化した火成
岩や堆積物などを削剥し、その砕屑物を運搬する。砕屑物は、河川により運搬され、その水流がゆるやかにな
ると、それ以上動かなくなり、そこに堆積する。そのため、河床堆積物とその供給起源になりうる周辺の基盤
岩などに含まれる石英を調べることで、その特性から供給起源地を推定できる可能性がある。近年、電子スピ
ン共鳴(ESR)法や熱ルミネッセンス(TL)法などを用いて堆積物の供給起源を検討する研究がなされている。例え
ば、風成塵中の石英粒子のESR信号は、その供給起源地を推定する有用な指標として用いられている[1][2]。異
なる起源の火成岩中の石英粒子のESR信号特性は、現河床堆積物の供給起源地を推定するために利用できる可能
性も示されている[3]。その他に、起源の異なる堆積物中の石英粒子の熱ルミネッセンスカラー画像(TLCI)の発
光色を利用してそれらを識別する検討もされている[4][5]。 
本研究では、木津川流域の現河床堆積物とその周辺に分布する基盤岩中の石英粒子のESR/TL信号から、現河床
堆積物中に含まれている可能性のある基盤岩の混合割合や河川の合流による信号の変化について検討した。 
試料から抽出した石英粒子は、粒径120-250μmに粉砕して揃えた後、2.5 kGyのγ線の照射を行った。ESR信号
は、ESR装置(JES-X320 :(株)JEOL RESONANCE製)を用いて測定し、それらの信号強度の違いについて検討し
た。TL信号は、時間分解分光計測システム(Time-Resolving Spectroscopy System)を用いて、0.5 ℃/sにて昇
温させながら、青色と赤色の波長領域を観測した。 
結果、現河床堆積物中の石英粒子のESR/TL信号は、その起源となりうる基盤岩などの石英粒子の混合によ
り、再現できる可能性が示された。 
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