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Abstract 

Volcanic activities provide cataclysmic hazards to surrounding environments and human 

life by various eruptive and hydro logic processes, e. g. , lava flows, pyroclastic flows, 

pyroclastic fallout, debris avalanches, debris flows, and flood flows. Although there are 

many studies dealing with the prevention and mitigation of volcanic hazards, these are mostly 

concentrated on primary eruptive processes occurring in areas proximal to active volcanoes. 

Howeも引・， studies from historic and pre-historic eruptions have shown that the remobilisation 

and rcsedimentation of volcanic debris in the aftermath of an eruption will potentially generate 

severe hazards in far-distant downstream areas, especially when a large-scale rhyolitic 

eruption triggers the remobilisation. This paper introduces the research on volcaniclastic 

remobilisation and resedimentation in the aftermath the 1. 8 ka Taupo eruption, l¥orthern 

Island, New Zealand that have been addressed mainly by groups from the Institute of 

Geological and Nuclear Sciences and the Department of Geology at the University of Otago, 

New Zealand. 

Spatiotemporal variations in volcaniclastic remobilisation and resedimentation occur 

along the 、N'aikatoRiver in response to the I. 8 ka Taupo large-scale explosive eruption. 

During the eruption, climactic emplacement of the Taupo ignimbrite (30 km勺 causedthe 

destruction of drainage networks and modification of pre-existed topography over an area of 

20, 000 km2. This resulted in drastic depositional system changes not only in proximal areas 

directly affected by ignimbrite deposition but also in far downstream areas, beyond the limit 

of ignimbrite emplacement, by inundation with large volumes of reworked volcaniclastic 

debris. 

The example from the aftermath of the 1. 8 ka Taupo eruption shows two significant 

points in terms of volcanic hazards. Firstly, the hydrological remobilisation of volcaniclastic 

material and its impact may constitute severe hazards more widespread and persistent than the 

primary eruptive impacts. Although people living far from volcanoes are usually prone to 

ignore volcanic hazards because they arc less affected by primary volcanic ejecta, they may be 

vulnerable to the impacts of remobilisation and resedimentation of volcaniclastic debris on such 
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distant areas. Secondly, for rhyolitic caldera volcanoes associated with emplacement of a 

large-ignimbrite, the delivery pattern of volcanic sediment load through river drainages does 

not match with that of cone type stratovolcanoes, for which models are available. The nature 

and distribution of ignimbrite relative to topography and drainage patterns enhances the 

formation of ephemeral and intra-caldera lakes that can impound large amounts of water after 

the eruption. Such impoundments can potentially cause catastrophic outbursts and floods and 

complicate predictions of the timing and scale of remobilisation in the aftermath of the 

eruption. 

Thus, volcaniclastic resedimentation by various hydrologic processes can create more 

serious hazards than actual volcanic eruptions, in terms of variety, persistence, extensiveness, 

and sudden onset. Hence, studies on the sedimentological features of volcaniclastic material 

should be enhanced for further understanding, prevention, and mitigation of post-eruptive 

volcanic hazards by volcaniclastic remobilisation and resedimentation. 

κeywor1也： Post-erupti¥'esedime11tary response. Renwbilis;Hion, Resedimenration, RJ1yolitic eruption, 

¥-'olc;mic hazard. Volca11idastics, Taupo ig11imbrite 

1.はじ め に

爆発的噴火によって生産される火山砕屑物は．噴火後急速に土石流や洪水流などによって再移動・再

堆積するc火砕物の再動・再堆稿作用はィ－！支J1t.秘した火砕物を異なった位置に移動・堆積させ， lit:積
物の当初の特徴を変化させる。そのため，このような作用はl噴火現象の初生的情報を撹乱するものとして

しばしば誤認されるD 再堆積した火山砕屑物の意義はl降んじられる傾向にあり，検討も多くなされてきたと

は言い難し～また，火111災害研究における火砕物質の再動・再取材t作川はラハールとの関わりで取り上げ

られることが多く，単発的な土砂運搬メカニズム（すなわち土石流なとつについては研究はあるものの．火

砕物質の大量運搬・大量供給による周辺lit秘システムの変化（火砕物質供給のシステムに対する負荷）

についてはあまり論じられていない。

ニュージーランド北向にあるタウポカルテeラ（Taupocaldera）では約1800年前にタウポl噴火とよばれる

大規模な噴火が起きた。この噴火による初生堆積および叫堆秘性火山砕屑物は，噴火l時のみならずI噴火

後の火砕物質の動きを克明に記録している口その火砕物のl'}!l"OJ• 11}堆積作用については，ニュージーラン

ド（とくにOtago大学とInstituteof Geological and Nuclear Sciences）の研究者により近年盛んに研究

がなされてきた（例えばR.Smith. 1991; ivfanville et al., 1999; ¥Vhite et al., 2001; Manville, 

2001. 2002; Segschneider, et al., 2002a, b):: 

筆顕著者は， 2002年7月にAmericanGeophysical Union, Western Pacific Geophysics Meeting 

参加のためニュージーランド北島ウェリントンを訪れた。学会終了後， Instituteof Geological and 

Nuclear Sciences. Wairakei Research Centreを訪問し，センター研究員であるManville氏とともに，

彼が長年研究を統けているタウポ周辺の火山砕屑物を観察する機会に忠まれた。タウポ周辺ではオルア

ヌイ（Oruanui)噴火の堆積物（約26500年前）とタウポl噴火の地積物を観察したが，今回は後者につい

て報告し，タウポ噴火の噴火後（post-eruptive）における火砕物質の迎搬・准税過程についての研究を

紹介する。また，火111災害の中でも，とくにl噴火後の火砕物質の水力プロセスによる再動・再堆積作用に

関わるものについてコメントする。

2.地質概観

ニュージーランド北島にはタウポ火IJ.1惜（TaupoVolcanic Zone）とよばれる全長300kmの火山帯があ
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Figure 1 : Index map around Lake Taupo, North Island, New Zealand句 showingthe location of outcrops. 
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Figure 2 : a) View of Lake Taupo and Tongariro National Pa『karea (snow capped). b) Huka Falls on the 
Wail句 to River. 6 km downstream of Lake Taupo (loc. 4). c) Wairakei thermal area close to the 
Waikato Research Centre, IGNS. d) Medial products of the 1. 8 ka Taupo eruption at Napier-
Taupo Highway 5 (loc. 1). Taupo Plinian pumice (white part) overlain by Taupo ignimbrite 
(pumiceous pyroclastic deposits. brownish). Note sharp erosional contact between deposits. e) 
Halepe ash (palegray. pa同lyeroded), Rotongaio ash (dark gray. mantling underlying Hatepe ash). 
Taupo Plinian (pumiceous, white), and Taupo ignimbrite (brownish). in ascending order. Plin自nfall 
deposits show mantle b巴ddingwhereas ignimbrite shows strong erosional characteristics (loc. 1). 
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Figure 3 a) V剖ley-pond type Taupo ignimbrite at locality 8 (Orakei Korako Road). b) Openwork pumice 
clasts show fines depletion of the deposits, a characteristic of valley ponded ignimbrite (loc. 8). 
c) Post-eruption intracaldera lake sediments (Five Mile Bay. loc. 2). d) Openwork and well-sorted 
beach deposits (reworked pumice. loc. 2). e) Primary Taupo eruption deposits overlain by 
transgressive shoreline deposits laid-down during the posトeruption refilling of intracaldera Lake 
Taupo. Stratified shoreline deposits (reworked volcaniclastics) onlap the Taupo ignimbrite (Acacia 
Bay Road, loc. 3). I) Symmetrical ripple cross-lamination in volcaniclastic sediments indicating 
storm wave modification in a nearshore environment in the lake (loc. 3). 
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Figure 4 : a) Chaotic mixture of pumiceous sand and gravel 
and charcoal fragments indicating subaqueous 
debris flow in an ephemeral supra-ignimbrite 
lake (loc. 5). b) Outcrop at White Road (loc. 6). 
Fluvially resedimented pumiceous sand and gravel 
showing hyperconcentrated flow deposits. 
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c) Crude horizontal stratification of hypercon-
centrated flow deposits (loc. 6). d) Horizontal-
and ripple-laminated fine volcaniclastic sands and 
silts of ephemeral Lake Reporoa (supra-ignimbrite 
lake, lac. 7). E!) Ripple cross-lamination of supra-
ignimbrite lake sediments (loc. 7). 



Figure 5 : a) Post-Taupo eruption volcaniclastics. Large-scale cross bedding indicative of volcaniclastic 
resedimentation in braided streams. Atiamuri Pumice Quarry (loc. 11). b) Close up of cross-
stratified volcaniclastic deposits. Rounded pumice clasts set along the stratification Ooc. 11). c) 
Taupo breakout flood deposits (middle horizon) dominated by dense lithic clasts and crystal 
fragments resulting in a dark gray colour. d) Perry Horotiu Quarry. Hamilton (lac. 14). Fluvially 
resedimented volcaniclastics at distal location. Floodplain vitric fines (flood flow origin, probably). 
e) Fluvially resedimented pumice and charcoal gravels (loc. 14). 
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Figure 6 : Schematic representation of the pattern of sedimentary response to the Taupe eruption (Manville, 
2002). Shaded areas mark zones of active resedimentation ; black areas represent lakes. A, Stage 
1 : early remobilization. Secondary pyroclastic flows, phreatic explosions (small clouds), and debris 
flows (teardrops) are ubiquitous within the area of ignimbrite emplacement. Intense rilling occurs on 
ignimbrite-draped slopes and uplands. The Waikato valley is choked by ponded ignimbrite. Ephemeral 
lakes develop in depressions and dammed side valleys. B, Stage 2 : fluvial reestablishment. Uplands 
begin to stabilize through the cessation of rilling, drainage network integration, and revegetation. 
Runoff becomes confined to a few large channels, leading to the development of ephemeral to 
perennial braided streams. Headward erosion, though ponded ignimbrite yields volcaniclastic material 
that contributes to downstream progradation of the braided river system. C, Stage 3: Lake Taupe 
breakout flood. Landscape has largely stabilized. Active resedimentation is largely confined to the 
valley floor between abandoned ignimbrite and older fluvial terraces. Flood stage inundation of the 
basin plain causes rapid deposition of pumiceous deposits, damming tributaries to form large 
shallow lakes. An extensive braid delta develops at the river mouth. Waning flow entrenches the 
Waikato River in a single channel (thick line). 

る（図 1）ロこの火山帯では第四紀における火山活動が活発におこり，とくにカルデラ形成をともなう珪長質

噴火が繰り返し発生した（Houghtonet al., 1995; Wilson et al., 1995）。ニュージーランド北島の中心

部にあるタウポ湖（LakeTaupo）は，その面積が620凶，貯水量が60kniとタウポ火山帯の中では最も大き

なカルデラ湖である（図 1, 2 a）。タウポ湖の北側は26500年前のオルアヌイI噴火と1800年前のタウポ噴火

によって現在の形が作られた（Selfand Healy, 1987; Wilson et al., 1984; Wilson, 1993）。この湖か

らは唯一の流出河川であるワイカトJll(Waikato River）に毎秒130m3の流量を供給している（図 2b）。

ワイカト川はその集水域，年平均流量，長さ（全長425km）においてニュージーランド北島で最も大きい

河川である。この｝｜｜はタウポ湖を水源とし，レポロア堆積盆（ReporoaBasin）までは北東方向へ，そこか

ら下流域へは概ね北西方向に流下していく（凶 1) c後期更新世に形成された段丘や第四紀の溶結した

火砕流堆積物および溶岩流などの聞にできた狭窄部を通り，ハミルトン堆積盆（HamiltonBasin）下流域

でワイパ川（WaipaRiver）と合流し，ワイカト雌積盆（WaikatoBasin）を越えて最終的にはタスマン海

(Tasman Sea）に注ぐ。なお，ワイカトJIHこはタウポWJから180km下流域の聞に8つのダム湖があり（Hill,

1975），その水力発電と流域にある 2つの地熱発電所によってニュージーランド総電力生産量の25%以上

を供給しているc

このタウポカルデラで、のもっとも新しい爆発的噴火はタウポ湖の湖底を噴出中心とするもので，約1800年

前（西暦181年）に起きた（Wilsonand Walker, 1985）。このとき10skm＜マグマ換算にして約35knDの噴

出物がもたらされた。プリニ一式噴火の堆積物はl噴出源東側に分布し，厚さO.lm以上で3ooookmの範囲
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を覆ったoまた磁石質火砕流堆積物（イグニンフ．ライト）はタウポ消jから約80km以遠に流下し，噴出源を中

心としたPJ状に20000k耐こもわたり拡がった（Wilsonand Walker, 1985; Wilson, 1985）。軽石質で細粒

な火砕流堆積物は噴火前の地形を覆い，特に谷などのへこみを 5～60m埋積した（Walkerat al. , 

1981; Wilson, 1985; Wilson and Walker, 1985）。この火砕流l噴火により植生は破壊され，周辺の水系

は谷や河川の埋積やせき止めにより噴火以前のものと比べ大きく変化した（R.Smith, 1991) c 

3.火山噴火後のシナリオと周辺堆積域での環境変化

タウポl噴火後のシナリオは，周辺の地形および再堆積したものを合む火山砕屑物の特徴と層序関係に

基づき 4つのステージ区分がなされている（Manville,2002；図 6)cさらに火山伴屑物の地質学的・堆

般学的・水理学的検討からは，噴火後の火山砕屑物の運搬（供給）批や，河川流量， I住積環境などの復

元がされている（Manvilleet al., 1999; Manville, 2001, 2002）。それぞれのステージに関わる堆積物

は，タウポj/ijj近傍からワイカト川流域の段丘・平野部（ハミルトン）に至るまで連続的に観察できる（図 1t 

地点 1～14)c

ステージ0：噴火発生とイグニンブライトの定置（噴火後約 1時間）

タウポ噴火におけるプリニ一式噴火の降下火砕物はl噴出源束側に主に分布する（地点 1）。この火砕物

の｜埠ド作用により，風下側の森林は破壊された。イグニンプライト（軽石質火砕流堆積物）は火道から半

径BOkmも遠方に流走し，噴火前の地形を覆い，特に谷などのへこみを 5～60m埋積した（Walkerat al., 

1981; Wilson, 1985; Wilson and Walker, 1985；地点 1,8, ［きl2d,2e, 3a, 3b）。また，ワイカト｝｜｜につ

ながるカルデラ湖からの流出口は，イクゃニンフ’ライトにより事がれたc

ステージ 1：噴火直後の火砕物質再動・再堆積作用（噴火後2,3年）

二次的に発生した火砕流や，二次的な水蒸気爆発，土石流などによって火砕物質は再動された。この

作用は，とくにイグニンプライトが堆積した噴出源に近い地域で起きた。またイグニンプライトが覆った斜面

や台地では，リルやガリーなどの侵食構造が発達した。ワイカト｝｜｜は谷埋めタイプのイグニンプライトによっ

てせき.11：められ，イグニンフeライトの上にしEくつもの湖が一時的に形成された（Manville,2001；地点5,7, 

医l4a,4d, 4e）口

ステージ 2：河川システムの再構築（噴火後約 2.3～20年）

火砕流台地での（リルなどの）侵食が緩和し，水系ネットワークの癒合や，植生の回復などにともない，

より安定した河川システム内での火砕物質の移動・堆積が起こったc表流水はまとまっていくつかの河川

流路を形成し，土石流やハイパーコンセントレイティッド流なとeマスプローによる堆積から（地点6，図4a,

4b, 4c), I日j欠的または恒常的な網状河川システム内での堆積へと概ね変化する（地点、11，図5a,5b）。

谷捜め型のイグニンプライトの谷頭侵食により，火砕物質の供給量が噌大し，河川内における再動・堆積

作用はイグニンフ’ライトの分布域を越えた下流域（ハミルトン堆積捻）へも波及した。また，イグニンフ’ライ

トのJ：＇こできた湖の埋積がおこり，タウポ湖の水位が上昇した（地点 2,3，図3c,3d, 3e, 3f) o 

ステージ 3：タウポブレイクアウト洪水（噴火後20年）から現在

周辺の地形や堆積域は広域に安定となったc噴火から約20年間，流出口をせき止められたタウポ湖は

その水位を上昇させ（およそ34m，現在の湖水面より上昇した），ついにはそのせき止めを越えて多量の

湖水があふれ出した。カルデラ湖に湛えられていた水が一気に下流域へと流下し，これはタウポブレイク

アウト洪水とよばれている（Manvilleet al., 1999)cこの時，およそ20kniの流量をし 2週間で排出し，

ピーク時の流量は毎秒17000～30000ぱと見積もられている。このときの再堆積の活動域は放棄されたイグ

ニンプライトと古い段丘との聞の谷部に集中した。この洪水は上流域においては非常に侵食的で，中流域

では火砕物を再堆積させた（地点11，図5c）。さらに，洪水の影響はイグニンプライトの分布限界を越えて，
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40km以上下流（ハミルトンJfF.;fl＇｛盆やワイカト Jm般投）にも述し，土石流や洪水流によるJJl!f！初f起きた（地点

12, 13, 14，図5d,5e) aワイカト堆税金tでは，ワイパ川などの支流からの水流により，火砕物の流入が希

釈され，火砕物の堆積が規制された。流れは最終的に弱まり，ワイカト川は単一の河川｜（網状でなく）とな

り，ほぽ現在の位置に収まった。

4.噴火後の火砕物再堆稲作用にともなう火山災害

1800年前に起きたタウポl噴火の！噴火後におけるワイカト川流域での火砕物内動・l1H1fJl'c作HJの特徴とし

ては， 1）再堆積した物質の起源はそのほとんどが大抵に噴出されたイグニンブライト (i隠石質火砕流地

積物）であること， 2）噴火そのものによるインパクトよりも広域に影轡を及ぼすこと， 3)I噴火よりもその継

続時間が長いこと， 4）作用そのものが時間空間的に非常に多様性に官むこと， 5）カルデラ湖決壊によ

る大洪水が再堆積－の末期に発生したこと，などがあげられる。このようなことからも噴火後における火砕物

の再堆積作用は，火山災害とその防止や軽減を考臨する上で，初生的I噴火現象と同等（もしくはそれ以

上に）に注意されなければならない。周辺堆積システムを劇的に変化させたタウポl噴火の例は，火山災害

の軽減を考慮する上で，以下の 2点について重要なことを示している。

第一に，水力プロセスによる火砕物質の再動作用とそれによるインパクトはl噴火そのもののインパクトより

も広域に長時間にわたり及ぶことである。給源火山から遠く離れて住んでいる人々はたいてい火山災害に

対して無知・無関心であるが，これは噴火そのものによる影響（例えば噴出物の飛来）がその場所にはあ

まり及ばないからである。しかし，火砕物の再動・再堆積作用によってそのような遠方城にまで火山災害が

拡がる可能性があるcタウポ噴火の場合，降下火砕物は卓越風にのって， l噴出j原西側（すなわちワイカト

川流域）よりも噴出源の束側に集中的に堆積している。しかしながら，ワイカトJll流域ではイグニンフ．ライト

の分布域を越えて， I噴出源よりもはるか遠くの地域にも（I噴出源よりlOOkm以遠でも），洪水の発生や再堆積

性火山砕屑物による堆積盆の埋積が起きたD すなわち，火山のl噴出中心からの直接的な距離や初生的な

火砕物の分布とは無関係に火砕物の再動・再堆稿作用が及んでいるといえる。このことは，例えば火砕流

堆積物がその場に堆積しなくても，火山灰が 1粒たりとも降下しなくても，二i：石流や洪水が流下すること

（火砕物の再動・再堆積作用）で堆積盆の捜積が起こる可能性が十分にあることを示している。

第二に，珪長質な噴火を起こすカルデラ火1J1はとりわけ大規模な火砕流堆積物をもたらすが，この場合，

火山周辺の河川への火砕物質の供給パターンが，従来の研究で比較的理解されている小中規模のl噴火

をもたらす成層火山周辺のそれと合わない点である。！創刊火山周辺の火砕物再動作川は，給源より100

畑以上土石流が流下するような例もあるが（Motheset al., 1998），多くの場合あまり広域に拡がらずl噴

出源より数十km以内で収まるD また現象の発生頻度も尚く，現世・地府双方からの事例が多いため比較的

予測しうる（Vesselland Davies, 1981; Smith. 1988, 1991 ; Lipman and Mullineaux, 1981; ~ewhall 

and Punongbayan, 1996）。例えば， Smith0988, 1991)やVesselland Davies (1981)などの研究で

代表されるproximal-distalモデルやsyn-linter可 ruptionモテ1レで、は， llftll¥i.版からの距離やI噴火後の！時間

経過にともなって，火砕物質の供給量が減少し，それにより再堆稿作rnの変化は規制されていると考えら

れている。一方，大規模な火砕流堆積物をもたらす珪長質l噴火の場合，火砕流Jm秘物の物性（溶紡・非

溶結）や分布の影響で周辺の地形（水系）が急激に広域に変化するD このとき，大：litの水を貯めうるカル

デラや，一時的な湖の形成に関与することもある。タウポl噴火の場合， l噴火後に急速にカタストロフイツクな

現象が起こったのではないD 火砕流によりタウポ湖のIHI二！となるワイカト川がせきJIこめられたために，｜時雨

の蓄積（湖水位の上昇）がおこりそのカルデラ湖からのあふれIBしにより， l噴火後数十年たった後に大洪

水が発生しているc 同様に，レポロ7Jft積設などに見られるイグニンフ’ライトの上位に－ーn~r-的にー形成された

湖も，バリアの決壊により洪水を引き起こしている。また，ワイカト川下流域では支流であるワイパ川からの

流れ込みにより火砕物を運搬する流れが急述に希釈されたcもしこのとき火砕物を多く合む支流と合流する

ことがあれば，その逆の作用（供給量の噌大）が起こったであろうcこれらは，火砕物迎m'i・供給故がl噴

火後の経過i時間や流下距離に対し，必ずしも一様に減少しないことを示している口

このように，大量の火砕流堆積物を一気に供給する政長質I噴火にともなう火山砕屑物の再Jff~積作用は，
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作川が広域に及ぶこと大量の水を貯蔵・放水できる湖の形成があり符・ること，そのため成層火山周辺に

多く適応されるI噴出源からの距離と噴火後の経過時lllJとの関係のみでは簡単に説明できないバリエーショ

ンを示すこと，が特徴といえるcそしてこれらは， l噴火後の再動・再堆積作用の発生のタイミングやその規

棋を予測するのを困難にさせる要因となる。また根本的に，噴火が大規模な場合の再堆積作用は，小規

模のものに比べて，その継続時間が長く続く可能性があるc

日本にもタウポ噴火と同様もしくはそれ以上の規模の峨火のJft積物がたくさん存在し，その大規模な火

砕物再堆積過程が明らかとなりつつある（Nakayamaand Yoshikawa, 1998 ; Yokoyama, 1999 ; 

Kataoka, 2002; Kataoka and Nakajo, 2002）。この様なi噴火はその頻度こそ低いが，ひとたび起こると

火砕物の再堆積が長期間継続し，現象も突発的となるため，非常に多くの人命を危険にさらすおそれがあ

る。このことからも，噴火後の火砕物質の再動.fl}Jf~柿作用は，火山災害を考える上で無視できないと思

われるc

5. おわりに

以上述べたように，火砕物質の再動・再堆積作用がもたらす周辺環境への影響は，噴火現象そのもの

よりも多大で，かつ，火山山麓や山間部のみならず平野域にまで及びうる。すなわち，このような現象は火

山災害に直結するものであるという認識がなされなければならない。火山災害というととかく噴火時（syn-

eruptive）の現象に目が向けられがちであるcしかし噴火後（post-eruptive）の現象は，それがもたらし

うる人的・物質的被害の広域性・持続性・突発性・多様性を考慮すると，さらに注目されるべきである。

これまで火山活動にともなう現象の研究においては，火山学・火山地質学的視点、に基づき火山噴火の

初生的プロセスを検討することや（例えば火砕物降下作用，火砕流，噴煙柱のメカニズムなど），火山岩

宕石学的観点からマグマの起源・生成プロセスについて論じることが多かったc一方，噴火後作用につ

いての研究は，岩屑なだれや土石流についての研究はあるものの，火山砕屑物の再堆積作用が周辺の

恥秘システム全般に及ぼす影響について検討されることはあまり多くはない。さらにその中でも，大規模な

政長質l噴火後における火砕物質の水力プロセスによる巡搬・堆積作用と，それが既存の堆積環境に及ぼ

すカタストロフイツクな影響について論じている研究は数え上げるほどしかない（例えばWalton,1986; 

Buesch, 1991; R.Smith, 1991, Nakayama and Yoshikawa, 1997; Palmer, 1997; Manville et al., 

1998; Manville, 2002; Kataoka and Nakajo, 2002）。また，とくに日本やニュージーランドのように火山

活動が活発な地域では，火山砕屑物の堆積作！日が及ぼす周辺環境への影響は無視できない。しかしな

がら．再堆積を含めた火砕物の堆積学的研究は未だ一般にはさほど理解されておらず（Vesselland 

Davies, 1981），それに携わる研究者は世界的にも少なく40人ほどしかいないのが現状である（Manville,

私信） cこのような11:i，タウポ噴火後の火砕物質の再.t1Hi1i作用について，その時関空間的変遷の詳細が明

らかとなったのは，露頭や堆積物の保存条件の良さのみならず，ニュージーランドの研究者らが火山学－

Jft積学・水理学・地形学なとeの多角的視野を持って紡力的にこの問題に取り組んだためといえるc複雑な

プロセスが入り交じる噴火後現象を解明するには，ある一分野の学問領域からのアプローチだけでなく，

分野に限定されない広い視野と異なる分野間の協力体制が必要であるD

I噴火後の火砕物質の再動・再堆積作用による火山災害についてその予測・軽減へとつなげるためには，

このような作用がなぜ？どこで？どのように起こるのか？いつ起こり，どれくらいの期間継続するのか？

ということがより明確にされなければならない。そのためには，現在や歴史時代の火山噴火に限らず，たと

え古い｜時代の地層からでも様々な情報を引きmし，さらに多くの事例を積み重ねることが必要であろう。そ

うすれば大小いろいろなスケールの噴火にともなう多様性のある噴火後現象について，より正しく理解して

いくことになる。それ以前に，火砕物質の再動.fl}Jft積作用などの噴火後現象について我々が意外にも理

解不足であるということを認識し，そこにはさまざまな研究課題が残されていることを知ってもらいたい。
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