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日本の 「隕石孔」

古本 宗充 1
， 原 宏史 1

1． 日本に隕石孔があるか ？

　地球上 で 隕石孔 として 確認 され て い るもの は現在

160 カ所 ほ どで あり【1］， 年 々 数個ず つ 新た に付 け加

えられて い る．一方 ， 日本 国内もしくは 近海 の 範囲

にお い て 隕 石孔 として 確定 された もの は まだ な い ．

この こ とは多 くの 場合 特段 気に とめ られ る こ とはな

い 。なぜ なら ， 地球の 表面積 に対 して 日本付近の面

積 が狭 い の で ， 隕石孔形成の 確率 自体が 小 さい と

考えられ る．そ れ に加 えて，日本 列島が プ レー
ト境

界 に位置するこ とか ら来 る，激 しい 地 殻変 動 と浸 食

作用等 によっ て ， 隕石孔が 形成 され た として も速 や

かに消滅 す るだ ろうと考える の が常 識 的 で あ る．実

際 ， 多 くの 隕石 孔が安定 した大陸 に お い て 発見 され

て い る こ とも，こ れ を裏付けて い る ．で は ，実際に

日本に お い て隕石孔が 発見できる 可能性 は ほとん ど

な い の で あろうか ．こ れ まで に知 られ て い る隕 石孔

の デ
ー

タに基づ い て，そ の存在確率の お おざ っ ぱ な

見積 もりをして み る．結論 か ら述 べ ると，見 つ か っ

て もよい 程度の 確率と考えられ る．

　 図 1 に示 した の は ，地球上 で 発見され た隕石孔 の

うち約 1億 年よりも若 い 隕石孔 の 直径 と年齢 の 関係

で あ る．こ の ようなプ ロ ッ トに して み る と，発見 さ れ

る 隕 石 孔 の 直径 と年齢の 組み 合 わ せ は ，ある 帯状

の 部分 に 限 ら れ る こ とが 分か る ．上 限 は 浸食な ど に

よ る 隕石孔の 消滅に よ る もの で あ る ．隕 石孔 は い ず

れ消 滅す る が ， 大 きい 隕石孔 ほ ど長命 で ある こ とを

表 して い る ．一
方下 限は 隕石孔 の 生 成確 率か ら来

て い る．隕石孔 の 生 成率と サ イ ズ の 間 に臆 べ き関数

の 関係 が あ り， 大 きい 隕石孔 ほど生 成確率が小 さい ．

よっ て 大 きな隕石孔 ほ ど古 い 時代 まで 含ん だ長 い 間

隔で な い と出来に くい こ とを示 して い る．確率的に

言えば ，若 い 年代 をもつ 大 きな隕石孔 も起 こ りうる

はずで あるが ， 図 1は隕石孔 の 生 成 が統 計的 に期

待 され るとお りに起 きて い るこ とを示 して い る ．

　 日本の ような浸食の さか ん な地域で は ， 上 限が 下

が る と想像 され る ．もし隕石孔 の 消滅が 単純 に浸食

に よ っ て 起 きる と仮定する と，浸食量が隕石 孔 の 深

さ程度に な っ た段 階で 消滅 が起 きるこ とに なる．一

方 隕石 孔 の サイズ とそ の 深 さは比 例 して い る の で ，

隕 石孔 の 寿命 はサイズ に比例 するこ とに なる．しか

しなが ら図 1の 上 限 をみ ると，実際に は隕石孔の 年

齢の 上 限は お お よ そ サ イズ の 二 乗 に 比例 して い る ．

つ まり単純 な浸食に よ る とする 予 想 よりも消えに くい

ことを示 して い る．
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図 1 ：世 界 の 隕石 孔の 直径 と 年齢の 関係 （［1」に よ る）．
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　 とこ ろ で ，
こ の 消 えに くさの 要因 の 一つ は隕石孔

の 埋 没で あると考えられ る．隕石孔 が形成直後に堆

積物で 覆わ れ れ ば，当然寿命が延 び保存状 態が よく

なる は ずで ある．世界 の 約 160 個の 隕石孔の うち ，

約 50 個が 海底 を含 め て 地 表に は露 出 して い な い も

の で ある ．約 25 ％ の 隕石孔が埋 没 「保存」をされ て

い る こ とに なる．日本 にお い て も平野部や 近海 など

堆積速 度が大 きい 地 域が 広が っ て お り，運良 くこう

した部分に 隕石孔 が 形 成 され れ ば，保存が 良い は

ずで ある．

　 図 1に 示 され て い る 隕石孔は ほ とん ど安定大陸に

あ るもの で ある．日本 に お ける浸食率 ，
つ まり地 表

が削 り取られ る速度は ，
こ うした安定大陸 にお け る

もの より1桁以 上大 きい 【2］．もし ， 浸 食率 だけが 隕

石孔の 寿命を決めて い るとすれ ば，日本の 隕石孔の

寿命 は 1桁以 上短 い こ とにな る 。 上で みたような「消

え に くさ」が あるとすれ ば ，
こ れ は少 し短命 よりの 見

積 もりを与える は ずで ある が ， 以下は こ の 仮定で 議

．『論を進め る 。

　 図 1の 分布 を見ると，直径 5  程度の 隕石孔の 年

齢 の 上 限 は数億年で ある 、 日本の 隕石孔 の寿命が ，

こ れ ら安定大 陸 の もの より1桁 強 短 か っ た として も，

最大 2〜 3千万年の 寿命 を持 っ て い ると推定で きる．

つ まり日本の 場 合隕石孔 の 保存 が難 しい として も，

直径数 km の もの で 2〜 3千万 年程度以 内の 年齢で

あれ ば，そ の 痕 跡 を保6て い る可能性がある こ とに

なる，

　 で は ，過去 2 〜3 千万年間に 直径数km の 隕石孔

が 日本周辺 に で きた 可 能性 は どの 程度で あろうか ？

地 球 の デ ータは まだ不完全で あり，それ を見積 もる

の は 難 し い の ぞ， 月の デ ータ を利 用す る．月面 に お

ける 光条ク レータ は 最 近 8億年程 度の 比較的若 い 隕

石孔 と考 えられ て お り，最 近 の 隕石孔 形成 率 を見 積

もる こ とが で きる ．月と 地球と の 形 成率 に は若干 の

差が ある が ，
こ こ で は ほ ぼ 等 しい とする ．Morota

and ・Furumoto ［3】に よ る光条ク レータの 分布密度 を利

用 して ， 直径数 km 程度 の クレ ー
タの 密度 を見 積も
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る と，1α個 1km ・ 程度 の 密 度 にな る。光 条ク レータ

が過去 8億年程度の 間に形成 され た とすると， 2〜 3

千万 年間 で は 10−6 個 ／ km2 の オ
ー

ダ
ーと見積 もられ

る．日本付近で 近海も含 む面 積 として 5xlorkm ： を

考えると ，
こ の サイズ の 隕石孔の 期待値は 1個程度

の オ
ー

ダ
ー

にな る．もちろ ん こ れ は 非常 に粗 い 見積

もりで ある．しか しなが ら上 記 の データや議論 は，日

本付近 に お い て 直径数 km の 隕石孔 が あ っ て も， 非

常に希 な偶然 の 産物で は ない ことを意味して い る．

　より小 さな隕石 孔を想定 した場合 で も，年齢 を若

くすれば 上 と同様の 議 論が成 り立 つ ．つ まり， 直径

数   より小 さくて よ り若 い 隕石孔が 同様の 確率で 存

在するは ずである．図 1の 上 限や 下 限 の 傾 きを参考

にすると ， 隕石孔 の 大きさが 1110に なれ ば ， そ の 最

大の 年齢 は 1ノ藍00 程 度 に な る ．例 えば ， 直径 数

100m の 隕石 孔で あれ ば数十万年，また数十m の 隕

石孔 の 場合 数千年以内に形成 され た もの が残 っ て い

る可能性が ある．以 上 の こ とか ら ， 日本 にお い て も，

まじめ に隕石孔探 しを行 うだ けの 意味が ある と考え

られ る．

2 ． 提案され た 「隕石孔」

　日本国内に お い て も，こ れ まで に何度か隕石孔の

候補が提案され て きて い る．我 々 が 知 り得 た範囲で ，

こ れ まで に日本 の 「隕石 孔」として提案 され た地形 ・

構造 を表 1 に まとめ て ある．た だ し，多 くの 場合新

聞等 に 掲載 され た の み で ，出典 の 確 認が 難 し い ．

篠田圄 の まと め に よ っ て の み 出典 を知る こ とが で き

るもの は ， 出典 を篠田 ［4］とした．ただ し，知 り得た

すべ て を均等に 扱 っ た の で ，提案さ れ た もの の 中 に

は多 くの 人 が 首を傾げ る で あ ろ うもの も含 まれ て い

る．こ れ らの 「隕 石孔 」は
， 提 案が なさ れ た 後に 成

因 に つ い て 科学的検討 を加 え られ た もの は 少 なく，

現時点 で こ の うちど れ も隕 石孔 と確 認 され て い な

い ．高松 クレー
タ以外，議論 に必 要な情報 がほ とん

どな い の で ， こ こ で は個 々 の 「隕石孔」に つ い て 科
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表 1　 日本の 「隕石孔」 として 提 案 され た もの

番号　　 名前　　 　　　　　 所在地 直径 文献等

　

　

　

　

　

　

　

　

　

Or2

123456789111日本 海

星窪

星窪

赤尾木湾

星窪

星窪

戸 田峰

シ ン ガ ハ タ の 池

鬼 の 足跡
’

御 池 山

高松 ク レータ

飛騨 山地

日本海

沖縄 県中頭郡 宜野湾村

同上

鹿児 島県大島郡滝郷村

同上

沖縄県国頭郡 国頭村

富 山県婦負郡八 尾町

長野 県 木曽郡 大滝村

長野県佐久郡南相木村

長野 県下伊那郡

香川 県 高松 市 ， 香川町

岐阜県北部

数 100km 　　 　 ［5］’

20m 　　　　　久保茂，　 ［4］

40mX60m 　　 久保茂，　 ［4］

3．2km 　　　　 山 口 志 摩雄 ，　 ［4］

80m 　　　　 山 口 志 摩雄 ，　 ［4］

70坪　　　 　 松村巧，　 ［4］

10m 　　　　　赤井純 治 ，　 ［4］

50m 　　　　　 酒井潤一
，　 ［4］

18m 　　 　　 依 田吉郎，　 ［4］

9001n　　　　 ［6コ

4km 　　　　　　［7］，　 ［8］・

70km 　　　　　［g］．

学的な検討は 行わ な い ．た だ し，高松 クレー
タにつ

い て
；
は そ の 幌案以 来何 人か の 研究 者 が様 々 な観 点

から研究を行 っ て お り， ．そ の 成 因 につ い て 論争が行

われ て きてい るの で ，こ の構璋に つ V）て は 後で 詳 し

、い 紹介 を行 う．・

3 ． 隕石孔と紛らわ しい地形

　隕石 孔 の 最 も一
般的 で か つ 明瞭な特徴 は ，ク レー

タ つ まり円形 の 窪地 で あ る とい う点 で ある ．地 表 に

表μて い る 隕石孔 の 発 見や 提案 の 多 くは
，

こ の 特徴

をもとに して行 われ て い る ．表 1で まと め た 日本 で の

提案で も，そ の ほ とん ど が地 形 的特徴 に よる もの で

ある．．

　言 うまで もなく， 円形 もしくは 円に 近 い 形状 の 窪地

は 隕石衝突 以外で もで きる．最 も隕 石孔 に似 て い る

の は ，カ ル デ ラ等の 火山爆発 もしくは火 山 活動 に絡

ん だ構造運動に よっ て作 られ た もの で ある ．有名な

ア リゾ ナクレー
タ（バ リン ジ ャ

ーク レータ ）で も，火 山

性か衝 突 に よるもの か の 議論が行わ れ た ．そ の 当時

はまだ隕石衝突とい う現 象 の 存在 自体が議論 の 対象

で あ っ た 時代 で は ある が ，両 者 の 識別 が難 しい こ と

を端的に示 して い る．

　火 山性 の ク レータ 以外に も円形 に近 い 窪地 を作 る

現象が 幾 つ か あり，隕石孔探 しに は 注意が 必要 で

ある．1 そ の 第一
の 原 因 は 火 山性 で な い 構造運動 に

よるもの で あ る ．幾 つ か の 断層に 囲 まれ た 地域が 断

層運動の 結果 窪地 に なり，そ の 後の 堆積作用 な ど で

円形 の 窪地 に なる こ とが 考 えられ る．しか しなが ら ，

図 2 に 示 した赤尾木湾 （表 1中の 4 番）など の 地形 を

み る と，単純に こうし た 過 程 で で きたとは 思 えな い

28
’　？6，

2B
曾
24国

129
’
36° 129

’
38
’

129
’　4e’

　 　 　 　 3  

図 2 ：鹿 児 島 県奄美大 島北 東 部 の 地 形．中 央付 近 の 円 形 の 湾

　 　 （直 径 約 3（m ）が その 形 状 か らク レ
ー

タ候補 と され た 赤 尾

　 　 木 湾 であ る．
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ほど円形に なっ て い るもの もある．

　 第二 の もの は浸食地 形で ある．例 えば石灰 岩地

帯に み られ る溶食地 形，ド リーネ や そ れ の 大型化 し

た ポ リエ ，で ある．秋吉 台など の 大規模なもの で な

くて も， 小規 模な石灰岩質の 岩体 は 日本国内に 散在

して い る．よっ て 直径が 10m オ ーダーの ドリ
ーネが ，

そ うと思 わ れ ない 地域 に存 在 して い る可 能性 が あ

る．表 1 中の 2番 と 3番の 地 形 は ドリーネで あると推

定 され て い る【4】．そ の 他 ， 通常の 浸食や 山崩れ な

ど に よっ て で きた地形 で も，半円形や円弧状 の形状

に なる こ とは頻繁にみ られ る．

　 第三 の もの は少 し特 殊 で あ るが ，日本 で み ら れ る

可 能性 が あるの で 指摘 して お く．
1
それ は 第二 次大戦

中に行 われ た爆撃 の 跡 で ある ；
’
現 在市街地 にな っ

て い る 地域 で は ，こ うした痕 跡 は 無 くな っ て い る と

考 えられ る．しか しなが ら ， ．
・
山地 部に お い て 誤爆や

遺 棄され た爆弾 に タっ て作 られ た 窪地 が 残 っ て い る

可 能性 が ある ．・こ．れ は 小 さな （直径 数 m オーダー）

隕石孔 の よ うに み え る は ずで ある．・な お こ の 場合 ，

・
同 程度 の 大 きさの ク レ ータ が多数で きて・い る は ずで

あ り，こ の 原 因 の
一

つ の 目安に な る．

4 ．重力異常による発見

　 地形観察 に次 い で隕石 孔 を発 見 する有 効 な手法

は ，重力探 査に よるもの で あ る，重 力異常は地 下 の

密 度分布 を反映 して お り， 地下に 低密度の 領域があ

れば負の 重力異常に なる ．浸食により隕石孔の 外形

が 変わ っ て い て も，また厚 い 堆 積物 に覆 われ て い て

も， 地 表 の 観測 か ら容易に 探 る こ とが で きる とい う

利点が 重 力探 査 に は ある ．隕石 孔が堆積物 に覆わ

れ て い る 場合，孔 の 作 られ た基 盤 岩 と上 を覆 う堆

積物 の 密度差が 大 きい た め ，大 きな重 力異常 に な

る こ とが期待 さ れ る．・

　．重 力探査 で は 通 常ブ ー
ゲ重力異常図 を描 くこ とが

多 い ．この 異常 図上 で
， 多 くの 場合隕石孔の 地域は

円形 の 負の 重 力異常 値域 に なる ．こ れ は 地形図状

で 円形の 窪み を探すの と同様 で，特徴 的 な パ ター
邑ン

・・で あり認識 しやす い 点 も利点で ある．　 　 ∵

　
’
また ，通 常 の 地下構

’
造 で の 重 力異常分布：は 空間
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図 3 ：阿 蘇 カ ル デ ラ付近 の （A＞地 形 と（B＞ブーゲ 重力異常分布．カ ル デ ラに 文9応 した負 の ブーゲ重 力異常域が 見 られ る．的 に 緩 や
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か に変動 して い る ，一
方隕石孔 の 縁 付近 で は重力

異常値が 急変する 可能性が 高い ．つ まり，離散的な

．測定点分布 で も，運良く1点が 隕石孔の 範囲 に落ち

れ ば ， 周 りに比 べ て 異常 な測 定値 を示 し ， 地 下 に

』
何 らか の 異常構造が あるこ とが 分か る．後 で 詳 しく

述 べ る 高松 ク レータも，数 km 間隔で 重力測定 をし

て い て ， そ の 中 の 1点が 周 りに比 べ て 大 きな負 の 重

力異常値 を示 した こ とか ら発見 に つ なが っ て い る ．

（当時独 立 に 測 定をして い た金沢 大学 と名古屋 大学

の 2 グ ル ープ が 同 じ異常 に 気づ い て お り，こ うした

異常が 発見され 易 い こ とを示 して い る．）

　 た だ し ， 地 形か ら隕石孔 を探 した ときと同様に ，

重 力異常 の様 子の み か らは そ の 構 造が 隕石孔 なの

か 他の 原 因の 低密度領域か の 区 別は で きない ．例

として ，図 3 は 阿蘇山周辺 の 地形 とともに ブ
ー

ゲ重

力異常図 を示 して ある．こ の 場合原 因が カ ル デ ラと

分か っ て い るが ，そうした情報 が な い 例 えば他 の 惑

星の デ ータだ とした ら ， こ れが 火山か隕石孔 か の 区

別 は難 しい こ とが よく分 か る ．両 者 の 区別は 多 くの

隕石孔 につ い て 難 しい 問題で あ っ たし ， 今後もそ う

であろう．

5 ． 高松クレー タ

　高松 クレ ー
タ （こ こ で 「クレ

ー
タ」とは隕石孔 を示

す物で は なく，円形 の 窪地 をさす 言葉として 使用 し

て い る）は重力異常調 査 に よ っ て 発見され た もの で ，

現 時点 まで の 隕石孔候 補の 中で は ，最 もそれ らしい

もの で ある．こ の ク レータ は東西 に延 び る讃岐平野

の 南端付近に 位置して い る．クレー
タより数   南 に

は活断層で ある長尾 断層が東西 方向に走 っ て お り，

こ れ を箋 に して南 側 に 讃岐 山 地が 広 が っ て い る ．

図 4A に示 した の は，ク レータ を含む領域 の 地形図

であ る．南側が 若干高 くな っ て い て ，所 々 に比 高

200m 程度の 小 さな山 が 点在する以外 は基 本 的 に 平

坦 な地形で あり，ク レ ータ が 存在す る こ とは 地表か

らは 全 く分か らな い ．

日本惑星科学 会誌 VoLll．No．3，2002

　高松 ク レータ の発見とその 地下構造の 詳しい 研 究

は ，主 に 重力探査 によっ て 行 われ て い る【7】．さらに

物理 探査 として は反射法探 査や 地磁 気探査 ［8］や 電

磁 探査 【10］も行 われ て い る．こ れ らの解析結果 は 手

法 に より多少 の 差が あるが，基本的に は 調和的 で あ

る．図 4B は 地形図 と同地 域の ブ
ー

ゲ
ー

重 力異常図

で あ る ，こ の 範囲内 の 重力測定点の 総数は約 500 点

で あり，ク レ ータ付近で は お お よ そ 200m 間 隔程 度

の 測定点密度 に な っ て い る．重力異常を計 算する

際 の 地 表 の 岩 石密 度は 2670kg ／m ’ を仮定 して い る

が ， 地 形 の 起 伏が小 さい の で ， 仮定 した 密度 に誤

差が ある として も，結果に対する影響は小さい ．

　重力異常か ら推定 され る高松 クレータの 構造は ，

直径 4  で 中心部の 深 さが 15   程度の お椀型 をし

た窪地 であ る．一
方電磁 探査 か らは深 さ700m 付近

か ら高比 抵抗岩体になると推定 された［101．こ の 構

造は ，基盤岩 で ある花崗岩に孔が あ い た形で で き

て お り，そ の 中を花崗岩よりも低密度と低 比抵抗 の ，

新 し い 時代 の 堆積物が埋 め て い ると考 えられ る．な

お ，こ の 報告 を書 い て い る時点で ， クレータの 北部

で温 泉 の ため の ボ
ー

リン グがお こ な われ て い る ．そ

れ によれ ば ， 深rcl100m付近 で クレータの 底に 達 し

た とされ る （三浦，私信）．

　地 質的な面か らみ る と，こ の 地域の 基盤 は領家花

崗岩類 で ある ．平野 部で は こ の 基 盤 の 上 を新 しい

堆積物で ある 三 豊層群 と沖積層が 覆 っ て い る．クレ

ータ は こ の 堆積物 に覆われ て い る．ボ ーリン グ デ ー

タや地 質調査 に依れ ば，ク レータ 内部に お い て は 三

豊 層群 より古 い 讃岐層群が み られ る 口 1亅．こ の 讃岐

層群 は 中新世に 活動 した 火 山活動に よ る 瀬戸 内火

山岩類 とそれ に伴う淡水性 の 堆積層か ら な る．あと

で 述 べ るように ，こ の 火 山 岩類 が 存在 す る こ とが ，

こ の 高松 ク レ ータ が 火 山性 の 成因 を持 つ とする 見解

の 重要 な根 拠に な っ て い る．

　瀬戸 内火山岩類 の 分布 と高松 ク レータ の 位置 を図

5に示 して ある．こ の 図か ら分 か る ように ，ク レータ

は 瀬戸内火 山岩類 が広 く分布 して い る領域の 中に あ
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図 4 ：高松 クレ ー
タ付 近 の （A）地 形 と （B）ブー

ゲ 重 力異 常 分布．ブー
ゲ 重 力異 常 図の 中央 や や 下 よ り の丸 い 円 形 状 の 負 異 常域 が ク レ

　　
ー

タに 対 応 して い る．地 形 図上 で は全 く
．
クレ

ー
タの 兆 候が 見 られな い ．

る．上 で述 べ た比 高 200m 程度 の 山 は こうした火 山

岩の 噴出 した名残で あ り，ク レータ 内部 に も数個 の

こうした 小山が で きて い る．ただ し，現在の 地質 を

み る 限 りクレー
タの 周 りに大規模な火山体が あっ た

とい う痕 跡 は み られ な い ．ク レ ータ内の 小 山 もクレ

ータ形成 後に 噴出した物で あ る ．また瀬戸 内火 山岩

類 の 分布 をみ る 限 り，香 川 県付近 で の 活動 中心 は

クレー
タより北 部 にあ る ように見 え る．

　河野他【7］は 高松 クレ ータの 成 因 として ， 隕 石衝突 ，

カ ル デ ラ 跡 （コ ール ドロ ン 〉， そして 火山性で は ない

構 造運動 による陥没，の 三 種類 の 可 能性を検討 し

た ．こ の うち 三 番目の 成因 は ，ク レータを形づ くるよ

うな大 きな断層が な い こ とか ら ， そ の 可 能性 は小 さ

い とした ．そ して ， こ の 地 域 に は コ ール ドロ ン に 伴

うような大規模な火砕流堆積物や 火山体の 痕跡が認

め られ な い こ となどか ら，コ
ー

ル ドロ ン よりも隕石孔

で あ る可能性 が高 い の で はな い か と提 案 した．さら

に Miura　et　a1．【13】はクレー
タ南部 に分布 する火砕流

堆積物 中 の 黒 色 ガ ラ ス 中に，高密度石英，ラメ ラ 状

石英，そ して NLFe 粒子等が 存在する こ とを示 し，

高松 クレ ータ が 隕石孔であるこ とを積極 的に 主張 し

．戛4・50層

34℃ o 鴇

　 　 1謝 E　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 dlerd

図 5 ：四 国 北 部 に お け る 瀬 戸 内 火 山 岩 類 の 分 布 と高松 ク レ ー

　　 タ．黒い 部分が 瀬戸内火山岩類 分布域 【12】，矢 印 で示 さ

　 　 れ た 円 が ク レ ー
タ の 位 置 と大 きさを 示 す．
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て い る．

　
一

方，長谷川 ・石井ロ 1］は 付近の 火山噴出物の 分

布や ク レータ内部で 得 られ た ボ ー
リングデ

ータ が 厚

い 火砕流 堆積物 を示 して い るこ とに注 目して ，コ ー

ル ドロ ン 説 を展開して い る．さら に ，山 田 ・佐藤エ14」

は火砕流堆積物中の 黒色ガ ラス の 分析 を行 い ，ガ ラ

ス の 成 因が 火 山活動 であ るこ とを示 して い る．

　従来，こ の 地域で は 大 規模 な火 砕流 の 存在 は 指

摘 さ れ て い な か っ た が ，瀬戸 内火 山 区全体 を 見 渡

すと，愛知県の 設楽 コ ール ドロ ン や 愛媛県 の 石鎚山

コ ー
ル ドロ ン 等が み られ る ．よ っ て 高松 付近 で もコ

ール ドロ ン が存在 して い て も不思議で は ない とい う

指摘 もある ［14］．しか しなが ら，地質学 的にみてほ

ぼ 同時期に 形成され た コ ール ドロ ン が ，あ る地域 で

は 明瞭で あるにもかか わ らず ， 高松付近 で はそ の 痕

跡が花 崗岩 中に残 された孔 だ けに な っ て い る とい う

大 きな差 が何故 生 まれ るか は不明で ある ．

　以上 の ような状況か ら，高松 ク レータ の 成因 につ

い て は ， 現時点で は まだ隕石孔 と コ ール ドロ ン の ど

ちらとも決着が 付 い て い な い と言 うべ きで あ ろう．

今後 ボ ー
リング 資料や更 な る 地 質学的調 査等 に よっ

て，衝突を示す確実な証 拠 が発見 されれ ば，日本で

最初 に確 定され る隕石孔 とな る 可能性をもっ て い る

が ， それ は今後 の 研究 にか か っ て い る．

6 ． 隕石孔を探そ う

　　 日本 の 地 質構 造 の 発 達 史 や 激 し い 浸食な ど の

悪条件か ら ， 隕 石 孔 の 発 見 は 絶望 的 で ある と し て
，

始 め か らあきら め て い る 研 究者 が 多 い ようで あ る．

しか しな が ら ， 最 初に 議論 した ように ， 日本に お い

て も．比 較 的 新 し い 隕石孔 や 地 下に 埋 没 された 隕石

孔 が発見 で きる可 能性は高 い と考える ．我 々 は ，多

くの 研 究者 や惑星科学 に 興味を持 つ 人た ちが 隕 石

孔の 存在 を意識して ，野外調 査や デ
ータ を検討 する

こ とで ，日本で も隕石孔が見 つ か ると確信して い る．

一・特 に最初の 一
個が 見 つ か ると ， 刺激 を受 けた りそ の

日 本 惑星科学会it．　V（）LILNo3 ，2藍〕02

現実性 を認識する こ とで ，他の事例が続 々 と見 つ か

るようにな ることは ，
い ろ い ろ な分野で 目撃 して い

る こ とである．

　日本 にお い て 隕石孔が 発見され る こ とは ， 惑星科

学 的 にみ て 意 義深 い 事 と考え る ，そ の 理 由の 一つ

は 地殻 活動が 盛 ん な地域 で も隕石孔が 発見 で きる こ

とを示 せ ，多 くの 発見 の 呼 び 水 に な る こ とで あ る．

ま た ，第 二 に は 実際 の 隕 石孔 の 研 究 を国内で 行 え

る 様 になる こ とで ， 隕石孔 ひ い て は 天体衝突現 象の

研究 をもっ と身近に する こ とが で きるようにな るこ と

で ある ．こ れ ら に よ っ て ，天体衝 突現象 の 理解 が よ

り一層進むようになると期待 され る．

　表 1で もみ られ るが ， 沖縄地方に は 星窪とい う地

名が 多 い とい う【4】．こ の 名前は 隕石孔に 興 味を持

つ 人だ けで なく，多 くの 人の 想像 力をか きた て る の

で は な い だ ろ うか ．そ の 想 像 力 をた くましくして ，

「星窪」を探 そうではな い か．
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