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新潟県魚 沼地方 を中心 と した新生代後期構造発達史
＊

池 辺 穣
＊＊

　新潟油田地域 の 新生代の 後期の 地層を ，段丘礫層 お よ

びそ れ に 対比 さ れ る 若 い 地層 を除い て ，魚沼層群と総称

して い る ．同層群は灰爪層以下 の 中越層群を整合また は

不整合 に お お い ，新潟県下全般 に 広 く分布発達 して い

る ．平野部よりも南部の山地で ある魚沼地方に最も厚 く

発違 し，蒲原 平 野で は 500〜LOOOm 位で ある の に比 し，

魚沼地方で は 最厚 2，000m 内外に お よ ん で い る ．

　魚沼層 群 は ，多 くの 人 k に よ っ て 研究 ざ れ て い る が 古

くは
＝F谷 （1930） ・大村 （1930） な ど に よ り魚沼統と し

て 紹介 さ れ ，池辺 （1940，1942）・金 原 （1940，1950）が

そ れ ぞ れ 岩相 ・化石 な ど か ら 改訂 を加 え て 発 表 し て い

第 1図　魚沼層群基底地下講造図

る ．帝国石油（株）や 石油資源開発（株）（現在の 石油開発

公団事業本部） な ど の 石油会社 は 公表 は して い な い が ，

年 々 の詳しい 地 表調査 ，航窒写真調査 ，有孔虫 ・ダ イ ア

トム な どの 化石調査に加えて ，重力探査 ・磁力探査を行

な い ，平野部に つ い て は 地震探鉱 の結果 も加わ っ て講造

に つ い て もか な り広 く解明 され て きた ．また ，試掘井 の

結果 は地 下 の岩相 ・化石層序 を ポ イ ン トご と に確認し，

露出地域間 の 相互の 連絡 を容易に した．第 i図は そ れ ら

の結果を総合 して 作成 した魚沼層群基底 に おける現在の

地下携造を示す図で あ る ．こ の よ うに構造 を は じめ ，囓

位 ・堆積な ど に つ い て の考察が か な り明らか とな っ て き

て い る ．こ こ に そ れ ら の 結果 を 総合 して 述 べ ，新潟油田

地域第 四紀 の 地殻変動 の
一端を 紹介する ．

＊ 　1968年4月2H 日本地質学会丁5周年記念討鷸会 「第 図 杞地殻変 動」で 講函

＄＊　石油開 発公団 車薬本部

正 層 位 に つ い て

　魚沼層群は 塚山層と小国層の 2つ に 大別 ざれ ，そ れ ぞ

れ 塚自階 ・小国階 の年代層序区分 で よ ば れ ，裏 日本 の新

生代 の 上部の 階区分 と して か な り広 く使わ れ て い る．

　 （1） 塚　山　層

　魚沼層群の 下部は 塚山層 （大村，1927）ま たは塚山累

層 （槙山，1950）の 名 で 総称 され て い る が ，狭義 に は信

越線塚山駅の 西 の 鉄橋下の 渋海川 に 沿 う向斜の 西側 ，す

な わ ち 八 石背斜東翼 か ら岡 野町 背斜北部に か け て の 分布

範囲に ある もの を 云 う．八石背斜西南部か ら鯖石川に 沿

う同 背斜西 南 側 の 向 麟部で は下 部を 大 沢 砂 層 （池 辺 ，19

42）お よび西の 入層 （池辺 ，1940），上部を 小清水層 （同 ，

1940） と分 け て い る ．

　 ま た ，渋海川 向 斜の 東側 に ある 小千谷一真人背斜 の 中

央部を占め て 小国層の 下位 に露出する 範囲 を 山谷層 （大

村 ，1928） と し，さ ら に東 の 信濃川に 沿 う 向斜 の 東の 地

域で は 和南沢層 （金原 ，1940）と呼 ばれ て い る ．ま た魚

野川の 西側 に 発 達す る東方 の縁辺 堆積糟は 柴倉 （礫 ）層

（槙山，1950）の 大部分を 占め る もの とな っ て い る ．

　 本層 に対比 され る もの は ，長岡平野 の 東側の 東山油田

で は稗生層で あり，同平野の 西側で は宮本 （砂礫粘土）

層 （池辺，1941）の下部を占め て い る ．ま た ， 新津油田

南部の模式地の 矢代田層 や 大蒲原層 （大村，1928） の 大

部分もこ れ に属する、

　本層に つ い て は ，八石背斜の西側 と東側 にお け る対比

に つ い て 盲 くから疑問がもたれ て い た ．窪田 （1948）は

東翼の 塚 山 層 は 西翼の鮮新統上部の由澗細砂層 （灰爪

階）の 上部の異相と し，鮮新統 と 更新統の 境界は 塚山層

と小国層 の 境界に お くべ き こ とを主 張 して い る ．金 原

（鶴田） は こ の ような問題 の 多い 地域 を さ けて ，小千谷

油田の 山谷層を模式と して 魚沼層群の 下部を山谷 階 と称

して い る ．石油資源開発（株）にお い て は，1965年 の片平

思実 ・（故）大森隆
一

郎 らの 航空写頁判読と地表調 査の 結

果 ，八 石背斜西翼 にお い て山澗細砂層最上部と され て い

る 大広田凝灰質泥岩 （池辺，1940） は東側 の 渋海川側に

おい て 塚山層 の 最上部とさ れ て い る塚野出凝灰 質泥 岩
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（池辺，1940）
「
に 連続 さる べ き もの と した ．こ の こ と は

（故）森 島正 夫 ・ 池辺 穰 ら も1945年同地北方 の 調査か ら気

付 き，木下浩 二 （194了）も未公表資料で疑問を述べ て い

る．窪田 （1948） は 森島 ら とと もに 調査 したの で こ の こ

山

1陽

細

砂

層

第 1表　山澗細砂層 の層序 （池辺，1940）

北 条 砂 礫 粘 土 互 層

砂 層

大広田凝灰質泥岩

砂 層
一

大広 E日イ匕石帯

細砂お よび細土層
一

菅沼化石帯

細砂お よび細土層一石JIu匕石帯

介 砂 お よび 砂 層一平井化石帯

（森近化石帯 ＝ 夏川化石帯）

〕（
山濶化石帯＝
山横沢化石帯）

　と を 発表 した もの で あ ろ う．

　　よ っ て 同匙ヒは 1966〜67年に小村精
一に よるダ イア トム

調査を 実施す る とともに1967年 に は八 石の 南部地区か ら

　岡野町背斜の 北部地 区に わ た り， 青柳宏
一・宮崎浩らに

よ っ て 詳細に調査 した結果，塚山層は山澗細砂層 （八石
．背斜北西部） の 上部の薄い 部分に含まれ る こ と が ほ ぼ確

　実で あるこ と が 判 っ て きた ．

池辺 展生 は 大広田化石帯は そ の 動物化石群 か ら ， 多分 に

淡水 を ま じえ た 海で 生 成 され た もの で ，ま た そ の 水 温

は ， 下位 の 諸化石 帯 が 生成 され た 海 よ りも，い くら か 高

くな っ た もの と推定 し，な お ，
鏡 ‘プ廨 θμα saishttensis

Yok ，を欠 くこ と に 注意 して い る．こ の こ と は小村 の ダ

イァ トム 調査結果に
一致し， 塚山層に代表的 な Gyroεト

gma 　attenuatum ，　 Navicttta　hastaらの zone は，八 石

背斜西翼の 山澗細砂層上部に産 し， 淡水の 影響の か な り

大 きい 海で あ る と して い る ．こ れ ら の こ とが 判明 した こ

と は 魚沼層群の 前期 の 海の 形態 お よび堆積環境を 考察す

る の に重要 な資料とな っ た ．

　塚山層下部と され て い た 大沢砂層 か ら は，刈羽郡高柳

町岡田桐沢八 重沢におい て ， 改訂 した塚山層上部の 粘土

質組N砂層か ら ， Stegodon　 cfr ．　aleashiensis 　（TAK．、【）

（高井 ， 1940）が 報告 され て い る．そ こ か らは Corbicula

atrata 　te多産す る．塚山層は渋海川流域で 亜炭を夾有し

て い る．塚山層は 象化石お よ び軟体動物化石か ら鮮新 世

最新期ない し更新匿最古期の 堆積物と考えて よ い だ ろ

う．窪田は 灰爪階の 1異相 と し， 鮮新匿で ある と した

が，そ うで は な くて ，む しろ 山澗細砂層の 上部を灰爪階

か ら切離 して 塚山階に入れ るべ き で あ ろ う と考え ，第 2

図お よび第 3図で は そ の よ うに 衰現 した ．

　 （2） 小 国 層

　魚沼層群 の 上部は小国層 （千谷，1930） ま たは小国累

層 （槙山 ， 1950）の 名で 黼 信 れ て い る が ， 模式層 は 刈
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第 3 図 層 序 断 面 図

　山澗細砂層は 八 石山地域で 第 1表 の 如 く6部層 に 分け ら

れ て い るが ，少 な くと も大広 田 化 石 帯 を含 む砂 層 か ら上

位 は東側 の塚山層 に相当するもの で あるこ とが 判 っ た，

羽 郡小国町渋海川沿岸 の 渋海川向斜部に広 く発遠 して い

る 小国 （粘土砂礫）互層 （渡辺 ， ig38）また は小鬮夾亜

炭層 （池辺，1940）で あり，塚山層を
一
部不整合に お お
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っ て い る．八石背斜西側 の 鯖石川 に 沿 う向斜部で は，山

濶細砂層を不整合に お お う北條（砂礫粘土）互層 （池辺 ，

194G）と呼 ば れ る もの で あり， 信濃川沿い の 向斜部で は ，

和南沢層を不整合 に被 う稲倉層 （金原 ，1940） で ある ，

　小国層 に該当する もの と して は ， 長岡平野西側で は宮

本 （砂礫粘土）層 の 大部分 ， 新津油田 南部の 矢代田層や

大蒲原層の
一部な どで ある．西山油田附近 の 向斜部に分

布する 西越砂層 （大村，1927）また は 西越砂礫粘土層 （池

辺，1941） と 呼ば れ る もの は，塚山層で は な く小国層に

対比さ れ る もの で ある こ とが，ダイァ トム 調査か ら 推定

さ れ る ．

　中魚沼郡川西町の 借濃川畔の 段丘下 の 小国層か らPa −

laeotoxodon　 namadicus 　（高井 ， 1940） を 産 した と 云

わ れ て お り，更新世古期の 地層 と され て い る ，

正 堆 積 相 と 堆 積 盆 地

魚沼層群 の 堆積盆地は 第 4 図の 重力図 に示 さ れ る 重力

第 4図　重　　力　　図

低地 を 中心 と して 形成され て い た もρと 推定 され る．そ

の 魚沼地方にお け る 堆積の 様相は第 3図の 層序断面図に

示 した と お りで あ る ．魚沼層群以前 の 中越層群末期 の 灰

爪階 で は，新潟油田地域の 大部分 が外洋性の 浅海で あ っ

た が ， 海底地形は
一様で な く，所 々 に背斜構造と ほ ぼ一

致 した浅瀬が 存在し，璽力高で 示 さ れる 米山 ・弥彦 LU・

角田山 ・新津油田「斡部な ど の 火山岩地帯 で は ， それ ら が

島とな っ て 海上にあら わ れ て い た もの と推定 され る．中

央油帯主背斜の南部の畔黶地 区 にお け る 夏川石 ・西山油

田の 背斜東翼に お け る 灰爪層基底礫 に認 め られ る 穿孔貝

の痕跡
・
灰爪化石帯の 石 灰質介屑砂ホli等は 浅瀬の 存 往

や，背斜の頂部が 海 面 上に 露出 した か も知れ な い こ と を

示 して い る．

　 塚山層は お もに砂が ち の砂 ・粘土 ・シ ル トおよび砂礫

の互 層 か らな り，下部に は と くに砂が 多 い ．礫 は一般に

細粒 で 量も少 ない ．申部に 亜炭層 （小清水層中）を は さ

み，一般 に凝灰質で 数枚の 白色凝灰岩層 を 有 し， 凝灰岩

は 南部 で 安山岩質凝灰角礫岩お よび簗塊岩に 移化 して い

る ．砂層と 白色軽石粒と が ク ロ ス ラ ミナ を な して 交互す

る と こ ろ が ある ．最上部に は 暗褐灰色の 大広 田 凝 灰 岩

（ま た は 塚野山凝灰岩） が あ っ て 璽要な 示準層と なっ て

い る．本層 は 岩相お よ び化石 か ら汽水成 の 堆積物で ある

こ と が 明瞭で ある が ，滯原平野部で は 浅海成の 堆積と な

rl　t 新潟市内の 水溶性天 然ガ ス 産出の主要 な 層準とな っ

て い る．

　 本層の 堆積盆地 の 形態を 考察 して み る と，新馮一一長岡

の 平野 に 向か っ て 海に 開 い た信 濃 川 に 沿 う湾状の 堆積盆

地 が 推定 され る　（重力図参照）．信濃川 に沿 っ て 細艮 く

湾奥へ と汽水性 か ら淡水性 の 湾と な り，長野市周 辺 の 豊

野 層 の 堆 積 盆 地 に 連 ら な っ て い た と考 え ら れ，そ の 西を

限る陸は 東頸城 の 山地か ら 申央油帯 の 主背斜 が 北に 岬 と

な っ て 突 き 出 て い た と と もに，米山 山塊 お よ び 出雲崎 ・

寺泊海岸〜弥彦 ・角田 山塊が 大き く陸地 と な っ て い た こ

とが推定で き る ，高田平野部は そ の 西側 の 別個の湾入で

あ っ た もの で あ ろ う．ま た，大 き な 魚沼湾の 北 に 開い た

海 に は新津 の 山塊が 半島 と な っ て 北 に突 き 出て い た で あ

ろ う．

　 八石背斜は西 か ら東へ ，急 に 湾が 深 くな る 肩の と こ ろ

に 相当 して い た た め に ， 同背斜を境 して 西側 と東側で い

ち じる しく堆積物の 厚さ が 異 る現象 を形成 した もの と 思

わ れる（第 3図層序断面図参照）．

　 小国層 は お もに粘± ・砂 お よ び礫の 互層 か らな り， 亜

炭を 夾在する．小国層の 堆積盆地は塚山層 の それ とほ と

ん ど変 わ ら な い が ， 海が後退 した た め，平野部の 大部分

ま で汽水成の 堆積物 と な り，模式発達地 で は ， ほ と ん ど

淡水性 の 環境に近 くな っ て い る．と こ ろが背斜構造の隆

起 に と もな い，向 斜部の 沈降も著 しくな っ たため ， 向斜
「
部に塚山階にみ られ な か っ た潟湖が 形成 さ れ ， 八 石背斜

西 側 の北 条互 層 ・西山油田北部 の 西越層 ・柏崎市付近の

安田層 な ど が堆積 した もの と 考れ られ る．

皿 構 造 お よ び 地 殻 変 動

塚山層と下位 の 灰爪層と は ほ と ん ど整合 で 境界を決 め

が たい とこ ろ が 多い が ，堆積環境は い ち じる しく変わ っ
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第 5図　西山層基底地下構造図

た こ とが ， 岩相と化石相 の 相異か ら開瞭で ある。す な わ

ち，灰爪階の 時期の 浅海部が ， わ ずか に 上昇 したため に

陸とな り， 環境差をもたらしたもの と考え られ る．一
方

信濃川以東の地域で は 田麦山背斜 の 周辺や，魚野川沿い

で は 不整合が著 しい の で 構造運動が あ っ た こ とも事実で

あ る．あま りい ち じる しい 溝造運動 で は な か っ たが背斜

部 の一速 の ち よ っ と した隆起の た め に，大 き な 環境差 を

もた ら した もの と解釈で きる．第 5図に 西山層基底の 地

下溝造を参考ま で に 示 した ．西山層および灰爪層の 堆積

中にも沈降 と隆起に 関係 した 微小な構造運動が 続け られ

た が ， それ が総合 さ れた 結果 と して は魚沼層群基底の 地

下構造と は ，か な り相異 して い る と こ ろ が み ら れ る．

　八石背斜 の 両翼で は 40°〜5D°

の 傾斜を有し， 長岡平野

の 西側山地周辺 で は 宮本層下部は 垂 直 に 近く，東側の 東

山油田西翼 や大面 油田 西 翼で は 逆転 を 伴 う急傾斜 が み ら

れ ，塚山層以後 の 造構造運動が か な り著しか っ た こ と を

示 して い る．小国層は 塚出層 よ りは 10° 前後ゆ る くな り，

由地 で は 大部分 の 地 域 で 不 整 合 にお お っ て い る が，宮 本

層 は 60°〜垂直の急傾斜を 示 し，小国層堆積後に 背斜成

長 に 関与 した 最もは げ しい 造 構 造 運 動 が あ っ て ，こ れ に

よ り背斜講造が現在み られ る 姿に 完成 さ れ た もの で ある

（第 2図地質断 面 図参照 ）．

　新潟〜畏岡平野 の 地下深部 に は ．ゆ るい 背斜 が 確認 ざ

れ て い る が ， そ れ らは 魚沼 層群で は ほ とん ど反影が みら

れ な い か ， ご く笙か に しか み とめ られ ず ， 平野部に お い

て は 魚沼層群堆積後の 最大 の 造構造運動 もほ と ん ど 影響

を お よ ぼ さ な か っ た と考 え ら れ る．

　 しか し， 油田や ガ ス 田 を形成する原因とな っ た造購造

運動 は ， 先灰爪階に起 こ っ た もの で あっ て ， 魚沼層群の

堆積以前に隆起構造に 対す る石油 。天 然 ガ ス の 移動は 終

わ っ て お り，小国階以後の 最大の 第四紀地殻変動 は ，単に

そ の 形態 を い ち じる しく強 め た もの に す ぎ な い．そ の た

め，第四紀地殻変動の み で 隆起形成され たと推定で き る

若い 背斜で は，深部で は 地層の 厚 さの 変化 も加 わ っ て ，

根ttし構造 の 場合 もあ り，また，構造 は あ っ て も，石油
・天然ガ ス の 集積は み と め られ な い こ とが ， 過去の い く

つ か の 試掘井で 確認さ れ て い る．

　秋 田 油田地 域 に お け る魚沼層 群に相当す る もの は 鮪川

層 で あ る が 洞 地 域の 場合 に お い て も，最 大 の 造橇造還動

は 鮒川層堆積後の もの で あ り，こ の は げ しい 第 四紀 地 殻

変動 は 襲日本油田 地 域に 広 く共 通 した もの で あ っ た と考

え ら れ ，石油 ・ 天 然 ガ ス の 孔隙層内で の 濃集 は ，そ れ に よ

り一層強め ら れ た こ とは 疑 う余 地 の な い と こ ろ で ある ．

　本論 の 講演の 際の 図 面の 作成 お よ び本稿 の 図 の 作成

は ，すべ て 石油開発公団事業本部深鉱部 の 片平忠実 ・ 市

村隆三 両氏 の 手を わ ずらわ した．ま た，両氏 か ら は 魚沼

層群 に 関する 豊冨 な調 査経験 に よ る見解 を 聞か せ て い た

だ い た．こ こ に 両氏の 御協力に対 し厚 く感謝する しだい

で ある．
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Teetonic　 Meveinents　 of 　 the 　 Later　 Cenozoie 洫 the 　 Uonuma

District
，　 N 量igata　Prefectttre，　 Japan

Yutaka　IKEBE

（Abstract）

　Intense　 tec七〇 nlc 　 movements 　 which 　 brought 　 to

completion 　the 　o11・field　 structure 　occurred 　 in　the

areas 　along 　the　Japan　Sea　 coast 　during　the　Later
Cenozoic ．　 In　th1s　paper，　 the　stratigraphy 　and 　geo一

logic　 structure 　 of 　 the 　 Later 　 Cenozoic 　 sediments

in　the　Niigata　 oil　fields，　 named 　Uonuma 　 Group ，
are 　described　and 　the 　features　and 　tectegenesis　of

the　sedimentary 　basin　discussed，

　討　論

　（星 野通 平）：新 潟地 方 の 鮮新統は 下 位 層 に ア パ ッ トす

る か ．

　（池辺 　穣）； そ れ ぞ れ の 地層 は薄くな る が ， 層序関係

は 変 化せ ず ，塚 山層 ・小国層は そ ろ っ て い る と 見 て い

る，露頭の 観察 で は ， 各層の うち の
一

部分が ア バ ッ F し

て い る例 は あ る．

　（市原　実）： 池辺 の 示 した 地質断面図 で は ，平 野 下 に

た だ ち に 魚沼層群 が 存在する こ と に な っ て い る が ， 地下

の 段丘相当層 の 分布につ い て も検討さ れて ， その 状態を

解明 して い た だ きた い ．
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