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　The 　Iagoonal　 Kamo 　 Lake 　is　 located　 in　 the　 north
−
eas しerrl　 part　 of　 Kuninaka 　 Plain，　 Sado 工siand ，

Central　 Honshu ，　 Japan，　 The　 lagoon　 is　 separated 　 from　 Ryotsu　 Bay　 by　 a　 sand 　 bar　 where 　 Ryotsu

Town 　is　on 　iし．　The 　lagoon　is　filled　 with 　 marine 　water ，　because　there　is　a　 narrow 　 waterway 　which

was 　 made 　 artificial ］y　between 　 the　lagoon　 and 　sea 　in　the　 nerthern 　 site ，　 At　 the　fall　 of　 sea
−level　 of

the　lasし g王acial 　 age 　a　 valley 　was 　formed　from　 the　Lake 　Kamo 　 area 　toward 　Ryotsu　 Bay　 and 　several

rivers 　from しhe　surrounding 　mountains 　flowed　into　that　 valley ．　Rapid　 sea −level　rise　during　the 　post−

glacial　 age 　 brought　 a　 embayment 　 as 　far　 as 　the ｛nnermost 　part　 Df　 the　 va 至ley．　 After　that，　 the　 in］et

was 　graduany 　fiEled　with 　crastic 　 sediments 　from　the 　surrounding 　mountains ，　Moreover ，　a　sand 　bar

grew 　frorn　the　cape 　 of　Sumiyoshi−nojyo 　Terrace　 northernwards 　 and 　the　rnarine　inlet　changed 　lnto　a

lagoonal　 condition 　 because　the　 exit 　 of　the　 inLet　 narrowed ．　 Especially，　 the　 regression 　 of　 the　 Yayoi

period　 affected 　 the　inflGw　of　 sea　water 　from　Ryotsu　 Bay．　The　tagoon　 was 　 filled　with 　 braekish　 or

fresh　 water 　 after 　that　 period　 until 　the　Meiii　periGd．　At　that　period，　 a　 artificial 　 waterway 　 was 　 made

for　 prevention 　 of　 a　 over 　 flow．　In　 this　 report ，　 moreover ，　 the　 general　 geDmorphology 　 and 　 geology，

underground 　 geolDgy，　 lake　 water ，　 lake　 deposits　 and 　 natural 　 environment 　 of　 Lake　 Kamo 　 arユd　 its

surrounding 　area 　are 　summarized 　anCl 　Cliscussed．

ま　え　が 　 き

　新潟県佐渡島は 日本海東縁部 の 中央に 浮か ぶ 島で ，日

本 海 の 歴 史 の 解 明 に は か か ぜ な い 重 要 な 島 の 1 つ で あ

る ．佐渡島の 第 四紀地 史は佐渡国中平 野 団体 研究グル ー

プ （1966，1969），小木団体研究 グル ープ （1981）ほ か に

よ っ て 解 明 され て きた ．さ らに ，加 茂湖 の 環 境 に 関 す る

調査 ・研究 は永原 （1967），加茂湖自然環境調査 グ ル
ー

プ （1976．1977a，1977b），相 川 高 校 化 学 部 ・渡 辺 剛 忠

＊＊

＊＊ ＊

＊ 廊＊ ＊

新 潟大 学 理 学部 地 質 鉱物 学 教室 Department　 of　Geo］ogy 　 and

Mlneralogy，　Faculty　of 　Science，　Niigata　University，　Nilgata　950−

21．∫apan ，
新潟県立羽茂高等学校 Hamochi　High　School，　Niigata　Prefecture，
Harnochi　952−05，　Japan．

株式会社興和 Kowa 　Co ，L亡d，　Niigata　951，　Japan
新 潟 市 教 育 委 員 会 Eduoational　CommLttee　 of　 Nligata　CLしy，
Niigata 　951，　Japan、

（1976），相川高等学校化学部
・
加茂湖 自然環境調査 グ

ル ープ （1978）の ほ か ，国 ・県に よ る 調査（新潟県，1969）

が 実施 され て きた し，加茂湖 の 生物相に 関す る 研究 は 岩

田 （1968），本間 ほ か （1974），伊藤 ほ か （ユ982）などで

あ る ．佐渡島の 国 中平野 北東部 に 位置す る加 茂湖 （第 1

図 ）の 歴 史は ，Sato　and 　Kumano （1985， 1986）， 松木ほ

か （1987） に よ っ て 論 じられ た ．現在，加茂湖 は 自然景

観資源 と して の ほ か 漁業 を 中心 と して 利用 され て お り，

カ キ の 養殖地 と して ，また 沿岸漁業地 と して 活用 され て

い る．

　 こ こ で は ，従来の 調査
・
研究 の 報告 の ほ か ，新 し く収

集 した 地
一
卜地質資料に よ っ て 加茂湖 の 自然 お よ び そ の 歴

史 の 概略 を 記述 して み た い ．しか し，加 茂 湖 の 詳 し い 形

成 史や 環境 の 変遷を 論ず る に は 資料不 足 で あ り．今後 の

研究 の 出発点 とす る た め に ま とめ る こ とは 意義が ある も

の と考 え る ．
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第 1図　加茂湖周辺 の 地形
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第 2 図　大 正 時 代測 量 の 加 茂湖 の 等深線図

　 （新潟県教育委員会，1981，資料 ：新潟県水産試

　験場報告 （大 正 7〜10年））

加茂湖の 自然概 要

　加茂湖 は 新潟県両津市 と新穂村 に ま た が り，両津市街

を の ぜ る砂州を 境 に し て 両津湾に 隣接す る 潟湖で ある ．

現在，砂州の
一

部 が人為的に 掘削され た 幅約30m の 水路

で 両津 湾 に 連絡 して お り，海 水 が 湖 に 流 入 して い る ．

　加茂湖の 周 辺 に は．北 西 側に 火佐渡山 地 が ，南東側 に

は 小佐渡山 地 が そ れ ぞ れ北東か ら南西 方向に 延び ，そ れ

ら の 山地 の 国 中平 野側 の 山 麓に は 数段 の 段 丘 が 発達 し て

い る ．さ らに ，湖岸 の 周 辺 は 段 丘 の ほ か ，扇 状地 ，砂 州

・浜 堤 ，沖積低 地 に よ っ て と り囲 まれ て い る （第 1 図）．

　 加 茂湖周辺に 分布す る 段 E．／は 国中段 丘 と よば れ ，園中

層 と命名 された 河川，海浜 や 潟の 堆積物 か らな る 地層 で

構成 さ れ る （佐渡国中平野団体研究 グ ル ープ ，1966）．湖

　　　岸 周 辺 の 段 丘 は 新 し い 谷 に よ っ て 複雑 に 解析 さ

　　　れ ，そ れ らの 谷 は 沖積層 で 埋 積 され て い る ．湖の

　　　北側に は ，長江川 ・貝喰川 ・外城川 に よ っ て 形 成

　　　さ れ た 扇状地地形 が発達 し て い る ．湖 の 北 東 に あ

　　　た る 両 津 市 夷 か ら 同市原黒 に か け て ぱ ，長 さ 2

　　　km ，幅200〜400m の 砂州 が 北 西 一
南東方 向に 発

　　　達 し ，両津湾 と加茂湖 を へ だ て て い る ．現在 の 砂

　　　州 の
一

部は 江戸時代 以 降の 埋 立 に よ っ て 広 げ られ

　　　た もの で ある ．こ の ほ か ，加茂湖 周辺 に は 低 地 帯

　　　が わ ずか に 広が り，そ こ に は 自然堤防 ・旧 河道な

　　　 どの わ ず か な 地形 の 起伏が 多 く存在す る が ，そ の

　　　調査は 未了で ある ．

　　　　つ ぎに
， 加茂湖 に つ い て 述 べ る と，こ の 湖 は 南

　　　北 に 長 く約9．8km ，東 西 で 最大 L7km の 大 き さ

　　　で ，湖 岸線 の 延長 ば 17．2km
， 面 積 は 495ha で あ

　　　 る ．西 岸 に は 小規模 の 入 り江 が あ り，湖岸線 が東

　　　側 に 較べ 複雑 で あ る．湖 の ほ ぼ 中央に 位置す る 椎

　　　崎 と樹 崎 を 結ぶ 線 の 南側 で は 湖 の 東西 方向の 幅 が

　　　そ の 北側 に 比 べ て や や せ ま くな る．こ の 線 よ り南

　　　側で は 佐渡空港 の あ る西 へ 向 か う入 り江 （腰 の 入

　　　 り江 ） と潟上 方 向の 入 り江 とに わ か れ る．本 論 で

　　　ば 椎崎 と樹崎 を結 ぶ 線 の 北側 に あた る 水 域を 湖 口

　　　域と し，そ の 線 よ り南側を湖央域，さら に鳥崎 よ

　　　 り 南側 の 潟 上方向の 入 り江部を 湖奥域 とす る ，こ

　　　れ らの 3地域 は 後述す る よ うに 底質や 湖水 の 性状

　　　を こ とに す る場合 が多 い ．湖岸は コ γ ク リ
ー

ト壁

　　　な どで ほ とん ど護岸 され ，自然状態は 残 され て い

　 　 　 な い ．

　　　　湖底 の 地形は 湖 の 沿岸部で 急に 深 くな る舟底型

　　　 の 断面 を もち ，最大水深 は 8，7m と浅 い 湖 で あ る

　　　 （第 1 図）．大 正 時代 の 測深 図 （第 2 図 ） を み て

も，同様 な湖底地形が 存在 して い た こ とが わ か る ．

　加茂湖に 流入 す る 大小 の 河川 は ，13を 数え，流域面積

は 全体 で 5，430ha で ある ．主な 河川 は 湖 の 北西 側 に あ り，

大佐渡由地 に発す る長 江川 ，貝 喰川 ，外城 川 で ，扇 状地

性の 沖積地 を形成 して い る ．また ，湖奥の 南端部に は 天

王 川 が 小 佐 渡 1．rl地 か ら流 入 して い る ．こ れ ら か ら の 河川

水 流 出量 は 融雪 ・
洪水 時以外に は 湖水 に 火 きく影響を 与

え る ほ どの もの で は な い ，

　両 津湾 に 通 ず る 加 茂 湖 の 水 路 は 洪 水 対策の 一
貫 と し て

1901年か ら掘 削工事が始 ま り，1907年 に完 丁 され た （新

潟県教育委員会 ，1981 ：松木 ほ か ，1987）．完成後は ，海

水が 潟 に 流 入 す る よ うに な っ た ．そ れ 以前 は 発達 した 砂

洲に よ っ て 海 と隔 て られ た 汽水 〜 淡水 の 湖 で ，潟か ら海

へ の 流出 口 は 存在 し て い た もの の ，海か らの 海水 の 流入
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は 潟 口 で の 砂 の 堆積 の た め に は ば ま れ て い た ，洪水 の 後

な ど に は 広 く開 口 され ，海水が 潟内に 侵入 して い た もの

と考 え られ る ．江戸時代の 絵図 で は ，現 在 の 両 津 港 付 近

に 狭い 水 路 が あ り，橋 が か け られ て い る 様子が 描か れ て

い る．

加茂湖周辺 の地質概要

1 ．先第三 系〜下部更新統

　大佐渡山地 お よ び 小佐渡山地に ば ，中占生 界
・
花崗岩

か ら な る 基盤岩類 を 不 整合に お お っ て ，漸 新 統 〜 下 部 中

新統 で あ る い わ ゆ る 下部 グ リ
ー

ン タ フ 層 が広 く分布し t

さ らに 海成の 砕屑岩層 か らな る 新第三 系 が こ れ に 不 整合

で 重 な っ て い る．佐渡島第四 系の 層序を 第 1表 に 示 す．

つ ぎに ，中部更新統 以上 の 地 層に つ い て 簡単 に 述 べ る ．

　加茂湖周 辺に 分布す る 中部 ・上部更新統 で ある赤坂

層，国中層 は ，そ れぞれ赤坂段 丘 ，国 中段丘 を 構成 して

い る （佐渡国中平野団 体研究 グル ープ
，
1966）．筆者 らは

こ れ らの 段 丘面の 区分 ・そ の 成因 に つ い て 検討中 で あ

り，第 1図に 示 した Sd や F 区分に つ い て は 後 の 論文 に

ゆ ず りた い ．

　赤坂層は 下位の 地層を 不整合で 覆い ，褐色粘土層 と不

淘汰 な礫層 か らな る，礫層 の 礫 は 基質 と と もに 著 し く風

化 が 進み
’‘
く され 礫

”
に な っ て い る ．

　国中層 は 上 部 と 下 部 に 区分 され ，上 部は 褐色粘土 層 か

ら な り，岩相
・
層厚の 変化 が著 し い ．下 部は 砂 層 と礫層

が優勢で 植物化石 や 軟体動物化石 を含 む シ ル ト層を 挟在

す る．佐 渡国中平野団体研究 グ ル
ープ （1966） に よ れ

ば，半鹹半 淡 牛 の 軟体動物化石 か ら入 り江の 奥 の よ うな

環境が ，珪藻化石 か らは ， 富栄養湖 で，一
部 に 海水 の 流

入す る 水域が ，大型植物化石 か ら は 海水 の 流入 す る汽水

域 の 堆積環境，お よ び現在 と大差な い 温 和 な気候 が
， さ

らに 花粉化石か ら冷温か ら温暖な気候 に ，そ し て 再 び 冷

海 な 気候 へ の 変化 が ．そ れ ぞ れ推定 され て い る ．

　住 吉 野 城 段 丘 は 低 位 段 丘 を構成 し，独 自の 堆積物 を も

た ず，国 中層が 侵食 され た 侵食面 と され て い る （佐渡国

中平野 団 体研究 グ ル ープ，1966）．

　国中平 野 に お け る 晩氷 期 以 降 の 堆 積 物 は金 丸 層 と呼ば

れ ，粘 土 ．シ ル ト，砂質 ツ ル ト
， 砂 お よ び 礫 の 互層 か ら

な る．基底部の 砂礫層は 国府川 の 下流部 で 深 度 110m に

存在す る （佐渡国中平野団体研究 グル ー
プ ，1969）．ボ

ー

リ ン グ コ ア 中 の 花 粉，珪 藻 お よ び 有孔虫に 関す る 微化石

分析 が 行な わ れ ，花粉化石 か らは ，現在 よ り冷涼 な い し

寒冷な気候 か ら，現在 と大差 の な い 気候へ の 変遷，珪藻

化石 か ら は 海水〜汽水 域 の 環境 ，有 孔 虫化 石 か らは 寒流

系 の 外洋水 の 影響を 受けた 浅海か ら汽水の お よぶ 沿岸海

域 へ ，さ らに 陸水 の 影響 の 強 い 環境 へ とい う変遷 が推定

され た （佐渡国 中平野団体研究 グ ル ープ，1969）．

　 さ ら に ，加茂湖周辺の 低地や 加茂湖湖底下に は 最終氷

期以降の 堆積物が 分布 して い る ．これ らに つ い て は つ ぎ

に 述べ る．

加茂湖湖底の 表層 部地下 地質

　加茂湖 お よび そ の 周辺で は ，これ ま で に ，一
般建築物

や 橋 梁 な ど の 建設 に と もな っ て ，多数 の ボ ーリ γ グ 調査

が 実施 され て い る ．ボー
リ ン グ資料 は ，埋 め 立て 造成計

画の ある加茂湖北部 や ，防波堤な どの 構造物 の 多 い 両津

第 1表 　加 茂 湖 周辺地 域の 第四 系層序表
1）

時 　 代 地 層 名 層 厚 （m ） 岩 相 ・化 石
2 ・放 射 年 代 測 定値

3

完新 世 6ユ〜11G 粘 土 ・シ ル ト ・砂 お よ び 礫 の 互 層 ，珪 藻 化 石 （海 ・汽 水 生 ），
花 粉 化 石 （寒 冷 → 冷 涼 ）

3 〜20十

褐色 粘土 層 ，シ ル ト ・砂 お よ び 礫 の 互 層 ，貝化 石 （半 鹹 半 淡 生 ），植 物化 石 ，
珪 藻 化 石 （腐 植 性 富 栄 養 湖 ，止 水 域 生，海 生 ），花 粉 化 石 （冷 温 →温 暖 → 冷 温 ），
生 痕 化 石

10〜40 褐色 粘土 層，不 淘汰 礫 層

更
　

　

新

　

　

世

後

期

　
　

中
　

期

　
〜

　

前
　

期

金 　丸 　層

国 　 中　層

赤 　 坂 　 層

質 　 場 　層

貝　 立 　 層

河 　 内　 層

30 砂 と シ ル トの 互 層 ，礫 層

60 粗 粒 砂 礫 と 細粒 砂 の 互 層 ，砂 礫 層

110
鮮
新
世

塊 状 シ ル ト ，砂 質 シ ル ト と細 〜中 粒 砂 の 互 層 ，細 粒 砂 と石 灰 質 砂 の 互 層

石 灰 質 団 塊

有 孔 虫 化 石 ：Globigerina　 pachyderma （dexL ）
−Globorotaila　inflata　 zonule

　 　 　 　 　 　Uvigerina 　 subperegrlna
−Oridorsalisしtmbonatus 　 zonule

珪 藻 化 石 ：Neodenticula　koizumti−N．　ka皿 tschatica 帯〜

　　　　　Ncodenticula　koizumii帯 ，　 FT （2，4＞

）

）

）

123 佐 渡 国 中平 野 団 研 グ ル ープ （1966 ），遠 藤 ほ か （1987）．中原 ほ か （1987）
佐 渡 国 中 平 野 団研 グ ル

ープ （1966，1969），渡 辺 （1987），中 原 ほ か （1987）．遠 藤 ほ か （1987 ）

武 田 （1986），FT ： フ ィ シ ョ ン ト ラ ッ ク 年 代 （Ma ）
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港周 辺 に と くに 集中 して い る ．また ，こ れ とは 別 に ，両

津 市 水 産 課 に よ っ て ，浮 泥 の お お よ そ の 層厚 分 布傾 向 を

つ か む 目的で ，ポー
タ ブ ル コ

ー
ソ 貫 入 試験

＊

が 湖内 の 15

か 所 で 実施 され て い る ．こ こ で は ，こ れらの 資料 を 総合

し て ，加茂湖湖底 の 表層部地 下 地質 に つ い て 考察す る

（第 3図）．な お ，地質断面図作成 に あた っ て 直接使用 し

た ボーリソ グ は27本 で ， そ の うち最も深 い もの は 56m で

ある ．

1 ，湖底堆積物の 構成 と各層 ご との 特徴

　湖底の 表層部地質は ，上 位 か ら順 に ，  浮泥 ，  極軟

粘性 土 （上 部粘性 土 層）．  砂 ・砂礫 （上 部砂 ・砂 礫

層）．  砂 （中間砂層），  粘性土 （下部粘性土 層），  砂

・砂礫 （下 部砂 ・
砂礫層）の 6層 か ら構 成 され る．各層 の

特 徴 は 次 の と お りで あ る

　  浮 泥 （AcO ） 黒灰 色 で 含水が 非常に 多く ， 下 水 臭を

伴 う．極め て 軟 らか く，流動性 を 帯 び る ．層厚 は O．3〜

3．5m で ，湖底全体を 覆 っ て 分布す る ，下位 の 極軟粘性

上 との 境界 は 漸移的で あ り，肉眼で は 区別 が 難 し い ．N

値 は 0 （自重 で 沈下）で ，ポー
タ ブル コ ーン 貫入試験 で

も抵抗な く沈 み ，貫入 値は 0 で ある ．

　   極 軟 粘性 土 （Ac1 ，上 部 粘 性 土 層 ） 暗 灰 色〜黒 灰 色

を 呈 し，有機質に 富む ．ほ ぼ均 質で あ る が
， 湖岸に 近 い

と こ ろ で は 砂質分を 混入 し ，や や 粗粒 とな る ．全体 に 非

常に 軟らか く，Nf直は O （自重で 50cm 以 上 沈 f） で あ

る ．しか L ，ポー
タ ブル コ

ーン 貫入試験 に お い て 貫入抵

抗を 示す こ とか ら，浮泥 とは 明瞭 に 区別 され る．層厚 は

平均 して 15m と厚 く，最深部 で は22m に 達す る ．含水 比

は 130〜 150％ ，湿 潤密度は 1．27〜1．34で あ る．

　  砂 ・砂 礫 （As1 ；Agl ，−L部砂 ・砂礫層）　 両 津賓街

地北部 の 夷地区で は 砂礫層 が ，同 じ く南部 の 湊地区で は

砂層が そ れ ぞれ卓越す る ．また ，両 津湾底で は 淘汰 の よ

い 細砂層 が直接分布す る ．さらに ，砂層中に は 砂礫層を

介在す る こ と もあ る．砂層は淘汰 の よ い 細砂 を 主 体 と

し，N 値 は お お む ね 30以 上 で よ く締 ま っ て い る．砂 礫 層

は ，礫径や 礫の 混入 率 と もに 不 均
一

で ，亜 円礫〜円礫 が

多 い ．層厚 は 15〜20m以上 で ある ．こ れらの 砂層
・
砂礫

層は ，と もに 前述 した   極軟粘性土 とは 同時異相 の 関係

に あ る と考 え られ る ，な お ，  極 軟粘性士 層 （Acl ） を

欠 く部分 で は ，薄い   浮泥 層 （Aco） に よ っ て 直接 お お

＊　軟弱地盤の 強度を 簡便に 知る た め の 試験方法の
一

つ で 、静的サ ウ ン

　 デ ィ ン グ （static 　sounding ）の 代表的な もの で あ る。　 P ッ ド （鋼製の

　 つ な ぎ棒） につ ない だ先 端コーン と称 す る 円錐形 の 抵抗体 を 地盤 に

　 垂直に 立 て 、人力で 押 し込み なが ら各深度ご との 貫入抵 抗値を記録

　 して い く貫入 試験 で 、試験機 は ポ
ー

タ ブ ル コ ーン ペ ネ ト ロ メ ータ と

　 呼ば れる。

第 3 図の 上　 ボー
リ ン グ お よ び ポ ータ ブル コ ーン 貫

　入試験実施地点位置図

わ れ て い る ．

　  砂 （As2，中間砂層）　 つ ぎに 説明す る  粘性土 （下

部 粘性土 層 ） と同 時異相，も し くは こ れ に レ ン ズ 状 に 不

規則 に 挟まれ る と推定さ れ る ．粒径 は や や 不均
一

で あ

る．層厚 は 2〜7m ，　 N 値 は 10〜20で ある．

　  粘性 土 （Ac2 ，下部粘性士層）　   極軟粘性 土 の 下 に

直接位置す る 暗灰 色 の 軟質な シ ル ト層で ，砂質 分 を わ ず

か に 混入 す る ．層厚は 5 〜ユOm ．上 位層 との 境界は ，肉

眼 で は漸移的に 見 え る こ とが 多 く、や や 不 明瞭で ある．

しか し，N 値 は 2 〜 7で，上位 の 粘 性 土 層 よ りは 明ら か

に 固結 度 が 高 く，区別 さ れ る ．ま た ，含 水 比 は 57〜

68％，湿 潤密度は 1．54〜1，66で ，上 位 の 粘性 土 とは 物理

的性質 も異な っ て い る，

　  砂 ・砂 礫 （Ds ； Dg，下 部砂 ・砂礫層）　 砂，礫 と も

に 粒径は 不 均
一

で
， 垂 直

・水 平方向 と もに 岩相変化 が 著
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一Eleotronio 　Library 　



The Geological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

The 　Geologioal 　Sooiety 　of 　Japan

小 林巌雄 ・神蔵勝 明
・
鴨井幸彦

・渡辺剛忠

区
旧尸
蠱
瓢

聟
e
週
零 
騒騨
累
匚

只

　
囚

e
区
o っ

齦

・
＝
ミ
羅
国

看

 
山

憇

命・
融

・。
。

．
・

∩

鬮
團．

　

爿

葦
翼

 ・
く

 

　

　

　

　

　
・゚
遷

鬮
幽

謎
亀
・
命
　冖
切

く

，
驚
く

引
蛆．
境

米

甑

鮃
韆
　
一
り

く

爨
　
　

馳

　
O
り

く

　

鏗

溺
響
翌一
聟
斈

暇

（

ね

髄

如
螽

十

聹
遷）

　

撃

鰹
婁
菫．
曦
湘
瓢

国伽

噛
く

コ
く

圃鬮弸 鬮

94

OOI

　　　 8 　 　 　 　 8　　　　’　　　　　　　　　　　　　　1

oogI ◎撃 o

｝
一一一一一一一亠一

十
一一亠　一．−L

o

E
∠尸

O

。

o　　e
l 　 ooo

　 o　　 ooo

O

O
Σ

g

O
Σ

g

　

　

O

o
　

　

　
O

　

　
　
O
　

　
　
O

　
D

　

　
PD

　

O
　

　　
　

　

O
　

O

　

　
ニ

　

懸

　。

ピ
・

10

　 000

　 0

oooo

署
＝尸

IIi 「1

IfI

ト1

一u
く

1

イ

：

［・
il

：
：

j！．

聾

1
　0

　90

　0o

　む　
　

　む
　　
　

む

四
・
・
囲
・
・

−L　 ．．トー

O
　

ロ
紺

’

．
3

1 「　 1

℃
＜

o1 ！1 ・
Ieo

　 o 　o　　 ooo

訂

ゆ
　　む
O

運

Z

…

　
・

。
°

　

　

　
。

　
°

　

　

　

　

　

　
く 一 一　　　　　〇

　 　 　 　 　 e　　　　　，
OO

ー

軋

气5
冖一鬥一一丁一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Geological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

The 　Geologioal 　Sooiety 　of 　Japan

佐渡島加茂湖の 自然環境 とそ の 歴 史 95

し い ．ま た ，部分的 に ，層厚 2〜 6m で ．　 N 値 10前後の

シ ル ト層 を レ ン ズ 状 に 挟 む ．砂 層 の N 値 は 15〜50以 上

で ．砂礫層 の N 値 は 40〜5D以上 と比較的高 い 値で安定 し

て い る ．砂層 は 細〜中粒砂 を 主体 とす る ．砂礫層 は 礫径

5 〜30mm の 小礫 を 主 体 と し ，密 で あ る ．層厚 20m 以 上

（下限不 明）．

2 ．地 下 構 造

　加 茂湖を 縦断す る南北方 向 （A − A
’
） と，こ れ に ほ ぼ

直交 して ， 加茂湖 の 北部 （B − B
’
）， 中〜

北部 （C − C
’
），

お よ び 中央部 （D − Dり の 3箇所 で 横断す る東 西方向の 地

質断面 図 を 第 3 図 に 示 す ．南北方向の 断面で は
，
Ac 　1 と

Ac2 が 湖 の 北部 と中〜南部 に お い て厚 く堆積 して い る

もの の ，中
一

北部地区で ほ とん ど分布 し て い な い こ とが

ま ず注 目 さ れ る ．こ こ で は 粘性 土 に 変 わ っ て 厚 い 砂

（Asl）が 広 く分布す る ．今 の と こ ろ ，こ の 広 い 砂層 の 存

在を直接裏づ け る よ うな ボ ー
リ ン グ資料 は な い ．し か

し，こ の 砂層 の 存在 は ，ポ ー
タ ブ ル フ

ー
ソ 貫入 試験 に

よ っ て ，こ の 付近で 浮泥層 が 共通 して O．2〜  ．3m と きわ

め て薄い こ とが確認 され て い る こ と，さ らに 浮泥層 の 直

F で コ ーン の 貫入 値 が急 上 昇 す る こ と な どの 事実 か ら推

定 さ れ る ．

　
一

方，北部 （B − B
’
断面） の 特微 は ，高 野 川 ．貝 喰

川 ，長江 川 な どの 河 川 に よ る搬 入 物 の 流 入 や 砂 州 の 発 達

の 影響を 受けて ，岩相 の 水平変化 が きわ め て 大 きく ， 複

雑 な 地質構成 を 示 す こ と で あ る ．ま た ，中〜北部 （G
− C

’
断 面 ） で は ，A − A ’

断 面 か ら も予想 さ れ る と お り，

粘性 土 の 分布 が 西側 に 大きく片寄 り，東側 に は 両津市原

黒 か ら北西 に 延 び る 砂堆 が 広 く水面下 に 潜在す る こ とが

推定 さ れ る ．さ ら に ，中央部の くび れ の 部分 （D − D
’
断

面 ） で は 谷 が 深 く刻 ま れ て お り，粘性土 層 が こ の 谷を 埋

め て 厚 く堆 積 して い る 様子が 示 され る ，

　 な お ，各層 の 堆積年代を Ptす新 た な資料 は ない が ，松

木 ほ か （1987） は ．湖底 よ り約 16rn下 で ，4670 ± 250

yB ．P ．とい う　
；4C

年代値 を 報告 し て い る ．こ れ は   極軟

粘性土の
．
卜
．
部 に 相当す る ，ま た ，   下 部粘性 士層と  下

部砂 ・砂礫層 との 関係は ，岩相 の 急変 と境界部 の 高さが

場 所 に よ っ て か な り変化 して い る こ とか ら，不 整合 と推

定 され る ．各 ボ ーリ ン グ地点 の 最下位 に 位置す る Ds，

Dg に つ い て は ，全 体 を 同
一

層 と し て
一

括 し て 良 い も の

か ど うか 疑 問 も残 る が，こ れ ら は 最終氷 期 に 刻 ま れ た 谷

を 最初 に 埋 め た 岩屑性 の 堆積物 か ，ある い は 中部更新統

の
“
国中層

”
以下 の 地層 で あろ う．した が っ て ，現 時 点

で は ，と り あえ ず Ac2 以 上 の 地 層 を後氷期 の 地 層 と見

な し て お く．

加茂湖 の湖水 と堆積物 の 特性

　1972年か ら1975年 に わ た る加茂湖 自然環境調査 グ ル
ー

プ （1976，1977a，1977b）ほ か の 成果 に 基づ い て ，加茂

湖 の 底質 ・水 質 の 状 態 を 述 べ る ．南 北 に 長 く北端近 くに

水路の ある加茂湖 は，地 形 的 に 湖 冂 ，湖央，湖奥 の 3 つ

の 地域に 区分され る こ とは す で に 述べ た ．各地 域 で は 湖

の 底質や 水質に 違 い が み られ ，と くに 椎 崎 と樹 崎 を結 ぶ

線 を 境 に して ，湖 口 と湖央 ・湖奥域 とで は 様 々 な点 に 違

い が み られ る ．

1 ．底質 （第 4図）

　湖底 に は 湖岸域 な どの
一

部 を除 い て 軟泥が ほ ぼ全 域に

堆積して い る ，こ の ほ か ，椎崎や 鳥崎の 湖岸付近 に は 径

5 〜 20cm の 円礫 をふ くむ 砂礫 が ，また ，市街地 ・吾潟

付近，お よび 主 要 河 川 の 三 角州地 域 に は 砂
・
砂泥 が 分布

す る．こ こ に は ア マ モ 帯が広が る．軟泥 は 暗灰 色 〜暗黒

色を 示 し
， 調 査当時に は 湖央か ら湖奥域に か け て硫化水

素臭が か な り強か っ た ．底質 の 酸化還 元 電位値 は 1972年
3月 の 調査 時 に は 湖 口 域 で

一200 〜−300mV ，湖奥域 で

一300mV 〜−400mV と な り，湖奥 ほ ど低い 値 を示 し た ．

沿岸部 を 除 く湖 の 中心 域 の 底泥は 還元状態に あ っ た （加

茂湖 自然 環境調査 グ ル ープ ，1976）．夏期 に な る と．こ の

状 態 は全 体 に
一

層 強 ま り （加茂湖 自然環境調査 グ ル
ー

プ，1977a），湖奥域 ほ ど，湖 水 流動 の 停滞，有機物分解

に よ る溶存酸素 の 減少が 進行 し，還 元 状態とな っ た ．し

か し湖 口 域は 湖奥域 に 較べ て 弱還元 性 の 状態を保持 し て

い た ．こ れ は 外海水 の 流入 に よ る も の と考 え られ る．

　相川 高校化学 部 ・渡辺 剛忠 （1976）に よ る と，当時 の 泥

中 の 有機炭素量 は 6．36〜0 ．47％ ，窒素量 は 0．47〜0．0

6％ ，強熱減量 は 2〜21％ の 値をそれぞれ示 し た ．湖 口 域

よ り も湖央 ・湖奥域で は い ず れ の 値 も増 加 す る傾 向が あ

る ．そ れ らの 値 は 春期 よ りも夏期 で 3倍 の 値 に 達 した ．

2 ．水 質 （第 5 ，6図 ）

　湖水 は 河川水 お よ び 雨水 な ど の 影響を受け た E部 の

「表層 水 」 と海水 か ら な る 下部 の 「深 層水 」 と が か さ な

る ．こ れは 電気伝導度に よ く表れ ，表層水 の 値ば 深層水

の 値 よ りも低 い ．両者 の 境界 の 深度 は 場 所 ・季節に よ っ

て こ と な る が ，1〜4m の 間 に 存 在 す る．しか し，河川

水 の 流 入 の 少 な い 夏期 〔1973年 7月）に は表層水が 識別

され に く くな り，表 面 付 近 まで 深層 水 の 状態 を 示す．年

間 を 通 して ，電 気 伝 導度 は 夏か ら秋 に 高 く，冬か ら春 に

低 い 値を 示 す，

　 1972年 3月 の 調査で は 前日の 出水の 影響 が表 わ れ 湖水
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MAR ， 川 L．

　　

　　　　　　　　
　　　 O 硫化水素臭 （弱）

　　　 ● 硫 化 水素臭 （強）

　　数字 ：酸化還 元 電位．（
− 1 × 10mV ）

酸化還元電位お よ び

　　　　 硫化水 素臭分布

第4 図　底質 の 性状図

JUL．1972

匯 暗灰色

驪 黒〜暗黒色

底質
．
の 色調分布

（加茂湖 自然環境調査 グル ープ ，1976，1977a）
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匿耄 泥 底

鷹靉］砂底
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［：コ 22500＋

匯 ≡ヨ　22500〜2000e

E董三≡藍旦20000〜ユ5000

〜 　　水 温 （℃ ）

甌 33000＋

匪ミミミミミi1　3300G〜30000

驪 　30DOO一　　μ U ／cm

JUL．1972

　　 　　　　　

［！：三：］　45000〜42000　　　　胚 コ　50000「ト

E董三三ヨ42000〜40000　　Eミ邇 50000〜48000μ て）／cm
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匿 　15000一　　μ てy／crn

第 5 図　電気伝導度 お よ び 水温分布図

　 （加茂湖 自然環境調査 グル
ープ，1976，1997a）
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第 6図　1972年 3月 ，7月 に お け る 水温 ・電気伝導度 ・酸化還元 電位 ・水 素 イ オ ソ 濃度 の 垂直変化図

　　（加茂湖自然 環 境調査 グル ープ ，1976，1977a）
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第 7 図　水 温 ・電気 伝導度 ・溶存酸素量 ・透明度の 周年変化図

　 （相川 高等学校化学部
・
加茂湖 自然環境調査 グ ル ープ，1978）

の 電気 伝導度 は 湖 冂 域で 20，000μ び ／cm ，湖奥で 10，000

μ UICm で あ っ た ．水深約 2m 以下 で は 湖全 体 に
一

様 と

な り30．000μ U ／cm 以 上 を 示 し た ．水素 イ オ ソ 濃 度 は

7．5〜8．0で あ り海水 （深層 水 ）に 近 い 値を 示 した ．水温

の 垂 直 変 化 は 深 度 が 増 す ほ ど水 温 が L 昇 し て お り，逆転

層 を 形成 し て い た （加茂湖 自然 環 境 調 査 グ ル ープ ，ig76）．

こ れ ば 湖水 の 垂直循環 の 存在 を示唆 し て い る ．

　1972年 7 月の 調査 （加茂湖 自然環境調 査 グ ル
ー

プ，

1977a）で は 湖表 水 潟 は 全体 に
一

様 な 値 を 示 し ，表面 よ

り水 深 1m まで は 28〜29 ℃ で 気温 と ほ ぼ 同 じ値 で あ っ

た ．そ れ よ り深 い 所 は ，湖 コ 域 で 1〜 2m ，湖央
・
湖奥

域 で 2 〜3m を境 に して 水 温 が急に 降 トし26℃前後 とな

る．さ らに 深 い と こ ろ で は 漸次低 くな り，水 深 7rn付近

で ほ ぼ23 ℃ を 示 した ．夏期 に は 逆転層 が 存在 しな い ．水

温が 降下す る こ の 変温層 は 電気伝導度 が変化す る 領域と

も
一

致 し た ．深層 の 電気伝 導度 は海 水 の 値 を 示 し た ．

　1973年の 調 査に お い て もほ ぼ 同様 な 傾 向 が 得 ら れ た

（加茂湖 自然環壕調査 グル ープ ，1977b）．

　相 川 高等学校化学部 ・加茂湖 自然環境調査 グル ープ

（1978）は ，1974年 7 月〜1975年 6月 に お け る 1年間の

変化 を 湖 水 の 水 温 ，電気伝導度 ，透明度 の 測定 の ほ か ，

底泥 の 有機炭素量 ，全窒素量 ，強熱減量 の 分析を 湖 口，

湖央 ，湖奥の 3地 点に お い て 実施 して い る （第 7 図）．そ

の 結 果 を み る と，透明度 は 年間を 通 じて 2〜6m の 間を

変 動 し，冬〜春 に か け て 4m 前後 と小 さ く，夏〜秋に か

けて 5．O〜 6．Om と大 きくな っ た ．水温は ほ ぼ一
様 な 年変

化を示 し，夏期に 29〜30℃，冬期 に 表層 で 5 ℃ 以下，深

層で 10℃ 前後 で あ っ た ．秋か ら冬期に は 水 温 の 逆転 が み
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られた 、電気伝導度 は淡 水 の 流入 量に よ っ て 左右 され ，
降雨 の多 い 晩秋 か ら冬期 に は 全体 と して 減少 した ．溶存

酸素量 は 各 地 点 と も夏〜秋期に 減少 した ．底質 の 有機炭

素量 は 年間を 通 し て
一

定値 を 示 した が ，全窒素量 と強熱

減 量 は か な り変動 した ，また 全窒素量 は湖 口 域 で 平 均

0．12％，湖奥域 で 0．28％ と 2 倍以上 で あ っ た ．有機炭 素

量 は 湖 口域 で 平均30％，湖央 ・湖 奥域 で 50〜60％ と 同様

に 2倍に な っ た ．強熱減量 も湖奥域 で大きか っ た ．

加 茂湖 の 古環境 の 変遷

　最終氷期 に お け る地 形 は 周 辺 の ボー
リ ン グ資料 ・

現在

の 地 形 な どか ら判断 し て ，加茂湖 か ら両 津湾 へ と向か っ

て 谷 が 発達 して い た と推定され る ．谷底 は 加茂湖周 辺 で

現在 の 海 水 面 よ り35〜40m の 深 さ に 求め られ る ．そ の 後

の 海進 とと もに 谷 は 埋 め 立 て ら れ た ．海水 面 の 上 昇 期 に

は 当時 の 両 津湾の 最奥部 に 位置す る 海湾 の
一

部 で あ っ

た ．こ の 時代の 古地 理 を復 元 す る と，第 8図の よ うに ．

南側か ら段 丘 が 延 び ，北側 が 開 い た 入 り江 で あ っ た と考

え られ る ．や が て 砂 州 の 成 長が は じ ま り．外海 と隔て ら

れ ，内側 は 潟湖 とな り，海 水 か ら汽水 〜淡水 の 湖 へ と変

化 した ．こ の 点は SatoandKumano （1985，1986），松木ほ

か （1987）に よ る 珪藻化石 の 研究か ら詳細 に 論 じ ら れ て い

る ．海 水 か ら 淡水 に 移行 し た 時代は ，縄 文 晩 期 か ら弥生

時代 の は じめ で ，こ の 時代 は 全 国的に 知 られ る海退 期 に

相当す る と考えられ る ．そ れ ら の 報告で は ，珪藻群集 の

変遷か ら完新世後半の 海進
・
海退 の 変化 が 論 じられ た ．

加茂湖に お け る 人 為的改変

　佐渡島の 国 中平野 は 縄文時代か ら人の 生活 の 場 と して

重要な 所 で あ り，加茂湖 も古 くか ら利用 され て きた と 考

え られ る．こ こ で は ，古文書 や 古絵 図 の ほ か ，公用 文書

な どに 残 る 資料か ら 人 為的変遷史 を た ど っ て み た い ．

　江戸時代 の 古絵図 に み られ る 加茂湖 は 湖水 が 1 箇所 で

海 に 注 ぎ，海か ら の 流入 は 洪水時 に 潟 口 が 開き，潟側に は

海 水 が 流 入 す る こ とが あ っ た の で は な い か と思わ れ る ．

明 治時代の 中ご ろ ，湖岸
一

帯 の 洪水時 の 被害を防ぐ 目的

で ，人為的に 水路が開か れ た ．こ の 後，海水 の 流入 は 増

加 し，海 水 の 貯 る 潟 湖 に 変貌 した ．

　両 津 1育街 が の る 砂 州 は 江 戸時代か ら埋 め 立て が 進 め ら

れ て 幅が ひ ろ が り，埋立 地 を 除 い た 本 来 の 砂州 は 幅約

100m程度，標高は 約 4m で あ っ た と い わ れ て い る ．現

在，こ れ ら の 地 域 は す べ て 市街 地 と な っ て お り．砂州堆

積物 の 露頭 は 確認 で き な い ．両津市誌 （両津市誌編纂委

員会，1987） に よ る と，両 津湾沿岸で は 古墳時代か ら製

塩 が お こ な わ れ て お り，と くに 江 戸 か ら明治時代 に か け

て 揚浜製塩が 盛え，砂州 の 南端か ら住 吉海岸 に か けて 塩

畑 が 広 が っ て い た ．「懐 か しの ア ル バ ム ー
写真 で 綴 る 両

津 市 の あ ゆ み
一

」 （両 津郷 土博物館，1985）に は 明治 4G年
頃の 揚浜製塩 の 写真が残 っ て い るが ，現在の 海岸線 か ら

沖合い 約50m まで 浜 が広 が っ て い る ．こ の 浜 は ，そ の 後

の 両津港 の 防波堤建設 の 影響に よ り海 岸侵食 され た （中

率寸，　1989）．

　加茂湖 の 埋 め 立 て は ， ユ7世 紀中頃か ら始 ま り，農業用

地 ・住宅商工 業用地
・
公共施設用 地 に 利 用 さ れ て きた ．

そ の 概要を 第 9 図 に しめ す．こ の 図 は 斉藤 （1930），新潟

県 （1930），両 津市中央 公 民館 （1970），新潟県教育委員

会 （1981），両 津 帯誌編纂委員会 （1987）な ど の 資料，相

川 土 木事務所両津分所 の 工事記録の ほ か ，地 域 の 古老 か

らの 埋 め 立 て 以 前 の 様 子の 聞 き取 り結果 か ら作 成 した ．

1950年代以前の 埋め 立 て 地 域 は 正 確な図面 が 残 っ て い な

い こ とが 多 く，また 記録 に 残 っ て い な い 埋 め 立 て も多い

の で ，埋 め 立 て の 歴 史 の 全 貌 は 明らか で は な い ．

　 1930年代以前の 埋 め 立 て は ，波浪や 沿岸流 の 影響 の 弱

い 加 茂 湖 内 に 限 られ て お り ， 両津湾側 で は 延長百 数 10m
の 防波堤 が 築 か れ た 程 度 で あ る ．江戸 ・明 治 時代 の 埋 め

立 て は ，多 くの 場合
“

流 し
”

と呼 ばれ る 工 法 が 使わ れ お

り，注 目 され る．こ の 時代 の 埋め 立 て 地 は い ず れ も段丘

崖に 近 く，比較的大 きな 河川 か ら用水 を 引け る位置に あ

る ．こ の 工 法 は ，埋 め 立 て予 定地 の 外周 を 竹 と杭 で 囲 っ

て か ら，段 丘 崖 か ら埋 立 地 ま で 大きな樋 を 架け ，水 と一

緒 に 上 砂 を流 し込 む もの で あ る ．江 戸時代 の 最 も新 し い

工 法 とい わ れ ，相 川鉱山 の 技術 を導入 した と され て い る

（両津市中央 公 民 館 ， 1970；新潟県教育委員会，1981；
両 津 市 誌編纂委員会，1987）．大正 時代 に は い る と，両 津

市潟端字蒲渕 地 区 な どで は ，ト ロ
ッ

コ が 埋 め 立 て の た め

の 土 砂 の 運搬 に 使 わ れ る よ うに な り （新潟県教育委員会 、

1981），そ の 後 の 埋 め 立 て は 用 水 に 不 便 な地域 に も広

が っ て い っ た ．

　1904年 か ら両 津 港 に 建設 された 防波堤の 影響 で そ の 北

西 側 に 砂 が 集積 し
， 海浜 が広 が っ た ．地 元 で は こ の 砂浜

を
“
寄 り砂地

”

と呼ん で い た ．両津湾 の 防波堤 は 第 9 図

に 示 す よ うに 古 い もの か ら A
’
，B

’
，　C’の 順で 北側 に 1幀次

建 設 され た．そ れ ら 建設 に と も な い A ，B，　C の 位置 に 順

次 砂 浜 が で きた ．これ らの こ とは新潟県 （1930） の 文献

か ら読み 取 れ る ．一
方 ，南東 の 両 津 市 住 吉海岸で ば 海岸

侵食が 進行 し た ．1960年 代 以降は ，近代的工 法に よ り加

茂湖 の 内外 を 問わ ず 広 く埋 め 立 て が 行 な われ て い る．

お 　 わ　 り　 に

　加茂湖は 佐渡島最大 の 潟湖で あ り，国 中平 野 の 形成史

と の 関係で も興味 が 持た れ る，現在 ，加茂湖 は カ キ の 養

殖な ど水 産的に も重要な 湖 で あ る し ，佐渡 の 低 地 帯 に お
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梅

A ．最終氷 期 （約 1．8万年前） B ．縄文前 〜 中期

［Σコ弥生時代遺跡

医 コ縄文時代遺跡

匿璽 扇状地

匿ヨ 低 地

驪 砂州
・
浜提

巨コ 台 地

団 台地 ・平野

驪翻 山地

Eヨ 讖

匠 ］淡水〜汽水域

E三］現地形

C ．縄 文晩期〜弥生期

第 8 図 　加茂湖 周 辺 の 変遷図
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が あれ ば ，急速 に 環境変化を 生 じる し，加茂湖

の 場合 は と くに 湖央
・
湖奥に か け て の 湖の 形状

は湖水や 底質を 悪化 しやす い 状態 に あ る ．近

年 ， 自然流入 の ほ か ，市街地の 成長 に よ る 下水

の 流入などの た め 湖水 の 富栄養化が 進行 し，湖

底や 湖水 の 無酸素 状 態 な どが 加速 され ， 水産業
・岸 辺環 境 な どに 悪影響 を 及 ぼ し始 め た 、湖水

浄化 の た め に 水 の 循環を活性化させ ，淡水と海

水の 人為的導入 を 計 る の に 導水路を設け る な ど

の対策事業が新潟県 に よ り1968年に 行わ れ た ．

　加茂湖 の 利 用 ・開 発 の 計 画 が 今後 も な され る

で あ ろ うが ，潟 湖 の 総合的調査に 基づ い て ，自

然状態 の 保護 とそ の 利用を計 る必要が あり，加

茂湖の 自然 ・環境 と調和 した 施策が 望 ま れ る ．

謝辞 ：こ の 論文 を 書 くに あ た り，常 日 頃 ご 指

導 ，ご援助 を い た だ い て き た 斎藤良二 郎 ・佐藤

春夫の 両 先 生 に 厚 く感謝申 し上 げ る ．さらに つ

ぎの 方 々 に は ，加茂湖周辺 の 地質 ・歴 史 ・考古

お よび ボー
リ ン グ資料 に つ い て お教え い た だ い

た ．国中層 団 体研究 グル ープ，両 津市吾潟 の 北

見修治氏 ，両 津市郷土 博物館 の 中村聰氏 ・池 田

哲尖氏，相川 土 木事務所 両 津分所 の 丸 山敏男

氏，佐渡高等学校 の 小菅徹也氏 ，佐渡博物館 の

計良勝範氏，相川町郷土博物館 ，ま た ，新潟県

相川 土 木事務所 お よび 同佐渡農 地 事務所，両 津

市役所 ，佐渡農業協同組合 ，佐渡 グ ラ ン ドホ テ

ル ，佐渡銘醸株式会社 ，ホ テ ル 天 の 川荘か らは

ボー
リ ン グ資料 を 提供 し て い た だ い た ．こ れ ら

の 方 々 お よ び加 茂湖 自然環境調査 に 参加 され た

グ ル ープ の 方 々 に 厚 くお礼 い 申 し 上げ る．

第 9 図　埋 め 立 て 地 の 遷移 図

け る 自然景観か ら も周 囲の 山地 お よ び 段 丘 と一
体 と な っ

た す ぐれ た 点 を 持 つ ．湖 の 底 質や 湖水 の 水 質の 調査資料

は 20年近 く前 の も の で あ るが ，湖 の 特徴 を 知 る こ とが で

きた ．最近の 資料 は 手 元 に な く比 較 で きな い が ，様 々 な

改善が 試 み られ て い る もの と思 わ れ る．例 え ば，カ キ殻

の 再利用 とで もい う湖へ の 投入 ， 下 水 道 の 整備な ど環境

改善 の た め の 対策 が 講 じ られて い る 、浅 い 平底型 で外海

へ の 連絡 口 の 狭 い 潟湖 は 汚染水 ・富栄養水 の 過剰な流 入
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小林巌雄
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神蔵勝 明 ・鴨井 幸彦 ・渡辺 剛忠，1993：佐渡島加茂湖の 自然環境 と そ の 歴史 ．地質学論集 ，

　39，89−102．（Kobayashi，　L 　Kanzo，　K ．，　Kamoi ，　Y ．　 and 　Watanabe ，　Y ．，1993 ：Natural　Environment 　and

　History　of 　Lake　Kamo ，　Sado　Island，　Mem ．　Geol．　Soc．　Japan，39，89−102，）

　　潟湖で ある 加 茂湖は新潟県佐渡島の 国 中平 野 の 北東部 に 位置 し，両津市街を の せ る 砂州 に よ っ て 両 津

　湾 か ら へ だ て られ て い る．潟 の 北 東 部が 人 為的に 設け られ た 水路に よ っ て 連絡 して い るた め ，海水な い

　 し 汽水で 満 た され て い る ．最終氷 期の 海面低 下 期に は現在 の 両 津 湾 へ つ づ く谷 の 再 奥部付近 に あた り，

　小 佐渡
・
大佐渡山 地か ら の 河川 が 集中 し て い た ，晩氷 期 以降の 海水 準上 昇 期 に は 海 進の 進行 と と もに 現

　在 の 両津湾 に つ づ く入 り江が 最奥部に 出現 し ，海湾 の
一

部 とな っ た ．そ の 後入 り江で の 埋 積 が 進行 し，

　また 住吉野城段 丘 の 延 長 部 に 砂 州が 成 長 を ぱ じめ ，入 り江 の 口 が狭 め られ 潟湖 に 変 わ っ た ．と くに 弥生

　海退期 の 頃か ら海水 の 流入 が減退 し，潟湖 は 汽水 か ら淡水 化 し た ．明治時代に 洪水対策か ら ， 水路 が切

　 り開か れ ．再び 海水 の 流入 す る 潟湖 と な り，現在 に い た っ て い る．な お ，本論 で は 加茂湖 お よ びそ の 周

　辺の 地形 ・地質，湖底下 の 地質，湖水，その 底質などの 資料を概説 して い る ．
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