
a

s



ü

ü



ü



a

b

  alluvial deposits（UA） 

Upper member （U）: sand（US） 

  clay（UC） 

Middle member （M）: sand （MS） 

Lower member （L）: alternation of clay （LC） 

  　and sand （LS） the latest Pleistocene epoch 

Lowest member （B）: basal gravel （BG） 

Holocene epoch



c

d

e

f



ü

年　　代 
（前） 

考古学 
的編年 

気温の 
変化 

海水準の 
変化 主 な 自 然 環 境 の 変 遷  

1,000 
年 

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

A.D.
B.C

1,000
年 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

歴史時代 

古墳時代 

弥生時代 

晩期 

後期 

中期 

前期 

早期 

旧石器 
文化 

縄
　
　
　
文
　
　
　
時
　
　
　
代 

新期砂丘の形成・ 
潟～湖の形成 

海退期気候の冷涼化 
“魚津埋没林”の生育期 
 現汀線～浅海に泥炭形成 
 先史時代人の低地への進出 

沖積低地・三角州の拡大化 
入江の縮小と潟の形成 

古期砂丘の形成 

縄文海進期・気候最適期・ 
常緑広葉樹の拡大化 
入江・おぼれ谷の形成 

現
在
の
海
水
準 

現
在
の
気
温 

－1～ 
－1.5℃ 
－1～ 
－1.5℃ 

＋2℃ 

－2 m

＋5m

図1　  最終氷期以降における年平均気温・海水準の変化 
Fig.1 Changes of the climate and sea-level since the Last Glacial period.
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図2　  北陸地域における気候・海水準・地勢変化の 
 比較（横軸は千年単位） 
Fig.2 Comparison among the changes of climate, sea-level  
 and natural topography in the Hokuriku region  
 during the Postglacial period.
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図3　  金沢平野北部における埋没地形（藤  1982） 
Fig.3 Buried topography in the northern part of Kanazawa plain（Fuji 1982） 
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図4　  後氷期における沖積平野の各種地形と堆積物（藤  1999） 
Fig.4 Topography and deposits in the alluvial plain during the Postglacial period（FUJI 1999） 

上位河成段丘 台地（低山地） 

下位河成段丘 

海成段丘 現河川 

先後氷期層 

扇状地 

段丘崖 

沖積低地 
後背湿地・潟湖 

海岸砂丘 

三角州 
砂州 

大陸棚 
US

UC

L

後氷期層基底 埋没旧河川跡 

埋没段丘面 
MS



図5　  後氷期の沖積平野における各種地形（藤  2003） 
Fig.5 Schematic topography of the Alluvial plain（FUJI 2003） 

自然堤防 

谷口を主河川堆積物で 

閉塞された河谷 

B

D

三角州 

沿岸流 

小溺れ谷 

後背湿地 

海岸砂丘 

多土砂供給扇状地 

山地 

扇状地 

A

E

砂州 

海洋 

少土砂供給扇状地 

潟湖跡 

潟湖 
H

F

沖積地 低湿地 砂　地 砂礫地 山　地 

● A～H 柱状図の 
  概念的位置 

G

C・ 

・ 
・ 

・ 

・ 

・ 



図6　  後氷期の沖積平野における各種地形地域の模式的堆積層序（池田  1964） 
Fig.6 Schematic sedimentary succession of the Postglacial deposits in some 

topographies of the alluvial plain（IKEDA 1964） 

Type A 
扇状地 

Type B 
自然堤防 

Type C 
後背湿地 

Type D 
三角州 

Type F 
小溺れ谷 

Type G 
海岸砂州 

Type H 
潟湖跡 

Type E
土砂供給 
の多い河 
川沿岸 

貝 

泥炭・有機物 

粘土・シルト 

砂 

砂　礫 

基　盤 

W　風成堆積物 

Ｓ　沼沢地堆積物 

Ｌ　海浜堆積物 

Ｍ　海成堆積物 

Ｒ　河成堆積物 

S.L. :各柱状図における概念的海水準位 



図7　  富山県氷見砂丘の分布と断面図。 
 砂丘列は海側から外列・中列・内列（藤  1975） 
Fig.7 Distribution and profile of the Himi sand dune,  
 Toyama Prefecture.（FUJI 1975） 



図8　  福井県三里砂丘の分布と断面図。 
 砂丘列は海側から外列・中列・内列（藤 1975） 
Fig.8 Distribution and profile of the Sanri-hama sand dune,  
 Fukui Prefecture（FUJI 1975）.
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図9　北陸地域における海岸砂丘の形成期（藤 1975） 
Fig.9 Chronology of the formation of coastal sand-dune in the Hokuriku region（Fuji 1975） 



図10　  北陸地域における完新統の区分と分布域 
Fig.10 Division and distribution of fhe Holocene deposits in the Hokuriku region.
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・海岸砂丘 海進期：現汀線より内陸寄り－内列・中列・外列 

 海退期：現汀線より沖－幻の“失われたる砂丘”の形成 

・扇状地 海進期：小規模な分布 

 海退期：大規模な分布 

・三角州 海進期：小規模な分布 

　砂洲 海退期：大規模な分布 

・海岸線の位置 海進期：現汀線より内陸寄り 

 海退期：現汀線より沖 
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図11　  日本における完新世・最終氷期の海水準・気候変化総括図（藤原図） 
Fig.11 The sea-level and climate changes during the Postglacial epoch in Central Japan（FUJI） 
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