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図1　地質構造解析図（左）と断面構造推定図（上）
魚沼丘陵の地質断面図から、魚沼層群の褶曲構造と魚沼丘陵隆起前の
魚沼層群の形態を推定し、バランス断面法を用いて、丘陵下の断層の
形態を求めた。この図は１つの可能性を示すもので、分岐断層が存在
すれば断層の形態も異なってくる。
左図：20万分の1「信越地域活構造図」を基図として、岡村・柳沢・高橋が作図
上図：5万分の1地質図「小千谷」の魚沼丘陵の地質断面図を基図として、岡村が作図

東側には越後山地が分布し、丘陵と山地の間には六日
町盆地と呼ばれる北北東－南南西方向の低地が形成さ
れている（図1）。東山丘陵・魚沼丘陵には、新第三紀
及び第四紀地層が数kmの厚さで分布している。これ
らの地層は、今から約200万年前までの間に、西北西－
東南東方向からの圧縮応力を受けて形成された逆断層
の活動により褶曲した（図2・図3）もので、現在も成長
を続けるこれらの褶曲構造は、活褶曲と呼ばれている。

 地震の震源と地質構造
今回の一連の地震は、魚沼丘陵と呼ばれる地域の地

下約5～20 km程度で発生している。「魚沼丘陵」は、
信濃川の東側に沿って幅15～20kmで北北東－南南西
方向に連続している丘陵地全体を指している。
この丘陵は大きく二つに分かれ、魚野川の北側を東

山丘陵、南側を魚沼丘陵と呼んでいる。２つの丘陵の

2004年10月23日17時56分に新潟県の中越地方で起こったマグニチュード6.8の大地震は、新潟県小千谷市で震

度6強を記録したのをはじめ、甲信越地方を中心とする各地で強い揺れを感じさせた。被災地に大きな犠牲と傷跡を残し、

その後も続くマグニチュード5クラスの余震が生活する人々を苦しめている。

産総研では、10月25日から活断層研究センターの緊急調査チームを現地へ派遣し、今回の地震に関係する情報を収集

している。これまでに得られた数々の情報から、今回の群発地震がどのようなメカニズムで起きたのかがわかってきた。活

断層による地震発生のメカニズムを解明し、災害の軽減に結びつけるための努力が日々続けられている。

活断層による現地調査から得られた様々な情報は、地質調査総合センターのウェブページ（下記）で、随時公表している。

http://www.gsj.jp/jishin/chuetsu_1023/index.html
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新潟県中越地震のメカニズム解明に挑む
 現地調査とデータの解明から 地震災害の軽減につなげる
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図2　逆断層と正断層
今回の地震の発生に大きく関連を持つと思われるのは、左側の逆断層

向斜

背斜

図3　地層の褶曲構造における向斜と背斜
圧縮応力（図の左右から中心に向けて押し縮める力）
を受けて撓んだ地層で、下側に凹むように撓んだ構造
を向斜、上側に凸状に撓んだ構造を背斜と呼ぶ。図中
の白線部分を褶曲軸（向斜軸・背斜軸）と呼ぶ
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今回の新潟中越地震は、この丘陵の下で発生してい
ることから、丘陵を隆起させてきた地殻変動の一つで
あると考えられる。
東山丘陵・魚沼丘陵と越後山地の境界は「新発田－小

出構造線」と呼ばれ、六日町盆地から新潟県北東部の新
発田付近まで連続している。この断層は2000－1500万
年前に日本海が拡大する際に形成された、丘陵側（北西
側）が沈降する正断層（図2）で、陸域と海域の境界だっ
たと考えられる。約200万年前、東西圧縮応力が強く
なることによって、かつての正断層が逆断層として再
活動し、その運動によって丘陵が隆起してきたと考え
られる。東山丘陵・魚沼丘陵に分布する新第三紀の地
層は大きく褶曲しているが、褶曲構造の特徴は場所に
よって大きく違う。最も南側の魚沼丘陵は比較的単純
な背斜構造（図3）で、背斜の東側の地層が急傾斜して
いることから、西傾斜の逆断層運動によって隆起した
と考えられる。一方、長岡市街の東方から北側の東山
丘陵を形成する背斜構造は西側の地層が急傾斜してい
ることから、東傾斜の逆断層が伏在している可能性が
高いと考えられる。
特にこれらの境界では褶曲の数が多く、複雑な地質

構造が見られる。越後山地の北西－南東方向の構造境界
（隆起帯と沈降帯の境界）の北西延長上では、褶曲軸（図3）
が曲がったり不連続になったりしながら連続している。
これは、越後山地の基盤構造が地下深部の構造として、
北西側に連続していることを示すものである。
今回の震源域は、魚沼丘陵の北部から東山丘陵の南

部にまたがり、西傾斜の逆断層から東傾斜の逆断層に
地質構造が移り変わる境界部に位置している。その褶

曲構造の複雑さから、震源域の断層の形態も複雑であ
ることが十分考えられる。また、それが多くの余震が
発生する一因となっている可能性が高いと思われる。
さらに、震源域の南縁と北縁は、越後山地から伸びる
北西－南東方向の構造境界線上に位置し、震源域の形
成に影響を与えているように見える。

 中規模余震が多発する理由
中越地震では、発生直後から、かなり多くの余震が

発生している（図4）。これは伏在逆断層運動特有の応
力再配分と、この地域の潜在的な中規模断層の多さに
関係すると考えられる。

図4　中規模余震が続く今回の地震と、過去の地震との対比


