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大船貝層の 14c年代と貝化石群集

松 島 義 章

14C Age and Molluscan Assemblage of the 

Ofuna Shell Bed, in Yokohama City 

Yoshiaki MATsusmMA 

(1) The radiocarbon dating was made for the molluscan shells collected from 

the Alluvial Ofuna shell bed distributed near Naganuma-cho, Totsuka・ku,

Yokohama. The shells were found from the sandy silt at about 6. 2 m ( + 3 m 
in altitude) below the surface of the alluvial plain. 

The dating shows the age of the bed as 6550士110yrs. B. P .. This is compar-
able with the dates of the other Alluvial marine deposits (the deposits of the 

Yurakucho-transgression) distributed in the Southern Kanto region. 
(2) The molluscan fauna consists of the two embayment assemblages of di妊er-

ent composition. The assemblage found from the lower horizon (lOm below the 
ground surface) is characterized by Pa phi a undulata ( BoRN), Dosinella Pe-
m・cillatα（ REEvE), Fulvia hungerfordi ( SowERsv) and the other shallow sublittoral 
elements. On the other hand the upper horizon (6. 2m below the ground surface) 
is dominated by such littoral sp巴ciesas Musculus (Musculista) senhousia 
( BENsoN), Ostrea gigas (THUNBERG), Trapezium (N eotrρezium) liratium (REEVE), 
Batillaria zonαtis ( BRuGurERE), etc .. Considerating the stratigraphic relation 

of those two assemblages, the writer regards the ecological di妊erenceof those 

assemblages indicats the shrinkage and shallowing of the Paleo・OfunaBay. 

I は じ めに

横浜市西南部の丘陵を開析して北から南へ流れる柏尾川（相模湾の江ノ島北方に河口を

もっ片瀬川の支流〉沿いには，狭く帯状に沖積平野が発達している。 かつて大塚弥之助

(1930）は， 国鉄東海道線大船駅北方の柏尾川JI[床に露出する新第三系の大船層の上へ不

整合に重る貝殻をふくむシルト層に大船貝層と名づけた。しかし，本層についての詳しい

記載はなされなかった。

筆者は1968年3月からこの付近の沖積層に興味をもち，その分布状態，沖積層を構成す

る物質およびそれにふくまれる古生物群，縄文海進の高海水面などについての問題をテー

マに調査を行ってきた。 たまたま，’68年5月にいままでほとんど知られていなかった戸

塚1・l大船聞の1“古大船湾”の湾奥にあたる場所の大船貝層から多数の 貝化石を採集した。そ

の貝化石を用いて I4C法による絶対年代が測定され，値定値は 6550±110年B.P.が得ら

れた。本論ではその測定値の報告にあわせて，得られた年代の地質学上の意義について論

ずる。また，この地点における貝化石群集について若干検討したのでここに報告する。

Il 試料および測定結果

採集地点：横浜市戸塚区長沼町82番地，横浜市下水道局下倉田下水処理ポンプ場建設地。

* 1971年1月24日 日本古生物学会において講演
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Fig. 1 Locality of molluscan fo田 ils.
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Fig. 2 Columnar記 ctionat the locality of fossil. 

東経139°32'1011，北緯35°22’4511。地表から約6.2m下（海抜約2.5～3m)（第 1図〉。

採集年月日： 1968年5月27日

測定した試料：ハイガイ Anadara(Tegillarca) granosα（LINNE），ナミマガシワ Ano-

mia lischkei D AuTSENBERG et F1scHER, ヒメシラ トリ Mαcomaincongrua (v. 

MARTENS)' イポウミニナ Batillariazonalis ( BRuGuIERE). 

測定番号：Gak-2051

測定者：学習院大学木越邦彦

測定値：6550土 110年 （年代の算出には 14c半減期として5570年が用いられている。誤差

はF線計数における標準偏差である。〕

標本の産状：貝化石は，国鉄横須賀線戸塚駅より南方約2.2kmの国鉄と柏尾川に挟まれた

田商（海抜約8.8～9m）の地下約6.2mの泥炭質砂質シルト中から得られた（第2図〉。

Table 1. Radiocarbon dates of the Alluvial deposits in the Southern Kanto rigion. 

古funa I 9m 

Locatェons I Altitude above I Measured materials (Alu ti tude at I 1らC Ages (Years B.P.) 

sea level (m) I which s胡 plewere collected) 

6550主110 (G品←202ラ）

this paper (1970) 

Upper limit of the sandy silt 
bed with marine shells (Jm) 

Shimohara I 2らm Yonekura et. al I 

78らO主100(G品《－1598)

876o土100 （’血ー29)s.i t bed w孟thmarine shells 

C16m) 

( 1968) 

Numa 20m 

6160土120 (Gak-25ら）

Hoshino (1967) 

Upper limit of the silt bed 

with marine shells (19m) 

7870±70 (Tk-7) 

Hamada I 1967) Lower coral beds (16m) 

5100之ら00 (M-2らO)
Kamo 20m 

Terrace plain composed of the 

peat beds C16m) Crane (1956) 
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員殻は両殻が合わさったものが多く，密集するマガキ Ost何 agigas (T HUNBERG）を

除くとかなり散在する。本地点で貝殻をふくむ層の最上部は地下約6.2mであったが，

この下倉田下水処理ポンプ場建設地内には貝層の最上部が地下約4.5m （海抜約4.5

m）た個所もある。

m 測定結果の考察

14 c試料とした貝化石は，前述したように本地域の海成堆積物の最上部から採集したも

のである。したがってこれは縄文海進の最大海進期あるし 、はその直後の一時期を示すもの

である。測定値の6550土 110年は，沖積世の最大海進期の年代にほぼ近い。

大船員層と対比される関東地方南西部の地層で14c年代測定の行なわれた結果を第 1表

に示す。この表からわかるように，その測定値には相当のばらつきが認められる。中でも

大磯丘陵の下原貝層は同一試料の測定で，なお 920年とL、う測定値の差がある。房総半島

南部の沼サンゴ層の場合には，試料採集地点の異い，層位の異いもあるから測定値結果に

1700年もの幅があることは不思議でない。今回の測定値は，沼サンゴ層上部員層の測定値

6160士120年に非常に近い値であった。一方下原貝層，沼サンゴ層下部と比較するとかな

り若いことになる。

ところで，下原貝層，沼サンゴ層，加茂泥炭層が高い段丘を形成しているのに対し，大

船員層は比較的低L、沖積面をつくっている。下原，沼，加茂が関東地震 (1923）の際に

1.9～I.4mにも及ぶ隆起をみた地域であるのに比べ大船付近は Oφ21mの隆起で，地震の影

響をあまり受けてない地域であることを考えれば，ほぼ同時代の堆積物であるにもかかわ

らずこのような高度の差が生じていることも理解できる。

本地点の海成層の最上部は＋5m付近にあるが，後述する貝化石群集の示す深さは，地

表下lQmの地点てフ71<-深10ないし15m程度であるから，地盤隆起を無視すれば最大海進期の

海面の高さは，現在の地表面付近（海抜約 9m）かそれより 5mほど高かったと結論され

る。地盤隆起はこの地域でもあったと考えられるから，真の海水準はこれよりも低い位置

にあったと予想されるが，まだ資料不足のためはっきりしたことはし、えない。

町 貝化群集の示す環境の変違

大船員層からの貝化石については，大塚（1930）がムラサキガイ Soletellinadiρhos 

( LrnNAEus), Ostrea gig as (THUNBERG), B atilt aria zonalis ( BRUGIERE）などの貝化石

を採集し，半淡河口棲の貝類であることを述べ，さらに下原貝層と共通種のあることから

大船貝層を下原貝層に対比している。

その後，牧野融 (1951,52）が， 大船長尾台と大船 藤沢聞の柏尾川川床から採集した

貝化石群集を調べて，大船一藤沢聞では基盤のみられる地点では岩礁性の貝類群集がみら

れ， その他の場合は内湾度の高い群集が分布する。また大船北方では内湾度の高い群集で

あることを報告している。

ここで扱う員化石は， 14c年代測定の試料を採集した同一地点〈以下本文ではA地点と

よぶ〉の貝化石群集と， A地点より約2Dm東の地下約lOm（海抜－1～－1.5m，以下B地

点〉の貝化石群集とである（第3図〉。

採集方法は，露頭にみられる貝化石を無作為に採集したものと，堆積物ごと採集し，そ



れを lmm2目の標準簡で洗い，残った貝化石とをあわせてその種類と個体数を全地点ご

とに調べた。第2表では，A地点の採取量はB地点の採取量 （約90の約3倍のため，

両地点の種構成を量的に比較するためA地点の個体数を%にして扱った。

産状はすでに述べたように砂質シル トあるL、はシルト層に Ostreagigas (THUNBERG) 

の密集した部分のあるほかは，大部分散在していた。 二枚員のほとんどは両殻が合わさ っ

た状態であった腹足類は流され移動を示すような殻表の磨滅はなく，員殻の保存状態，

堆積物の様子から自生堆積であると考えられる。ただ，ヤマトシジミ Corbiculαjαρon・

ica PR1MEの殻はかなり磨滅されていた。

同定された種頒は，A B両地点合せて腹足額67種，掘足類2種，二枚貝類44種の合計

113種 （第 l, 2表〉である。

採集地点は，現在の海岸線（片瀬川の河口）より約12.Skmも奥まった位置である。 これ

は古大船湾の湾奥にあたり， l帽の狭く入りくんだ地形を反映して産出の員化石も内湾性種

が目立ち，とくに波部忠重 (1954〕が内f毒性指標種とした種類の多産が顕著である。すな

わち全体として二枚貝類の Anadara (Tegill area) granosa ( LrnNE），ホトトギス Mus-

cul us (Musculista) senhousia (BENSON), Ostrea gigas (THUNBERG), ウネナシトマ

ヤガイ Traρezium (N eotraρezium) liratum (REEVE），ウメ ノハナガイ Pillucinaρi-

St・dium ( DuNKER）， ツルマルケポリ Bornioρsistsurumaru HABE, ウラカガミ Dosi-

nellaρenicill atα（REEVE），チゴトリガイ Fulviahungerfordi ( SowERBY），オキシ ジ

ミCyclinasinensis ( GMELIN）， イヨス ダレ Paρhia(Parataρes)undulata( BoRN），イ

チョウシラトリ Arcoρagia(M erisca) diaρhana ( DEsHAYEs）， 掘足類のヤカド ツノガイ

Dentalium (Paradentalium) octangulatum DoNovAN，腹足類のエドガワミズゴマツボ

Stenothyra (Incol aestuarium) edogawaensis ( YoKOYAMA），カ ワザンシ ョウ Assimi-

nea lutea japonica v. M ARTENS, Batillaria zonal is ( BRuGmERE），カワアイ Cerith-

idea (Cert・thideoJうslla)djadjariensis (K. M ARTIN），へ ナ タリ C.(C.) cingulata 

( GMELIN），マキミゾスズメモツボ Diale strict a HABE，シマハマツボAustralabaρictα 

(A. ADAMS），マメウ ラシ 7 Ringicula (Ringiculina) doliaris GouLD，カミスジカイコ

ガイダマシ Cyli・chnatysangustα（ GouLD），コヤスツララ ガイ Didontoglossakoya-

sen sis ( YoKOYAMA）， コメ ツプガイ Decoriferinsignis ( P1LSBRY），マツシマ コメツプガ

イ D.matusimana(NoMURA）などである。

しかし，現生種の生態的特徴をあてはめて，両地点の群集内容を解析してみると，多少

の相異がみられることがわかる。 （第 4'5表〉。いずれも内湾の軟泥底に生息する種が多

いが，とくにA地点では潮間帯に生息する種がやや多いのに対し， B地点では，潮間帯下

-20mぐらL、に生息する種が優勢であることを示している。 この点をさらに詳しく検討し

てみると次のようなことがわかる。

(1）両地点で多産する内湾性種のうち，両方に共通な種を除くと， B地点で多産する

Bornio1うsistsurumaru HABE, Fulvia hungerfordi ( SowERBY), Dosinellaρenici-

llata (REEVE), Cyclina sinensis ( GMELIN), Paphia (Parat apes) undulαta ( BoRN), 

Arcoρagia(Merisca) diaρhana ( DEsHAYEs), Ringicula (Ringculina) doliaris GouLD, 

Cylichantys angusta ( GouLD), Deconrifer insignis ( P1LSBRY）などの種はA地点では

余り産しなかった り， または全く産しない。一方， B 地点で目立なかった Musculus
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Table 2. 

List of Molluscan Fossils found from the Alluvial deposits (Ohuna shell bed) 

in Naganuma-cho, Totsuka-ku, Yokohama City. 

GASTROPODA Vertical H b" 
distribution a itat 

Localities 
A B 

Patelloidα （Chizacmea）ρygmaea lamρanicolα Nt Sh (Cerith- r r 
(RABE) dea or 

Ba ti llaria) 
Cellana sρ． r r 

Lune/la coronata ( GMLIN) Nt GR r 

Dostia violaceα（ GMELIN) Nt Br, Es r r 

Pictoneriti nαoualaniensis ( LEssoN) Nt-Nl z f r 

Cinnalepetaρulchellq ( L1scHKE) Nt-Nl GR f r 

Littorina brevicula ( PH1L1Pr1) Nt R r 

Ste not hrα(Incol aestuarium) edogawaensis Nt Br, Es va va 
( YoKOYAMA) 

Assiminea lutea jaρonica v. MARTENS Nt Es, SM f f 

A. estuarina RABE Nt Es, SM f 

Pseudoliotia asterisca (GouLD) Nt-Nl SM a r 

Bat ill aria multi/ ormis ( L1sCHKE) Nt SM r f 

B. zonalis ( B RUGUJERE) Nt SM va va 

Cerithideα（C erithid eopsilla) ci ngul ata ( GMELIN) Nt Br, SM f c 

C. (c) djadjarinsis (K. MARTIN) Nt Br, Es, SM a va 

Clypeomorus coralium (KIENER) Nt-Nl SM r 

Diαlα stricta RABE Nt-Nl A, Z a va 

Eufenella s戸． r 

Australebσρictα（A. ADAMS) Nt-Nl A, Z c f 

Alvaniαconcinna A. AoAMs r 

Clathiofenellαretie ulαta (A. AoAMs) Nl SM,A r r 

Seila dextrversa (A.AoAMs et REEVE) Nt-Nl AR r 

Tornista沖． r 

C erithium kobelti ( DuNKER) Nt-Nl GR r 

C. ditrinus ( SowERBv) r 

九1erria fenestrata (A. AoAMs) Nl s r 

Amathina tricarinata ( L1NNE) Nl Sh (Pinna, γ 

Atrina 
Ostγea etc.) 



SiphoPatella wαls hi ( REEvE) Nl-3 dSh r r 

Neverita (Glossaulax) didyma〔RomNG〕 Nt-N2 SM f 

N. vecicalis (PHILIPPI) N2 SM r 

RaPana thomasiana ( CRssE〕 Nl-2 s r 

Zatra pumilα（ DuNKER) NI AGR r f 

Jndomitrella martensi ( LrscHKE) Nt ZM r f 

Niotha livescens ( PmuPP1) Nt-Nl SM f a 

Hinia festiva (Powys) Nt SMG a f 

Reticunassa japonica (A.ADAMS) Nl S乱if,Z I r 

Gyro sea laρerplxaum (PEASE) Nt-Nl SM r 

Gyroscala sp. r 

Tiberia sρ． r 

Odostomia hilgendoポ （CLEssrn) Nt-Nl SMG f c 

Turbonilla shigeyasui NoMURA NI 2 SM f f 

T. (Paramormulσ） semicolorata YoKOYAMA c 

Chrysallida cast a (A. ADAMS) a c 

Turbonillαゆ． α r 

T. sp. b r 

Odostomiα功． α r 

0. sp. b f 

0. sρ. c f 

Chemnitzia multigyrata ( DuNKER) Nl-2 SM f r 

Cingulina cingulata ( DuNKER) Nt NI SM f r 

Acteopyramis eximia ( L1scHKE) NI 2 SM r 

A.ρare xi mi a ( NoMuRA) Nl-2 SM r r 

Chemnitzia sp. r 

Ringi・cula(Ringculina) doliaris ( GouLD) NI-Z M r va 

Limulαtys ooformis HABE NI SM f 

L. okainotoi HABE NI SM, Z 

Cylichnatys angusta ( Gou1.n) Nl-2 M r a 

Haloa japonida ( P11.sl3RY) Nt A (Ulva,I r 
Sargassum 

Coleophysis succinctus (A. An,¥¥1s) Nl-1 SM 



C. (Sulsoretusa) minimus (YoKOYAMA) Nl 2 SM 

Acteocina decbrata ( P1LSBRY) Nl 2 SM r 

Acteocina (Truncacteocina) orzaella HABE c a 

Didontoglossa koyasensis ( YoKOYAMA) Nl M c I va 

Decorぴerinsignis ( P1LsBRY) Nt Nl SM I va I va 

D. matusimana ( NoMURA) Nt NI SM c 

D. delicatulus (A.AoAMs) Nl 2 加f r 

Retusa sp. r 

SCAPHOPODA 

Dentalium (Paradentalium）一…D…｜ Nl S恥1 r c 

Antatis tibanum ( NoMuRA) Nl-3 SM r 

PELECYPODA 

Striarca (Didimacar) tenebrica (REEVE) Nt Nl GR r 

Anadara granosα（LINNE) Nt Nl SM I va帯 Iva事

Anadara subcrenata ( L1sCHKE) Nl SM I f* 

A. (S) broughtonz・i( ScttRENCK) NI SM r r 

Musculus (Musculista) senhausia (BENSON) Nt Nl SM a* I r 

Atrina (Servαtrinα）ρinnata japonica ( REEv) Nl-2 SM r 来

Chlamys sJう． r 

Mantellus hakodatense (ToKUNAGA) NI-2 SM,GR I r 

Anomia chinensis ( Ptt1Lrrr1) Nt-Nl GR, Sh I va* I va* 

Ostrea denselamellos::z ( LrscttKE) Nl GS f 

0. gigas (TttUBERG) Nt Nl R, GS I va* I c来

0. circumρicta ( PrLSBRY) Nt-Nl R I c来

Corbicula japonica (PRIME〕 日 Ir(w) I a(w) 

Traρezium (NeotraPezium) liratum (REEVE) Nt Nl R va帯 c*

Pillucinaρisidium ( DuNKER) Nt-Nl SM r I f* 

Borniopsis tsurumaru HABE Nl SM f来 Iva* 

Scintilla vitrea ( Quov et GA1MAR0) Nt SM r 

Fulvia hungeriordi ( SowERBY) Nl SM r来 Iva来

Dosinellaρenicillata (REEVE) Nl-2 SM I va来

Taρes(Amygdala）ρhilliφρin arum( A. AoAMs et REEVE) Nt-Nl s c c 

Cyclina sinensis ( GMELIN) Nt M r来 Iva来



PaPhia (Parataρes) und ulata (BORN) Nl SM,M 

Meretrix lusoria〔RoDING〕 Nt Nl s 
Pitar (Pitariηa) sulturenm ( P1Ls日RY) Nt-Nl M 

Anomalodiscus squamosa ( LrNNE) Nt-Nl s 
C lye yd on ta marica ( LrnNE) Nt-Nl SM  

V enemolpa micra ( Pr Ls町、〕 Nl S:l¥在

Raeta (Raetellops）ρulchella ( REEvE) Nl-2 M 

Semele coγdzfoγmis (HoLτEN) Nl s 
Nitid otelli na nitid ula ( DuNKER) Nt-Nl SM  

Moesella iridescns (BENSON) Nt-Nl SM  

M. rutila ( DuNKER) Nt-Nl SM  

Arcoραgia （』Iferisca) diaphana ( DEs1-r..>.vEs) Nt Nl SM  

Macoma incongrua ( V. MARTENs) Nt-Nl SM  

Solen stlictus ( GouLD) Nt-Nl s 

S. gordonis ( YoKOYAMA〕 Nt Nl s 

λIf ay (Arenomya) arenaria oonogai (MAKIYAMA) Nt-Nl M 

Cryρtomya busoensz・s( YoKov州 IA Nl-2 SM  

Ven at om ya truncatα（ GouLD) Nl 2 SM  

Solidicorbula erythrodon (LAMARCK) Nl ‘ S 

T heora lat a ( HrnoA) Nt-Nl mM  

Barnea (Anchomasa) manilensis ( P1uPP1) Nt-Nl I B (claysto-
ne, soft 
γock'〕

Zirfaea subconstricta ( YoKOYAM) Nt-Nl 
Rock) 

Martesia striata (LINNE) Nt-Nl B（加ood& 
ostrea) 

Vertical distribution 

N2: Mesoneritic 20 30～50 60m 
N3: Subneritic 50-60～100 120m 

f* I va* 

r I r 

r I f 

r 

r 1 r 

r 

r 

c* I f* 

f* I c* 

r* I -c事

c脊 lva来

キc 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

＊ r 

Nt: Tidal (Intertidal) zone 
N : Neritic (Shallow sea) 
Nl: Eu neri tic 0 20～30m N4: Bathyneritic 100-120～200～250m 

Habitats 
A: on algae 
B: Boring shell 
Br: Brackish water dwelle 
dsh: attatched on dead shell 
Es: Estuary dw巴lier

G. Gravelly bottom 

(W): Water-worn shell 

Frequency 
va: very abundant 50～ 
a : abundant 30～40 
c . common 15～29 
f few 5～14 
r . raer 1～4 

♀_B: und巴rthe gravel and rock 
M: Mud<ly bottom 
R: Rocky bottom 
S: Sandy bottom 
Sh: attached on shell 
Z: Zostera zone dwellen 

’： most of the dividuals were found as intact valves 
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Table 3. Total numver of species. 

Locations 日eposits Class ・ro tal 
Gastropoda Scaphopoda Pelecypoda 

A 
(at.2 . 5~ 3m) sandy mud 49 1 29 7ヲ

B 
(at.-1.'.),.-2m) 

mud う2 2 35 89 

A and B 67 2 44 113 

Table 4. Embayment degre巴

La ca七ions Strong embayment Werk embaymen t Ecology uncertain 

A う9 27 1う

B 53 27 ヲ

A and B 57 37 19 

Table 5. Bottom sediments and Bathymetrical range. 

Tidal zone Shallow sea 

soft bottom hard bottom soft bottom hard bottom 

Locations mud-sandymud- rock-gravel, on al巨ae mud押 sandy- rock向 gravel,on Ecology 

mud attatched on shell mud-sand algae,attatched uncer七ain

etc. 0口 shell etc. 

A 12 4 40 1ろ 10 

B 12 う うl 13 10 

A and B 1う う 60 17 18 

(Musculista) senhousia (BENSON), Ostrea gigas (THUNBERG), Tra1うezium(Neo-

traρezium) liratium (REEVE), M acoma incongrua (v. MARTENS）などの種がA地点で

は特徴種となっていることがわかる。

(2) B地点では，サルボウ Anadara subcrenatα（ L1scHKE), Dosinella penicilla-

tα（ REEvE), Cyclina sinensis ( GMELIN), Pa1うhiσ（P.)undulata(BoRN),Arcoρagia 

(M.)diaρhana ( DEsHAYEs）などの群集が生息し， しかもその殻はみな成長して大型であ

る。また，イタボガキ Ostreadenselamellosa L1sHKEやコケゴロモ Ostreacircum匂

picta P1LsBRYのように湾口とか海水の移動のはげしL、場所に生息する種がみられる。これ

に対してA地点では， B地点でみられた Anadarasubcernata( L1scHKE）以下 Arcoρα－

gia (M.) diαρhana ( DEsHAYEs）の群集はほとんどみられず，代って Musculus(M.) 

senhousia (BENSON), Ostrea gigas (THUNBERG）群集が優勢となる。 Ostreaは殻が

やや小型であり，また Ostreaの殻と殻の聞に生息する Traρezium(N.) liratium (REE-

VE）の大部分の殻長は 1cm以下の成長に止った小型である。すなわち，両地点の貝化石群

集から当時の海況を惟察すると B地点はA地点よりも海水の移動がはげしく，海水中の溶



存酸素が底層までよく循環していたと考えられる。一方，A地点は海水の上下の循環が少

なく停滞していたと考えられる。

この二つの群集と同じ構成の群集は波部忠重 (1969）が島根県中海から報告しており ，

中海の場合もA地点型の群集は大根島南東部の湾奥に，B地点型の群集は大根島西側の境

水道よりの水通しの良い海域にみられる。

ここで扱った古大船湾の両地点は，位置的には非常に接近しているが，層位的にはA地

点はB地点より約 5 m上位にある。 その両地点で員化石群集が異ることは，時間とともに

海況が変化したことを示すと考えてよい。すなわち，それは古大船湾の流入する河水にと

もなう埋たてや海水面低下などによる縮小浅化，献度の低下の過程を示す資料でもある。

一般に湾奥部の指標種とされるチヨノハナガイ Raetα（Raetelleps) pule hell a (REEVE), 

シズクガイ Theoralata(Hrnos）は，本地点では産出が非常に少ない。すなわち，A地

点では産出せずB地点で Raeta(R.）ρulchellaが2個体と Theoralataのl個体のみ

であった。東京湾において Theoralata-Raetaρulchella-Aluenius ojiαnus－“Cing-

ulua”matsimana-Ringicula doriaris群集として湾奥の水深15～2Qmの軟泥底に生

息しているし，三浦半島西岸の宮田， 諸！議，油査湾でも湾奥の泥底に Theora-Sternas-

ρis群集として知られている。本地点でRaetαρulchella,Theora lataがほとんどみ

られない点について，1地点だけの観察で判断を下すことは困難であるが，その理由の 1

っと して，古大船湾は， 東京湾とか宮田，諸磯，油壷湾とは異った環境であったものと考

えられる。ケシトリガイ Alveniusojianus ( YoKoYAMA），も全く産出しないことから考

えると，その深度が15mより浅かったとすれば説明することができる。

v 古大船湾の拡がリについて

これまでに大船員層は，大船付近およびそれ以南の柏尾川流域てーは，その分布や貝化石

群集について比較的に知られていたが，大船以北の本層についての詳細な記録はなかった。

今回の調査とこの地点付近でおこなわれた横浜市下水道局の10数本のボー リング資料か

ら，本地域における大船貝層の分布状態が幾分明らかとなった。 すなわち，本地域では大

船貝層は第3図に示されたように，層厚が約 5mほどあり ，平坦な基底面上にシルトない

し砂質シルトがほぼ水平に堆積し豊富な員化石をふくんでいる。その上部は泥炭層が 5m

前後重なり ，最上部には泥質砂がみられ，最近まで耕作地となって利用されていた。

また，現在行なわれている国鉄複々々線化工事のためのボーリング資料からこの地点よ

りさらに柏尾川上流の柏尾町から矢部町付近にかけて海成沖積層の存在が確かめられ，古

大船湾は現在の海岸線から約 16.5 !?mも奥まで拡がっていたことがわかった。

VI まとめ

(1）大船貝層の14c法による絶対年代の測定は，横浜市戸塚区長沼町の海抜約3mにみら

れる砂質シルト層中の員殻から6550士110年の測定値が得られた。

(2）本地点の2ヶ所の貝化石群集かり，古大船湾はPaρhiaundulata-Dosinellaρeni-

cillata-Fulvia hungerfordi群集から JJ,fuse ul u古 senhousiaOstrea gigas Tra-

Iうeziumlilatium Batillaγia zonalis群集に変化したことがわかった。これは，古大

船湾が次第に縮小し頗度が低く 変化していった経過を示すと考えられる。
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