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長 野 県 東 筑 摩 地 方 北 部 の 新 第 三 系
＊ 1

一 特に 込地 向斜お よび野間背斜に つ い て
一

水 　野 学
＊ 2

1 ．は じめ に

　 北部 フ ォ ッ サ ・ v グ ナ 地域 は ，本間 （1931）以来，

多 くの 研究 が 行なわ れ て きた．

　松本市北方の 東筑摩郡生坂村 ・坂北村お よ びそ の 周

辺 を含む本調査地域 （第 1図） に 関 して は，小林 。礒

見 （1950）， 森下他 （1957）の 麻績累層 （田 中 ，
1953）

の 層序区分に関する研究 ， 田中他 （1961）， 田 中 ・平林

（1963），犀川団研 （1966）の 犀川擾乱帯（田中他，1963）

を中心 と し た 研究 などが あ る．

　本地域は，本間 （1931）に よ り褶曲区 と無褶 曲区 と

に 構造区分 され た，そ の 両区 の 境界付近 に 位置す る の

である が ， 従来 ， 両 区を包括し た詳細な研究 は あ ま り

行な わ れ て お らず，小林 （1957），SAITo（1963），平林

（1969） が
， 概略的 に 述べ て い る に 過ぎな い ．

　筆者は，こ れ まで ， 5000分 の 1 の 地形 図
”
t＝ よ っ て 上

記地域 の 地質を調査 し，褶曲区 と無褶曲区 と の 境界 の

問題 込地向斜の 立体的な形態などに つ い て ，新し い

知見 を得た の で こ こ に 報告す る ．

　本研究を行な うに あた り ， 信州大学の 山下昇教授に

は テ
ー

マ の 設定 か ら終始御指導を い た だ き，新潟大学

の 植村武教授 に は ， 本稿を御校閲 い た だ くな ど御指導

を うけた ．信州大学 の 小坂共栄氏 に は野外そ の 他で 御

指導を い た だ き， 京都大学 の 鈴木
一久 氏他北部 フ ォ ッ

サ ・マ グ ナ 研究 グ ル ープの 方 々 に は ，
い ろ い ろ 御討論

して い た だ い た ．新潟大学の 矢野孝雄氏に は資料採集

で お 世話に な っ た．さらに ， 調査地 で は ， 坂北村役場

の 鎌田清昭氏，吉沢藤雄氏，高野康由 。近子御夫妻 に

は
， 種 々 御援助 い た だ い た ．．

　なお ，聖山西麓地域 に つ い て は，大阪市立大学の 竹

内章氏 と共同調査を行 な っ た ．

　 こ こ に 記 して
， 以上 の 方 々 に 感謝 し た い ．

II．地質概説

　本地域に は，中新世 中期以降 の 砕屑岩類 お よ び火山

砕屑岩類 が，最大層厚 4400m 以上を有し て分布し，第

1表の よ うに 各部層 に 区 分 さ れ る．以下，下位層 よ り

順に説明する．明科黒色泥岩層 よ り長 岩礫岩砂岩泥岩

層ま で は ，各層 は
一

連整合 に 重 な る．聖 山安山 岩層 は

込地礫岩砂岩泥岩層を ， 丸 山安山岩層 は 差切礫岩 砂岩

層を，そ れ ぞ れ 不 整合 に お お う．

第 1表　　層　序　表
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重夾炭層

中
　
　
新

　
　

世

差切石楽岩砂岩層
よ

部 赤松泥岩砂岩層青
太

累
層 郵細田砂岩泥岩層
別所累層 明斜黒色泥岩層　 　 　 　 り

＊ 1 日本地質 学会 第 82年学 術大 会で 講 演

＃ 2 新潟大学 理 学 部地 鉱教室
＊ 3 長 野県林 業 コ ン サ ル タ ン ト協 会 発行

　 明科黒 色泥岩層 は ， お もに 黒色の 泥 岩，頁岩 か らな

る．細 田 砂岩泥岩互 層は ，お も に 泥 が ち 互層 ， 灰色〜暗

灰色泥 岩か ら な る．赤松泥岩砂岩互層は ， お もに 砂勝

ち 互層 ， 泥勝ち 互層 か らな る。本層は野間背斜を境に

層相 ・層厚が 著 し く異 な る．す な わ ち，本層 は 野間背

斜 西翼 で は
，

600m 〜800m の 層 厚を有 し ，
リ ッ プ ル

マ
ー

ク
， 各種 ソ ール マ

ー
ク，ス ラ ン プ構造が発達す る．

．

こ れ に 対 し て，東翼 で は
， 本層は 150m 〜250　m の 層厚
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と な り，
ダ イ ア ス テ ム

’‘
が 発達 し て い る．差 切 礫岩砂岩

層は，お もに 青灰色塊状砂岩お よ び礫岩 か らな る．重

爽炭層 は ，下位 の 差切部層 と同質 の 砂岩 ・礫岩 か ら な

る が
， 差切部層 よ り泥岩 ・礫岩の 発達が よ く，上 部に

は酸性凝灰岩を は さむ．高桑凝灰岩層は，流紋岩質凝

灰 岩 で あ る 、込 地 礫岩 砂 岩泥岩層 は ，お も に 黄 灰 色 〜青

灰色砂質泥岩 お よ び 黄褐色〜青灰色砂岩 か らな る．本

層下部 は，聖山南麓 に お い て 酸性凝灰岩 を は さむ．長

岩礫岩砂岩泥岩層 は，お もに 黄灰色〜青灰色砂 質泥岩

お よ び暗茶褐色砂岩 か らな る．本層 基底部 に は ， 複輝

石 安 山 岩溶岩お よ び 凝 灰角礫岩が は さ ま れ る．聖 山 安

山岩層 は ， 込地部層を不整合 に お お い ，お もに 複輝石

安 山 岩 お よ び カ ン ラ ン 石 ・ 普通 輝 石 安 山岩 の 溶岩 。 火

砕岩よ りな る．丸 山安 山岩層 は ，差切 部層を不整合 に

お お い
， 聖山安 山岩層 と同質 の 溶岩 ・凝灰角礫岩 か ら

な る．

　 そ の 他，本地域東部 に は ，竕岩 の 貫 入岩体 が 広 く分

布 し て お り，高桑部層 ま で に 貫 入 し て い る ．それ ら は

地 質図 に 表わ さ れ る よ う な 規模 の も の の 他に ， 幅 1m
〜10m の 岩脈を なすもの がある．ま た，本地 域南部本

城村大滝付近 に 粗粒玄武岩岩床が
， 差切 部層中の 泥質

部 に 4 層準に わ た り貫入 し て い る．

　以上述べ て ぎた こ と の 他 に ，明科部層は い わ ゆ る黒

色頁岩を特徴 とし， 細田部層 ・赤松部層 は い わ ゆ る ブ

リ ッ シ ュ型堆積物 で あ る．い ず れ も， 植物破片あ る い

は レ ン ズ状石炭を挾在す る．ス ラ ン プ 構造は ，込地 向

斜両翼 に お い て 赤松部層下部 ま で の 各層準 に 顕著 に 発

達 し （第 4 図），野間背斜以東， 犀川 断層以 西 に は ほ と

ん ど発達し て い ない ．

　重部層上部 （野間背斜以東 で は
， 差切部層上 部） か

ら長岩部層上部 に か け て，酸性凝灰岩が分布し ， 長岩

部層基底部 に は 安 山岩溶岩 ・火砕岩が 分布す る．

　 こ れ ら各地 層は ， ほ ぼ N − S 方 向 の 褶 曲軸を もつ
，

豊盛向斜，込地向斜，野間 背斜，竹場向斜に 支配 され

て 分布す る．　　 　 、

￥ 4 ダ イア ス テ ム につ い て は ，お も に ，麻績川，別所川沿 い の 赤 松 層中

　 に 8 ヵ 所観 察 され た ．こ れ らは ，規 模の 差 は あ るに して も，露頭 に

　 お け る 形態 と し て は ，傾斜不 整合を 示 し て い る．そ の 侵食面に は 礫

　 岩が観察され る こ とが あ る．こ れ らの ダ イ ア ス テ ム は ，発達 す る層

　 準が ，わず か ずつ 異 なって お り，侵 食面の 上位層 を水平 に もどし た

　 と きの ，下位 層の 走向 ・傾斜 は ，各露頭 で 異な る ．ま た ，露 出状態

　 が良い 場 合，一
連に 重 な る 地 層 の 間 に は さ ま れ て ダ イ 7 ス テ ム が 発

　達す る の が 観察 され る．

II［、地 質各説

A ．層序

　 地層名 は，多少，そ の 境界の位置が異 な る もの もあ

る が，従来 の 名称を 用 い た．長岩部層 と丸山部層 は 新

し く定義 した．

　 犀川断層以西地域 との 対比 は，古 くか ら問題 に な っ

て い る が，筆者は，坂 本 ・ 竹内 （1975），北部 フ ォ ッ サ ・

マ グ ナ 研究 グ ル
ープ （1976） に よる 対比 に従 っ た．

　 ま た，四 阿 屋 山 周 辺 の 麻績累層 に つ い て は，こ れ ま

で 部層区分 され た こ とが なか っ た．同層 に っ い て 筆者

は ，岩相 の 違 い か ら 2 つ に 区分 し た． こ れ ら の 各部 層

と込地 向斜地域 の 各部層と は， こ れ ま で の 調査で は直

接の 関連は つ か め なか っ た が，産出す る カ キ 化石 層を

同層準 と考え ， 対比を行な っ た．こ の 対比 に は，さ ら

に 広域的な検討が 必 要 だ と考 え られる．

　 A − 1　 明科 黒 色泥岩層 （藤 本他，1946）

〔模式地〕生 坂 村上生坂 犀川左岸

〔層厚〕 750m ＋

〔層相〕お もに 黒色の 硬質泥岩ない し頁岩か ら な り泥

が ち 互層を は さ む．石灰質団塊が良く発達し，大きい

もの は 径 1m 以上 で あ る．植物破片を は さ む こ とが あ

る．ス ラ ン プ 褶曲，含礫泥岩の 発達が著 しい ．ま た ，

生坂村草尾付近犀川沿岸 の 厚さ 1．3m の 砂岩 は ，海緑

石 を多産 す る．

　 A − 2　 細 田 砂岩 泥 岩互 層 （田中他，1966）

〔模式地〕坂北村細田 以東 ， 日向ま で の 麻績川沿岸

〔層厚〕660m

〔層相〕 お もに 泥勝 ち 互 層 ， 灰色〜暗灰色泥 岩か ら な

り，

一
部砂勝ち互層 ， 砂岩を は さむ．泥岩 は

．…
般 に 砂

質 で ，径 3 〜 4c皿 の 団塊を 含む こ とが 多 く，
一

部 に た

まね ぎ状風化構造 が 発達す る．本層 中に は ，ス ラ ン プ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 f

構造が込地 向斜両翼に お い て 発達 して い る．そ れ ら は ，

ス ラ ン プ 褶曲，ス ラ ン プ ボ ール な ど で あ る が ，ま れ に

含礫泥岩 も存在す る．また ， 込地 向斜東翼 の ス ラ ン プ

構造 は，本 層 上 部 に 顕著 に 発達 し て い る．

　犀川断層以 西 の 本層は ，梶本沢，袖沢，八 代沢 に お

い て
， 礫岩，砂 岩 を 挾在す る が

， それ ら は連続性が悪

い ．

　A − 3　 赤松泥岩砂 岩 互 層 （小林他 ，
1950）

〔模式地〕坂北村細田 以西，赤松付近 まで の 麻績川沿

岸

〔層厚〕600m 〜800　m （野間背斜西翼），100　m 〜250
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賦

　　　　　　　　　　　　　 第 1図　東筑摩地方北部 の 地質 図

く凡例＞ 1．明科 黒色泥岩層 2 ，細 田砂岩泥岩互層　3．赤松泥岩砂 岩互層 4．差 切礫岩砂岩層

　　　 5 ，重夾 炭層　6 ．高桑凝灰岩解　7 ．込地礫岩砂岩泥岩 層　8 ．長岩礫岩砂岩泥岩層

　　　 9．聖 山安山岩層　10，丸山安山岩層　11，竕岩

〈地 名＞Ir： 入 山　It： 市後沢　Ka ：樺 内　Na ： 名九 鬼　Ro ： 六 工　Sa ： 才光寺　Sh ： 菖蒲沢

　　　 Te ： 寺沢

（1）一（7）： ブ ロ ッ ク ダ イ ア グラ ム （第 6 図）の断面位置

m （野間背斜東翼）

〔層相〕砂勝ち互層 ， 泥勝ち互層 ， 暗灰色泥岩 ， 黄灰

色〜灰色細粒砂岩か ら な り，ま れ に 礫岩を は さ む．砂

岩 に は ，植物破 片 に よ る平 行葉理 が 顕著 に 発達 し
， 泥

岩 に は，厚 さ 1  程度 の 石 炭が レ ン ズ 状 に は さまれ る．

流痕 ， 生痕 ， 荷重痕 ，
フ レ ーム 構造， リ ッ プ ル マ

ーク

な どの 堆積構造が発達す る．また，本層 は 野間背斜 を

境 に して 層厚，層相 が異な る．すなわ ち，西翼 で は ，

と記 した堆積構造 の他に ス ラ ン プ構造 が 発達 し て い る

の に 対 し ， 別所 川 沿 い の 東翼 で は ， 塊状泥岩お よ び 前

記 した 堆積構造 は ほ とん ど観察さ れず，ダ イア ス テ ム

が 顕著 に 発達す る．

　A − 4　差 切 礫岩砂岩層 （小林他 ， 1950）
〔模式地 〕坂北村 差切

N 工工
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第 2図　東筑 摩地方北 部 の 地質断面図 （凡例 は第 1図 と同 じ）

〔層厚〕模式地 で は 420m

〔層相〕青灰色〜茶褐 色 細粒〜中粒 の 塊状 砂 岩 お よ び

礫岩を主 と し ， 灰色〜暗灰色砂質泥岩，砂勝 ち 互層 を

わずか に は さむ．砂岩中 に は，平行葉理，斜交葉理 が

発達 し，野間背斜以東の 砂岩は，多くが凝灰質で ある．

礫岩 は チ ャ
ー

ト
， 砂岩 ， 石英，緑色凝灰岩，黒色片岩，

花崗岩 な ど の
， 径 1c 皿

〜 4cm の 円 礫 な い し亜 円 礫 か ら

な る，込地 向斜軸部で ある池沢川 で は，礫岩は他 よ り

発達 が 良 い ．本層中へ上 部 は カ キ 化石層を含み ，本化

石層 は 連続性 が 良 く， 麻績川以北 の 野間背斜両翼 で と

くに連続する．坂北村六 工 ・中島付近 の 本層は，下部

の 層準 が 露 出 して お り
， 泥岩 が 良 く発達 して い る．中

島橋 の 南方 の 沢 に お い て ，泥岩 と礫岩 が 指交関係 に あ

る の が 観察 され る．

　 A − 5　重 夾炭層 （森下他，1957）

〔模式地〕生坂村重

〔層厚〕模式地 で は 680m

〔層相〕黄褐色〜青灰 色細粒〜中粒塊状砂岩 お よ び 礫

岩を主 と し，灰色〜暗灰色砂質泥岩を は さむ、下位 の

差切部層の 含 カ キ 化石細粒 砂岩層 を 整合に お お う礫岩

を，本層の 基底 とし た．砂岩 ・礫岩 の 特徴は，差切部

層と同じで あ る ．差切部層 に 比 べ て，礫岩 ・泥岩 が よ

く発達し て い る．下部〜中部 に か けて 砂管が密集し て

産 出 し
， 中部〜上 部 に か け て は ， 稼行 され た こ と の あ

る石 炭層が分布す る．上部 は 軽 石質〜細粒凝灰岩層を

2 層準 は さむ．

　四 阿屋 山西麓ec分布する 本層は ， 帯緑暗褐色泥岩 が

厚 く発達す る．

　 A − 6　高桑凝灰岩層 （森下他，1957）

〔模式地〕・大岡村泥平北方 の 林道

〔層厚〕 Om 〜250m

〔層相〕灰色〜淡 青色〜淡青紫 色 を 呈す る 流紋岩質凝

灰岩で あ る．高温型石英，自形 の 黒雲母 ， 少量 の角閃

石 を 含む．聖山南麓 に 分布す る 本層 は 軽石 を含み，麻

績川 以南に お い て は 径 1   程度 の 円礫を含み ，生坂村

山清路 ・ 入 山 で は平 行葉理 が 発達す る ．

　四 阿屋 山頂付近 に も分布す る．

　 A − 7　 込 地礫 岩砂岩泥岩層 （森下他，1957）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 3 図 　地 質 柱 状 図
〈凡 例＞ a ．安山岩溶岩　b ．凝灰 角礫 岩〜火山角礫岩 （一・一一部集塊岩）

「
　 c ．酸性凝灰岩　d ，礫岩　e ，砂 質

　　　礫岩　f．砂岩 （塊状）　 g ．砂岩 （平行葉理発達）　 h ．砂勝 ち互層　1．泥勝 ち互層　1．泥岩

　　　　k ．頁岩　　　　As ： 明科黒色泥岩層　Ho ： 細 田砂岩泥岩 互 層　Ak ： 赤松泥岩砂岩互層　Sa ： 差切礫岩

　　　砂岩層　Si ： 重爽 炭層　Ks ： 高桑凝灰 岩層 Km ： 込地礫岩砂 岩泥岩層 Na ： 長岩礫岩砂岩泥岩層

　　　 Hi ； 聖山安山岩層

〈地 名＞ 1 ．金熊川
〜

山清路　2 ．込地橋南西方の 沢　3．梶 本沢　4 ．下生坂東方 の 沢　5 ．犀川 生坂 ダ ム 下

　　　流 　6 ．池沢下流 　7 ．大側 沢　8．池沢 tr．流　9．寺沢　10．白井沢　11．麻 績 川 （細 田 〜日向）

　　　 12．桑関 か ら南西へ 入 る道路　13．市後沢 の 東隣 りの 沢　14．別所川支流 （岩殿寺 の 500m 南方） 15．

　　　別所川支流 （小仁熊 西方）　 16．下井堀 〜原　17．野 田 沢 西方　18．刈谷沢　19，空 峠 の 南西 の林道
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〔模式地〕生坂村込 地 付近 麻績川沿岸

〔層厚〕200m 〜350　m

〔層相〕 お も に 黄 灰 色〜青灰色砂質泥岩お よ び，黄 褐

色〜青灰 色 ， 中粒 N 粗粒砂岩か らな り
， 礫岩 を は さ む ．

泥岩は 塊状砂質 で
， 植物破片を 含み ，石炭層を は さむ ．

砂岩中 に は 斜交葉理 が 発達 し
，

下 部
〜中 部 の 砂岩 は

一

部凝灰質 で あ る．

　聖 山南麓 で は ，本層 は 7 ヵ 所で 確認さ れ た．本層は

下位の 高桑部層 に シ ャ
ープ な境界面 を有 し て 重 な っ て

お り，数m 〜10数 m の 厚 さ の 軽石 質〜細粒凝灰岩 を 4

層準 は さむ．そ れ ら の うち ， 上部 の 凝 灰質砂岩は安 山

岩の 1  
〜2   大 の 角礫を含む、

　 A − 8　長岩礫岩砂 岩泥岩層

〔模式地〕大 岡村芦之尻 〜長岩間 の 林道

〔層厚〕150m 〜550　m

〔層相〕 お もに 黄灰色〜青灰 色砂質泥岩 お よ び 黄褐色

〜青灰色砂岩 か らな り，礫岩を は さむ．砂岩 は下位の

込地部層 よ り色 が 黒 っ ぼ くな っ て お り， 暗茶褐色 を 呈

す る もの が 多 い ，大岡村花尾 お よ び 門増付近 に お い て
，

複輝 石 安 山 岩溶岩，凝灰角礫岩の 入 っ て くる層準が本

層 の 基底で ある．中〜．ヒ部 は
， 厚 さ 10  

〜数 m の 乳灰

色細粒凝灰岩を は さむ．

　 なお，門増付近 の 凝 灰 角礫岩中 の 礫 と し て ，異剥石

は ん れ い 岩を産出し た．

　 A − 9　聖 山安 山 岩層 （森下他 ，
1957）

　〔模式地〕市後沢の 東隣 りの 沢

　〔層厚〕約 400m

　〔層相〕下部約 100m は，お もに 普通輝石
一シ ソ 輝石

安山岩の 溶岩お よ び同質 の 凝灰角礫岩か ら な り， 上部

約 300m は
，

お も に カ ン ラ ン 石
一普通輝石 玄武岩 質安

山岩の 溶岩お よ び 集塊 岩か ら な る，溶岩 は ，多孔質で

ブ P ッ ク 状溶岩 の 産状を示 すもの ，お よ び 板状節理 の

発達す る もの が 多い ．本地域 で は ，砕屑岩を は さ ま な

い ．

　 A − 10　丸 山安山岩層

　〔模式地〕本城村明神沢 の 北 の 林道

　〔層厚〕 約 200m

　〔層相〕安山岩 の 溶岩 お よ び 凝灰角礫岩か ら な る．溶

岩 は ，下 部 の もの が シ ソ 輝石
一普通輝石安 ［11X ，上部

の もの が カ ン ラ ン 石
一

普通輝石安 山岩で あ る．丸 山（海

抜 1212．8m ）の 山体 を形づ く り ， 下位 の 差 切 部層 を 不

整合 に お お う．一般的な走向 ・傾斜 は，N50
°
W ，409　S

W で あ る．

学

B ．構造

中

・

彬 ／

第 4 図　地質構造図 お よび ス ラ ン プ褶曲位 置図

　　点線 ：赤松 部層 と差切部層 との 境界

　　黒丸 ：ス ラ ン プ褶曲 の 位置

　本地域 に は ， N − S方 向の 褶曲軸 を もち
， 北 ヘ プ ラ

ン ジ し た褶曲構造お よ び，N − S性 ，
　 E − W 性，　 NW

− SE 性の 方向 の 断層が 存在す る （第 4 図），

　 B − 1　 込地向斜 （小林他 ，
1950）

　本向斜 は 本地域 の 西 部の 地 質構造 を支配す る 向 斜

で ， 軸跡は 南 か ら， 明科町竹の 花，生坂村込地 を通 り，

大 岡村長岩ま で ほ ぼ N − S方 向 で 直線状 に の び ， さ ら

に 北方 へ 大岡村根 越 ，仏 風 へ と NNE − SSW 方向で の

び る．本地域 に お け る軸長は約 15km で あ る．向斜軸

は 北 ヘ プ ラ ン ジ し て お り，そ の 値 は 池 沢 川 以 南 で は

20
°〜30

’
，池沢川以北 ， 長岩 ま で は 10

°〜15
°

， 長岩 以北

で は ほ ぼ O’で あ る．軸面 は，入山以南 で は ほ ぼ垂直 ，

入 山
〜長岩の 問で は 西 へ 傾斜 し，長 岩 よ り北方で は 東

へ 傾斜 して い る．

　本向斜 は ，丸 ；11以南 に お い て は
“

開い た褶曲 （open

fold；DENNIs ，
1967）

”

で あ る が
， 丸山以北 で は軸部付

近 の 地 層の 傾斜が 60
’一・一・80vであ り，

、、

閉じた 褶 曲（closed

fold；DENNIs ，1967）
”

と な る．

　 B − 2　野 間背斜 （再定義）

　 こ の 名称 は 小林 ・儀見 （1950） に よ り ， 麻績村野間

か ら大岡村芦之尻 の 問に 存在す る背斜構造 に 対 し て 用

い ら れ ， 徳永 （1953） は 南方 へ 延長 し た。そ の 後，

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Geological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

The 　Geologioal 　Sooiety 　of 　Japan

長 野県 東 筑摩 地 方北 部 の 新第三 系 181

SAITO （1962）， 田中他 （1966） は ，麻績川以南の背斜

構造 に 対 し て ， そ れ ぞれ，細田背斜，細 田 褶曲帯 と呼

　ん だ．筆者 は ，こ れ らの 背斜 は 連続 し，さ ら に 北方 へ

は 聖 山西麓に 連 続する もの と考 え，以下 の よ うに新 し

　く定義す る．

　 本背斜 は 込地 向斜 の 東隣 り に 位置 し，そ の 軸跡は南

か ら，明科 町松 留〜名九 鬼 （な ぐぎ） の 間 で は ほ ぼ

NNE − SSW 方向，本城村伊切 か ら坂北村 未地 の 間 で

は N − S な い し NNE − SSW 方向，野間か ら芦之尻 の

間 で は NNE − SSE 方向，大岡村 花尾 か ら樺 内の 間 で

は
，
NNE − SSW 方向 を示す．ただ し ， 芦之尻以北 （聖

山 西麓）の 本背斜 は ， それ よ り南部の 背斜が crest 　line

（DENNIs，
1967＞で 示 され る の に 対 し て

，
　 hinge　lineで

示 され る．

　 本地域 で は軸長 は 約 16km で ある．背斜軸は ，芦之

尻以南 で は 北 ヘ プ ラ ン ジ し て お り
， そ の 値 は ほ ぼ 20

°

で あ る．軸面 は，麻績川以南で は 西 に 傾斜 し，麻績川

以 北 芦之 尻 の 間 は ほ ぼ 垂 直，芦之尻以北 で は 東 に 傾斜

す る．

　 本背斜 は，野間以北 （差切部層 よ り上位層が露出）

で は 同心 円状 の 形態を示す が ，麻績川以南 （赤松都層

お よ び細田部層が露出） の 寺沢 ， 菖蒲沢，本城村池 の

塔 の 北 の 沢 ，
八 塚 の 南の 沢で は，波長 80m 〜150　m 程

度 の 褶曲が複数軸部 に 認 め られ る．

　 B − 3　竹場 向斜 （田 中他 ，
1966）

　 野間背斜の 東 隣 りに 位置し ， 軸跡は ，南 か ら坂北村

七 ツ 松西方，竹場 を通 り，ほ ぼ N − S方向に 続 く．西

翼が 40
°〜60c，東翼 が 約 20

’
の傾斜を 示 し，東翼 の 分布

の 広い ，非対称褶曲 で あ る，北へ 約 2ぴ プ ラ ン ジ し て い

る ．

　 B − 4　犀 川断 層 （小林 ，
1957； SAITo，1962）

　本断層 は ，本地 域 で は ， 南は 八 代沢 々 口 付近 か ら ほ

ぼ N − S方向 に 生坂村才光寺ま で 続 く．才光寺付近 で

は，著し い 剪断帯が生じて い る．地質構造 ．k，断層 の

東側 ブ P ッ ク が相対的に 上 昇 して お り， 南部 ほ ど落差

が 大 きく，北 に 向か っ て そ の 落差 は 少な くな る と考 え

られ る．才光寺以北 で は
， 断層面 が 西へ 傾斜 した 断層

と し て 生坂村古坂 へ 延長 され る と考え られ る．

　 B − 5 　倉韭卦断層 （田 中他 ， 　1966）

　野間背斜の 西側を ほ ぼ N − S 方向 に ，本城村伊切 か

ら未地 の 南方 ま で 続 く走 向断層 で あ る．本断層 に そ っ

て 地層の 走向 ・傾斜が乱れ た り，90
’
の 急傾斜を 示す地

層が出現 し た りす る こ と に よ り， そ の 存在が認め ら れ

る が，寺沢に お い て は ，破砕帯 お よ び 地 層 の 引 きず り

が観察され る．

　 地質構造上 ， 東側の プ ロ ヅ ク が最大 400m 相対的 に

落 ち て い る と考 え られ る．

　 B − 6　 野間断層 （小林他，1950）

　 麻績村野間を通 り未地 に 至 る ，
NW − SE 方向 の 断

層 で あ る，差切部層 中の カ キ化石 の ずれ に よ り示 さ れ

る．未地 の 南 に お い て 露頭 が 観察 され た．そ こ で は ，

本断層は ，
N32°W ， 76

°
E の 断層面 と幅 L2m の 断層粘

土を伴 っ て い る．

　 走向隔 離 は約 200m で あ る ．断層付近の 地層 が 急傾

斜 で あ る こ とや，野間背斜軸 がずれ て い る と考 え られ

る こ と か ら ， 本断層は，走向移動 断層の 性格が強 い と

考 えられ る．同じ セ ン ス の 断層 は，大岡村桐沢 に 存在

す る．

　 B − 7　 NNE − SSW お よ び NNW − SSE 方向の

断層

　本断層系 は
， 坂北盆地 お よ び 西 条盆地 の 西 縁 に 沿 っ

て 分布 して お り，断層以西 4）地層 は，30e〜50
°
で 東 へ 傾

斜す る の に 対 し，以東 の 地層は，10
°
前後 で 西 へ 傾斜す

る．

　町林道別所線で は 露頭 が 観察され ，そ こ で は 東 へ 約

70傾 斜 し た 断層面 を もつ 正 断層群 が 生 じて い る．

　 B − 8　 E − W 方向 の 断層

　麻績川 に 沿 っ て 発達す る もの と，野間背斜軸 をず ら

し て い るもの とがあ る．前者 は ，麻績川 以南 の 地層の

走向 が ほ ぼ N − S で あ る の に対 し，以北 で は ほ ぼ E
− W で ある こ とに よ り推定さ れ る断層 で あ る．麻績村

和合付近 で は，地 層 の 傾斜が 80
“一一90

°
の 急傾斜 を示

し ， 麻績村下井堀付近 の 麻績川沿岸 に は
， E − W 性 の

小断層が 発達す る．後者は 坂北村別所 西 方 に 存在 し
，

吩岩岩脈 が 断層 に そ っ て 150m 追跡さ れ る．

VI．考察

　 A ．込地向斜 の 形態
．
に つ い て

　褶 曲の 形成過程 を明 ら か に す る に は ， 帰納 的 な 方法

の 第 1 の 課題 と して ，そ の 形態を で きる だ け正確 に と

らえ る こ とが必 要 で あ る （植村，1971）．北部 7t ッ サ ・

マ グ ナ 地域 に は
， 主要 な 褶 曲 と し て ， 北 か ら，日影向

斜，高府向斜 ， 込地向斜の 3 つ の 向斜構造が存在す る．

こ れ らの 各向斜は い ずれ もそ の 南部で は ，軸部付近 ま

で 急傾斜 を 示 す が
， とくに 込地向斜 は ， 丸山以北 の 軸

部付近 で，両翼 が 60e〜9ぴ の 急傾斜 をな し
“

閉 じた 褶

曲
ftma

造を示 し て い る．こ れ に 関し て小林 ・ 礒見（1950）
は

， 込地 向斜軸 に そ っ て 込地断層 が 存在す る た め で あ
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　　　　　　　 第 5 図 込地 向斜南部水平断面図
一 1一お よ び各種 水平断面形

一一2−

− 1− ：凡 例 は 第 1 図 と同じ

一一2− ：上段 は垂直断面形，下段は水平 断面形，（A ）は プ ラ ン ジが 15
°
の場合，（B ）は 同 じ く10

°
の 場合

る と して い る．

　 こ の た め ，パ ス ク 図法 で は 断面 を 正確 に とらえる こ

とが困難 で あ るの で，長岩以南の 部分 の 本 向斜 の 形 態

に り い て以下 の よ うに 推定 し た。な お ，筆者 の 調査 で

は：込地 以南の 軸部付近 の 1000分 の 1 の 柱状 図 に よ る

対 比 に よ り，以下 の 推論 に お い て，込地断層は 無視 で

き る と考え ら れ る．

　そ の 際，本向斜 は 上記部分に お い て は ，軸跡が 直線

で あ る こ とや ，両 翼で の 走向 ・傾斜がわ りに
一定で あ

る こ と か ら ， 円筒状褶曲で あ る と 仮定 した ．

　IWAMATSU （1969）は 地表 で の 形態か ら相似褶曲の 断

面を推定 し て い る が ， 本向斜 に つ い て も同様 に ，地質

図 に 表わ され る平面形態は ， 断面図 に 表わ され る 形 態

を反映 し て い る と 考 え られ る．

　まず，本向斜の 平面形態 を正確 に 出す た め に
， 犀川

河 床 に あ た る 海抜 500m を基準面 に し て 水平断面 図を

描 い た （第 5 図 の 1 ）．次 に 垂直 の 軸面 を有する対称褶

曲が，1ぴある い tx　15
°
で プ ラ ン ジ し て い る場 合 の 平面

形を ，
い ろ い ろ な垂直断面 形 の 褶 曲 に つ い て描い た （第

5 図 の 2）．それ らは，同心門褶曲 （concentric 　fold），

シ ュプ ロ ン 褶曲 （chevron 　fold），扇状褶曲（fan　fold），

相似褶曲 （similar 　fold）で あ る．そ し て
，

こ れ ら の 図

を 比 較 し た ．

　さ ら に ，本向斜 に つ い て は，ブ ラ ン ジ の 角 度が 求 め

られ て い る の で ，生坂村小立野付近を通る東西方向 の

断面 （バ ス ク 図法 に よ る ） を も とに ，プ ラ ン ジ の 角度

を考 慮して ，地表 で の 走向 ・傾斜 か ら断面を推定 し た

（第 6 図）．

　以上，二 通 りの 方法 で本向斜の 形態 を 推定 し た が ，

それ らは い ずれ も，本向斜は，ブ ラ ン ジ が 10
°
± の 円筒

状を し た 同心円褶曲で あ る こ と を示 し て い る．

　 B ．野間背斜 の 地質学的意 義に つ い て

　本 地 域 に お け る地 質学的な特徴を，野 間背斜を 境に ，

そ れ よ り西 側の 地 域 と東側の 地域 とで 比較す ると，第

2 表 の よ う に な る ．

　今回明 らか に な っ た，野間背斜 を境とす る層厚，堆

積構造の 明瞭な差違 は， 小林 （1957） の 沈降区域と非

沈降区域 と の 差違 を，具 体的に 示す もの で あ る ．

　す なわち ， 本地域 で は ，別所期以降に 層厚の 変化お

よ び ス ラ ン プ構造 を生 じせ しめ る よ うな 運動が始 ま っ
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第 6 図　込地 向斜の ブロ ッ ク ダ イ ア グ ラ ム

　　　　 （凡例は第 1 図 と同 じ）

て い る．青木期 に は ， 野間背斜の 軸部付近 を境 に し て
，

そ の 西 側 に は，1300m 〜1500　m の 厚 い 地 層が堆積 し，

ス ラ ン プ構造 が 発達す る の に 対 して
， そ の 東側 に は

，

局部的不整合あ る い は 堆積 間隙 を示 す ダ イ ア ス テ ム が

発達 し，層厚も本地域で は約 600m で ある．青木期の

層厚 の 急激な変化 に つ い て は
， 込地向斜西翼 に つ い て

も認 め ら れ る （坂 本 ・竹内 ，
1975） の に 対 し て

， 野間

背斜 以 東 に は 認 め られ な い （長 野 県 地 学 会編著 ， 1962）．

小川期以降も，野 間背斜を境 とす る差別沈降は 引き続

い て 存在 し，小川層 上 部か ら柵層下部 に か けて 著 し い

層厚の 差を もた ら し た と推定 され る．

　ま た，従来，地 層 の 傾斜角 ・褶曲軸 に よ っ て 北部

フ ォ ッ サ ・ マ グ ナ を 東 西 二 つ に 構 造区分 し （褶曲区 と

無褶曲区），そ の 境界 に 断層 （本間 ，
1931），松本

一
長

野線 （平林，1969） が 考 え ら れ て きた ．そ れ ら と ， 野

間背斜の位置は 異 な る （第 7 図）が，地表 に お ける構

造 は ，基盤の 上 の 被覆層 の 変形 に よ る もの と考え られ

る の で
，

こ うい っ た 構造 の 差 を生ずる よ うな 基盤の 運

動が，野問背斜の位置に存在 し た と考 えられ る．

　 な お，こ うい っ た 層相 お よ び構造の 変化を もた ら し

た 基盤 の 運動に つ い て は ， 層厚の 変化が 背斜軸部を境

に し て 急激に 生 じ て い る こ と や ，爆 破地 震 の デ ータ

（ASANO，　S．　et　aL ，1969）に よ り， 野間背斜 の 位置の

北方 へ の 延長部 と考え られ る部分に ，速度層 の 急変部

が存在す る こ と な どか ら，基盤 の ブ P ッ ク 運動に よ る

もの と考え られ る．

　 C ．聖 山 安 山 岩層 の 時 代 に っ い て

　聖 山安山岩層 の 時代 に つ い て は ， 小林 （1953）， 斉藤

（1954），森
．
ド他 （1957）に 述べ られ て い る が，い ま だ

に 確実な論拠は あげら れ て い な い の が現状 で あ る．

　筆者は 聖山南麓を調査 し， 次 の よ うな結論を得た．

　   　肇 山安山岩 層 と下位層 との 関係 は 不整合 と考 え

られ る，　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・

　 す なわ ち，柱状 図 （第 8 図） に 示 した 他 ec，麻績村

上坊平 の 北方 の 林道で は ， 明 ら か に ， 高桑部層を直接

安山岩溶岩が お お っ て い る．ま た，本岩体は砕屑岩類

を は さまない ．な お
， 市後沢 ， 麻績村山寺 の 北方海抜

1100m 付近 の 2 ヵ所で，込地 部層中の 泥岩，凝灰質砂

岩 は ，安 山岩角礫 をわず か に 含む こ とか ら，不整合 の

時間間隙 は ， それ ほ ど大き くは な い と考 え られ る．

　   　本地 域 に お け る 本岩体 の 構造は ，走 向 ・傾斜 か

ら判断す る 限 り，野間背斜東翼 お よ び 竹場 向斜 に 調和

的 で あ る．

　以 上 の こ とか ら，非沈降地域 （小林，1957） で あ る

野間背斜 東側 の 込地 部層以降 の 地 層は ， もとも と薄 く

堆積し た と考え られ る が，そ れ を 不整合 に お お っ て 聖

山安山岩層 が 堆積 し た．そ の 時期 は ， 込地部層堆積後 ，

猿丸時階 （小林 ，
1957）以前 と考 え られ る．

　た だ し，今回 は ，聖 山安山 岩層 に つ い て は そ の 南端

部を調査 した の み で ある の で ，そ の 堆積の 時代 に つ い

て は ，上位層 との 関係 な ど も含め た 広域的な研究 が 必

要 と考え られ る．
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第 2 表　野間背斜 を境 とする層相 ・構 造の対比表

野間肯斜以西地域 野間背斜以東地域
1

部　　550 − 150 聖 出 音季　　400
’
地 ウ　　　0 − 25 50

罟　　 ク　 250 冖　　 O 250層 厚

寒

轟麗
纏

　 （1962 ）

　 〃　　 8　 − 250
tzア　ク　　　450 　　−　　25G

800

、 、 公 〃　 800 − 600
　　 ク 　 660

　 　 裾　　　　　　噌

1000 − 600

日月斗　”　　135　
佩 〜　700 600 卿350

一般の傾斜角 40
°
− 70

°
（〜　遂 牽云709） 10

’− 6σ（− 80
°
）

摺曲瀚 笠 鑞 ・舳 鯛 難簸罐
・

おもな堆灘 スランア 木冓造 　　
・
「司B守鑠 ダイア又テム

・
船 交層理

夫規模な け す りこ

そ の 他 竕 岩の 貫入岩体 ， 聖 山 安山

粗紅 亥弦岩の 岩床

第 フ図 　東筑摩地方北 部走向線 図
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A ：野間背斜，B ：従来 の 断層 あ る い は 構造線
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第 8 図

2 3 4 5 6

ユ，市後沢

水の 沢右岸

入
一一

号池 か らNNW に の びる沢 の 右岸 （海抜

UOOm 付近） 6．5．の沢の 左岸 （海抜1100m
付 近）

』

聖山南麓の込地部層 と聖山安山岩層基底

と の 地 質柱状 図

（凡例 は 第 3 図 と同 じ）

　　　　2 ．市後沢 の 東隣 りの 沢 　3 ．穴

　　　　 4 ．穴水 の 沢左岸　 5 ．　 堂 ケ

V ．ま と め

　調査地域 は ， 北部 フ ォ ッ サ ・
マ グ ナ に 属し，中期中

新 世 以 降 の 地層 が 最大層厚約 4400m を 有 し て 分布す

る．本地域 は ， 本間 （1931） に よ り褶曲区 と無摺曲区

とに 区分 され て きた。筆者 は ， そ の 境界部を調査 し ，

以下 の 結論 を得た．

（1）野間背斜 は，込地向斜 の 東側 に 位置 し，多少屈

曲し な が ら ほ ぼ南北に，明科町 名九鬼 か ら ， 麻績村野

間を通 り，聖 山西麓 まで一連の もの と し て連続す る．

（2 ）本地 域 で は ， 野間背斜 を 境 に ，別所期 と くに 青

木期以降 ， 層厚 ・堆積構造の 著 しい 差 を もた ら した 差

別沈降が生 じて い る．こ の 境界は，い わ ゆ る褶 曲区 と

無褶 曲区 と の 境界を地質学的 に 意義 づ け た もの で あ

る，さ らに ， こ の 差別沈降は 基盤 の ブ ロ
ッ ク 運動に よ

る もの と考 えられ る．

（3）込 地 向斜 の 立体的な形態 に つ い て 幾何学 的な推

論を 行な っ た ．そ の 結果，込 地 向斜 は 円筒状 を し た 同

心円褶 曲 と考 えられ る．
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The  NeogeneTertiary  in the  Northern  Part of  Higash

    A  Study on  the Komiji Syncline andichikuma-gun.Noma  AnticlineNaga"oPrefecture

Manabu  MizuNo

(Abstract)

     The  area,  surveyed  belongs to the nerthern  part of  the Fossa Magna  region,  and  consists  of the

Middle Miocene to Middle PIiocene sediments  with  some  intrusive and  volcanic  rocks,  They  are  about

4,400 m  in total thickness. This region  imPlies both the folded and  non-folded  provinces  of  F. HoMMA

<1931). The  following results  are  obtained  by the investigation of  the present writer.

     1, The Nema  anticline  is situated  east  of  the Komiji syncline,  and  its axis  extends  from  Naguki,

Akashina Town  to the western foot ef  Mt.  Hijiri through Noma,  Omi  Village with  a trend of  slightly

meandering  N-S  direction.

     2. In this region  a  differential subsidence  is inferred to haye  taken  place after  the Bessho  stage.

And  the movement  was  accelerated  especially  after  the Aoki  stage.  This is suggested  by a remarkable

difference in thickness and  sedimentary  structures  between the western  and  eas'iern  sides  of  the Noma

anticline.  The  Noma  anticline  is located just along  the beundary  of  these differentially subsiding  areas,

from  which  the folded and  non-folded  provinces have evolved.  This differential subsidence  is attributed

probably to the block movement  of  the basement  rocks.

     3. From  the result  of  geometrical considerations  as  to the three-dimensional shape  of the Komiji

syncline  a  cylindrical,  concentric  fold style  is deduced to be most  probable.


