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三 波 川 帯 と 秩 父 帯 と の 境 界 に あ る 変 成 岩 類

一い わ ゆる “ みか ぶ帯
”

の 岩石
一

岩　　崎 正 　　夫
＊

（1968年 4月 3日， 日本地質学会75周年記念討論会講演）

　三 波川帯 と秩父帯との関係に つ い て の間題 は，古 くて

新しい問題で ある ．は じめ に ， この両帯の中問に御荷鉾

系 と い う地 層 が 分布す る と考 え られ た．御荷 鉾系 とい う

名称は ， 小藤文次郎 （1889） に よ っ て 定義さ れ ，そ れ以

後，三 波川帯と秩父帯との 境界に分布する弱変 成 の岩類

よ りな る 地 層 と して こ の 地層名が用 い られ て き た．

　と こ ろ が ，実際には三波川帯と秩父帯との境界には，

著しい断層線（構造線）を と もな う こ とが多い し，上の横

な 意味で の 御荷鉾系 は ， 最初の 小藤 の 定義と ち が っ た 特

徴 を も っ た 地 層 に ま で拡大 して 使用 さ れ る こ と もあり，

多くの 混乱 を生 じた ．

　そ の後 ， こ の 境界の 断層線 に そ っ て ， 塩基性〜
超塩基

性 の 火成岩体 が迸入 して い る と さ れ ，そ れ ら の岩体は ，

御荷鉾緑色 貫 入 岩類 と名づけ られ，三波川帯と秩父帯 と

は，上記 の 貫入岩体をともな う御荷鉾搆造帯 で 境 さ れ て

い るとみな さ れ る様 に な っ た （小島丈児 ， 1950），この 楊

合 に は ，層序学的 に 独立 した御荷鉾系 と い う地 層の 存（F．

は 否定 さ れ た の で ある 。

　 そ れ 以後現在まで に ， 上記の御荷鉾緑色貫入岩体そ の

もの に つ い て の 岩石学的研究，三 波川帯，秩父帯お よ び

そ の 境界部につ い て の変成分帯お よ び層序学的研究が 各

地で 進め られ た．

　 現在の 蒔点で の 知識で み る と，三波川帯と秩父帯との

境界に御荷鉾系 と い う特定の 地層 を設 け る と い う考え 方

も，御荷鉾構造帯 で 両者が 境 され る と い う考え 方も，両

方と も
一

面の 正 しさ を もっ て い た と言 え る ．

　 こ の 論文で は，主と して 筆者お よび 協同研究者
’
e＊ に

よる四国東部 の デ ータ を 用い ， 1950犀以後の い ろ い ろ な

人達に よ る 研究 を参照に して 筆者 の意見を記述する こ と

に する ．したが っ て ，こ の 論文 は，本来協同研究者 と の

共著の 形で 公表 さ れ る べ き性質の もの で ある が ， 内容に

つ い て メ ン バ ーの 間で 討議を経 て 結論を 出した もの で な

く ， 筆者 の個 人的な 意晁が強く出て い る の で ，

一応責任

の所在を 明 らか に す る意味 で個入の 発表 と したこ と を こ

と わ っ て お く．

＊ 　徳 島大学数膏学部地学教室

＊＊　 剣凶研究 グ ル ープ 扣 よび UMP 烹 薩川帯研窕 グ ル ーフ
’

　 1．1950年以後の 研 究

　1950年の 小島丈 児 の 論文 は ，そ れ ま で き わ めて あい ま

い で 混乱 して い た御荷鉾系とい う地層の 存在を否定 し，

御 荷鉾構造帯を提案した ．こ の研究は，い ろ い ろ な意味

で ，そ れ以後の “ み か ぶ 系乃 至 み か ぶ 帯
”

の 研究に ひと

つ の 方向づ け を 与えた ．

　1950年 代 に は，平山健に よ っ て ，四国 ， 紀伊半島な ど

主要 な “ み か ぶ 帯
” を 含ん で い る地 域 で 地質図1隔調査が

おこ な わ れ た ．そ れらは，剣山 （1956）， 海南 ・動木

Gg56），咨 野 山 （1957），高野山 （1959）と して 刊行され

た ．こ れ ら の地質図を み る と ， 平山健 は，主 と して 小島

の 考 え方 で “ み か ぶ帯
”

を処理して い て ， 三波川帯と秩

父帯 と の 境界に 緑色貫入岩休を 記入 して お り，こ れらの

緑色貫入岩体が堆積岩層を ゼ ノ リス 状 に 包 含 して い る よ

うに 塗色 され て い る もの さえある ．一
方，関東山地 で

は，関陽太郎が 1958年頃 か ら 三波川帯の 研究を発表し

は じめ た ．関は1小藤に よ る緑色岩を 主 とす る御荷鉾系

を火山岩層 と し，こ の 火山岩層 は ，そ の 上位 に くる 無点

紋結吊片岩 層 と下 位 に くる チ ャ
ー

トお よ び砕屑岩層との

問に整合に か さ な る 地層で ある と した ．さ ら に，そ の 変

成度は 上位か ら下位へ 累進的に上昇 し，そ の 間に変成度

の 上で の 不連続 は ない と した ．御荷鉾緑色貫 入岩類が ，

三波川帯の 結晶片岩類と と もに一連の 変成作用 を うけ て

おり，そ の 変成度 は ， 三 波川帯と秩父帯との 両方 に連続

的で ある こ とは ，関東 Lti地以 外 で もた しか め ら れ た （都

城 ・坂野 ， 1958’橋本，1960；岩崎，1963）．

　また，こ の聞に中山勇（1953）は，天竜川地域の 三波川

帯 に 分布する 変輝緑岩 を変動時迸入岩 と して 記載 した ．

こ の 変輝緑岩は ，普通の 意味の “ み か ぶ 帯
”

の 岩 石 で は

な い が，三 波川帯 の な か で の 変動時迸 入岩を考え た と い

う点 で 意義 を も っ て い る ．

　 1961年 に小島丈児が 調査者 と して 参加 して い る 20万

分 の 1高知県地質図が 出版 さ れ た が そ の説明書で は ， 御

荷鉾緑色岩類 は ，「三波川正 地向斜の ある発達段階に，

運動様式 の た が い に ち が っ た 正 地向斜区と縁辺区 と の 境

界 に貫入 して き た一種の境界貫入岩体」とさ れて い る．

　 1964年頃か ら鈴木堯士は ， 四国中央部および西部に つ
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い て ， 内田信夫 は 関東山地 に つ い て ，筆者お よ び そ の 協

同研究者は 四国中央部 お よび東部 に つ い て，そ れ ぞ れ

“ み か ぶ 帯
”

を 主 な研究対象 と して 研究 を は じめ た ．ま

た ，同 じ頃 か ら ，
UMP −C 帯三 波川帯研究クシレ ープ と し

て 四国東部 と紀伊半島西部の “ み か ぶ 帯
”

の 調査が は じ

ま っ た ．巾村保夫 は ，伊勢 ・鳥羽地域 の “ み か ぶ 帯
”

を

研究 して い る。

　 こ れ らの 研究者 は，個K・に お い て は葱見の
一

致 しな い

点も残 して い る が ，共通して 次の よ う な 観点を もつ に 謎

っ て い る ようにみ える．

　（D　御荷鉾層 と よぶ か 否か は 別 と して ，三 波川帯と秩

父帯 との 境界 に は 塩基性変成岩 に 富 む地轡が 分布 して い

る こ とが 多 い ．

　（2） こ れらの 塩墓性変成岩の 大部分 は，地向斜期火山

活動の 産物で ，迸入岩を と もな っ て い る ．変 動時迸 入 岩

は す くな く， 地 向斜期火山活動に関係 した，こ れ と一
遮

の火成活動 に よ る迸入岩で あ る．

　  　御荷鉾構造 帯 の 存在 は 否 定 しな い ．三 波川帯、≒秩

父帯との境界に 断層 を と もな う特別 の 地質構造 の 帯を考

え 得る場合が多い ．

　 こ の 3点 は，現 在 の “み か ぶ 帯
”

研究 者 の 平均的考え

と も言 え る か と思 うが，以下 の 記述で ，こ れ ら の 点 に つ

い て 筆者の 考え を述 べ ，聞題が よ り発展 す る方 向 で や や

独断的 に 筆者 の 独自の 議論を 述べ る こ と に す る ．

　な お “ み かぶ 帯
”

に 分布する 岩類の層序学的位置づ け
’

に つ い て は ，こ の 諭文 で は敢 り扱 わ な い こ と にす る ．

2 ．“ み か ぶ 帯
”

と “み か ぶ 縁色 岩類
”

　従 来 ，三 波 川 帯 と秩父帯 との 間 には 著 しい 断臠が ある

と み られ て い る地 域 が す くな くな い ，こ の 断臠 を み か ぶ

線と か み か ぶ 構造線と よ ん で い る ．こ の 慧味 の み か ぶ線

に つ い て は
』
，す で に木 村敏雄（196Dや ，内田信夫（1966）

が総括的 に述べ て い る．特 に ，内田 は こ の断層を 克明に

総括 した．

　今 日，一
般的 に “ み か ぶ縲

”

を 越え て 秩父帯 の 岩石 も

三波川帯 と 同じ変成作用を受 け て い る こ と は か な り広 く

認め られ て い る．した が っ て ，内田（1966）が述べ て い る

よ うに ， 「変成帯 と 非変成帯 と を 分か つ 構造線」 と して

の み か ぶ 線 の 意義 は 失わ れ て い る ．つ ま り，極 言す れ

ば，三 波川帯 と秩父帯 と の 境界に断層がある かど うか と

い う こ とは 第
一

義的に 重要 な 意昧を ．もつ わ けで な くて ，

“み か ぶ 帯
”

と して ひ とつ の 構造帯 を考 え る場合：に は，

もっ と 別の 地質構造 を指定 しな け れ ば な らな い ．

　鈴木堯 士 （1965）は，四国申央部に おけ る 三波川滞 と秩

父帯 と の 境界 を しら べ て ，そ こ に 上八 川
一

池川構造線が

存在すると述べ た．鈴木 に よれ ば，こ の 地域は ，北側の

三 波川帯 と南側 の 秩父帯と を そ れ ぞ れ 北翼，南翼とす る

背斜構造 と な っ て い て ，背斜搆造の 軸部 を通 る ち よ うつ

が い 断層 が ある 、つ ま り，ひ とつ の 背斜構造 が三 波川帯

と秩父帯 と を境 して い る とさ れた の で ある ．そ して ．ヒ八

川
一

池川構造線は
， み か ぶ 線に 相当す る 断属で あ る ．こ

の 場合，塩基性岩（緑色羇）の 分布は す くな い ．

　鈴木 は，は っ きり述 べ て い な い が，上記の 背斜構造

は ， 三 波川帯と秩父帯 と の 境界を な す
一一種の 地背斜で ，

こ れを境 に して ， 三 波川帯の 堆積物を 堆積した海盆 と，

秩父帯の 堆積物 を 堆積 した海盆と に分 れ て い る もの か も

しれ ない ．そ うす る と，み か ぶ 帯と い・う言葉は ，こ の 地

背斜性の 背斜構造 の位置 iこ 名づ けられるべ きで ある．

　 しか も，そ の 位置 は，多 くの 場合，激 しい 海底火山活

動 の場 で あ っ た ．つ ま り ， 地 向斜内部の 隆起帯 にそ っ

て ，一
般 に は 睚 盛 な 火山活動が お こ な わ れ た帯が み かぶ

帯で あ ろ う．

　 そ して ，後に t こ の 帯にそ っ て 断層運動が あり， そ の

断層 線 （か な らず しも
一

本 で ぱ な い し，は っ き りしない

場合が あ っ て も差支え な い ）を ，従来み か ぶ 線 と よ ん で

き た わ け で ある ．した が っ て み か ぶ線 とい うの は 本質的

に 重 要 懽を もつ わ けで な く，上 記の 意昧の み か ぶ 帯が 重

要 な 憲味を もつ ．

　つ ま り，四国の データ で み る と，み か ぶ帯は ，地向斜

の 海洋底に 細長 くつ づ い て い た一
種 の 海嶺で あ り，こ の

海嶺 にそ っ て 漁底火 LLI活動が 激 し くお こ な わ れ た 古生代

に お け る 海底火山列 の あと と み な さ れ る ．そ して ，こ の

火山 活動は ，三 波 川変成 帯 にお け る初期火 成 作用 （in−

itial　 magmatlsms ）で ， 超塩基 性樹 ・玄武岩質轡 を主

と し，チ ャ
ート。石灰 岩 を と もな っ て い る ．これ ら の岩

石 は ，ま さ しく，古 くか らオフ ィ オラ イ トと よ ばれ て き

た岩石に，す くな くと もそ の
一

部は，相当 して い る 、従

来み か ぶ 緑色岩類 と して 緑色岩の み が 注目され 周囲 の 岩

石 と 切りは な さ れ て 岩石学釣記載が お こ な わ れ て き た ．

（例 え ば朱雀，1941）しか し，こ れらの 岩石 は ，チ ャ
ート

・石灰岩な ど を 含 め て ，取扱 うべ き もの で ある v こ の 点

に つ い て ， 勘米良（1968）も，古 生 層に お け る 火 ［｛「性物 質

と 珪質岩，炭酸塩岩 との 随伴関係 を強調 して い る ．

　 3 ．四 国申央部〜東部 の み かぶ 帯

　 四 国申央部か ら東部 に カ、け て はレ三 波川帯 と秩父帯 と

の 境界 に第 1図 に示す様 に み か ぶ緑色岩類＊ が分布 して

＊　 こ こ で い
「
） み か ぶ 緑色岩類 は，前節で 述 べ た様に ，チ ヤ F一ト，石灰 岩をと も

　 な うもの を
一

插 して い る ，
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三 波川帯 と秩父帯 との 境界にある 変成岩類 一い わ ゆ る “ み か ぶ 帯
”

の 岩石 43

　　　　　　　 第 1図 四 国 中 央 部
一

束 鄰 の “み か ぶ 帯
”

f超塩基性岩，輝緑岩，チ ャ
ート，石灰岩 を と もな う緑色片岩 の 帯 （オ フ ィ オ ライ ト層），

2pillow　brecciaの 帯， 3 粗粒は んれ い 岩 を 主 とする帯，　 M ，　 D ．　L デ 中央構造線．

い る．み か ぶ緑色岩類 の 北側 で こ れ に断層 で 接する 三 波

川帯の岩石 は 剣山研究グノレ
ープ（1963）の 樫平層 で ， 小島

丈児 ら （1956）の川口層 に相当する とみ られ る ．ほ と ん ど

すべ て 泥質片岩よりな り，うすい 遷質片岩および塩棊性

岩 を は さ ん で い る こ とが ある．砂質片岩 は ま れ で あ る．

　四国中央部〜東部で は ，第 1図 に示す よ うに み か ぶ 緑

色轡類と三 波川帯 の結晶片岩類と は，すべ て 断層で 接 し

て い る．み か ぶ 緑色片岩類と三 波川帯 の岩石とは ，こ の

断層の 両側で そ の変成度 に遼い が な い ．た だ ，断層 の 両

側で一
方 が 泥質片岩，一方が 塩基性変成岩 にな っ て い

て ，岩相 が著 しくち が うだ けで ある．この断層面 は数 ケ

所で そ の 露頭 が 観察 さ れ る が 破砕帯を と も ない ，一般 に

は南に 40°〜60°

傾斜 して い る ．

　みかぶ 緑色岩類 と秩 父帯 の 岩石 と の 関係は ，一部断

層，一
部 整合 で ある ．整合 の 場合 ，地習面 は 南に 40°〜

60°傾斜して い て ，見 か け 上，秩父帯の 岩石が 上位 で あ

る ．

　 なお 第 1図 に示 す よ うに ，剣山北 側で ，み か ぶ 緑色岩

類が や や せ ま い 巾で 小規模に 三 波川帯中に 出現する ．
』
こ

の場合に は ， み か ぶ 緑色岩類 は，周囲の 樫平層（川 口 層）

と整合 で ，南 に 傾斜 して い る ．

　四国中央部〜東部 で は ， み か ぶ 緑色 署 類内部の 地 質構

造はよくわからない 。みかぶ 緑色岩類と三 波川帯の結驫

片岩類 との 間の 断層 を重 くみ な い とい う立場を と る と，

見 か け上，南 に 傾斜する 単斜構造 で ，上 位 か ら秩父帯の

地 圏，み か ぶ 緑色岩類，樫平層（川 口 層）と 重な っ て い る

こ と に な る が ，み か ぶ 緑色岩類内部に 褶曲構造が あり．

同斜背斜櫞造 を含 ん で い る 疑い もあ る．

4 ．み かぶ 緑色岩類 の特徴

　三三波川帯 に も秩父帯に も，地 向斜期梅底火山活動 の 産

物で あ る塩基性火山曠出物 に 由来する 変成岩想 変質岩 が

分 市 して
．
い る が ，こ こ に，三 波川帯と 秩父帯 と の 境界 に

あ る塩基 性変成岩を み か ぶ 緑色岩類 と して 特 に指走し，

区別す る理由を述べ な ければな らな い ．

　翫 ず ，み か ぶ 緑色岩類 が ，地向斜期に お け る海底火山

活動の 産物 で ある 点 は ，三 波川帯の
一

般 の 塩 基 性 片岩，

秩父帯 の 塩基性火由噴出物 （従来 シ ャ
ール ス タ イ ン と総

称さ れ て い た ） と何 ら変 りが な い ．しか し，そ の 麟成岩

石は か な りち が っ て い る．こ の 構成岩石 の ち が い は ，そ

の産出する 場所と無関係 で は な い ．

　 つ ま り，特定 の 位置
・一

三 波川帯 （変 成帯） と秩父帯

（弱変成〜非変成帯）と の 境界
一 に ，特 定 の 火山活動 が

あ っ た こ と を示 して い る ．

　深成岩様 の 外観の は ん れ い 轡〜輝緑岩が 多 く，水底 に

噴出 し移動 した と み られ る破砕 さ れ た 枕状溶岩 を か な り

大量 に と もな う こと もある．岩石 は一般 に著しく塩基性

で ある ，こ れ らの 岩石の特徴の 多くは．，三波川帯で は ，
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変成作用 ・変形作用 に よっ て 破壊 さ れ 消失 した と い う見

方 もあろ うが，残存鉱物 そ の 他よ りみ て ，もしこ れ らの

岩石 が大量 に あれ ば
， 三波川帯 の 点紋帯 で もそ の 組織 ・

構造 が残 っ て い い はずで あ る．

　次に，岩石学的特徴を 述べ る が ，上 の 意 味で み か ぶ 緑

色 岩 類 と名 づ け る の で ある か ら，こ れ ら の岩石 は ， 三 波

川帯 （変成帯）と秩父帯（弱変成〜非変成帯）と の 境界 に

位置を しめ て い る こ と が 前提条件で ，か りに ，同様 の 特

微の 岩石 が ， 三 波帯 や秩父帯に出現 して もみ かぶ 緑色岩

類とは 言え な い ．

　（1）一“ rcに は ，源岩 の構造を 肉眼的 に も鏡下 で もよ く

残 して い る こ と が多い．た と えば，枕状構造 ，輝緑岩組

織，流理構造 ， 斑状組織，ハ イ ア ロ ク ウス テ ィ ッ ク組織

な ど を残 して い る．こ れ ら は 三 波川帯の 塩基性片岩 で は

不明瞭に な っ て い る ．

×

凵

OZ

冖

O

匚
く

Σ

Ioo

，。

　 　 　 　 50

FELSIC 　INDEX

100

FeO

Na20 十 K20 MgO

第 2図　塩基性変成岩の MgO ：− FeO −
（Na20 十 K20 ）

　　　　三 成分図．

　　　　　黒丸 …… み か ぶ 緑色岩

　　　　　白丸 …… 三波川塩基性片岩

　　　　　
’
x 　

’…”
ス ピ ラ イ ト（平均）

　（2） 変成鉱物 と して ，陽起 行 ・藍閃石 ・パ ン ペ リー石

・エ ピ ドート・曹長 石 ・緑泥石 ・石英 を生 じて い る ．特

に陽起百を普通 に産する ．こ の 鉱物組合せ は ，三 波 川 帯

の 無蔗紋片岩 と 同 じで あ るが，粒度は み か ぶ 緑色岩類の

ほ うが 大 き くな っ て い る ．秩父帯 の 弱変成 の 塩基性火山

噴出物で は陽起石は稀で あ る，

第 3図 塩基性変成岩の   afic ／felsic関係図

黒丸 ・

白丸 ・

×　　・

Mafic 　index ＝一一一

・・… み か ぶ緑色岩，
・・… 三 波川 塩基 性片岩，
・・…

ス ピ ライ 1・（平均）．

　　 （FeO 十 Fe203）× leo

Fe1・三c　1・dex匸一
σitt

−
iN。，〇＋ 1〈，0

MgO −1−FeO −1−Fe20s

（Na20 十 K20 ）× 100

　 （3） 三 波川帯の 塩基性片岩 に普通 に産する 自雲母を 含

まな い こ と が 多い ．こ れは，源岩に K20 がす くな か っ

た こ と を 示 して い る ．

　（4） 第 2 図と第 3図は，従来分析され た み か ぶ緑色 岩

類 の 化学組成 を，宝 波川帯の 塩基性片岩 の 化学組成 と比

較した もの で ある．図 に 示すよ うに ， み かぶ 緑色岩類

は，MgO ，
　 FeO に富む傾向が ある ．こ の こ と を，秩父

系の 塩基性凝灰岩と 比較 して 内田信夫 G967）も述ぺ て い

る．

　（5＞ 鉱物組成 の 上で は，長石 ・石英 を欠くい わ ゆ る 超

優黒質岩 が か な り あ る．

5 ．みか ぶ緑色岩類 の 源岩 に よ る分類

　み かぶ緑色岩類は，源岩 の溝造 ・ 組織を よ く残して い

る の で ，野外 の 産状 を考慮 して ，そ の 源岩 を推定 で き る

こ と が ある．こ の よ うに して 可能 な 限 り原岩 に 復元 して

み る と，四 国 申央部〜東部の み か ぶ緑色岩類は 次の よ う

に分類で き る ．
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A ．Effusives−・Pyroclastics

1．Aphanitic　rocks
　 1−a 。relic　pyroxene 十 ch ．十 pumpellyite

　 1−b．relic 　pyroxene 十 ch ．　十 pumpellyite

　 　 　 　 十 ep ．　十 trem ．

2，Porphyrltic 　basaltg．
　 2−a ．phenocryts ： ch ．and ／or 　pumpellyite

　　　　groundmass ： ep ．十 pumpellyite

　 2−b．phenocryst 　： ch ．　十 trem ．

　　　　groundmass ： ep ．十 ch ．十 trem ．

　 2−c ．phenocryst ： trem ．

　　　　groundmass ： trem ．十 ch ．

3．Pillow　 lava
　 autobrecciated 　 lava（pMow 　breccia）

4．Basic　tuff

　 4−a ．　pelitic
　 4−b．　calcareous

B ．Intrusives−Sheets

　5．　Coarse−grained　gabbroic 　rocks

　　 5−a ．pyroxene 　gabbro

　　 5−b．h〔｝rnblende −pyroxerユe　gabbro

　　 5−c 、乱 egirine 　gabbro

　　 5−d ．syen 量t量c　rocks

　6．Diabase （f三ne −grained 　gabbro ）

　7．Anorthite 　 rocks （？）（pumpellyite 　 rocks ）

　8．Ultrabasic 　and 　ultramafic 　rocks

　 　 アーa ．dunite
　　 7−b．peridotite

　　 7−c ．hornblende 　peridot三te

　　 7−d．pyroxenite

　　 7−e ．hornblendite

　　 （ch ．緑泥石 ； ep ．エ ピ ドート； trem ．

　　 透角閃石）

　まず ， 比較的塊状細粒で 片理 の 発達 が 弱い 緑色岩で 均

賀な もの につ い て ， 鏡下で 無斑晶の もの と斑晶 を有する

もの と に分 け た ．更 に こ の 両者 を生成 して い る変成鉱物

に よ っ て い くつ かに分けた．斑晶は多 くの 場合外形を 残

して 表 に示す様 な 変成鉱物 に変 っ て い る．石基 に は 拍子

木 状斜長 石 の 外 形 が よ く保存さ れ て い る こ と が 多い ．こ

れ ら の岩石の なか に は，もと もと枕状講造 が あ り，変成

・変形作用 に さ い して 原櫞造が 失 われ たと み られる 岩石

も含ま れ て い る．

　pillow　brecciaは，か っ て 鈴木醇 （1932）が ，角礫質

岩石 と して 大杉 の もの を 記載 し，鈴木堯土 G96了）は，凝

灰 集塊岩質岩石 と して ，そ れ を 水中火砕流堆積物 と して

報告した．しか し，
こ れ は HENDERsoN （1953）が 定義

した pillQw　breccia， 久野 （1954＞に よる 自破砕溶岩

第 4 図 pillow 　breccia の chil 正ed 　margin ．

幅 lcm．佐那河内上嵯峨橋の 上 流 300rn（転石）．

（乱utobrecciated 　lava）で ある こ と は ま ち が い な い ＊ ．

す な わ ち， pillow　brecciaの brecciaは，冷却縁を

臀 し（第 4図），玄武岩質 で 時 に vesicular とな っ て い

る，matrix に は独特の hyaloclastic （vitroclastic ）

texture が あり，
brecciaの 組成 とは こ と な り ， 白雲母

・石英 を含 み ，時 に泥質物起源 と み られ る 炭質物が あ

りt チ タ ナ イ トも多量 で ある ．な お こ の 岩石 に つ い て は

別報する 予定で あ る ．

　片理 の 著しい 緑泥石 に富 む緑色片岩 を一応臨基性凝灰

岩と したが ， こ の 中 に は溶岩起源の もの も含ま れ て い る

か も しれ な い ，時に ，ほ と ん ど緑泥石 の み よりな り少量

の チ タ ナ イ トを 含む だ け の 片岩 が あ る．泥質岩 と互層す

る もの と石灰質岩と互層す る もの と が ある ．

　粗粒 は ん れ い 岩 と した もの の な か に は 閃長轡質岩 （黒

雲母
一角閃石一石英一斜長石

一正 長 石一エ ヂ リン ） も含

ま れ て い る が ，大き く分 け て 単斜輝石 は ん れ い 岩 と角閃

石
一

単斜輝石は んれ い岩 と な る ．

　 anorthite 　 rQcks （？）と した もの は ，岩脈状 の小 岩 体

で ， 粗粒は ん れ い岩 に と もな い ，鏡下で 斜畏石の外形を

残 し ， す べ て 細粒パ ン ペ リー石 の 集合 と な っ て い る 岩石

で ある ．

　輝緑岩 と粗粒 はんれい 峇 とは，粒径 が ち が うだ けで な

く， そ の 含有す る Ca−Al 珪酸塩 の 種類 が ち が っ て い る ．

すな わ ち ，輝緑岩 で は エ ピ ドートで ある が，粗粒は ん れ

い 岩で はパ ン ペ リー石 で ある ．こ の こ と は ，両者で 含有

す る水 の 暈 に 差異 が あ っ た こ と を示 して い る もの で あ ろ

う．

串　 こ の r颪に つ い て外野の 敏示 を うけ fgこ と を憲 謝す る，
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6 ．み か ぶ 緑色岩類 の 分布

　現在地表に 露出 して い る み か ぶ 緑色樹類には ，往時 の

火 LLi体が 削剥 され た もの の一部を 示すもの もあ ろ う．し

た が っ て ，そ の 露 出面 積 は ，火 山 体の
一

部 の 断面を 示す

場合 もあろ う ．こ れ ら の 緑色岩類を 源岩 に復元 して ，い

ろ い ろ な 噴出物 の 組合 せ の 目安を現在 の デー
タ に もとず

い て 考え て み る こ と は で き る ．

　四国中央部〜束部の み か ぶ緑色岩類分布地域 は，岩石

の 組合せ によっ て次の 2 つ の 型 に 分け る こ と が で きる．

　 1型 　（佐那河内
一

大杉型 ）

　四 国中央部〜東部以外 で は ，愛媛県大 久 喜鉱山附近 ，

同御ヨ 戸南方，伊勢 。鳥羽地方な どが こ の型 に属 する と

み ら れ る ．

　四 国 中央 部〜 東 部で は ， み か ぶ緑 色樹類分布地 域 を ，

第 1図，第 5図，第 6図 に示 す よ うに ， そ の 岩石随伴関

係によ っ て 3帯に分け る こ と が で き る ．す なわ ち ， A

超 壇 基 性岩 ，変 輝 緑 岩 の レ ン ズ 状小 岩 体を 多数 と もな う

緑色片岩の 帯 で ， 片状チ if　一ト， 石灰岩をもともな う ；

B 　水中自破砕溶岩 と み られ る 破砕さ れ た枕状溶岩 の 帯

C 　粗粒 は ん れ い 岩 を 主 と す る 帯．佐那河内，大杉の 両

地区で 各帯の 配 列順序 が 同 じで （第 5図，第 6図），三 波

川帯と接する 北側にA 帯 が あり， 秩父帯 と接す る幣側 に

C 帯が あ り，そ の 中 間 に B 帯が あ る ．佐那河内，大杉両

地区 と も，C帯の は ん れ い岩体は，秩父帯の 岩石と整合

で ある ．は んれ い岩体と秩父帯の 泥質岩。チ ャ
ー1・と の

境界 には 赤色 凝 灰 岩〜溶岩 （塩基性）が あ り，含 リーベ

カ イ ト黏 質片岑の 薄層 が ある．著 しい 断層は 認め られな

い ．

　現在の 露 出 面積 に よ る み かぶ 緑色岩 類の 分巖の 割合

は，第 1表に示す よ うに な る ．

　蓑 に み る よ う に，こ の 型 の 地域で は ，現厩の 露出面積

か らみ て pillow 　breccia の 11羹が 茸吏も多 く40〜75％に 達

して い る．佐那河内地区で は，岩層 の 傾斜を非常にゆる

や か に み つ もっ て も留曲に よ る くり返 しが な い と して 厚

tttは平 均 300m 以上 と な り ， 噴 出 した溶岩の 量は 莫大で

あっ た と い える ．

匿 1 ・

　　　　　　 第 5図　佐那河内地区に 叡 ゴ
’
る “ み か ぶ 緑色岩類

”
の 分布。

i 弱変成古生層， 2C 帯 （粗粒はんれ い 轡を主とし，玄武岩類お よび塩基徴凝灰岩を 伴な

う）， 3B 帯 （pillow　brecciaを 主 と し，少量 の 塩基性凝灰岩を 伴 な う）， 4A 帯 （超塩

基性岩 ， 輝緑岩 の 小岩体 が 多く， 玄武岩類 ・塩基性凝灰岩 を伴 な うオ フ ィ オ ラ イ ト層），
5 三 波川結品片岩　樫

、

μ層 （泥質片岩）．A ・B ・C……み か ぶ緑色岩類

皿型　（木屋平 ，

一
宇 ， 祖谷 の 型）

こ の型 は，1帯に お け る A 帯，つ ま り ， 超塩基佐岩 ・
変輝緑岩 ・緑色片岩 ・片状 チ ャ

ート・石灰轡 よ りな る帯

の み よりな ると解するこ とが で き る ．赤紫色の 塩基牲溶
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第 6図　大杉地区 にお け る “み か ぶ緑色岩類
”

の 分布．

　1 弱変成嘗生層，2C 帯 （粗粒：は んれ い 岩 を主 とす

　 る ），3B 帯 （pillow　brecciaを 主 と する ）， 4A 帯

　（超塩基性岩 ・輝緑岩 の 小岩体 が 多 く，玄武岩類 。

　塩基性凝灰岩類） を伴 な うオ フ ィ オ ラ イ ト暦 ，5 三

　波川結晶片岩層 （泥質片岩）， 6 超塩慕
・
囲岩 ，

　A ・B ・C み かぶ 緑色岩類

　 7 ．みかぶ緑色岩類 で示 される海底火山活動

　前節の 1型と翌型 の火山活動を比較 して み かぶ緑色岩

類 で 示 され る海底火山瀬 動を 考 察 して み る ．

　 1型 で は ， オ フ ィ オ ラ イ ト層 と もよぶべ き部分 が A 帯

と な っ て い て ，そ れ に 水中に噴出 した 溶岩 お よ び粗粒は

ん れ い 岩 体 を と もな っ て い る ．pillow　breccia を，超

塩基性岩 ・輝緑岩 ・粗粒は んれい岩 が見掛け上貫い た

り，そ の中に 岩床状 に入 っ た りして い る こ とは 稀で あ

る ．した が っ て ，pillow　brecc三a の 温流は ， 火山活動 ・

の 終宋期を 示 して い る もの とい え る ．

　 こ の pillow 　breccia は ，超塩基性譽 ・ 輝緑岩を と も

な うオ フ ィ オ ラ イ ト層 が形成 され た後に，こ の 上に 噴出

した もの と考え られ る．pillow　 brecciaと 粗粒は んれ

い岩 と の 関係 は 不明で あ る が ，pillow　breccia の 分布

が な い ∬型の 地域 に は，粗粒 は んれ い 岩もな い とい うこ

と は，pillow　brecclaと粗粒は んれい 岩 との 間に成因

的に 密接な 関係 が あり，お そ ら く
一
蓮 の 火成活動で ある

こ と を 示 して い る もの とおもう．

　
一

方 ， 豆型 の 火成活動 は ， ぼ か の 堆積物 （チ ャ
ー］

・，

石灰岩 な ど） を と もな っ て 行 な わ れて い て ，周囲の 泥質

岩との 関係は，い つ も断顧 で ある．こ の 超塩基性岩から

チ ャ
ートま で を含む岩層（オ フ ィ オ ラ イ ト層）は，糖粒は

ん れ い 岩
一pillow　brecciaの

一
煙 の 火成活動が お こ な

われたときには，その 海底火山体の 基盤とな っ たもの と

み られる．こ れ は，海洋地殻の
…

部断片 が 断層蓮動 に よ

っ て 現在位置 を しめ て い る の か も しれ な い ．

　 すな わ ち，四国中央部〜東部の み か ぶ 帯 を 通覧す る

第 1表 佐那 河 内 ・ 大杉 地 区 の み か ぶ 緑 色 岩類 の 講成

地 　　区

佐　那　河 　内

大 　杉 　（概算）

　　　　A 帯

超塩基性岩 ・変輝緑岩

を 伴 うオ フ イ オ ラ イ ト

12．8k楢　　26％

15

　　　 B帯

pUlow 　 breccia

　 を、主 とす る

20．5k而　　　42％

ア5

　　　C帯
変 は ん れい 皆を主

と する

15，5k面　　　32％

0ー

岩（ス ピ ラ イ ト質）を含み，溶岩 には一
部 に枕状構造が あ

る．暑石随伴関係か らみ て ，正規 の オ フ ィ オ ラ イ トよ り

な る とみ なす こ と が で き る ．つ ま り，皿型 の地域で は，

は ん れ い 岩 ・pi110w　breccia を欠 き，オ フ ィ オ ラ イ ト

の 組合せ の 岩類の み よ りな る ．こ こ で は，は ん れ い 岩 ・

pillow　brecciaで 代表 さ れ る 火匡r活動 が ほ とんどな か

っ た の で ある ，

と ， 大杉 。佐那河内地区で は，オ フ ィ オ ライ b層とそ れ

を基盤 と して 噴出 した粗粒は ん れ い 岩
一pillow　breccia

の 両方が そ ろ っ て い る が ， そ の 中間の 地区で は ， 粗粒は

ん れ い 岩 一pillow　breccia の 汗舌動 が な か っ た こ と に な

る（第 1図参照）．

　オ フ ィ オ ラ イ、ト廨 の構成要素で ある変輝緑岩の Ca −A1

厳酸塩はエ ピ ド
ー

｝で ， 粗粒は ん れ い岩の そ れ は パ ン ペ
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り一石 で あ る こ と は，源岩 に 含ま れ て い た水の 量 が ち が

っ て い た こ とを示すもの で ， 両者が ちが っ た系統 の 火成

作用を示 して い る と 考え る．

　な お ，超塩基性岩 に つ い て も，そ の か な りの もの が
，

海底火山の 溶岩〜凝灰岩 で あると筆者 は考えて い る．超

塩基性岩が 海底火山の 溶岩として 産する こ とは GAss

（1958）に よ る キ プ ロ ス の 例 の よ う に ， 各地 で 報告さ れ て

い る．こ れ は，水底で は peridotite　 lava が 低温で も存

在 し得 る か らで ある と され て い る ．こ の 問題 に つ い て

は，現在野外の 資料を集め て お り， 近 い うち に別 に くわ

しく論ず る．

　い ずれ に して も，み か ぶ 緑色岩類 の 大部分 は 海底火山

噴出物で ある ．海洋で は 地殻は うす く海洋地殻の底 で は

玄武岩質マ グマ は生 じな い で あろ うか ら ， そ れ らの噴出

物 は ，上部マ ン トル に 由来し，上部マ ン トル で 形成 され

た マ グマ が 海底地殻を 通 っ て き て 固結した こ と は た しか

で あろ う．

　したが っ て，み か ぶ 緑色岩類で 示 さ れ る 火山噴出物

は ，海洋に お け る 上部マ ン トル 物質を示 して い る とい え

るだろ う．ま た，み か ぶ 帯で は 火山活動に と もな っ て ，

大量の 熱が上部 マ ン トル か ら放出 され た こ と に な り，こ

れ は おそ ら くこ の 帯 の 隆起 と 関係が あろ う．

　 こ の ような観点 は ，み か ぶ 帯 に分布す る岩石 の研究が

今後，海洋地 殻 の 問題，海洋地域 の 上部 マ ン トル 物質の

問題 ， 造山運動 の 聞題 と 深 く結 び つ い て 発 展 する テ
ーマ

で ある こ とを 示 して い る．
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The 　Basic　Mle監tamorphic 　Rocks 　at 　the 　Boundar ア betwee 皿

　the 　Sambagawa 　Me 重am ・叩
hic　Belt　and 　the 　Chiel曲 皿

　　　　 Unmetam ・ rph ・8ed 　Pal・。 ・ ・ic　Sediments

Masao 　 IWASAKI

（Abstract ）

　Abrief 　 descrip亡ions　 are 　 given 　 of 　 the　 meta
−

morphic 　rocks 　belonging 　to 　 the “Mikabu 　 Green

Rocks ”
which 　are 　 effusive −intrusive　 complex 　of

ultrabasic 　 and 　basic　 composltion ，　 and 　 were 　 re −

crystalllzed 　 during 　the　 Sambagawa 　 rnetamor −

phism ，
　 The 　 Mikabu 　 Green　 Rocks 　 occur 　 at 　 the　bDunda−

ry ・between 　 the　 Sambagawa 　 Motamorphic 　 Belt

and 　the 　Chichibu　Belt　 consisting 　of　unmetamor −

phosed 　sediments ．　 Most　of 　the　original 　rocks 　of

the　 Mikabu 　 Green 　 Rocks 　are 　considered 　to　be　 the

materia 工s　which 　have 　been 　 produced 　by　the　sub −

marine 　 vo1canisms 　in　geosyncline ．　 The 　 survived

original 　structure 　and 　the　relic 　minerals 　 as 　well

as 　textures 　were 　used 　to 　speculate 　on 　their　Qriginal

rocks ．　 They 　are 　divided　into　the　effusives 　and

intrusives，　 conveniently ．　 The 　 intrusive　 varieties

are 　 represented 　by　metagabbros ，　 diabases，　 ultra
−

basic　 and 　u ！tramafic 　rocl（s．　 The 　metagabbros 　are

relatively 　 coarse
− grained 　and 　always 　 cont 乱in

pumpelyite ，　 whereas 　 diabases　 are 　 usually 　 con −

siderably 　finer−grained 　 rocks 　and 　always 　contain

epidote ．　 The 　 effusives 　are 　 represented 　by　lavas

and 　pyroclastics　of 　basaltic　composition ．　In　the
regions 　of　Sanagochi　 and 　 Osugi ，　 metamorphosed

pillow 　breccias　which 　ind［cate 　the　subrnarine 　lava

eruPtions ；crop 　 out 　 over 　 wide 　 area 　 in　 a　 east
−

westerly 　trending 　block ，　 overlain 　on 　the 　south 　by

u 口metamorphosed 　Paleozoic　 sediments 　 of　 the

Chicllibu　 Series（Fig，1）．
　The　following　cri 鎗 ria 　asslst 　recognit1on 　of　the

Mikabu 　 Green　 Rocks ．

　（1） They 　ocour 　at 七he　boundary　between　 Sam −

bagawa 　 Me ヒamorphic 　 Belt　 and 　 the　 unmetamor
−

phosed 　Paleozoic　Sediments．An 　anticlinal 　structure

lies　 at 　this　boundary　and 　is　thought 　to　be　a 　ge
−

ar】tichne 　（oceanic 　ridge 　？）　irl　geosyncli【1e　belt，
arld 　the 　topography 　of　the　rises 　is　thought 　to　be

of 　 volcanic 　 origin ．

　（2） They 　 were 　 recrystallized 　weakly 　 and 　 have

frequenし1y　distinct　 relic 　 structure 　 and 　 relic 　mine −

ra ！s，
　 〔3〕　 The 　 rocks 　 of 　 basaltic　 compositlon 　 are

predominant ．　 The 　 composition 　 of 　 original 　 rocks

would 　have 　been　 characterized 　 by　 a　 high　 MgO

a ロdFeO 　 contents 　 and 　 a 　low 　 K
，IO 　 content ．

討 論

　市川浩一郎（大阪市大 ） 御 荷 鉾型 緑 色 臠類 の 時 代 問題

と三 波川 ・秩父累帯の 境界問題 の 2点 につ い て 言及す

る．

　 1） い わ ゆる御荷鉾型緑色轡類 の か な りの 部分が ，源

岩 に か ん して は ，表成岩類す な わ ち volcanic 　formation

と して 層 序学的に 扱え る こ と が こ こ 10年来各地 で わ か

っ て き た ，和歌山県有田川 中流地域 で は，御荷鉾 の

volcanic 　formation （沼田層）が 背斜をつ く っ て い る が ，

そ の 南 翼 に は，特 微 ある 成層 珪質岩 を 主 体 と す る嵯峨轡

が上 位 に発違し，
さ ら に そ の 上位 に Paraschtvagerinα ，

Acerooschwαgen
’
na な ど を含む清水層群が 位置する （市

∫「1●波田 ，　1966；　波田，　196了）曾　個」荷鉾型 岩類 一嵯1哦相

当層
一
含化石下（中）部 ペ ル ム 系とい う層序関係 は 四国中

部（土讃線 ル
ート），同東部 （“剣山層群

”

分布地域），関

柬山地（柏木地方）で も認め られ る，結局，秩父累帯側か

らの 知Fuで は，表成 の 御荷鉾型岩類 の 層準 はペ ル ム 系最

下部な い しそ れ 以 下 とな る 、た だ しこ れ と一致 しな い 見

解 （鈴木 ， 1964な ど）もあ る の で，今後更に検討せ ね ば

な ら な い ．

　2）　御 荷鉾型 岩類 の層 位的位置 は三 波川 ・秩父北帯 の

層序対比 の ひ と つ の鍵で あ る ．少 くと も三 縄層は 主 と し

て ペ ル ム 系に 含ま れ る．こ う して み る と両帯の 層相 は類

似点 も あ る が ，か な りの 相違点が ある．例 え ば 秩父北帯

に しば しば 発達する大規模 な石灰岩相 は三 波川帯 プ ロ パ

ーに はみ ら れない ．両地帯 は後期資生代大地向斜中の 異
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な る部分相を代表 して い る と み られ る ．御荷鉾型岩類 は

この よ うな部分相の境界地帯に 断続 して 出現 し，また化

学組成 上 か ら も両側 地 域の とは 異 な る型 の 緑色岩で ある

とい わ れ る （内田 196ア）．そ の vent は現在 の 分布地帯

中に あ っ た と推定 さ れ る （集塊岩の よ うな粗粒火砕相 の

粒度 ・層厚変 化 ，
meta −gabbro な ど 貫入 相 の 存在な

ど）．

　 三 波川帯 ・秩父帯と い うの は 大単元 で ある 故 に ，そ の

境界問題 も巨視的観点か ら と ら え る べ き で あろ う ．両地

帯を 地同斜時代からの 形成過程を考慮 して地熨的立場か

ら扱うと きは，以上 の ような 地向斜分化 の 境界地帯をも

っ て 両者 の 巨視的な 境界と する の が 適当と考え る ．こ の

地帯 に発達す る東西性後生断層 （四圜 の上八 川 ・池川構

造線，紀州西部 の有田川溝造線など） は と こ ろ に よ り御

荷鉾岩類分布の南隈ま た は 北限を 画す る こ と もある が ，

南限よ りさ ら に南方を通る こ と も あれ ば，同 岩類地帯中

に 入る こ と もあ り ， 通過位置は ま ち ま ち で あ る．こ の よ

うな一
本 の 後生断層 を も っ て 両帯の 境 とす る の は具体的

な 印象 を与えはす る が ，むしろ便宜的で ，か え っ て 混乱

を招 くと考 え る．

　鈴木靠士（高知大） 三 波川 と秩父が 直接する と こ ろ は

少 く四 国全体で 20％ ぐら い ， そ れ 以外の 地域で は み か

ぶ緑色岩が 分布 して い る ．した が っ て そ の 地質的意昧が

わ か らな い と三 ？trJi［と秩父の 関係も解決 しな い．すな わ

ちみ か ぶ 緑色岩類 は三、波川帯の 地向 斜形成 ， 変成作用の

一
運 の 関係 を解決す る 重要な鍵と な る．

　　　みかぶ緑色岩の 火成活勳 の 場　み か ぶ で は粗粒岩

と火砕岩 が主体 を 占め る ．した が っ て まず粗粒岩 の形成

機構が 璽要で ある が，こ れ が貫入岩 と して 集塊岩 や角礫

凝灰岩を 明ら か に 切っ て い る と こ ろは一
つ もな い．多分

そ れ は sheet とお も うが ， そ れ に して も
一

定 の火成活

動の 順序が あるで あろ うか ら 検討を 要する ．粗粒岩 は加

圧 海底下 の 産物 で ，普通の は ん れ い 岩 と は異 な る形成機

構が あっ て もい い だ ろ う．岩崎らの神山地区の紺粒岩 の

研究 は注 目 に値する ．い っ ぽ う凝灰 岩や角礫凝 灰岩 な ど

の 火砕岩類 が 海底火山活動の 産物で ある こ と は確 か で あ

る ．角礫 の 周辺 が ガ ラ ス 質また はス ピ ラ イ ト質 の もの が

多 い こ と か ら，発 泡現象が 起 り得る 程度 の か な り浅い 深

度で の灘底火山に よ る産物と考え ね ば な ら ない ，

　　　巴 波川帯 との 対比　ま だ推定 の 域 を 出な い が，み

か ぶ 緑色 岩類 は 高知 ・愛 媛 県 下 で は 三 波川 プ ロ パ ーの 三

縄層 主部に対比する の が 妥 当で あろ う．こ の場合 ，三縄

層主部 は変成度 の上からその ままみか ぶ に対比す る こ と

は 不 可 能 で ，幾 成 度 と層 序 との 斜交性 が 問題 に な ろ う

（た と え ば 大杉北鄰）．

　勘米 良亀齢（九大） み か ぶ緑色岩が，三 波川や秩父 の

緑色岩 と化学組成 が もと もと 違 っ て い た と い うが，ど う

い う部分 で 比較 したか ．変成作用や 堆積時 の 続成作用に

よる一一・
部分 の 溶脱 な どを 考慮す る必要は な い か ．

　岩崎 正 夫（徳島大） 残存鉱物，変成鉱物 の 種類量比 か

ら 総化学組成 を 判断 して ち が う とみ な した ，そ の相違

が，変成作用 に よ る か 堆積中の 成分 の 逸出 に よ る もの

か ，ある い は もと もと の マ グマ の 組成 の 違 い な の か に つ

い て は わ か ら な い ．
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