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　帝釈 台は 広島県 の 北東部に位置す る石灰岩台地 で ， そ

の 規模 は秋吉台 ・阿哲台な ど に 匹敵す る．本研究 は ， こ

の 台地およ び 周 辺 に 発達す る石灰岩層 と砕屑岩層の 層 序

を 確 立 す る と と もに ， 堆積相 の時問的 ・空間的変化を明

らか に して ， 地向斜海域内に お ける大 石 灰 岩体形成の 場
．
の 堆積環境 を考察し よ うとした もの で あ る，

　野外 に お け る巨視的 な岩相 と，約 1000 地点 か らえ ら

れた薄片に よ る石灰岩の 堆 積岩岩石学的陸質か ら，本地

域の 古生 層 に は相対立す る二 つ の 相を識別す る こ とが で

き る．一
つ は広 く台地 上 を 占め，他 は こ れ を 取 りま くよ

うな 形 で 台 地 周 縁 に 分布す る （た だ し ， 台地 の 南縁部で

は 白亜紀火山岩層 の 被覆や 衝 上性断層帯 の 存在の た め，

ほ とん ど露出 しない ）．前者を 中央楓 後者を周 縁柑 と呼

ぶ こ と に す る．お の お の は ， そ の 主部を占め る石灰 岩相

と上位に重 な る砕屑岩相 に 分 け られ る，こ の よ うに して

本地域の 古生層の 層 序を表 の よ うに ま と め た．層 名 は お

もに 横山 （1959） に 従 い ， 若干 の 定義の変更を加 え た．

　 1） 中央相

　　 a ） 石 灰岩相　　塩基性溶岩 ・
火山砕屑岩 を主 とし

石灰岩 を挾在す る 断魚溪層 ，無 層理 石灰岩 か らな る 永明

寺層，同 じ く無層 理 石灰岩か らな る 宇山 野層 で 代 表 され

る．前 2者は ， 台地 の 中央付近を NW −SE に走 る 断層

（帝釈断層） の 南西側 に だけ露出す る， こ こ で は ， な か

ば以 上 の 面積 に わ た っ て 熱変成を受 け て い る た め ， 石灰

岩 の 組織 ・組成 が鑑別で き る と こ ろは帝釈川沿岸部 に限

られ る が ， obsparite ない し 06sparrudite が 普遍 的 ｝こ広

く分布 し て い る．局部的 に は biolithiteが卓越す る と こ

ろもあ り， また biosparruditeも場所 に よ っ て は か な り

み られ る が ，micrite 質基 質 を もつ もの は 少な い ．

　宇 山野 層 は，帝釈 断層以西で はそ の 最下部 （Pse”do −

sclawagerina 帯）が 狭い 範囲に 認 め られ る だ け で ある が，

こ こ で も sparite 質基 質を もつ もの が多い ．宇 山野層 の

典型的な露出は ， 帝釈断層 の 北東側，宇 山野 呂 ・
三 原野

呂に あ る．お もに 石灰藻 ・蘚虫か らな る枠構造の 顕著な

biolithiteが 両 野 呂 の 各南部，と くに Pseudoschwagerina

帯 に 相当す る部分 に よ く発達す る．こ れ に 接近 して oo 一
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sPar 三teお よ び紡錘 虫を多量 に含 むbiosparruditeも よ くみ

られ る，こ こ で も mlcrite 質基質を もつ もの は比較的少

な い 、周 辺部で は一
部 に 石灰岩礫岩が 分 布す る （Psewdo −

schwagerina 帯 ・
　Aleoschwagerina 帯 の 部分）．

　中央石灰 岩相 の 主 体 は 礁部 （
一

部 は潟部） の 堆積相を

代表す る もの と考 え られ， fusuline　biosparruditeは太

田 （1968） の beach　 sand 　facies に 対応する もの で あろ

う，

　　 b ） 砕屑 岩 相 　　押 ケ 谷層 が こ れ に 相 当す る．無層

理 の 黒 色頁岩を主 と し，一
部 に石灰岩 ・頁岩な ど の 細〜

中礫 穴 の 角〜亜角礫を砂質物が 膠 結す る 礫岩が 発 達 す

る．層序的位置
・
分布 ・岩質 な ど か ら して ，礁が縮少 ・

消滅 しつ つ あるときの 潟部とそ れ に通ず る水路の堆積相

が 暗示 さ れ る． 本 層 は 宇 山野 層 の Peudoschwagerina

帯 な い し Par αfusulina　eeに相当す る部分 の 上 に 累重す

る とこ ろが あり，そ れ 自身 は，原 始的な neoschwageri −

nids を 最下 部 か ら産 し ， また ， 従来 ， 保元層の 名で 知ら

れた Yabein α 帯 の 石灰岩 （fusuline　 biosparrudite　 iこ

biolithiteを伴う）を は さん で い る．宇 山野層 の t 部 と側

方 に移化しあ う関係に あ る と考え られ るが ， 下限 が どの

時代まで さが る か ま だ 明確 で な い ．

　 2）　 周縁相

　　 a ）石灰岩相　　下部猪谷山層 ・上 部猪谷 山層 ・禅

仏寺谷層 ・有頭層 が こ れ に 柑 当 す る．下部猪谷山層は塩

基性凝灰岩 とチ ャ
ートの 互 層 か らな り，こ れ に 凝灰 質基

質 を もつ 砕屑性石灰岩 や 石灰 質基 質を もつ 火 山礫岩 を は

さむ．概 して チ ャ
ーFが優勢 で あ るが ， 局部的 に は かな

りの 厚 さ に 達す る溶岩〜火 山砕屑岩もある．上 部猪 谷 山

層 は 石灰岩 と チ ャ
ートか らな る．一般に ，

indiillerella 帯

に 相当す る部分で は，石灰岩中 に 層状 ・レ ソ ズ 状 ・リ ボ

ソ 状 な ど の 形を と っ て チ ャ
ー

トが 含まれ る もの が多く，

よ り上 位 に な る とそ の 含有量 を 減ず る が ， 全層 に わた っ

て チ ャ
ートが 卓越す る と こ ろもあ る．ひ ん ぱん な互層部

に は と き醴 graded　bedding が み られ る．こ の よ うに 巨

視的 に はチ ャ
ートを伴 うこ とで 中央石灰 岩相 と区別 で き

る が，石灰岩 の 岩質をみ て も，biomicrite〜biomicrudite

と intramicrite〜 intramicruditeが ほ とん どを 占め （と

き に細礫質の 石灰岩礫岩 もあ る）， 中 央 相 の 石炭紀石灰
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　　　第 1表　帝釈台の 古生 層の 層序表
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岩め多くが spatite 質基質を もう の と著しく対照的 で あ

る．こ の よ うな石灰岩は ， 礁前面の海底斜面に 沿 っ て運

ばれた 石灰質砕屑片 が ， 中央相堆積域よりも深い 静穏な

海 底 に 堆 積 して 形成 さ れ た もの と考 え られ る．

　禅仏寺谷層 と有頭層は ， ほ ぼ 同層準 の 石灰岩の み なら

ず ， 下位層準の 石灰岩をも，大 小 さ ま ざ ま の 角〜 亜角礫

と して 含む石灰岩礫岩か らお もに な る．礁前面 の talus

faciesに相当す る もの で あろう．こ こ で も，猪谷山層 ほ

ど で はな い が チ ャ
ートの換在が み られ る．な お ， 有頭層

上部から次 の 前谷層最下 部 に・か けて は 酸性凝灰岩ん 凝灰

質 頁岩がは さ まれ る，

　　b ）砕屑岩相　　前谷層は，砂岩と頁岩 の ひん ぱん

な 互 層 （し ば しば graded　beddingを示す）を下 部 と し，

細〜粗粒 の Iithic　wacke 質砂岩 （と き に細 〜 中礫 礫 岩

を伴う）を主 部 とす る．石灰岩礫岩 の レ ソ ズ が 含まれ る

が ， それは下位から上位 たむ か っ
て 漸減す る 傾向 が あ

り， また禅仏寺谷
一

有頭層 の 石灰岩礫岩 に くらべ る と，

礫穂 こと み基質が 暗灰色石灰泥質 で あ る，塩 基 性火 山 岩

もときにみ られ る．本層 は 前記押 ケ 谷層 の 少な くと も
一

部 と同時代 の もの で あ るが ，互層あ るい は成層する岩石

の 発達で 特微づ けられ，厚さ も著し く大 きい ．周縁石灰

岩相の 堆積 し たk較的深 い 海域を 埋積して い っ た もの で

あろ う．前谷 層 の 上 に は さらに チ ャ
ート ・頁 岩を 主 と

し ， 酸性凝灰岩を伴 う野旅山層が くる．

　以上 を要約す る と ， 地向斜海域内で の 海底火山を基底

とした礁状隆起部と，そ の 周縁斜面 な い し こ れ に続 く沈

降部が，中央相 と周縁相 で そ れぞ れ代表 されて お り， 太

田 が 秋吉台で 示 した よ うな 生 物 礁 複合体 が そ こ に み られ

る とす る こ とが で きよ う．長谷 （1965） が 発表した，帝

釈台南方に 石灰岩層群 と断層帯で 画 さ れ て 分布する芳井

層群 （中部ペ ル ム 系
一上 部 ペ ル ム 系） は，こ れ よ りもさ

らに離れた外側の 堆積相を示すもの で あろう．

　中央相は大局的に は水平 に近 い 構造をとり，周縁相 に

近 づ くとそ の方に むか っ て 緩傾斜を示すように な る．一

方 ， 周縁相は こ れ と高角度衝上 断 層で 境され ， 中央相 よ

りも急角度 （
一

般 に 40〜50°程度）を も っ て さ らに 外側

に傾斜 して い る （従 っ て 帝釈断層以東で は一つ の半 ドー

ム 状構造 が み られ る）．堆積時 に お ける隆起部と沈降部

の 差が ， 現在 の こ の よ うな 地質構造 の 胚 芽 とな って い る

とみ なす こ ともで き よ う，
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