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歌　　田 実
＊

！　 は　 じ　め　に

　わ が 国の 新第三 系 に つ い て 変質作用 の 研究がは じ め ら

れ た の は約25年前の こ とで あ る．この聞に は か な り広い

地域に わた っ て 変質図が作られ，変質鉱物の 研究も近代

的な方 法で 進 め られて い る．

　近年で は これ らの成果に もとつ い て ，変質作用を成因

に よ り分類する こ とが試みられ （舟橋 ・吉村，1966 ；

1！JINA　and 　UTADA ，1972），地質構造 と の 関係が 具体的

に論 じ られ て い る （例え ば，藤岡 ・吉川，1969 ；UTADA ，

1971）．

　地質構造 とい う見地か らみ る とフ ォ ヅ サ マ グナ 地域は

新第 三 系 の 分布す る地域の 中で は最 も興味深い と こ ろの

一
つ で あ り，変質作用 に 関 して も詳しい 研究が 望 ま れ て

い る こ とは 云 うま で もな い ，南部 フ ォ ッ サ マ グナ地域 に

関して は す で に 松田 ・栗谷川 （1965） に よ り概括的 な 展

望が 発表 され た，また，丹沢山塊 に お け る石英閃緑岩の

周囲に み られ る 変成岩類お よ び沸石 類を特徴鉱物 とす る

変質岩孕ま SEKI　 et　a9，（1968），　島津f也　（1971）　らに よ り

詳細 に 研究 され て い る，巨摩山地 か ら丹沢山地 北西 部に

か け て も杉山 （1971） らに よ り精力的 に 研究 さ れ て い

る，さ らに 伊 豆 半島 の 宇久須鉱山周辺 は IWAO （1963），

飯島 ・岩生 （1970） の 研究が あ り， 熱水変質の
一典型 と

して 鉱物学的 ，地球化学的 見地 か ら明らか に さ れ て い

る，

　 こ れ に対し，北部フ ォ ッ サ マ グナ 地域 は稲葉 （1959），

山岸 （1965，1967） に よ る内村地域，山岸 （1964）に よ る

上田 市北方地 域の 研究な どが あ る に す ぎ な い ．ろ う石 鉱

床に関 して は 沢山の 報告があ り，最近，藤井 ・井上 （19

71）が優 れ た 総括を発表して い る，これ らは い つ れも谷

川一須坂一美ケ 原一諏訪を結 ぶ 中央隆起帯 に 属す る地域

に っ き研究 し た もの で あ る，中央隆起帯 は 石英閃緑岩類

に よ る接触変成作用 とろ う石鉱床を 胚 胎す る よ うな熱水

作用 とが 重 な っ た ＝ L ＝ ・一一ク な変質帯で ，と くに 熱水変質

帯は 〔
‘
ム ラ サ メ 帯

”
と呼ばれ て い る （歌代他 ， 1958）．

　本論で も，こ の 中央隆起帯 に属す るい くつ か の 地 域 に

つ き変質岩 の 岩石 学的 記載 を行 な う と と も に，それ らを

もた らし た変質作用の 地質学的意義を論じた い ．

H　地 質 の 概 略

　本地域 に分布す る地層は，

　1、 新第三 紀層お よび貫入岩類

　2． 鮮新世〜更新世火山 岩類

　 3．　 第 四紀火 山 岩類

に大別され る．本地域内に は基盤岩は ほ とん ど露出 して

い ない ．諏訪湖南方に お い て 例外的に 糸魚川一
静岡線を

越 え て 分布す る 守屋層 と基盤 の 古生層 とは 不 整含関係 で

あ る，

　新第三 系 の 層序，地質構造．対比な どに っ い て は 本聞

（1930） に よ る研究以来，沢 山の 研究が あ り飯島（1962，

1963） に よ り総括 され て い る．しか し，本地域の 岩石 は

種 々 の 変質を こ うむ っ て 原岩 が 著 る し くわ か りに くい こ

と も あ っ て ，まだ い くらか の 問題点が残 され て い る，と

くに 地層区分 が主 と して 岩相 に もとつ い て行わ れ てい る

た め 同一時間面を設定す る こ とが か な り困難 で あ る，本

第 1表　中央隆起帯 に お け る第三 紀層の 対比 表
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論文で は こ の よ うな 点 を考慮 して 大略の 地層区分と対 比

は 第 1 表に 示 した研究者の 研究結果 に 従がい ，各地域に

つ い て 具体的 に 記載す る こ とに す る．

　新第三 紀貫入岩類 （石英閃緑岩類）は本地 域 に と くに 広

く分布し，種 々 の 変質作用 を もた ら して い る，第 1 図 に

示 した よ う に，岩体 はい くつ か の 地 域 に わ か れ て 分布す

るが ， い つ れ も生出 ・折本 （1966）， 折本 （1965） らに

よ り示 され た 第三 紀花崗岩類 の 特徴 を も っ て い る．す な

わ ち，大 岩体 は 石 英閃緑 岩 ま た は 花崗岩 を 中心 相 に も

ち ， 竕岩，安山岩， 流紋岩， と き に玄武岩 ， 粗粒玄武岩

を 周縁相とす る
“Volcano・Plutonic”複合岩体で あ る．

その 他局 所 的 に 玲 岩 類 の 小岩 体 が 貫入 して い る．

　鮮新世〜更新世火山岩類 は新第 三 紀層お よ び貫入岩類

第 1 図　中央隆起帯 に お け る石 英閃緑岩岩体 と第 三

　　　　紀層 の 分布 を示 す図

を不 整合に覆 い ，地域外東方 ま で か な り広k・範囲 に分布

す る．菅平東方 と美ケ 原南西部 で は基底に 嵐錐性堆積物

と湖 成層を伴 な っ て い る．塩基性安山岩溶岩 が主 で ，降

下 軽石層を伴な う こ と もあ る．

　本地 域 は第 四 紀火山 の 分布地域 と一部重複 して い る．

と く に北 方 で は 四 阿火 山，白根 火山 な どの 堆積物が広 く

覆 っ てい る．

皿 　い くつ かの 地域に お ける 変質岩の 記載

（1）　変質鉱物 の 同定 と種類

　変質鉱物 は主 と し て X 線粉末分析 と顕微鏡下の 観察 に

も と ずい て 同定 し た，X 線粉末分析の 際の 試料の 作製方

法 。測定条件 な どは UTADA （1970）の 方法 に よ っ て い る．

　 こ の 結果，本地域 の 変質岩か ら下記 の よ うな 変質鉱物

を同定す る こ とが 出来 た，

　石英，蛋白石，斜長石 ， カ リ長石 ， 濁沸石 ， 方沸石，

　モ ル デ ン 沸石，ス コ レ ル 沸石，斜プチ ロ ル 沸石 ，菱沸

　石 ，緑泥 石，モ ンモ リ P ソ 石，サ ポーナ イ ト，カ オ リ

　ナ イ ト，絹 雲 母，パ イ ロ フ イ ラ イ ト， 混合層粘土 鉱

　物 ，普通角 閃 石、ア ク チ ノ 閃石 ，黒雲母 ，パ ソ ペ リ
ー

　石，ぶ ど う石，緑れ ん 石，明ば ん 石，ダ イ ァ ス ポ ァ ，

　白チ タ ン石，黄鉄鉱 ゲータ イ ト， 方解石．

　 これ らの 変質鉱物の い くつ か に つ い て は，鉱物学的性

質 を別 に 報告す る予定で あ る．

（2 ） 変質鉱物 の 組合わ せ

　本地 域 の 変質岩 は 野外お よ び顕微鏡下 の 産状か ら（王）

接触変成作用お よ び （ま た は ） 続成 作用 に よ る変 質岩，

（矼）熱水変質に よ る変質岩，とに 大別 され る．そ れ ぞれ

は 変質鉱物 の 組合わせ に よ りさらに い くつ か の 帯 に分 け

られ る （ゴ ヂ ッ クは そ の 帯の 特徴鉱物），

（1）接触変 成作用 お よび （また は ）続成作用 に よ る変

　　　質岩の 主要鉱物組合 わ せ ．

　第 1帯　 。 普通角閃石
一

斜長石．

　　　　　 。 普通角閃石
一

（黒雲母）
一

緑泥 石
一

斜 長

　　　　　　石，

　第 2 帯　 。 ア ク チ ノ閃石
一

緑泥石
一斜長石．

　　　　　。アクチ ノ閃石
一

ぶど う石
一

緑 泥 石
一斜長

　　　　　 石．

　第 3 帯　 。 ぶ ど う石一
（パ ン ペ リー石 ）一緑泥石

一
緑

　　　　　　れ ん 石一斜長石 ．

　　　　　 。 ぶどう石一緑泥石
一

緑れ ん 石
一

斜長 石一石

　　　　　 英．

　第 4帯　 。 緑 泥 石一緑 れ ん 石
一

斜長石一石英．

　　　　　 。 緑泥石
一

斜長石
一

石 英，

　第5 帯 　。 濁沸石
一

緑泥石
一

（緑れ ん 石）
一

斜長石
一一
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　　　　　 石 英．

　　　　 。 濁 沸石一緑 泥石一モ ソ モ リ m ン石一
斜長石

　　　　　
一

石英．

第 6帯 　。 方沸石
一

緑泥石
一

モ ン モ リ 卩 ン 石
一

石英．

　　　　 ・ 方沸石一モ ン モ リロ ン 石一
蛋白石 ．

第 7帯 　・ モ ル デ ン沸石
一

モ ン モ リ卩 ン石
一

（石英）

　　　　　
一

蛋白石．

　　　　 。 斜プチ ロ ル 沸石一モ ル デ ン沸石一モ ン モ リ

　　　　　 ロ ン 石
一

蛋白石．

伍 ）熱水変質作用 に よ る変質岩の 主要鉱物組合わ せ，

A 帯 石英 （残留 シ リカ ），

B 帯　ダイ ア ス ポ ア
ー

（パ イ P フ ィ ラ イ ト）一石英，

C 帯　 カ オ リナ イ ト
ー

（絹雲母）
一

石英，

D 帯　パ イ ロ フ ィ ラ イ ト
ー

（絹雲母）
一

石 英．

E 帯　絹雲母
一

石英．

F 帯 絹雲母
一

緑泥石
一

（緑 れ ん 石）
一

斜長 石
一

石

　　　 英

（G帯）緑泥石
一

（緑れん 石）
一

斜長石
一

石英、

（3 ）　須坂石 英閃緑岩体 周 辺 の 変 質岩

　須坂石英閃緑岩体は須坂市南方 に分布す る大複合岩体

で ，中心相 は 白色中粒の 石 英閃緑岩，周縁相は 斑状花崗

岩，とき に 流紋岩で ある ．こ の 石 英閃緑岩体 は 内村階の 塩

基性安山岩お よ び 同質凝灰角礫岩 に 貫入 し熱変成を与え

て い る．現在は 石英閃緑岩自身も角閃石 の 緑泥石化，斜

長 石 の 曹長石化 お よ び 緑れ ん 石化 を受 け て い る．岩体南

西部の 塩基性…安山岩 （保科玄武岩類 ： 太田 ・片田，1955）

は本岩体 と後述の 松代石英閃緑岩体 とに は さま れ て ル ー

フ ペ ン ダ ン ト状を な して い る，原岩 は か な り均質な普通

輝石 しそ輝石安山岩で あ るが，石英閃緑岩 の 小岩体や岩

脈が貫入 して い るた め複雑な変質岩 の 分布を 示 し て い

る．こ こ で は 接触変成作用 に よ る第1 帯〜第 4 帯が 典型

的 に み られ ，熱水変質作 用 に よ る変質岩 は 比 較 的 少な

い ．

　第 1 帯 で は 針状普通角閃石 が 岩石全体 に 生成 し て い て

原岩 の 組織 は ほ どん ど残 されて い ない ．斜 農石 は普通角

閃石 の 集合体 を うめ る よ うに モ ザ イ ク 状集合 と し て 生 成

して い る，局 地 的 に は 黒雲母 が 生成 し て い る が現在は 緑

泥石 に変化して い る，第 2帯は普通角閃石 に か わ っ て ア

ク チ ノ閃石 とぶどう石が出現 して い る．ア ク チ ノ 閃石 の

産状は 普通角閃石 と同様 で あ る．ぶ ど う石 は ア ク チ ノ 閃

石 の よ うに 岩石全体 に散在する こ ともある し，斜長石 斑

晶の 劈開 に沿っ て 生成 して い る こ と もあ る．石英 と緑れ

ん 石 は 主 と して 脈 の 中か ，脈 に ご く近い と こ ろ に 散点 し

て い て ，明 らか に ア ク チ ノ閃石やぶ ど う石 よ り後期に 生

成 して い る。

　第 3帯 は角閃石類が 消 え る こ と とぶ ど う石 が存在す る

こ とに よ り特徴づ けられ る．こ の帯 で は 原組織が か な り

保存 され て い て，輝石斑晶 も一部残 っ て い る．ぶ どう石

は 石 基 を交代す る か ，ま た は 斜長石斑晶の 劈開 に 沿 っ て

生成 して い る．斜長石 は 曹長石化 を受け，細粒 の 緑れん

石 に よ り交代され て い る こ とが多い ．輝石斑晶も と きに

緑 れ ん 石 の 集合 に よ り交代 され る こ とが あ る．また 劈 開

に沿 っ て 方解石 が 生成 して い る こ と も あ る．第 4 帯 はぶ

どう石が生成して い ない 点を除け ば変質岩 の 組織や変質

鉱物 の 産状 は 第 3 帯 と似 て い る，斜長石 が曹長石化を受

け緑れ ん石 と共 に 石英が 生成 して い る．石基 も緑泥石 と

石 英 の 集合 に 変化 し て い る が 絹雲母 は み とめ られ ない ．

緑れ ん石 の 量は 場所 に よ っ て も，同
一

試料内で も不均一

で あ る，

　本地域 の 南東部は 強い 熱水変質 に よ り特徴 づ けられ て

い る ．と くに 石英閃緑岩体に 近 くな る と全 体 が 白色化

し，原岩 は もち ろん 接触変成作用 に よ る鉱物変化は 不 明

で ある．熱 水 変 質の 中心 は仁礼鉱 山 と米子鉱山を含む ほ

ぼ N60qE 線上に あ り，中心部で は網状， は な れ る と

N40 °W 〜N60 °W の 方向を持つ 複合脈の 形態 を も つ ．東

部の 米子 ろ う石鉱床は 玲岩 と堆積岩の 接触部 に 胚 胎 し，
パ イ P フ ィ ラ イ ト，カオ リ ン の ほ か に ダ イ ァ ス ポ ァ ，ズ

ニ 石，コ ラ ン ダム ，電気石 な どの高温鉱物が報告 され て

い る （太田 ・片田，1955）．西部の 仁礼鉱山か らは ダ イ

ァ ス ポ ア を除く高温鉱 物 は ま だ報告 され て い ない ．鉱床

をは なれ 広域的 に み られ る熱水変質岩は D 帯，E帯，　 F

帯 に 属して い て ，G 帯 を欠 き，南方の 非熱水変質岩，普

通角閃石一緑 泥石一斜 長 石 岩 （第 1 帯 ） に 移 化 し て い

る．鏡下 の 観察か ら も野外 にお け る観察か らも熱水変質

の 時期は接触変成作用 よ りも後期 と考え られ る，

（4） 松代石 英閃緑岩体周辺 の 変質岩

　松代町東方 か ら保科温泉に か け て 分布す る石 英閃緑岩

体も典型的 な複合岩体 で あ る．中心 か ら周縁 へ ，粗粒石

英閃緑岩 また は 花崗岩，細粒石英閃緑岩また は 竕岩 ， 捕

獲岩を多く含む粗粒石英閃緑岩 と粗粒玄武岩の 不規則混

含体，の 順 に配 列 し，最外縁で は 斑状流紋岩 に 移化 す

る．野 外観察で は それ ぞれ の 岩相 が漸移 して い る よ うみ

え るが，申心部の 粗粒石 英閃緑岩 ま た は 花崗岩 は周囲の

岩 石 に熱変成を与 え て い る，

　こ の 岩体の 南方 に は 菅平石英閃緑岩体 が あ り，新第三

系 は わずか に 分布して い る にす ぎな い ．そ こ で は 白色 の

熱水変質が 広 く分布し緑 色岩 に 移化 して い る，緑色岩 は

緑 泥 石一斜長石一石 英 の 組合わ せ に 絹雲母を伴うの が普

通 で，第 4帯 とい うよ りも熱水作用 の 影響 の 下 に形成さ
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れた F 帯 と考え られ る．緑色岩 を貫 い てい る石 英閃緑岩

の 大岩脈 に 接 し て 2 〜5m が 第 1帯 に な っ て い る．しか

し，第 2帯，第 3 帯な どが存在す るか ど うか は 判然 と し

ない ．

　本地域 の 特徴的な 変質は む し ろ石 英閃緑岩複合岩体内

に あらわ れ て い る．す なわ ち岩体最外縁を形成 す る斑状

流紋岩 は 強い 熱水変質 を うけ ， 広範囲 にわ た り白色化 し

て い る． こ の 熱水変質帯 は 大略 N60 °E〜N70 °E の 方

向性 を もち，そ の 延長は 須坂岩体南東部 の 熱水変質帯に

つ なが る．熱水変質帯 は N20°W か ら N35 ’w の 方向性

を持つ 熱水脈 の 集合で ，密集 して い る部分で は網状に な

り，そ れ ぞれ の 脈 の 方 向性 は は っ き り し ない ，典型的 な

脈で は 中心 か ら外側 に 向 っ て A帯 ， B 帯 ，
　 C 帯，　 D 帯 ，

E 帯，F 帯，の 順に 配列してい る．しか し，多くは A 〜

C 帯 を欠い て D 帯，E 帯 ，
　 F帯 が く り返 して 配列 し G 帯

に 移化す る．黄鉄鉱は 主 と して E〜G帯 に ， 緑 れ ん 石 は

E 帯 と F 帯 に 伴 わ れ て い る．肉眼的 に は ほ ぼ D 帯 と E 帯

の 境が 白色岩 か ら緑色岩 に か わ る境界と して み とめ る こ

とが で きる．中心相 の 粗粒石 英閃緑岩お よび花崗岩を除

く全体が熱水変質を 受け た ら し く，広域的 に F 帯また は

G 帯 に あた る変質 を うけ て い る．石英一絹 雲母
一
緑泥石

一
緑れ ん 石 ， また は 絹雲母 一石英の細脈も稀で は ない ．

（5）　菅平石英閃緑岩体周辺 の 変質岩

　菅平 を 中心 に 分布す る石 英閃緑 岩岩体 は北 部 の 大松山

型 と南部の 大良型 に分け られ，後者が前者 に貫入 され て

い る （山岸， 1964）．大松山型 の 中心相は 粗粒 ・灰白色

の 黒雲母普通 角閃石 石 英閃緑 岩 で周 縁 で は細粒 に な り捕

獲岩 が 多 くて 不均質な 感 じを与え る．大良型 は角閃石普

通輝 石 石英閃緑 岩 で か な り変質をうけ曹長石，緑泥石，

緑れ ん石 を生 じてい る，大松 山 型 を貫い て 竕岩，無斑晶

質流紋岩が あ り，全体 と して 複合岩体を形成 し て い る．

こ の 岩体の 周囲に 分布す る新第三 紀層 は 横尾層 とそ の 同

時異相で あ る大 日 向層，峯山 層で 岩体 の 東南方 で は 伊勢

山層 J 西方で は別所層に整合的 に移化する．また南西方

向 で は 向斜軸をは さん で ，横尾層の 下位 に 太郎山層，大

峯山層 が 分布す る，それ らの 岩相 を層序の 下位 か ら上位

へ 述べ る と，大峯山層は 黒色頁岩 と塩基性安山岩類 太

郎山層は 緑色凝灰岩お よ び凝 灰角礫岩，横尾層は緑 色凝

灰岩 と黒色頁岩に玄武岩溶岩をは さむ互層，伊勢山層ま

た は別所層は 黒色頁岩，で あ る．大 日向層は 横尾層下部

の 玄 武岩 溶岩 の 厚 い 部分で 粗粒玄 武 岩や竕 岩 の 岩床 を伴

う．峯山層は 横尾層上 部 の 玄武岩溶岩 と頁岩の 互屠 に つ

け た名称 で あ る．

　石英閃緑岩体 の 貫入 し て い る 層準 は 場所に よ り多少異

っ て い る．北部〜北西部で は 横尾層中部 に 貫入 し，地 層

実

に対し比 較的調和的で あ る．本地 域 の 変質図 を第 2図 に

示 した．岩体の 接触部20〜50皿 と小岩脈の 接触部は熱変

成 を受 け て ホル ン フ ェ ル ス 化 して い る．第 2帯 に似た ア

クチ ノ閃石一斜長石一石英ま た は ア クチ ノ 閃石一緑泥石

一
斜長石

一
石英 の 組合せ で あるが石英を伴 っ て い る．岩

体 との 接触部 を除け ば，い ろい ろ の 原 岩の もの が第 4帯

の組合わ せ に変 っ てい る．塩基性安山岩で は 鉄苦土 鉱物

斑晶は 緑泥石化 を，斜長石 は曹長石化を受 け てい るが初

生 組織 は比 較的 よ く保存 され て い る．緑泥石 は脈状 に 生

成した ものが多い ．凝灰岩類も同様な 鉱物組合わ せ で あ

るが，ガ ラ ス か ら変化 した 石 英 と緑泥石 の 量が多い ．黒

色頁岩 も原 組 織 を よ く残 して お り，粒度 の よ くそ ろ っ た

石英お よび長 石粒 （平均 0．03皿 m ） を うめ て 緑泥 石，イ

ラ イ トなどの 粘土鉱物が生成して い る．と きに は その 構

造 を切 っ て 石 英 の モ ザ イ ク状 集合 が レ ン ズ状 に生 成 して

い る．こ の 地域 で は 熱水変質は量的 に も質的 に も弱く，

そ の 中心で も石英にわずか に 絹雲母 を伴い ，斜長石 斑晶

は 曹長石 化 をうけた 程度で と どま っ て い る，

　石英閃緑岩体 の 西部か ら南部 に か けて は 岩体 に接 して

熱水変質作用が強くな り， 接触変成作用 また は 続成作用

が どの 程度お よん だ か 不明で あ る，南部の 大良附近 は か

な り広範囲に熱水変質を うけて い る．信陽鉱山は その 最

も強い と こ ろ に 胚 胎 した ろ う石鉱床 で ，北部フ ti・ッ サマ

グナ 地 域 と して は最大 の 規模 の も の で あ る，信陽鉱山附

近 の 変質鉱物の 累帯分布 に つ い て は藤井 ・井上 （1971）

の 詳 しい 記載が あ るが ，これ に よ る と，鉱床の 形成 と玲

岩 との 関 連 が あ る こ と，変質岩 は ろ う石化帯，珪質 ろ う

石化帯 ， 弱変質帯，褐色粘土化帯 に 区分され 複雑な分布

を す る こ と，原岩 の 種 類 と変質 の 程 度 と の 闇に 弱い 対応

関係が あ る こ とな どが 明らか に され て い る，変質の 中心

に あ るろ う石化帯 は主 と して パ イ ロ フ ィ ラ イ トに よ り構

成 され て い るが，一
部 に ダ イ ア ス ポ ア を伴 っ て い る．

しか し鉱床 を 含め て 広域的 に み る とや や 不規則 で は あ る

が，A 帯〜 F帯まで の すべ て が みられ る典型的熱水変質

帯 とい え る．

　石英閃緑岩体 か らやや離れ た西方〜南西 部 の別所層，

峯山層，横尾層 に は さまれ る玄武岩類，塩基性安山岩類

は 二 つ の 帯 に 分 れ る．す なわち層序的 に 下位 の 横尾層と

峯山層下部 の もの は 広 く第 4帯 に な っ て い るが，局所的

にぶど う石 ま た はパ ン ペ リー石が み られ る．そ れ よ り上

位 の も の は 第 5帯 に 属 し，一部 に モ ン モ リ ロ ン 石 を伴

う．鏡下で の 観察 に よ る と どち らの 帯 に 属す る岩石 も原

組織を比較的 よ く残 して い る．斜長石斑晶は 溶 解 す る

か ，曹長石 化 し て い るも の が 多い が，普通 輝石 お よ び 紫

蘇輝石斑晶は ほ とん ど変質をうけず に残 っ て い る．
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従 っ て 変 質鉱 物 の 大 部分は石 基 か ら変 っ た も の で あ る，

酸腫凝灰岩 は わずか には さ まれ て い るだ けで詳しい 分帯

は で きない が，第 4 帯，第 5 帯，第 7帯 に区分され，大

ざ っ ぱ に は 塩 基性岩 に お け る 分帯 と調 和 的 で あ る ら し

い ．向斜軸の 軸部 に 貫入 し て い る竕岩も変質を うけ て い

る，ご く
一

部は 第 4 帯，大部分 は 第 5 帯 に 属す る．珊岩

の 斜長石 斑晶は曹長石化を受けて い る と ともに 緑れ ん 石

の 小粒が 全体 に 散在し て い る．輝石斑晶は 一部残 っ て い

るが，大部分は 緑 れ ん 石 の 集合 に よ り交代 され て い る ．

石基 に は 全体 に 濁 沸 石 が生 じ て い る た め 白色〜薄桃色 の

外観 を与 え る．石基 に 生 じた 5　rnm 〜　1　crn 大 の 空洞を濁

沸石 が うめ た も の や ， 濁沸石脈も稀で は ない ．

　 石英閃緑岩体 の 南部 か ら南東部で は 岩体 に 接 し て 大 日

向層の 玄武岩類と粗粒玄武岩床 が広 く分布す る，それ ら

の うち 玄武岩類は 広域的 に第 1 ・2 帯 の 鉱物組合せ に な

っ て い て，そ の 巾は岩体 か ら2．5km に 及ぶ．これ に 対 し，

粗粒玄 武岩 は 変質の 程度が 弱く輝石斑晶は変質をま ぬ が

れ てい る もの が多い ．この 地 域 は熱水変質 の 強い 地域 と

重 複 して い る．熱水脈は 他地 域 と と く に 変 っ た と こ ろ は

な い ．白色 化 の 強い と こ ろ は E 帯，や や 緑色の 強 い と こ

ろ が F 帯 に 属 し，D 帯を中心 に もつ 脈 も稀にみ られ る，

南部で は 第 1帯 と第 6帯 とが 断層 で 接 して い る．第 2 帯

〜第 5 帯 が存在する か ど うか は 不 明 で あ る．第 6帯 は横

尾層の 酸性凝灰岩 を交代 し て 方沸石一モ ソモ リロ ン 石一

蛋白石 （石英） の 組合せ に な っ た もの で ，変質鉱物 の 産

状 は 続成作用 に よ る 方沸石 岩中の そ れ と全 く区別 で き な

い ．石英閃緑岩体 か らさらに離れ た位置に第 5帯が 生成

して い る．こ の 帯 は 粉岩体 の 分布とほ ぼ一致 してい て 上

に 述べ た累帯分布を 切 っ て い る．

　本地域 の南部地域 に お け る変質作用 は 山岸 （1964） に

よ り研究され，横尾層以下 の 地層が石英一一曹ft石一緑泥

石
一

（絹雲母 白チ タ ン 石 ， 氷長石 ，
ぶ ど う石 ）ま た は

曹長石
一

緑泥石
一

（石英，絹雲母，白チ タ ン 石 ，緑れ ん

石） の 組合わせ で ある と報告され て い る．こ れ は ほ ぼ第

3帯，第 4 帯 に あた る組合わせ で ある．

（6 ） 梵 天 山鉱山 附 近 の 変質岩

　 屋 代 町 稲 荷山温 泉西 南方 に 位置す る梵天山鉱山は ろ う

石 鉱床と して は最も浅成型 とされ て い る （藤井 ・井上 ，

1971）．鉱床を胚胎す る 地層は上部中新世の 小川累層下

部お よ び そ れ を 不 整合に お お っ て い る塩 基性安山岩で，

鉱体の 近 くに第 三紀石 英閃緑岩類 は知 られ て い な い ．鉱

床は中心 に 残留珪化帯があ り，明ば ん 石，ダ イ ア ス ポ ァ

を含むパ イ ロ フ ィ ラ イ ト帯か ら弱変質帯 に 移化 す る （藤

井 ・井上，1971）．弱変質帯は他地域 とは鉱物組成が異な

っ て い て ，ハ P イ サ イ ト，明ばん 石，モ ン モ リP ナ イ ト

実

が 生成して い る． こ の 梵天 山鉱床附近は東西 3km ，南

北 3km 以 上 に わ た っ て 広域的変質地域で あ り，　 N　45
°

E 〜N50
°
E 方向の 安 山岩岩脈の 附近 で は と くに 強い 熱

水変質を うけ て い る．変質 の 強い と こ ろで は絹雲母 十混

合層粘土鉱物で あ るが 弱い と こ ろで は 緑泥石 十絹雲母 の

組合せ に な り，周 辺 部で は モ ン モ リ ロ ン 石十 蛋白石 で あ

っ て 続成作用に よ る も の と大差ない 組合わせ で ある．小

川累層下部 に は広 く追跡出来る凝灰岩 （裾花川凝灰岩）

が 挾在 し，長野 市附近 で は 続 成作用 を うけ て 第 7 帯の 組

合 わ せ に 変 っ て い る ．し か し ， 篠 ノ 井市以南 で は 沸石類

を生 じて い ない 未変質 ガ ラ ス 帯 にな っ て い る，本地域 の

熱水作用は 続成作用 か らみ る と明 らか に 未変質 ガ ラ ス 帯

に 属す る岩石 に もた ら され た 点 が他地域 と異な り，変質

鉱物 の 違い とな っ て あ らわ れ てい るの で あ ろ う，

（7 ） 冠着 山 附 近の 変 質岩

　 梵 天 山鉱山の 東南約 5km の 冠着山附近 も ま た 顕着な

熱水変質地域 で ある，地質も梵天山附近に 酷 似 し て い

て ，小川累層 下 部 の 礫岩，砂岩，泥 岩 とそれ らに貫入 し

た 安 山岩岩脈 が 安山岩溶岩 に よ りお お わ れ て い る ，岩脈

は N45DE 〜N609E の 方向の もの が多い ，梵天 山地域 と

異な る点 は 八 頭山附近 に 石英閃緑岩 の 小岩体が 存在す る

点で あ る．地 域 全体 が 強 い 熱水作用 を 受けて い る が，そ

れ ぞ れ の 熱水脈 の 方向は 岩脈 の 方向 とほ ぼ一
致 し て い

る．粗粒岩中で は A 帯，D 帯，　 E 帯 の くり返 し が み られ

B 帯 も局 所的 に み られ る．岩脈 も熱水 作 用 を うけ て い る

が 粗粒岩 とは 著 し く異な り，F帯 ま た は G帯 の 組合わ せ

で絹雲母化 は 弱い ．黒色頁岩 は 比較的 変質をうけ ずに 残

され て い て ，石英一長石一緑 泥石一絹 雲母 の 組合わせ が

晋 遍的 で あ る．石英閃緑岩体との接触部附近 で は あ づ き

大〜大豆 大 の 炭酸塩 ＝ ン ク リ
ー

シ ョ ン が生 じて い る．本

地域内で か っ て 稼行 され た 冠着鉱 山か らはパ イ ロ フ ィ ラ

イ ト，絹雲母 の ほ か ダ イ ア ス ポ ア，カオ リナ イ ト，紅柱

石，明 ばん 石，黄鉄鉱 モ ン モ リP ナ イ ト，白チ タ ン 石

な どが報告 され て い る （井 上，1968）．

（8 ）　美ケ原 石英閃緑岩体 周 辺 の 変質岩

　松本市東方 には 松 本岩 体，美 ケ 原岩体な どの 石 英閃緑

岩複合岩体が分布 し て い る．こ れ らの 中心相は 粗粒角閃

石石英閃緑岩で ，周縁相は細粒閃緑岩ま た は 粉 岩 で あ

る．斑 れ い 岩岩脈 や 玄武 岩岩脈 を伴 う．美 ケ 原 石 英閃緑

岩岩体 の 周囲に は 武石層，一の 瀬層，本郷層な どが分布

し てい る，これ らは 同時異相 とされ （内村団研，1953），

武石層は 安山岩熔 岩 と粗粒玄武岩岩脈 な どの 火成岩類，
一の 瀬層は 緑色凝灰岩類 に 砂泥 岩 と安山岩溶岩 を は さむ

もの，本郷層は砂岩， 泥岩 ， 礫岩 の 互層，と定義され て

い る．こ れ らの 地層の 上 位 に は枕状玄武岩熔岩が 特徴的
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な 虚空 蔵層，両 輝石 安山岩溶岩 と緑色凝灰岩 か らな る冨

士 山層，均 質な 黒 色頁岩 か らな る 別所層，泥岩，砂岩 お

よび礫岩 の互層か らなる青木層 が 順次整合的 に重 な る．

そ して そ れ らは ほぼ南 か ら北 へ 順 に 分布 し て い る．岩体

の 南部 で は 武石層を不 整合 に お お っ て 鮮新世〜更新 世 の

和田峠火山岩類が，さ らに これ を不整合に お お っ て第 四

紀安山岩類が 分布 し て い る．

　美ケ 原石英閃緑岩体 の 東方は 調査未了 で あ るが，北西

〜南西地域 の 変質図を第 3 図に 示す．本地域 に み られ る

変 質作用は 比 較的 弱 い 接触熱変成 と第 四紀に まで 及 ぶ一

N

’

連の 熱水変質 に よ り特徴 づ け られ てい る．第1 帯また は

第 2 帯 は石 英閃緑 岩 岩体 か ら北 部 で は数 m 〜数 10m，南

部で は数 10em の 範囲に生成し ， 塩基性火山岩類は普通

角閃石一斜長石 ，凝灰岩類は普通角閃石一緑泥石一斜長

石一石 英 ま た は，ア ク チ ノ 閃石一緑 泥 石一斜長 石一石 英

の 組合わせ にな っ てい る．こ れ を除くとほ ぼ全域が第 4

帯 に属し，第 3帯 は岩体に 比較的近い とこ ろに 局所的 に

み られ るだ け で あ る．本地 域 の 第 遅帯 は 緑 泥石 ・モ ン モ

リ ロ ン 石混合層鉱物と石 膏を伴うこ とがあ る，砂岩 お よ

び頁岩中に は 二 次 鉱 物 と して 石 英，緑 泥 石，方 解石 が生
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222 歌　 田

成 し て い る，

　熱水変質は保福寺峠一三 才山峠一武石峰一
出峰を結ぶ

南北方向 に 顕著 で ，熱水脈が 東西 3km 位の 帯 の 中に 密

集し て い る，そ れ ぞ れ の 脈は 中心 か ら E 帯，F帯，　 G 帯

の 順 に 配列 し，全体 として は G 帯が広域的 に みられ、比較

的弱い 変質 とい え る，D 帯 は稀 に み とめ られ るだ けで あ

る，これ らの 熱水変質帯で は 黄鉄鉱 は 普遍的 に み られ る

二 次鉱物で あ るが，しば しばtw　 cエu 大 の 団塊状集合体と

して 濃集して い る もの があ る．ま た、こ れ が溶解 し周囲

に 白色変質帯 を つ く っ て い る もの も あ る，その
一
例 は 白

色部， 褐色部 ， 緑色部が 同 じ円状 に配列し未変質岩に移

化して い る，中心の 白色部 は絹雲母
一

石英
一

黄鉄鉱 褐

色部は 絹雲母
一

緑泥石
一

混合層粘 土 鉱物
一鉄鉱物，緑色

部は 主 と して 緑泥石 に よ り構成 され て い る，

　和 田峠火山岩類も上述 とほ ぼ同質 の 変質をうけ て E 〜

G 帯 が 生成 して い るが ， 全体 と して は 松本岩休に 近 い 程

変質が強くなっ て い る，

　入 山辺 か ら三 城牧場に 至 る道路脇 の 露頭で は，2 〜8

m の 崖錐性堆積物 と軽石凝灰岩が武 石層を不 整含に お お

い ，和田 峠 火 山 岩類に よ り整合的 にお お われ て い る．武

石 層の 玄武岩類 は 強い 熱水作用を受け て一部絹雲母化ま

たほ珪化 し て い る ．崖 錐性堆積物の 礫 は変質岩が 多量 に

含ま れ，第 3帯 に あ た る緑色岩 もあ る．軽石 凝灰岩 に は

モ ル デ ン 沸石が生成 し，第 7帯 と同 じ鉱物組合わせ に 変

っ て い る。こ こ で は 和田 峠火山岩類 は 熱水変質を うけ て

い な い ．これ らの 事実は こ の地域 の 熱水活動 の 時期が 少

な く も 2 回あ る こ とを示 し て い よ う．

（9） 下諏訪 町北方の 変質岩

　西餅屋か ら下諏訪に 至 る中仙道沿い に，最下部新第三

紀層 （守屋層） とそれ に貫入 した石 英閃緑岩類 お よび扮

岩が分布 し て い る．石英閃緑岩類 は 北部 の 細粒石英閃緑

岩 を 中心 に す る 岩体 と南部の 花崗閃緑岩 を中心 に す る岩

体に 分か れ て い る．どち ら も扮岩類 お よ び 粗粒玄 武 岩，

玄武岩を伴 う複合岩体 で あ る．北部の 細粒石 英閃緑岩は

火山岩様な見か けで 岩質的 に 周囲の 輝石粉岩 に 移化 して

い る よ うに み え る．しか し，前 者が 後者 に 熱変 質 を与

え て お り，前者の 方 が後期 の貫 入 岩 で あ る．南部 の花崗

閃緑岩 の 中心 相は 優白色花崗閃緑岩 で，周縁部で は角閃

石 の量比が増 し て 暗黒色 に な る．岩体 の 最外側は 粗粒玄

武岩 に よ りと り囲まれ て い るが，こ の 岩体 で も花崗閃緑

岩 が 組粒玄 武 岩 に 熱変 成 を与 え て い る （沢 村 。 大 和，

1953），

　守屋層は 両岩体 に は さ まれ て ル ーフ ペ ン ダ ソ ト状 に 分

布 し，ホ ル ン フ z ル ス，角閃片岩，粘板岩 な ど に か わ っ

て い る．沢村 ・大和 （1953） は これ らの 岩石 を記載 し，

実

と くに片理構造 の み られ る点か ら丹沢南部 の 中川流域 に

お け る変成岩類 に対比され るべ きもの で ある こ とを指摘

し て い る，塩 基性火山岩類 は 第 1 帯，砂岩お よ び泥岩 は

主 と して 第 2帯 の 組合せ に 変 っ て い るが詳 しい 分布は不

明で あ る．片理構造は 局所的 で 岩体との 距離 とは無関係

の よ うで あ る．片理 は ふ つ う緑色の 火山岩類 に み られ る

が，砂岩 で も鉱物の 並び か え が お こ っ て い る，

　本地 域 も熱水変質の 激しい 地域 の
一

つ で ，貫入 岩 と非

貫入岩の 区別が な く変質 し て い る．さ らに 変質は 鮮新世

〜 更新世 の 火山岩類，霧 ケ 峯火山第 皿期溶岩に属す る虫

倉溶岩 に ま で 及 ん で い る，熱水変質域は神ノ 湯
一

渋 ノ 湯

を結ぶ谷 と砥川 の 谷が 最も強 く，は っ き り した 南北 の 方

向性が み られ る，こ の 延長 は前述の美ケ原岩体西方 の 変

質帯 に連続 し てい る．個 々 の 熱水脈は 網状で方向の わ か

りに くい もの が多い が， N60 °W 〜N80DW 方 向 が卓越

す る．白色化 は著 し い が，変質鉱物か らみ る と特に 強 い

変質で は な くE 〜G 帯 に 属 し A 〜D 帯 は 全 くみ られ な

い ，細粒石 英閃緑岩 に お け る熱水変質を例 に とる と，自

色化 した 中心 部 で は全体 に 絹雲母 が生成 して網目構造を

作 っ て い る．原岩 の 組織 に は全 く関係 なく石英中に も網

目構造 は み られ る，劈開 に 規制され る こ と もほ とん どな

い ，鉄苦土 鉱物 は初生 の も の も次生の もの も全 く存在 し

ない ．F帯 で は斜長石 が 細粒の 絹雲母 に よ り交代 され て

い る．しか し，石英は絹雲母 化 を うけ て い ない ，結晶度

の よい 緑泥石 と緑れ ん石 の 集合 が 散在する．部分的 に は

大粒の 黄鉄鉱 が 散在す る，G帯 で は 斜長石 は 汚染 し 褐色

化 して い る，石 英と斜長石 の 縁は 極細粒 の 緑泥石 と 黄鉄

鉱 の 微粒 に よ り囲まれ て い る，角閃石 は大部分緑泥石 に

変 っ てい るが，外形をま だ残して い る．本地域 に は全 く

新鮮な岩石 は存在 しない 、

（10）　守屋山附近 の 変質岩

　諏訪湖の 南方，守屋山附近 に は 新第三 系最下 部 の 守 屋

層が分布す る，古生層 に 不整合 に の る 基底礫岩 か らは じ

ま り，下部 は主 と して 砂岩 と頁岩の 互層，上部 は 緑色 の

塩 基性安山岩類 で 凝灰岩 を伴 っ て い る，本地 域 内 に は

石 英閃緑岩類 は 露 出 し て い な い が，沖積地 を は さん で 約

2〜 3kln東北 に は 大岩体が 分布 して い る．

　本地域 の 岩石 は 前述 の 下諏訪北 方 の も の とほ ぼ 同 じ層

準で あ る に も か か わ らず，著 し く異なる変質を受け て い

る．下部の 砂岩，頁岩は 二 次鉱物 と し て ，石 英，方解

石 ，緑泥 石 ，絹雲母 を生 じて い る が，片理 は全 くみ とめ

られ ない ．上 部の 塩 基性安山岩類も第 4 帯 に属 し ， 方解

石 を伴 っ て い る，第 1〜3帯や片理 を示す岩石 は ま だ知

られ て い な い ．

　熱水変質 も弱 く，白色脈 が わ ずか に み とめ られ る程度
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で あ る，その 方向 は北部 で は N60 °W ，守屋 山附近で は

N25
°W 〜 N40°W で あ る．

w 　考 察

　1．　接触変成作用お よ び続成作用

　前節で 述べ た よ うに接触変成作用お よび （ま たは ）続

成作用 に よ る と考え られ る変質岩は 7帯 に分け る こ とが

出来る．第 1帯 お よ び第 2 帯は 変質図に も示 した とお り

石英閃緑岩岩体の周囲だけ に み られ る もの で 確実 に 接触

変成作用 に よ り生成 した と考え られ る．本地 域 の 第 1帯

お よ び第 2 帯 は丹沢南部 （SEKI　 et 砿 （1969） に 比 べ

る とは るか に 分布 が せ まい ，これ らの 帯は岩体の 大き さ

に 関わ りなく数 m 〜数10m の 巾を もち，岩体と岩体 に は

さ まれ た ル ーフ ペ ソ ダ ソ ト状 の 地 域 と菅平東南部だけ が

例外的 に広 い ．下諏訪北方 と岡谷市北方横川上流の ニ ケ

所 で は，こ の 帯 の 岩石 に 片理 が生 じて い るが，ご く局所

的 で ，他 の 地域の 守屋層に は 全 く片理 が 生 じて い な い ．

沢村 ・大和 （1953）が指摘 し た とお り，守屋層が接触変

成作用を うけ た後に 何らか の 変動をうけて 生成 した もの

で あろう，

　第 3帯〜第 5帯 は接触変成 と続成変質 の 両方 の 性格 ま

た は 中聞的 な 性質をもつ 帯で ある．本地域 の 第 3帯 は第

4 帯中 に局所的 に 生成 し て お り，丹沢南部 よ りはむ しろ

本宿（本宿団研変質グル ープ，1970）な ど に似た 産状 で あ

る．第4 帯 は本地域 に 最も広 く分布 して い るが，変質の

性格は よ くわ か らない ，明 らか に 熱水作用 に よ る変質 に

も類似の 鉱物組合わせ （F 帯，G 帯）が ある し，筆者は

主 と して 続成作用 に よ る もの と考え て い る新第三 系下部

に 広域的 に み られ る 曹長石帯 （UTADA ，1970） もほ ぼ 同

様な鉱物組合 わ せ で あ る．本地域の 第 4帯 は絹雲母 を欠

くこ と と，原組織や鉄苦土鉱物斑晶をか な り残 して い る

特徴が あ る．こ れ は 3者 とも生 成 温 度 は似 て い る と し て

も溶液 との 反応の 仕方 ま た は反応 した 溶液の 性質 が や や

異なる こ とを 暗示 してい よ う．

　 第 5 帯 の 岩石 は著し く原組織が 変化 して い る．斜長石

は 溶解、曹長石化，緑れん 石化，絹雲母化 な どを受け ，

輝石 は 緑泥 石 ÷緑 れ ん石な ど に 変 っ て い る，この よ うな

鉱物 の 産状 は 変質に何 らか の 溶液が 関与 した こ とを暗示

し，熱水 変質また は続成変質 の 印象 を うけ る．菅平 の 南

西部 で は層序と調和的 に 第 7 帯，第 5帯，第 4 帯が 重な

る の に対し，南東部 で は第 5 帯 の 分布 は 粉岩の 分布 に ほ

ぼ一致 し，第 4 帯，第 6帯 の 分布 と斜交 して い る．こ こ

で は 続成作用的環境に 貫入岩の 熱作用が加わ っ て い る と

考 え られ る．

　 第 6帯 と第 7帯 は従来 の研究 （た と え ば UTADA ，

1971） に て ら し，続成作用に よ る も の と考え て 不 都合な

点は な い ．こ れ ら の 帯は本地 域で は分布渉 せ ま く詳 し い

考察を加 え る こ とが困難 で ある．しか し，干曲川以西 に

は 続成作用が お よ ん だと考えられる上部中新世〜鮮新世

の 地 層が 広 く分布す る．そ こ で は 未変質ガ ラ ス 帯 と斜プ

チ 卩 ル 沸石 。モ ル デ ン 沸石帯 （第 7 帯） との境界が長野

附近で は裾花川凝灰岩中に あ り，こ の 凝灰岩 は 篠 ノ 井以

南で は未変質ガ ラ ス 帯 に属す る こ とは すで に 述べ た とお

りで あ る．

　 2．　 熱水変質作用

　本地 域 で最も特徴的な変質 は ろ う石鉱床 を含む強 い 熱

水変質で あ る．第 4 図に 示 した よ うに 熱水変質域は特定

の 場所 に生 じて お り，石英閃緑岩体，お よび地質構造 と

の 成因的関係 が 暗示され よ う．東北地方や 北陸
一

山陰 な
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第 4 図　北部 フ ォ ッ サ マ グナ ，中央隆起帯 に お け る

　　　　変質岩分布の 概略を示す図．
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ど の 他 の グ リ
ーソ タ フ 地 域 と比 較す る と，こ れ ら の 地 域

に おい て も熱水作用は 特定 の と ころ ， 例 え ば東北地方 で

は 脊梁山脈 に 集申して い る．そ こ で は 新第三 紀花崗岩

類 と密接 に 関係す る もの もある が，火山岩類 と 関係ある

ものが圧倒的 に多い ．変質鉱物か らみ て も絹雲母とカオ

リ ナ イ トが 多く，パ イ ロ フ ィ ラ イ トは 稀 で あ る．本地域

で は ダ イ ア ス ポ ア，ズ ニ 石 ，電気石，コ ラ ン ダ ム な どの

高温鉱物 を産す る こ とか らみて 他地域 とは 物理化学的条

件がか な り異 っ て い る とみられ る．

　 しか し，す で に述 べ た よ うに 高温 鉱 物 を 伴 っ て い る

鉱床とい え ども，地下 深 所 で形成され た 証拠を欠 い て い

る．こ の 点 に 関 して は典型 的 ろ う石 鉱床と され て い る三

石 地 区 （片山，1969） と比 較 して み る と産 状が 明 ら か に

異な っ て い る，特 に本地域にみ られ る珪化帯 （A 帯） は

残留珪化帯が主で，シ リ カ 濃集 に よ る珪化帯は ほ とん ど

み られ な い ，こ れ は シ リ カ な どの 溶脱が きわ め て 容易 に

行わ れ うる条件で あ っ た こ と を示す．鏡下 の 観察に よ っ

て も A 帯お よ び B 帯は 原組織が 比 較的 よ く残 っ て い る．

こ れ は こ れ ら の 帯 で は 主 と して 溶 脱 が 行 わ れ た こ とを 示

し，C 帯以下 が交代作用 に よ り原組織 を著 し く破壊 され

て い るの と対照的 で あ る．また 変質 は 直線状 の 割れ 目や

岩脈 に 支配され て い る こ とが 多 く，常 に 上方 に 開放され

て い た こ とは 明らか で ，比較的層状 と され て い る信陽鉱

山 も例外で は ない ．

　藤井 ・井上 （1971） は本地域の ろ う石 鉱床を分類 して

高温 ・ 深所熱水型 と低温 ・噴気熱水型 と し，前者 を片山

（1969） の 高温型 （五島） に ，後者を典型的 ろ う石 鉱床

（三 石 ・吉永） と浅成型 （梵 天 山） に 対比 し て い る．し

か し，筆者 は 上 に 述ぺ た よ うな理 由か ら本地域 の ろ う石

鉱床は 典型的 ろ う石鉱床 に 比 べ る とい つ れ も浅成型 で あ

っ て ，生成温度 に つ い て は 金倉 ・米子 の よ うに貫入岩体

内または 近傍に 生成 した も の は 比 較的高温，岩体 か ら離

れ た 梵天 山な どは 比 較的低温 と考え て い る．も ち ろ ん 広

域的な熱水活動 とい う点か らみ る と，ろ う石鉱床 は例外

的 に 高温鉱物 を 生成 して い る と こ ろ で あ るが，全体 と し

て 他地 域 と比 べ た 場合，高温 で 浅 成 型 で あ る 事実 を重要

視 し な けれ ばな らな い ．こ れ は 浅所 に 貫 入 した 石 英閃緑

岩複合岩体に関連 づ け れ ば容易 に 理 解で きる し，熱水活

動の 位置 ・ 時 期 と石 英閃緑 岩体 の それ と か らみ て 充分 に

あ り得る こ と で あ る．

　同じ よ うに貫入 岩体 と関連 しか つ 高温型 と され て い る

ろ う石 鉱 床に 五 島 の 例 が あ る．しか し，こ こ で は 地 表か

ら ろ う石 鉱 床の 下底 ま で は 600m 以 下 に 及 ぶ も の と推 定

され てい る　（岩生，1952）．本地城 の ろ う石 鉱 床が 浅 成

型 で あ る こ とは繰返 え し 述べ て い るが，そ れ は関連す る

実

火成活動 の 点か らも云 え る．す なわち五島の 場合 に は 均

質な花崗斑岩で 火山岩的要素は 少ない の に対し，本地域

で は 松代岩体南部に 典型的 に み られ る よ うに 周縁相 の 斑

状 流 紋 岩 と関運 し火山岩的要素が 強い もの に 伴 っ て 熱水

変質が もた らされ て い る．

　 すで に 記載 した 変質岩 の 産状 か ら明 らか な よ うに ろ う

石 を伴 う よ うな 強い 熱 水変 質 の 時 期 は 石 英閃緑 岩体 の 貫

入後で鮮新世〜
更新世の 火山岩類 が 堆積す る前の 比 較的

限られ た時期で あ る．

　 そ の 後 の 熱水 変 質作用 に よ りろ う石 が 形成 され た 証 拠

は な く，下諏訪附近 には 石膏鉱床が形成され て い る （沢

村 ・大和，1953）． こ れ は 熱水溶液 の 性質 に変化 の あっ

た こ とを意味す るか も知 れ な い ．しか し，熱水 活動の 場

所 は変 らず ， 同じ熱水変質帯の 中に あ る点は実に注目に

値 す る．

　 3，地質構造 との 関連

　以 上 述ぺ た と お り，本地 域 に み られ る主 要 な変質は 接

触変成作用お よ び熱水変質作用 と も石英閃緑岩複合岩体

の 貫入 と密接な関連 を持 つ もの で ある．そ して ，両者 と

も米子山
一

堀切 山，三 才山峠
一

武石峠
一

下諏訪 を結ぶ線

に 沿 っ て 強 くな っ て い る ，こ れ は 飯島 （1962） に よ り諏

訪
一

十 日町構造線 と称されその 両側 の 地質構造が 異 な る

こ とが指摘 され て い る もの に あ た ろ う．

　 石 英閃緑岩体 は こ の 構造 線 を は さん で 分布 し て い る

が，そ の 周囲の 変成作用は それ ぞれ の 岩体 の 南東側が 強

い 傾向がある．熱水作用もほ ぼ同じ傾向が みられ熱水変

質帯は ほ ぼ 平行 に 3列 み られ る．

　 石 英閃緑岩岩体 に よ り貫 入 を受 け て い る地層の 時代は

守屋層か ら小川層下部 まで に わた り
一

定で は ない ．また

一
つ の 岩体 の 内部 で 数回貫入 が あ っ た こ とは 記載 した と

お りで あ る，し たが っ て ，石英閃緑岩体 の 貫 入 の 時 期 お

よ び 接触変成の 時期 を一
義的 に 定 め る こ とは む ず か し

い ．菅平岩体 に つ い て み れ ば中心相 の貫 入 時期 は別所層

堆積後で あ る と考え られ る．こ れ は 別所層内で 接触変成

か ら続成変質 へ の 漸移的移行 が みられ るか らで あ る．こ

れ は ま た こ の 地域 が 完全 に 隆起 し た 前 に岩体 が 貫入 し た

こ とも示 して い る，冠着附近 の 小岩体 は 小川層堆積後 に

貫入 し て い るが，こ の 時期 に 地域全体 に貫入 が 起 こ っ た

証拠 は な い ，鮮新 世〜更新世 の 火山岩類 で 接触 変成 を受

け た もの は知 られ て い な い ，熱水作用 で 石英閃緑 岩体 の

貫入 に 先行す る もの も知られ てい な い が ，松代岩体 の 観

察か らわ か る よ うに 岩体 の 貫入末期 か それ に 引きつ づ い

て 活動 し て い る よ うで あ る．こ れ らの こ とか ら，こ の 地

域 の 深所 に貫入活動があ っ た か どうか，も し あ っ た とし

て もそれ が何時 で あ るか は わ か らない ．しか し，岩体が

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Geological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

The 　Geologioal 　Sooiety 　of 　Japan

北部 フ ォ ッ サ マ グナ地域 、 と く に中央隆起帯 に み られ る変質作用 225

比 較的浅所 に 貫入 し，地層が 急激 に 隆起，熱水活動が 起

こ っ た とい うよ うな
一

連の 事件 は別所層堆積後で 鮮新世

〜更新世火山岩類 の 堆積前の 比較的短 い 時間で あ ろ う と

推測 され る．

　熱水作用は その 後 に もひ きつ がれ 第 2の 活動期 を迎 え

る が，こ の 時期もほ ぼ前述の 熱水 変質帯 に 限 っ て 活動 し

て い る．

　この よ うに 顕著な熱水変質作用で 特徴づ け られ る構造

線も 諏訪湖南縁を通 る 糸魚川
一

静 岡線 で ほ ぼ止 ま っ て お

り，その 延長 が ど こ に 続 くか は不明で あ る．
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The  various  alterations

     uplifting  area  efof

 the Neogene  sediments  in the central

the  northern  Fossa  Magna  Region

MinoruUTADA

(Abstract)

   In the central  uplifting  area  of the northern

Fossa Magna  Region, central  Japan, the Neogene sedl-

ments  are  subjected  to a  unique  alteratien  that the

diagenesis is cembined  with  the contact  rnetamorphism

witheut  a clear  boundary, According to the  assem-

blage Iof authigenic  minerals,  they can  be divided

into se"en  zones  from the contact  rnetamorphism  to

the dlagenesis in character,  as  follows:

 Zone  1･･-･･･Hornblende-(biotite)-(chlorite)-

          plagioclase.

 Zone  2･･････Actinolite-(prehnite) -chlorite-

          plagioclase.

 Zope 3･･-･-･Prehnite-(pumpellyite) 
-chlorite-

          epidote-plagioclase-(quartz).

 Zone  4･･････Chlorite-(epidote)-paagioclase-quartz,

 Zone  5･･-･-･Laumontite-chlorite- (montmorillonite)

          
-(epidote)-plagioclase-quartz.

  Zene 6･･････Analcime-(chlorite) -montmorillenite-

          quartz-opal.

  Zone  7･s･･･-Clinoptilolite-merdenite-mentmoril-

          fonite 
-(quartz)-opal.

   In some  areas,  the Neogene $ediments  are super-

imposed by hydrotherrnal alteratlons  comprising  Ro-

seki  which  i$ mainly  composed  of pyrophyllite and

sericite,  The  zonal  arrangement  ef authigenic  mine-

rals is often  recognized  in these altered  rocks  from

the  central  part to the marginal  part, as  follows:

   Zone  A･･-･･･Quartz (residual silica),

   Zone B･･････Dia'spore-(pyrophyllite)-quartz.

   Zone  C･･････Kaolinite-(sericite)-quartz.

   Zone  D･･････Pyrophyllite-(sericite) 
-quartz,

   Zene E･･････Sericite-quartz.

   Zone F････-･Sericite-chlorite-(epidote)-

            plagioclase-quartz,

   Zone  G･･････Chlorite-(epidote)-plagioclase-

            quartz.

   Based on  the distribution of the altered  rocks,

the writer  concludes  that the alterations  of  both types

may  have had a  genetical relation  with  the activities

ef  quartz dierite complexes  which  had intruded along

a conspicuous  tectonic line･･････ the Muikarnachi-Suwa

line.
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