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1 ．ま え が き

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 と り　　　　　　　　け いそ く

　八溝山 系 は，北 か ら 八 溝 ・鷲 ノ 子 ・鶏足 ・筑波 の 各

山 塊 に わ か れ る，こ の 地 域 の 地 質 に つ い て は ，

KAwADA （1953），
　KANoMATA （1961＞の 労作が あ る ．

八 溝 山 系 に 分 布 す る地 層 の 地 質 時 代 に つ い て，

KANoMATA （1961）は ，大泉付近 の フ ズ リナ 化 石 産地

をふ くむ鶏足 山塊 の
一

部 をの ぞ く地 層，っ まり八 溝層

群 は，放散虫化石 に よ っ て ジ ュ ラ系であ ろ うと推定 し

た ．猪郷 （1972）は ， 鶏 足山塊北 東部 の チ ャ
ートか ら

三 畳紀 後 期 の コ ノ ド ン トの 産 出 を報 告 し た ．佐藤

（1974）は ， 大泉付近か ら報告 さ れ た 石 炭紀 フ ズ リナ

は 二 畳紀 の もの と考 え られ る と し，八 溝 山系 の うち鷲

ノ 子
・鶏足 山塊の 地 層を二 畳 系 ・三畳 系 ，お よび，鈴

木 ・佐藤 （1972） の 報告 した ア ン モ ナ イ ト化 石 に よっ

て 明 らか となっ た ジ ュ ラ系の 三者か らなる こ とを の べ

た ．

　笠井 は ， 八溝山系 の 層序と構造 を研究 して きた が （笠

井 ・木村，1973 ほ か ），層序 の 細分 お よび 対比 を コ ノ ド

ン トに よ っ て 試 み よ うと考え た 。そ こ で，八 溝山系 に

分布す る チ ャ
ート ・

石 灰岩の 試 料 を全域 的 に 採 取 し ，

それ らを吉 田 と青木が 処 理 をお こ な い
，

コ ノ ドン トを

抽出した．その 結果は ま だ 十分な もの とは い い 難 い が，

こ の 論文 で ， 八溝 山系 の 地質を概 括的 に の べ
，

コ ノ ド

ン トの 産出状 況 と地 質時代 に つ い て 簡単 に ふ れ た い ．

さらに ， 八 溝層群 の 所属す る足尾帯の
一

般 的 な構造 方

向や棚倉横 造線の 足尾帯 ・阿 武隈帯を分け る役割，お

よび 足尾帯が 日 本列島 の 地体構 造 で 占め る構 造的姿態

に つ い て 論 じた ．しか しな が ら ， ジ ュ ラ紀ア ン モ ナ イ

トをふ くむ 地層 と八 溝 山系 の 主体 を構成 する地 層 との

関係 は，まだ 明 ら か で は な く，そ の う え ， 笠 井 ほ か

（1976）が 報告す るよ うな，猿 久保礫 岩分布地域付近

そ の ほ か で の 逆 転 構 造 が 明 ら か と な りつ つ あ る．こ の

ように ，な お 未解決 の 問 題 が 残 され て い る．

　 八溝山系 の 地 質の 研 究 に 際して ，懇切 な ご 指導 を惜

し ま れ なか っ た 元 茨城大学教授大 山 年次 氏 お よ び 調査

に ご協 力 い た だ い た 笠 間高等 学校木村計 四郎氏 に深 く

感謝 の 意 を表 す る．また，逆転構 造 に つ い て ご教示 い

た だ い た 地 質調査 所寺 岡易司 ・滝沢文教氏 ， お よ び ，

只見川上 流地域 の 未発表 の ル
ー

トマ ッ プ の 資料 を提供

して い た だ い た 地 質調査 所上村不 二 雄氏 に 心 か ら感謝

する．さ ら に ， コ ノ ドン トの
一
部 に つ い て ご 教 示 い た

だ い た 大 間 々 高等学校林信悟 氏 に 謝意 を表する．

＊ 1　重也｛丁調 査 」斤

＊2 茨 城 県大 子 第二 高等学 校

II．地質 の あ らま し

　 こ の 論文 で あつ か う範囲 は ， 広義 の 入溝山系 の なか

の 筑波 山塊をの ぞ く八溝 ・鷲 ノ 子 ・鶏足山塊 に 分布す

る，こ れ まで 古生 層あ る い は 中生層 と い わ れ た 地 層で

あ る，

　八 溝 山系 を構 成 す る 古 期 の 地 層は ， 砂 岩 ・
頁岩

・

チ ャ
ー トか らな り，まれ に 石灰岩 レ ン ズ，凝灰 岩薄 層，

礫 岩 をは さむ ， 厚 い 地 向斜堆積物で あ る．こ れ をっ ら

ぬ いて ，
い くつ か の 花崗岩類 の 小岩体 が み られ る．そ

の 放 射 性 年 代 は，約 105m ．y，を 示 す も の と， 65
− 85rn．y，を示すもの とが ある こ とが 明 ら か に さ れ て

い る （柴 田 ほ か ，1973 ；蜂須 ， 1974＞．

　八 溝 山系 を構成す る地 層は ，
KANOMATA （1961）に

よ っ て ，八 溝層群 と笠 間層群 とに 分 け ち れ た．笠 間層

群は，藤 本
・畠山 （1938） が 報告した 石 炭紀 フ ズ リナ

を産 出した鶏足 山塊西部 の 大泉付近 の 石灰岩 レ ン ズ を

は さみ ，古 生 代 と考 え ら れ た．しか し， 今回 の コ ノ ド

ン ト抽 出 の 結 果 で は，大泉 石 灰 岩 レ ン ズ と接 す る

チ ャ
ー トか ら ， 三 畳 紀型 コ ノ ドン トが 発見 さ れ た，ま

た，笠井 ・木村 （1973）に よ っ て，こ の チ ャ
ー

トが 鶏

足山塊 東部 の ，
KANOMATA （1961 ＞に よ っ て 八 溝層群

と され た 部分 か ら連続 して 追跡 さ れ る こ とが 明 らか と

な っ た ，大泉 の 石 灰岩 そ の もの に つ い て 薄片 を作成 し

て み た が ，
フ ズ リナ な どの 化 石 は発見さ れず ， また石

灰岩 自身は 結晶質 で あ っ た．大泉 石 灰岩に 近接 して 発

達する チ ャ
ー

トか ら は ， 八 溝層群 その もの の チ ャ
ー

ト

に含まれる もの と同
一

の コ ノ ドン トが 産 出す る．大泉

の フ ズ リナ をの ぞ い て ，笠間層群 が 八溝層群 と区別 さ

れ る 理 由は な い ．大泉石灰 岩 か らフ ズ リナ が あ らた め
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て確 認 さ れ た 場合 は，こ の 石 灰岩 は二 次的 に 運び こ ま

れ た岩塊 と解釈 で き よ う．こ の 論 文 で は，笠聞層群 の

地層名は使用せ ず，八 溝山系 に 分 布する 地 層全体 に た

い して 八 溝層群 と よぶ こ と に した い ．コ ノ ドン トの 産

出状況 をみ て も， 鑑 定に 疑問 の 残 る コ ノ ドン トを産出

し た 鶏 足 山 塊南東部 の ご く小部 分 をの ぞ き，八溝 山系

の 鷲ノ 子
・鶏足 山 塊 の ほ ぼ 全域 に わ た り，

三 畳紀型 コ

ノ ドン トの ほ とん ど同
一

群集が産出 して い る．こ の 理

由 か らも， 八溝山系 を構成する地 層は
一

括 して 八 溝層

群 とよん だ ほ うが 適切 である．

　大 山 ・笠井 （1974）は，筑波 山塊 をの ぞき，入溝山

系 の 地 層は A 層 ・B 層 ・C 層に わ け ら れ る との べ た．

と くに，鶏足山塊 で は，A 層は ，チ ャ
ー

ト
・
石 灰 岩 レ

ン ズ をは さ む砂岩 ・頁岩 の 互層部 か ら な り，
ワ ッ ケ 質

砂 岩 ・泥質岩 片 をふ くむ 砂岩 が 優 勢 で，頁岩 に は しば

しば炭質物片 が ふ くまれる，チ ャ
ー トは きわ め て 連続

性 に とん で い る．B 層は ， 砂岩 ・頁岩 の ほ ぽ 等量 の 互

層か ら な り ， チ ャ
ー ト を ほ と ん ど は さ ま な い ，頁岩 の

ほ とん ど は 黒 色で あ る が ， ま れ に 暗緑色 をお び る部分

が あ り，凝 灰質 で あ る，砂岩 は しば しば 砂 質
・
泥質岩

片をふ くみ ， また ， 雲 母 片を ふ くむ 部分 が あ り， こ の

よ うな部分 か ら は と きに 植物破片 を産 出す る こ と が あ

る．C 層 は ，頁岩 をは さむ砂岩優勢層 を主体 とする．

砂岩 は 無層理 で，と こ ろに よ り砂岩 ・
頁岩互 層と な り，

わずかにチ ャ
ー

トの 比 較的薄 い 層 をはさむ．か つ て，

こ れ らの 三 層は，鶏足 山塊 に み られ る よ うに ，中央部

を 走 向 方 向 に 走 る衝 上断層に よ っ て ， そ の 東翼 と西 翼

と に お い て A 層 ・B 層 ・C層 各層 が 繰返 して 分布す る

と考 え た．しか し，佐 藤 （1974） が 指摘 した ように ，

衝上断層 に よる繰 返 しは 考 え に くい か もしれ ない ．た

だ し，八溝山 系全体 の 地 質構造 は，や や 複雑 な もの に

なる可能性が ある．そ れ は部分 的 で は ある が 逆転構造

が 知 られ て きた か ら で っ て，今 後 さらに 調査す る 必

要 が 生 じ て きた ，な お ， 衝 上断層の 存在 を否定 す れ ば ，

A 層 ・B 層
・C 層 の 区分は，八 溝層群 の なか の 部分的

層序 区分 に す ぎな い ．けれ ども，こ れ らの 岩相 区分 は，

八溝層群 の 岩相型 を大局的に は 代表 して い る とみ て よ

い ．

　鶏足 山塊北西部 と鷲 ノ 子 山 塊西部 で は，C 層 の 岩相

型 か ら な る 地 層が 分布する が ， こ の
一

部 に ア ーコ ーズ

砂岩 と礫 岩の 発達 が みられ る． こ の 礫 岩 は 猿久保礫岩

と よば れ ，加納 （1960 ）， OKAMI （1973）の くわ し い

研 究 が あ る．こ の 礫 岩の 礫 に は，オーソ コ ーツ ァ イ ト

や 二 畳 紀 フ ズ リナ をふ くむ 石灰岩 が ふ くまれ ， そ の 源

地 が 注 目され る．な お，笠井 ほ か （1976 ）に よ っ て ，

猿久保礫 岩 をふ くむ 地 層が 逆転 して い る こ とが あきら

か に さ れ た ．こ れ か らの 課題 と して， こ の 逆転部 と正

常位の 地 層 と の 関係，猿 久 保 礫 岩 と 見 か け上上位 の 地

層 との 関係，ア ン モ ナ イ ト産 出層で あ る ジ ュ ラ系 との

関係 な ど をあ きらか に す る 必 要 が あ る．

　な お，鈴木 ・佐藤 （1972）の 報告 した ジ ュ ラ紀 ア ン

モ ナイ トの産出層は，暗灰色 頁岩 で あ っ て，こ の 層の

下位 に は アー
コ
ーズ粗粒砂岩が 分布 して い る．こ の 地

層と 八溝 層群主体部 との 関係 は，佐藤 （1974）の 示す

層序柱状 図 に あ き ら か に さ れ て い る．

　八溝層群 の 地 質構 造 は，逆転構造部 が 存在す るこ と

が あ きらか に さ れ， こ れ ま で と 異な り，や や複雑 な も

の と な る こ とが 予想 され る．しか しなが ら ，

一
般 的な

構造方向は，KANOMATA （1961）が 指摘 した よ うに ，

全 体 的 に は S 字状構 造を示 して い る．す なわち，八溝

山塊 で は
一

般 走向が N10 °− 20’E ，そ の 南 の 鷲ノ 子 山

塊 で は お よそ N20W の 走 向が 卓越 し，さ らに そ の 南

の 鶏足 山塊 で はか な りお お き く屈曲して N50L70 °
W

と な っ て い る．こ の S 字状 の 構造 方向は，八 溝層群 に

近接 す る 阿武 隈 帯 や 両者の 境界 を くぎる棚倉構造線に

い ちじる しい 角度で斜 交す る こ とな く，む しろ 平行的

で あ る，こ の こ とは，入 溝層群 を謠、くむ 足 尾帯お よび

その 南縁変成帯で あ る筑波変成帯 っ ま り領家変成帯 の

東端 が ， 阿 武 隈 帯 に 連続す る と い う見方 に 疑 問 をなげ

か け る もの で あ る．

IIL　 コ ノ ドン トの 産 出状況 と地質時代 の 問題

　八溝層群 の 層序細分 と地 質時代を，で き れ ば あ きら

か に す る 目的 で ，
八溝層群分布地全体 か ら ， 熱変成作

用 を な る べ くうけ て い な い チ ャ
ー

ト・
石灰岩 の 試料 を

採取 し，フ ッ 酸 ま た は 酢 酸 処 理 をお こ な い
，

コ ノ ドン

トの 抽出 を こ こ ろ み た ．採 取地点 51 カ所か ら，約 lkg

な い し 3kg の 試料 を 求 め て 処 理 した が ，
コ ノ ドン ト

産出箇所 は 第 1 図 に 示 され る と お り， 22 地 点 で あ る．
コ ノ ドン ト産 出状況は，近 くに ある足尾山地 に く らべ

る と
， か な り わ る く， 八 溝山系 で は 破片 を ふ くめ て 316

個 で あ る，チ ャ
ー トの 発達状況 が 第 1 図 に 示 され ると

お り，足尾 山 地 な ど の 地質図 に く らべ て ひ じ ょ うに わ

る い こ とや，花崗岩類 の 貫入 に よる熱変成作用 をうけ

て い る こ と の た め に ，コ ノ ドン トの 産 出が す くな い の

で あ ろ う，コ ノ ドン トの 保存 も よ くな い ．と くに，八

溝山系中 の 北 の 八 溝 山塊で は 産出地 点 は
一

箇所 に す ぎ

な い ．八 溝 山 塊 は ，鷲 ノ 子
・鶏足山塊 に くらべ て 花崗
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「

陶

O

78km

第 1図 八溝山系 （八溝 ・鷲 ノ 子 ・雜足山塊）地

　　　　質図
一

チ ャ
ートの 分布 と コ ノ ドン ト産出

　　　　地点

　 く地 質凡例＞ 1 ： 新生界， 2 ： 花崗岩類，

　　 tt　 3 ： は ん れ い 岩， 4 ： 砂岩 ・頁岩 ・凝灰岩

　　　薄層 な ど
，

5 ： 石 灰 岩 ， 6 ： チ ャ
ー

ト，

　　　 7 ： コ ノ ドン ト化石産地 ，8 ： ジ ュ ラ紀 ア

　　　 ン モ ナ イ ト化石産地

　 〈地 名〉地質図　Ta ： 棚倉 ，
　 Ha ： 塙，　 Ku ： 黒

　　　羽，Da ： 大子，　 Ba ： 馬頭 ，　 Kr ： 鳥 山 ，

　　　Ya ： 山方，　 No ： 野 目，　 Mo ： 茂木，　 M ： 真

　　　岡，Ks ： 笠閻，　 Iw ： 岩瀬

　　　位置図　M ： 水戸，T ： 東京

岩類小岩体 の 多 く分布 す る地 域 で あ る．

　八 溝 LLI系 中 の コ ノ ドン トに つ い て は ， 猪郷 （1972）

が は じめ て ，鶏足 山塊 北東部 の 御前山付近 の チ ャ
ー

ト

か ら 三 畳紀 コ ノ ドン トを報告 して い る．

　今回 えられ た コ ノ ドン トは ，　 Paragondolellaρ0砂

gnath　ifo　rm 　is　，　 P．　 excelsa ，　 P．　 navicula ，　 Metapaly−

gmathus 　abneptis ，　Lonchodina，　 Ozarkodina　saginata ，

O．　tortilisな ど で ある．こ れ らの うち，　 Paragondolella

Polygnathzformisは ，各産出地点 で 数 の 多少 は あるが
，

か な り普 遍 的 に 産 出 して い る．　 MetaPolygnathas　 ab −

nePtis は い ま の とこ ろ
一

カ 所 で し か産出して い な い ．

鶏足山塊南 東部 ， 茨 城 県常北町安渡 お よ び 笠 間市大宝

内 か ら産出 した コ ノ ドン トは，花崗岩 に よ る熱変成作

用 を若干 うけ て い る た め か ，きわ め て 少 数 しか 抽 出 で

きなか っ た し，保 存もあ ま り よ くな い が，　 Pa　ragon −

doletla　Potyguatlaaformisな ど とは こ と な る gondolel−

lidsをふ くん で い て， い まの と こ ろ 三 畳紀 型 と もなん

と も断定 で きな い ．

　八 溝 山系 の うち ， 産 出地 点 が 1 カ 所 しか な い 八溝山

塊をの ぞ き， 鷲ノ 子 山塊 と鶏 足 山塊 と で は ， 見 か け上

の 下位 か ら上位 に か け て ， 全体的に コ ノ ドン トを産 出

す る ル ー トが ある．産出数はす くな い が ， 下位 か ら上

位まで ，群集 は ほ ぼ 同
一

で あ る．八 溝層群 の 大部分 は

欧米 の コ ノ ドン トの 標準 を適用すれば，三 畳紀 に 属す

るもの で あ る．

　 ジ ュ ラ紀 ア ン モ ナ イ ト産 出層 と コ ノ ド ン ト産 出層

準と は ， か な り接 近 して い る．まえに の べ た ように，

ア ン モ ナ イ トを産出した 暗灰色頁岩 の 下 位 に アー
コ
ー

ズ砂岩が っ づ き，そ の 下 位 に砂岩 ・
頁岩互層お よ び砂

岩優勢の 地 層 が あ る．こ の 互 層中 に うす い 珪 質頁岩 が

は さ ま れ ， こ れ を北東方 に 走向を追 っ て い け ば，栃木

県茂木町檜 山付近 の 三 畳紀 型 コ ノ ドン トを産 出す る う

す い チ ャ
ー

トに つ なが る．ア ン モ ナイ トを産 出す る 暗

灰色頁岩お よび その 下位 の ア
ー

コ ーズ 粗粒砂 岩と三 畳

紀型 コ ノ ドン トを産す る チ ャ
ー

トをは さ む砂 岩優 勢の

地層と の 関係は ， 露 出不良 の た め い ま の と こ ろ 不明 で

あ る．こ れ まで の 調査 で は ，コ ノ ドン トに よ る上 部 三

畳系 が，ジ ュ ラ 紀 オ ッ クス フ ォ
ー

ド期 の 地 層 と比 較 的

近接 し，構 造的 に も差異 が な く続 い て い るか の ように

み え る．し か し ，
い うま で もな く， 両者の 関係 に つ い

て なお十分 の 検討が必要であ る．

　大 山 ・
笠＃

一（1974）は ，
八 溝層群 の か な り広 い 範囲

か ら採集 し た植物化石 を検討 し，地質時代に っ い て っ

ぎの ように の べ て い る。こ の 地域 の 化 石植物群 は ，羊

歯類 の 葉 をふ くまず，二 畳 紀 型
・三 畳 紀型 ・ジ ュ ラ 紀

型 の もの か ら構成 さ れ て お り，年代分布率 と して は 三

畳紀 型 が最高 で あ る が ，二 畳紀 型 も無 視す る こ と が で

き な い ，概 括 す れ ば ，
こ の 化 石植物群 は 二 畳

一
三畳紀

フ ロ
ー

ラ と し て の 色彩 が 濃厚 で あ る と して い る．
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　な お ， 八 溝 山 系 の コ ノ ドン トは ， 本州 地 向斜堆積 物

か ら しば しば産 出 し，三 畳 紀 後期 とい われ る 群集 で あ

る．こ れ ら の 群集 が ，二 畳 紀 フ ズ リナ を ふ くむ 石 灰 岩

をは さむチ ャ
ー

ト相の 本州地 向斜堆積物 か らしば しば

産出す る こ とは よ く知 られ て い る． こ の フ ズ リナ に よ

る 二 畳 系 と コ ノ ドン トに よ る 三畳 系 の 部分 の 関係に っ

い て，あ る い は 不整合 の 存在 が 説 か れ ， あ る い は 二 次

的運 ぱ ん 堆積 が 原 因 と して の べ ら れ て い る．ある い は ，

二 畳紀 コ ノ ドン トの 生層序が確立 して い な い 現状 か ら

み て， コ ノ ドン トの 種 帯 の 範 囲 に つ い て さ ら に 検討 を

進め る必要が あ りは しな い か とい う意見 もあ る．八溝

層群 の コ ノ ドン トの 時代は ，

一
部 の 種名未決定の もの

をの ぞ き， 欧米 の 基準 で は三 畳紀後半 の もの とい うこ

とに な るが ，本州地向斜 に お け る コ ノ ドン ト問題 の 解

決 をまつ 必要が ある．

N 。東北
・西南 日本先新第三 紀地質境界 と して

　　 の 棚倉構造線

　八 溝 山系 を構成す る 八 溝 層群 は，地質構造区 か ら い

えば ， 足尾帯に 属 し， 棚倉構造線を境 に して，阿武 隈

（竹貫 ・御斎所 ）変成岩 お よび 阿武隈花崗岩類 と， 新

第三 系 をせ ま く地 溝状 に は さ み な が ら接 して い る ．

　こ こ で 扱 か う足尾帯 は ， 山下 （1970）が 細分 した も

の で は な く， 黒 田 （196はに よ り提 唱 さ れ ， 礒 見 （1968），

礒見
・
河 田 （1968）に の べ られ て い る 広義 の もの と し

て もち い る．島津 （1964b ）は ， 上越 ・羽 越地 方 の 古

生層の 分布地 域，すなわち黒 田 （1963）の 足尾帯 を西

南 日本内帯 （美濃
一

丹 波帯 ）に属する もの と し，棚 倉

構造線 で 内帯 と阿 武 隈 帯 と をわ け る 考 えを示 した ．さ

らに，礒 見
・
河田 （1968）は，棚 倉破砕 （構 造）帯 の

西 方 に 分 布す る 上 越 帯 ・足 尾帯 ・
筑波 帯 の 帯状構 造

は，西南 日本内帯 の 飛騨外縁帯 ・
美濃帯 ・領 家帯 の 延

長で あ り ， 阿武隈帯 の 原岩 は 地 塊 と して 二 畳 紀の 地 向

斜 を西部域 （北関東山地 ） と東部域 （北上 山地 ）と に

わけ て い た の で あ ろ う と の べ た．ま た，白亜 紀後期 の

奥 日光 流 紋 岩 類 が フ ォ ッ サ マ グ ナ 西方 の 濃飛流紋岩類

に 対比 され，足尾帯 は 西南 日 本 の 特徴 をもつ こ と を指

摘 し た．さ ち に ， 高浜 （1972）や 矢内 ほ か （1973） に

よ り ， 白亜紀 後期 の 酸性噴 出岩類 が，足 尾帯北部 の 朝

日 山 塊 に も存在 す る こ とが あきらか とな っ た．さ ら に ，

蟹沢 （1974）は，東北 日本 の 古生代以降 の 火成活動 を

西南 日本 の それ に 比 較 して い ち じる し い 差 異 が あ D ，

棚倉構 造帯が そ の 境 界 と して 示 さ れ る こ と ， お よび ，

西南 日本 の 延 長 で ある 足 尾帯が 東北裏 日 本ま で お よん

で い る こ と をの べ た．石 原 （1973）は ，花 崗岩岩石 区

とそれ に 対 応す る Mo − W 鉱床 生成 区の お お きな性

質 変化 が 棚 倉破砕帯 を 境 と して 認 め ちれ る こ と を あ き

らか に した．以上 の 理由 の ほ か に，吉 田 （1975） は ，

阿武隈山地 東縁 の 古生層 をふ くむ南部北上地向斜堆積

物 と棚 倉構 造線西側 の 西南 日本側 の 本州地 向斜堆積物

との い ち じる しい 岩相 の ちが い をあげ，棚 倉構造線 を

境 に ，ある い は ，阿 武隈帯 そ の もの を境 界 山 地 と して ，

東北 日本 と西南 日本 の 二 つ の 地質 区が わ か れ て い た の

で あろ うと の べ た．

　 こ の ように ， 棚倉構造線を境に して ， 阿武隈帯 と接

す る八 溝層群 が，足尾帯の
一

員 として 西南 日本区 に 属

し な が ら， 東北 日本 の 阿 武 隈 帯 と対 立 す る とす る い く

っ か の 見解 が 示され て い る．こ の 論文 で の べ る棚 倉構

造線 は，大森 （1949），大森 ほ か （1953＞，
OMoRI （1958），

最近 では大槻 （1975）な どに よっ て実態が あきちか に

され た棚 倉破砕帯の 先新 第三紀 基盤岩類 を足尾帯 と 阿

武 隈 帯 とに わ け る ， お お き な 断 層線 をさ す もの で ある．
一

連 の 論文 で，大森 が 提 唱 した 棚 倉破砕帯 は ， 棚倉町

や 大 子 町 に か け て ， 地 溝状 に せ ま く分 布す る 新 第三 系

下部 を， 2 − 3km の 幅 に わ た り破砕す る 断層帯 に た

い し，な づ け られ た もの で あ る．そ し て，こ の 破砕帯

は，先新 第 三 紀 に 基盤岩中 に 発達 した 断層 が 再動 した

もの で あ る と され ， 先新第三紀基盤 の なか の 大規模な

断層 に た い し，棚 倉構 造 帯 と なづ け ちれ た．牛 来（ユ952）

も， 阿武隈 山地西縁 を くぎ る，基 盤構造 を支配す る 断

層と して ，
こ れ を重視 し た．こ の 論 文 で は ， 足尾帯 八

溝層群 と阿武隈帯 の 竹貫
・
御斎所変成岩，阿武隈花崗

岩類 お よ び 日立古生 層との 二 つ の 基盤構造 の 境界 は 線

として か な りは っ きり示 され る と考え，さら に，中央

構造線 や 仏像構造 線 と の 関連 も考 え て ， 棚倉構造線 と

い う名称 をも ち い る こ と に した．

　 と こ ろ で ， 先新 第三紀 の 東北 日本 と西南 日本 の 地質

区の 境界 をつ くる構 造線 と して
， 棚倉付近 以北 の 棚倉

構造線 が ど こ に 延 長 さ れ るか をあ き ら か に す る こ とは

重 要 な こ と で あ る．す で に ， 北村 （1963） は，新第三

系 の なか の断層帯 を追求 して，棚 倉構造 線 が 棚倉 か ら

長沼 を へ て，猪苗代 湖東岸 に い た り，さらに，月山南

西 麓 か ら大 井 沢 付 近 に 引 か れ る こ と を確 認 し た。ま た ，

皆 川 （1965， 1968）， 皆 Jllほ か （1967）は，こ の 構造線

に 影 響 され た 新 第 三 系 の なか の 断層や破砕 帯 を調査

し， そ の 全容をあ き ら か に しよ うと した．そ の 結論 と

し て，棚 倉構造線 は 主 と し て 中生 代末 に，阿武隈帯西

縁 を くぎる搆造線 として 活動 し，棚倉破砕 帯プ ロ パ ー
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一猪苗代湖 東岸一檜原一手 ノ 子
一北小国一 H本 国をつ

な ぐ断層群 （こ こ で は簡略化 して 棚 倉一日本 国線 とよ

ぶ 〉が それ に 当る と した．また ， 新生代 に 再動 した 棚

倉破砕 帯は，棚 倉一
檜 原

一手 ノ 子
一

野 川
一

大井 沢 を結

ぶ 断層帯（こ こ で は簡略 に して 棚 倉一
大井沢線 とよぶ ）

と して 追跡 さ れ，さ ら に ，そ れ は 月山
一鳥海 山の 方向

に追跡 可能で あ る と した，そ れ に加え て，棚 倉一日本

国線の 西南で は，粘板岩 ・チ ャ
ー

ト
・
砂 岩な どの 未変

成堆積 岩 が 分布 し， そ の 配列 は棚倉一 日 本国線で ある

こ と を指摘 し た．こ の 未変成堆積岩 は ， こ の 論文 で あ

つ か う足 尾帯 に 属す る もの で あ る．

　 い っ ぽ う， 棚倉構 造 線 の 北 方 延 長 に つ い て，島津

（1964a ，1964b ＞も と りあげ て お り，北村 （1963）

の 大井沢断層を，新 第三 紀以降の 活動 で あ る棚倉破砕

帯 の 北方延長 と考 えた．また，島津は 日本国一三 面構

造線を先新第三紀の 活動で ある棚 倉構造線 の 延長 で あ

ろうとし，そ して ， こ れ を境に して先新第三紀 基盤岩

に 差異 が あ る と い う指摘 をお こ な っ た ．その 後，島津

（1973）は，棚倉一 日本 国線 に っ い て ， 濃飛流紋岩類

に 相 当す る田川流紋岩類 が こ の 線 に ま た が っ て 分布

し ， こ の 線 を境 界 とす る差 異 が み られ な い との べ
， 検

討 の 必 要 を説 い た．

　棚 創 冓造 線 の 北方延 長 を求 め る と き， そ の 方法 の ひ

と つ と し て ， 基盤岩の 差 異 お よび 基 盤 の 差別運動 を反

映 した 新第 三 系 の な か の 断層，破砕 帯を追求す る こ と

が あげ られ る．皆川 （1968＞もす で に そ の 見地 か ら，

新第三系 の なか の 地溝状 で 急傾 斜す る構造 が 断層を と

もな い ，棚 倉構 造線 と し て追跡 さ れ る こ と をの べ て い

る．島津 （1973） は べ つ の見地 か ら，棚倉構造線が ひ

とつ の 断 層 と して 新 第 三 系 の なか で 顕在 す る 必 要 は な

い で あろ うとの べ て い る．そ の とお りで ある が ， 先新

第三紀め活動 で あ る 棚倉構造線 は，新 第三 系 の 下 位 に

お おわれ て 確認 は むずか しい と して も， 阿武隈帯 と足

尾帯 との 境 界 は 八溝山系東方で み る ように ，破砕 帯中

の 基盤岩岩塊 の 分布 は か な りは っ き りとした 線 で 示 さ

れ る．先新第三 紀 の 構造 区分や構造地質図 をつくる場

合 ， で き る だ け棚 倉構造線 の 北 方延 長の位置 をは っ き

りさせ て お くほ うが よい と考え ， 推察 を加えて み た い ．

先新 第三紀 の 棚倉構造線と して ，もっ と も 基本 的 な こ

とは ，
八溝山 系 東方 で み るよ うに 、足尾 帯 と 阿武 隈帯

との 地 質区境界 をつ くるとい うこ とで あ る，しか し，

そ の 北方 延 長 で は，両帯 の 基盤岩 類 が 新第三 系 に お お

われ て 露 出が わ る く， その 関係 は た しか め に くい ，竹

貫 ・御斉所変成岩類 は 米 沢 市東方 に わ ず か 分 布す るだ

け で ド そ の 北 方 に は 分 布 が 知 られ て い な い ．また ， 棚

倉一
大井沢線 や棚倉一 日本国線 などの 棚倉破砕 帯 の 北

方延長 の 断層帯 が集中す る 朝 日 山塊 で は ， 花崗岩類 の

分布 は ひ ろ い が，足尾帯に ぞ くす る古 ・中生層の 分布

は 限 られ て お り，棚 倉構 造線 の 位 置決定は か な りむ ず

か しい ．しか しな が ら， 朝日 山塊 の 花崗岩類 の な か に

分布す る古 ・中生 層が あ り，こ れ らの 地 層は 砂 岩 ・
粘

板岩 ・チ ャ
ー トな どか ら な り ， 足 尾 帯 に 属 す る もの で

あ っ て，竹貫 ・御斎所変成岩 に 属す るもの で は な い ．

また ， 古 ・中生層の 分布 とか さ な り，あ る い は さ らに

北 東方に ひ ろ が っ て ， 朝 日 山塊 に は 濃飛流紋岩類 に 対

比 され る 後期 白亜紀火山岩類 が あ り，西南 日本内帯の

特徴を もっ て い る．花崗岩類 も阿武隈帯 の もの に くら

べ て， い ちだ ん と新 し い 年代 を示 し，西南 日 本内帯 側

の もの に 近い ． こ れ らの こ とか ち み て ， 朝 日 山 塊 の 大

部分を足尾帯つ まり西南 H 本内帯の 地 質単元 と考 え た

い ．た だ し， 朝 日 山塊 に分布す る 片麻状 花崗岩 に っ い

て ， 阿 武 隈帯に 属す る もの か ど うか の 検討 は必要 で あ

る．朝 日 山 塊 を足尾帯 の 地 質単 元 とすれば，皆川 （1968）
の 棚倉

一
大井沢線が ， 棚 倉構 造線 の再活動 した断層 と

み る の が 妥当で あろ う．もちろ ん，再活動 した破 砕 帯

は 数条 の 断層帯 と な り，か な りの 幅 に わ た っ て 分岐す

る こ ともあ る で あ ろ うが ， 猪苗代湖東岸 か ら米沢 に か

けて み られ る 阿武隈帯 の 変成 岩類 の い くつ か の 小分布

地 が，棚 倉
一

大井沢線で くぎちれ る とみ られ る か ら ，

こ の 線 をもっ て 基 盤構造 を支配す る棚倉構造線として

第 2 図に 示 した．なお ， 皆 JI］（1968）は ， 棚 倉破砕帯

の さらに 北 方の 延 長を月山南西麓か ら鳥海山方 向へ の

び る の で は な い か との べ た が ， こ の 図 で は ， 月山南西

麓 か ら酒 田 方向へ
， 第四 紀火 山や平野 の 下を通 る もの

と推定 して い る．そ の 根 拠 とす る野外 の 事実は ほ とん

ど な い に ひ と し い ．しか し，月山 か ら鳥海山 方向 へ ，

新 第三系 を南北方 向 で切 る 断層は，油 田 方向を示 す構

造 の 現 わ れ で あ り， 棚倉破砕帯は む しろ南北方向 の 油

田 構造 を切 る NNW − SSE 方向の もの で，月 山
一

鳥海

山 を結 ぶ 南北性 断層が ， 基盤構造 の 棚倉構造線を反 映

す るか ど うか 疑問 が もた れる．なお，田 口 （1971）は ，
裏 日本新 第三 系積成区 の 解析 か ら ， 先新 第三 系 の 基盤

構 造 と そ の 運動 の 差 異 が 反映す る こ と を考察 し， そ の

ひ とつ として棚倉構造線を重視 した．そ して 棚 倉構造

線 は 棚 倉
一

立 谷沢線で示 され る との べ て い るが，第 2
図 で 図示 した棚倉構造線 の 位置 は こ れ に ちか い ，
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第 2 図　足尾帯の構造方向

　　破線 は一般 的構造方向， s 字線 は 竹貫 ・御斉

　　所変成 岩 の 片 理 方向

　 〈地名＞ sk ： 酒田，　Y ； 山形，　 S ： 仙台，　 Yo ：米

沢，F ： 福島，　 Aw ： 会津若松，　 N ： 新潟，
T ： 棚倉，U ： 宇都宮，　 M ： 水戸，
Ma ： 前橋

V ．足 尾帯の 構造方向 と地 体構 造上 の 位置

　まえに の べ た ように ，
こ の 論 文 で は ，

足 尾帯を，黒

田 （1963），礒 見 （1968）， 礒 見 ・河 田 （1968）の もち

い た 広義 の 足尾帯 と して あつ か う．足尾帯 ， と くに そ

の 南部 の 古 ・中生層 に つ い て は，い ろ い ろ の 文献 が あ

る （藤本 t1961 ；藤本
・
小林，1961； 長 谷 J［1・高野，

1961；佐藤ほ か ，1975 な ど〉．足 尾 帯 に ふ く まれ る古 ・

中生層は ， 砂岩
・
粘板岩

・チ ャ
ートを主 とす る 地層 で，

石 灰岩や玄武岩質溶 岩お よ び 火 砕 岩 をは さ み ，ユ ウ地

向斜 の 堆積 物 で あ る，石 灰岩 か らは しば しば 二 畳 紀 フ

ズ リナ を産 出し，ご くまれ に 石炭紀 の 化石 が 知 られ て

い る．さ い きん，足尾山地 か ら三畳紀 型 コ ノ ドン トが

多くの 地 点 か ら多数発見 され，二 畳系 の 部分 との 関係

な ど に ふ れ た い くつ か の 論 文 が 発 表 され て い る （林，

1968
， 1971；小池 ほ か ， 1970； コ ノ ドン ト団体研 究 グ

ル
ープ，　1972，　1974；ノJ・池 ほ か ，　1974）．

　足尾 山地 や 八 溝山 系 で は 資料 が 多 く，地質構造 な ど

よ くわ か っ て い るが，足尾帯北部 の 古 ・中生層 の 地質

構 造 は 資料 が す くな く， よ くわ か ら な い と こ ろ が 多い ．

足 尾帯北部 の 地域 に っ い て，地質調査所発行 の 日本地

質図索引図 に収録 さ れ て い る文 献資料か ら古 生 層な ど

の 走向 をあつ め作成 した の が，第 2 図 の 構造方向図 で

あ る．北部 で は 資料不足 で 不正 確な 部分 が あ る こ と は

い なめな い ，しか し，大局的 に は，一
般 的構 造方 向が

現 わ さ れ て い る と考 え る．

　第 2 図 に 示 さ れ る と お り， 主要 な 構造 方 向 は，

NNW − SSE 方向か ら NNE − SSW 方 向を と る．八溝

山 系 の 古 ・中 生 層に み ら れ る構造方向 は，足 尾 帯 の 主

要搆 造方向を代表す るもの で あろ う。こ の 構造方 向 は，

断層 で 切 られ る こ と も あ る が ，
八 溝層群 に み られ る S

字状 方向つ ま り屈曲した構造 方向を もっ こ と も推定 さ

れ る，そ して ，
一

般 的構 造 方向 は やや屈曲 しなが らも，

足尾帯全体 の お お きな傾 向 として，棚 倉構造線 と平行

した 方向性 を とる．そ して，阿武隈帯 の 分布方向や変

成 岩 の 片 理 の
一

般 的 方向 と も平行 性 を保 っ て い る．も

ちろん ，足尾帯 の なか で は ，葛生地方 の 半盆状構 造 が

あ り， 断層 に よる 変位 もあ っ て， うえ に の べ た
一

般 的

な方向 と
一

致 しな い と こ ろ も部分的 に ある．しか し，

全体 と して み れ ば 足尾帯 と そ の 南縁変成帯 で あ る 筑波

帯 が ， 東北地方 へ 本州孤 の 伸 び の 方向 に つ なが る の で

はな く，棚倉構造線や阿武隈帯 と平行 して裏 日本へ ぬ

け る形 を と る．山下 （1970）， YAMAsHITA 　and 　FuJITA

（1973）が 示 して い る 本州 中央部地質構 造区分図 に お

い て も，広義 の 足尾帯 の な か に ， 南北性 の 方向 を と る

帯状 構造 が よ くあ らわされ て い る．
’

足尾帯 の 構造方向

は，ま た，西南 日本内帯 の 本州地向斜 の の び が ， 日本

海方 向 に む か っ て い る こ とを意味 し， MINATo 　 et　al．

（1965）に よ っ て，そ の 状況 は 古地理 図 と して 表現 さ

れ て い る．さらに ， こ の 構 造 方 向は，フ ォ ッ サ マ グナ

南部 の 北 に 閉 じた 屈曲構 造 が，石 井 （1962）や礒 見
・

河 田 （1968）に よ っ て あ き ら か と さ れ た 関東平 野東部

で 北 向 きに 折 れ曲 が る屈 曲構 造 に つ なが っ て い くこ と

をも示 して い る．第 3 図 に 示 さ れ る糸魚川
一

静岡構造

線 と棚 倉構造 線 と に は さ まれ る地 帯 は，伊 豆一マ リア

ナ弧 と本州 弧 と の 交叉部 と して も知 られ て い るが ， こ

の 地帯 は ， 阿武隈帯 や 棚 倉構 造 線 と平 行 配 列 関係 を 保
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ち なが ら ，

一
般 的な内部構造方 向 は，つ よ く折 れ まが っ

た S 字状屈曲構 造 を示 して い る．

　以上述べ た と お り，足尾帯 の 構造方 向は，阿武 隈 帯

の 変成岩類 の それ とほ ぼ 平行 し， 両帯 は棚倉構 造線 を

境 に して 平行 配列 関係 に あ る．足尾帯お よび 筑波帯 と

阿武隈帯 と の 平行配列 は ，

一
見丹波 （美濃）帯お よ び

領冢帯と三 波川帯 との 関係 を思わ せ な い で もな い ．極

言すれ ば 中央構造線 に 相 当す る 役割 を もつ もの と して

棚倉構 造線 を と らえ た ら ど うか と い う疑問 で あ る．し

か し な が ら ， 阿 武 隈帯 と領家帯 ・三 波川帯 とは本州 地

向斜 の 発展 の な か で ち が っ た 地質単元の もの で あ ろ う

（加納 ほ か，1973；吉 田，ユ975）．阿武 隈 帯の 岩 石 あ る

い は 原岩は ， 本州地 向斜 の なか で ， 地 塊 あるい は 構造

性 陸 地 （tectonic　land＞と し て，東北 日本お よび 西南 日

本地 向斜 区 をわけ る 役割 を果 して い たと考え られ る か

ら，足尾帯お よ び 筑波帯 と阿 武 隈帯 との 対立 関係は造

山史 の うえか ら 同次 元 の もの で は な い ．基盤岩的位置

に あ っ た 阿武 隈帯 の 岩 石 が ，被覆層で あ っ た 足尾帯 の

それ と，棚 倉構 造線 で もっ て 接 した と い う関係 に あ る

と考 え られ る か らで あ る．さ ら に ， 白亜 紀 火成活動 を

‘
げ

6
◎

。

第 3図 　日 本 列 島 地 質 構 造 区 分

　　　　破線は足尾帯〔a ）に お ける一般 的構造方向

　〈記号＞ T ： 棚倉構造線 ，M ： 中央構造線，　 B ： 仏像構造線 ，
　 a ； 足尾帯，1 ： 上越帯 ，

　　　se ； 三波川帯 ・秩父 帯 ab ： 阿武隈帯，　 sk ： 南部北上帯 ，
　 nk ： 北 部北上帯 ，

　 i ： 岩泉帯
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み れ ば ，棚 倉構造線か ち東方つ まり東北 日本 に ひ ろ く

拡 が る こ とが 知 ら れ て お り， 白亜紀 火 成活動 の 前縁 を

鋭 く形成 して い る中央構造線 と性格をま っ た くこ とに

して い る．また ， 問題 は 足尾帯 つ ま り西南 日本内帯側

が 日本海 へ つ きぬ け るとす ると，外帯は北部北上帯 ・

岩泉帯 に 延 び る と い う考 え 方 が
一

般的 で ある か ら ， 内

帯 と外帯 の 延長蔀と が ， 阿 武隈帯お よ び 南部北上帯 と

を間に は さ ん で ，分離 して しまう と い うこ と で あ る，

阿武隈 ・南部北上帯 は ， そ の場合中聞山地 お よ び そ の

上 の 堆積層 で あ る と い うこ とに な る で あ ろ うが ，東北

日 本に お け る中央構造線 の 位置 に つ い て は 多くの 検討

が さらに 必要で あ ろ う．

　 八 溝層群 は，そ の 堆積 当時基 盤 的存在 と推定 され る

阿 武隈帯 の 岩石 に もっ と も近接 し た 位置 に あ る か ら，

堆 積相 の うえで な に か の 徴候 を残 して い る こ と が 予想

さ れ る が ，そ れ に つ い て の 十分 な証拠 は 得 られ て い な

い ．た だ ， OKAMI （1973）に よれ ば，猿久保礫 岩 の な

か の オーソ コ
ー

ツ ァ イ トや石灰 岩 の 礫 が ，東方阿武 隈

帯か ら由来した 可能性 が あ る と い わ れ て い る．け れ ど

も，笠井 ほ か （1976）が あ きらか に し た 猿 久保礫 岩 の

逆 転 に よ り，供給方向 は 再検討 す る 必要 が あ る．もう

ひ と つ の データ と し て，大 山 ・笠井 （1974）が あ きら

か に し た 八溝層群 の か な りひ ろ い 地域 に わ た る植物化

石 の 産 出が あ り，堆積岩中に も炭質物 が 多くみ られ る

こ とが あげ られ る． こ れ は，八 溝層群 が 陸 地 に 近 い 環

境 に お け る堆積 物 で あ っ た こ とを示す の で あ ろ う．ま

た，チ ャ
ー

トが 足 尾 山地 に く らべ る とは る か に す くな

く，砂岩が 優勢で あ る こ と もそれ を支持 す るもの で あ

ろ う．

VI．お わ りに

　八溝層群 は，西南 日本内帯に属する 足尾帯 の なか で
，

棚倉構 造線を境 に して 東北 日本 に もっ と も接近 した 位

置 に ある．そ の 意味 で ， 八溝層群の 層序 ・構造 ・堆 積

環境 な ど をあきらか に す る こ と が 必要 で あ る．しか し，

八 溝 層群 の
一部に 逆転構造 が た しか め られ ，再調 査 を

進 め て い る段 階 で，不 十分 な もの に 終 ら ざ る をえ な

か っ た．

　八溝層群 に あらわ れ る S字状 構造 は，足 尾帯 の
一般

的構造方向 を特徴的に 示 して い る と考 え ら れ る．こ の

ような構造方向 をもち な が ら，足 尾 帯 は 全 体 と し て，

棚 倉構造線や阿武隈帯 と平行 的な方 向を と る．フ ォ ッ

サ マ グナ南部 に み られ る 屈曲構造 は ， 関東平野東部 に

お い て北 へ む か い 反転屈 曲す る．足尾帯に代表 さ れ る

西南 日本内帯 は，東北 日本 の 本州弧方向 に 延 長 す る の

で は な く， 棚倉構造線や阿武隈帯 と平行配列関係をた

もちなが ら， 日本海 に つ きぬ け る 形 を と り，現在 の 本

州弧 を斜断す る，
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Geology　of 　the 　Yamizo 　Mountains 　 and 　Geotectonic　Situation　of 　the　Ashio　Belt

Takashi　YosHIDA，　Katsumi 　KAsAI　and 　Chie　AoKI

（Abstract）

The 　Yamizo 　Group ，　which 　occupies 　the　Yamizo 　Mountains，　consists 　mainly 　of　sandstone ，　slate 　and
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chert,  and  intercalates small  lenses of  limestone, thin beds of  tuff and  conglomerate,  The  Yamizo  Group

belonging to the Ashio Belt, whicP  is a  geotectonic  unit  corresponding  tQ the Mino  or  Tanba  Belt in the

Inner Zone of  Southwest Japan, is of  geosynclinal  origin  and  contains  rnany  conodonts  of  the Triassic

type  almost  all over  the area.

     The  Ashio Belt and  the geosyncline  of Southwest Japan are  separated  from the geosyncline of

Northeast Japan by  the Tanakura  Tectonic Line or  the Abukuma  Belt, which  played  a  role  of tectonic

mountains  or  uplifted  belt, The  general  trend  of  the Ashio Belt is NNW  to SSE as  shown  in Figs.2 and  3,

and  it is nearly  parallel to the Tanakura'Tectonic Line and  the trend of  the Abukuma  Belt, composed  of

Takanuki-Gosaisho  metamorphic  rocks'apd  granitic rocks.  Geotectonically the Ashio Belt in Southwest

Japan is in parallel arrangement  to the Abukuma  Beit in Northeast Japan, and  the Tanakura  Tectonic

Line forms the boundary  between the two,  confronted  with  each  other.  The  geologic structure  ef  th'e

Kanto district including the Ashio and  Yamizo  Mountains was  affected  by acute  bending of the southern

Fossa Magna,  and  the Ashio Belt extends  northward  to the Sea of  Japan, its direction being turned

under  the eastern  Kanto  Plain.

     The  inner side  of  the Honshu  geosyncline  west  of the Tanakura  Tectonic  Line extends  not  to

Northeast Japan along  the Honshu  Arc, but to the Sea of  Japan across  the  arc  obliquely.  The mentioned

fact is an  interesting problem  frem the standpoint  of tectonic geology and  paleogeography of  the

Japanese Islands.


