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Abstraet　It　 is　generally　recognized 　 that　 the　sedimentary 　basins　fermed　 by　the 　Green

Tuff　orogeny 　in　the 　period 　of 　its　earliest 　stage 　conapse ＆　after 　local　upheaval ，　and 　were

followed　by　the　 volcanic 　 activjties ．　 In　these 　basins，　 the 　talus −like　 conglomerates 　deposited

at　 first　and 　normal 　 sediments 　did　succes 三vel ｝
・．　Such　collapsed 　basins　formed 　at 　 the

Nishioga，　 Dailima　and 　N孟shikurosawa 　stage 　 are 　found　in　the　Green　Tuff　 region ．　 The 　genetic

and 　 devebping　process 　 of　 the　 bas孟ns 　 confirmed 　 at　 the　 Nishioga　 and 　 Daijima　 stages ．

　夏nthe 　 Yoshino　 district，　 the　 Iower　 to　 the　 middie 　 Miocene　 systems 　 are 　 d重vided 　into　 four
formations ，　 that 　 is　 the 　 Taro　 for皿 ation ，　 the 　 Yoshino 　 formation ，　 the　Motozawa 　fermatien
and 　the 　 Hasedo 　formation ．　 The 　Motozawa 　 formation 　 deposited　 in　the 　 collapsed 　basin　formed

after 　the 　deposition　of　the 　Yoshino　 formation．］
「he　 eliff 　 of 　the 　 collapsed 　basin　 was 　about

7〔〕Orneters 　high　at 　 that　 time．　 The　Motozawa 　fQrmation　abutted 　against 　 the　cliff ．　 The

lowest　part　 of 　 this　 formation　 is　 marine 　 sediments ，　 The　 upper 　Yoshino　 formatien　 is　 marine

sediments ，　too ．　 The　Yoshino　formation　is　 co ”正ormably 　 overlain 　by　the 　Mot （冫zawa 　formatiQn
，

except 　 the 　 Motoyashiki　 area 　 where 　 locates　 at 　 the 　 margin 　 of 　 the 　 basin．

　The 　facts　above 　mentioned 　tell　that　the 　collapsed 　 basin 　accu 皿 ulated 　the 　Motozawa

formation　 was 　 formed　 undeI
・the 　 sea ．

　The　writer 　d重scusses 　about 　this　basin　in　this　paper ．

ま　 え　 が 　き

　 グ リーン ・
タ フ造 山運動 の 発生 期 に 関す る研究，主 と

して 発生期 の 堆積盆地 形成 の 機 構 に 関 す る研 究は，aSLU

（1972），本 宿 団 体 研 究 グル ープ （1968），山 陰 グ リ
ーン

・タフ 団体 研 究 グ ル ープ （1973） な ど に よ っ て お こ な わ

れ て き た ．こ の 結果，グ リ
ー

ン ・タ フ 造山 運動発 生期 の

堆 積盆 地 は，部 分 的 隆起 と隆 起 部 の 陥没 に よ っ て 形 成 さ

れ る こ とが 定式化 さ れ て き た ．ま た，発生 期 の 堆 積盆地

で は一
般 に淡水環境 の も とで ，陥没 盆地 縁辺 部 で の 崖 錐

性基底 礫 岩 の 堆積 と jE常砕屑 岩類の 堆積 が 進 行 し．や が

て 火 山 活 動 が 開 始 す る と さ れ て い る．西 男 鹿 期 お よ び 台

島 期 の 堆積 盆地 で は こ の 傾向 が よ く認 め られ る が，西 黒

沢 期 の 堆 積盆地 で は堆 積盆地 形 成後 ほ ど な く して 海進 が

＊ 　
「

陥没総 研 ．］ 研 究発 表集 会 〔於 東京，1977，1＞に て
一
部 を発表．

＊＊　東 京都 立 淵 江高 等学校，Fuchie　High　School，　Tokyo ，

認め られ る こ と が普通 で ある （山 陰グ リ
ーン ・タ フ 団体

研 究 グ ル ープ ぽ か，1977）．

　山 形県吉野地域 で は，中新世中期 の 西黒沢期後半の 堆

積盆地 に 当初 か ら海 が 侵 入 して お り，その 堆 積盆 地 内 に

堆積 し た地 質系統 は ，大部 分 が整 合漸移の 関係 に あ る．

しか しな が ら，こ の 堆 積盆地 は そ の 発 生 が陥 没 に よ っ て

は じま っ て い る （足立 ．1977）こ とか ら，ほ ぼ水底 に お

け る陥没 盆 地 で あ る とみ られ る．本 論 文 で は こ の 陥没 構

造 に つ い て 報告 す る．

　本論文 の 作成 に あ た り懇切 丁寧な御指導 をい た だ い た

新潟大学 ・吉村 尚 久 博士 に 深 く感謝申 し上 げ る，

地 　質　概　説

　本地 域 の 地 質 の 記 載 に っ い て は す で に 報 告 した （足 立 ，

1977）の で ，こ こ で は その 概 略 をの べ る に と どめ る．

　本地 域 に は，基 盤 岩 類 と して 先 新 第 三 系 の 花 崗 岩 類 が
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第 1 図　 地 　 質　 図 ，

ユ ：火 山 泥 流 堆 積 物 （臼鷹 山層 ），2 ：流 紋 岩 質火 山砕 屑 岩 類 （長谷 堂層 ），3 ：泥岩 （本沢層、L部層），
4 ：ホ ウホ 岩 型 流 紋 岩 質水 冷破 砕 溶 岩，5 ：流紋 岩 質火 山砕 屑 岩 類，6 ：泥岩 （以 E 本沢層中部層），

7 ：流紋岩質火 山砕屑岩類，8 ：流紋岩質水 冷 破 砕溶岩 ，9 ：泥 岩，10：崖錐 性 （基 底）礫 岩 〔以 上

本沢 層 ド部層〉，
11 ：小 滝型 安 山 岩 溶 岩，ユ2 ：⊥ 部 高 倉 山型 安 山岩 溶岩 ，13 ：石 英 安 山岩 一安 山 岩 質

火 山砕 屑岩 類 ，14 ：下 部 高 倉 山 型 安 山 岩 溶 岩 （以 E 吉 野層⊥ 部層〉，15 ：砂 岩 ・
礫岩，16 ：崖 錐 性

（基底）礫岩 （以 上 吉野層 ド部層），1ア ：砂岩 ・泥岩 ・礫岩 （太 郎 層 上部層），181変質輝 石安山岩溶

岩，19 ：変質輝 石 安 山 岩 質 火 山 砕屑 岩 類 （以 上 太 郎 層 下 部層），20 ：基盤，21 ：大 平 山型 流 紋 岩 ，
22 ：赤 紫色 流 紋 岩 ，23 ： その 他 の 流 紋 岩 ，24 ：安 1［【岩，25：玄 武 岩，26 ：断 層，27 ：背 斜軸，28 ：向

斜軸
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み とめ ら れ，そ れ を不 整合に お お っ て 新 第三 紀 中新 世 前

期
一

中期 に か け て噴 出 した 中性一酸 性 の 火 山 岩 類 お よ び

火 山砕屑岩類 が広 く分布 して い る．本地域北部に は第 四

紀 の 白 鷹 山 火 山 の 火 山 泥 流堆 積物 が み られ る （第 1 図 ）．

本地域 の 地質層序 は 第 1表の 通 りで あ る，

第 1 表　地 質 層序 ．

本沢 層 を
一

部不 整 合の 関係 で お お う．層厚 は 150m 十 で

あ る．

　第四 紀の 火 山泥流堆積物 か らなる 白鷹 由層 は，下位 の

新 第 三 系 の 構造 と は全 く無 関係 に ほ ぼ水 平 に 分 布 して い

る．

　本地 域の 地 質 構造 を大 局 的 に み る と，北 西
一

南 東 な い

し は 北北東
一

南南西か ら北東
一

南西方 向 の 断 居 お よ び褶

曲構造 が 発達 し，吉 野 層 に は ドーム 構造 と波 状 褶 曲 構 造

がみ られ る．

本 沢 層 の 記 載

　本沢 層 の 岩 相 は 第 2表 に示 した通 りで あ る．こ こ で ぱ

2
，

3 の 特徴 的 な点 に つ い て ふ れ て お く．

　本沢 層 と下位 の 吉野 層 との 関係 は，元 屋 敷付 近 の 基盤

の 分 布 す る と こ ろ で は ，後述 す る よ うに
一

部 不 整 合の 関

係 に あ る が，他 の 地 域 で は整 合漸移 の 関係 に あ る．また，

本 調 査 地 域 北 方 の 小 滝 峠付 近 の 本 沢 層 と吉野 層 も整 合 の

関係 に あ る．本沢層 の ほ ぼ 基底 部 に 相当す る 黒色泥岩 お

第 2 表　本沢層 の 岩相 ．
　基盤 の 花崗岩類は 黒雲母花崗岩 ・花崗閃緑岩 など か ら

な る．こ れ ら は 朝 日山塊に 至 る まで 地 表 に 点々 と露出 し

て い る．また 試錐資料 （金 属鉱物探鉱促 進 事業団 ，
1971）

に よ っ て も き わめ て 浅 い こ とろ で 基盤 に 達 す る な ど，浅

所 ま で 基 盤 が 分 布 して い る 地 域 と して 知 られ て い る．
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 も／ts わ

　新 第 三 系 は，下 位 よ り太 郎 唇 ・吉 野 層 ・本沢 層 ・長 谷

堂 層 に 区 分 で き る （足 立 ，1977）．

　太 郎 層 は，変 質安 山岩 溶岩 お よび 同 質 火 山砕 屑 岩 類，

さ らに 砕 屑 岩 類 か ら構成 さ れ て い る．本層 は と くに 南部

の 基盤 に接す る 部分 に 発達 して お り，地表 に お け る分布

は か ぎ られ て い る．一
部 に 溶結 凝灰 岩 や 降下 ス コ リア 質

凝灰岩 が み られ る．太郎層 の 最大層厚 は 550m 十 で あ る．

　吉 野 層 は，太 郎 層 を ゆ る や か な傾 斜不 整 合の 関 係で お

お い ，と き に は 太 郎層 を欠 い て 直接基盤 を不 整 合 に お お

う．本地 域 の 中央 部 か ら南 西 部 に か けて 広 く分布 す る．

本層 は 玄武岩 質 安山 岩
一

安山 岩質火山 砕 屑 岩 類 お よ び砕

屑 岩 類 を主体 と して お り ，

一
部 に石 英 安lri岩 の 活 動 もみ

ら れ る．基底 礫 岩をふ くむ 下部層の 上 部 か ら は，海棲貝

化石 を産出す る．吉 野 層 の 層厚 は 300 − 1150m で あ る．

　本沢 層 は 流紋岩質火 山砕屑岩 類 を主 体 と して お り，本

地 域 の 北東部 に 広 く分布 す る．本沢 層 と
．
ド位 の 吉 野 層 と

は．．・部 不 整 合の 関 係 に あ る．比 較 的 連 続性 の よい 泥 岩層

が 数 層 準 に 発 達 す る．本部 層 の 層厚 は 150〜97em 十 で あ

る．

　長谷 堂層 は，白色 酸 牲 火 山礫凝灰 岩 か ら な り，下位 の

長 谷　　　　堂 　　　　層

灰
一

暗仄 色 の 泥 岩 を主体 とす る．下部 は 比較

上 的 凝 灰 質 で 上 部 に な る に つ れ て 泥 岩 へ と移化

部 す る．層 厚 1．5m 程 度 の 玄 武 岩 質凝 灰 岩 を 介

層 在 す る． ド部 か ら海 緑 石 を産 出 す る．層 厚 は

50m 十 で あ る，

本

流紋 岩 溶岩 お よ び同 質 火 山砕 屑 岩 を主体 と し

中 て お り，．最下部 に は 比 較的 連続性 の よい 泥岩

層 が 発達 す る。流 紋岩 溶岩 は 塊状
・

ひ び割 れ

部 状 ・角礫 状 を呈 す る もの か らな り，　
・
部 に は

球穎 流紋岩 が み られ る．火山砕屑 岩類 は軽 石

沢 層 質凝 灰岩，砂 質一泥質凝灰 岩 が 主で ある，層

厚 は ／50〜5〔〕Om で あ る．

流 紋岩 溶岩 と同 質火 山砕屑 岩類 を主体 として

お り，下部 に は 泥岩層 が発 達 し，元屋敷付 近

下
で は 局 部 的 に 崖 錐 性 礫岩 がみ られ る ．流紋岩

層 溶岩 は灰〜淡緑色 を呈 し，無斑 晶質 ない し ガ

部 ラ ス 質 で あ り，一一般 に 自破砕 状 を示 す．火 山

砕 屑岩類 は，淡 緑色 の 基質 に緑〜暗冷絶 の パ

層
ッ チ 状 あ る い は 横 に の び る偏 平 な軽石 を多量

に ふ くんで い る もの が 多い ．層 厚 は 0〜491〕m

呑 あ る．

吉 　　　　　野 　　　　　層
1
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よ び泥質凝灰岩 が 上山市西方 に 発達す る が，こ の 中 か ら

は，Gioborotaiia　 scitula ，　 Giobigerineides　 ruber ，

G ．trileba ，　 Hopkinsin α sinboi ，　 Martinottietl α com −

munis などの 有孔 虫 化 石 を産 出 し，ま た 小 滝峠 の 本沢層

の 基底 部 と し た 泥 岩 層中 か らも Gtebigerina　 sp ．，　Mar −

tinottielta　 communis な どの 有孔 虫化 石 が産 出す る （北

ほ か，1969 ：金属 鉱物探鉱促進事業団，／971）．以 ［1 に あ

げ た有孔虫の 産出は 本沢 層の 基底 部 か ら海 が入 っ て い た

こ と を意味 す る もの で あ る，

　本沢暦 の 下部層 お よ び中部層 に は流 紋岩 溶岩 ・
同質火

山砕 屑 岩 類 が 発達 す る が，と く に 溶岩 流 は元屋敷 以 東の

地 域 に 集 中的 に 分布 して い る．　ド部 層 お よ び中部 層中 に

発達す る 溶岩 ぱ 次の よ うな特徴をも っ て い る．

　 肉眼 的 に は，灰 一淡 糸絶 な い し青 緑 色 を呈 し，無斑 晶

質 ない しガ ラ ス 質で あり，塊状 ・ひ び割れ状 ・角礫状を

呈 して い る．そ して ，泥 岩 が しば しば角礫 の 間 をみ た し

て い る、ま た 溶岩 流 の 縁 辺部 に は真珠岩 もみ ら れる．鏡

ドで は，斑 晶 は 斜 長 石 ・シ ソ 輝石 な ど がみ とめ られ，斑

状 組 織，真珠 岩 組 織 ， 流 理 構造 を示 す．

　野 外 に お い て は 次 の よ うな 産 状 を示 して い る．こ の 産
　 　 　 　 　 　

t／t　　もヒ　　　　 　　　 t　 カ・1／　 ／
．t

状 は，と くに 山 元 か ら須刈 田 に か けて の 本 沢 川 沿 い SSよ

び須刈 田 か ら上 山 に 向 う道路沿 い で よ く観察 さ れ る．全

体的 に は角 ば っ た 岩 塊の 集 合体 で あ り，溶岩 流 の 端 の 部

分 と 思 わ れ る と こ ろ で は 岩 塊 と 岩 塊 と の 關 を泥 が み た し

て お り，ガ ラ ス 質 で あ る．こ の 溶 岩 流 は，山元 付 近 で 最

も厚 く東側 に 向 っ て 厚 さ を減 じる．山元 付近 か ら東側 に

向 うに っ れ て 次 の よ う な
一

連 の 岩 相 変 化 を示 す．  塊状

な岩 塊   網 目状 の
・
種の ひ び割 れ 構造 を有す る 溶岩

（溶液 の 通 過 に よ る と思 われ る 緑 色 化 が ひ び割 れ の 中 に

み られる），  岩 塊 と岩 塊の 間 にす きま が で き ， その す き

ま の 部分 は 泥岩 お よ び岩 塊 と 同質 の 細粉 に よ っ て み た さ

れ て い る溶岩，  岩 塊 と岩 塊 と の す き ま が 大 き く な り岩

塊 その も の も小 さ く な っ た 溶岩，以上 の よ うな岩相変化

を示 して い る，こ れ らの 中 に 異 質礫 は 全 く含 ま れ ない ．

こ の よ うな特徴 は ，水の 影響を強 く受 け て 急冷 さ れ た 溶

岩 流 に み られ る持 徴 で あ る と考 え られ る．下 部層 に 発 達

す る 溶岩流 は，連続的 に 観察 で き る露頭 が ない た め産状

を十 分 あ き らか に で き な か っ た が，ほ ぼ 同様 の 傾 向 を示

して い る．

本沢 層 の 陥 没構 造

　 1 ．陥 没 の 証 拠

　陥没 を示 す証拠 と して ，

一
般的 に は崖 錐 性 基 底 礫岩 ・

高角不 整 合面
・
古期 破 砕帯 な ど の 存在が あ げ られ て い る
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　　　　　　　　　　　　 第 2 図 　堆積盆 地 の 東 西 方 向 の 模式断面 図 ．

1 ：火山 泥流堆積物 （自鷹山層），2 ：流紋岩質 火山砕屑岩 類，3 ：礫 岩 （以 上 長 谷堂 層 ），4 ：流 紋

　岩 質 火 山砕 屑 岩 類 ，
5 ：流紋 岩質水冷破砕溶岩，

8 ：安 山岩 質 火山砕 屑 岩 類 （吉野 層），9 ：基盤 ．
6 ：泥 岩，7 ：崖 錐 性 （基 底 ）礫 岩 （以 上 本沢 層 ）
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（藤田 ，
1973 ： 1［［陰 グ リ

ーン ・タ フ 団体研 究 グ ル ープほ

か，1977）．本 沢層 にっ い て み れば，直接 の 基 盤 と の 高 角

不 整合面 と そ れ に へ ば りつ く崖錐性 （基底 ）礫岩の 存在

が た しか め られ た が，古期破 砕 帯 に つ い て は こ れ まで の

地 表 調 査 で み る か ぎ りで は あ ま りみ られ ない ．したが っ

て こ こ で は，陥 没 を示 す 証 拠 と し て崖 錐性 〔基 底）礫岩

お よ び高 角不 整合面の 存在 ， そ して こ の 高角不整含面 に

対 して 大量 の 本 沢 層 が ア バ ッ ト関係を示 す こ とな どが あ

げ られ ，以下 に こ れ ら に つ い て の べ る．

　 〈崖 錐 性 （基底 ）礫 岩〉

　元屋敷付 近 に 分 布 す る 基盤 の 花 崗 岩 の へ り に，不 整合

関係 で吉野層の 無 斑 晶質 安山岩 の 礫 をふ くむ礫岩 が発達

して い る，こ の 礫 岩 の 分 布 は局所的 で あ り，礫 の 平均径

は人 頭大 ぐらい で あ るが最 大径 3m に 達 す る も の もあ る．

また，淘 汰 度 が低 く，礫 の 大 半が 角ない し亜 角 礫 よ りな

っ で い る．礫種 は基 盤 の 花崗岩 が圧倒 的 に 多 く，ぽ か に

吉 野層 に 由来す る安 山岩 ・凝灰岩 ・砂岩
・泥 岩 な どの 礫

をふ くむ．基質部は ア ル コ
ーズ砂 岩 か ら な る．こ の 礫 岩

は基盤 の 花崗岩 に へ ば りつ くよ うに
，

し か も後述 す る
．よ

うな急崖 の へ り に 分 布 して お り，側 方 ない し上位 に なる

にっ れ て泥岩
・
泥質凝 灰 岩

・軽 石 凝灰 岩 に 移化 す る （第

2 図）．

　こ の よ うな特徴 をもっ 礫 岩 は崖錐性礫 岩 と さ れ て い る

（藤 田，1972 ：沢井 ほ か，1973 ：山 陰 グ リーン ・タ フ 団

体研 究 グ ル
ープ ほ か，1977＞．

　 （高角不整合面
一ア バ

ッ ト〉

　野 外で 直接 に 不整 合面を観察す る こ とはで きな か っ た．

し か し第 2 図 に み ら れ る よ うに，元屋 敷付近 の 基盤 の 分

布 す る 部分 をふ くめ た 西側 の 地域 と 東側 の 地 域 と で は，

本 沢層 の 層 厚 が極 度 に異 な っ て い る．西側 地 域 の 層厚 は

300m内 外であ るの に 対 し て，東 側 地 域では800m 〜1000m

で あ る．両地 域 の 堆 積量 の 差 は本 沢 層 堆 積後 の 断層活

動 に よ っ て 生 じ て い る もの で は な い ．こ れ は，地 表調 査

に お い て 両
．
地 域 を境す る 本沢層堆積後の 断 層 がみ られ な

い こ と，
お よ び層序 関 係 か ら明 らか で あ る．こ の こ とは，

元屋 敷 付近 の 基盤の 東側 地 域 が 本沢 層 の 堆積 す る以前 に

29
　 　 ▲ 　 　 ▲

。

▲

500m

アKm 0

第 3図　堆 積盆 地 の 南北 方 向 の 模式断面図 ．

　　　凡 例 は 第 2図 と同様．
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相対 的 に お ち こ ん で い た こ と を示 して い る．

　 試 錐資料 （金 属鉱物探鉱促進 事業団，1971） に よ れ ば，

孔 井 YY − 22は 深 さ15m で 基 盤 に 達 して い る に もか か わ

らず，孔井YY − 6は，700m まで 掘削 して も基盤 に は達

して い ない ．YY − 22の 位 置 と YY − 6 の 位 置 は 水平 距

離 に して 700m しか は なれて い な い ．しか も高角 不 整 合面

に 対 し て ほ ぼ 直角 に 切 る 方 向 の 断 面 に 投影す る と水乎

距離 に して わ ず か300〜400m の へ だ た りで あ る．こ れ ら

の こ と か ら，基 盤 の 東側 に急崖 が存 在 して い る こ と，し

か も その 急 崖 は 堆積盆 地 側 に70
°〜75

°
の 傾 き をも っ 高角

不整合面で あ る と考 え られ る．こ の 高角不 整 合面 に対 し

て ，流紋 岩 溶岩 お よ び 同 質 火 山砕 屑 岩 類 か ら なる本沢層

の 下部層 お よび 中部 層 の
一
部 が ア バ

ッ トの 関 係 を示 して

接 し て い る （第 2 図 ）．ア バ ッ ト量 はg
「00〜7eo　m 　1［ も達 す

る．さ らに 上位 の 層準は，西側地 域で 基盤 に 対 して オ ー

バ ー
ラ ッ プ の 関係 で 堆積 し て い る．

　 2 ．陥没構 造

　束酉方 向 の 断面で は陥没構造 が よ くあ らわれ て い るが，

南 北方向 に 切 っ た断面 （第 3 図 ）に は 陥 没 構造が み ら れ

ない 。第 4 図 は地 表 調査 と試錐 資 料 を も と に して 作 成 し

た 基 盤の 等 深 線 図 で あ る．こ の 図 か ら も元 屋敷付近 の 基

盤の 東側 に急傾斜面 が 存在す る こ とが み とめ られ るが，

こ の 急傾斜面す な わ ち高角不 整合面は 地 質図で 直線的 に

表 現 され，その 方 向 は北 北東 一南 南 西方 向 を示 す．そ こ

に は 貫人岩類が 高角 不 整合線 に 沿 っ て ぽ ぼ．・
直線状 に配

列 して お り，こ れ らは 構 造 的 弱 線 に 沿 っ て の 貫 入 岩 類 と
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ，t．tさわ

み な され る．また元 屋 敷 の 南方 に 位 置す る龍沢 の 北側 を

北西
一

南東方 向 に の び る断 層 が ，試 錐資料 か ら推 定 さ れ

る が，地 表 に は あ ら われ て い ない t す な わ ち南 北方 向 の

断面で は 形態的 に は 陥没構造 こ そ 直接 に は あ らわ れ て は

い な い が．比 較的 深 部 に お け る基 盤 部分 で の 陥 没構造 の

存在 を示 唆 して い る．

　 第 5 図 は，等重 力線 図 お よ び 試錐 資 料 か ら予 想 さ れ る

陥没盆 地内で の 基盤 の 状況を示 し た もの で あ る．基盤 は

北 西
一

南 東 お よ び 北 北東
一

南南西
〜
北東

一
南西 方 向 の 断

層 に よ っ て 細 か くブ ロ ッ ク化 され て い る もの と推 定 さ れ

る．こ れ らの ブ ロ ッ ク は 北西
一

南東 と北北東一
南南 西一

北東
一

南西の 2 方 向 に 長 軸 をもっ て い る．こ れ は
， 北北

東
一
南南 西 方向 お よ び北 西

一
南 東 方 向 の 断 層 に よ っ て 大

きな単元 の 陥没 が規 定 き れ て い る が，陥没盆 地 内 に お い

て も陥没 を規定 した 断層 と，ほ ぼ 平行 し た 断層 に よ っ て

大 小 の ブ ロ ッ ク が形 成 さ れて い る こ と を示 す
一一・

っ の 資料

で あ る．

一
：OOOm

汽 貸
儲

　 　 　 　 　第 4 図　 基 盤 等深 線 図．

海抜300m の 面 か らの 等深線 図 で あ る．破 線 は

推 定 され る断層．

本沢層の 陥没構造 に 関す る考察

　本地 域 の 新 第三系 をみ る と，太郎層 は陸域 ない し汽水

・
湖水的 環 境 に お け る安 山 岩

〜
玄 武岩 質 安山 岩 の 激 しい

火 山 活 動 に よ っ て形 成 さ れ た が，吉野層堆積期 に 沈降運

動 が あ り，海進 が生 じ た．その 末期 に局部的 降起 が あり，

占野層 の
一．・

部 が 陸化 し削 ぱ くさ れ た が，他 の 部 分 で ぱ海

域 が残存 して い た．その ため，局部的隆 起 の 部分 に本沢

層 の 陥 没構 造 が形 成 さ れて ，た だ ち に 沈 降運 動 が 引 き続

い たた め 本沢層 の 基底部 か ら海進 がみ とめ られ る の で あ

る．

　本 沢層 と下位 の 吉野 層 との 関係 は，元屋 敷付近 をの ぞ

く他 の 地 域で 整 合の 関係 に あ り，し か も本沢層 の 基底部

か ら有孔 虫 が 見 い 出 さ れ て い る の で，吉野 層 か ら本沢 層

に か け て は，海底 で の堆積作用 が連 続 的 に進 行 して い る

と み て よ い ． し か し，一一
方，元屋 敷付 近 に 分布 す る本 沢

層 の崖 錐 性礫岩 の岩 相 お よ び構成 して い る礫 か ら判 断 す

る と，近 接 す る 後 背地 に 由 来 し た もの と 考 え ら れ る が，

こ の礫岩 の 中に 吉 野 層 に 由来す る礫 が認 め られ る。した

が っ て基 盤 お よ び 古野 層 の
’
部 が削 は くを受 け た もの と
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　　　　　　　　　　　 第 5 図　
．
予想 さ れ る 陥没地内の 基盤 の ブ ロ ッ ク 化 。

実線 は地表調 査 お よ び試 錐 資料 か ら う らず け ら れ て い る ブ ロ ッ ク で あ り，破 線 は 推 定 ブ ロ ッ ク で あ る．
数値 の 単 位 は mgal ．

み られ る．

　 こ れ ら の こ と か ら本沢 層 の 陥没 が発 生 す る 前 に 局部 的

隆起 が生 じた が
， 大部分 の 地 域

一
と くに東側 の 地域

一
で

は 水底 に お け る堆積作用 が連 続 的 に 進 行 し て い た もの と

み られ ，
こ の よ うな環 境 の も とで陥 没 が 発生 した と考 え

ら れ る．こ の こ と は，本 沢 層 の 堆 積後 ほ ど な く し て 活 動

す る 流紋岩 の 溶岩 が
， 水 に よ る急冷作胴 をうけ て い る こ

と な ど に もあらわ れ て い る．

　陥没 し た盆 地 の 西縁 は 北北東
一

南南西方 向 の 高角不整

合面 に よ っ て 規定 さ れて い るが
，

こ の 方向 は貫 入 岩 が配

列 し て い る 方 向 と・．致 し て い る．また，陥没 した地 域内

に お い て は ， 基盤 が 北西
一

南東お よ び北北東
一
南南西 〜

北 東 一南 西 方 向 の 断層 に よ っ て ブ ロ ッ ク 化 さ れ た とみ な

さ れ る が ，陥没 し た あ と ほ ど な く して ブ ロ ッ ク化 し た 地
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域 に集中的 に 酸性の 火 山 活 動 が発 牛 して い る こ とや，貫

入 岩 類 の の びの 方 向 が 基 盤 をブ ロ ッ ク化 し て い る断層の

方 向 と ほ ぼ一致 して い る こ と か ら，次 の よ う なこ とが 推

論 され る．す な わ ち， 高角 不整合面 を規定 し た断層や 陥

没 地 内 を ブ ロ ッ ク化 し て い る断層 は ，本宿団 研 構造研究

グル ープ （1970）が本 宿 地 域で 明 らか に した よ うに，マ

グマ の 挙動 と 深 い か か わ り あ い を も っ た深 部 断裂 で ある

とみ な さ れ る．

　流紋岩 の 溶岩流 は 陥没側 に集中 して お り，非 陥没 側 に

は み られ な い ．また 火 山 砕 屑 岩 類 の 厚 さ も， 陥 没側 は 非

陥没側 の 2 〜3 倍 もあ る．こ れ らの 堆積物 は陥没 盆 地 を

埋 積 しつ く した あ と，陥 没 壁 をの り こ え，非 陥 没 側 で あ

る 基盤 に 対 して オーバ ー
ラ ッ プの 関係 で 堆積して い る．

あ　と　 が 　き

　本論 文 で 報 告 した 堆 積盆地 は，部分 的 隆起
一
深部断裂

・陥没
一

陥没側 を中心 1こ した海底 火山 活動の 開始，とい

う機構 で 形 成 され て い る．こ の 機 構 は，こ れ まで の 堆 積

盆 地 発生 期 に 関 す る研 究 （藤 田 ，1972 ：本宿団体 研 究 グ

ル ープ，ユ968： 山陰 グ リーン ・
タ フ 団体 研 究 グ ル ープ，

1973ぽ か ）の 成果 と
一

致 して い る． し か し な が ら グ リ
ー

ン ・
タ フ 発 展 期 の 場 に お い て は，海進 が大規 模 に行 われ

て い るの で，堆 積盆地 の 形 成 に 先 行す る 局部的 隆起 は，

その 大半 が水底 の 環境下 で 行 わ れ る と い う場 合 が 多い の

で は な い か と予 想 さ れ る．ま さ に 本地域で の 本沢層 を堆

積 させ た 陥 没 盆 地 の形 成 は，こ の よ うな経 過 を た ど っ た

もの で あ っ た．
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