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Abstrast　The　 Shidara　group 　of 　 Miocene　 age 　is　 w 重dely　 distributed　 in　the　 northern 　part 　 of

the　 Shidara　district　 situated 　on 　 north 　side 　 of　the 　Median　 tectonic　 line．　 On 　the　 other 　hand
so −coHed 　Shidara　volcanics 　are 　wi ｛韮eIy 　distributed　孟n 　the 　southern 　part　of 　the 　district．

Stratigraphical　sequence 　 of 　the　S｝1idara 　group 董s　 as 　fo匡Iows； Toei，　Tsubosawa，　Mitsuse，　Oro，
Otoge，　 Oshlmagawa，　 Myoj　inyama，　 Kada　 and 　Tsugu　formations　in　 ascending 　 order （Table　l ）．

　Partial　 uncollformity 　between　the　Tsubosawa　and 　Kuroze　formations　pointed 　by　Kato（1962）
was 　 not 　 found，　 but　 partial 　 unconformity 　 between　the 　Oro 　and 　Mitsuse　formations 　was 　 newIy

found．　 Stratigraphical　 relations 　 of 　 these 　 formations 　 show 　 inclined　 unconfermity 　 near 　 Toei

and 　 south 　 of 　 Hikita
，
　 but　 are 　 comformable 　 near 　 Mitsuse 　 situated 　 between　 Toei　 and 　 Hikit＆．

On 　the　hasis　of 　sueh 　relation ，　 division　of 　the　Hokusetsu　and 　Nansetsu　subgroups 　 were

redi 正ined．　Upheaval　 forming　this　part孟al 　unconformity 　is　consldered 　to　be　related 　to

movement 　 of 　the 　Medi ＆ n 　tectonic 　line　in　 the　Toei　 area 　and 　doming 　up 　in　the 　Hikita　 area ．

　 The　 Otoge　formatlon　of　the　Nansetsu　subgroup 　is　dlstributed　 in　a　 restrict 　area ，
　 which 　 is

about 　4　km 　 in　diameter 　 and 　is　 surrounded 　 by　 straight 　boundary　lines
，
　 abuts 　 on 　 steeply 　 dipping

surface 　of 　unconformit ｝
T．　 Poorly　sorted 　taluslike　conglomerates 　 which 　include　angular 　boulder

gravel 　 attaining 　5m 　in　diameter　 occur 　 aLong 　the　 margin 　of 　 the　distributed　 area 　 of　the　Otoge

formation，　 Many　 of 　 reconsolidated 　fractures　 and 　dykes　 are 　 also 　distributed　near 　the　 margin ．

　 From　the　above
−
mentioned 　field　evidences ，　the 　follo輌 ng 　process 　will 　be　presented ．

Firstly，　 doming，　 which 　 may 　be　due　to　 ascending 　 of 　magma ，　 took 　place　 and 　was 　succeeded

by　collapse 　aiong 　the　 fault−fracture　pianes．　 The 　surfaces 　of 　fractures　 can 　 be　interpreted

as 　 the　 steep 　 slope 　 or 　 chff 　 of 　the　 mountain −land　 around 　the 　 coilapse 　 basin．

The　 cellapse 　basin　 was 　fiHed　 up 　by　rhyolitic 　pyroclastic　 rocks 　 erupted 　 after 　collapse ．

　 It　is　 censidered 　 that　 these　 processes 　coincide 　 with 　those 　 of 　 generation　of 　 sedimentary

basin　of 　 the　Green　Tuff　reg 重oll　proposed 　by　Fujita　（1973，
　 etc ）．

は 　 じ　 め　 に

　設楽堆積盆地 は，東西 20km
， 南北30kmの 範囲 を示 し，

そこ に は領 家変成岩類，花崗岩類を基盤 に して，新第 三

系 が発達 して い る．新 第三 系 は，正 常砕屑岩 類お よ び火

砕岩類 よ り な る．

　設 楽 堆 積 盆地 は，新 生 代 地 質区 か らみ れ ば，グ リーン

・タ フ 地 域 の 南 縁部 で あ る と と もに，瀬戸 内 区の 東部 に

あた る．ま た，中央構造線の す ぐ北 側 に 位 置す る。

＊　愛知県立安城 高等学校 ．

　設楽堆積盆地 の 新 第 三 系 に っ い て の 層序学的 お よ び火

画 岩 石学的 研 究は，か な り な さ れ て き て い る．層序学的

研 究 は，斉藤 （1952），林 （1955）らの 研 究 が 設楽堆積盆

地南部域で なさ れ た が，北部域で は 石 川 （1899＞，　 納富

（1929）らの 研 究 が あ るに す ぎない ．一
方 ， 火山 岩 石 学 的

研 究 は，KUNO （196eな ど）に より くわ しくなされて い る．

　近 年，KATo （1962＞は ， 設楽堆積盆地 に発達す る 新
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ぐ　　ろ　 　ぜ

第 三 系 を総 括 的 に研 究 し，坪沢累層 と玖 老勢累層 （い ず

れ もKATQ ，1962に よ る ）との 関係 が 部 分 不整 合で ある

と して ，北設亜 層群 と 南 設亜 層群 に 区分 した ．
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　筆 者 は，岩 石 学 的研 究 を 目的 と して ，設 楽堆 積 盆地 の

地 質調 査 を行 っ て きた と こ ろ．層序
・
構造 に 関す るあ ら

た な知 見 をえ た ，それ は ，KATo ｛1962）の 指摘 し た 坪沢

累層 と玖 老勢累層 と の 部 分 不整 合関 係 は認 め られ ず， そ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 わ 　 ろワ
れ よ り上位 で 三 ツ 瀬 累 層 と尾 籠 累 層 との 部 分 不 整 合関 係

を見 い 出 し た こ と で あ る．ま た
， 北設 楽郡 東栄 町北西方 ，

大 峠 を 中心 とす る地 域 で，小 規模 な陥没 堆積盆地 を見 い

出 した．こ の 陥没堆積盆地 の 形成過 程 は，藤田 C1973な

ど） らの い うマ グ マ 性 陥没 盆地 の 形 成 過程 と同様 で あ る．

こ の こ と は，瀬 戸 内区 に お け る 堆 積盆 地 の 形 成 を 考 え る

上 で ，き わ め て 重要 なこ とで あ る、本論文は，こ の 陥没

堆積盆地 （以下，大峠陥没盆地 と略称す る ）の 形成過程

に焦点 を合 わせ て ま とめ た もの で あ る．

地 　質　概　説

　設楽 堆 積盆 地 に発 達す る新第 三 系 の 層序 は，第 1表 に

示 し た と お りで あ る．地質図を第 1 図 に示 し，地 名を第

2 図 に 示 した，

　 1．基盤岩類

　設楽堆積盆 地 の 基盤 岩類 は，領家変 成岩類 お よ び花崗

岩類 か らなる．領家変成岩類 は，地域 に よ っ て 岩相 が異

な る．豊 根 付 近 で ぱ塩 基 性 岩，津 具付 近 で は 珪 質片 岩，

東栄の 北 で はホ ル ン フ ェ ル ス が それ ぞ れ主体 で あ る．領

家 変成岩 類 の 全般的 な走 向 は，北 東
一

南 酉方 向で あ る．

東 栄 の 南部 に は圧 砕 岩 が 発達 し，さ らに そ の 南側 に は ，

三波 川変 成岩 類 が発達す る．圧 砕 岩 と三波川 変 成 岩類 の

‡竟界部 に 「ド央 構 造 線 が f立置 す る。

　 2．新 第 三 系

　 a ．北設 亜 層 群

　 i 冫東 栄累層 〔新称）

　本累層 は KATO 〔1962）の 田 凵 ・川 角 ・下 田 の 各 累 層 に

相当す る．本累層 は，岩相土 の 特徴 か ら下部 か ら上 部 に

む けて，巨礫岩層，砂岩層，泥岩 層 に 区分 さ れ，それ ぞ

れ は漸 移 関 係 に あ る．また，本累 層の 岩相 は 水平的 に も

変 化 が著 し い ．

　 巨礫 岩 層 は，径 5m に お よ ぶ 花 崩 岩 礫 を 多 くふ くむ，

淘汰度 の 低 い 礫岩で あ る．その 基質は，花崗岩の 細粒砕

屑 物 よ り な る．本層 は，基 盤 で あ る破砕 され た花 崗 岩 に

対 して ア バ
ッ トの 関係を示 す．

　砂岩層 は，下 部で細
一
粗粒の ア ル コ ーズ 砂 岩 で あ り，

細礫を含有 して 葉理の 発達 が よ い ．上位の 黒色泥岩 層 に

漸 移す る．

第 1 表　 層 序 表．
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△

○
一

第 2 図 地 名 索 引 図 ．

　　　 1 〜14は ，第3 図 の 柱状図 の 位置 ．
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　泥岩 層 は，下部 か ら上部 に む か うに っ れ て 黒色 砂 質泥

岩相 か ら均 質 な黒 色 泥 岩 相 に 漸 移 す る，上 部 で は 流紋 岩

質凝灰 岩をは さ み，全 体 と して 凝 灰 質 と なっ て lt位 の 坪

沢 累 層 （KATO ，1962 ）へ 漸 移 す る，設 楽 町 円 口 以 北 で

は 泥岩層の 発達 が よ くな く，し ば しば欠 除す る．

　ii）坪 沢 累層 （KATo ，1962）

　本累層 は，設楽堆積盆地 全域 に 分布 し，それ ぞれ厚 さ

1｛〕  て い どの 泥 岩，流紋岩 質凝 灰岩 ，砂岩 の 互層 か らな

る，．lt部 ぽ ど凝灰 岩の 発達 が よ い ．津具 村上 津具 付近で

は，凝 灰岩 が緑色 を呈す る．

　 iii）ニ ツ瀬 累層 （新 称 ）

　本累層は，KATO （1962）の 玖 老勢累層 に ほぼ 相当す る．

本累層は 東栄町 三 ツ 瀬 に 模式的 に 発達す る。ま た，津具

の 北 東 部 に も分布 す る．本 累屏 は主 と して 緑色 凝 灰 岩 か

ら な り，坪 沢 累層 と は 整合関 係 に あ る．本累層 の 基底 は

流 紋岩 質凝 灰 岩 （3m ± ）に お い た．一・般 に こ の lt位 に は

泥岩 ・凝灰 岩 互層，緑色石英安出 岩質粗粒凝灰岩層が 累

積す る．緑色 石英安山岩質粗粒凝灰 岩層 に は 3 枚 の 石 英

安山岩質軽 石凝灰岩層 が は さ まれ 1 本調査地 域 で の 良好

な鍵 屑 と な っ て い る 〔第 3図 参照 ）．な扮，東栄町尾 寵以

北で は，本累層の 凝灰 岩 類 は ほ とん ど が 変質 作用 をうけ

て い る た め 白色 化 して い る．
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　 3 層 の 鍵 層 よ り上 位 で は，砂 質凝 灰 岩，礫 ま じ り凝 灰

質砂岩 が 多くなる．含 まれ る礫 は 円磨度 が高 く，径 2cm

以 下 で，礫 種 は先 新第 陛系 基 盤 岩 類 ，新 第 三 系 の 黒 色 泥

岩，凝灰岩，流 紋岩 な どで あ る．と くに ，尾籠，月で は

粗粒で ある の に 対 し て，尾籠以南で は細粒 の 堆積物 と な

っ て い る．

　 b ．南設亜層群

　 i ）尾 籠 累 層 （新称 ）

　本累層 の 模式 地 は，東栄町尾 籠 南方 で あ る．模式地 付

近 で は，本累 層 は 下位 の r ツ瀬 累 層 と は整 合 の 関係 に あ

るが，東栄 町 付近 ， 引 出 南 方 な どで は傾斜不整 合の 関係

に あ る，本累 層 は ほ と ん ど 流紋 岩熔岩 か らな り，ド部 か

ら上部に むか うにつ れて，自砕状→塊状→白砕状 の順 に

岩相 変化 を示 す，塊状 の 部分 に は 流理 構造 が発 達 し，松

脂 岩 に な っ て い る．と く に 尾 籠 南方 か ら深 谷丙方 ま で の

間 に は，松 脂 岩 が よ く発達 す る．こ の 流紋岩 は斑 晶 と し

て
， 石英，斜 長石，黒 雲 母 ，

ザ ク ロ 石 が み と め ら れ る．

　KATO （1962）は ， 玖老 勢 累層 と坪沢累層 との部 分不整合

関係 を根拠 に，玖 老勢累層 を南設亜 層群 に含め た が 先 に

の べ た よ う に坪 沢 累屏 と三 ツ 瀬 累 層 す な わ ち玖 老 勢 累層

と の 関係 は す べ て 整 合で あ る．む し ろ ，後で の べ る よ う

に それ よ り上位 の 三 ツ 瀬累 層 と尾 籠累 層 との 部分 不 整合

関係 が明 らか に な っ た た め，あ らた に，KATO （1962）の

い う玖 老 勢 累 層す な わ ち三 ツ 瀬 累 層を北 設亜 層群 に 含 め，

尾籠累層 か ら上位 を南設亜 層群 と した．

　 n ＞大 島 川 累 層 （新称 ）

　本累 層 は東栄周辺 に 分布す る熔結凝灰 岩を主 と す る 火

砕 岩 層 を さ す．尾 籠 累層 とは 整 合関係 で あ る．しか し，

相川で は尾籠累層が 欠 除 し て い る た め，本累層が 直接 に

北設 亜層群 を傾斜 不整合の 関係 で お お う．同様 の 関 係 が
／t／’い　　　　　　　　　 し　tt　 　

柴石峠，塩津で もみ られ る が，こ こ に発達す る火砕岩 が

本累層 に 対比で き る か ど うか，まだ検討の 余地 が あ る．

　 東 栄 付 近 の 本累 層 は，下部 は ほ と ん どが含 ザ ク ロ 石流

紋岩質熔結凝 灰 岩，上 部 は石英安山 岩 質熔結凝灰 岩，流

紋 岩 質 火 砕 岩 な どで 構 成 さ れ る．

　柴石峠，塩津の 各地区 に み られ る本累層の 岩 相 は 多様

で，流紋岩 質凝 灰角礫岩 ，同 質軽石凝 灰 岩 ，岡 質凝 灰 岩 ，

凝 灰 質泥 岩，黒雲 母石英安山岩質軽 石凝灰 岩，石英安 山

岩質凝灰 角礫岩 などが み とめ られ る．

　iiの 大 峠 累層 （新称）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ふつ　　ヒ　　　　　　　　　　　s，も　｛　i

　本累層 の 模 式地 は，古戸西 方 の 鴨 山 川流 域 で あ る．主

に 流 紋 岩 質 の 火砕 岩 か ら な る．本 累 層の 分 布 は 大 峠 を中

心 と して ，長 径 6km ，短 径 5km の 多 角形をした 地 域内に

限 られ る．本累 層は，そ の ほ とん どが基盤 岩類 お よ び北

設 亜 層 群 に 対 して，高 角 不 整 合 面 を な し て ア バ ッ トの 関

係を示す．一
方，東栄町 ヒ粟代南方 で は基盤岩 類，北設

亜 層 群 を オ ーバ ー・ラ ッ プ の 関係 で お お い ，坪 沢累 層 を

直接 に 不 整 合で お お う．本累層の 層序的 位置 は ，そ の 分

布 が限 られ て い る た め ，は っ き り しない ，しか し，北設

亜 層群を不整合に お お い ，明神 山 累層 に柑当す る石英安

山岩 に 貫入 さ れて い る こ と か ら，尾籠累層お よ び大 島川

果 層 に 相 当す る と考 え られ る．本累 層の 岩柑 は ，大島川

累層 の 流紋岩 質火砕岩 相 に よ く似 て い るた め ，第 1 表 に

示 し た嚼序 を現 在で は 考 えて い る．

　本累 層 の 下 限 につ い て は不 明 で あ るが，下位 よ り巨 礫

岩 層，流 紋 岩 質 凝灰 角 礫岩層，輝石安山 岩熔岩 に わ け ら

れ る，基盤岩 類 に対 して 高角不 整合面 をな して ア バ
ッ ト

の 関 係 を示 し て い る部 分 の 最下 部 に，巨礫岩 が 認 め ら れ
　 　 　 　 　 かハ　．ttb 　，tt
る．小 林， fl粟代西方 の 地域 で は 直径 5m に達 す る 巨礫

を含 む 淘 汰度 の 低 い 角礫 岩 が 分 布 す る．含 まれ る角礫 は，

礫 種 か らみ れ ば す ぐ近 く に 分 布す る基 盤 岩類 に 由 来 す る

礫 の み で ， 基 質 もそれ らの 破 砕 物 か ら な る．こ の 巨礫岩

層を漸移関 係で 流紋岩 質凝 灰 角礫 岩 が お お う．流紋 岩 質

凝 灰 角礫岩 は，基 盤 に 直接 ア バ
ッ トの 関係 で 接 して い る

部分 で は，基盤 岩 に由来す る超 大 な角礫 を多 く含 む．こ

の 凝 灰 角礫岩 層 は，
．．
ド部で 黒色泥岩礫 を多量 に 含む が，

上 部で は比較的 少 な く，無斑晶質流紋岩 礫 を多 く含 む，

輝石安山 岩 が こ れ をお お う．本累層は，変質作用 の た め

白色化 して お り岩 質の 判別 が困難 な場 合が 多い ．本累層

の 構 造 は，全 体 的 に ほぼ 水 平で あ る．

　iv）明神山 累層 （新称）

　本 累 層 は東 栄 町 明 神 山 登 山 道 に よ くみ られ，斑状 の 紫

蘇輝石 安山岩 ， 石 英安山 岩 ， 翰 よび それ らの 火 砕岩 か ら

な る．引田 の 西 よ り北側 で は，北 設亜 層群 を貫く貫 入岩

と して み とめ られ る．貫 入 方向 は ， 東西お よ び 南北 方 向

を示 す．
　 　 　 か　　ナ
　 v　）　宇申E目累J膏　　（辛斤禾尓）

　本累層 は設 楽 町 神 田 付近 に模 式 的 に発 達 し，主 に流 紋

岩 質 熔結凝 灰 岩 か ら な る．

　 vi ）津具累層 （新 称）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ttる　s　ら　た か t’ま　　　　 こバト　しん　ゐt．　　　 ；tしニ　も と

　津 具 村 上津 具 を 中心 と して ，古町高山，天 神 山，折 元
　 　 ／j（’iti　 　 　 　 m 　 と

峠，茶臼 山，油戸川などの 各地 に点在 して 分布 す る．本

累層は 玄武岩，斑状 輝石 安山岩 の 熔岩 ，同質火 砕岩 か ら

な る．本累 層 は北 設亜 層 群 を不整 合 に お お い ，か っ
…
部

で こ れ を貫 く．本累層の 岩相 は 明神山累層 の そ れ に 類似

す る が ，ほ と ん ど 変 質作 用 を うけ て い な い こ とか らみ て，

南設 亜 層 群 の 最 上位 層 と考 えて い る．

　以上，大峠陥没盆地形成過程 に 焦 点をあ わ せ る た め，
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層 序 関係 に つ い て は その 記 述 を最 小 限 に と どめ た．層 序

の くわ しい 記載 は稿を改め て 公 表す る 予定 で あ る．

　 3 ．貫入岩類

　 本 調査 地 域 に み とめ られ る貫 入 岩類 の 岩 質 は，玄 武 岩，

安山 岩，石英安山 岩，流紋岩 と 多岐 に わ た っ て い る が，

玄武 岩 と流紋 岩 が圧 倒 的 に 多い ．貫 入岩 類 は その 貫 入 規

模の 大小 か ら大規模貫入 岩類 と小 規模貫 入岩類 と に 分 け

られ る．

　 大規模貫人 岩類 は おお む ね幅20m 以上を示 し，その 代

表的 なもの は，東栄町本郷 を中心 と した径 5km，厚 さ 100

m の 流 紋 岩 岩 床 で あ る．大峠 累 層分布 地 域 を取 り ま い て ，

玄武岩 お よ び流紋 岩 の 貫入 が 顕著 で あ り，と りわ け大 桑

西方 に は火 山一深 成複 合岩 体 が み とめ られ る．

　大峠累層を貫く貫 入岩類 に は ， 輝石 安山 岩 お よび こ れ

を貫 く石 英安山岩 が み とめ られ る．輝 石 安 山 岩 は ，そ の

一
部 が溢流 し，自破砕構造を示 した 熔岩流 と な っ て ， 大

峠累層の 流紋 岩 質 火砕岩 層 〔上粟 代付近 ）を おお う．石

英 安 山 岩貫 入岩 体 の 中核 部で は，石英閃緑玲 岩相 を示 す．

　小 規模貫入 岩類 は，幅20m 以 トの もの が ほ とん どで あ

っ て ，明神 山 累 層の 石 英 安 山 岩 を貫 く小 貫 入 岩体 を形成

す る．久野 （1955）は ， 大桑西方 で平 行 岩 脈 群 を記載 し，

老 平 付近 で 岩 床 群 を記 載 し た （第4 図 参照 ），老平 の 岩 床

群 の な か で ミュ
ージ ャ ラ イ トを記 載 して い る （KUNo ，

1960）．筆 者 は，神 田 の 南 か ら古戸 に い た る延 長 13km に

お よ ぶ 平行岩 脈 群 （第4図）を見 い だ した 〔沢 井 ら，1975）．

こ の 平行 岩脈 群 の 総幅 は 1km に 達す る．

　 こ れ ら小 規 模貫 入 岩 の うち大 峠 累 層堆積盆 地 の 縁辺部

に み とめ られ る もの は，貫入 面 が8ぴ 以 上 の 傾斜を示すも

の が 多い ．こ れ に 対 して 堆 積盆地 周辺 の 基 盤 岩 類 お よ び

北 設亜 層群 を貫 く貫 入 岩 の 貫 入 面 は，80似 ドの 傾斜を示

す もの が 多 い ．と り わ け，流紋岩 貫 入 岩 は lt記 の 高 角不

整 合面付近 に 多 くみ とめ られ る．第 4 図 に示 した断面図

で も明 らか な よ うに t 大峠累層堆積盆 地 か ら遠 ざか る に

従い
， 貫入 面 の 傾斜 は ゆ る くなっ て い る．貫 入 面が 8ぴ以

下の 傾 斜角度 を示 す 貫 入岩 の 貫入 面の 極を，ス テ レ オ
．．
ド

半球投 影法 に よ っ て 求 め ，こ れ を コ ン ター・ダ イ ア グ ラ

ム に表 わ した 〔第 4図）．それ によ る と，貫 入 面 は基 盤 岩

に対 す る 大 峠 累層の 高 角不 整 合面 に ほ ぼ平行で あ っ て ，

そ の た め に 大峠 累層 を と り か こ む よ うに な っ て い る．先

に述 べ た 老平の 岩 床 群 も，同様 に 大峠 累層 堆積盆 地 を と

りか こ む 貫 入 岩 類 の
一

部 をな して い る と考 え られ る．ま

た ，貫入 面 が80D以 flの 傾斜角度を示 す貫 入岩類 につ い て

も，貫入 方向をロ
ーズ ・ダ イア グ ラ ム に あら わ した （第

4 図 ）．こ の 場 合も，貫 入 面は 大峠 累層 と 基盤 岩 との 高角

誠

不 整合面 に 平行 で あ る．

地 　質　構　造

　 本調 査地 域 に お け る 新第 三 系 中に み と め ら れ る地 質構

造は，地域 に よっ て異 な る が，大 別 す る と 2 つ の 地 域 に

わ け る こ とが で き る．その 1 つ は，田 ロ
ー
神 田

一
引 田一

三 ツ 瀬
一

東栄をむ す ぶ 線 よ り南側 の 地 域 で あ っ て ，盆 状

構造 が発 達 す る．こ れ は，納富 （1929）が指摘 し た 盆状構

造 の
一

部 をなす．そ の 2 つ は，上 記以 外の 地 域 で あ っ て ，

ほ ぼ水 平 の 構 造 が支 配 的で あ る．

　断層 に っ い て み れ ば
， その ほ とん どは 固結 して い る．

　 　 　 　 　 A 　 くの
た と えば，御園 束お よ び津具 で み られ る 固結断層は，基

盤岩 類 と新第 三 系 との 境 界部 に み とめ られ る．さ ら に，

固結 断 層 に 沿 っ た貫 入岩 類 が よ くみ とめ られ る．

　中央構造線 に 近 い 東栄付近 で は ，軸 が 南 西 に 急 斜 した

背 斜構 造 が発 達 す る．こ の 地 域以外に は，褶曲構造 がみ

と め られ な い ．

北 設亜 層 群 と南 設 亜 層 群 との 関係

　筆 者 は，第 1 表 に 示 した よ う に新第三 系を部分不整合

を境 に して ，下位 を北設亜層群，上位を南設 亜層 群 に 区

分 し，こ れ ら を再定 義 した．部 分 不 整 合 現 象 は
，

陛 ツ 瀬

累層中 に発達す る鍵層 を追跡す る こ と に よ り明 らか に す

る こ と が で き た．す な わ ち，東 栄 の 北 東部で は 三 ツ瀬累

層 が削剥 さ れ，3 層 の 鍵層 は い ずれ もな く， しか も上位

の 尾籠累層 が 欠除 して お り，直接 大 島 川 累 層 に傾斜不 整

合の 関係 で お お わ れ て い る，一
方 ， 引田 南方 で は，3層

の 鍵 層の 直上の 凝 灰 岩 ・泥 岩 互 層 がわ ず か に 削剥 さ れ て

い る だ け で ，尾 籠累層 との 関係 は 軽微 な傾斜 不整合関係
　 　 　 　 　 　 　 　 　 hニ｛

t．tt
を示す．田 冂北東方，天 堤 な ど にお い て は，三 ツ 瀬 累 層

が 削 剥 され，大島 川 累 層 に 対 比 さ れ る流 紋 岩質軽石凝 灰

岩 お よび 同質火砕岩 が，坪沢累層を直接に不 整合 関係 で

お お つ ．

　東栄付近 に は，北設亜 層群の み 参加 した 背斜構造 が み

とめ られ る．こ の 背 斜部頂部 が 削剥 され，南 設亜 層群 に

属 す る大 島 川 累 層 が こ れ を不整 合で お お う，こ の 背斜構

造の 軸方向 は，中央構造線 の 走 向 と調 和 して お り，軸面

は 南 西 方 向 に 急傾 斜 して い る．設 楽 団 体 研 究 グ ル ープ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 tP　 E

’
（1979 ）も，東 栄の 南西 15km の 湯谷付近で ，南設亜 層群

最 ド部 の 尾 籠累 層 と北設亜 層群 と の 不 整合関 係を見 い 出

して い る，そ の 不 整 合現 象を形 成 し た 隆 起 運 動 は，中央

構造線 に平行 な方 向 を有 す る もの で あ っ た こ とを指 摘 し

て い る．以 上 の こ と か ら，北 設 亜 層群 堆積末期 に ，中央

構造線 に 平行な北東
一
南西方向 の 長 軸 を持 つ 延 長 ／5km程
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靄I
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第 4 図 貫 入 岩 分 布 図 ．

1 ：大規 模貫入 岩，2 ：南設亜 層群，3 ：大峠累層 ，
4 ：北設 亜 層 群，5 ：先 新 第 三系 ，6 ：推 定 さ

れ る ド
ー

ム 状隆起地域，7 ：背斜構造．
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度 の 部 分 隆起現 象 が あ っ た と 推定 さ れ る．

考 察

　 1．ドーム 状隆起

　大 峠地 域 を と りま く周辺 部 で み られ る不整合現 象 に つ

い て 考察 す る．北設亜 層群 の 削剥 量 は，第 1 図 お よび 第

3 図 か ら明 らか な よ うに ，大 峠 地 域 に近 づ くに つ れ て 大

き くな り，大峠 地 域で は 大 部分 が 基 盤 岩 類 ま で 削剥 さ れ

て い る．す な わ ち，大 峠 累層堆積 盆地 の 中心 か ら遠 ざ か

る に した が っ て，よ り上 位 の 地層が発達 し，その 傾 斜は

大峠累層堆積盆地をと りま くよ う に 外側 に 傾斜 して い る．

こ れ らの こ とか ら，大峠付近を頂部 と した坪沢累層堆積

後 に 形成 され た ドーム 構造 が 推 定 で き る．そ して ，こ の

ド
ー

ム構造 の 頂部が削剥 さ れ て 南設亜 層群堆積盆 地 （大

峠堆 積 盆 地 ）が 形 成 さ れ た．

　 こ の ドーム 構造を形成 した 隆起 運 動 似 下 ドーム 状 隆

起 とい う） の 水平 規 模 は，北 設 亜 層群 と南設 亜 層 群 との

関係 か ら椎定 で き る．す なわ ち，両亜 層群 は 引田 の 南方

で 不整 合関係，尾 籠の 南方 で 整 合関係を示 す こ と か ら，

中間の 地点で 不整合関係 か ら整合関係 に 変 わ る もの と推

定 され る，ま た，北設亜層群 の 構造か ら判断す る と，ド

ーム 状 隆起 は 比較的 単純 な半球状 の ド
ーム 状隆起 で あ ろ

うと思 わ れ る，こ の よ うに 見 れ ば，ドーム 状 隆 起 の 水平

規模 は 大峠 を中心 と した 径約 16kmの ほ ぼ P！形の 範囲で あ

っ た と結論 さ れ る，大峠 付近は，柱状 図 （第 3 図 の 13と

1 − 6 ）で 示 し た よ うに，出 凵
一

引田一本郷 を結ぶ 線 の

北側 で，東 栄 お よ び坪 沢 累 層の 層厚 が よ り薄 くな っ て お

り，細 粒堆積物の 発達 も わ る い ．こ の こ と ぱ ド
ーム 状隆

起 した 場 所 が，先 大 峠 累層堆 積期 で の 沈降量の 少 ない 位

置 に あた る とい え る．

　つ ぎに ， 隆 起 量 の 計 算 を試 み た ，三 ツ 瀬 累 層 の 基底

か ら 3 層の 鍵層の 層準 まで は ，全 域ほ とん ど層厚変 化 が

ない ．3 層 の 鍵 層 よ り ．卜位 の 層準 で は，大 峠 累 層堆 積 盆

地 に 近づ くに っ れ，その 層厚を減 じ る．また そ れ らの 岩

相 に つ い て み れ ば，上 位 の 尾 籠 累 層 に 不整 合関 係 で お お

われ る笛 所 に 近 い ほ ど，よ り粗粒堆積物 とな る傾向 を示

す．粗粒堆積物中に は三 ツ瀬累層 に 由来す る 凝 灰 岩，先

新第三 系基盤岩 類の 小 円礫 が 多く含 ま れ る．以 上 の こ と

か ら，3層 の 鍵 層 よ り lt位 の 堆 積物は，隆起 ・陸化 に よ

っ て 削剥 され た物質 に 由来 す る と考 え られ る，以 上の こ

とが らをも と に 推論すれ ば，東栄累層基底部 か ら三 ツ瀬

累層中の 3 層の 鍵層 の 層準 まで の 層厚は ，津具で 450m ，

三 ツ 瀬 で 650mで あ るか ら，その 中 問値 を大 峠 地 域 に堆 積

し た北設亜層群の 推定層厚 と す る こ と が で き る，大峠 地

誠

域 で 1よ，そ れの ほ とん どが 削剥 されて い るの で 隆起量 ぱ

少 なくとも500m は あ っ た とい える，

　 隆起 運 動 の 時期 に っ い て は，そ れ を明 らか に す る こ と

は 困難iで あ る，しか し，三 ツ 瀬 累 層 に は さ ま れ る 3 層 の

鍵層を境 に し て ，下位 に比 し て上位の 層準で 正常砕屑物

が い ち じる し く増 加 す る こ とか ら，少 な く ともニ ツ 瀬 累

層堆積時 の あ る 時期 か ら隆起 運動 が始 ま っ た と推定で き

る．

　 2、大峠を中心 とする陥没運動 に つ い て

　大峠 累層 は，大 部分 が．基盤 岩 類 に 対 して 高角 不 整 合面

をな して ア バ
ッ トの 関係 を示 す，高角不 整合面 は ， 地 質

図 （第 1 図 〉上 で は直線 的 に表 現 きれ る．大峠累層堆積

盆地 の 縁 辺 部 に ，淘汰 度 の 低 い 巨角礫 か らな る礫 岩 が 発

達 して い る とこ ろ が あ る．こ の 縁辺 礫岩 は，大峠累層の

最 下 部 を な す．縁 辺礫 岩 の 存在 は，大 峠 累層 堆 積前 に，

堆 積盆 地 縁 辺 部 に 巨角礫 を もた らす よ うな急 崖 が あ っ た

こ と を物語 る も の で あ る．大峠 累1曽 と基 盤 岩 類 との 高 角

不整 合面 の 基 盤 側 に は，固結 した 破 砕 帯 が 発 達 して い る．

固結破砕帯 お よ びその 付近 に貫 入 岩 が 多くみ とめ られ る．

固結破 砕帯 は，貫入 岩 に と っ て 好都合の 貫入 の 場を提供

したの で あろ う．以 上の 事実 か ら して，大峠 堆．積盆地 は，

断裂の 形成一φ陥没 と い う過程 をへ た 陥没盆 地で あ る と結

論 され る．大 峠 累 層 の 層 厚 が 610mと推 定 され るの で，陥

没 垂 直変 位量 は 500m は
一
ドらない ．こ の 陥没 盆 地 は

， 大峠

を 中心 と した ドーム 状 隆起 部 の 頂 部 に形 成 され た もの で

あ る．

　先 に の べ た小 規模貫 入岩 類 は，大 桑付近 の 平 行 岩 脈 群 ，

神 田
一
古戸 の 平行岩脈群 をの ぞ く と，大峠 累層堆．積盆 地

の 縁辺 部 お よ び その 周辺 の もの ほ ど貫人 面 が 急傾 して お

り，そ れ か ら遠 ざ か る に した が っ て 貫 入 面 は よ り低 角 度

に な る．低角度 貫 入 面 を示 す小 規 模貫 入 岩 類 は，ドーム

状 隆起 部 に 集巾する 〔第4 図 ）．貫 入岩類 の 産状 は，ドー

ム 状 隆 起 部 に お け る古応 力場 の 復 元 に き わ め て 有 効 で あ

る． ド
ーム 状隆起 部の 中央部で は 最大引張主応力の 方向

が 水平 で あ り，こ れ か ら遠 ざか る につ れて 最 大 引 張 主 応

力 の 方向が急速 に 乖 直 と な る こ とを示 す もの で あ る，こ

の 貫 人岩類 の 産 状 か ら求 め た古応 力場の 復元 か ら推論す

れ ば
， 大峠 累層堆 積盆地 は

， ドーム 状隆起 現 象の もた ら

す応 力場 で 水平方 向 の 最 大 引張 主応 力 が作用 して ，まず

断裂 を生 じ させ ，断裂 の 内側 （堆積盆 地 側 ） が お ち こ ん

で で き た陥没 盆地で あ る と結論す る こ と がで き よ う．最

近，小 室 ら （1978 ）に よ る 数 値モ デ ル 実験 に よっ て，ド
ー

ム 隆起 部 位 に お い て 同様 の 応 力配 置 が み とめ られ る こ と

を明 らか に し て い る．

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Geological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

The 　Geologioal 　Sooiety 　of 　Japan

設 楽盆 地 北 部 に み られ る 大峠陥没盆地 85

　 ドーム 状 隆 起 を もた ら し た 要 因 に っ い て は，本宿 団研

構造研 究 グル ープ （1970）は，陥没 盆 地形成後 に 大規模 な

火山活 動 が生 じて い る と い う事実 を踏 え て ，マ グ マ だ ま

りに k’け る物理 的，化学 的 変化 が 地 表 部 に お け る ドーム

隆起 をもた ら した と 推 論 して い る．本調査地域 に お け

る 大 峠陥没 盆 地 形 成 過 程 に つ い て も，こ の 推 論 を支 持

す る も の で あ る．小 室 ら （1978）は，水平規模30kmの ドー

ム 隆起 を生 じ させ ，つ い で一辺 が 15kmの 陥没 盆 地を形成

させ る に は，地下13−−14kmで の マ グ マ の 膨 張 に よ る上 方

突 上 げ が あ れ ば十 分 で あ る と説 明 して い る．大 峠 陥没 盆

地 の 規模 は ，垂 直変位量 500m， 陥 没 面 積 5× 6k  で あり，

さ らに ドーム 状 隆起部の 規 模 は ，水平規 模 16km，垂 直規

模 500m で あ っ た．小 室 ら （1978）の 数 値 実 験 結果 を，か

りに そ の ま ま あ て は め て み れ ば，本調 査 地 域 で の ドーム

状 隆 起 お よ び 陥没 盆 地 形成 に は ，地 ド7km で マ グ マ に よ

る 上 方突上 げ が あ れ ば説明 で き る こ と に なる，

　以 上 の べ て き た 陥没 盆 地 形成 に 関 す る一
連 の 地質学的

現象をま とめ る と次 の よ うに な る．ドーム 状隆起 → 陸化

・削剥一レ断 裂 の 形成一
レ陥没 盆 地 の 形 成一レ火 山活 動．

　上 に の べ た一
連 の 地質学的現 象 は，規模の 差 こ そ あ れ，

藤田 ら C1970，1973，1974）が グ リ
ーン ・タ フ 地 域 で 明

ら か に した堆積盆地 の 発生 過 程 に み られ る地質現象 と 同

様で あ る．こ の こ と は，瀬戸 内区 に お け る堆 積 盆 地 の 発

生 機構 を考 え る上で ， きわ め て 重 装 な指摘で あ ろ うと考

え る．

ま　 　 と　 　 め

　設楽盆 地北部 に 発 達 す る新 第 三 系を調査 し た結果 ， 以

下 にの べ る事実 が わ か っ た．

　〔1） KATO （1962） が 指 摘 した 坪 沢 累層 と玖 老勢累層

（三 ツ瀬累層 に 相当） との 間の 部分 不 整合関 係 は，み と

め られ な か っ た．

　｛2）　あ らた に，尾鑓累蟹 と三 ツ 瀬累層 と は部分不整合

関係 に あ る こ と を見 い 出 し た．こ の 部 分 不 整 合関 係 に よ

っ て，新第 三 系を北設 亜 層 群 と南 設亜 層群 と に 再区分 し

た．

　〔3） 東栄 付 近 に み られ る 三 ツ 瀬 累 層 と大島川 累層 と の

不整 合関係 に 関 与 した隆起 運 動 は，中央構造線 に平行な

北東
一

南 西 方 向 の 部 分 隆 起 運勤で あ る．

　〔4〕 引田 付近 に み られ る 三ツ瀬累層 と尾 籠累層 との 不

整 合関係 は ，大峠を中心 と した ドーム 状 隆起 が関 与 して

い る． ドーム 状隆起 の 水平規 模 は 16km
， 垂直 規 模 は 500

m と推定 し た，

　〔5〕　 ドーム状隆起 部の 頂部 に 陥没盆 地 が 形 成 さ れ た．

そ の 規 模 は
，
5 × 6k  の 大 き さで ，垂 直落差 は 500m と推

定 さ れ る．

　〔6） こ の 陥 没 運 動 は， グ リーン ・タ フ 地 域 で ，藤 田

C1973など） に よ り あ き ら か に さ れ て き た も の と まっ た

く同 じで あ る，
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