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Partial　Unconformity
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Abstract　Change　 of 　litholegical　features　of 　members 　in　the　Fuligawa 　group　is　remarkable

in　the　sQuthern 　Fossa　Magna　region ．　 Judging　from 　notable 　variation 　of 　thickness　 of 　 strata ，

this　 geological 　phenomenon 　 mentioned 　 above 　 may 　be　 resulted 　 from　descrimination　in　sub −

sidence 　 of　 basement　 in　the　 same 　 place 　 at　 the　 early 　Miocene　 i．e．　 the　pre
−Nlshikurosawa

stage ，

　In　tbe 　 subsequent 　generation ，　 extensive 　coarse 　 ciastics 　 were 　prQbably　transported　from

the　 regionany 　upheaved 　hinterland　 and 　filled　up 　the　 relatively 　and 　locally　subsided 　sedimental
・
y

もasin ，　 namely ，　 the　Minobu　 syncline ．

　By　 thjs　 time，　 the　basements　 of 　the　 southern 　 Fossa 　Magna　 I
・
egion 　 were 　possively 　bended

upward 　and 　cracked 　here　and 　there 　owing 　to　this　spacious 　upheavaL 　It　is　thought　that　these

fissures　grew 　into　the　high−＆ ngled 　faults．　 This　faulting　may 　 be　prQmoted 　the　development

of　descrimination 　in　rise 　 of 　the　disloined　basement．　 As 　a　result ，　 partial　 unconformity 、vere

formed　in　the　 tectonic　 province　 where 　 swelled 　 more 　 rapidly ．　 Enormous 　 pyloclastics　（the

Mitsuishi　 tuff　breccia　member 　 and 　the 　Karasumoriyama 　tuff　 breccia　 member ）were 　emitted

and 　finaliy　 conglomerates 　were 　produced 　i鷺　large　 quant童ties　 because　 the 　 southern 　 Fossa

Magna　region 　 were 　swelled 　more 　 and 　faults　 made 　 remarkable 　growth ，

は　 じ　 め　 に

　不整合の 定義 や解釈 は，必 ず し も，統
一さ れて い る と

は い え ない （た と え ば，「不 整合」
一文部省科学研究費総

研 B 討論会予稿集
一，1978）．しか し，不整合 あ るい は 不

整 合現 象 （後述）は過去の 地殻変動の 復元 に と っ て 重要

な地 質現 象 で あ る ．そ こ で ，筆 者 は 「な ん らか の 堆 積 の

時間的 間隙 が 認め られ る 面を不 整合面」 と し，こ の 不整

合 面 の 形 態 的特徴 な ど か ら，過去 の 地 殻 変 動 の 特 性 を復

元 し よ うと試み た．と くに，「
部分．1 不整合をと りあ げた

の は，変 動を復元 しよ うと考 え た 南部 フ ォ ッ サ ・マ グナ

地域 に，っ ぎの よ うな地 質 学的 特徴 が 現 れ て い る か らで

あ る （TsuNoDA ，1973 ； 富 士 川 団体 研 究 グル ープ
，

1976 ； 角 田 ・富 士 川 団体 研 究 グ ル ープ，ユ976）．

　 1．あ る堆積盆地 に お い て ，地 層の 層相 や層厚 が ほ ぼ

一
定 を示 す の は 4 〜6km’の 範囲で あ り，こ れ をこ え る と，

　 ＊　埼玉 大掌教養部地学教筆，Gol ］ege 　 ef 　Liberal　Arts 、　 Saitama
　 　 University、

それ らが 急 激 に変 化 す る．

　 2 ．あ る堆 積盆 地 に お い て，層相や 層厚 が急激 に 変化

す る部 分 は，巾 1 〜2km ，長 さ 5 〜6kmの 狭 長 な帯状 区

域で あ る．

　3 ．その 帯 状 区 域で は
， 鋭 角 な頂部 をも っ た 背斜構造

や撓曲構造 や高角の 蝶番断層 が発達す る．

　 4 ．上述 の 帯状 区域 に は さ ま れ，か っ ，そ れ に 直角 な

方向 に 部 分 不整 合 あ る い は 部分 不整 合様 の 現 象が 発達 す

る ．

　 5 ．地 質 図 に現 れ て い るそ の 不 整合線 は ほ ぼ直線 で あ

り，こ れ に近接 し，かつ ，平 行 に 高 角 逆 断 層 が 発達 す る．

　 6 ．い ずれ の 地 質現 象 も，そ の 形成 の 最盛 期 は 中新世

最末期 か ら鮮 新世 に か けて の時代 で ある、

　以 上 の 6 つ の 特 徴 か ら，調査 地 域 に お い て は ，ま ず最

初 に蝶 番断層や撓 曲や
「
折 りた た み 状 の 背 斜」

＊

な どの

発 達す る帯状 区域が 形成 さ れ，っ つ い て，部分 不整合 や

＊　鋭角 の 丁頁部をもつ shevr   n 　folds で，非対 称褶曲 〔￥fr桶i）．
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高角逆断層 の 発達す る 帯状区域 が形 成 さ れ た と 考 え ら れ

る．と はい え，若 干 の 時間 的 な間 隙 は あ っ た に して も，

こ れ らの 造構過程 の ほ と ん ど が 船川 期 か ら鮮 新世 に か け

て終 了 して い な けれ ば な ら ない ．そ の 意 昧 で は ， 直交 す

る 2 っ の 帯 状 地 域 は ほ とん ど 同時 に 造 構 地 帯 と な っ て い

る こ と に な り，そ れ、ら に 囲 まれ た 地域 は 1種の 構造区 と

み な し得 る．しか も，その 造 構過 程 が っ つ い て い る闘 は，

その 構造区 は 他の そ れ と異 な る独自の 運動をお こ な う地

質 ブ ロ ッ クで あ る ともい え よ う．もし，こ の よ うな地 質

ブ ロ ッ ク が 船 川 期 か ら鮮 新 lttの 問 に 南 部 フ ォ ッ サ ・
マ グ

ナ 地域 で
．
搬 的 なもの で あ る ならば，個 々 の ブ ロ ッ ク

の 変位 ・変形運 動の ．度 合 に よ っ て，ブ ロ ッ ク の 境 界 は部

分 不整合 に な っ た り，断層に なった り ， あ る い は，陥没

と い う形 態 に な っ た り，撓 曲に な っ た りす る こ と が考 え

ら れ る ．

　 し た が っ て，小論で は，部分 不整合 と断層系 との 関係，

断 層 系 と 「折 りた た み状 の 背 斜」 との 関係，部分 不 整 合

と火砕岩層の 関係など を解析 し，その こ と に よ っ て ，南

部 フ ォ ッ サ ・マ グ ナ地 域 の ブ ロ ッ ク運 動 に つ い て 考 察 す

る．

　 卜述 の 調 査 地 域 に は，部 分 不整 合 と 考 え ら れ る 不 整 合

が い くつ か 発 見 さ れて い る．す なわ ち，同域北 部 に 分 布

す る桃 の 木亜 層群基底部 （小坂
・
角田，1968），同域中部

　 　 　 　 　 　 ttい　ニみ　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　あ　／／t“］
の 富士 川層 群 飯 富 累 層三 ツ 石 凝 灰 角 礫岩層基 底 部，同曙
　 　 　 　 　 お　t）．1／
礫岩層，同身延累層丸滝礫岩層基底部 （富士 川 団体研究

グ ル ープ，1976）な どで は 不整 合 あ る い は不 整 合現 象 が

観 察 さ れ る．こ れ らの う ちで，部分 不整合，断層，火山

岩 の 屑相 ・層 厚 変化 な ど の 関 係 が も っ とも よ く観 察 され
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 tt　 ニ　 t／i
るの は，三 ッ 石凝 灰 角礫層基 底 部の 大子 山不 整 合

＊

　（新

称 ，後述） と，曙礫岩 層 基 底 部 の 曙 不整 合
＊ ＊

（富 士 川 団

体研究 グ ル ープ，1976） とで あ る．そ こ で小 論 で は ，こ

の 2 っ の 部分 不整合 にっ い て 重点的 に述 べ る．

　 小 論 を ま とめ る に あ た り，新 潟 大 学 の 藤 田 至 則 博 上，

鳥取大学の 吉谷昭彦博 士 に は小論を御校閲 い た だ き，貴

重 な御意 見を い た だ い た ．深 く感 謝 い た します．また ，

富 士 川 団体 研 究 会の 皆様 に は資料 の 提 供 な ど種々 の 御援

助 をい た だ い た．記 して 御礼申 し あ げ ます．

　　tt　　　ゆ｝
＊　大子 山 不整 合 に っ い て は富 十川 団体 研究 グ ル

ー
プ 〔1976）が最

　初 に報 告 し，角 田 史雄
・
富十 川団体 研究 グ ル

ープ 〔1976 ） が その

　意義 に つ い て 述 ぺ ，小 論で 新称 が あた え られ た．
＊＊　大塚 （1955）が最初 に報告 し，手打沢 不 整合 と命名 した 。しか

　 し，秋 山 〔1957） はそ れを否定 し，松田 〔1958） は その 1 部 を認
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ltlt／ttt

　め た．富 士川 団体研 究 グル ープ 〔1976）ぱ 曙礫岩 層 〔富士 川団体

　研 究グ ル ープ ，1976）の 基 底部 に限定 しで不整合 の 存存 を認 め，　　　あ　　ポtt
　 こ れ を曙不 整 合 と定義 した．

富士 川 上 流域 の 基 本的 な地 質構造

　 1．層　序

　富士 川 上流域 に 分布す る中新世後期 の 地層群 は船川 期

か ら鮮 新 世 （一・部 は 第 四紀 ） の 変 動 に よ・
っ て 変 形 さ れ，

個々 の ［新層ブ ロ ッ ク 相互 の 地層の 対比 が き わ め て 難 しい ．

こ れ に 著 しい 岩相 や層 厚 の 変 化 が 加 わ り，地 質構 造 の 解

析を
一．一

層困難 な もの に して い る．と く に，同地 城 の 中央

部 に 発達す る，折 り た た み 状の 非対 称背斜を境 に し て，

両側 の 層 相 や 層厚 が 著 し く異 な るた め ，地 層の 連続 性 の

確 認や 層序 の 対比 が きわ めて 不十分 な もの で あ っ た．

　 そ こ で 富士 川 団体研 究 グ ル ープ （1976）は 同 地域 を精
　　　　　　　Lモ　わ
査 して，前述 の 常葉背斜の 北側 に 分布 し，か つ ，それま

で 未区分 で あ っ た 原泥岩 層を細 分 し た．その 結 果，同 背

斜 の 両側 の 地 層お よ び層序の 対比 が 可 能 に なり，その こ

と に よ っ て，前述 の よ うな特異 な形 態の 背斜 を境 に して

非 常 に 顕 著 な層相
・
層厚変化 が認 め られ る とい う興味あ

る事実 をひ きだ した．さ ら に，筆者 らは 身延 IJI周辺 を再

調 査 して ，同 域 と他 の 地 域 と の 層序 と対 比 をす すめ た

（角田 ほ か，1977）．以上 の こ とか ら，小論で は，富士川

上 流域の 層 序 は富 士 川 団体 研 究 グ ル ープ （1969）の そ れ

に 従 う．しか し，身延 山 付近の 層序 と対比にっ い て は，

角田ほ か，（1977）に 従 う．同 地域 の 層序 と対 比 に っ い

て は こ れ らの 報告 に 詳 しい の で ，小 論 で は ，略述す る の

に と どめ る，
　　　　　　　　　にヒt，つしろ
　 富 十 ilLE流 域 に は西 八 代 層 群 （大塚 ，1952） とい う台

島期 の 地層群 と，富セ川 層群 （松田，1961 ；富士 川 団体

研 究 グ ル ープ ，1976＞ と呼 ば れ る西黒沢 期 か ら北 浦期 ま

で の 地層群 とが分布す る．小論で 扱うの は 後者で，下位

か ら，しもべ 累層 （西 黒 沢 階），身延累 層 （女 川 階 ），飯 富

累 層 （船川 階），曙累層 （北浦階〉の 4 っ の 累層で 構成 さ

れ る （富士Jl［団体研究 グ ループ，1976）（第 1図）．

　 しもぺ 累 層 は 2 つ の 部層 か ら な り，下 位 の 部層 が砂 泥

互層を主体 と して，石 英安山 岩〜安山岩 質凝 灰 岩 が夾 在

す る竹 之 島砂 岩 泥 岩 互 層 と，ヒ位 の，泥 岩 が優勢で 安 山
　 　 　 　 　 　 　 　 　 う え　び）　で／

．，，
岩質凝灰 岩をは さ む上 之平砂 岩 泥岩 互層 で あ る ．

　身延累層は 安 山岩 質凝灰角礫 岩 を卞体 と して，同 質 の

　 　 　 　 　 　 　 ニ　 i．t　t／／tS
溶 岩 が 夾 在 す る小 内船 火 砕 岩層 ；泥 岩 が 卓越 す る 砂 岩泥
　 　 　 　 　 　 　 lt　た か　じ E

岩互 層よ りな る波高島砂 岩泥岩互 層 ； 礫岩 が圧倒的 に 優

勢で 砂 泥 互層 や凝 灰 岩 の 薄 層 をは さ む 丸滝 層 ； 砂 泥 互 層
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 lr　 　ど　　い　 ざ t・
が 主体 で うす い 礫岩 層 を夾 在 す る波木井 坂 砂 岩泥岩互 層

な ど の 順 に部層 が 累重す る．

　飯 富 累層 は ，下 位 か ら， 安 山 岩 質火 砕 岩 を主体 と し，

安 山岩 質 （輝 石 角 閃石 安山 岩質 ）の 溶岩 や泥 岩 の 薄層が

N 工工
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　　　　　　　　　　　　　　　第 1図 　富 土 川 上 流 域 の 地 質 図

1　先西八 へ層 群 ，2　しもへ 累 層 お よひ 身延 累層 ， 3　三 ノ石 凝 灰 角礫岩 層，4　早 川橋 砂 岩泥 岩
互増 ， 5　皀森山凝灰 角礫岩 層，6　川 平泥岩 層，7　赤沢 火砕岩 層　8　曙 礫岩 層　極 大 実線 は 第

1 級 の 断層　北西部は畠 士見Li断層 ， 西縁 の もの か 糸角川
一
静岡構造線，中央 部 の もの か飯富断層，

南 縁 を区切 る の が西 乗 断 層 （本 文 参昭 ） 波線 は 不 整 合線
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夾在す る 三ツ 石凝灰 角礫岩層 ：泥 岩 の 卓越 した 凝 灰 質 砂

岩泥岩互 層が 顕 著で ， 粗〜細 粒の 凝 灰 岩 層が 夾在す る 早

川橋 砂岩泥岩 互層 ：安山 岩質凝灰 角礫岩 を主 体 と し，同
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ぶゆ もり　くぼ
質 の 溶 岩 や優 白色 の 中粒 砂 岩 の 薄 層 が 夾 在 す る烏森 山 凝

灰角礫岩層 ：黒色 の 粗
〜
細粒の 凝 灰 質砂 岩 層で ， Amus −

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 tt モ

siopecte π i・itomienSis　OUTKA などの 化 石 を多産 す る遅
さ わ

沢礫質砂 岩 層 ：暗 青灰 色の 無 層 理 の 泥岩 を主体 と し て 数
　　　　　　　　　　　　　t／tttび／’t
枚 の 凝灰 岩の 薄層が 夾在 す る川 平 泥 岩 層 な どの 5 つ の 部

層が 累 重 して 構 成 さ れ て い る．
あロ は の

　曙累層は，ド位 か ら，緑黒色 の 安 山 岩 質凝 灰 角礫 岩 を

主 体 とす る赤 沢 火砕 岩層，青 灰 色 の 極粗 粒〜粗粒砂 岩 の

卓越す る杉尾礫岩層
＊

，優臼質の 花 こ う岩 の 円礫 や珪 質

砂 岩 な どの 円 〜亜 円礫 を主体 と し，ア ル コ
ース 砂 岩や 黒

色泥岩の 薄層が 爽在す る曙礫岩層の 3部層が 累積 して構

成 され る．

　 2，部層の 層相 と層厚の 変化 の 特徴

　断 層，背斜 ，撓 曲 な どの 地 質構 造 要素 を境 に して ，部

層 の 層 相や 層厚が変化す る こ とは 前 に述 べ た が，西八 代

層群 の な か で も，そ の 現 象 が明 ら か に認 め られ る （角 田

・富士 川 団体研究 グ ル ープ，1976）．しか し，富 士 川 層群

の そ れ は きわ め て 著 しい もの で あ る，なか で も，身延累

層
＊

と鳥 森 山 凝灰 角礫 岩 層
＊＊

と は，と く に著 しい 層 相 と

層厚の 変化を示す （第 1 表），その 変化点は い ず れ も，西

に い くほ ど 「折 りた た み状 の 非 対 称 背斜 」 が は っ き りす

る 常葉背 斜 （松田 ・水野，1955 ：角田 ・富 士 川 団体研 究

グ ル ープ，1976）の 軸 に ある．常 葉背 斜の 軸走 向 は 東北
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 h 　 ：tt，じ n

東一西南西方向 で あ る．後者 は さ らに，小原島断層 （新

称，後述 ）を境 に して ，そ の 層相 と層 厚 が 激変 す るが，

小 原 島 断 層 の 走 向 は北西〜南東方 向 で あ る．こ の こ と か

ら，鳥森 山凝 灰 角 礫岩 層 は，南 北 方向 の 断面 で は 常葉背

図は 同層 の ．ヒ面を水平 に し た

と きの ，同 層の 層厚変化 を示

す．た て線 の 入 っ た 断面 は 同

層の 東西断面の 形態が わ か る

よ うに き られ た もの で あ り，

点 を うっ た 断面 は南 北 断面 の

それ がわ か るよ うに き られた

もの で あ る．

第 2 図　鳥森 山凝灰 角礫岩層の 形態の 模式図．

＊　本調 査 域に は分 布 しな い ． ＊ ＊　こ れ らの 地層 群 は，富 士 川流域 に お い て ，も っと も広 い 分 布 を

　 しめ す もの で あ る こ と も最 近 の調 査 （富 十 川 団体研 究 夘 レ
ー

プ，
　 1978，未 公表 〉に よ っ て 明 らか に され た の で ，こ れ らの 累層や部

　 層の 層相や層厚 の 変化は ，南部フ t ッ サ ・マ グナ 西縁部全域の 構

　 造発達 吏の なか で も重 要 な役割 を果 した で あろ う．
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斜 を境 に し て ， 南側 の 層厚 が 北側 の それ の 約 2．7倍 （350

m ：130m ）に な る．また，東 西方向の 断面で は，小 原島

断層を境 に して，西側 の 層厚が 東 側 の そ れ の 5倍 （1，800

m ：350m ）か ら14倍 （1，800m ：130m ）に 達す る層厚変

化 が 認 め られ る．こ の よ うな構造要素を境 に し た 顕著 な

層厚変化 の ほ か に，部 層 自身 の そ れ も認 め られ る．す な

わ ち，「
そ の 層厚 は 大城 川 付近 が も っ と も薄 く （約1，000

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ：
’
　て．L 　t／tま

m ），その 両側 で は 厚い ．つ ま り ， 大 城 川 の 南側 の 御殿 山

西方地域 で は2，100m か ら2，200m ，北側 の 鷹取 山，身延

11亅周辺で は 層厚が i
，
000m か ら 1

，
　800m に 達 す る．」 （角

出 ほ か，1977）．以上を総合すれ ば， 鳥 森 山 凝灰 角礫

岩 層 の 全 体 的 な 形 態 は，若 干 の 凹 凸 は あ る に して も，

富士 川 上流域 の 南西隅が局部的 に も っ とも厚 くなる （第

2 図 ）．

　
一一

方，身延累層の 立体的な復元は，東西方向の 断面形

態 が十 分 に復 元 で き ない の で ， 鳥 森山凝 灰 角礫岩層 ほ ど

は っ き り した もの が得 られ ない ．し か し，南北方向の 断

面 形態 だ け か らみ て も， そ の 層相 と層厚の 変 化は鳥森山

凝 灰 角礫岩層の それ よ りぱ るか に 大 きい ．す なわ ち，常

葉背斜 の 北側 の 層相
＊

は 泥岩 を主体 と して，中粒砂 岩，

ア ル コ ース 砂 岩，凝 灰 岩，礫砦 な どの 薄 層 が夾 在 す るの

に 対 し，南側 の そ れは 礫岩 や 安山 岩 質火 砕岩が 主体 で 砂

泥互 暦 が 夾在 して い る．ま た
， 同 背 斜の 北側 の 層 厚 は 南

側 の それ に 比 べ て ，わず か26分 の 1 （350m ：9，100m ）

し か な い ．そ して，こ の 変 化 の 主 役 は 小 内船 火 砕岩層 と

丸滝層 と の 2 部層で あ り，波高1島砂 岩泥岩互層や 波木井
ざぶ
坂 砂 岩 泥 岩 互 層 な どの 砂 泥 互層 の 層 厚 変 化 が 3 − 7倍 あ

っ て も，そ れ は副次 的 な役割 しか 果 して い ない （第 1 表），

　 以 上 の よ うな層 相 ・層 厚 変化 は他 の 部層 に お い て も，

上 記 の 部層や 累層 の そ れ ほ ど著 しくは な い もの の ，認め

第 1 表　富 士 川 層群 を構 成す る部 層の 最 大層 厚．

層群 累層 部　　　層 曙　　地 　　区 夏　秋　地 　区 身　延 　地 　区

曙 礫 岩 層 700十 180十 100＋　 曙1

　 累

　 層

ヨ

欠　　　層 360＋ L − ！
欠

　
層赤沢火砕岩層

…一 潜

川 平 泥 岩 層 330 220 150
飯

　 ヨ
遅 沢 礫 質

砂 　 岩 　 層
80 70 250

鳥 森 山 凝 灰

角 礫 岩 層
130 1800 350

富

累

層

早 川 橋 砂 岩

泥 岩 互 層
160 1200 650

富

　

　

　
　

士

　

　

　
　

川

　

　

　

　
層
　

　

　

　
群

三 ツ 石 凝 灰

角 礫 岩 層
250 1500 i　　　 500

波木井坂砂岩

泥 岩 互 層
2GO 欠 　　　層 1450

丸 　 滝 　 層 欠 　　　層 欠 　　　層 2500

身

延

累

層

波 高 島砂 岩

泥 岩 互 層
150 欠　　　層 450

小 内 船　火

砕 　 岩 　 層
欠 　 　 　 層 欠　　　層 4700

　 上 之 平 砂 岩

i 泥 岩 互 層
420 欠　　　層 1400

し

臭
累
層 雁岩鷹 50 欠　　　層 800

　　　　　　　　　　　　　　　　　 きさ　わ
＊ 松 田 （1958｝は こ の 地 層を原泥 岩層 と命名し，常葉背斜の 南側

の地層群 と ま っ た く独 立 させ て い た ，
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一Eleotronio 　Library 　



The Geological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

The 　Geologioal 　Sooiety 　of 　Japan

110 角　　田 　 史　 雄

られ る．した が っ て，富士 川 ［1流域の 層相 と層厚の 変化

は，部 層 や累 層 の オーダー
で 明 らか に 認 め られ，その 水

平的 な拡 が りの 規模 につ い て み る と，常葉背斜 の 北側 に

ほ ぼ 限定 さ れ て い た 西八 代 層群 の 堆 積時 に比 べ て ，富士

lil層 群堆積時以降 は そ れ が ，同背斜をの り こ え て
， 南へ

拡 張 され た とい え よう
＊

．

　 3 ，大 子 山不 整合 と曙不 整合の 形状

3 − 1．大子 山 不整合　本不整合 ぽ，従来は不 整含現象

（富 士川 団体研 究 グ ル ープ，1976） と し て 扱 わ れて い た

が，小 論 で は，下 記の 理 由 に よ っ て，不整合 と して 記述

す る．す な わ ち ：

　 イ．三 ツ 石凝 灰 角 礫 岩 層は ，常 葉 背 斜の 北 側 と南 側 と

で身延 累層 の 異なる層準の 地層 と接 して い て，し か も，

そ の 関係 は 断 層 関係 で は ない ．す な わ ち，同背 斜 の 北側

を西北西か ら東南東 に む か っ て 流 れ る三 沢川 以 北 に お け

る三 ツ 石凝灰角礫 岩層 は，小規模な東西性 の 高角の 正
・

逆 断 層群 に よ っ て 若 干 転位 して い る に して も，基本 的 に

は南 北 方 向 に 直線状 に 連続 す る．しか し，同地 域 の 身延

累層 は北東〜南西方向の 軸 をもつ ，小規模な箱型背 斜 に

支配 され て，ゆ る や か に 西 方へ 張 りだ した弧 を描 い て 分

布す る．そ の ため，両者 は 互 い に斜 交 す る （第 1 図 ）．こ

の 関 係 は 同地 域 の 5
，
000分 の 1 の 地 質図 を作成 す る こ と

に よ っ て 得 られた （角 田，1978，未 公 表 ） の で，別 報 で

報 告 す る．し た が っ て，両者 が ほ と ん ど 平 行 の よ うに み

え る 三 沢川 と常葉背斜 とには さ まれた 地域の 地質構造 （富

士 川 団体 研 究 グル ープ，ユ976 ； U．JIIE ，＆　 MuRAKI ，

／976）は ，南北性 の 三 ツ 石凝灰 角礫岩層の 走向 と，西側
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 わ だいtt
に ひ らい た ゆ る い 向斜構造 （和平向 斜 ：角田 ・富士 川団

体 研 究 グル ープ，1977） に 支配 され た 身 延 累層 中の 地 層

の 走向 とが，た また まほ ぼ平行 に な っ て い る もの で ある，

詳 細 な調査 をす す め れ ば，こ の よ うな地域 に お い て も，

南北 に ほ とん ど直線的 に連続す る 三 ツ 石凝灰 角礫岩層 に

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ひlt／／tt
対 して ，下位の 身延累層 は わ ずか に 波曲 して お り，和平

向斜の なか の 小 規模 なゆ るい 背斜 や向 斜 を形 成 す る．以

］1の こ と か ら，常葉背斜 を境 に して 南 側 と北側 との 身延

累層 と は基本的 に連続 して い て も，北側 で は ，同累層の

．ヒ部 （波 木井坂砂 岩 泥岩 互 層 ）が 局 部的 に 削は くさ れ て

い る と結 論で き る．

　ロ ．ニ ツ石凝 灰 角礫 岩 層 に は円 礫 一亜 角礫 の 外来 礫

か らな る礫 岩 層が あ る （中 ノ 沢 礫 岩 部 層 ： UJIIE，＆

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 コ　　ヒ

＊　も っ と も富
一i：川 L流域 の 北側 1二隣接す る 巨摩山 地地 域の 西 八代　　　　　　　　t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／tし　’．t

層群相 当層 〔巨摩層群 ：小坂 ・角出，1968）を考慮す れ ば，西八しtt　　　　　　　　こ　　ヨ
代層群 と巨 摩層群 との 間 に か な り顕 著 な層 相 と層厚 の 変 化 が 認 め

られ る の で ，それ らの 堆 積時 に も，広域 に わ た っ て ヒ述 の よ うな

地 質現象が み られ た こ とに な る．

MuRAKI ，1976）．

　ハ ．三 ツ 石 凝 灰 角礫 岩 層 を構成 す る 礫岩 の な か に 直径

1m 以 上 に達 す る安 山岩 の 角礫 や 下位 の 身延 累層 由来の

もの と 思 われ る 泥 岩 の 巨角 礫 が ふ くまれ，か っ ，そ れ ら

は き わめ て 雑 然 と堆 積 して い る．

　 ＝ ．常葉背 斜の 北側 に 分布 す る身延 累層 の 岩相 は淘汰

不 良の 砕 屑岩 が主 体 で あ り，か つ ，そ れ らの 層理 の 発達

が わ る い ．また，同累層中 に は 外来の 異 質岩片の 密集部

分 が あ っ た り，木片 の 化 石 が 多産 し た りして，上記 の 地

域 が，三 ツ 石凝灰 角礫岩層 お よび そ の 下位の 礫岩層の 堆

積以 前 に は，陸 に 近い 場所で あ っ た こ と を示 して い る．

　以 上 の よ うな大 子 1．1「不整 合の 形 態 を列 記 す れ ば，
．．
ド記

の よ うに ま とめ られ る．

　 イ．不 整 合線 の 走 向 は ほ ぼ 南北方向 で あ り，そ の 傾斜

は
， 不整 合線 が ほ とん ど 直線で あ っ て 地 形 の 凹 凸 に 影響

され な い で 連 続す るこ と か ら，ほ ぼ垂 直 に 近 い もの と考

え ら れ る，

　 ロ ．不整合線 の 距離 は約7．5kmで あ る．

　ハ ．不整 合線は 東西性 の 高 角 の 正 ・逆 断層 で ，水 平的

に みて ， 50〜数 100m 転 位す る．

3 − 2 ．曙 不整 合　曙礫 岩 層 の 基底部 を曙 地 区 （富 士川

団体研 究 グル ープ，1976＞で 観察 す れ ば，ド位 層 とは漸

移整 合関係 に あ る よ うに み え る，し か し，曙礫 岩層 の 北

へ の 延 長部 分 は，明 らか に ，川 平泥 岩 層 （曙 地 区 で 曙 礫

岩層の す ぐ ド位 に あ る地層） よ り下位の 地層 （月．見橋安

Ll亅岩 層 ：松L凵，1958）に 断層関 係で は な く接 して い る こ

とか ら，常葉背斜以北に お い て も．部分 的 に せ よ全 体的

に せ よ，曙礫岩 層の 基底部 は 不 整合関係で 下位層 と接す

る と結 論 づ け られ る．また，同 背斜 の 南 側 で も，相 又付

近 で下位の 飯富累層 と斜交不整合 に あ る こ と が確認 さ れ

て い る （富士 川 団 体 研 究 グ ル ープ
T1976 ）．

　 以．トの よ うな曙 不 整 合の 形 態 の 特徴 を列記 す れ ば，つ

ぎの よ うに ま とめ られ る．すなわ ち ：

　イ，不 整 合線の 走 向 は 南 北 方 向 に ちか い が
， 常 葉背 斜

の 北 側 で は，南 に い くほ ど，北 東一南西 方 向 に 変化 す る．

　ロ ．不整合i山の 傾斜 は，大 子 山 不整 合の それ と同様 に ，

高角で 西へ 傾 く．

　 ハ ．不整合線 の 長 さは ，常葉背斜以北で お よ そ9km ，

同 背斜 以 南 で約 3km以 上 あ る．それ らが 元 来 連 続 して い

た か ど うか は不 明で あ る．

　 二 ．不整 合線 は 北西
一

南東方 向 の 断層 に よ 一
っ て 転 位 し

て い る が
， そ れ らの 断 層 は い ず れ も高角 の 蝶 番 断 層 で あ

る、

　 ホ．不整 合線 は大子 山 不整 合 線 を きっ て い る．
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　へ ．曙不整合 よ り上位 の 曙礫岩 層 の 内部構造 は折 りた

た ま れ た向斜構造 （松 田，ユ958） とい う よ り は む し ろ，

北西方向 に ひ ら い た ゆ る い 向斜構造 と考 え られ，その 北

西部 分 は富 士 見山 断層 （大塚，1938） に よ っ て 断 た れ て

い る の で，ほ とん ど同斜構造 に ちか い ．こ の よ うな地 質

構 造 は，大 柳川 下流 域 に 発達 す る東西性 の 軸をもつ 背斜

と向斜 の 各 々 の 軸と斜交 し，かつ ，それ を削 りと っ て で

きて い る．

　 4．富士 川上 流域 に 発 達す る 断層系

　本地 域 に は規 模 や方 向 な どが さ ま ざ ま な断層 が発 達 し

て い る （富士 J［「団体 研 寵 グ ル ープ
，
19761 角田 ・富 士 川

団体研 究 グ ル ープ ， 1976：角 田 ほ か，1977｝．それ ぞ れ の

断 層 に つ い て は個 々 の 報告 の なか で 命 名 ・定義 して あ る

の で ，小 論 で は，小 原島断層 をの ぞい て ，く り か え して

述 べ な い ，小 原 島 断層 （新 称）は，梨子，小 原 島，粟 倉，

ド山 な どの 集落をむす ん で 連続 す る北西
一
南東方向の 直

線状 の 断層 で あ る．相対的 に，南西側 が お ちこ ん で い て，

その 層序差 か ら は か られ る落差 は ，断層線 の 総延長部分

の 中央部付 近 で お よ そ1，300m に な る 。 し か し，全体的

に み て，断 層線 に沿 っ て 分布 す る地 層 の 転 位 量 は 南 東 に

い くぽ ど大 き くなる，幡番断層で ある．

　 小 原 島 断 層 をふ くめ て ，本地 域 の 断 層 を分 類 す る と き，

小論 で は，その 断層を境 に して 両側 の 層相 ・層厚 ・構造

娑 素の 発 達 の 度 合 な ど が著 しく異 な る もの を第 1級 の 断

層，地層 の 走向 ・傾斜の 変化 がみ られ た り，その 落差 が

大 きか っ た り，断層線 が 長 か っ た りす る もの を第 2 級 の

断層，そ れ以 外の もの を第 3級 の 断層 と す る．

4 − 1．第 1級 の 断 層　本地 域 に は 4 本の 第 1級 の 断 厨

が あ る．す な わ ち，本地 域 の 新 第
．t．系 の す べ て を切 っ て

発 達 す る北 北 西 一南 南 東 方 向 の 糸魚 jl［一一静 岡構 造線 ： こ

の 構造線 を切 り，か つ ，本地 域 の 富 士 川 層群 す べ て を切

る富 士 見 山断 層 ：断 層線 を境 に して富 士 川 層群 の 層 相 ・

層厚
・地 質構造 が著 し く異 な る 飯富 断層 （富 十 川 団体研

究 グル
ー
ズ 1976）：断 層線 を境 に して 本地 域の 新 第三 系

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 にし　の り

の 層相
・
層厚

・地 質構造 が異 な る西乗断層 （富士 川 団体

研 究 グ ル ープ
，
1976）の 4 本の 断 層で あ る．こ の うち，

糸魚 川一
静 岡構造線 をの ぞい た 3 本の 断層 は い ず れ も ほ

ぼ北東
一

南西方 向 の 断 層線 をも ち，か つ ，画へ い く ほ ど

落 差 の 大 きい 蝶 番断 層 で あ る．こ れ らの 断 層群 に よ っ て，

本地 域 の 層相
・
層厚 ・地 質構造 な ど が他 の 地 域 と 独 立 し

て 発達 し て い る こ と や，木地域 が さ ら に 2 つ の 互 い に 独

自な発 達 史 をと げて い る部 分 に分 け られ る こ と が明 らか

に さ れ る．

4 − 2 ．第 2 級 の 断層 　こ れ に ふ くま れ る断層 に は ，
っ

ぎの よ うな もの が あ げ られ る．す な わ ち，西八 代層 群 の

層相 や 層 厚 な ど が 変 化す る 田 原 断 層 （角 田 ・富 十 川 団体

研 究 グル ープ，1976）1主 と して 飯 富 累層 よ り t：位層を大
　 　 　 　 　 　 　 　 　 あめニ う　 ち

き く転 位 さ せ て い る 雨河内断 層 （角田 ・富 士 川 団体研 究
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 かど

グ ル ープ ， 1976）お よ びその 西方 へ の 延 長 と思 わ れ る 門
の
野断層群 〔角田 ほ か，1977） な ど が あ り，こ れ らは い ず

れ も北東一南西方 向 の走向 を もつ ，西 ほ ど落差 の 大 きい

蝶番断層で あ る．こ の 他 に 前述の 小 原島断層や小 縄背 斜

に沿 っ た 断層 な どが あ る が，こ れ ら は北 西一南東 方 向の

走 向 を もっ て い る．以 上 の こ と か ら，第 2 級 の 断層 も第

1級 の そ れ と 同 じ く ， 互い に 直交す る 2 系統 の 断 層群 が

あ る．

4 − 3 ．第 3 級 の 断 層　第 1 図 か ら もわ か る よ うに ，前

述 した 第 1級 ，第 2級 の 断層 に 平行 に，互い に 直交す る

2 系統 の 断 層群 が 発 達す る が，興 味 あ る こ と に，そ れ ら

の 間 隔 は ほ ぼO．5〜1．5kmで あ り，一
定 して い る．

　以上 の よ うに，断層の 規模 は ま ち ま ちで あ る が，その

方向は 明 らか に 2系統 あ る．松 田 （1961） が 強調 し た 南

北性 の 衝 上 断層は ご く稀 に し か 発達 し な い ．こ の うち，

不 整 合線 に き られ るの は北 東 一南 西 方 向 の 断 層 群 で ，そ

れ を切 る の は北西
一

南東方向の それで あ る．また，しも

ぺ 累 層 と身延 累 層 との 層 相 ・層 厚 変 化 線 と
’
ド行 な もの は

前者で あ り，飯富累層 と曙累層 の それ に 平行なもの は後

者で あ る．

考 察

　 1．富士 川流域 に お け る
一

般的な堆積形 態

　富士 川 層 群 全体 の 分布 範囲 は南北 に 約 40km，東 西方 向

に 最 大15kmで あ る．こ の 意味で は
， 同 層 群 の 分 布 の 長 軸

は南 北 方 向 で あ り，1つ の 狭長 な向 斜構造 を なす と い え

る．ま た，小 論で 扱か っ た 地 域 で は，基本的 に は，西 方

に い くほ ど新 しい 地 層群 が 累 重 す る よ うな堆積構造 に な

っ て い る が，こ の 傾 向 は他 の 富 士 川流域 に お け る富 士 川

層群 に も
一

般的 に あ て は ま る，し か し
，

こ の 傾 向 が は っ

き り して い るの は，累 層の オーダーまで で ，部層の ユつ

1つ に ま で は
一一

般化 で き ない ．

　部層 の 堆 積形 態の 特徴 は ， 烏森 山凝 灰 角 礫岩層で も っ

とも典 型 的 に み られ る よ うに，中心 部 が厚 く，周辺 部 に

む か っ て 急激 に 薄 くなる よ うな もの で あ る，その 断 面形

態をた と えて い え ば，「
っ ば の 広 い 帽

．
戸」 を さ か さ に し

た よ うな形 を な して い る （三 梨 昂 氏 談 ）．丸 滝 層中の 礫

岩層の 堆積形態も，鳥森山凝灰角礫岩 層 ほ どよい 断面形

態 は得 られ ない もの の ，そ の 東 側 部分 で うす くて ゆ る や

か な構造 を な し，中央部 で 厚 くて 傾斜 し た構造をも っ て
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い る．

　 した が っ て ，富 士川 層群 全体 は，こ の よ うな 「さ か さ

に した 麦 わ ら帽 子」 型 の各 部 層 が連 な っ た り，重 な り合

っ た り しな が ら，な り た っ て い る と結論 さ れ る．

　 2 ．層相 ・層厚変化 と部分 不 整合 と の 時 間的 空間 的 関

　　　係

　 前述 し た よ うな富 士 川 層群内 の 部 層の
一般 的 な堆 積形

態 は，その ま ま累層全体 の そ れ と 同 じ に なる こ と が あ る，

た と え ば，飯 富累層 が その 例 で あ る （第 1表）．こ れ が し

もべ 累 層や 身延累 層 に あて は まる とす れば，両累層の 夏

秋地区の 層厚は 身延地区の それ に 比べ て 薄 い こ と に な ろ

う．しか も，火砕 岩 や 礫岩 など の 粗 粒堆 積物 は最 大層厚

部 か ら層厚の 薄 い 方へ の 移化 は き わめ て 急激 な もの で あ

る とい う傾 向 が あ るの で ，上記 の 2 つ の 累層 の 夏秋 地 区

に お け る 最大層厚 は それ らを構成す る砂泥互層の 積算値

を大 き く上回 るこ と は ない で あろ う。こ の よ うに 考 えれ

ば
， 身 延地 区 に a／s 　liる 2 つ の 累層の 全 層厚11

，
300m の 約

36％ （4，100m ）が 夏秋地 区の それ に相当す る．こ れ ら

の こ と か ら，身延 累層 の 上 面 の 堆 積時 ，つ ま り，大子 山

不整 合の 形 成 直前 に お け る基 盤 まで の 深 さの ち がい は曙，

夏秋 身延 の 3 つ の 地区で か な り著 し い もの が あ っ た で

あろ う．す な わ ち，そ れ らの 値 は それ ぞ れ820m ，4，10e

m ，11，300m と 見込 まれ る，と こ ろが，曙地区や身延地

区で み る か ぎ り， その と きの 岩 相 は い ず れ も不淘汰 な粗．

粒 堆積物 や異 質 角礫，泥 岩 な どの 同時礫，木片化石，斜

交葉理 など が顕著 に発達 し （富士 川 団体 研 究 グ ループ，

1976）， きわめ て 浅 海 で の 堆積 を示 して い る よ うに 考 え

られ る．こ の こ と か ら，曙 地 区 を基準 に す れ ば，夏 秋 地

区 は 約 5 倍 ， 身延 地 区 は 約 13倍 の 沈 降 速 度 を も っ て い た

と考 え られ る．

　 上述 の よ うに，累層 の 層相 ・層 厚 の 変化 か らみ た と き

の 基盤 の沈 降運 動 は，きわめ て 単純 な計算で あ る が，曙

地 区が も っ と も沈降運 動量が 少 な い ．い い か えれ ば，こ

の 地 区が もっ と も 早 く，後 に ひ きっ つ く降起 運 動の 影響

を受 け や す い 場 所 で あ っ た と 考 え ら れ る．そ して ，他 の

2 つ の 地 区は ，は る か に 速い 沈降速度 をもっ て い た た め ，

富士川 全域 に わ た る 降 起運 動 が 生 じて も，沈 降 か ら隆起

へ の 運 動 の 転 化 に 時 間 が か か り，そ れだ け不 整 合形 成 が

遅 れ た の で は あ る まい か．大子 山不整合 が曙地区 に か ぎ

っ て 発 達す る部分不整合で あ る の は こ の 理 由 に よ る と思

われ る，

　 とこ ろ が，飯 富 累 層 に な る と，夏秋地区をの ぞ い て，

沈降運 動の 速 度 が同 じか （曙 地区） あ るい は 急激 に 低下

する か （身延 地 区 ） して い る．そ して ， 烏森山凝灰 角礫

岩 層堆積以後 は，層厚で み る か ぎ り，前述 の 3 っ の 地区

の 沈降量 の 差 は な く な る．そ し て ，曙不 整 合は，曙 地 区
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 e，lオぽ の

と身 延 地 区 とに発 達す るよ うに な る，こ れ が曙礫岩層の

分布や 曙不整 合 の 分 布が 広 範囲 に わ た る理 由 で あ ろ う．

　 さ らに，上 述 の よ う な全 域 的 な隆起 運 動 が は じま るの

は 丸滝 層堆積期 で あ り，その と き沈降か ら隆起へ の 反転

が お くれ て い た 同 層堆 積地 域 が 礫岩 の 「受 け皿 」 と な り

や す か っ た の で あ ろ う．ま た，そ の 場 合，夏 秋 地 区 が身

延 地 区 よ り沈 降 速 度 が お そ か っ た こ とか らみ て も，よ り

西方の 中生 層や古第三紀層 か ら な る基盤岩 が西 側 ほ ど急

激 に 薄 くな る富 士 川 層群 と と も に 削 は くされ る条件 は 十

分 に あ っ た と 考 え ら れ る，し た が っ て
， 丸滝層 の 砕 屑 岩

類 は 東側 か ら供 給 され る （松 田，1958）ばか りで な く，

よ り多 くの もの が古 期 岩 類 の 分布す る 西側 や 北西側 か ら

運 ばれ て る と考 え る方 が よ り 白然で あ る，この 後，こ れ

ぽ ど大量 の 礫岩 が集 中 して い る の は 曙累層堆 積期 ま で に

は なくて，それ 以前 は ほぼ富士川 層 群 全体 に薄層 と なっ

て 夾 在 する とい う産出形 態 を と る の も，こ の よ うな沈降

運 動 の 地 域 茱 が な くな る こ と とつ よ い 関係を示 して い る

と思 わ れ る．

　 こ れ に 対 して 曙累 層 中 の 礫岩 は，富 士 川 流 域全域 に 分

布す る こ と，それ らは 連 統 した もの で ぱなく，個 々 の 独

立 し た 堆 積形態を示 す こ と，多 くの 場 合，下 位 層 との 関

係 は部分 不整合で あ る こ と などか ら，海水 が 冠水 して い

る状態で の 堆積で あ る に して も，そ うで な く とも，い わ

ゆ る 「LLr聞 盆地 状 の 凹地 」 に堆積 した もの で あろ う．い

い か え れ ば，全域的 な隆起 の な かで，隆 起 か らと りの こ

され た 部 分 に 集 中的 に 礫岩 が集 積 した結 果で あ ろ う．多

くの 場合，その よ うな礫岩 層の 下 位層 が 泥岩 層 で あ るの

もその よ うな事情を物語 るもの と考 え られ る．

　 3 ．断層系 と部分不整合との 関係

　前述 した よ うに，本地域 に は，地 質 構造 の 基本 に か か

わ る よ うな断 層 が 発達 し，そ れ を第 1 級 の 断層 と し た が
，

そ れ らの うちで新第三 系中に 発達す るもの は い ず れ も北

東
一

南 西 方 向 の 蝶 番 断 層で あ る こ と も述 べ た．そ れ らの

断層の 落差 は そ ん な に 大 き くな く，か つ ，もっ とも落 差

の 大 きい 所 で 突然消減 し，他 の 互 い に 直交 す る断 層 に き

ら れ る．さ らに，そ こ か らぽぼ60
°

位 で 斜交 した方向 に

部 分不整 合 （大 子 山 不整 合 ）が は じまっ て い る．こ の よ

うな不整 合線 の 南端 と同 じ よ うに，そ の 北端で も，同様

な関係 が 認 め られ る．ま た，蝶番断 層 の 東端 に は それ ら

に 斜交す る擁 曲軸 が あ る．した が っ て ，互 い に 平行 な蝶

番 「釿層 と，互 い に平 行 な部分 不 整 合 線 と撓 曲軸 と の 4 本

が ほ ぼ平行四辺 形をなして 分布 してい る．さ らに，こ の
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蝶番断層 は 大規模 な撓 曲が 発 達 して 盤 折 れ （湊，1960）

の 状 態 や 折 りた た み 状 の 非対称 背斜 に 成 長 した後 に 形 成

さ れた こ と もわ か っ て い る （角 田
・富 士 川 団体 研 究 グ ル

ープ，1976）．

　以上 の こ と か ら，層相
・
層厚 の 変化 が 著 しい 場所 に 形

成 され た深部 で の 弱線 は
， そ の 後 の 差 別 的 な ブ ロ ッ ク 状

の 沈降運 動 で 強 調 さ れ ， さ らに そ の 後，全 域的な運動で

断裂 に転化 して い っ た と 考 え ら れ る．そ の よ うに して 形

成 され た 基 盤 断層 ブ ロ ッ ク ご と に 異 な る隆起運動 と，同

ブ ロ ッ ク の 辺 に そ っ て の 変位 量 の ちが い に よ っ て 各 種 の

構 造 要素 を その 上 位 の 被 覆層中に 形成 さ せ た．すなわ ち，

非常 に 変位量 が 大 き か っ た り，変 位 の 速度 の 大 き い ブ ロ

ッ ク の へ り に は 断層 が形成 さ れ，それほ ど速 度 や 変 位 量

の 大 き くない 所 で は撓曲や 非 対 称背斜 な どが形 成 さ れ た

と考 え られ る．部分 不整 合 は
， そ れ らが も っ 、と も小 さ い

場 所で 形成 され た の で は あ る ま い か．

　以 上 の よ う な過程 で 富 士 川 流域 に お け る地 質構 造 や 部

分不 整合 が形成 され て い っ た と考 え られ るが，も し そ う

な らば，火 山 活 動 と の 関 連 性 や 古生 物 の 環 境 な ど と も密

接な関 係 が あ るはずで あ る．こ れ に っ い て は，別 報で 検

討 し た い ，

ま　 　 と　 　 め

　上 述 した こ とをま とめ れば， 下記 の よ うに列 記 され る．

　 1 ．富士 川 上流域 に 分 布 し，富 士 川 層群 を構成 す る 各

部 層，と くに 飯富 累層 中の 各部層 の 基 本 的 な堆積形 態 は

「さ か さ に した 麦 わ ら帽 子 」 状 の もの で あ り，中央部が

厚 く，周 辺 部 に む か っ て 極端 に薄 く な る．

　 2，こ れ らの 「さか さ に した麦 わ ら帽子」 状 の 各部層

は連 な っ た り，互い に 重な り合 っ た り しな が ら，累 層 や

層群 を1冓成 す る．

　 3． 1 つ の 累層 内の 各 部 層 の 堆積形 態 は い ず れ も 同 じ

よ うな もの で あ り，部層 と累層 との 形態 は相似 で あ る．

　4 ．部分 不 整合は 上述 の よ うな堆積形 態 を して い る 累

層 の 層厚 が著 し く変化す る場所 に 形成 され て い る．

　 5，は じめ に 形成 され た 部 分 不 整 合 で あ る 大子 山 不 整

合の 方 が，後 に 形 成 さ れ た 曙 不 整合 よ り規模 は 小 さ い ．

　 6 ．本地域 の 地質構造 の 形成 に決定的 な影響 を与 え た

第 1級 の 断 層，部 分 イ・整 合，撓 曲 な どに よ っ て 囲 ま れ る

地 域 は，本地域 の 堆積運動 か ら造構造運 動 tsよび変形運

動など の 期 問 を通 じて， 1 っ の 運 動 単 元 で あ っ た．

　 7 ．そ れ らの 単 元 ぱ 南北 方 向 に並 び，各単元 毎 に その

沈降 ・隆起量 が薯 し く異 な る．しか し，各 単元 の それ ぞ

れ に お い て，西 側 の 運 動 量 が 東側 の そ れ よ り も大 き い 点

は互 い に 共通 して い る．

　8 ．部分不 整 合 は富士 川 流 域 が 全域 的 に 隆起 しは じめ ，

ま だ前の 沈降運動 が 部分的 に残 っ て い るよ う な時 に，い

ちはや く隆起域 に な っ た部 分 に 形 成 さ れ た （お そ ら く，

波 木 井 坂 砂 岩 泥 岩 互 層堆積時 に 形成 さ れ た ）と思 わ れ る．

最 近 の 有孔虫 層 序 に よ る と，下部鮮新世 に あ た る とい わ

れ る （UJIIE ，＆ 　MuRAKI
，
1976）．
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