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島弧前縁帯海 底地質学 の 視点か ら一
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＊

The 　basement 　problems 　of　the　Japanese　Islands

一 viewed 　from　marine 　geology 　of 　the　fore−arc 　regions 一

Tsunemasa 　SHIKI＊

Abstract （1）Generalized　structural 　sect 圭ons 　of 　the 　Japanese　fore−arc 　regions 　by　Shiki　and 　Misawa

（1979，1980，1981）offer 　 a　 few　important　 suggestions 　 on 　 the　 basement　 problems 　 of 　 the　 Japanese
Islands．

　 （2）At　the　foot　of 廿1e　inner　trench　slope 　of　the　regions ，　only 　the　upper 　part　ef　the　trench−fill　deposits
are 　 folded　 and 　 thrust　 faulted，【n 　 some 　 inner　 places，　 lower　 part　 of 　 theIn　 and 　 underlying 　 pe叢agic

sed 血 ents ，　 which 　 were 　 once 　set　 beneath　 the　 thrusts 〔
“
substratlon

”
），　are 　 cut 　by　 low　 angle 　 thrusts

forming 　decollement　to　the　beneath−set （foot　wa 正1）1ayers．　 Then，　in　much 　inner　places，　the　basaltic

layer （layer　2）and 　even 　some 　part　of 　the　layer　3　are 　cut 　from　underlying 　oceanic 　slab ．　 These 　cut 　off

sediments 　and 　rocks 　are 　added 　to　the　overlying 　accretional 　body 　and 　the　continental 　cnlst ，　but　do　not

follow　to 　the　down −fa1…ing　oceanic 　 slab ．

　　（3｝These　oceanic 　layers　includillg　the　basement　rocks ，　thus　added 　to　the　continental 　crust ，　can 　rise

and 　crop 　out 　by　two 　sorts 　of 　mechanism ．　 One　is　climbing 　with 　acid ｛c　and 　basic　magma 　accompanied

wlth 　the　thrust　Inovement ．　 The　Tertiary　fore−arc 　lgneous　rocks 　which 　crop 　out 　at 　the　stnlctural 　high
incluCling　the 　Shionomisaki　belt　and 　the 　igneous　and 　metamorphic 　complex 　in　the　Kurosegawa 　tectonic

belt　in　the　Permian 　and 　the　Tr ｛ass 童c　age
，
　seems 　tobe 　a　new 　and 　an 　old 　example 　showing 　such 　activities．

　　（4）Another　type　of 　uprising 　of 　the　basement　rocks 　is　usual 　upheaval 　 of 　the　continental 　cnlst 　and

suffering 　erosion ．　 Thrusting 　up 　of 　the　rocks 　of 　oceanic 　origin 　may 　play　role 　to　the 　uprising 　of 　them ，
also．　It　occurs 　in　the 　continental 　crust ．　But，　this　process　has　been　regarded 　as

‘‘
obduction

”by　many

geologists．

　　　　　　　　は 　 し　 が 　き

　日本列島の古生層堆積盆 の下に は ， 必ず何 ら か の

基盤 があ っ たはず で ある．だが その 露 出や残存物 は

極め て 限 られ て い る．そ の性格や意義，さ らに シ ル

ル 紀 以 前の構造発達史 ま で を探 っ て ゆ くた め に は ，

直接 的 な 資料 だ け で な く， 間接的 な 資料 ・情報 を動

員す る必要があ る．こ の こ とが ， 筆者の よ うな者に，

海洋地質研究の 視点 か らの ，
“

基盤問題
”

に対 する コ

メ ン トの 機会 が与え られ る理 由で あ る と思 わ れ る．

　地 質時代 の 諸岩層の 研究 の ため に 現世 の 海洋 の 知

　1981年 12月26 日受理
卓

京都 大学 理 学 部 地 質学鉱 物 学教 室 ．　 Department　of

　Geology　and 　Mineralogy，　Faculty　of　Sclence，　Kyoto
　University，　KyQto ，606　Japan，

識が 求 め ら れ る に つ い て は，二 つ な い し三 っ の 場含

があ る よう に 思われ る。そ の
一

つ は ， 現在の海洋に

み られる諸事 象をモ デ ル として ， 過去 の 実態的なイ

メ ージ を描 こ う とす る場合で あ る．他 の 一
つ は ， 海

洋底 か ら得ら れ る資料 ・ 情報 と ， 陸上 で得ら れ る資

料 と を 有効 に 結合 し て 総合的 に 地史や地 質を知 ろ う

とす る場合で あ る．こ の場合 ， 海底に直接， 陸上 の

岩層 の 延長 が 見 出される とい うような こ とが あれば ，

最も望 ま しい こ と は言う ま で もな い ．

　先 に 志岐 （1981） は ， 主 に 第 1 の場合に つ い て ，

“

基盤問題
”

に か か わ っ て何が 言えるか を考 えて み

た ．そ こ で は ， 単純な
“

現在主義
”

の 限界 を指摘 し

つ つ も， 1）た と え ば本州地向斜や そ の 基盤 の 問題 を

考 える 際 に 縁海 モ デル の よ うな もの を作 業仮説的に
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想定 す る こ と は有用で あ ろ う こ と，2）本州地 向斜 の

基盤 に は ， 海 洋地殼 と大陸地殼 とが 混在 し て い た と

考 える方が ， 現在主義的な視点か らは 自然で あろう

こ と ， な ど を 述 べ た．

　今回の 小論 で は，で きれ ば第 2の 場合 に つ い て 海

洋底 か らの 情報 を列挙す べ きで あ る か も知 れない ．

し か し ， 日本周辺海域の
“

基盤岩
”

に 関する資料 は

陸上 の それ に も ま して 乏 しい ．沖縄舟状海盆北端で

先 カ ン ブ リア 紀 の 結 晶片岩や片麻岩が採取 さ れ た
＊

こ と以 外 に は
， 新 ら し い 情報 も な い ．

　そ こで ， 小論で は ， 先に述べ た こ との 中で説明不

足 で あ っ た問題 ， すなわ ち ， 島弧前縁帯の 地質構造

が 示 唆す る 2 ・3 の 問題 に し ぼ っ て ，
“

基盤問題
”

に

か か わ っ て何が言え る か を少 し具体的に 考え て み た

い ◆

　 この よ うな機会を与え て 下 さ っ た加納　博先生 に

深 く感謝申上 げ る 次第 で あ る．

　小論 の 考察 に あた っ て は ， 京都大学三 宅康幸氏 ，

久冨邦彦氏 と の 討論に よ っ て 得る と こ ろが 多 か っ た．

また，四 国の 屈折波構造断面，震源分布断面 に つ い

て は ， 高知大学木村昌三 助教授 よ り貴重 な資料の御

教示 を得 た．記 して 深謝 の 意 を表 した い ．

B

A

← 　P鳳＿ATE　MOIiON

第 1 図　海 洋底物 質 の 上 昇 Co  楓 N （1978）．

　A ：粘性 流 動 の 理 論 的モ デ ル

　 B ：沈 み 込み 帯に お け る付加 機 構
一
般 モ デル

　　 下 方 の もの よ り軽 い 物 質の 流 れ （粘 性 流 動 に

　　 限 らな い ）が 壁に ぶ つ か れ ば ，自由 表 面 の あ

　 　 る一L方 へ む か っ て 流 れ ざ る を え な い ．

　　　 海洋底物質 の
‘‘Substration”

と 上昇

　 1． 海洋底地殼 が 何故陸上 に 現 わ れ うる の か ？

　海溝域で 沈 み 込 ん だ はずの海洋底堆積物 とそ の 基

盤 と して の玄武岩質層や は んれ い 岩が，い わ ゆ る オ

フ ィ オ ラ イ ト と して ，何故 に 地表 に 露 出 し う る の か

と い う問題は，多 くの 人 び との 頭 を悩 ま して き た．

　非常に 大局的に は ， それ は ， COWAN （1978）が指

摘 した よ うに ，地球表層 で 易動性 を もっ 物質 が 剛体

に 衝突す る と き，抵抗 の な い 上方へ 向っ て動 く当然

の 結果で ある （第 1 図）a
い わ ゆ る沈み 込 み帯で海洋

プ レ
ー

トが 沈 み 込 むの は ， それ が 大陸 プ レ
ー

トより

重 く，か つ ア セ ノ ス フ ェ ア よ り重 い か ら で あ る．こ

れ に対し て ， 海洋プ レ ート本体よ り軽 く ， か つ そ れ

に 載 る 堆積物 や 玄武岩質層 が
，

プ レ
ー

ト本体 か ら 離

れ て 上 方へ 向っ た と し て も不思議で は な い ．

　だが ，
こ の ような大局的 ， 物理的な扱 い だ けで な

く，よ り具体的 に ，こ こ で どの よ うな地質現象が起

り， ど の よ うな経過 を へ て ， 海洋底の 地層や 岩石が

島弧 の 地質構成体 と して そ の 地表 に 露 出 しうるの か

と い う こ とに な る と ， 大胆な仮説以外に従来ほ とん

ど手が か りが無 か っ た ように 思わ れ る。

雫

第14回太 平洋学術会 議 〔1979 ）で の ，ソ 連の 地 質学者達

の 談話に よ る ．

　 地質構造発 達史やその 法則性 を知 るた め の 王 道 は，

地 質図と地質断面図との 作製で ある．基盤 や オ フ ィ

オ ラ イ トの 問題 を， 陸上 と海洋底 と の 地質 や 地史 に

か か わ っ て 考 え よ う とす る な ら ば
， 我 々 は ま ず，陸

域か ら海洋底 に わ た る 地質図や 地質断面図を得て ，

こ れを検討す る必要が あ る。こ の ような検討 の 可能

性 は，近年の 海洋底研究手段の 発展 に よ っ て ，急速

に拡大し つ つ あ る．

　2． 島弧前縁帯地質断面 の 意味

　志岐 ・三 沢 （1979，1980）は ， 東北日本弧 と西南

日本弧それ ぞれ の 前縁帯 に つ い て 既存の資料を総合

し，そ の 段階 で 妥当 と思 わ れ る模式断面図 を示 した．

こ れ ら の 断面 の ，以前の もの と異な る点や 意味す る

と こ ろ は，大 凡次 の 通 りで あ っ た （第 2 図）．

　 1）　 島弧前縁帯一海溝域 に お け る多重成分反射法

探査 に よれ ば ， 海洋底 か ら海溝 内側斜面 の 下 へ 顕著

な音響反射面 が続 い て い る の が観測 さ れ る．こ の 反

射面 を ， 当初 多 くの 人 は ， 沈 み 込 む 海洋プ レ
ー

トの

上 面 の ス ベ リ面 で あ る と み な し た．しか し， こ れ は

ス ベ リ面で は な く， 海洋底玄武岩の 上面 （ある い は

チ ャ
ー

ト層 の 上面） で ある．こ の 面 の 上下 の 関係 は，

海洋底 に お い て も海溝内側斜面の 下で も，層序学的
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被覆で あ る，

　2）　海洋 リ ソ ス フ ェ ア と陸 の リソ ス フ ェ ア との 相

対運動 （っ ま り和達
一

ベ ニ オ フ 帯の 活動 ） の 地殼 へ

の 影響 は，深部か ら ，
こ の 層序学的被覆面 を切 っ て

上方の 大陸斜面構成層 の 中へ の び ， そ の
一
部は 大陸

斜面 の 地形 的変換点の と こ ろ へ 達す る 断層 の 活動 と

し て 現 わ れ る．大陸斜面下 で の大規模地震は， こ の

断層運動の直接 の 表現 で あ る．

　3）　大陸斜面 に 酸性や 塩基性の 火成岩が見出 さ れ

る．従来の 島弧に お け る 火成活動 の モ デル で は説明

で き な い と して
，

そ の 解釈 に 苦慮す る む きもあるが ，

む しろ ， その 存在の 事実を ふ ま え て
， 島弧前縁帯 の

深部 で マ グマ の 形成 があ り，一定の 条件下で 上記断

層に沿 っ て 貫入 ・上 昇 して く る と考 え る作業仮説 で

研 究を進 め る こ と を提起 し た い 。こ の マ グマ 活動 に

よ っ て ， し ば しば深部 の 海洋性 や 大 陸性の 地殼が捕

獲され ， 上昇 して くる で あ ろ う．

　4） 以 上 の 諸事象は ， 海洋 リソ ス フ ェ ア と陸の リ

ソ ス フ ェ ア と が接 して い る活動的縁辺域で 当然現わ

れ るもの として，統
一

的 に 理解さ れ うる と 思わ れ る。

　 こ れ ら の模式断面図 は その 後 か な り修正 され た が

（志岐 ・三 沢，198／；SHIKI ＆ MISAWA ，1981）， 上

記 の 指摘の 大要 は
，

そ の 後ま す ま す 確 か ら し さ を加

えて きて い る．と くに ， 和達
一ベ ニ オ フ 帯 の 上 方延

長が，海溝 で な く大陸斜面 の 地形的急変点付近 に 出

る 断層 の 動 き と し て 現 わ れ る点に つ い て は，宮城 沖

地 震 （1978年 6 月12 日，Ms 　＝7．4＞の 震源 と発震機

構の解析に よ っ て ほぼ疑 い ない もの と な っ た （南雲 ，

1980）．1981 年 1 月 18 日 に 宮 城 沖 で 起 っ た 地 震

（Ms ＝ 6．9）（瀬野 ・江 口，1981） に つ い て も同様の

こ とが言 え る よう に 思 わ れ る． こ れ ら の 断層が 活動

する場 は， 最近，中村 ほ か （1981）が 海 と 陸 と の プ

レ
ー

トの
“

力学境界
tt

と呼ん だ もの に 相当す る
＊

、

　 しか し ， 当初 （志岐 ・三 沢，1979）の 断面図 に お

い て は
， 付 加 プ リ ズム を 切 る低角逆断層群 は，海溝

に最 も近 い toeの 部分 に お い て さ え も ， 個々 の 断層

毎 に 玄武岩質層 （第 2層） との 境 を切 っ て 同層中 に

入 り，下方で っ なが っ て，全体 と し て和達
一

ベ ニ オ

フ帯に 至 る か の よ う に 描 か れ て い た．だが
， 最 近 の ，

た とえぼ石油技術開発株式会社 に よ る 多重 成分 反射

探査の結果に よれば ， 四国沖南海 トラ フ地域 で は ，

海溝陸側斜面基部 に お い て は，海溝底楔状堆積物や

四国海盆 堆積物の 上部 だ けが ，下位の 堆積層か ら剥

＊

た だ し，中村 らの
“
物質境 界

”
と

“
力 学境 界

”
に は ，

　 プ レ ート本 体 の 上 の 堆 積 物 の 扱 い に不 統
一

が ある よう

　に 思 わ れ る．

さ れ ， 下か ら付加体 に 加 わ っ て い る．下位 の 堆積層

との 問 に は 顕著 なデ コ ル マ ン 構造が 発 達 す る．デ コ

ル マ ン の下の 堆積物は ，
こ こ で はほ とん ど変形 を受

け て い な い が ， さ らに 内側 で は こ の 層も下の玄武岩

質層 か ら 剥 さ れ て ，下側 か ら付加体 に 加 わ っ て い る

（玉 野 ほ か ， 1981）．

　 こ の 記録 で は ， 玄武岩質層 が付加す る か 否 か は明

ら か で な い ．し か し ， 他地域の い くっ か の 記録 （た

と えば ， 日本海溝域 に お い て 示 さ れ た エ ア ガ ン 記録 ；

LANGSETH ＆ OKADA ，
1979）を参照 して 考 えれ ば ，

さ ら に内側で は 玄武岩質層も また低角逆断層 に よ っ て

下位層 か ら 切 ワ取 られ て変位し，上 盤側の 地質体 に

付加 し て い る と考え て よ い ．

　要す る に ， 島弧前縁帯 の 付加 プ リズ ム の 発達す る

地帯 で は ，内側ほ ど，よ り下位の 岩層が
“

沈 み 込 み
”

ゆ く海洋側プ レ ートか ら剥 さ れ て ， 付加 プ リズ ム ，

あ る い は 上盤側地質体 へ 付加 され て い るe そ う して ，

さら に 内側 で は，現在 を含む
一

つ の 時相
＊

（プ レ ート

の
“
沈 み 込 み

”

の サ イ ク ル ）の 形成物で あ る 新 らし

い 付加プ リズ ム と
， そ れ よ り古 い 付 加 プ リ ズ ム との

間 ， あるい は 新 ・旧付加プ リズム と そ れ よ り古 い 地

質体 との間に は，
一

級の 逆 断層が発達 して 和達
一ベ

ニ オ フ 帯の 直接延長 と し て 活動す る ．

　海洋底玄 武岩質層 （第 2 層）に つ い て も同様の こ

とが 起 こ る．

　海溝底堆積物 と海洋盆底堆積物 ， 陸源性堆積物 と

遠洋性堆積物，堆積層 と玄武岩質 層などの 関係 は，

海洋底や海溝底 に お い て だ けで な く， 陸側斜面 の 下

で も， 当初 は 単なる層序学的被覆関係で あ り， や が

て デ コ ル マ ン に変る，この よ うな状態 を断面 に つ い

て み れ ば ， 遠洋性堆積層 や 玄武岩 質層 は 確 か に 付加

プ リズ ム の 下 に も ぐ り込 ん で お り，多 くの 人 々 は ，

こ の 現象を海洋プ レ ートの Subduction（普通
“

沈 み

込 み
”

と訳 す．英語本来の 意味 は
“

除去
”

） と一括し

て Subduction と呼ぶ ，そ れ は海 洋プ レ ー トの 陸側

プ レ
ー

トの 下 へ も ぐ り込 み ， 地下深 くへ の 沈 み 込 み ，

そ し て ， それ に よる海洋底 か らの 除去 ， 消失 （す な

わ ち
“Subduction”

）と伴 う 現象 で あるか らで あ ろ

う．

　確 か に
， 遠洋性 堆積物 や 玄武岩層は海洋 プ レ ー ト

か ら除去 さ れ る．しか し ， そ れ は ， 海洋 プ レ
ー

ト晦

洋 リソ ス フ ェ ア） ス ラブ と と も に地底深 く沈み 込 む

こ と に よ っ て で は な い ．もち ろ ん 海溝 に 近 い と こ ろ

寧
造山 論で 使 う

“
時相

tt
と同 じ言葉で 誤解 をまね くか も

　知 れ な い が ，他 に よい 言葉 を思 い つ か な い ．

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Geological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

The 　Geologioal 　Sooiety 　of 　Japan

日本列島の 基盤問題 301

で は遠洋性堆積物や玄武岩質層だ け で な く，陸源性

堆積物 の
一

部も ， 低角逆断層 に よ っ て ， 付加プ リズ

ム の 下 の 相対 的 に 内側 へ 向 っ て も ぐり込 む．しか し ，

そ の後は ， 次々 に 海洋プ レ ー トか ら切 り舖さ れ て 下

か ら付加 プ リズ ム に 加わ り， やが て ， お そ ら く次 の

時相 の 開始 に あ た っ て
， 和達

一ベ ニ オ フ 帯 に つ なが

る一級の 逆断層の 発生 に よ っ て ， 決定的に 上盤側 （陸

側） の 地質体 （そ れ は もは や物性的 に も陸の 地殼 と

呼 ぶ に ふ さ わ しい もの で あ ろ う） の 構成物 と な る に

至 る
＊
．

　同様に して ， 第 3 層 （の
一・

部 ？）も ま た ， 地底深

く
“Subduct”

さ れ る の で な く陸 の 地殼 に加わ り得 る

の で な か ろ うか．

　 こ の よう に して 島弧や 大 陸の 地殼の
一

部 とな っ た

海洋底物 質 は，続成 ・変成 や変形 の
， 少 な く と も数

100万年 ， 多 くの場合数 1000万年の 地質学的過程 を

経 て 地表 に露 出す る に 羅 る だ ろ う．

　 こ の 論 考 に 至 れ ば
， 志 岐 ・三 沢 （1979 ，

198e
，

1981）， SHIKI ＆ MISAWA （1981）の模式断面の 基

盤問題やオ フ ィ オライ ト問題 に か か わ る 意義 は明 ら

か で あ る 。す な わ ち それ は，遠洋性堆積物 や海洋 底

玄武岩質層 が ，

X’
沈 み 込 み帯

”
で い か に し て 島弧地 殼

構成物の
一・

員とな り， や が て は地表 に露出す る に到

り得 るか （正 確 に は，得 た か ）に っ い て ， 具体的 な解

析 へ の 手 が か り を与え る．要 す る に ，古 い 遠洋性 堆

積物や 玄武岩質層は ， 海洋プ レ ート（海洋 リ ソス フ ェ

ア） ス ラ ブ と と もに 地底深 く沈 み 込 まなか っ た か ら

こ そ ， 現在，島弧地殼の 構成 メ ン バ ーと し て 地表 に

露出 して い る の で あ る。

　　　 島弧前緑火成岩類 と構造帯複合岩類

　 1．　
“
基盤岩

”
露出機構 の 二 つ の 型

　次 に ，陸 の 地殻構成体 の
一
部 と な っ た 海洋底物質

が地表に露出す る 過程に つ い て ， さ ら に考え て み よ

う．

　日本列島 に お け る
“

基盤岩
”

の 産状 に は ， 礫 や ゼ

ノ リス と し て 産 す る 場 合を 除 い て 大 き く二 つ あ る．

その
一

つ は ， 飛騨変成岩や 竹貫変成岩の例の ように

牢
海洋底 プ レートか ら除去 さ れ るの で あ る以上，堆積物

や 玄 武 岩 層に つ い て も Subductienと い う言 葉 を使 っ

　て も不 当で は な い か も知 れ ない ．しか し，こ の 言葉 に

　は 既 に 地 底 深 くへ の 沈み 込み と い うイメ
ー

ジ が 定着 し

　て い る．と くに ，陸 の 地 殻の 構 成物 と成 り切 る よ り前

　に は 遠洋性 堆積物や 玄武 岩層は付 加体 よ り下位 ，ある

　い は そ の 下 部に 底 置 され て い る だ け で あ っ て Subduc・
tienと い り 言葉 は 当 ら な い ．何 か 別 の 言葉，た と え ば
“Substration” （和製英 毒吾，

」L
底 置

”
）を使 う方が よい の で

は ない だ ろ うか ．

広域 の 変成帯 の 中軸部 に 露 出す る 場合で あ る．三 波

川帯に も ， 深部の 基盤岩に 由来す る ， は ん れ い 岩や

蛇紋岩 が ある とい わ れ る （岩 崎，1979）．他 の
一

つ

は，黒 瀬lI購 造帯，長門構造帯 ， 舞鶴構造帯そ の 他

の構造帯に ， 深部 か ら新期 の 火成岩 に 伴 っ て 衝上 し

て い る場合 で あ る．

　 前者の 場合に も，

“

基盤岩
”

の 上 昇 に あ た っ て は ，

単 に ア イ ソ ス タテ ィ ク な動 きや被覆層 の 削剥 だ けで

な く火成作用 や 変成作用が関係し て い る こ と が多 い

と思 われ る が ， それ に して も， 基盤岩 が形成 されて

露 出す る ま で に は，数 1000万年 に わ た る地質過程を

経る必要 が あ る と考え ら れ る．

　 こ の こ と は ，

“

基盤岩
”

に 含 ま れ る海洋底物質起源

の 岩石 に つ い て も同 じで あ る．こ の よ うな 岩石 に は ，

も と も と
“

沈み 込 み帯
”

で付加体 の下へ 底置さ れ た

もの もあ ろ う．また
“

沈 み 込 み
「t

の な い 日本海盆 の

ような海盆底 で 積成岩層 の 基盤 とな っ た もの もあ ろ

う．い ずれ に せ よ ， これ らは ， は じめ の 海洋や その

縁辺 で の テ ク トニ ク ス と は無関係 の ，数 1000 万年 も

後 の 地殼運動 に よ っ て 上 昇 し
， 露出 し た もの で あ る．

　 島弧前縁帯 の テ ク トニ ク ス と無関係な問題に つ い

て，こ こ で こ れ以上論ず る必要 はない と思われ る．

た だ，海洋底 物質 の 陸上 へ の 露出 に つ い て
“

沈 み 込

み テ ク トニ ク ス
”

と は 別 に
一般 に よ く流布さ れ て い

る
“

オ ブダ ク シ ョ ン
”

説に つ い て は ， 後に
一

言触れ

る こ と とす る．

　 次に は，上記基盤岩露 出機構の 第 2 の 型 ，
つ まり

構造帯に衝上す る場合 に つ い て 若干の検討 を試み よ

う．実は こ の 際 に も ， 現世海洋，と くに 島弧前縁帯

の 資料を参照 す る こ と に よ っ て，よ い 示唆 を受 け る

こ と が で き る の で あ る．

　 2． 島弧前縁火成岩類

　一般 に ，島弧前縁帯の構造 を陸域 に まで わ た っ て

連続的に解析す る に あ た っ て 最 も困難を感ず る の は ，

大 陸斜面上部 か ら大陸棚 あ た り の 深部構造が よ くわ

か らな い こ と で ある。しか し ， 四国沖 の 構造に関し

て は ，
YOSHII α 畝 （］973）に よ り屈折法 の 断面 が

あ り， 四 国南 半部陸域 に 関し て は ， 木村 （1979），木

村 ・岡野 （1980）， 岡野 ・木村 （1981） な ど の 研究 が

発表 され て い る．木村 ・岡野 （1980）は ，
こ れ ら海

域 と陸域の 地質断面 図が矛盾 な く接続さ れ うる こ と

を 示 し ， 波 田 ・鈴木 （1981）は こ れ に 地質学的資料

を加 えて 解釈 を試 み た ．

　第 3 図 は ， 木村 ・岡野 （1980），波田 ・鈴木 （1981）

な どの 図 を志岐 ・三 沢 （1979）の 四 国沖構造断面 の
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第 3 図 　 西 南 日本 四 国 沖 前 縁 帯 構 造 断 面 図．

　海溝内側斜面脚部 の 図 は，玉 野 ・鳥羽 ・青木 （1981）に よ り，陸域 の 構造 は主 に 木

　村 ・岡野 の 教示，一
部波田 ・鈴木（1981＞に よ る、星 印模様 ：岡野 ・木村 に よ る 震

　源分布 （爾側半分 は 資料 な し）．MTL ：中央構造 線 ，
　 ML ：御 荷 鉾 線 ，

　 KTB ：

　黒 vaHl構造帯，　 BTL ：仏像線 ，
　 STL ：潮 岬構造 帯 の 太体 の 投影 位置．

考え で解釈 し，前記の 玉野 ほ か （1981） の 反射法 に

よ る資料 を 加 え て 修正 ・総合し た も の で あ る ．た だ

し， 図 の 北 半部 に 関 し て は，最近 の 岡野
・木村（1981）

に よ る震源分布断面を も記入 して あ る．

　第 3 図 と他の 図 ， た とえば波 田 ・鈴木 （1981） の

図 と の 非常 に 大 きな違い は，前者の 前縁帯や そ の 内

側 に 火成岩類の 貫 入 が 示 さ れ て い る こ と で あ る ．実

は ，
こ の 島弧前縁火成岩類 （志 岐 ・三 沢 ， 1980；

SHIKI ＆ MISAWA ，1981） の 図示 は，志岐 ・三 沢 ら

の 主張 の 最 も仮説的 な 部分 で あ る ．

　もち ろ ん
， 島弧前縁帯一島弧 ・海溝 間隙一に 火成

岩が存在す る こ と自体は各地 に多 くの例があ り （志

岐 ・三 沢，198   ；久富 ・三 宅，1981）， 仮説で は な

い ．仮説的な の は，こ の火成岩類が島弧前縁下方 の

マ ン トル 中の 和達
一ベ ニ オ フ 帯 と

，
こ れ に つ な が る

逆 断層 の うち主要な も の ，す な わ ち ， 古 い 大陸地殻

と そ の 外側 に 形成 され た
， よ り新 らしい 地質体 と の

境や ，時代 の 異な る新 ・
旧の 付加 プ リ ズ ム の 境 な ど

を 切 る断裂に 沿 っ て 貫入 ・上昇 し て い る よ う に 描 か

れ て い る こ とで あ る。

　島弧 の 火成活動研究の 現況 を見 る と き ， こ の よ う

な断面図を描 く こ と は 大胆 に 過 ぎる ように も思われ

る
＊

。し か し
， 島弧前縁 に 火成岩類 が 存在す る事実 を

ふ ま え ， そ の岩相や 産状等を考慮 して ， 出来る だ け

無理 な くその マ グ マ の 上昇経路 を描 こ う とすれば ，

こ の よ う に な ら ざる を え な い 。

　 島弧前縁火成岩類 の 産状 ， そ の 地質学的位置 ， 岩

t

最近，波 旧
・
鈴木 （1981 ）は ，断面図 に は 記 入 して い な

　 い もの の ，筆者 と同様，現実 に 島弧 一海溝 闇隙に 火成

　 岩が 存在す る と い う事 実 をふ まえ て ，こ の 地 ドで マ グ

　 マ を形成す る 過 程 が 進行 す る可能性 を論 じて い る．た

　 だ し，こ の 過 程 をサ プ ダ ク シ ョ ン と
一

応 無 関係 と考 え

　 て い るの は 筆 者 の 見解 と異 な る ．
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相な ど に つ い て は ， そ れ が 陸上 に 露出 して い る紀州

南端潮岬 の 火成複合岩体 を例 として ， 三宅 （1981），
久冨 ・三 宅 （1981） に よ り詳しく研究さ れ て い る。

それ に よ れ ば，潮岬 の 複合岩体は，  第三 紀中新世

に お い て ，（外側 に 海溝 斜面 を ひ か え る だ け で な

く）鞠 側 に も沈降地帯 （熊野 層群堆積盆）を ひ か

え た活発 な隆起運動の 場 に
， 活発な構造運動 に伴 っ

て起 きた火成活動 に よ っ て 貫入 ・噴出し た もの で あ

り，   塩基性岩と酸1生岩の 複合岩体をな す こ と，酸

性岩体 が K ，O に 著し く乏 し く，K20 ！Na ，O 値が 低

い こ とな ど，西南日本外帯花 崗岩類 とは 異 な る性格

を も つ も の で あ る （三 宅 ， 1981 ；久 富 ・三 宅 ，

1981）． と くに
， 塩基性火成岩類が in　situ な分化岩

体 で な く， 地下で 形成さ れ た 100m 以上 の 巨大 な同

源捕獲岩 ブ ロ ッ ク を伴 っ て 上昇 ・固結した もの で あ

る （三 宅 ， 1981） こ と は注目さ れ る ．

　潮岬 ・大島は ， 西南 H本外帯沖 の 島弧一海溝間隙

に 発達 す る数条 の 基盤隆起帯の
一

つ が連続 ・
陸化 し

た 部分 に あ た る．潮岬の 隆起帯背後 の 新第三 紀堆積

＊
（　　 ）内筆者

盆 は ， お そ ら く熊野 酸性岩 や 大嶺酸性岩 の 貫入 ・噴

出 とともに 消失 した．しか し ， 他 の多 くの 場所で は ，

基盤隆起帯の 背後に ， お そ ら く熊野層群堆積盆 よ り

は新 ら しい 前縁堆積盆 が 現在 も分布 して い る。そう

し て，隆起帯の 数地点で ， 火 成岩 の 存在あ る い は伏

在 が 推 定 さ れ て い る （奥 田，1977 ；奧 田 ほ か
，

／979）e

　久富 ・三 宅 （1981）は ， ．．ヒ記  ，   の 諸点 に 基 づ

き，潮岬 を通 り現在の 基盤隆起帯 の い ずれ か と一致

す る帯状地帯 が
， 中新世 に ， 周 辺地域に 比 べ て 運動

の 独 自性 を帯び て い た と考 え
，

「
潮岬火成活動・隆起

帯 」 と呼 ぶ こ と を 提唱 した。

　彼等の研究は ， この 地帯の 火成 。隆起活動が ，独

自性を持 っ て い た とい う よ り，む しろ，内側 の 前縁

堆積盆 の 沈降 と密接 な 関係 を も っ て い た こ と を示 し

て い る．言 う ま で もな く ， 隆起 帯 の 外側 は ， 海盆 内

側斜面下 の
“
付加 プ リズ ム 帯

＊”
に 相当 して お り，こ

宰
その か な りの 部 分 は ，基 盤 隆 起 帯 の 火成 活動 よ り後 に

　形 成 され た もの で あ る．む しろ，海溝 （内側斜面 ）域 と

　 と ら えた 方が よい か も知 れ な い ．
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の 点 を考 え合せ れ ば 「
潮岬火成活動 ・隆起帯 」 を含

む 基盤隆起帯は 地質区を大局 的に 境 す る帯状 地帯 で

あ る と言 っ て よ い ．した が っ て ，三 宅・久富 （1978）

が 先 に 提唱 し た
「

潮岬構造帯 」 と い う呼 び方 は ， 不

当な もの で は な い と 筆者は考え る．

　西南 日本外帯沖 で は，基盤隆起帯 ， あ る い は海溝

斜面上縁 （trench　slope 　break） と地震活動 と の 関

係 が ， 未だ必ず し も具体的 に と ら え られ な い よ うで

ある
＊

．しか し，前述 の よ うに，三 陸沖で は ， 和達
一

ベ ニ オ フ帯に っ なが る 逆断層型深部断裂 とこ れ らと

の関係が明 らか に さ れて い る．両前縁帯の 資料 ・情

報 を総合的 に 考 え れ ば，基 盤 隆起帯
一

海溝斜面上 縁

地形的急変点の形成 ， 深部断裂 ， 地震 ， 火成活動等

は ， 密接 に 関連 した現象 で あ る と考 えざるをえな い ，

　前縁火成岩類 は，海溝 （内側斜面〉域 と前縁堆積

盆域 と い う二 つ の 異な っ た 地質横造 区 の 間 の 活発 な

隆起 ・構造運動域 に ， 地下深部 か ら上昇 ・貫入 ・噴

出し た も の で あ り ， そ の 上昇経路も ま た 活発な構造

運動 の場で あ っ た に 違 い な い ．志岐 ・三 沢 （1979）

の 図や第 3 図 そ の 他 に お い て
， 前縁火成岩 類 が ，和

達一ベ ニ オ フ 帯に つ な が る深部断裂帯に 沿 う よ うな

形で 上昇 して い る ように描か れた こ とは ， 泱 して 不

自然 で は な い で あ ろ う．

　ち な み に ，この付近 は，前に も触れ た，地殼構造

の研究が最 もや り難 く， よ くわ か っ て い な い とこ ろ

に 当 る．それ は ，
こ の 付近 の 構 造 が実際 に 複雑 で あ

る こ と に も よ る の で は な か ろ うか ．こ の あ た りの 比

較的浅所に異様 に地震波速度の 速い と こ ろ が現わ れ

る こ と があ る （第 2 図 ， 第 3 図）．こ れ は観測 デ
ー

タ

の 解析の仕方で 出て き て し ま っ た も の で な く，実際

に島弧前縁火成岩類 の 貫 入 体 が こ こ に 存在するこ と

を示 して い る 可 能性 は な い だ ろ うか ．

　異な っ た 地質区を境し ， か つ 非常な深部に 達す る

断裂 と ， そ こ に 貫入す る複合岩体．こ の イ メ
ージ は，

黒瀬川構造帯そ の 他，日本 の
“

基盤岩類
”

を産す る

構造帯 に 共通す る もの が ある の で は な い だ ろ うか ．

前者の 形成 ， 上昇 ， 産出 の 機構に つ い て の イ メ
ージ

は，後者の そ れ を考え る上 で 示 唆を与 え る もの で は

な い だ ろ うか．志岐 ・三 沢 の 島弧前縁帯構造模式 の

も う
一一．一

つ の 意味 が こ こ に あ る．

　 3． 構造帯複合岩類

　 日本列島の
“

基盤岩
”

を 産す る構造帯 の 形成史 や

構成メ ン バ ーそれぞれ の 位置 づ け に つ い て は
， 諸家

＊
こ の 点 で ，沢村 （1953）の 先 見的 研 究 の 意 義は 大 きい ．

に よ り着眼点 に 違 い が あ り ， 研 究 の 方 向が 定 まっ て

い るとは言 い 難 い ．しか し，その 構成メ ン バ ーが 多

様 で 複雑で あ る と い う こ と に は ， 誰 し も異論 は な い

と こ ろ で あ る．構造帯が 地殼深部 に 達 す る 断裂帯 で

あ るとい う考 えも，そ れ が 異 な っ た地質 区を境 し て

い る と い う こ と に加 え て，深部の 起源 の
“

基盤岩
”

と思 わ れ る 岩層 を産す る と い う点に 基づ い て い る．

　黒瀬川構造帯 を例 に とれ ば ， 島弧前縁火成岩類 と

の共通性を見る 上 で ， そ の構造的位謹 に加 え て ， 構

成 メ ン バ ー
に つ い て の 次 の ような情報 は注目に値す

る．

　三 滝火成岩類 の あ る も の は 上部マ ン トル 物質 に 直

接 由来 し（NOHDA ，
／973），また，シ ル ル ーデボ ン 系

火 山岩類 と volcano −plutonic　formationを な し て

い た （前島 ・吉倉 ， 1976 ；波 田 ほ か ， 1979） と考 え

られ る．
一

方 ， 塩基性寺野変成岩 は緑 れ ん 石角閃岩

相高温 部〜角閃岩相低 温部 → 角閃岩相お よ び グ ラ

ニ ュ ラ イ ト高圧亜相 の 変成相系列 をな し て 存在し ，

こ れ ら角閃岩 や グ ラ ニ ュ ラ イ トは片麻状 角閃石 はん

れ い 岩 と漸移 な い し密接 に 伴 う関係 に あ る （波田 ほ

か ， 1979）．酸性寺野変成岩の 雲母片麻岩が三 滝火成

岩類 の花崗閃緑岩 に漸移す る様子 も各所で観察さ れ，

雲母 片麻岩 の ミ グ マ タ イ ト化 の 過 程 を 示 し て い る も

の と解釈さ れ て い る （鈴木 ， 1975）．石英閃緑岩〜 卜一

ナ ル 岩 と角閃石 はんれ い 岩 との 漸移関係 も至 る と こ

ろ で 認 め られ る　（波田 ほ か，1979）。

　 こ れ ら の 岩 石 の あ る も の は ジ ル コ ン 群色 か ら先 カ

ン ブ リア紀の もの と考 えられ （冨 田 ， 1954）， ある も

の は 4 億余 年 の 放 射 年代 を与 え る．し か し ， 吉倉

（1977）の ヒ ス トグ ラ ム に も見る よ う に
， 2 億余年

の 値 も少な か らず出 さ れ て い る こ と を見逃 し て は な

らな い ．

　数多 くの資料 ・情報を基 に ， 波田 ほ か （19ア9＞ は，

黒瀬川構造帯 の 先 シ ル ル 紀基盤が 上部 地殼 に 酸性岩

を もつ 大陸性地殼 で あ っ た こ と，シ ル ル ーデ ボ ン 紀

に 上部マ ン トル の部分熔融層に 達す る断裂帯が形成

され火成活動 が 行われた こ と，石炭紀頃 ま で に そ の

両側で 著し い 層相 ・構造上 の 対照 を生 じ ， 黒瀬川構

造帯は島弧的性格 を もつ に 至 っ た こ と な ど を論述 し

て い る．

’
四 国 中 央 部 の 地 質 構 造 は，黒 瀬 川 構 造帯 な い し仏像 構

　造線 を境 と して その 南北 で 非常 に 異 っ て い る．と くに

　深部 に お い て ，6．7kmの 縦 波 速 度 を もつ ト部地 殼 が，
　仏 像 線の や や 南で 途切 れ て し ま うこ と が 注 目さ れ る

　（波 田 ・鈴木 ，1981 ）．岡野 ・木村 〔1981）に よ る 地 震震

　源 分 布 も，大局的 に は 屈折波構 造断 面に 調和 的 で あ る．
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　島弧 で あ っ たか 否 か は別 と し て も， 薄衣型礫岩の

礫種 や 分布 （加納，1959・1967・1975 ；KANO
，
1967 ；

吉倉 ， 1981＞か ら も知 ら れ る よ うに，お そ く と も二

畳紀中頃 に は，黒瀬川構造帯の
一

部は隆起 して周囲

に 古期岩類礫を供給し た．そ の 隆起 ・構造帯 と して

の 性格は ， 坂州不整合や 三 畳系の層相分布 を見 ると

き ， 三 畳紀に引き つ が れ た もの と思われる．そ うし

て ，多 くの 放射年代値 を無視 し な い 限 り，こ の 二 畳・

三 畳紀 の 隆起 ・構造運動 は ， 火成作用 を伴 っ て い た

と 考え る の が 自然 で あ ろ う．マ ン トル 物質や下部地

殼物質 ， あ る い は そ れ ら起源 の 古い 地殻構成岩類 ，

上部地殼の 酸性岩類 ， な ど の 溶 融 ， 捕獲，再動 な ど

は ，
シ ル ル ーデ ボ ン 紀 だ けで な く，

こ の 二 畳 ・三 畳

紀 に ， あ る い は む し ろ ， 二 畳 ・三 畳紀 に こ そ起 っ た．

　現在見 られ る黒瀬川構造帯メ ラ ン ジ ェ の 形状 は，

MARUYAMA （1981）の 資料に 基づ け ば，物部川層群

堆積 の 前後 に 形成 さ れ た断層と ， これ に 貫入 し た 蛇

紋岩 に よ っ て規制さ れ て い る らしい ．こ の 時期 に も

古期岩類 は蛇紋岩の動 き と と も に 上 昇 し た だ ろ うe

しか し
， 構造帯の 基本的性格 ， すなわ ち，北側 に 縁

海的（？〉海盆，南側 に 海溝的（？）沈降帯 をひ か え た

火成活動 ・隆起 ・構造帯 と し て の 性格 は，二 畳紀
一

三 畳紀 の 頃 に き わ め て 顕著 で あ っ た ．こ の 時期 に は
，

蛇紋岩で な く，酸性 や塩基性 の マ グ マ の活動が 盛ん

に 起 こ る．こ の 点で ， 二 畳 ・三 畳紀の 黒瀬川構造帯

に は，ジ ュ ラ紀以 降 の そ れ に 比 し，島弧前縁火成岩

複合岩類 を貫入 ・噴出さ せ た 第三 紀 の 火成作 用 ・隆

起 ・構造帯 と共通す る と こ ろが大 きか っ た と言 え る

だ ろ う．

　第三 紀の 島弧前縁火成岩 複合岩類 も，
二 畳 ・三 畳

紀 の 黒瀬川構造帯 の 複合岩類 も ，
と もに 両側 に互 い

に 性格 の 異 な る沈降域を ひ か え た 隆起 ・構造帯 に 貫

入 ，上 昇，露出 したもの で あ る．

　 も ち ろ ん筆者は，時代を異 に し，歴史的経過 や 規

模 を異 に す る 二 つ の 構造帯 と そ れ らの 岩石 が
， 全 く

同じ環境や条件 で 形成 されたな ど と主張す る つ も り

は な い ．た と え ば ， 第三 紀 の 前縁火成岩類 に は，
“

基

盤岩
”

と い っ た感 じの 岩石 は確認 さ れ て い な い
＊

。ま

た ， 黒瀬川構造帯以 外 の ，た と え ば 舞鶴構造帯や 長

門構造帯 が
， 黒瀬川構造帯 と同様の造構的位置の 類

似性を島弧前縁の 火成作用 ・隆起 ・構造帯に対 し も っ

て い る とも断じて い な い ．現在 の 舞鶴構造帯が ，黒

S

もち ろ ん ，こ の
國b
基盤岩

”
は ，こ の 場 合 ，先 カ ン ブ リ

　ア 紀 や 先 シ ル ル 紀 の もの で あ る必要 は な い ．隆起 帯表

層構成岩 類に 対 して 基 盤 岩で あれ ば，古 い 時代 の 複合

岩 類 との 共 通 性 ・類似性 は な りた つ ．

瀬川構 造帯 に比 して非常に 巾広い 事実や，分岐 ？的

な
“

上郡帯
”

を伴 う事実 などは無視で き る こ とで は

な い ．

　 し か し，ど ち らに せ よ こ れ ら は ， 異 な っ た地質区

を境 し ， 深部 に 達す る断裂帯で あ り， そ こ に現われ

る火成岩 ・変成岩複合岩類 に も多 くの 共通点があ る

こ と は 疑 い な い
＊

．こ の 意味 に お い て ，
こ れ ら の 岩類

は ，
い わ ば

“

境界岩
”

で あ り，
“

構造帯岩
”

で あ る．

島弧前縁火成岩 モ デル は，これ ら
“

境界岩
”

の 中で ，

とくに 海洋底基盤岩や海洋底物質起 源岩石 の 陸側地

殼 へ の 付加 や溶融 ， 上 昇，露出な ど に 関 し，

一
つ の

示唆 を与 え る に過 ぎな い ．

　 4、　
“

オブダクシ ョ ン
”

と オ フ ィ オ ラ イ ト

　最後 に
， 海洋底基盤物質の 陸上 へ の 露出 に関連 し

て ，
い わ ゆ る

“

オ ブ ダ ク シ ョ ン
”

に つ い て 一
言述 べ

て お こ う．も し こ の説の 内容を，「
大洋 ない し縁海 の

海洋底物質 が ， 島弧前縁帯 で，海側 か ら
， 付加帯や

陸 の 地殻 を切 る低角逆 断層で 陸側へ 向っ て 衝上 す る

こ と 」 と い うよう に理解 しなけれ ばならぬ と す れ ば

問題 で あ る． こ の よ うな機構 は 物理的 に も考 え難 く ，

ま た ，現在 の 前縁帯 に そ の よ う な テ ク トニ ク ス を示

す例は な い ．

　オ フ ィ オ ラ イ ト は ， 海洋底基盤岩起 源物質を含め

て．地殼 の 充分な上昇 と 削剰 が あれ ば上 に 述 べ て き

た よ う に 地表 に 露出する こ とが出来る．も ち ろ ん，
こ の 際 ， 他の 岩層の 上 に大規模 に 衝上 すれ ば ， 確か

に地表か ら の 削剥 は容易 に な る．し か し，この よ う

な液洋底起源物質の 転移 は ， それ が 数 1000万年 の 地

質過程 の 中 で 大 陸性地殼 の 一
部と な っ た後 ， 大陸性

地殻 の 中 の 運 動 として 起 る も の で ある．広大 な オ

フ ィ オ ラ イ トの 露出 は こ うして 生 れ ， こ の よ うな 衝

上 が
， 地質家 に よ っ て

“

オ ブ ダク シ ョ ン
”

と し て認

識 され る．

　 も っ と も，こ の 運動 は問題 の オ フ ィ オ ラ イ トが ，

サ ブ ダ ク シ ョ ン 帯で
“
底置

”

，付加 され た もの か 否 か

に は 関係が な い ．拡大 の は じ め の 内海 や
， 縁海の 玄

武岩質層そ の 他 も，後 に こ の よ う な転移 を受 け て ，

比較的広大な範囲を占め て オ フ ィ オ ラ イ トと し て地

表に露出し う る。三 波川帯 ・み か ぶ帯 に み られ る超

塩基性岩 ， は ん れ い 岩，枕状溶 岩，ハ イ ア ロ ク ラ ス

タ イ ト な ど か ら な る海洋底起源 と考 え られ る岩層

（岩崎， 1979） は，お そら くこ の よ うな もの で はあ

’
こ の 場 合，表成岩 の 若干 の 違 い は，あ ま り本 質的 なこ と

　 と で は な い ．
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る ま い か．

　蛇足な が ら ， そ の 現在 の 分布 は，断面図 に み る三

波川帯 の 下 の 6．1〜6．2km 層が 大 陸性基盤 岩で あ る

とす れ ば，ど こ か 他 の と こ ろ ，
お そ ら くは現在の 中

央構造線 よ り は北側 か ら南 へ
， 大陸 性基 盤岩 の 上 へ

転移 して来た もの と考えざ る を え な い の か も知れ な

い 。6．1〜6 ．2km 層が果し て 何 で あ る の か ．深層掘削

に よ っ て そ れ が 明 ら か に な る は ず の ， は る か な る 日

が 待 たれ る とこ ろ で あ る．

　 　 　 　 　 　 　 　 　 ま　 と　 め

　1）．志岐 ・三 沢 （1979 ，
1980

，
1981），

SHIKI ＆

MISAWA （1981） の 島弧前縁帯構造模式図は ， 日本

列 島 の
“

基盤問題
”

に も 2 ・3の 重要 な示唆を与 え

る。

　2）e サ ブ ダ ク シ ョ ン 帯 に お い て
， 海洋底物質 は 付

加体の 下 へ
“

底置
”

され ， 下側 か ら付加体 に 付加 さ

れ ， や が て 陸の 地殻の
一
員 と な る．そ れ ら は，海洋

性基盤岩 を含め て ， 海洋性 リ ソ ス フ ェ ア の ス ラ ブ と

と もに 沈 み 込 み は し な か っ た か ら こ そ ， 現在 ， 陸の

地殼の ・一員と し て地表 に 露 出し て い る の で あ る．

　3）．海洋 腔基盤岩が陸の 地殼の
一

員 とな っ た後，

、ヒ昇 し，地表 に 現 わ れ る機構 に 二 つ が あ る．一
つ は

“
構造帯型

”

，他 の
一

っ は 拡 範上 昇型
”

で あ る．

　4）．黒瀬川構造帯の複合岩類の 性格 に は ， 島弧前

縁火成岩複合岩類 に 共通 する点 が あ る。黒瀬川構造

帯は，二 畳 ・三 畳紀 に お い て ，「両側 に 互 い に 異 な っ

た性格の沈降域をも っ た火成活動 ・隆起運動の 盛ん

な構造帯」 とい う ， 第三 紀の潮岬構造帯に似た性格

を，最 も よ くもっ て い た と 思われ る．

　5）．い わ ゆ る
Is

オ ブダ ク シ ョ ン
”

は，海洋地殻 が

大陸性地殼 の
一

員 と し て 付加さ れ た後 に
， 大陸地殼

の 中 で の 衝上運動 に よ っ て 広範 に 地表 に 露 出す る に

至 る 現象を，見掛．b．と ら え た もの と考え られ る．
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