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Depocenter 　migration 　controlled 　by　faults　 in

　　　the 　Masuda 　Group ，
　 western 　 Japan

Seiki　YAMAucHI＊

，　Kinya　EGucHr ＊＊
and 　Takuya 　YAMAMoTO ＊ ＊ ＊

Abstract　The　Masuda 　Group　distributed　 around 　Masuda　City，　 western 　Japan，　consists　 of　blackish　to

shallow 　 sea 　deposits　 more 　than 　270m 　thick、　 Field　 evidence 　 as　 fonows　 indicaしes 　tha し the　 group　 has
deposlted　irl　the　basin　formed　by　depression　caused 　by　faulting、  The　group 　is　bordered　mairlly 　by　the
high−ang ］e　surface 　of　unconformity 　which 　inclines　at　 an 　angle 　IO　to　60　Clegrees　and 　is　represented 　by　a

straight 　line　on 　the　geoiogical　rnap・  Breccia　deposits　which 　consist 　rnainly 　of　debris　and 　rock　fragments
drived　from　the　adjacent 　basement　rocks 　and 　reveal　no　effect　by　 currents 　 are　distributed　in　a　wedge −

shaped 　profile　at　the　 f。ot　 of　the　high−・angle 　 surface 　 of　 unc 。nformity ．  The　 high− angle 　 surface 　 of

unconformity 　 is　 concordant 　 with　 inferred　 fauits　 within 　 the　 basement　 and 　 consolidated 　 sheared 　 zones

recognized 。ccasi 。naHy 　in　the　basement　near 　the　con しact．  The　surface 　of　 unconformity 　is　very 　rugged

and 　parts　 of　the　surface 　 are 　traced　to　 ones 　 of　cQnsolidated 　fractures　in　the　basement，　Breccia　deposits　are
recogneized 　at　some 　horizons　along　faults　bounding　the　basin　or　basement　h［ghs．　They　indicate　thaしsome

of　them 　have　been　newly 　bom 　or　revived　during　sedimentatien ．

　The 　thickest　parts　of　4　 units 　which 　are　separated 　by　 rneans 　 Df　3　 marke 卜 beds　 are 　different　 from　 each

other、　Divergence　of　 the　thickest　part　 of　 each 　u 【lit 　 suggests 　that　the　depocenter　of　 each 　stage 　has
migrate 　northward 　with　time．　Slumped　masses 　more 　than　4m　are　developed　nearly 　at　horizons　of　breccia

deposits
，　suggesting 　that　paieosubmarine 　slope 　inclined　toward 　the　depocenter　of しhe　overly三ng 　unit ，

　Migration　of　the　depocenter　and 　changes 　Ql　inclination　of　the　paleosubmarine 　bottom　 were 　caused 　by
newLy

− born　 or　 rivived 　 faults　 which 　have　 originated 　the　 basin．　 Faulting
〜
which 　had　occured 　during

deposition　 and 　caused 　 migration 　 of　the　depocenter　have　been　 repQrted 　frQm　other　basins　so 　that　it　is
thought　to　pLay　an 　important　role　in　tectonic　evelution 　of　a　 sedimentary 　basin　in　a　tectonic　 active 　area ，

は　 じ　 め 　 に

　マ グ マ の 上昇 に よ っ て 引 き起 こ され た 基盤 の 陥没 に

よ っ て 堆積盆地が 形成 され た こ とが藤 田 （1967） に よ っ

て 指摘 され て 以来 ，全 国各地 の 新生界 に お い て 陥没 に

よ っ て 形成された 堆積盆地 が 多 く報告されて きた ，それ

らの うち の あ る もの は マ グ マ 活動 と結 び つ い た 陥没 に よ

る が ，マ グ マ 活動 と直接的に 関連 し て い な い 陥没運動に

よ る も の もあ る，堆積盆地 が 陥没 に よ っ て 形成 され た こ

＊　 島根大学地質学教室．Deparヒment 　of 　GeeTogy，　Shimane　University，
　 　 1060Nishikawatsu，　Matsue　69D，　Japan．
＊ ＊　 利根 コ ン サ ル タ ン ト株式会社．Tone　Consultants　CD．　Ltd、，1−6−17
　 　 Meguro．　Meguroku，　Tokyo　153，　Japan．
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と を 示 す 野外に お け る 地質現象 と し て は ，以 下 の こ と が

指摘 され て い る （藤 田 ，1972，吉谷 ・山 内，1985）．  近

接す る 基盤岩に 由来す る礫と基質か らな り，か つ 巨礫を

含 む不 淘汰角礫岩 bX．，堆積盆 地 の 縁辺基底部 te分布す

る ．  堆積盆地 は 高角度で 傾 斜 した 不 整合 面 （高角不 整

合面）で 境され，地層 は 基盤 に 対 し て ア バ
ッ ト して い

る ．  堆積盆地周辺の 基盤岩中に は ，高角不 整合面 に 平

行 な い し 直交す る 固 結 した 正 断層群 が 発達 す る ．  固結

した 断層は 不 整合面の 上 位 の 地層 に 覆わ れ，断層面 自身

が不 整合面 の一部を な す こ とが ある．

　ま た ，基盤 の 陥没に よ っ て 堆積盆地 が 拡大 し，堆積の

中心 が 移動 し て い る 例 も報告 され て い る （足立．／979 ；

川辺，1983：久保 田 ，1986），堆積盆地 の 拡大を もた らし
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た 断層 が ，い つ 形 成 され た か と い う問題は ．堆積盆 地 の

形成 ・
発展 の 力学条件 を考え る う え で 重 要 な 問題で あ

る．

　西 日本の 島根県西 部に は ，中期中新世 の い わ ゆ る 西 黒

沢海進期の 益 田層群 が 分布す る．こ の 層群は ，多産す る

化 石 か ら堆積環境 の 細 か な変化 を 推定 で きる だ け で な

く，激し く摺曲 した り，断層 に よ っ て 大きく変位 した り

し て い な い た め ，層厚 の 細 か な変化 を 知 る こ と が で き

る．さ らに ，1983年 7月 の 豪雨 の ときに 基盤 との 境界面

付近で 多数 の 斜面崩壊 が 発生 し た た め ，不 整合面 の 形

状 ， 本層群 と基盤 との 接合関係 を細 か く観察す る こ とが

で きた ．そ の 結果，本層群 の 堆積盆地が 火山活動 を 伴わ

な い 陥没運動 に よ っ て 形成 され た こ とが 示 され た ．

　本論文で は ，基 盤 との 接合 関係 と層 厚変化 か ら益 田 層

群 の 堆積盆地 の 発達史を 検討 し，そ こ に お い て 主 要 な 役

を 果た した 断層 の 活動史を考察す る．
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地　質　概　説

　益田 層群 は ，三 郡変成岩類 と古第三 紀 の 安 山 岩 類を 不

整合に 覆 い ，北東
一
南 西方向に 約 12  ，北西一

南東方向に

2 〜4   の ほ ぼ 長方形を し た地域に 分布す る （第 1図）．

調査地域中央部の 2 つ の 基 盤 の 高 ま りに よ っ て ，本 層 群

の 堆積盆地 は 南部
・
中部

・
北部の 3 つ の 地 域 に 区 分 され

る ．こ の 基盤 の 高ま りをそ れ ぞれ 本俣賀隆起部と乙 吉隆

起部 と よぶ （第 2図 ），さ らに ，南部地 域 に は 基盤 の 小規

模な 高 ま りが 幾つ か あ る．

　本層群 の 層序 と構造 に つ い て は ，こ れま で も藤 田

（1964） と都留 （1985） に よ っ て 報告 されて い る ．両者

は ほ ほ 同 じ鍵層を 追跡 し，ほ ぼ同 じ結論を得て い る ．本

論で も，基本的に は 藤 N （1964） が追跡 した 鍵層 を用 い

る が ，そ の 対比に お い て 両者 と一
部異 な る 結果が得られ

た の で ，本論で 使用す る 鍵層に つ い て 改め て 記載す る．

1 ．鍵　層

　本論 で は ，三 枚 の 鍵層 を 使用 して 地層 の 対比 を行 っ た

が ，そ れ ぞれ を OT ，　MT ，　ST と名付け た ．鍵 層 OT は

細粒砂 岩〜シ ル ト岩 中 に Ostrea　 gigasu が 密集 し た

Ostrea　bed とそ の 下位約 6 〜14m と上 位約 3 〜12m と

第 1図　益 田 層群 分 布地域 周 辺 の 構造 （通商 産 業

省，1972と益 田団体研究 グル ープ，1982に よ る ）

1 ：完新統，2 ；都野 津層群 （鮮新
一
更薪統）．3 ：

占第三 系，5 ：三 郡変成岩
・
未変成古生層，6 ：古

第三 紀陥没体，7 ：断層

に そ れ ぞ れ あ る 2 枚 の 白色細 粒凝 灰 岩層 か ら な る ，

Ostrea　bed は 厚 さを 20  〜 7m と変化 させ て お り，益田

駅南東 で は 尖滅 して い る ．2 枚 の 凝灰岩層は ともに 厚 さ

を 30〜150  と変化 させ て お り，下位 の 凝灰岩層 に 比 べ

て 上 位 の 凝灰岩層 の 方 が よ く連続 しない た め ，こ の 3 枚

の 地層 が 揃 っ て い る の は 本俣賀と小俣賀の 間 の 山 地だ け

で ある ．本鍵層 は 主 に 南部地 域 に 広 く分布す る が ，北部

地域 で は そ の 南西 隅 と東隅 に Ostrea　bed と下位 の 凝 灰

岩層が僅か に露出 して い る．

　鍵層 MT は ，益 田 中学校か ら小俣賀に 通 じる 峠に 露出

す る 厚さ 約 2m の 黄褐色中粒凝灰岩層で ，南部地域で は

こ の 峠周辺 の 標高80m 付近 の 山 腹の み に 分布す る，北部

地 域 南東 部〜東部に は 6枚 の 凝灰岩層が 分布す るが ，下

位 か ら 3 枚 目の 凝灰 岩層が 粒度 と厚 さ の 点 で 最も似 て い

る こ とか ら ，鍵層 MT に 対 比 され る ．鍵 層 の 追 跡 に お い

て は ，本鍵層 の 下 位 0〜4m に 伴 わ れ る厚 さ50〜15G 
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第 1表 益 田 層群 の 層序，

甸

§50
　
’
箪＝

LSouthern

　and 　Centra｝
　　　　　　 Ar　 s

Northern　Area
Thickness　 Facies Facies τh｝ckness

ば

＜
o
⊃

の

く
〉

　 　 ！　　　　　　　　
！
　　　！　　　　！　　　　　　　　　　　　　！

，！・．／！・
　 　 ！　　　　　　　　　　　！ノ
　　〆　　！

〆
　　！　　　’　　　！

zz ．〃 ．・〆　！　　　　　　　　　　　　　ノ
　 　

〆
　　　〆　　　　　　　／　　　　　　！

　　　　　　．＿！，　　’

10m

　
f
　　　〆！

　　　〆
　 〆　　　／’　　　！
　 ／　　　〆　！　　〆〆　　　グ　　　厂　〆　　　〆

110m

20m

　　　　　〆　　　　　　　　1！　　！　　　　　　　〆　　　戸
　 　 　 　 ノ　　　　，
ワ
〆
ラ

」 ．己r を．乙〆　　　　　　　　　　　　！
／

！
・
！
，
’
！〆
！
／
’

　　／

ノ
　・二ST！　　　　　　　　／
　 〆！　　！　　　！
　／　　　　ノ　　　〆
zz ・’，

・
，　　　　！　　　！
　！　！　　ノ　　　！

・：・：∵ ：・：・：・’．’．’．  ’．’P！
∵ ．∵ ∴ ∵■　．　，　・　齟　．　　〆，　　，　，　0　7　，■■，，，P呷■　　層　．　．　　，　．齟呷■■■●．．，．卜‘．　■　■　　■　　■　，　呷「．，■卜・「，■■「，，9．，．．　　，　・　■　o　■」‘■，，■　　，　，　■　■　，
∴ ∵ ∴ ∵，，「，，，．，「．．，，，，■■，　，　，　■　■　r　　　！

」二

話

爭
8

50m

　 　 　 　 　 　 　 　 〆　　　，
：：：：：：：：：：：：：：，z，　．　．　，　，　■　，　　／」　■　，　，　，　■　■　　　　　　　！．∵ ．  ∵ ∴

’
　　 ！

；
：
：
：
：
：
：
：
：：
・：・：・：・：・：・：・　　　　，，■■■，，・

：÷ ：・∵ ・∵ ∴ ∵ ・ 　　　「　　，　　，　．　斷　鹽　■　　，’
∴ ∵ ．°．’．∵ ．’∴ ’．’P．卜・■鹽■．．阜．．．．’．   

’．’，　，　，　噛　o　「　■　■　■　卜　，　r

　　　　　　　　　・：

樋 T∫一！
・
／

　　　　　　
！
　！！

　 　 　 　 　 　 　 　 　 r

　　　　　　　
ノ
　！！　　　　　　　　　〆

　 　 　　 　 　 　
！
　　　〆

　 　 　　 　 　
〆
　　　／　　　　　　　　　〆

　 　 　　 　 　 　
！
　　　！

　 　 　　 　 　
ノ
　　〆

　 　 　　 　 　 　
〆
　　　〆

　 　 　 　 　 　
1
　　　！

　 　 　　 　 　 　
！
　　　ノ

　 　 　 　 　 　 　
♂
　　　1

50m

「．■
　　　．．・：・：・：・　　　　．．．，一

　　．∵ ．’．’
　 　 　 　

，卜，，．■　　　　　．，・　　　　，．，．

　 ●

　　　　−OT−
●

25m15m o 　●
●　 ●

30m
●　 　 ●■ 　●
　 　 　　 　 　 ■

40m

●　　 ■ 　　 ●　　 ●

　 0 　　 ● 　　 O

●　　 ●　　 ●　　 ●

　 ■　　 ●　　 o

●

　 o 　　 ●　　 ●

●　　 ●　　 ● 　　 ■

　 o 　 　 ■ 　 　 ●

o　　 ●　　 ●　　 ●

40m

の 白黄色 の 凝灰岩層 と上位 0 〜 4m の 青灰 色 の 凝灰岩層

を補助的に 使用 した ．こ の 6枚 の 凝灰岩層を藤 田 （1964）

は 益田 凝灰 岩層 と よん で い るが ，本鑓層 の 北部地域 と

南部地域 の 間で の 対比 は本論 と異 な る ．本部地域 に お い

て は ，本鍵層 は 盆 地南東隅 と北東隅 に の み 分布す る ．

　鍵層 ST は ， 藤田 （1964）が凝灰質砂岩 と よん で 鍵層

に 使用 し た もの で あ り，北部地域の 中央部に の み 分布す

る，

2 ，層　序

　藤 田 （1964） は 益 田凝灰岩層を境に して そ の 下位 を 豊

田 累層 ，そ の 上 位 を 安田 累層 と 区 分 し た が ，藤 田

（1964） に よ る 益 田 凝灰岩層 の 対比 と 本論 で の 鍵層

MT の 対比 が 異な る の で ，本論 で は 鍵層 MT よ り下位 を

豊 田累層，鍵層 MT か ら上 位 を 安 田累層とす る （第 工

表 ）．

　豊 田累層 は ，160m 以上の 層厚を も ち ，下位 よ り礫岩

層，含礫砂岩層，泥岩な い し泥質砂岩層 ，塊状砂岩 お よ

び 砂 岩頁岩互 層 に 区分 され る が ，各層と もその 層相 と層

厚 を側方で 激 し く変化 させ て い る，最下部 の 礫岩層 は主

に 中礫 か ら 巨礫大 の 円礫か らな り，＝
般 に 不鮮明 な 級化

を 示 し．．まれ に イ ン ブ リ ケ
ー

シ ョ ン を な し．基盤の 凹部

を 埋 立 て る よ うに して 分布す る ，本礫層 は ，植物化石 を

多産 し，汽水成堆積物に 覆わ れ る こ とか ら淡水 〜 汽水成

堆積物 と考 え られ る。南部 お よび 中部地 域 で は ，基盤 の

す ぐ近 くの 礫岩層 は し ば しぼ赤色 の 淘汰 の 悪 い 泥岩の 薄

層を 挾 ん で い る ．中部地 域北西 部 に は ，大規模な斜交層

理 を もつ こ と か ら，fan−delta堆 積物 と考 え ら れ る 礫岩

層が 発達す る ．礫 岩層 は 上 位に 向か っ て 次第 に 細粒化

し，南部地域で は 含礫砂岩 に ，そ の他の 地域 で ぱ 泥質砂

岩に 漸移す る ．

　含礫砂岩層あ る い は 礫岩層 の 上 に 重 な る泥岩ない し泥

質砂 岩 は ，Getoina　oramanai ，　 Ostrea　gigas，　 Vicarya

j
’
aP α nica を 産 出す る こ とか ら，汽水成堆積物 と考 え ら

れ る ．塊 状 砂 岩 層 は一般 に 無層 理 で 極細粒 な い し 中粒砂

岩 か らな る が ， そ の 下 部 の
一

部 は 泥質砂岩 と互層 し て い

る ．また ，中部地域で は そ の 上 部は 砂岩泥岩互層 に 漸移

し て い る ．本層 か らは Turritella−Saccella−！＞dssarius

群集を 構成す る 貝 化石 が 報告さ れ て い る こ とか ら，本層

は 主 に 上部陸棚 に 堆積し た も の と考え ら れ て い る （都

留，　1985）．

　本累層は 南部 と中部地 域全 体 に 分布す る が ，北部地域

で は 盆地南東縁沿 い の 局部的 な 基盤 の 凹部 に の み 分布

し，その 厚 さ は 約 100m と薄い （第 3図）．

　安 田 累層は ，北部地域に 広 く分布するが ，中部地域 で

は小俣賀北側 の 山地 の 稜線付近だけに ，南部地 域 で は そ

の 分布は 不 明で ある ．本層 は ，厚 さ 110m の 砂 岩 頁 岩 互

層か らな り，上 部 に 向か っ て しだい に 頁岩勝 ち に な る．

iW
・・ u ・h・・nA ・ea　

H °

騾
aga

哩
譽

．
・
●

、
o

●

η
瘴

oo《
…

．

Cen電ral　Area　　　Otsuyoshi　High

”曹
・二・∵ ・こ・嵐 ・二・：；：：1：：瓢こ・：1：・：ミ・．・・

　 ：：：OT

・　 　D 　　●　 　　 　 　　 　　 　 　●　 　●

Northern　Area

瀦 皺 蕪鑾魏鑾 覊、
OT 蝶

’

並 諺 oz ．
そ．

阻

●　 　■

●

200m

「
一一一一一

丁
一一一一一

1　　　　 0
0　　 　　 　　 　　　 2km

　　　　　　　　　　　　　　第3 図　益 田 層群層序断面図

図 中の 〜印 は ス ラ ン プ層を ，▲ 印は 不 淘汰角礫岩 の 分布 を 示す．そ の 他の 記号 は 第 2 図に 従 う．
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北部地域の 本層中部鍵層 ST 付近 か ら Pr。peamussium

tateiwaiが 産 N す る こ とか ら （都留 ，1985），本層 は 下部

陸 棚 〜 大 陸 斜 面 上 部に 堆積 し た と推定 され て い る ，

3 ．地 質構 造

　南部と中部地域 に お い て は ，本層群 は ，全 体 と し て

2ee 以 下 の 傾斜角を も っ て 北東に 傾斜 して い る が ，基盤

の 高 ま りの 近 くで は 緩傾斜 の ドーム 搆造 を作 っ て い る ，

他方，北部地域 の 本層群は ，40
°
以下 の傾斜角を も っ て

北な い し 繭に 傾斜 して お り，全 体 と して は 北西 に プ ラ ン

ジす る 半盆状構造を な して い る．

　益 田層群を 鍵層に よ っ て 4 つ の単元 に 区分す る と，各

単元 の 地層が最も厚くな る位置が 異な っ て い る ．すなわ

ち，鍵層 OT 以下 の 地層 は 南部地域 で ，鍵層 OT −MT 間

の 地 層 は 中部地 域 で ， 鍵層 MT −ST 間の 地 層は 北部地域

の 北 東部，そ して 鍵層 ST 以上 の 地層 は 北部地域 の 北西

部で そ れ ぞれ最も厚くな っ て い る ，こ の こ と は ，堆積 の

中心 が時代 と と もに し だい に 北方 に 移動 して い る こ とを

示 し て い る （第 3 図）．

基盤 と の 接合関係

　本層群 の 堆積盆地縁辺部 と基盤 の 高 ま りの 麓 に は ，す

ぐ近 くの 基盤か ら由来 し た 角礫 と基 質か らな る特 異 な角

礫岩層が しぼ しば 分布す る （第5，6図），こ の 角礫岩層は

淘汰度が 極 め て低 く，と き に は 直 径 1m 以上 の 角礫 を含

　　　 第 4 図　高角不整合面 と不 淘汰角礫岩 （益 田中学裏）．

Bs ：基盤 の 変成岩，　 Br ：不 淘汰角礫岩，　 Ss ；塊状砂岩，　 Us ：不 整合面

第 5 図

高角不 整合面 の 詳細，

第 4図 右 下 の 不 整 合 面

の 拡大 ，
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第 6図　不 整合面 と基 盤岩中の 断裂 （大草付近）．
基盤岩は結晶片岩 ．

み ，一
般に 正 級化 ，逆級化 や 成 層 を 示 め さ な い で ，

WALKER （1978） の い う disorganaized　faciesを 示 す ．し

か し
， そ の ヒ部 は 全体的に は 上 方細粒化 の 傾向を 示す．

ときに は不鮮明 に 成層 し て い る場合 が あ っ て も，淘 汰度

は 極め て 低 く，不 明瞭な逆級化
一正 級化を 示 すだ け で あ

る ．不 淘汰角礫岩層 は ，さま ざまな角度 で 傾斜 した不 整

合面 の 麓 に 楔状 の 断面を もっ て 分布 し，豊 田 累層 の 最下

部層か ら下部安田層 まで の 地層 に 整合 に 覆われた り ， 漸
移 した り して い る （第 4図）．こ の よ うな faciesと産状

は ，こ れらの 角礫岩が 水 流 に よ る 円磨作用 と淘汰作 用 を

受け る こ と な し に 急 傾 斜 の 斜面 を急激に 移動 して きて ，
斜面の 麓に 堆積 し た 一

種 の 崖錐性堆積物で あ る こ と を 示

して い る．

　益 田 層群 と 基盤 との 接合部 の 露頭を 45カ 所 で 観察 した

結 果 を ま とめ る と次 の よ うに なる ．盆地 縁辺部 や 島状 の

基盤の 高ま りを縁どる 不整合面は 全体 と し て は 10〜60
°

の 平均傾斜 を もっ て （第 4 図），直線状 に 延 び て い る ．不

整 合 面 は し ば し ば角張 っ た 凹凸に 富 ん で お り （第 6図）．

階段状 を な し て い る場合 もあ り ， 基盤岩中 の 断裂 面が そ

の ま ま不整含面 の 一
部 を なす こ と が し ば しばみ ら れ る

　（第 5 ，6 図）．

　基盤岩中に は ，い くつ か の 固結 した 破砕帯 が み られ る

が
， それ らは 近 くの 高角不整合面の に ほ ぼ 平行 し て い

る．さ ら に ，通商産業省 （ユ972）に よる 三 郡変成岩内の

地質構造に 関す る 調査 に よれ ば ，南部 と中部地域 の 基盤

岩中に は い くつ か の 断層が 推定 されて い る が，こ れらは

高角 不 整合面 と調和的で ある （第 1図）．こ れ ら の こ と

は，高角不 整合面 が基 盤内の 断 層 に よ っ て 規制され て い

る こ と を示 唆し て い る ．

　南部地域 に は ， 鍵層 OT 以下 の 地層 が 主 に 分 布す る

が ，そ れらは 高角不 整合面を 境 に し て 基盤 に 接 して お

り，そ の 厚 さ は約 140m以上で ある．中部地域 で は 鍵層

MT −OT 間の 地層が高角不 整合面 を 境に し て 基盤 に 接 し

て お り．北部地域 で は 鍵層 ST よ り下位 の 層準 の 地 層 が

高角不 整合面 を境に して 基盤に 接して お り，そ の 厚さは

220m に 達す る （第 3図）．

古 海 底 斜 面

　豊 田累層上 部 と安 田累層 中部に か けて の 地層中で は 14

枚 の ス ラ ン プ層が 確認 されて い る ．こ れ らの ス ラ ソ プ 層

は 4 〜24m の 厚 さを もち
， そ の 大半 は 山内 （ユ977） の 分

類 に よ る 褶曲型 と破片型 の 構造を 示 して い る ．鍵層 OT
の 直上 に ス ラ ン プ層 が 発達す るの は 北部地 域の 南 縁沿 い

だ け
1
で あ り，鍵 層 OT と MT 間の 上 半部 に ス ラ ン プ層が

発達す る の は 中部地域 と北部地域 の 南部 で あ り，鍵層
ST 付近 に ス ラ ン プ層 が 発達す る の は 北部地域 の 中 央 部

で あ る ．ま た ，盆 地 縁辺 で は ，ス ラ ン プ層 が 発達す る層

準付近に 不 淘汰角礫岩が 堆積 して い る （第 3図），

　古海底で の ス ラ ン ピ ン グ は 堆積盆地 中 の
一

時的，あ る

い は局部的な 斜面 に 従 うと KUENEN （1967） が 述べ て い

　　　　　　　　　第 7 図　不 淘汰角礫岩 （▲ 印） と ス ラ ン ピ ン グ の すべ り方向 （→ 印）．
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る が ，い くつ か の規模 の 大きなス ラ ン プ堆積物 が 類似 し

た方 向 へ の すべ りを示す場合 に は ，古海底斜面は ある時

期 そ の 方向に 傾斜 し て い た と判断で き よ う，こ れ ら の ス

ラ ソ プ層の 内部構造を解析 した 結果 に よれば，ス ラ ソ プ

層 の 上位の 堆積物 が 最も厚 くな る地域 ， あ るい は 局部的

に 厚 くな る 地域 に 向か っ て 堆積物 は 移動 し た こ とを 示 し

て い る （第 7 図）．こ の こ と は，本堆積盆 地の ある 時期 の

古海底斜面 は ，そ の 直ぐ後に堆積した 地層 の 堆積 の 中心

に 向か っ て 傾斜 して い た と推定で きる ．

堆積盆地 の 発達史

　益 田 層群の 下部 を なす豊 田累層す なわ ち 鍵層 MT よ

り下位 の 地層が 厚く分布す る 南部地域で は ，そ の 麓に 不

淘汰角礫岩を 伴 う豊 田 累層 の 分布域を 境 して い る高角不

整合面 に ア バ
ッ ト して い る．この 高角不 整合面 は 基盤岩

内の 断層に 規制 されて い る こ とか ら，不 整 合面 は 基盤 の

陥没 に よ っ て 形成 さ れ た 凹地 を 縁 ど る 断層 が な す崖 で

あ っ た と推定 され る，さ ら に ，断層運動 の 直後 か ら，こ

の 断層崖 の 上 部で は 斜面崩壊 が 発生 し，崩壊物 が 崖を 崩

れ落ち，不淘汰角礫岩 が 崖の 麓に 堆積 し た ．中部 と北部

地域に も基盤 の 陥没 を示 す現象が 見られ る こ とか ら，北

部地域も陥没に よ っ て 形成 され た が，陥没の 大き さは 小

さか っ た ．

　さ らに ，本層群 の 最下部だ け で な く，北部盆地 の 北東
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第 8図　益 田層群 の 堆積過程 を 示す概念図．

1 ：基盤 の 沈降運動 ， 2 ： ス ラ ン ピ ン グ の 発生 とそ

の す べ り方向，3 ：不淘汰角礫岩 の 堆積 を 示 す ．

縁で は 鍵層 ST 付近 の 地 層が
， 不 淘汰角礫岩を 伴 う高角

不 整合面 に ア バ
ッ ト し て い る ．こ の 高角不 整合面 の 直ぐ

近 くに は小さな島状 の 基盤 の 高 ま りが 存在す る こ と か

ら ， 下位層 を 欠い て 上 位層 が 直接基 盤 の 上 に 重 な っ て い

る もの と考えられ る ．すなわ ち ，鍵層 ST の 堆積時期に

も不 淘汰角礫岩を 形成す る よ うな 断層崖が 形 成 さ れ た こ

とを 示 して い る t こ の 断層崖は 盆 地 発生 期 に生 じた 断 層

の 再活動やそ の 近 くに 新 た に 生 じk 断層の 活動 に よ っ て

形成 さ れ た もの と考え られ る．

　さ らに ，3枚 の 鍵 層 を 境 に して 本 層群 が 堆積 し た 時代

を 4 つ に 区分 して ，各ス テ ージ に 不淘汰角礫岩が 堆積 し

た位置，堆積の 中心 ，ス ラ ン ピ ン グ の す べ り方向，お よ

び 断層 の 活 勦 を 第 8 図 に 模式的に 示 し た ．こ の 図 は ，断

層 の 活動 に よ っ て 堆積 の 中心 の 移動 が もた ら され て い る

こ とを示 して い る．堆積 の 中心 が 移動する 時期 の前後に

は ．比較的規模 の 大きな ス ラ ン ピ ン グが発生 し，新 し い

堆積の 中心 に 向か っ て す べ
っ て お り，盆 地 の 縁辺 で は 高

角不整合面の 麓に 不 淘汰角礫岩が堆積 し て い る ．すなわ

ち ，鍵層 OT 以 下 の 地層が 堆積 し た 時期に は 南部地域が

大 き く陥没 し，鍵 層 MT −OT 間 の 地層 で は 中部地 域 が ，

鍵層 ST−MT 間 の 地層 で は 北部地域南部が ，鍵層 ST よ

り上位の 地層 で は 北部地域北部が 大きく陥没 して い る ．

こ の こ と は ，基盤内の 断層運動が 時代 と と もに 次第に 北

方 に 移動 し て い っ た こ と も意味 して い る （第 7図）．

　第 1図に 示 した 基盤中の 断層は ，益 田層群と基盤 との

境 に 調和的で あ る ．特 に ，古第三 紀 の 陥没体 の 縁 を なす

断層 は 北部地域 の 盆地 の 形態を 基本的に 規制 し て い る こ

とか ら，益田層群 の 堆積盆 地 は こ れ らの 古い 断層を利用

して 発 生 した も の と考え られ る ．

　堆積盆地 の 形態を規制す る 断層 は しぼ し ぼ若 い 堆積物

に 覆わ れ るた め，そ の 存在を確認 しに くい 場合 も あ る

が，益 田層群 と同 じ よ うに ，堆積時 に 発生 した 断層に

よ っ て 堆積盆地 が 拡大 し た り，移動 した 例 も知 られ て い

る ．例 え ば，日本海を挾 ん で 対岸の 朝鮮半島で ， 益 田 層

群相当層 の 堆積盆地が 同様 に 断層に よ る陥没 で発生 して

い る 　（CHoE ・CHouGH，1988）．ま た ，BERNouLL ・

JENKYNs（1974）は A ！pine
−Mediterranean 地 域に お ける

中生界 に お い て 堆積時 の 断層運動 に よ っ て 堆積盆地が 大

きく拡大 した こ とを ，川辺 （1989） は 西 日本 の 鮮新
一

更

新統 に お い て ，堆積時に 発生 し た 断層 に よ っ て 基 盤 が落

ち込 む こ とに よ っ て 堆積 の 中心 が 移動す る と述 べ て い

る ．他 方，TRuMpRY （1960） は Glarus　Alps の 中生界 に

お い て ，SuRLYK （1978） は Greenland の ジ ュラ 系の 堆積

盆地に お い て ， そ れ ぞれ の 堆積盆地内で 階段状断層 が 堆

積時に 活動 した 結果，堆積 の 中心 が 移 動 した こ とを 図 示
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し て い る，こ れ らの 堆積盆地 は 構造運動 が 活発な地域 ・

時代に 形成 され て い る。こ の よ うな 地域 に お い て 堆積盆

地 の 構造発達史 を 検討す る場合に ，堆積時 の 断層運動を

考慮す る こ と が重 要で あろ う．
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