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中期中新世 に お ける南部 フ ォ ッ サ マ グナ北西 部

櫛形山 ブロ ッ クの 衝突

小山　　彰
＊

Collision　of 　the　Kushigatayama 　block　during

the　Middle　Miocene，　 northwestem 　part　Qf

　　South　Fossa−Magna ，　 eentral 　Japan

Akira　Koyama ’

Abstract　 This　paper 　represents 　colhsion 　tectonics　of　South　 Fossa　Magna ，　 central 　 Japan

during　the　Middle　Miocene，　The　Kushigatayama 　block，　which 　 is　 a　 member 　of 　the　 paleo −

Izu−Bonin 　arc ，　 is　mainly 　composed 　 of 　pyroc王astic 　 rocks 　and 　lavas　named 　the

Kushigatay．　a 皿 a　Subgroup．　 Paユeo −trench　 was 　 situated 　between　the　 Honshu 　arc 　 and 　 the

Kushigatayama 　block，　 This　trench　was 　filled　up 　with 　hemipe ！agic 　sediments 　and

turbidites（Momonoki 　Subgroup）．

　The　Kushigatayama 　 block　 is　 situated 　 near 　 the　Honshu 　 arc 　about 　 16−15Ma ．　 The　 block

collided 　 with 　 the　 Honshu 　 arc 　 owing 　 to　 the　 nor 七hward 　 moving 　 of 　 the　 Izu−Bonin　 arc 　 and

the　opening 　 of 　the　Sea　of　Japan 　about 　l5Ma ，　 Severe　contractive 　deformation　was 　occurred

within 　the　Momonoki 　Subgroup ．

　The 　bend　 of 　the　pre−Middle　 Mioeene　 terrane　 of 　 the　 Honshu　 arc 　 can 　 be　 assumed 　 to　 bc

formed　by　this　collision ．

Key 　words ：collision ，　 Kusigatayama 　block，　 South　Fossa　Magna ，　 Middle　Miocene

は 　 じ　 め　 に

　南部 フ ォ ッ サ マ グ ナで は 本州弧 と伊瑚：・小笠原弧

が衝突 して い る．二 つ の 島弧 の 干渉現象に つ い て は

Naumann （⊥885）以 来，数多くの 議論 が な され て き

た．ま た，最近で は DELP 計 画 （歯 部 フ ォ ッ サ マ

グ ナ の衝突現象の解明）をは じ め とす る多分野 に わ

た る多 くの 研究に よ っ て ，南部 フ オ ッ サ マ グ ナで の

中新世以降の 衝突の 実態が よ り明 らかに され て きた．

こ れ ら多方面か らの研究成果 の
．．一・

つ が 丹沢 ブ ロ ッ ク

の 衝突現 象 （最 後期 中 新世 〜前 期 鮮 新 世）の 解 明

＊
ジ オ ク ロ ノ ロ ジ

ー一
ジ w パ ン   大阪支社 Geochronology

Japan 　Inc．　 Osaka 　Office、3−13−9，　 Imafukuhigashi ，
Jyoto−ku ，　 Osaka，536，　Japan，

（Niituma＆ Matsuda ，1985；Niitsuma＆ Akiba，
1986 ；Soh，

1986など）で あ り，また，第四紀 に お け

る伊豆 の 衝突 の 解明で ある （Matsuda ， ⊥978；Huchon

＆ Kitazato，ユ984 ；天野 ほ か，1986 ；Toriumi ＆

Arai
，

1989な ど）．

　 中期 中新世 の 南部 フ ォ ッ サマ グ ナは広 い 海域 で あ っ

た．南か ら伊豆（湯 ヶ 島），丹沢，御坂お よ び 櫛形 山

の 海底火山 が 分布 して お り， それらは古伊豆 ・小 笠

原弧 の 上 にあ っ て 御坂を除い て地形的な高ま りを作 っ

て い た とみ ら れ る （第 1 図）．

　 櫛形 山 の 古海底火 山 は古伊 豆 ・小笠原弧 上 の 海底

火由の うち で最も北 に あ り，中期中新世 に は す で に

対曲構造 をも っ て い た （松田 ，198化 高橋 ，1989）本

州弧 の 付 け根付近 に位褌
’
：して い た．古伊豆 ・小笠原

弧 は 当時，北 上 を続け て お り， 櫛形山 ブ ロ ッ ク が本
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第 1図　南部フ t ッ サ マ グ ナ 地域 の 広 域 構 造 図　K ： 櫛形 山 ブ ロ ッ ク　T ；丹 沢 ブ ロ ッ ク　 i ；伊豆 ブ ロ ッ ク

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Geological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

The 　Geologioal 　Sooiety 　of 　Japan

中期中新 世に お け る 櫛形 山 ブ ロ ッ クの 衝突 247

州弧 と衝突 ・付加 した で あ ろ う こ と は，丹沢や伊豆

の 衝突が 明 ら か に な る に つ れ て 予想 さ れ て い た （天

野 ，
1986 ；SQh，1986な ど）．

　本論で は櫛形山ブ ロ ッ ク を中心 とす る，南部フ ォ ッ

サ マ グ ナ北西部，巨摩山地付近 で の 現在まで に蓄積

され た データ をまとめ て紹介 し，当地域 で の 中期 中

新世 の 衝突テ ク トニ ク ス を論 じる．

　九州大学の 松田時彦先生 ， 東京大学地震研究所 の

嶋本利彦先生 に は現地 で ご討論 ，
ご教授 い た だ い た．

愛媛大学の 小松正幸先生 に は 発表の 機会 を与 え て い

ただい た．同大学 の 竹下徹先生 に は 現地 で有益な ご

助言をい た だ い た．大阪市立大学 の 弘原 海　清 先 生

に は研究 をま とめ る 上 で ご支援をい た だ い た．以 上

の 方 々 に深 く感謝 申 し上げ ます．

櫛形山ブロ ッ クをつ くる櫛形山亜層群

　櫛形山亜層群 は 全層厚4000m 以上 に お よ ぶ 安 山岩

質〜玄武岩質の 溶岩お よ び火山砕屑岩類 を主 と した

地層で あ る （第 2 図，第 4 図，第 5 図）．島津 ・石丸

（1987）は櫛形山亜層群 の 火山岩が大部分，丹 沢，御

坂山地 の もの と 同様 に 島弧 ソ レ ア イ ト系列 に 属す る

こ とを示 した．本亜層群 は岩相 から下部亜層群と一L

部亜層群に 2 分 され る．本亜層群は基本的 に は西〜

北傾斜 の 単斜構 造 を も つ が
，

．
部 で 地層 が 逆転 し て

い る．下限 は 不明 で あ る．

　下部亜層群は ほ と ん ど砕屑岩類を含まない こ と で

特徴 づ け られ る．本亜層群 は お もに 緑色 を帯び た 安

山岩質〜玄武岩質 の 凝灰岩 と凝灰 角礫岩か ら な る．
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第 2 図 巨摩山地 の 地 質図 小 坂 ・角田 （L969），樋 凵 （1969），小 山 （1984），　Koyama （199G）に 基 づ い て 編集．

ISTL ； 糸魚 1［1一静 岡構 造 線，KoF ．小 武 川断層，KuF ，：櫛形山断層，MoF ．：茂倉断層

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Geological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

The 　Geologioal 　Sooiety 　of 　Japan

248
小 　 山

しば しば安山岩質〜玄武岩質の 溶岩層 を挟む．こ の

よ うな岩相 は 下 部亜 層群 が 櫛形 山 の 古海底火山 の 本

体を構成 して い た．・
部で あ る こ と を示 して い る．

　 上部亜層群 は凝灰岩が主体で ある が，砕屑岩類 が

しば しば挟ま っ て い る ．こ の 様子 は南部巨摩山地 の

大柳川 一ヒ流 で よ く観察 で き る （第 3 図 B ，第5 図ル
ー

トNo ．・i5）．砕屑岩類 は泥 岩，砂岩お よ び砂岩泥岩

彑層で ある。南部巨摩 山地 で は小礫岩が しば しば 挟

ま っ て い る．礫岩 の 礫 に は櫛形山亜層群起源の もの

の ほ か に，四万
．
卜層群起源 の 礫が み ら れ る ．また ，

南部巨摩山地 の 上部亜層群 に は 泥岩中 に安山岩 や 玄

武岩 の 礫 を含 み
， 顕著 な乱堆積構造が み ら れ る （小

坂 ・角田，1969）．以 上 の こ と は櫛形山ブ ロ ッ ク が

上部亜層群堆積当時に は すで に
一

部 が 海上 に あ っ た

こ とを示す （小坂 ・角田，1969）と と もに，同ブ ロ ッ

ク が 四万十帯か ら な る 本州弧 の 近傍に位置 して い た

こ とを示唆す る．

　礫 と し て ま れ に石灰岩 を 含 む こ と も南部巨摩山地

の櫛形山亜層群の 特徴で ある，こ れ は最大径が 70c皿

に もお よぶ 角礫で ある こ と か ら現地性 の もの と考え

ら れ る．

　櫛形山亜層群 の 年代 に つ い て は，小坂 ・角田 （1％9）
が最下部の 泥岩か らLepidocyclina　sp ．を産す る こ

と か ら前期 中新世 で あ る と した ．最近，秋元ほ か

（1990）は浮遊性有孔虫を使 っ て 年代 を再検討 し た ．

こ れは小坂 ・角田 （⊥969）の 試料 が 礫岩 や含礫泥岩か

ら得 られ た もの で あ り，化石 が 異地性 の 可能性が あ

る こ と，化石 が現地性で あ っ た と して も，櫛形山 ブ

ロ ッ ク が南方か らの 移動地塊で あ る 可 能性 が 高 く，
Lepidocycgin α属 」？Miogypsin αacな ど の 大型有孔

虫 の出現年代は古環境に左右され るおそれがあ る こ

とな どの 理由に よ る，試料は大柳川上流 の 下部亜層

群上部か ら上 部亜 層群 に か け て の 地層か ら採取さ れ

た．そ れ に よ る と，こ れ ら の 地層 は Blow （1969）浮
遊性有孔虫の N8〜N9 帯 （絶対年代 で 16〜15Ma 頃）に

か け て 堆積 した こ と に な る．北部巨摩山地 で は櫛形

山亜層群 下 部層が ，15Ma の ブ イ シ ョ ン トラ ッ ク年

代 （lto　et α1．ユ989）を示す円井石英閃緑岩 に 貫 か れ

て い る ．

　櫛形 山亜層群 の古水深に つ い て は秋元 ほ か （⊥990）

が 大柳川．ヒ流 で 得 た底生有孔虫 を使 っ て 明ら か に し

て い る。そ れ に よ る と南部 巨摩山地 の 下 部亜 層群 上

部層
〜

上部亜層群 は下部漸深海帯〜深海帯に お い て

堆積 した と結論づ けた．

　樋ロ （ユ969）は同 じく大柳川上流 の 石灰質頁岩か ら

彰

A

B

第 3 図 柱状 図位置図 A は 北 部 巨摩 山地，B は 南部巨

摩山地の 柱状 位置 を示 す、ル ー
トの 数字 は A が第 4 図，

B が第 5 図に 対応す る．

Kl ： 下 部櫛形山亜層群，Ku ； 上 部 櫛 形 山 亜 層群，
Ml ； 下 部桃の 木 亜層 群，Mu ： 上 部桃 の 木亜 層 群，
P ： ひ ん 岩，T ： 円井石 英 閃緑 岩，　 K ： 甲斐駒花 こ う

岩，Y ：焼地蔵花 こ う岩，Sl 四万十 帯 （瀬戸 川 層群），
ISTL ： 糸静線，KoF ．：小 武 川 断層，TT ．： 円

井 衝 上 断層，MoF ，：茂倉断層，AT ．：曙衝 上断層

二枚貝 や植物化石 を報告 し，古水深と して 200〜800

m と推定 して い る ．
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第 5図 　南 部 巨摩 由地 の 巨縻層群地質柱状図　凡例 は第 4図参照
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桃の 木亜層群とその堆積場

　 桃の 木亜 層群 は櫛形山亜層群の 上 位 に 整合 で 重 な

る 地層 で，お もに櫛形山亜層群 の 西 側に分 布 す る．

桃 の 木亜 層群は ほ と ん ど砕屑岩類か ら構成 され （第

4 図，第 5 図）， 厚 さ は 2000m 以 上 に 達す る．上 位

にあた る 西側 は断層 で 限 られ て い る （第 2 図）．

　桃 の 木亜層群 は お お む ね西傾斜 の 同斜構造 を示す

が，中部 巨摩山地 で は種々 の 波長 の 褶曲が発達 して

い る （角田，1971a ；Tsunoda ，1973）．

　本亜層群は岩相上，上部 と下 部 に 分 け ら れ る が ，

北部 と南部 で は そ の シ
ー

ク エ ン ス が異な る．中部 巨

摩山地 で は本亜層 群 は 下位 の櫛形山亜 層群と高角度

で 西傾斜す る櫛形山断層 で 接 して い る （第 2 図）， こ

こ で の桃 の 木亜 層 群は 泥岩 を主体 と し，砂岩泥岩互

層 ， 砂岩お よ び細礫 岩 を挟む （小坂 ・角出，1969）．
こ の よ うな岩相は巨摩山地南部 の 下 部亜 層 群 に 類似

す る．こ こ で は櫛形 山 ブ ロ ッ ク の テ ク トニ ク ス を考

え る．ヒで重要 と思 われる巨摩山地北部と南部 の 桃 の

木亜層群に つ い て 記載す る．

　北部 で の 下部亜 層群 は泥岩を主 と し，チ ャ
ー

ト，

珪質泥岩お よ び 砂岩 を挟 む （第 4 図）．まれ に細 粒 の

酸性凝灰岩 を挟む．チ ャ
ー

トは 灰黒色層状 で
， 厚 さ

10  以 下 の 珪 質部 と厚さ 1cm 以下 の 泥質部が互層 を

な して い る．チ ャ
ー

ト層 の 見 かけ の厚 さ は 50m 程度

で ，分布は限ら れ て い る （Koyama ，1990）．

　
一方，上部亜 層群 は 下部亜層群に 整合 で 重 な り，

砂岩泥岩互 層 を主体 とす る地層で ある．こ の 互 層 は

級化層理 が よ く発達す る こ とや，側方へ の 連続 性 が

良 い こ とな ど タービ ダ イ トの 特徴を有 して い る．

　以上 の よ うに巨摩山地北部 の 下部亜層群は細粒の

遠洋性堆積物，上部亜層群 は タ
ービ ダ イ トか ら構 成

さ れ て い る．こ の よ うな 岩相 や シ
ー

ク エ ン ス か ら復

元 され る堆積場 と し て は，古海溝 も し くは そ の 周辺

部が考えられ る （勘米良ほ か，1979 ；Blatt　et　al ．

1980）．こ の 古海溝は本 州弧 と櫛形山ブ ロ ッ ク の 間

に 存在 して い た と予想 さ れ る．

　南部 の 桃 の 木亜層群 の 下部亜 層群 は 砂岩泥岩互 層

が 主体 で ，しば し ば厚 さ数10cm以 下 の 小〜中礫岩 を

挟む （第 5 図）．
一
方，上部亜層群 は い わ ゆ る茂倉礫

岩と よ ば れる厚 さ約700m の 厚 い 礫 岩層 が 主体 と な

る．こ の 礫岩 の 礫は櫛形 【」」亜 層群起 源 の もの と本州

弧起源 の もの とがみ られ る，前者は礫径が最大  c皿，

多 くは 10c皿 以 下 で 亜角礫〜角礫が多 い の に 対 し，後

者は礫径が 数cm以下 で 円礫 〜亜 円礫が 多い ．優 白質

彰

の 花こ う岩礫が含 まれ る こ と が あ る が，お そ ら く領

家帯か ら由来 した もの で あ ろ う．

　 桃 の 木亜 層群 の 年代 に つ い て は 大塚 （1941 ）が

Lepidoeツclina ノαρ0 配 Cα ，
　 Miogy ρsina 　 O9 α W α iを

報告 し，幌内時代 とした．小坂 ・角田 （1969）も同様

の化石 の産出を報告 し，中新世前期の 後半期 と して

い る．秋元 ほ か （1989）は 前項で の べ た よ う な 理 由か

ら，再検討を行 な っ たが ， 桃の木亜層群の 年代 を確

定する に は至 ら なか っ た．

　本亜 層群は北部巨摩山地 で 甲斐駒花 こ う岩体 （第

2 図）に よ り熱変成 を受け て い る （藤本ほ か ，1965 ；

佐藤 ほ か，1989）．甲斐駒花 こ う岩 の K −Ar 年代は 角

閃石 で ユ3．7Ma （佐藤ほか，⊥9豹〉， 黒雲母 で11−・−11．7Ma

（河野 ・植 田，1966 ；瀬野 ほか ， 1987 ； 佐藤 ほ か ，
1989）， カ リ長石 で IO．3Ma （佐藤 ほ か，1989）で ある ，

ジ ル コ ン の ブ イ ッ シ ョ ン トラ ッ ク 年代 は lto　 et　al ．

（1989）に よ り⊥4ヶ 所 の 平均 値 と して 24e℃以下 の 冷

却年代の 9，4Ma が 出 され て い る．佐藤ほ か（1989）は

上記三種類の 鉱物か ら得 られ た 年代 と ア ル ゴ ン の 閉

鎖温度か ら 甲斐駒花 こ う岩体の 冷却史を検討 し，本

岩が 15Ma 頃貫入 し，中新世末期 に は地 表に表れ た

と推定 した．

　北部巨摩山地の 小武川上流，大 ナ ジカ の ガ レ で は

焼地蔵岩体の細粒 の 優白質花 こ う岩が桃 の 木亜層群

の 上部層を貫 い て い る （第 3 図 A ，第 4 図 ル ー ト

No ．10）．焼地蔵岩体（第 2図）の K −Ar年代 （角閃石）

は佐藤ほ か （⊥989）に よ り⊥3．5Ma と出 さ れ て い る．

本岩体は甲斐駒花こ う岩体 に 接 し て 分布 し，甲斐駒

岩体 の 熱的影響を受け て い る こ とか ら ， 甲斐駒岩体

と ほ ぼ 同時代に 貫 入 した と考え られ て い る （佐藤ほ

7｝・・，　1989）．

　以上 を考慮 して 桃 の 木亜層群 は 16〜15Ma 頃，甲

斐駒花こ う岩体貫入前で櫛形 山亜層 群堆積直後 に堆

積 し た と考え ら れ る。

　桃の 木亜 層群の 古水深 は 最近 ， 秋元 ほ か （1990）が

北部巨摩山地 で明ら か に し て い る．そ れ に よ る と，

本亜層群 は深海帯（水深3500m 以深）で 堆積 し た と さ

れ て い る．

ひ ん岩岩脈

　巨摩山地 に分布する 岩脈は，大塚 （194D に よ っ て

巨摩半深成岩体と
一
括 し て名付け ら れ た．岩種は 圧

倒的 に 斑晶 の 少 ない い わ ゆ る ひ ん岩が多 く，わ ずか

に ラ ン プ ロ フ ァ イヤ
ー

や花 こ う閃緑岩な どが見 られ

る．種 々 0）岩 脈相互 の 関係 は不明 で あ る．こ こ で は
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テ ク トニ ク ス を考え る 上 で重要と思 われ る ひ ん 岩 を

岩脈を代表 して 取 り上 げ る．

　ひ ん岩は 鏡下 で 見る と，隠微晶質な石基中 に 石 英

や 斜長石 の 斑晶が 疎に散在 し て い る．ひ ん 岩 は一般

に灰白色 を呈す る が 変質し て 緑味 を帯 び る こ と が あ

る．

　ひ ん 岩岩脈は櫛形LLI亜層群 よ りも圧倒 的 に桃 の 木

亜層群 中 に 多 く見 ら れ る （第 2 図）．また，巨摩山地

の 北部ほ ど多 く見 ら れ る．糸静線や 櫛形山断層 な ど

南北性 の 高角性1釿層に沿 っ て貰入 して い る こ と もあ

る ．ひ ん 岩岩脈 の
．・

部は 桃 の 木亜層群 に 熱変成 を与

えて い る （Tsunoda ，ユ973）．貫入面 は南北か ら北 西 一

南東方向が卓越す る．

　北部巨摩 山地 で は 千枚 質頁岩 の 月
．
理面を切 っ て ひ

ん 岩岩脈が 貫入 して い る．中部巨摩 山地 で は ひ ん岩

は桃 の 木亜層群の褶曲構造 を切 っ て 貫 入 し て い る，

　北部巨摩山 地 で は ひ ん 岩岩脈 は フ ィ ッ シ ョ ン トラ ッ

ク年代 で 15±0．6Ma （Ito　et　 al ．
，

1989 ）の 円井石英

閃緑岩体に よ り接触変成を受け て い る （大塚，1941）．

以上 の こ と か ら ひ ん岩岩脈 の 年代 は桃の 木亜層群 の

褶曲形成後で，円井岩体迸入以前 で あ る．桃 の 木亜

層群 の 堆 積が i6〜15Ma 頃 と考 え ら れ る こ と か ら，

同層群 の 褶曲，ひ ん岩岩脈 の 貰人お よ び 円井岩休 の

貫 入 と非常に短い 期間に こ れ ら の こ とが 起 こ っ た こ

と を示す．

桃 の木亜層群の 変形

　桃 の 木亜層群は ほ ぼ 全域 に わ た っ て 変形して い る．

こ こ で は変形様式 が 特徴的 な巨摩 山地北部 と 中
〜南

部に わけて 記載 す る．

　巨摩 山地北部で は桃の木亜層群下部層 は主に泥岩

か ら構成 され る が ，こ の 大部分 （幅約 2   ）が千枚岩

化 して い る （第 2 図）．東に隣接す る 櫛形 山亜層群 に

狭 まれ る 泥岩が ，小武川断層の よ うな規模 の 大 き い

断層 の 近傍 に あ っ て も，ほ と ん ど変形 して い ない の

に 比 べ る と著 しく対照的で あ る ．千枚岩化 し た 泥岩

の 片理面上 に は一般 に明瞭な滑 り面 がみ られ，しば

し ば 片理面 の 傾斜方向に ほ ぼ 平行 な ス トリエ
ー

シ ョ

ン や groove が発達する （第 6 図）． こ れ ら線 状構造

の 走向は 北東一南西か ら北西
一

南東方向が卓越す る

（Koyama ，199工）．千枚岩 を鏡下 で み る と片理面 に

平 行な細か い 劈開が密 に発達 して い る．ま た ，散在

す る放散虫 の殻が片理方 向に延ば され て お り，し ば

し ば伸長方向両 端部 で 非対 称な pressure 　 shadow

が観察さ れ る．以 上 の よ うな特徴は 変形構造 が layer

第 6 図　北 部 巨 摩 山地 で み られ る 千 枚岩化 した 桃 の 木

亜層 群 の 泥岩，地層 は 高角度 で 西傾 斜．御 座 石 林道沿

い の 露頭（第 3 図A の ル ートNQ．5，1992年夏現在 コ ン

ク リ
ートで 覆 われ て い る）

parallel　shear に よ っ て 形成 された こ とを示 す．な

お，片理面 を切る riedel 　 shear が しば しば み ら れ ，

こ れが片理面 と の なす角度か ら す る と
， 片理面 や 線

構造 は 逆断層型の すべ りで形成 された と考え られ る．

こ の こ と は泥岩の 千枚岩化 を伴 う変形が圧縮 変形で

ある こ と を示唆す る．

　大ナ ジ カ の ガ レ場 （第 3 図 A ， 第 4 図 ル
ー

トNo ．

10）で は糸静線近傍 の 桃 の 木亜 層群 の 砂 岩と チ ャ
ー

トがマ イ ロ ナ イ トに な っ て い る こ と，そ れ ら に 生 じ

て い る変成鉱物（黒雲 母など）の 配列か ら，変成鉱物

が 変形 と同時に形成 され た こ と を 示 して い る とい う

（竹下，私信），竹下 は こ の こ と か ら桃 の 木亜層 群 の

変形 が 甲斐駒花こ う岩（あるい は焼地蔵花 こう岩）の

貫入 と同時に花 こ う岩の 熱 の 影響下 で 起 こ っ た 証拠

で あ る と 結論づ け て い る．

　 中部 か ら南部巨摩山地 で は北北東
一

南南西 か ら 北

棄一南西方向の 褶曲軸を もっ た褶 曲が雁行状に配列

して い る （第 2 図）．角田 （ig71a ）は こ れ ら の 褶 曲 を

波長 の 大き さで 1 次か ら 4 次 の オ
ー

ダ
ー

に 分類 した．

⊥次か ら 3 次の 褶 曲 は い ず れ も褶 曲軸面が 60
°
以 上

の 高角度 を示す，平行褶 曲も しくは 相似褶 曲で あ る，

褶曲に よ る地層面 に平行な方 向 の 短縮率 は 巨摩山地

南部ほ ど大 きい こ とか ら（角 田，1971b ；Tsunoda ，

1973）は こ れ らの 褶 曲形成 の 原 因 を 主 に 巨摩山地南

部の櫛形山亜層群分布域 の 押 しに よ る水平圧縮応力

と推定 し た．

　 Tsunoda （1973）は 明確な 横ず れ 断層 が 認 め ら れ な

い こ と， 南部巨摩 山地 の 桃 の 木亜 層群中に櫛形山亜

層群 の 礫が含 まれる こ とか ら，南部巨摩山地 の 櫛形
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山亜 層群分布域 の 隆起 に よ り本州弧側の 四 万 十帯の

間に挟まれ た桃 の木亜層群 に短縮 が 起 こ っ た と推定

した．

　 しか し なが ら褶 曲軸 の 雁行配列 の パ タ
ー

ン は い わ

ゆ る
“
杉
”

型 で あ る こ と，褶曲が発達す る地域 に 櫛

形山亜層群を切る南北性の 断層 （糸静線，櫛形山断

層や茂倉断層な ど）が取 り巻 くこ と か ら，基盤 の 櫛

形山ブ ロ ッ クの 左横ずれ運動に伴 っ て桃 の 木亜層群

に褶曲が形成さ れ た とも考え る こ ともで きる．こ の

場合，南部巨摩 山地 の櫛形 山亜層群が作 る ブ ロ ッ ク

は桃の 木亜層群 に 対 し， 抵抗体 と して 働 い た と考 え

られ る．櫛形山亜層群 の 地質を調査 し，古地磁気を

測定し た 田村ほ か （1984）は偏角の方向変化か ら櫛形

山亜 層群内 お よ び周 辺 の 断層 に よ る左横ず れ変位が

数10  か ら100  に 及 ぶ と想定 して い る こ と も以上

の考えを支持す る．

　桃の 木亜層群 の 雁行褶曲群 の 形成 は南北性 の ひ ん

岩岩脈 に 貫かれ る こ とか ら
， 岩脈 貫入前 に はす で に

終 っ て い た．前項 で 述べ た よ うに桃 の 木亜層群 の 堆

積 と岩脈貫入 の 年代 が 15Ma 頃で 非常 に 近寄 っ て い

る こ と か ら，褶 曲形成 は非常 に短期間で終 っ た と思

わ れ る．

櫛形山ブロ ッ クの衝突

　以上述 べ て きたこ と に 基 づ い て ，中期 中新 硅頃 の

櫛形 山 ブ ロ ッ ク を中心 と した テ ク トニ ク ス を展開す

る．

　前期〜
中期中新世 の 南部 フ ォ ッ サ マ グ ナ で は 島弧

型の 活発な海底火山活動が あり，大量 の 火山砕屑物

が供給 され て い た．櫛形山の 古海底火 山 も地形的 な

高ま りを作 り，周囲に堆積物を供給し て い た．櫛形

山亜層群か らなる 櫛形 山ブ ロ ッ ク は当時す で に 本州

弧 の 近傍 に位 置 して お り，ブ ロ ッ ク周辺 で は本州弧

か ら も礫 の 供給 を受け て い た．

　櫛形山亜層群の 堆積に続い て，櫛形［IJブ ロ ッ ク と

本州弧 との 問に あ っ た深海で は，16−一一ユ5Ma 頃 に桃

の 木亜層群 の 堆積 が あ っ た．巨摩山地北部 の 桃 の 木

亜層群 の シ
ー

ク エ ン ス か ら
，

こ の 深海 は 海溝 で ，お

そら く伊豆
一

小笠原弧が本州 弧 の 下 に沈み込ん で い

た と考え ら れ る．櫛形 山ブ ロ ッ ク の 南部で は桃の 木

亜層群 上 部層 の 堆積物 に厚 い 礫を 挟む よ うに な っ た．

これ は櫛形山ブ ロ ッ ク が 隆起 し ，

．一．一
部 は 侵食 の 場 に

あ っ た こ とを示 して い る．

　伊豆一小 笠原弧 は 17Ma 以降，北北西進 を続け て

い た （Seno ＆ Maruyama ，1984）．伊豆
一

小笠原

彰

弧 の 上 に あ っ て ，北上 して い た櫛形山 ブ ロ ッ ク は

15Ma 頃，本州弧 に との 問に あ っ た海溝部に沈 み 込

み 始め，お そ ら くブ ロ ッ ク 自体 の 体積が大 きく，か

つ 浮揚性で あ っ たため に本州弧 と 衝突 を開始 した．

衝突境界に 近 か っ た北部巨摩 山地 の 櫛形 山亜 層群中

に は正断層群が形成 され （Koyama ，1990），海溝周

辺 の 堆積物 で あ る桃の 木亜層群の 下部層が 著しい 圧

縮変形 を 被 り千枚岩化した．こ の 頃に は櫛形山ブ ロ ッ

ク は本州弧 に対
．
して相対的に左横ずれ 運動を行な っ

て い た と推定さ れ る．こ の横ず れ に よ っ て桃 の 木亜

肩群 の 雁行褶曲群 が 形成 され た の で あ ろ う．桃の 木

亜層群 の 基盤 に あ た る 櫛形 山亜 層群 内の 南北性断層

や 糸
一

静線が左横 ず れ 運動を担 っ て い た と考え られ

る．

　衝突 が 開始さ れ た後，引 き続 い て ひ ん 岩岩脈 の 貫

入 が あっ た．貫入方向か ら み て （KQyama ，
1990），

当時の σ Hmax は南北〜北北西方向で あ る．衝突に

よ る桃 の 木亜層群 の 変形 は ひ ん岩貫入時 に は ほ と ん

ど終了して い た と考えられ る．

　衝突境界 の 本州弧側 で は ユ5〜ユ4Ma 頃 に 甲斐駒 ・

焼地蔵花 こ う岩体 の 貫入 とマ イ ロ ナ イ ト の 形成

（Shimamoto 　et　al．，1990＞が あ っ た．

　前期か ら 中期中新世 に か け て は 日本海盆 の 拡大 と

い う背弧側 の 大 きな地質的事件が起 こ っ た ．15Ma

頃の ユ00万年以内 に 日本海拡大 を伴 っ た 西 南 日本弧

σ）時計周 り4プ の 回転移動が報告さ れ て い る （鳥居 ほ

か，1985）．こ の 回転 と櫛形山ブ ロ ッ ク の衝突とは

時期的 に ほ ぼ一’致を し て い る こ とか ら，伊豆
一
小 笠

原弧 の 北上 に加え て，西南日本弧 の 南下 が衝突 の 大

きな原因 と考え られ る．

　南部 フ ォ ッ サ マ グ ナ 周辺 の 先 中期中新統 か ら な る

本州弧の 対曲構造 は後期 1．il新世 に は す で に形成 さ れ

て い た （松 田，1984 ； 高橋，1989 ；Takahashi ＆

Nomura ，1989）．こ の 対曲構造 が い つ 頃か ら形成

され 始 め た か に つ い て は ま だ 明確 で な い 点が ある が，

西南囗本の 回転や櫛形山ブ ロ ッ ク の 本州弧 へ の 衝突

を考える と，石橋 （1986），Itoh〔1988）お よ び小林

（⊥989）が 述 べ る よ うに 15Ma 前後が 最も考えや す い ．

　 以上 の こ と をま とめ て 第 7 図 に示 した．

あ とが き

　⊥5Ma 頃の 櫛形山 ブ ロ ッ ク の 本州弧 へ の 衝突 を お

もに 地質学的証拠 か ら述べ て きた ．今後 は 桃 の 木亜

層群や ひ ん岩岩脈の年代 を決定 し，時代尺度を向上

させ る と と もに，衝突 の 機構 に つ い て さ らに 詳 し く
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年代 （Ma）

堆積作用

火成作用

構造運 動

周辺 地域の

地質事件

16 15 14

櫛形 山亜層群

桃の 木亜層群

　 　 　 　 　 　 　 　 9 匯國

　　　　 　　　　 ひ ん岩

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ロ 　 　 ロ ぶ 　

　　　　　　　　　　 甲斐駒 ・焼地 蔵花 こ う岩

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ビ 　 　 ロ 　

　　　　 　　　　 　　　 円井石英閃緑岩

　 D 口 匚 ： ＝ 証 コ ロ 団

　 桃の 木亜 層群の 褶 曲

　 　 NEI1 ！＝＝コ ロ

桃の 木亜層群の 千枚岩化

　 　 　 　 　 m 口 O 口 口 口 口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 糸

一
静線 ・小武 川断層 ・櫛 形 山 断層 ・茂 倉 断層 （左横 ず れ ）

ロ 日 図 日 ロ 囗 　　　　　　　　　　　　　　　匳一 ■曜

　　　　　　　　　
櫛形蜘 ッ クの 北上

［璽 1
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 囲 認 囲一 駆 囲

　　 　　　 　　　　 　　　　 　　　 　 西南 日本弧の 回転 （日本海の 拡大〉

　 　 　 　 　 　 　 　 囲 圉 圏 囲 圏 囁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 囲 圏 圏　靨 驢 圜 圉 目 圉　団　囲 圜 囲 醫 囲 圏　囮

　　 　　　 　　　　 　　　　 　　　 　　　 本州弧の 対曲構造 の 形成

第 7 図 　櫛形山ブ ロ ッ クの 衝突 に まつ わ る地 史

明か に す る 必要が あ ろ う．
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