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　　　The 　Permian 　Moribu 　 Forrnation　in　the 　 Hida 　Margina1 　 Belt　is

composed 　 mainly 　 of 　 non −carbonate 　 clastic 　 rocks ．　 The 　 formation

can 　 be　 subdivided 　 lithologically　 into　 four　 members ： The　 basal
（conglomerate 　 and 　 sandstone ），　 lower 〔mudstone 　 and 　 sa皿dstone
with 　 minor 　 amount 　 of 　 limestone ），

　 middle （massive 　 sandstone ）

and 　 upper （mudstone ） members ．　 Andesitic　 lithic　 sandstones 　 in
the　basal　 member 　indicate　a 　primitive　 arc 　volca 皿 ics　provenance．
Quartz・r｛ch 　lithic　sandstones 　 and 　 feldspathic　sa 皿 dstones　in　the
lower 　 and 　 middle 　 members 　 were 　 derived　 from　 all　 active 　 volcanic

arc 　 and 　 pre−Pennian 　 strata 　 which 　 consist 　 of 　 acidic 　 volcanic 　 and

volcaniclastic 　 rocks ．

　　　Sandstone　 compositions 　 of 　 the　 Moribu　Formatio皿 and 　 the

Pe   ian　 of　 South　 Kitakami　 Beit　 exhibit 　 two 　 common 　 traits．
First

，　both　 sequences 　 start 　 with 　 coarse 　terrigenous 　 clastics

indicative　of 　 andesitic 　volcanic 　provenance ．　 Second ，　 stratigraphic

transition　 of 　the　 clastic 　 composition 　 in　 both　 Permian　 sequences

shows 　 a 　 similar 　 mode 　 from 　 volcanic 　 to　 volcano ・plutonic
provenance ．　 These　litho且ogic 　and 　petrographic 　features　suggest

that　the　 Moribu　Formation　 is　the　eqUivalent 　of 　the　 Permian　part
of 　the　 South　 Kitakarni　 Belt．
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　飛騨外縁帯 は，飛騨帯 の 南縁 〜東縁部 を狭長 に 縁 ど る 地

帯 で あ り，新潟 県 青 海 か ら福 井 県 伊 勢 まで 断 続 的 に 分布す

る （Fig．1）．従 来 ，こ の 地 帯 は シ ル ル 紀 か らペ ル ム 紀 の 非

変 成 ・一．
弱変成古生 界，古 生 代 中期 の 放射年代 を示す 結晶片

岩類 お よ び蛇紋岩類 か ら構成 さ れ，複雑 な 地質構造 を持 つ

地帯 と捉 え られ て い る．近年，この 地帯 の 非変成 占生 界で

は，本邦初 の オ ル ドビ ス 系 の 報告 （束田
・
小池，1997）を

は じめ とす る 重要な発見がなされ て お り，こ の 地帯 の 構造

発達史 の 解 明 は，日本列島の 初期 の 形成史 に か か わ る 重要

な 意義を持 つ ．

　飛騨外縁帯の 古生 界 に つ い て は ，こ れ ま で 岐阜県 上 宝村

福 地地域 を 中心 と し て ，
．
占生 物学的研究 や 層序学的研究が

精 力 的 に な さ れ て き た （た と え ば，Kamei ，1952 ；猪

郷 ， 1956；新川 ， 1980），その 結果 ， 福地地域 の 古生 界が飛

騨外縁帯の 古生界の 標準層序と見な さ れ て きた．しか し，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あ rt．1t’h
近 年，岐 阜．県高 山 市 北 方 地 域 （以 ド，本 郷一荒 城 川 地 域）

に 分布 す る 飛騨 外縁 帯 の 古 生 界の 時代論 に 関 す る い くつ か

の 新知 見が 得 られ （た と え ば ，堀越 ほ か ，1987 ；田 沢
・
長
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Hg ．1．　 Index　 map 　 showing 　the　 study 　 area 　（Hongo−

　Arakigawa　area ） and 　the　distribuし藍ons 　 of　the ぬ leozoic　in

　the　Hida　Marginal　Belt、

谷 川 ，1994；田 沢 ほ か，1993，1997；梅 田 ・江 崎 ，1997；

束 田 ほ か，1997），こ の 地 域 の 地 質構成 の 詳 細 が 明 らか と

な りつ つ あ る．本郷
一
荒城川 地 域 の 古生 界 は，火 山岩 ・火
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山砕屑 岩類 や砕屑 岩類 を主 体 と し，石灰岩類 の 卓越す る福

地 地 域 の 古生 界 とは 明瞭 な対照 を な す．しか し，福 地地域

に 比 べ て産出化石が 乏 し い た め，層序 の 解 明 が 遅 れ て い

る．

　筆者 らは 近年，飛騨外縁帯 の 非変成古生界 の 層序 と占地

理 に つ い て 検討 を 進め て い る ．すで に，本郷
一
荒城 川 地域 の

古生 界 と南部北上 帯 の 古生 界 と の 岩相的 ・占生 物 地 理 学 的

類似性 は 指摘 され て い る が （出 沢，ユ989，1993），飛騨外

縁帯に お け る古生界の 層序関係 や 形成環境，さ ら に南部北

上 帯と飛騨外縁帯の 関連性 に つ い て の 議論 は 途 に 就 い たば

か りで あ る．飛騨外縁帯 の ペ ル ム 系 と して は，福地地域 の
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 おぐ ttだに

水屋 ヶ 谷層，伊 勢地 域 の 小椋谷層，本 郷
一
荒 城 川 地域 の

も　り　 ぶ

森部層 な どが 知 ら れ て お り，こ れ ら は い ず れ も砕屑岩 相 が

卓越す る （Yamada ，1967 ；新 川 ，工980 ；児子 ほ か，1987；

堀越 ほ か，1987）．そ の 中 で も特 に森部層 は，い くつ か の

化 石 の 産出が報告さ れ （Yamada　and 　Yamano，1980；堀越

ほ か，1987；田沢 ほ か，1993），内部層序 の 把握 も 可能 で あ

る こ と か ら，今回，そ の 砕屑岩組成 に つ い て 検討 し，そ の

後背地 や 形成環境 につ い て 考察 した ．また，す で に報告 さ

れ て い る 南部北 f，帯 の ペ ル ム 系 の 砕屑 岩 組成 （古 田 ほ

か，1994） との 比較 も行 っ た．なお ，砕屑岩組成 の 解析 と

全体の ま と め につ い て は 吉田 が ，層序，地 質分布お よ び 議

論につ い て は吉田 と 田 沢が 行 っ た．

　従来，本郷
一
荒城 川地域 に 分布す る 古生界 は，石炭系荒城

川層，ペ ル ム 系森部層 お よび 時代未詳 の 上広瀬層 に 区分 さ れ

て い た （野 沢
・
磯 見，1956；磯 見 ・野 沢，1957；藤 本 ほ

か，1962 ；Yamada 　and 　Yamano，1980；山 田 ほか，1989）．

こ れ ら に基づ けば，各層 の 構成岩相 は 以 トの よ うに ま とめ ら

れ る ．荒城 川 層 は ，荒城 川 中流 に模式的 に分布 し，石灰岩 を

挟む酸性お よ び 塩基 性 の 火 山岩
・
火山砕屑岩 を主体 とす る．

森部層 は，森部集落上 流 の 森部谷川上 流 に 露出 し，泥岩 ・砂

岩
・
礫岩 な どの 砕屑岩類 を 主体 と し，下部 に は石灰岩 を挟 む．

上 広瀬層 は，
“
E広瀬礫岩 （加納，1962）

”
と呼ばれ る花崗岩

質岩 や安山岩の 巨 礫 を含 む厚 い 礫岩 を 含 み，玄 武 岩 質
〜安 山

岩質凝灰 岩をt一体とす る．

　近年，．1 の 地域 に お い て 相次 い で 占生物学 的発見がなさ
　 　 　 ／tサ’／か わ

れ た．丹 生 川村呂瀬金山地域 の 酸性凝灰岩か ら， 前期 デ ボ

ン 紀 を 示すサ ン ゴ ・
海 ユ リ類 化石が発 見 され た （田 沢 ほ

か ，1997）．また，同地域 の 別 の 酸 1生凝灰 岩か らは 中期 ペ

ル ム 紀 の 放散虫が （梅 田 ・江崎，1997），上宝村本郷地域

の 凝 灰 質 泥岩 か ら は 後期 三 畳 紀 の コ ノ ド ン ト （束 田 ほ

か ，1997） が 見 い だ さ れ て い る．しか し，新 た に発 見 され

た デ ボ ン 系や 三 畳 系の 分布規 模，内部層序や そ れ ぞ れ の 地

質体相互 の 関係は 解明 さ れ て い な い ．

　r 方，森部層 と上広瀬層 は船津花崗岩類 に貫 入 され ，接

触変成作用 を被 っ て い る．特 に 森部谷北方 に おい て は船津

花崗岩 と 森部層 の 接触関係が 認め られ て い る 〔野沢 ・磯

見，ユ956）．森部層 と荒 城 川 層 との 関 係 は 不 整 合 （藤本 ほ

か ，1962），整 合 （磯 見 ・野 沢 ，1957 ；野 沢 ほ か，1975）

と い っ た 見解が あ る．上 広瀬層 と荒城川層 は 断層関係 と さ

れ て い る （河尻，1996b ）．

　 こ れ らの 古生界 と船津花崗岩類 は ，白亜紀 の 濃飛流紋岩

類 に 対比 され る 大雨 見川層群 （磯 見 ・野 沢，1957），お よ

び 上宝火砕流堆積物 （磯見 ・野 沢，1957）に よ っ て 不整合

に 覆 わ れる．森部谷川の 南岸や 呂瀬金山付近 で は わず か に

段丘堆積物が分布す る．

森部層の 層序

　 森部層 は 全層厚 1
，400m 以上 で あ り， 岩相 の 特徴 か ら基底

層，下部層 ， 中部層および ヒ部層 の 4部層 に 分 け られ る．

地質図を Fig．2に 示す．
　 　 　 　 　 　 　 な オ　 ろ　 LF

　 本層 の 構造 は 巾 呂瀬以 西 で は 北東性 の 走向を 持 ち，北西

に傾 斜す る構 造 を な して い る が ，金 山地 域 に 分布す る も の

は北 北 西 方向の 走 向 を 示 し，傾斜方向 は 必ず し も
一

定 しな

い ．ま た，デ ボ ン 紀 化石 を 含 む 酸性 凝灰 岩 類 （田 沢 ほ

か ，1997）や古 生 界 と推 定 され る 凝灰角礫 岩類 （山 田 ほ

か ，1991で は 荒城 川層 と して 塗色 され て い る ） が分布す る

金山地域東部 は，森部層が単斜構造 をも っ て 分布す る 中 呂

瀬以 西 と は異 な る 複雑な構造を持 つ と推定さ れ る ．

　 以 下 に 中呂瀬西方 の 森部谷川 沿 い で の 本層 の 観察をも と

に，各部 層 の 岩相 を 記 載 す る．

基底層 ：層厚120m 以 上．塊 状 あ る い は 平行葉理 を示す暗灰

色細粒〜粗粒砂岩 や凝灰質砂岩 ， ti灰質基質を持つ 粗粒砂岩

お よび 細〜申礫岩からな り，局所的 に層厚数m の 石灰岩を挟

在す る．安山岩片に富む暗緑灰 色砂岩を挟む こ とが あ る．石

灰岩は，四放 サ ン ゴ ・紡錘虫 ・コ ケ ム シ な どの 化石 や 石灰岩

礫を含む 中粒 一判粒砂岩を伴う．礫 岩は 層厚10cm −2m で あ

り，厚 い も の は 中粒
〜
粗粒砂岩 を挟 み な が ら複合成層す る ．

礫 は よ く円磨 され
， 長径 1−3cm 大 の もの を 舵と し，酸性凝

灰 岩や 酸性火山岩 か ら主 に構成 され る．時代決定に有効な化

石 と して ，
ペ ル ム 紀 占世後期 を示す紡錘虫　Pseudofusutina

f”stformis （Schellwien　and 　Dyhrenfurth）が 得 ら れ て い る

（Yamada　and 　Yamano，1980）．

下 部層 ：層厚450m ．砂質泥岩と薄層 一中層 の 灰 色細粒 一中

粒砂岩か らな り
， 砂岩中に は 級化層理 や 平行層琿 が 観察され

る．下部 に は層厚 100m 程度 の 冉結晶が 著 しい 石灰岩を挟 む．

堀越 ほ か （1987）に よ り Yaleovtevia，　 LePtodus，　Stenoscisma

などの 腕足類が得られ て い る，

中部層 ：層厚250m ．塊状 か ら厚層 の 暗緑灰色中粒〜
粗粒

砂岩 か ら な る，　
一
部 に 斜交層 理 や 平行層 理 が 認 め ら れ，石

灰 質な 生物遺骸 の 密集層 を含 む．ま た，ペ ル ム 紀中世 前期

を 示 す 紡錘 M 　Monodiexodina の 密集層 を 含 む こ とが 知 ら れ

て い る （田 沢 ほ か ，1993）．

上 部層 ：層厚 580m 以 ヒ．泥質岩が卓越 し，薄層 の 灰色細

粒
〜

中粒砂岩 を 挟 む。時 に 数 cm 単位 の 砂岩泥岩 互 層 を形

成す る，まれ に 細粒 な淡緑色〜灰色酸性凝灰岩を挟む，砂

岩 中に は級化層理 や 平行層理 が 認 め られ る．

森部層 の 砂岩 モ ード組成 と全岩化学組成

　砂岩組成 の 検討 に あた っ て は ，偏光 顕微鏡 ドで の 観察と

あわせ て ，モ
ー

ド組成 と 全岩化学組成 を測定 し た．

　鏡 ド観察用 の試料 の 採取 に あた っ て は ，基底層 か ら L部
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Fig．2．　 GeQ】ogic 　 map 　 of　 the　 Moribu　 area ，　 and

　 samphng 　 Points　 of　 sanClstones 　 und 　 congl 〔〕mer ・

　ates 　for　geochemical　 and 　petrographic　 analyses ．

層 まで の 葉理 の 認 め ら れ な い 塊状砂 岩部を対象と し た．

モ
ー

ド組成 の 測定 に は Gazzi−Dickinson 法 （lngersoll　et 　al．，

1984＞ に 則 り
，

オ ートマ チ ッ ク ポ イ ン トカ ウ ン タ
ーを用 い

て ス テ
ージ を 0，1mm 間隔 で 移動 させ

， 1，000ポ イ ン ト以

上 を測定 した．

　鏡 下 観察 に よ れ ば，基底層以外 の 層準 の 試料 は，各種 の

変成鉱物 （黒雲母
・

ぶ ど う石
・バ ン ペ リ

ー
有

・
ア ク チ ノ 閃

石な ど）が生 じて い る こ とが多 く，特 に 上部層 の 砂岩 で は

粒壬 境 界 が 不鮮 明 と な る な ど，再 結 品 が 著 しい ．加 えて ，

どの 部層 に お い て も，強 い 剪断変形 や 大小 の 破砕脈
・
石英

脈 ・炭酸塩鉱物脈が発達 した試料が認 め られた ．こ れ らの

二 次 的な変形 ・変成作 用を著 しく被 っ た試料 に つ い て は

モ
ー

ド組成の 検討対象か ら除外し，鏡 卜
．
観察の み に とどめ

た．そ の 結果，モ ード組成 を検討 で きた試料は ，基底層で

6 個，下部層 で 2 個，中部層 で ］1個 の 計19個 で あ り，上 部

層の 試料 に つ い て は モ
ード組成 を測定 で き な か っ た．

　ま た
，

全 岩化学組成 を 検討 した 試料 は 基底層 1 個，中部

層 9個 （呂瀬金山地域 の 1個，森部谷川流域 の 下部層 と中

部層 の 8個） の 計 10試料 で あ る．下 部層からの 試料 を除い

た すべ て の 試料 で 基質部や 岩片中 に ぶ ど う石 や ア ク チ ノ 閃

石 などの 変成鉱物が 生 じて お り，黒雲 母 が 生 じて い る もの

も認 め ら れ る，な お ，化学分析値 に 関 して は，無水状態の

10096 に 換算 した 値 を 用 い た．化学分析 は 基盤研 究 （A ）

「東ア ジ ア変動帯 の 砂岩組成 と テ ク トニ ク ス 」の
一

環 と し

て，信州大学 理 学部設置 の 蛍光 X 線分析装置 を用 い て実施

さ れ た．

1 ．砂 岩 の モ
ード組 成

　以下 に 部層 ご と の 砂岩組成 の 特徴 に つ い て 述 べ る．モ ー

ド組成 の 図示 に あ た っ て は
，
Fig．3に QPK 図（Q ；石英 ，

　 P ：

斜 長 石，K ：カ リ 長 石） と Dickinson　 et 　 aL （1983＞ の

QmFLt図 （Qm ：石英，　 F ：長石，　 Lt：岩片）を用 い て そ の

特徴 を示 した．また，Fig．4 に モ
ード組成中 の 石英量 と岩

片 量 の 層 序変化 を示す．

基底層 ；灰 色 〜暗灰 色砂岩で，基 質は 細 粒 の 砂 質物あ る い

は微細 な火山ガ ラ ス A
’

（緑泥石
・
粘土鉱物 に よ っ て 置 き換

えられ て い る ）な ど の 凝灰 質物か ら なる，粒子 の 円磨度 は

低 く，亜角の 粒子 に 富 む．石英 に 乏 しく，酸性火山岩 ・酸

性凝灰岩・溶結凝灰岩の 岩片 が 目 立 つ ．玄武岩・グ ラ ノ フ ァ

イ ア
・安山岩片も含まれ る．石英 に は 融食形が認め ら れ る

こ とが あ る，長石 類 は ほ と ん どが 斜長石 で あ り，
一

部 は 曹

長石化 して い る．重 鉱 物 と して は 不透 明鉱 物 の ほ か，少量

の 黒雲母，緑泥石化 した 苦鉄質鉱物 （普通角閃石 ？） が 認

め ら れ る．モ
ード組成 か ら は 石質砂岩 に 分類 され，石英量

は 5 ％ 未満 で ，長石 量 は 15−50 ％ ，岩片 量 は40−80％ で あ

る．QPK 図上 で は
，
　 P端成分 に近 い Q・P辺周辺 に プ ロ ッ ト

され る．Dickinson　et　al．〔1983）の QmFLt図上 で は F−Lt

辺 付 近 に プ ロ ッ トさ れ，undissected 　 arc の 領 域 に 含 ま れ

る ．

　また，基底層 中 に は安由岩片を大量 に含む暗緑灰 色中粒
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　　 Fig．6，　 TiOど
一
（Fe20 ，，＋ MgO ）and 　Alz　O31SiO2−（Fe：l　O ，，

　　　 ＋ MgO ） discrimination　diagrams　 for　 the　 sand −

　 　 　 stones 　 from　 the　 Moribu　 Fermation．　 PM ； passive

　　　 margin ，　 ACM ： active 　cDntinental 　 margin ，　 CIA ：

　 　 　 centinental 　island　arc，　OIA ：　 oceanic 　is且and 　arc
15
　 　 　 （after　Bhatia，1983 ）．

Table．1．　 Malor　 element 　 analyses 　 fer　 the

　 representatlve 　 sandstones 　 丘om 　 the　 Moribu
　 Formation ．

Sample　ID　 95100601 　　 95101102　　 95100801
　 　 　 　 Middle　Mem ．　 Middle 　Mem ．　 Lower 　Mem ．

Sio2T
亅02Al203Fe203MnOCaOMgONa20K20P205TOTAL

66．81
　 0．78t4

．17
　 5．85
　 0．07
　 4．33
　 1．82
　 4．28
　 1．75
　 0．13100

．00

65．97
　 0．7014

．07
　 5．83
　 0．08
　 5．46
　 1．65
　 4．59
　 1．55
　 0．10100

．00

57．48
　 0．8419

．92
　 9．70
　 0，09
　 3．71
　 3．31
　 4．16
　 0．67
　 0，13100

．00

砂岩が 特徴的 に 認め られ る．鏡下 で の 観察 に よ れ ば，こ の

砂岩 は 石英 に乏 しく，斜長石 や 安山岩片 を主体 とす る 石質

砂岩 で あ り，基質 は凝灰質物あ る い は細粒 な岩片か らなる

（Fig．5−A）。不透明鉱物や緑泥石化 した苦鉄質鉱物 （普通

輝石 ？）を含む．や や粗粒 な軽石 粒 子や脱バ リ した 火山 ガ

ラ ス 片 を含 むもの が あ る．QPK 図上 で は ，　 P 端成分 に 非常

に 近 い 部分 に プ ロ ッ トさ れ る．QmFLt図 上 で は ，　 F−Lt辺

上 の transitional　arc か ら undissected 　arc の 両者に プ ロ ッ ト

され る．

下部層 ：基質は 細粒な砂質物 で，…
部 は 微細 な火山 ガ ラ ス

片 （緑泥石化）を含み，凝灰質で 発泡 した 軽石片 （緑泥石

化）を含む こ と もある．粒子 の 円磨度 は 低 い ．石英 に 乏 し

く，酸性火 山岩類の 岩片を主体とする石質砂岩で あ り，玄

武岩 ・
閃緑岩片 を含む．モ

ード組成で は 石 英量 は 5 ％未

満 ， 長石 量 は40−50％
， 岩片量 は40−50％ で あ る，QPK 図

で は
，
P 端 成 分 に 近 い Q−P 辺 周辺 に プ ロ ッ ト さ れ る．

QmFLt図 上 で は F−Lt辺 付 近 の transitional　arc と

undissected 　arc の 境界域 に プロ ッ トさ れ る．

中部層 ：基質は細粒 の砂質物や 変質した微細な火山 ガ ラ ス

片などの 凝灰質物か ら な る が ，基質量や そ の 性格は変形や

再結晶の た め に 判別 で きな い こ とが ある．粒子 の 円磨度 は

低 い ．基底層 ・下部層砂岩 と比較 した場合，石英 や 長石 に

や や 富 む傾 向が あ り，石 質砂岩〜長石 質砂岩 に 分類 され る

（Fig，5−B），長 石 類 は 斜長 石 を主 とす る が，正長石 ・微斜

長石 も認め られる，岩片類 に は酸性 火山岩片
・
酸性凝灰岩

片が卓越するもの の
， 玄武岩 ・グラ ノ フ ァ イア ・花崗岩 ・

閃緑岩 ・は ん れ い 岩片が認め られ る．花崗岩片 に はカ タ ク

ラ ス チ ッ ク組織を示すもの もある．重鉱物と して ，不透明

鉱物 ・緑色普通角閃石 ・黒雲母 ・ス フ ェ ン ・ジ ル コ ン ・緑

れ ん 石 ・ゆ うれ ん 石 ・燐灰 石 ・電気 石 が 含 まれ る ．モ
ード

組成 は ば らつ きが大 き く，石 英量が10−30％ で あ りt 岩片

量 が20−70％ ，長石 量 は 20−70％ で あ る ，QPK 図 上 で は，

基底層 ・下部層よ りも石英 に富む Q−P 辺 付近に プ ロ ッ ト

さ れ る．QmFLt図 Lで は transitional　 arc ，　 dissected　aエc お

よ び basement　 uplift の 広範 な領域 に プ ロ ッ トさ れ る．

上部層 ：基質に は 黒雲母が密集 して 生 じて お り，初生的な

鉱 物 は残 さ れ て い な い ．粒子 の 円 磨度 は 低 く，亜 角が 多

い ，石英 に比 較的富 み，酸性 火 山岩類 や花 崗岩 の 岩 片 を含

む長石質
〜
石質砂岩 で あ る．変質 の た め，不透明鉱物以 外

の 重鉱物 は判別 で きない ．

砂岩組成 の 層序変化 ：森部層 に おけ る砂岩組成 の 層序変化

を見 る と，中部層上部は石英 に富 む
一
方 で岩片 に 乏 しく，

試料に よ っ て 含有量 の ば らつ きが 大 きい ．中部層 F部以 下

の 層 準 で は ，石 英量 に よ り乏 し く，岩片 に比 較的富 む 傾 向

が あ り，中部 層 上 部 と比 較 して そ れ ら の 含有量 の ば らつ き

は小 さ い ．した が っ て，中部層 上部とそ れ 以 F の 層準で は

石英や 岩片 の 含有量 に 明瞭な相違が 認 め ら れ る．

2 ．砂岩の全岩化学組成

　森部 層砂岩の 代 表的 な 全岩化学 組成値 を Table．1に 示

す．化学組成 上 の 全 体 的 な 特徴 と し て は，SiO2が 56〜

66％，Al　，，　O ，が 13〜19％，　 Fe203は 4 〜 7 ％ で あ り，MgO

は 1 試料 （3 ％ ） を 除 い て 2％ 以 下 で ある．こ れ らの 分析

結果 を Bhatia （1983），
　 Roser　 and 　Korsch （1986）の テ ク ト

ニ ッ ク セ ッ テ ィ ン グの 判別ダイ ア グ ラ ム に プ ロ ッ トした

（Figs．6，7）．そ の 結果，　 Bhatia（1983）の TiO，

一
（Fe20，、＋

MgO ）図 で は，中部層 の砂岩は，金山地域 で採取さ れ た 中

部層の 1 試料を除い た もの が oceanic 　island　aエc 内お よ び

continental 　 island　 arc の
一

部 に プ ロ ッ ト さ れ る、ま た，

Al　203 ／SiO2 −（Fe　203 十 MgO ）図 に お い て も
，

金 山地域 の 試

料 を 除 い た 中部層砂岩 は oceanic 　island　 arc と continental

island　 arc の 中間域 に プ ロ ッ トされ る ．一一
方 ， 基底層 の 試
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，，O　discrimination　dia−
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　 Formation．　 PM ； passive　 margin ，　 ACM ：

　 active 　 contin 巳 ntal 　 margin ，　 ARC ： active

　 continental 　　rnargin 　　（aft じ r　　Roser　　and

　 Korsch，1986）
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Fig．8．　 Clast　assemblages 　of　representative 　 conglomerates 　in　the　Lower 　Mcmber 　of　the　Moribu　Formatiun、　See　Fig．2for

　 sampting 　points．

料 は oceanic 　island　arc 領域 の 近傍に孤立 して プ ロ ッ トされ

る．また，Roser　 and 　Korsch （1986） の SiO厂K ，　O／Na 　，・　O 図

で も，中部層砂岩 の 大部分 が active 　 continental 　margin に

近 い arc の 領域 に プ ロ ッ トさ れ る が ，基底層 の 砂岩 は Sio，

量と K ，OAsla，，O が よ り小 さ い arc の 領域 に プ ロ ッ トさ れ る ．

金山地域 の 中部層砂岩 1 試料 は ，ほ か の 試料よ り も SiO，・

量 とK 、0 ／Na20 量が高 い の で active 　continental 　margin に プ

ロ ッ トさ れ る．

森部層 の 礫岩 の組成

　森部層 基 底 層 に は 礫岩が 含 まれ る，こ れ らの 礫 岩の 礫種

を検討 した．多くの 礫岩は 弱い 構造変形を被 っ て お り，
か

つ 礫種や内部組織 を詳細 に観察で きる 露頭 に乏 しい ．そ こ

で ，野外 に お い て 長径20cm 程度 の 試料を複数 （3　5個）

採取 し，それ らの 切断面 に つ い て 径 lcm 以 Lの 礫 を全 て

同定す る とい う方法を用 い た．

　 5 ヶ 所 か ら基 底層 の 礫岩 を採取 した．そ れ ぞ れ の 地点 に

おける礫組成 を Fig．8に 示す．全 体的 な 傾 向と して ，流 紋

岩，酸性凝 灰 岩，デ イサ イ トお よ び デ イサ イト質の 凝灰角

礫岩が 卓越す る．流紋岩礫は石 英 ・斜長石 ・カ リ長石 ・不

透明鉱物
・
黒雲母

・
苦鉄質鉱 物 を斑 晶と して 含む．酸性凝

灰岩礫 は細粒凝灰岩 や 粗粒 凝 灰 岩か ら な り，まれ に 火山 ガ

ラ ス 片 の 仮像が認 め られ る．凝灰角礫岩礫 は ，斜長石 や昔

鉄質鉱物を斑品 と して 含 む 本質岩片 を 含 ん で い る．礫中 の

苦鉄 質鉱物 はす べ て 変質 し，緑泥石
・
緑 れ ん 石 に よ っ て 交

代さ れ て い る．そ の
一

部は結品形態か ら 普通角閃石 と推定

さ れ る ．

　礫 の 円磨度 は 亜 円
一．1りで あ る場合 （地 点A ，B ，　 C ） と，

亜 角〜角が卓越 す る 場合 （地点 D ，E ）が あ る．基質 は，

粗粒 な砂岩 （地点 B ，E ），凝灰岩 （地点 D ＞ お よ び 石灰

岩 〔地点 A ，C ）か らなる ．また，中呂瀬西 ノ∫の 基底層 中

の 礫 岩は，緑 泥 6 化 した 苦鉄質鉱物 〔結晶形態 か ら輝石 と

判断 さ れ る ） を含む安山岩を多数含む 〔地点 B ）．その 他

に ドレ ラ イ ト，玄 武岩 ，グ ラ ノ フ ァ イ ア，花崗 閃 緑岩，閃

緑岩 な どの 礫種 が 認 め られ る が ，深 成 岩類 の 礫 は 非常 に少

な い ．また，広域変成岩 と判断 され る礫 は 認 め ら れ な い ．

考 察

（D 森部層 に お け る後背地 の 変遷 と造構環境

　森部層 の 基底層礫岩 は，酸性 火 LII岩 ・火山砕屑岩礫か ら

主 に構成され て お り，火山性 の 後背地 か らの 供給 が 推定 さ

れ る．一．・
部 の 礫岩基 質が 凝灰質で あ る こ とか ら 少な くと も

一
部 は，堆積同時的 に 形成 さ れ た 火山物質に由来 す る と考

えられ る．
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　森 部層 の 下位 に位 置する石炭系荒城川層 で は，そ の 上部

に酸性火山岩礫を大量 に含む礫岩層が 知 ら れ て い る （三 ノ

瀬礫岩 ；山 田 ・111野 ，1981）．こ の 石 炭系礫岩 と森部層 の

基底 層 礫 岩 は，酸 性 火 山 岩 ・火 山 砕屑岩礫 が 卓越 す る 点 や

凝 灰 質基 質 を持 つ もの が あ る 点 で 類似 して お り
， 類似 した

性格 の 後背地 に 由来す る と考えられ る．．一
乃 ， 基底層砂岩

は，大量 の 安山岩片 を 特徴的 に 含 む
／‘
安山岩質 火山砂 岩

”

で あ る．こ の 砂岩 は 単源的な後背地が想定 され る こ と や，

そ の
一

部 が 凝灰質物 を基質 と す る こ と か ら，堆積同時的な

火 lll活動 の 産物 に 由来す る と考えられ る．こ の 砂岩 は 化学

組 成 を 用 い た 判別 ダ イ ア グ ラ ム 上 に お い て oceanic 　island

arc や arc と い っ た領域 に プ ロ ッ トされ
， 未成熟な火成弧を

起源 とす る と推定 され る ．また，こ の砂岩を安山岩起源の

砕屑粒子 の み か ら な る砂岩と考えた 場合，そ の 化学組成 の

特徴は，供給源 に お い て カ ル ク ア ル カ リ岩系列 の 安山岩質

火山活動 が あ っ た こ と を示 して い る ．

　また，基底層 か ら下 部層 の 堆積 時 に お け る 後背 地 に は ，

酸性火 山岩 ・酸性凝灰岩類 が 広 く分布 して い た と考え ら れ

る が，
．
者1≦に は グ ラ ノ フ ァ イ ア な ど の 浅所貫入 岩や 玄武岩

が 含 まれ て い たと推定さ れ る．下 部層砂岩中 に は 基底層砂

岩の よ うな
“
安由岩質火 山砂 岩

’
は 含 まれ な い ．

　中 部層砂宕で は，基 底層
・下 部層砂岩 と比 較 して 石英量

・

長 自 量 の 明 ら か な増加 が 認 め ら れ る ．岩片構成 か ら 後背地

は依然 と し て 酸性火山岩 の 露出す る 地帯 で あ っ た と考 え ら

れ る が ，長イ瀕 に は カ リ長石 も含まれ，重鉱物種も多様化

して い る．こ の 事実 は，後背 地 の 岩石構成 が 下部層堆積時

よ りも多様化 し，花崗岩類 の よ うな深成岩類 も露出す る よ

う に な っ た こ と を示 して い る，鏡下観察 の 結 果から，後背

地 と して は 酸性火山岩が卓越 し，花崗岩が影響 を及ぼすよ

うな地質体 を想定す る こ とが で きる が ，全 岩化学 組成 に お

け る Sio　，，量 は そ れ ほ ど高 く は な い ．岩片 に は，は ん れ い

岩片 や 玄武岩片 な どの 塩 基 性 火 成岩片 が 含 ま れ る の で，こ

れ ら の 混 人 に よ っ て ，全岩 化学組成 中 の SiO、 が 相対 的 に

減少 した と考え る こ ともで きる．Bhatia（1983）の ダ イ ア

グ ラ ム に お い て は，中 部層砂岩は oceanic 　island　 arc か ら

continental 　 island　 arc の 中間域 に わ た る な ど，玄武岩質お

よ び 珪 長質 な 供給 源 の 両者 か ら 影響 を受け た 可 能性 が あ

る ．した が っ て ，中部層砂岩 の 化学組成上 の 特徴 は，基底

層 や 下 部層砂岩と比較 して よ り多様な後背地 か らの 供給を

示唆 して い る．また，呂瀬金 山地 域 の 中部層砂岩試料は他

の 中部層砂岩試料とは 異 な る 全岩組成 を示 して い る．こ の

地域 で は森部層 中部層 が デ ボ ン 系と接す る と推定 され る こ

と か ら，変位量 の 大 きな断層 が 分布 し，そ の 周辺 は 複雑 な

構造 を持 つ と推定 され る ．そ の た め ，試料採取地点が 中呂

瀬西方 の 中部層 と は 異な る 層準 に相当す る 可 能性 も残 る 。

　飛驛外縁帯 に お け る 先ペ ル ム 系の 構成岩相 は 地域 に よ り

著 し く異 な っ て い る が ，検討地域 の デ ボ ン ・石 炭系 は ，厚

い 酸性 凝 灰 岩か ら 主 に構成 さ れ，非火 由岩質の 砕屑岩や 石

灰岩を少量 伴 うの み で あ る．し た が っ て，先 ペ ル ム 系が森

部層 の ド部層 か ら 中部層 の 供給源 の
一
部で あ っ た 可能性 も

あ る ．しか し，森部層 の 基底層 か ら 中部層 に か けて の 砂 岩

組成 の 変遷 は，そ れ ぞ れ の 層準 で 異 なっ た性格 の 後背地か

ら の 供給 を受け て い た こ と を示 して い る．また，森部 層 中

の 酸性火山岩片 に 富む凝灰 質砂 岩は，量 的 に は 少 な い もの

の ，下 部層 ・中部 層 に 認 め られ る．こ の よ う な砂岩 の 起源

と し て は ，
’［G時 の 火山活動に よ っ て 形成 さ れ た 火山岩類 が

想定 され る．し たが っ て，下部層
・
中部層 の 砂岩の 供給源

と して は 堆積時 の 活動に 由来す る 火 山岩と酸性 火 山岩
・火

山砕屑岩か ら構成 され る 先 ペ ル ム 系との 両者を想定すべ き

で あ ろ う．

　
・
方，

“
安山岩質火 山砂 岩

”
は 基 底層 の み に 発達 し，下

部層 や 中部層 で は 認め られない ．こ の 事実は，基底層堆積

期 と下 部層堆積期 の 間に後背地 の 変化があっ た と推定 され

る．こ れ は，そ れ まで の 供給源 か ら ま っ た く異な る新 た な

地質体 へ 砕屑物 の 供給 ・分散 シ ス テ ム が転換 した と考えら

れ る．安 由岩の 活動 は，未成熟 な火成弧 の 存在を示す と考

え られ る が ，下 部 層 や 中 部層 で は 同様 な 組成 的 特徴 を持 つ

砂岩 は認 め られ な い ，そ の た め ，安 山 岩 の 活動 は 時間的 に

限定さ れ た 地 質 イベ ン トに相当す る もの か もしれ ない ．

　砂岩組 成 の 石英 量 ・
岩片量 の 層序変化 に 着 目 した 場合，

中部層 ヒ部 とそ れ よ りも下位の 層準 と で は 明瞭な差 異が 認

め られ る．ま た，基底層
・
下部層試料 の 石英 ・岩片量 は ば

ら つ きが 小 さい が ，中部層 で は 試料 に よ り含有量 の ば らつ

きは 大 きい ．そ の た め ，砂岩組成 の 時代変化 は ，基底部 ・

下 部 ・中部 と い っ た 層準 に よ る 砂岩 の 量 的 差 異 に加 え て ，

各部層 に お け る 石英や 岩片含有量 の ば らつ きの 拡大 に よ っ

て も示 され る．こ れ は
， 基底層 か ら ト

．
部層が比較的 単純 な

火 Ill性 の 地質体 を起源 とするの に対 し，中部層堆積時 に は

深成 岩の 露出拡大などに 伴 い 後背地 の 岩石 構成 が よ り多様

化 した こ とを示唆 して い る．砕屑岩組成の こ の よ うな時代

変 化 は，か つ て Dickinson　 and 　Rich （1972）が 示 した よ う

な後背 地 と な る 火 成 弧 の 時代的 な変化 に 起因す る 供給源 の

漸進的 な 変化 に 対 応す る 町能性があ る．

　森部層 の 砕屑岩 中 に 含 ま れ る 花崗岩質の 礫 や 岩片 の 多 く

は，比較的浅所 に貫入 し た グ ラ ノ フ ァ イ ア な ど で あ り，火

成弧の 浅部
一
深部相 に 由来す る可能性 が 高 い ．森部

〜
国府

町三 河地域 で は，ペ ル ム 系に 貫 入 す る 時代未詳 の は ん れ い

岩 （河尻，ユ996a） や 荒城川層 に 貫入す る 約250　Ma の 放射

年代 を示 す 変 は ん れ い 岩 が 知 ら れ て い る （Adachi　 and

Shibata，1991），河尻 （1996　a）は こ れ らの 貫 入岩の 普通角

閃石 と砂岩中の 砕屑性普通角閃石 との 組成的類似性 に 注 目

し，ペ ル ム 紀 の 火 成活動 と変 は ん れ い 岩 と の 関連性 を指摘

して い る．森部層 中 に は 堆積時 に 活動 した 火山 に 由来す る

物 質が砕屑物 と して 含まれ て い る の で ，中部層中の 花崗質

岩片 ・礫あ る い は 中部層 砂岩 の 起 源 と して は，そ れ らの 火

［［1地帯 の 深部相 も考え られ よ う．

　飛騨外縁帯の 中 生界は，古期の 堆積岩や 広域変成岩 に 由

来す る よ う な 砕屑粒 子 を多 く含む （た と え ば，白石 ，

ユ992 ；竹 内 ・滝沢 ，1991）．しか し，森 部層砂岩 は，こ れ

ら の 砕屑粒子 を含ま ず，ペ ル ム 紀 以 前の 酸性火成活動 に

よ っ て 形成され た 地質体やベ ル ム 紀 の 火成弧か ら主 に 供給

され て い る ．そ の 後背地 と して ，大陸基盤岩 が ほ と ん ど分
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一

布 しない 火成弧 をともな っ た変動域 が 想定され る．

（2）南部北上帯 ペ ル ム 系 と の 比較

　森部層 か ら は 前期 ペ ル ム 紀古 世 お よ び 後期ペ ル ム 紀 を 示

す 化 石 が 発 見 さ れ て お らず
，

そ の 時代幅 は確定 して い な い

た め
， 南部北 上 帯ペ ル ム 系 と森部層 と の 正 確 な地層対比 は

困難 で あ る．しか し，田沢 （1989 ，
1993＞ は

， 南部北上帯

と飛騨外縁帯 σ）ペ ル ム 紀腕足類化石が密接 な類縁関係 に あ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 じ　 た　よい
る こ と を指摘 して い る．南部北上帯中央部 の 世 田 米地域 の

ペ ル ム 系 は， ド部 で 礫 岩
・
砂岩 ・石灰岩が，中部で 塊状砂

岩 ・石 灰 岩 が 卓越 す る （た と え ば，Minato　et　aL，1979）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 お ホtカttニ
が，北 縁 部 の 大迫地 域 （大上 ほ か，1986）や 南 西 部 の 大 籠

地域 で は 石灰岩 は 少 なく　（永広，1979＞，全体 と して 砂岩
・

泥岩 な どの 砕屑岩が卓越す る （永広，1989＞，したが っ て ，

森部層 と南部北上帯 の 岩相 とを比較 した場 合，森部層 は世

田 米地域 の ペ ル ム 系とは 石 灰 岩 に 乏 しい 点 で 異 な る が，そ

れ 以外 の 地 域 の ペ ル ム 系とは 類似する と思 わ れ る．

　出 沢
・
長谷 川 （1994＞ は

， 荒城 川 層 卜部 か ら後期石炭紀

を示唆 す る紡錘 91　QuaStfusulinα と腕足if　linravankina の 産

出 を報告 した が ，石炭系 と ペ ル ム 系 の 関係 に つ い て は 明確

な結論 が 得 られ て い ない ．一
方，南部北 ヒ帯 の 石炭系層序

は 一
般 に 上 部石炭系 を 欠 い て い る （Minato　et 　al．，1979 ；

Saito，1968）が，　 Choi （1972） は ペ ル ム 系礫岩から紡錘虫

化石 丁励 o髭6∫ を含む石灰岩礫 を発見 し， ヒ部 石 炭系がか つ

て 存在 し た こ と を指摘 した．した が っ て ，本 郷
一
荒 城 川 地

域 は，ペ ル ム 紀 初 頭 の 地 形 面 （不 整 合 面 ）形 成 の 様式 に お

い て 南部北上 帯 と は異 な る状況 に あ っ た と考 え ら れ る が
，

両地域 の 石炭
一ペ ル ム 系 の 層序 的枠組 み に は 共通点が認 め

られ る．

　 また，君波ほ か （2000）は 日本各地 に 分布す る 中
・古生

界砂岩 の 化学組成 の 系統的な 比 較を行 っ た ．そ の 中 で ，

Al　20 ，／SiO2 ・− BJ ．［Basicity　 Index ；（FeO 十MgO ）／（SiO2 十

K ，O ＋ Na ：O ）］図 で は
， 南部北 ヒ帯 ペ ル ム 系 と森部層 の 領

域 は オ
ーバ ー

ラ ッ プす る もの の
， 異な る ク ラ ス タ

ー
を形成

し，必ず しも
一

致 して い ない ．また，南部北上帯 の 下 部 ペ

ル ム 系砂岩 に は，Dickinson　et　a1．（1983） の QFLt図上 に

お い て 特徴 的 に recycled 　orogen 　provenanceに プ ロ ッ トさ

れ る
一

群 が あ り，こ れ ら は ペ ル ム 系基底層 に 属す る砂岩の

特徴 と さ れ て い る （吉 田 ほ か
，

1994）．しか し
， 森部層 で

は こ の よ うな 特徴 を 示す砂岩 を認 め る こ とが で きな い ．以

トに 述べ た ように，ペ ル ム 系内部 に おい て も南部北 卜帯 と

森部層で は層序的な枠組み や砕屑物の組成 に い くつ か の 相

違が 認 め ら れ る．

　
一

方，川村 （1980） は 南部北上 帯 の 下 部 ベ ル ム 系 か ら安

山岩質砂岩 の 存在 を報 告 し た，その 後，吉 田 ほ か （1994）

は 南部北 ヒ帯 の 下 部 ペ ル ム 系や 中部 ペ ル ム 系の
一

部 に 安 山

岩質砂 岩が 発達す る こ と を 明 らか に した ．また，ペ ル ム 系

を通観すれ ば ，そ の 砂岩組成 は酸性火山岩類 の 卓越す る 後

背地 か ら，火山岩 ・深成岩類 が 分布す る，よ り複雑な後背

地へ 時代 とともに変化し て い る （吉田 ほ か ，1994）．

　森部地域 の ほ か に福地 地 域 や楢谷地域 に もペ ル ム 系砕屑

岩 の 分布が 知 ら れ て い る （Yamada ，1967 ；新 川，1980）．

特に，福地地域 の 水屋 ヶ 谷層 の 砂岩に は 多量の 安山岩片が

含まれ る こ とを児 f・ほ か （1987）や梅田 ・江崎 （1997）が

報告 して い る．森部層 の 基 底層 に 含 まれ る
“
安 山岩質火 山

砂岩
”

は
， 局所的 か つ 限定的 な 地 質 イ ベ ン トを反 映 す る可

能性が高 い が，その
一

方で 重 要 な地質イベ ン トを示す
’
鍵

層
”

と な り得 る と考 え られ る ，したが っ て ，

t’
安 山岩質火

山砂岩
”

が 南部北上帯 と 飛騨外縁帯 の ペ ル ム 系砂岩 に 含 ま

れ る こ とは，両帯が火成弧 の 近傍 に位置 し，大局的 に は 同

様 な造構環境 に あ っ た こ とを示唆す る．

　 こ れ に加 え て，火 山性後背地 か ら花 崗岩質後背 地 へ の ペ

ル ム 紀中期 に お け る 転換 が ，南部北 ヒ帯ペ ル ム 系 と森部層

の 砂岩組成か ら共通 して 読 み 取 れる．こ の よ うな後背地 の

変化 は，それを もた らした構造運動 の 詳絹 が不明 で あ る

が，両地質体 を包括す る規模 で 起 こ っ た テ ク トニ ッ ク イベ

ン トの 記録 と して 捉 え る こ とが で き る だ ろ う．した が っ

て ，森部層 と南部北上 帯 の ペ ル ム 系を 比 較 した 場合，砕屑

岩組成 上 の い くつ か の 相違点が 認 め られ る もの の
，

す で に

報告 され て い る 腕足類化石 の 近縁性 に 加 え て
， 岩相 や そ の

形成要因 と なる 造構環境 の 類似性 か ら， 両地帯 は
，

た と え

ば 同
一
の 地質区 に 所属す る よ うな ， 成因的 に密接 に 関連 し

た場 で 形成 され た と考 える こ とが で きる ，

結 論

　飛 騨 外 縁 帯 の 高lIl北 方 地 域 に分 布す るペ ル ム 系森部 層 の

内 部層序 と砕屑岩組成 に つ い て 検討 した ．そ の 結果 は 以 下

の よ う に まと め ら れ る．

1 ，森部層 は 岩相 の 相違 に よ り， 次 の 4 つ の 部層 に 区分 さ

　　れ る ： 1）砂岩 ・礫岩が 発達す る 基底層，2 ）比較的

　　厚い 石灰 岩を挟み ，泥岩や薄層 の 砂岩を主体とす る下

　　部層， 3 ）厚い 塊状砂岩が 発達す る 中部層 ，4 ）薄層

　　の 砂 岩泥岩互 層 や 泥質岩が 卓越 す る ヒ部層 ．

2 ．森部層 の 砂岩組成 は 層準 に よ っ て 異な る ．基底層砂岩

　　 は 安山岩片 に 富む
“
安山岩 質火山砂岩

”
と酸性火山岩

　　片 に富 む石質砂岩，下部層砂岩 は 酸性火山岩片 の 卓越

　　す る石質砂岩，中部層 の 砂岩は や や 石英 ・長石類 に富

　　む長石 質〜石質砂岩か ら主 に 構成 され る．

3 ．砂岩の モ ード組成 と岩片組成 お よ び 基底層 の 礫組成 か

　　ら
，

基 底層 か ら下部層 の 後背地 と して 未成熟 な 火成弧

　　を 含 む 酸性火山岩 の 卓越す る 地帯 ， 中部層 の 後背地 と

　　して ，酸性か ら塩基性 の 火山岩 や 深成岩 などの 多様な

　　火成岩が 分布す る 火成弧 が推定され る．また，先ペ ル

　　ム 紀 の 活動 を 終えた 火 成 弧 か ら の 砕屑物 も 断続的 に 供

　　給 さ れ て い た と考 え られ る ，

4 ．森部層 の 基底層 か ら 中部層 に か け て の 後背 地 の 変化

　　は，南部北上 帯ペ ル ム 系 の 砕屑岩組成 か ら推定 され る

　　後背地 の 時代変化 と 同 じ傾 向 を 示 して お り，両地帯 の

　　ペ ル ム 系後背地が 類似 した環境 に あ っ た こ とを示唆し

　 　 て い る ，
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62 吉 田 　 孝紀 ・田 沢 　 純
一

（要　旨）

吉 田 孝 紀 ・田沢 純一，  ，飛 騨 外縁帯 ペ ル ム 系森部層の 砂岩組成 と そ の 後背地 ．地 質学論集，第

　57号，53−62．（Yoshida　K．　and 　Tazawa，　J．，2000，　Sandstone　composition 　and 　provenance　 of　the

　Permian　Moribu　Formation　in　the　Hida　Marginal　Belt，　 central 　Japan．　Mem ．　 Geol．　 Soc．　Japan，
　 no ．57，53−62．）

　飛騨 外縁 帯 の ペ ル ム 系森 部 層 の 層 序 と砕屑 岩組 成 に つ い て 検 討 した．森部 層 は 砂岩 ・礫岩 が 卓

越 す る 基底層，石 灰 岩 を挟 み ，泥岩や 砂 岩か ら な る 下 部 層 ，厚 い 塊 状 砂 岩 が 卓越 す る 中部 層 ，砂

岩泥岩 互層 や 泥質岩が 卓越 す る上 部層の 4 部層 に 区分 さ れ る．

　森部層 基底層は 安山岩片 を含 む石質砂岩や 酸性 火 山岩片 を 含む 石 質砂 岩，下 部層 は火 山岩片 の

卓越す る石質砂岩，中部層 は や や 石英
・
長石類 に 富 む長石質

一一・E 質砂岩に よ り特艮づ け られ る．

砂岩 の モ
ード組成お よ び基底層 の 礫組成 か ら，基底層 か ら ド部層の 後背地 と して 未成熟 な活動的

火成弧 の 活動が 推定され る．中部層で は酸性火成岩 の 卓越する 火 成弧が 主 要 な後背地 で あ っ た と

考 え ら れ る ．こ れ ら の 後背地 は ，活動 を終 え た先 ペ ル ム 紀や ペ ル ム 紀の 火 成 弧で あ っ た と推定 さ

れ る ．森部 層 に お け る 後背地 の 時 代 的変 化 は ，南 部北 ヒ帯ペ ル ム 系の そ れ と同 様の 傾 向を示すの

で，両 者 の 後 背 地 は類 似 した環 境 に あ っ た と 考 え られ る，
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