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西 南 日本 の 中 ・古 生代造構作 用 の 諸問 題

一
高圧 変成帯 の 造構作用

一

原　郁夫
＊ ・早坂康 隆

t ’前 田　 勝
＊ ・宮本隆実

＊

Some 　problems　on 　Palaeozoic−Mesozoic　 tectonics　in　Southwest　Japan

　　
− Tectonics　of　metamorphic 　belts　of 　high−pressure　 type一

Ikuo　HAR バ ，　 Yasutaka　HAYASAKA ＊

，　 Masaru　MAEDA ＊

　　　　　　　 and 　Takami 　 MIYAMoTo

Abstract　Tectonics　 of 　the　 Sangun 　belt　 and 　 Sambagawa 　 belt　 in　 Southwest　 Japan，　 which 　 bebng
to　 the　 metamorphic 　belt　 of　high−pressure　type ，

　 have　been　 discussed　in　thls　 paper．　 Regarding　the
Sangun 　belt，　 the　tectonics 　 of　 the　phases　 when 　 the　 original 　 rocks 　 of 　the 　 Sangun 　 belt　 were 　 depos−

ited　 and 　the　Sangun 　 metamorphic 　 field　 appeared 　have　been　 analysed ，　 As 　for　the　Sambagawa 　belt，
the しectonics 　 of 　the　phases 　 when 　thc　Sambagawa 　 metamorphic 　fie］d　 was 　 placed　 under 　 the　 condi −

tion　 of 　the　highest　temperature 　 and 　then 　its　 collapse 　began 　have 　been　 analysed ．

緒 言

　西南 日本の 飛騨帯 か ら秩父帯 に 至 る地帯 の 後期古

生代
一

中生代造構 作用 は，低温高圧変成帯 と し て の

1
モ郡帯 と

’
こ波川帯 の 形成 を 軸 と して 展 開 し た．す な

わ ら，中朝地塊 の 縁辺 に 位置 した 飛騨帯 の 前面 に 拡

が る 後期古生代の 海洋 プ レ ー トの 運動 は三 郡変成場

を発生 せ しめ，前期中生代 の その 運動 は三 郡変成場

の 崩壊に関与 し た．そ し て後期中生代の海洋プ レ ー

トの 運動は 三 波川 変成場 の 発生 と崩壊 を主要な造構

事象と し て 展開し た．この 過程 を通 し て ， 多様な 起

源 を も っ 膨大 な 地 質体 が 集積 さ れ ，テ ク トニ ッ ク コ

ラ
ー

ジ （tectonic　collage ）と して 西南 日本 の 骨格 が

形成 された．こ の ような理解 に基 づ く西南 日本 の 後

期古生代
一

中生代造構作用 の 素描 は ，
1980 年 に勘米

良 に よっ て 与えられたの で あ る が ， それ は ， 1970年

代 に ，三 郡帯 ・三 波川帯 ・そ の 周 辺地帯を構成 す る

堆積体 の 初生的時代，初生的形成場 ， そ の集積機構

な ど に つ い て の 理解が飛躍的に 深 ま っ た こ とが背景

＊
広 島 大学理 学部地 鉱教室．Institu亡e 　of 　Geology　 and

　Mineralogy ，　 Faα 11ty 　 of 　 Scienee，　 Iliroshima　 Uni・

　 versity ，　Hiroshirna ，730　Japan．

109

と な っ て い る．そ して ， 今 H の研究 は ， 多様な解析

手段に よ っ て得 られ る きわ め て多様な情報を造構作

用 の 情報に 読み か え る こ と に よ っ て 地質体 の 動 き を

と ら え，西南 日 本の テ ク トニ
ッ ク コ ラージ の 実体 を

よ り鮮明 に 描 き だ そ う と し て い る．

　 こ の 論集 に お い て 著者 らに 与 え られ た課題 は ， 西

南 日本 の 飛騨帯 か ら秩父帯 に か け て の 地帯の 1980

年代の 中 ・宵生代造構作用論 を展望す る こ とで あ っ

た が ， 問題は あま りに も多様多岐に わ た っ て お り、

そ れ ら を…様 に 取 り b一げ る こ と は 困難 で ある．そ こ

で，紙数 の 都 合 もあ り， こ こ で は ， 次 の 二 つ の 問題

に 議論 を限 る こ と に し た い ．そ の
一一

つ は ， 三 郡帯 の

変成岩類の 源岩が集積 さ れ た 過程 に 関連す る問題 で

あ る．い ま
一

っ は ， 三 波川変成場で ， 変成作用最盛

期 か ら変成岩類の解放が 始 ま る 時期 に か けて
， 造構

環境に どの よ う な変化が あ っ た か と い う問題 で あ る．

第一・
の 問 題 は高圧変成場 の 発生 に か か わ る 問題 で あ

り，第二 の 問題は そ の 崩壊 に か か わ る 問題 で あ る．

　典型 的な高圧変成帯 と して の フ ラ ン シ ス カ ン 変成

帯は よ く研究さ れ て お り，源岩 の 集積過程 か ら 変成

岩類 の 解放 に 至 る まで の 造構作用 が議論さ れ て い る

（関，1979 参照）．こ れ に 対 して ， 三 郡帯 ， 三 波 川 帯

で こ の よ うな造構モ デ ル が論 ぜ ら れ た こ と は な い ．
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し か し な が ら，今 凵 の こ れ らの 地帯の 知識 は そ れ を

可能に しよ う と し て い る．

三 郡 帯発 生 時 の 造構 作用

　関（1964）と猪木（1967）が ， 舞鶴帯 の 上部ペ ル ム 系 に

パ ン ペ リー石 を形成せ しめ る変成作用 が刻印 され て

い る こ と を 認 め， こ れ を 三 郡変成作用 と 同定 し て 以

来，中国地方 の 土 郡帯は舞鶴帯を東限 と す る もの と

理解 され て 来た． こ の よう に 仮定 された三 郡帯 に 分

布 す る ジ ュ ラ 紀以前 の 地質体 は，今 日 で は，次 の よ

う な 四 つ の 単元 に 分 け ら れ る もの と考え ら れ て い

る ： 1） 中部 地方 一関東地方 に お い て 飛 騨 帯 の 前面

に発達 す る飛騨外縁帯
一

上越帯の変成岩類 に対応 す

る とみ ら れ る 岩類 （飛騨外縁
一上 越変成岩類 ）， 2） 三

郡変成作用 に よ っ て 形成 さ れ た変成岩類（三 郡 変成

岩類 〉，3） 三 郡変成岩類 の 上 に 不整合 で 重 な る 非変

成岩類，4）飛騨外縁
一

上 越変成岩類及 び三 郡変成岩

類 に は属 さ な い 弱変成岩類 （丹波層群相当層）．飛騨

外縁
一上 越変成岩類，三 郡変成岩 類 ， 丹 波層群相当

層 の 分布 は Fig．1の よ う に 示 さ れ よ う．こ の 図 で

は ， 飛騨帯の 南限 は ， 地質調査所（1977）の 空 中磁気図

に 示 さ れ て い る 海岸線近 くの 高磁気帯 の す ぐ北側 を

通 る もの と し て描か れ て い る．柴田 ・西村（1983）は ，

鳥取 県若桜地 域 に お い て こ れ ま で 三 郡変成岩類 に属

す るもの と さ れ て き た 志谷層 に つ い て，飛騨外縁一

上越変成岩類 が 示 す放射性年代 に ご く近 い ，292Ma

を測定 し た．三 郡変成岩類 に は上部 ペ ル ム 系 が 含 ま

れ る （Fig．2｝．一
方 ， 三 郡変成岩類 は 中国地 方酉部 に

お い て 上 〜中部三 畳系 に よ っ て （長谷 ， 1950），舞鶴

帯 に お い て下部三 畳系に よ っ て （中沢 ・志 1［皮，1954）

不整合 に お お わ れ て い る．三 郡変成作用 は ペ ル ム 紀

末の 極め て 短 か い 期間 に 起 っ た こ とに な る．従 っ て ，

Fig．1　Structural　 map 　 of 　the　Inner　Zone 　 of 　Southwest　Japan．

　エ； H 藍da　belt（dashed　 Iines：structural 　trends ），2 ：Hida 　 rnarginal 　belt，3：Sangttn

　metamorphic 　 rock 　 proper，4 ： Palaeozoic　 rocks 　 of 　the　 Maizuru 　 zone −Middle

　 zone ，5 ；Palaeozoic　 rocks 　 of 　the　Northern 　 zone ，6 ：Tamba 　Group 　 and 　its

　eqUivalents ，　 HSBF ： Hida　 southern 　boundary　fault，　 HTL ： Hiroshima −Tsuwano

　line，　 K ： Kanazawa ，　 N ； Nagoya ，0 ： 0saka，　 T ； Tsuwano ．
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志谷層を 三 郡変成岩類 に 含 め る こ と は無理 で あ ろ う．

そ こ で，Fig．1 に は 志谷層は飛騨外縁
一

上越変成岩

類 に 属 す る もの と し て 図示 した ．

　丹波層群相当層 は，石灰岩，チ ャ
ート，緑色岩類

の 大小 の ブ ロ ッ ク を特徴的 に 含 む礫質泥岩 を．主体 と

す るもの で，層理 に 平行 なス レ ー
トへ き開〜片理 を

もつ 弱変成岩類 で あ る．こ の 丹波層群 相当層 は，石

灰岩 ブ ロ ッ ク に含まれ る化石群か ら 1960年代 ま で

は古生 層と さ れ て き た が ， 1970年代 に 入 り コ ノ ド ン

ト化石群の検討 に よ り チ ャ
ー トブ ロ ッ ク に 三畳系が
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Flg．2　Pre−Cretaceous　 stratigraphic 　 columuns 　 of 　the　 Sangun 　belt　 and 　the　Tamba 　belt　 of

　Seuthwest　Japan．
　 NZPR ； Palaeozoic　rocks 　 of 　the　 Northern 　 zone ，

．TGE ： equivalents 　of　the　Tamba 　Group
　 in　the　Sangun 　belt，　 MG ：Palaeozoic　 rocks 　 of 　the　 Maizuru 　 zone ，　 TG ；Tamba 　 GrQup，
　A ；Akiyoshi　 district［data　 from　 OTA ，（1977）and 　 SANO　 et 　 al．（1983）］，　 B ： Nishiki−cho 　 dis・

　trict ［data　from 　 NlsH 且MuRA （1971） and 　T 〔）KuoKA 　et　al．（1984）｝，　C ： Taishaku　district「data
　froIn　 HAsE　 et　al．（1974）and 　IsozAK匸（1983）］，　 D ： Shimomidani　district［data　from 　SuzuKI
　（1982） and 　Is田 GA 　et　al．（1983｝］，　 E ： Nichihara　district［data　from 　TANAKA （1980） and 　HA −

　YAsAKA 　 et　al．（1983）］，　 F ； Kake −Yoshiwa 　district［data　from 　Toyohara （1977）and 　HAYA −

　sAKA 　and 　HARA （1982）］，　 G ：Mikawa 　district［data　from　TQYoHARA （1976）ユ，　 H ；Kuga 　dis−

　trict［data　from　 ToY （，HARA （1976）and 　HAYAsAKA 　 et　aL ，（1983）］，1： Mukai・hara　district

　ldata　from 　HAsE （1961）］，　 J ：Wakasa 　dlstrict［data　from 　HAYAsAKA 　and 　HARA （1982）］，
　K ：Maizuru 　district（data　fronl　 SHIMIzu（1962）1，　 L　and 　M ：Type　ll　suite 　of 　Tamba 　Group
　［data　from　IsHlc．A （1983｝］，　 N ：Type 　 I　 suite 　of　TaInba 　Group ［data　from　IsHIGA（1983）］．
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含まれ る こ とが 明 らか に され（e．g．豊原 ， 1974，　1976；

木村 ， 1979； 田中，1980 ； 早坂 ・原 ， 1980）．更に

1980年代 に 入 り放散虫 化石群 の 検 討 に よ リチ ャ
ー

トブ ロ ッ ク と基 質 の 泥質岩 に ジ ュ ラ 系が含ま れ る こ

とが確認さ れ （早坂 ら，1983），今 日で は 全体 と して

ジ ュ ラ紀 の 堆積体 で あ ろ うと考 えられ て い る．丹波

層群相当層 と よ ばれ る 理由 は ，
こ の よ う な岩相特性

と時代が ， 舞鶴帯 の 東側 に 発達 す る丹波 層群 （SA・

KAGUCHI ，1961；石 賀， 19831に 比 較 され る 内容 を も

つ こ とに あ る．

　 三 郡変成岩類は ナ ッ プ群 と して 発達 して い る．三

郡帯 の 各地 で ， 丹
．
波層群相当層は，こ の ナ ッ プ群 の

下位 に 位置す る地質体で ある こ とが確認 され て きた

〔益 田地域 （岡村ら，1975 ； 西村 ・岡本，1976），吉

和地域（長谷 ， 1964》，津 山地域 （塚 口 ・中島，1978）〕．

三 郡帯 の 前縁 に お い て は三 郡変成岩類 は 丹波層群の

上 に低角度の 衝上 断層を も っ て 重な る構造状態を示

して い る．玖珂 地域 に お い て は三 郡変成岩類 は玖珂

層群 ・美 11「層群（幕 丹波層群）に （KOJIMA ，1953； 豊

原 ，
1974 ； 原 ら ， 1979），舞鶴帯 に お い て は夜久野

岩類が丹波層群 に （早坂・原，1981）衝上 し て い る．こ

の よ う な 観測結果 に 従っ て，原 ら（1980），
HARA

（1982a）は 三郡帯の 地質構造論上 の 構成を次 の よ う

に説明 し た．最下位 に 丹波帯 よ り丹波層群 の 連続体

と して の 丹波層群相当層 が 位置 し，そ の 上 に ナ ッ プ

群 と し て 三 郡変成岩類が 重 な る．こ の 三 郡変成岩類

の 上 に 丹 波層群 と同時異柑 の 三 畳系 ・ジ ュ ラ 系が 不

整合に 重 な る．丹波層群相当層 に は 上部 ジ ュ ラ 系が

含ま れ る （早坂 ら，1983）の で，こ の よ うな三 郡帯 の

地質構造 が完成し た の は ，ジ ュ ラ 紀最末期以後 で ，

三郡帯 に 白亜 紀花崗岩活動が起 っ た 時期 よ り前の こ

とで あ ろ う．

　丹波地帯団研グ ル
ープ が 1970年代 に 得 た丹波帯

の 丹 波層群 に 関 す る 多大 な 成果 を背景 と し て
，

1983

年石賀は 丹波帯 の 地質構造論上 の 構成 に つ い て 重要

な報 告 を 行 っ た ．丹 波層群 は構造的 に 上 下 に 重 な る

二 つ の 単元，II型地層群 と 1型地層群，に 分 け られ

る．II型地層群は 上位 に 位置し舞鶴帯 に 接 して 分布

す る，こ の 地層群 に含 まれ る チ ャ
ートは 後期石炭紀

よ り後期三 畳紀 に 及ぶ 時代を 示 し ， 前期ジ ュ ラ紀以

降 の 地層は主 として シ ル ト岩な どの 陸源砕屑物質よ

りな っ て い る．こ れ に対 して下位 に 位置し ， よ り東

側 に 分布す る 1型地層群 で は ， 前期 ジ ュ ラ紀 まで の

チ ャ
ートが 認 め られ ， 砂岩や 泥 岩 は後期 ジ ュ ラ紀 の

時代を示 す ．よ り上位に ， そ し て よ り西側 に位置す

る地 層群 の 方 が ， 陸源砕屑物質の 供給を よ り早 く受

け て い る点が注 目 さ れ る．

　三 郡変成岩類は三 っ の 単元 に 区分さ れ る ： 1）舞

鶴 帯
一

上郡帯 と そ の 西方延長 に あ た る 地帯 〔長谷

（1964＞，長谷ら〔1975〕の 中帯〕に 分布す る 弱変成
’
占生

層 （舞鶴帯
一

中帯古生層），　 2）平尾 台，秋吉 ， 帝

釈， 阿哲な ど の 石灰岩体と そ れ に付随して 発達す る

弱 変成古 生 層〔長 谷 （1964）の 北帯 の 古生 層〕，3）三 郡

変成岩類プロ パ ー．そ の 分布 は概略 Fig、1の k うに

示 され よ う．舞鶴帯 に 接 し て 分布 す る 下見谷層 は 岩

相特性 （鈴木，1982）か ら北帯 の 古生層 に 含 まれる も

の とした．城江・矢JII地域 で の 長谷（1963）の 解析に よ

れば，北帯 の 古生層 は 舞鶴帯
一

中帯古生層の 上 に 衝

上する構造的関係 を示す らしい ．また，北帯 の 古生

層 は 三 郡変成岩類 プ ロ パ ーの 上 に 衝上断層で 重 な っ

て い る の が一
般 で あ る．

　北帯 の 古生 層 の 変成度 は
， 大部分 が パ ン ペ リー

石
一

緑泥石相 で ，一一
部 が パ ン ペ リ

ー
石

一
緑閃石相 で

あ る （西村 ら
，
1977 ； 西村 ら

，
198／），三 郡変成岩類

プ ロ パ ー
の 変成度 は ，

バ ン ペ リ
ー

石
一

緑閃石相〜緑

れ ん 石
一

藍閃 石相〜バ ロ ワ 閃石相 に 相 当す る（NI．

SHIMURA
，
1971 ； HASHIMOTO

，
1972； 西村 ら，

1977）． こ れ ら の 研究 に よれ ば ， よ り下位 に 位置 す

る変成岩類 が よ り高変成度を 示 す 関係 に あ る ら しい ．

し か しな が ら，より高変成度 が 常 に よ り地 下 深 部 （高

圧 下 ）で 形 成 さ れ た もの か ど うか は 明 ら か に さ れ て

い な い ．一
方，三 郡帯の 北縁 に 分布す る三 郡変成岩

類プ ロ パ ーは ロ ーソ ン 石 を含む岩石 （橋本 ・
猪木，

1970 ； 西村 ・岡本，1976 ； 千貴ら，1983）や パ ン

ペ リ
ー

石 と ク ロ ス 閃石 が 共生 す る岩石 （西村 ・岡本，

1976）な ど を含み
，
三 郡帯 の 中央部 か ら南 に か け て 分

布す る三 郡変成岩類 プ ロ パ ーよ り， よ り高圧 な 変成

条件 で 形 成 され た も の と推定 され る （西 村 ら，1981）．

三郡変成岩類 の この よ うな 分布（よ り高温 な も の が

下位 ，
よ り高圧 な もの が 北側 に 位置す る〉は ， 変成場

の 温度圧力構造 と解放時相 の 造構特性 を反映 し た も

の で あ る こ と は 明 ら か で あ る．

　舞鶴帯
一

中帯 の 吉生層 の 変成 度 は，パ ン ペ リー

石
一
緑泥石相 （〜ぶ ど う 石

一パ ン ペ リー
石相〉に 相当
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し，一部が パ ン ペ リー石 一緑閃石相 に 達 し て い る

（関，1964； 長谷 ら，1975； 西村ら ， 1977）． こ の

地帯 の パ ン ペ リー石
一

緑閃 石 相 の 古 生 層 は，パ ン ペ

リ
ー．

石
一

緑泥石相の 古生層 の 上 に 北側か ら衝上 して

い る と い う（長谷 ら
，
1975）． こ れ は，三 郡帯南縁 に

お い て，解放 された変成岩類 の 示す温度構造は下位

低温の 関係 に あ り，北側 の 北帯 の 古生層 と三 郡変成

岩類 プ ロ パ ー
の 示す温度構造 と は逆の 関係 に あ る こ

と を指示する情報 で あ る．

　変成場 の 温度圧力構造 は 変成場 の 造構体系 に 深 く

関わ っ て い る もの と考 えら れ る．三 郡変成場 の 温度

圧 力構造 の 解析 は
， 変成場 に お い て 北帯 の 古生 層，

三 郡変成岩類 プ ロ パ
ー 舞鶴帯

一
中帯古生層が ど の

よ う な位置的関係 ・構造状態 に あ っ た か を と く こ と

で あ る．こ の 問題 は，こ れ ら の 岩類 が どの よ うな 順

序で ， ど の よ う に集積さ れ た か とい う問題 と つ な

が っ て い る で あ ろ う．

　三 郡変成岩類プ ロ パ ーの 源岩の 主体 は ， 泥岩，砂

岩 ， チ ャ
ート， 緑色岩類 で あ る （e．g．松本，1959 ；

MITSUNO ，1963； 大島，1964； 唐木 田 ら
，

1969 ；

NISHIMURA ，1971； 上 村 ら
，

1979）．
“

地向斜
”

堆

積体 に 伴 う緑色岩類の研究の世界的進歩 の 中 で ，三

郡帯の 緑色岩類 も 1970 年代 に よ く研究 さ れ て きた．

そ れ に よ っ て ，
三 郡変成岩類 プ ロ パ ーの 緑色岩類 に

は オ フ ィ オ ラ イ トス ィ
ートの 上層部 （玄武岩類）か ら

深 層部（Ultramafic　tectonite）ま で の もの が 含 ま れ

て い る こ とが明らか に され て きた（ARAI，
1980 ； 西

村ら ， ユ981＞．緑色岩類 は 海洋地殼，そ し て チ ャ
ー

ト

は そ の 上 に 堆積 し た 海 洋深海堆積物 で あ る （勘米

良 ；1983
，参照ゆ で ，

三 郡変成岩類プ ロ パ ーの 源岩

堆積体 に は，沈 み 込 み帯で形成さ れ た付加体が含 ま

れ て い る と考 えられ る．しか し な が ら ， 最下位 に 位

置す る 高変成度岩の 源岩に は チ ャ
ートは 含 まれ な い

か ， 含 ま れ る と して も極め て稀で あ る．こ の こ との

意味は重 要 で あ ろ う．

　北帯の古生層は ， 下底 に緑色岩類 を伴 う前期石炭

紀一中期ペ ル ム 紀 の 巨大石灰岩体 （阿哲，帝釈，秋

吉 ， 平尾台，三 ノ 岳，船尾山）とチ ャ
ー

ト， 泥岩 ， 砂

岩な ど か ら な る 堆積体 で あ る．こ の 堆積体の 形成過

程 は勘 米良 を中心 と す る 九州大学の 研究者に よ っ て

秋吉 地域 を例 と して 近年詳細 に 研究さ れ て き た．勘

米良（1983，p．76）の 報告を引用 しよ う．
“

前期石炭紀

に お い て 海洋底 に 生成し海面ま で達し た玄武岩海山

上 に ， ウ
ー

ラ イ トの 生成が 可能な暖海環境の も とに ，

前期石炭紀 か ら中期 ペ ル ム 紀末 に 亘 っ て 礁複合体が

形成さ れ ， そ の 周 りの 山麓斜面 か ら 深海底 に は ， 同

時 異 相 ・移化関係を もっ て 珪質海綿 を主 とす る珪質

堆積物が 堆積 した．それ らが お そ ら くペ ル ム 紀後期

に 陸源砕屑物 の 供給を受 け る海溝地帯 ま で移動 し ，

珪質堆積物 は プ リッ シ ュ 相 の 砕屑物質 に 被わ れ た．

続い て そ れ ら は海溝内縁 に お い て 付加衝上 覆瓦体を

形成 し ， また秋吉海山 は そ の 頂部 が 切断さ れ崩壊 し

て ， 付加体に組み 込 まれ た．
”

　北帯の 古生層 の 形成 に お い て 飛騨帯
一

飛騨外縁帯

前面に沈み こ ん だ海域 の 部分 （秋吉海域〉は ， 上 記 の

地質学的情報 に よれ ば，少 な くと も前期石炭紀 に は

出現 し て い た こ とに な る が
，

三 郡変成岩類 プ ロ パ ー

の 源岩堆積体 の 形成 に 関与 した 海域 の 部分 （三 郡海

域）は どの よ う な時代に形 成された もの で あ ろ うか．

ま た三 郡海域は秋吉海域 に お くれ て 沈 み 込 ん だ 海域

か ，そ れ と も先 に 沈 み 込んだ海域 か が 問題 に なる。

こ れ らの こ と を直接判断出来る 地質学的麿報はな い ．

三 郡変成岩類 プ ロ パ ー
に 含ま れ る緑色岩類 の 初生鉱

物 （または海洋底変成作用 に よ っ て 形成さ れ た鉱物）

の 放射性年代 は 上 記 の問題 を考 え るの に有効 な情報

で あ ろ う．し か し な が ら ， こ の為に は 三 郡変成作用

をまぬ が れ た鉱物を求め な け れ ばな ら な い わ けで ，

実際 に 有意な測定値を得る こ と は か な り困難 で あ ろ

う と考 え ら れ る．SHIBATA 　et　al．（1977）に よ っ て 測

定 さ れ た福岡県篠粟地域 の 三 郡変成岩類 プ ロ パ ーに

伴わ れ る
“

角閃岩
”

（L［体 ・手島 ， 1975）の角閃石 の

K −Ar 年代 が ，
こ こ で取 り上 げ得 る 資料 で あ る か も

知 れ な い ．測定値 は 295〜372Ma で あ る．篠栗地域 の

“

角閃岩
”

の 295Ma を 三 郡変成作用 に よ る 若返 り

年令 とみ れ ば，上 記の 372Ma か ら，三郡海域 は 後

期 デ ボ ン 紀頃 に出現 し た こ と に な る．秋吉海 山 が

ホ ッ トス ポ ッ トで 出現 し た も の とすれ ば，秋吉海域

の 出現 は秋吉海由の 出現時期を もっ て 直接判断す る

こ とは出来 な い ．秋吉海 山 よ りは 古 くな る 可能性 を

考え な け れ ばな らな い ．こ の ため ， 4億年が三 郡海

域の 時代で あ る と し て も， そ れ か ら三 郡海域が 秋吉

海域よ り古い とい う結論を必ず しも得 る こ と は 出来

な い ．岡山県足立地域 の 変斑 れ い 岩 は
， 帰属は や や

不明 で あ る が ， 北帯の 縁あた りに 位置 し，北帯 の 古
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生層に属 す る 可能性が最も高 い オ フ ィ オ ラ イ ト岩体

で あ る．柴田 に よ っ て 測定さ れ た こ の岩体を構成す

る角閃石 の K −Ar 年代は 342・343　Ma で あ る （西村 ，

1979）．秋吉海域は前期石炭紀 に 出現 した 可能性が あ

る。こ こ で は ， こ の 資料を考慮 し て ， 秋吉海域 よ り

三郡海域が古い 海域で あ る と仮定 して お く．こ の決

定 は 今後 の 重 要 な 課題 で あ る．

　舞鶴帯一中帯古生層は，舞鶴帯
一

中帯の縁辺部 と

思 わ れ る と こ ろ で の もの を除 い て
， 多量 の緑色岩類

と泥岩，砂岩，礫岩 か らな り，チ ャ
ートを伴わ な い

こ と を特徴 と し て い る〔SHIMIZU，1962）．舞鶴帯 に

お い て は，上部ペ ル ム 系の 陸源砕屑物質 が 緑色岩類

の 上 に 重 な る関係が 観察 され る．石渡（1978）は舞鶴

帯南帯東部の 緑色岩類を研究し，そ れ が 海洋底変成

作 用 を う け た Ultramafic　cumulate よ り上 位の オ

7 イ オ ラ イ トス ィ
ートで あ る こ と を明 らか に した．

し た が っ て ， こ の 地帯を構成す る地質体 の 形成 に 際

して 沈 み込 ん だ海域 の 部分 （舞鶴海域 ）は ， 後期ペ ル

ム 紀に陸源砕屑物質 が 供給 さ れ る場 で 出 現 し た海域

で あ っ た と判断 さ れ る．SHIBATA　et　al ．（1977）は，

舞鶴帯を構成す る 緑色岩類 （変斑 れ い 岩 と角閃岩）の

角閃石 の K −Ar 年代 を測定 し，241〜278Ma を得て

い る．堆積物の指示 す る と こ ろ と調和 す る結 果 で あ

る．舞鶴海域 は 明 らか に 三 郡海域，秋吉海域よ り新

し い 海域 で あ る．

　 舞鶴帯 の 古 生 層 の 直下 に ア ン ダ
ー

ス ラ ス トして い

る地質体 は，丹波層群 の II型地層群 で あ る．石賀

（1983）に よ っ て，こ の 地層群 の 層序 は ，
Fig．2 の よう

に ま と め られ て い る ．そ れ は，中期石炭紀 に 出現 し

た と 考 え られ る海域（丹波海域）が，中期石炭紀 か ら

後期三 畳紀頃 ま で 海洋深海堆積物 と し て の チ ャ
ート

が 堆積 す る環境 に あ っ た が，ジ ュ ラ 紀 に 入 っ て 陸源

砕 屑 物質 が 供給 され る 位置 に 移動 し，中期 ジ ュ ラ 紀

頃 に付加体 とな っ た こ とを 示唆 す る情報 で あ ろ う．

丹 波海域 の 出現 は ， 舞鶴海域 の 出現 よ り早 く，秋吉

海域 の 出現 に幾らか 遅 れ て 起 っ た もの と推定さ れ る．

秋吉海域 へ 陸源砕屑物質が 供給され た時代は ， 北東

へ 向 っ て 古 くな る 傾向が み られ （Fig．2），最も 北東

よ りの 地域に 分 布 す る 陸源砕屑物 質 か ら な る下見谷

層 は 中期ペ ル ム 紀 （石賀ら，1983）で あ る．明 ら か に 舞

鶴海域 へ 陸源砕屑物質が供給 され た時代よ り古い ．

こ の こ と は，秋吉海域 が 舞鶴海域 よ り先 に 沈 み 込 ん

だ海域 で ある こ と を指示する情報 で あ ろ う．秋吉海

域
一

舞鶴海域
一

丹波海域 と 配置 して い た も の と考 え

られ る．従 っ て ，海域 の 出現時期 は舞鶴海域の 両側

で 古 くな っ て い た と結論 され る． こ れ らの こ と と舞

鶴海域 よ り新 しい 海域 の 存在を示 す情報が な い こ と

か ら，舞鶴海域はペ ル ム 紀末 に 沈み込 ん だ 中央海嶺

で あ る とい え る か も し れ な い ．か く して，飛 騨帯
一

飛騨外縁帯の 前面 に 三郡変成場を形成す る よ うに 順

次沈 み 込 ん だ 海域 は ， 三 郡 海域 → 秋吉海域 → 舞鶴海

域 で あ っ た と結論 さ れ る．

　 で は
， 飛騨帯

一
飛騨外縁帯の 前面 へ の 三 郡海域 の

沈 み 込 み は い つ 頃 か ら始 ま っ た の で あろ うか ．先 に

も述 べ た よ うに
， 舞鶴海域 の 出現 した後期ペ ル ム 紀

よ り前 に 海域 の 移動 が始 まっ て い る．宇奈月帯（小

松 ， 1980）の 堆積体 に 含ま れ る荒岐川層 の 火 LLI岩類

〔カ ル ク ア ル カ リ岩 系列 に 属 す る （丸山 ら
，
198  〕・

森部層の火山岩類な どが ，海域 の 沈 み 込 み に 伴 う島

弧の 火 山活動 を 示 す もの とす れ ば，三 郡海域 の 沈 み

込 み は中期石炭紀に は起 っ て い た もの と考え ら れ る．

三 郡海域の 沈み こ み の 開始時期 はまだ明 らか で な い ．

　よ り早期に 沈み こ ん だ 三 郡海域 に よ っ て 付加 さ れ

た堆積体が 三 郡変成岩類の 高変成度部 を構成 し， よ

り後期 に 沈 み こ ん だ秋吉海域と舞鶴海域 に よ っ て 付

加 さ れ た 堆積体が三郡変成岩類 の 低変成度部を構成

して い る．中央海嶺と して の 舞鶴海域 の 沈 み こ み に

伴 う莫大な緑色岩類の付加の直後 に （ある い は，付加

と と も に）三 郡変成作用 が 終っ て い る よ うに み え る．

　早期 の付加体を 源岩 と す る変 成岩類 （三 郡 変成岩

類プ ロ パ ーと北帯 の 古生層）は，変成場 か ら解放 さ れ

た 時 ， 下位に よ り高変成度の 岩石 が 位置 す る よ うな

構造状態 を形成 した ．こ れ に 対 して ， 最後 の 付加体

（あ る い は，三 郡変成岩類 プ ロ パ ー
の 解放時の 付加体）

を源岩 と した 変成岩類 （舞鶴帯
一

中帯古 生 層）は ， 変

成場 か ら解放 さ れ た 時，ナ ッ プ 群 の 最前面 に 押 し出

され，上位 に より高変成度 の 岩石が位置す る よ うな

構造状態を形成し た．

　 と こ ろで ， 三 郡変成場 の 形成 に 際 して ， 三郡海域
一

秋吉海域
一
舞鶴海域 は，飛騨帯

一
飛騨 外縁帯 の 前面

で どの よ うに 沈 み こ ん で い た の で あ ろ うか ．こ の 問

題 は，近 年， HARA （1982a，
　b）に よ っ て，飛驛帯 と そ

の南縁 の 地帯の地質構造論的関係の 解析 を基礎 と し

て ， 検討 さ れて き た．極 め て 重要 な課 題で あ る が
，
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そ の後，特 に 新 しい 理解 が 得 られ て い る わ けで は な

い の で ，こ こ で は HARA 〔1982a，　b）の結論に 従 う こ

と に し よ う．そ れ に よれ ば ， 飛 騨 山地 の 飛騨帯 の 南

限 に そ っ て 走 る ト ラ ン ス フ ォ
ーム 断層（HSBF ・＝飛

騨南 限断層）（Fig．　D に 平 行 に，三 郡 海域
一
秋吉 海

域
一

舞鶴海域 の 移動 が 行われ た こ とに なるの で，こ

れらの 海域 は 中国地方 で は 飛騨 帯
『

飛騨 外縁帯の 前

面 へ 斜 め に 沈み こ ん だ もの と 考 え られ る，三 郡 帯 の

変成場発 生時まで の 構造作用は斜め 沈 み こ み の 場 の

造構作用 と い うこ とに な る．飛騨 山地 の ∫鬮彈帯 の 南

側を移動す る 三郡海域
一一

秋吉海域
　

舞鶴 1｝尉或へ ，こ

れ らの 海域が 沈 み こ み 帯 へ 到盾す る前に ，ノ麟 囲il・か
ら莫大 な陸源砕斤｝物質ク）供給 が 行わ れ た の であろ う

（HARA ，1982a）．

　世界各地 の 沈 み こ み帯に お い て ， 海溝か ら陸側斜

面 に か け て の 地帯で 堆積体 が 作っ て い る構造 は，表

層部に つ い て は比較的よ く分か っ て い る （e，g．小林 ・

佐藤， 1979参照）． ま た，沈 み こ み帯 の 温度構造 は，

HASEBE 　et 　 a9 ．（1970），　TOKS6Z 　et 　 al ．（1971），

WANG ＆ SHI（1984）らに よっ て 理論 的 に 解析 され

て い る．しか しなが ら，
三 郡帯 に 関す る 上 記 の さ ま

ざ まな資料を こ れ らの 研 究 と対応 させ て，三 郡変成

場 の 構造 モ デ ル を描 く こ と は まだ 出来 そ っ に な い ．

　三 郡帯の さ ま ざ ま な特徴は津和野 と広 島を結 ぶ 線

〔HTL π広 島
一

津 和野 線〔Fig．1）〕を境 に し て 異

な っ て い る （早坂 ・原，1983）．例 え ば，広島
一

津和

野 線 よ り北東側 で は，三 郡変成岩類プ ロ パ ーの 放射

性年代 は
一
様 に 18  Ma を 示 し （NISHIMURA 　et　al ．，

1982；柴田 ・西村 ，
1983），またその 源岩 に は 多量 の

チ ャ
ー トが 認 め ら れ る．三 郡帯一t 丹波帯 に は陸棚相

堆積体 と し て の 三 畳系 は 認 め られ るが ，付加体 と し

て の 三 畳系は 知 ら れ て い ない ．飛騨 山地 に お け る三

郡帯 の 発達 の 様相に つ い て は ， 原 （1984）に よ っ て 議

論 さ れ て い る．こ れ ら の問題 は こ こ で は触れな い ．

三 波 川変 成場 の 造構作用

　 1977年三 波川帯 の 造構作 用 に つ い て
一

つ の 総括

を試 み た 時，原 ら は，
“

三 波川帯 に お け る 変成作用最

盛期 の 造構運動 は ，

一
般 に 層面片理 とい われ る岩石

構造 が 形成 さ れた時期 の そ れ で あ る が
， 堆積環境発

生時 か ら層面片理形成時 まで の 造構運動 に つ い て の

知識 は，今 の と こ ろ皆無 に 近 い と言わ ね ば ならな い ．

今日まで三 波川帯研究者の 多 くが注目し解析 して き

た造構運動 は 主 と して層面片理 形成後の そ れ で あ っ

た か ら で あ る
”

と述 べ
，

三 波 川 変成岩類 が 変成場 か

ら解放 され た時 （長浜
一
大洲時相）に起 っ た造構作用

と そ の 直後 の 造構作 用 （肱 川 時相の 造構作用 ）に よ っ

て 形成 さ れ た地質構造に つ い て詳細に検討 した ．長

浜
一
大洲時相 と肱 川 時相 の 造構作 用 は，FAURE

（1983）に よ っ て も確認 され て き た の で あ る が，そ の

後の 三 波川帯 の 造構 作用 の 研究 は ， 原 ら（1977）が 取

り上 げ得な か っ た 三 波川変成岩類 の源岩の集積過程

に 関す る 問題 と三波川変成作用が進行す る 過程で の

造構作用 の問題に つ い て も向け られ て 来 た．それ に

よ っ て ，
こ れ ら の 分野 で もか な りの 進展 を見 せ た の

で あ る が ， 前者の 問題 に つ い て の 研究 で は ，
三 郡帯

に お け る よ り は ， な お は る か に 遅れ て い る ．後 者の

問題 に つ い て は ， 三 郡帯 とは違 っ て，議論可能な情

≡報が 提供 さ れ る状況 に な っ て い る ． こ こ で は
， 四 国

中央部 三 波川帯 の 黒雲母帯 で 現在行 わ れ て い る変成

作用進行時 の 造構作用 に つ い て の 研究の 結果 を見 な

が ら
，

三 波川変成場 で変成作用最盛期か ら解放過程

へ の 転換期 に 起 っ た事象に つ い て検討 し， こ の 分野

に 関 す る今後 の 課題 を さ ぐ る こ と に し た い ．

　四 国 中央部三 波川 帯 の 変 成 分 帯 は ， 秀（19．　61＞，

BANNO （1964），
　KURATA ＆ BANNO （1974），東野

（1975），BANNO 　 et　 al ．（1978），高木 ら〔1981），榎並

（1982）ら に よ っ て 行 われ ， 中位層準で変成温度が 最

高 とな る よ うに ，下位 か ら 上位 へ
， 緑泥 石 帯，ざ く

ろ石帯 ， 黒 雲母帯 ， ざ くろ 石 帯と重な る 関係 に ある

こ と が 明 ら か に さ れ て き た （Fig．3）． こ の よ うな解

放 された三 波川変成岩類 の 示 す温度構造 を説明す る

ため ，
BANNO 　et　al．（1978）は 黒雲母帯 を核 とす る南

フ ェ ル ゲ ン ツ の横臥褶曲の 発達を想定 した ．こ れ に

対 し て
， 原 ら（1977）は ， 黒雲母帯下底 はすべ り面で あ

り， そ れ よ り上位の地質体 は一
つ の ナ ッ プ （猿 田 ナ ッ

プ）で あ る と説明し た．始 め に 1970 年代 に 三 波川帯

研究者 の 関心 を 集 め た こ の 問題 に つ い て 簡単 に 触れ

て お こ う．

　秀 （1954）は ， 白滝 地 域 の 黒 雲母帯 に お い て
， 横臥褶

曲 を形成す る 厚 層の点紋 角閃片岩層 （白滝角閃片岩

層）の 存在を明 らか に した．こ の 白滝角閃片岩層は ，

延 々 と北へ 向か っ て 連続し，銅 山川 で は別 子橋付近

に露出し，そ れ よ り更 に 北 で は五良津角閃岩体を北
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Fig．3　Structural　map 　of　the　Samba −

　gawa 　 belt 正n 　Central　Shikoku．
　 a）2　and 　3 ： Saruta　nappe ［l　and 　2 ；

　Saruta　napPe 皿 （1 ：garnet 　zone ，2 ：

　biotite　 zone ），3：Saruta　nappe 工（bio−

　tite　zone ）1，4 ：5th　Shirataki　hornblende．

　schist，6：Nagahama 　 nappe ，　Sa ；Sazare，
　RS ：River　Saruta，　RA ：River　Asemi ，
　 S ；Shiragayama ．

　b｝Structural　prQfile　along 　the　A −B
　line　of　Fig．3−a．7and 　8： Saruta
　 napPe 　I （7 ；garnet　 zone ，　8 ：biotite

　 zone ），　9；Saruta　nappe 　L　lO：Shira．
　taki　hornblende・schist 　 and 　5th　Shi．

　rataki 　hornblende−schist ，11：Naga−
　hama 　 nappe ．

側 か ら 包む よ う に し て 発 達 して い る（原 ら ， 1977）

〔Fig，3）．五 良津角閃岩体 の 北側 で は，黒 雲母帯 と上

位 の ざ く ろ石帯 との 境界 は，五良津角閃岩体の す ぐ

北側 に 位置して い る （BANNO 　et 　al．，1978； 榎 並 ，

1982）． 従っ て ， こ こ で は，白滝角閃片岩層は 黒雲母

帯 の 上 端面 に ご く近 い と こ ろ に 位置 して い る こ とに

な る（Fig．3）．

　臼滝 角閃片岩層 は 白滝地域 で 消滅 し
，

こ れ よ り東

へ は ， それ よ りや や 上位層準の 点紋角閃片岩層（白滝

第 五 角閃片岩層）が 汗見 川 を越え 白髪 山の 東側 に ま

で連続発達 して い る （Fig．3）．汗見川 に は 黒雲母帯

の 下底面 に 極 め て 近 い 位置 に 厚層 の 石英片岩層 が 2

層発達し て い る． 15 名以 上 の 調査者 に よ っ て 行 わ

れ た 白髪 山地 域 の 広域調査 の 結果 は，KAWACHI

（1968，Fig．3）に よ っ て 引用 され て い るが ，そ れ に よ

れ ば ， こ の 石英片岩層 は 白滝角閃片岩層 と同
一

層準

で あ る ら し い ．従 っ て ，白滝角閃 片岩層 の 層準 は 汗

見川 に お い て は黒雲母帯 の下底面 に 極め て 近 い と こ

う に 位置 して い る とい う こ とが 出来 る〔Fig．3）． か

くして
， 黒雲母帯が 白滝角閃片岩層層準 と斜交す る

よう に発達 し て い る も の と結論さ れ る （Fig．3）． こ

の こ と に よ っ て
， 黒雲母帯 の 内部構造は，BANNO 　et

al （1978）が期待す る よ うな一
つ の 同斜状 褶曲 の そ れ

で は な い こ とが 理解 され よ う（原 ら ， 1983　； 原，

／983）．猿 田 ナ ッ プは 二 つ の 部 分 ナ ッ プ（猿 田 ナ ッ プ

L 猿 田 ナ ッ プII）に分か れ る （Fig．3； 原 ら，1983；

原，1983）が ．汗見川 で の解析 に よ れ ば猿 田 ナ ッ プ II

の べ 一
ス に 位置す る 白滝第五 角閃片岩 と．その 直上 の

泥質片岩 は 灰曹 長石
一

黒 雲母帯 に 属 し て い る．今 日

三 波川変成岩類 は 長浜
一
大洲時相 に 形成 され た 多 く

の ナ ッ プ と して 発達す る こ と が 各地 で 明 ら か に さ れ

て い る．しか し，ナ ッ プー
つ
一

つ の 運動像 は 必ず し

も正確 に 解析 され て い ない ため ， 長 浜
一
大洲時相の

三 波川帯の 全体的運動像 （三 波川変成場崩壊時 の 運

動像）は な お 課題 と し て残 さ れ て い る．猿田ナ ッ プ

1，II〔Fig．3）の 形成が 白 滝横臥褶 lmの 形成 と対応す
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る 現象で あ っ た と す れ ば，猿 田 ナ ッ プ IIは 猿 田 ナ ッ

プ 1 に 対 して 相対的 に 北〜西側に移動 した とい う運

動像 が 考 え ら れ る．こ の よ う な 運動像 は 原 ら （1985＞

に よ っ て quartz　fabricsの解析か ら も明 ら か に さ れ

て きて い る．

　変成史 の 解析 は 極 め て 困難 な作業で あ る．鉱物あ

る い は 鉱物 の 部分部分 の 出現時相 と各時相 に お ける

そ れ ら の 共生関係 を決定す る こ とが困難だ か らで あ

る．異種鉱物間に 共通 す る時間軸を何に求め る か．

SANDER （1930 ，
1950），

　ZWART （1962）以 来 ， 次 々 に

起 っ た 変形作 用 に よ っ て 形成 され た 岩石構造 ・組織

（texture ）を時問軸 と して 用 い よ う と い う考 え が あ る ．

こ の 方法 は 各変成時相 の 造構環境 を も合わ せ 決定 出

来る と い う こ と も あ っ て 極め て有効で あ る．三 波川

帯 で は ざ く ろ石，角閃石 ， 斜長 石 ， 緑 れ ん 石 の よ う

な鉱物 は変成条件 の 時閭的変化 を反映 し て，し ば し

ば 化学組成 の 累帯構造 を示す． こ の 組織 は変成史解

析 に 欠 か せ な い もの で あ る．坂野 ら（1981，p．384）はざ

くろ 石 と角閃石 の 化学組成 の累帯構造 の 解析か ら ，

四 国中央部 黒 雲 母帯の 変成史を Fig．4−a の よ う な も

の と説明 し て い る．坂野 ら の説明を引用し よ う．
“

温

度一ヒ昇期 の PT 経過 は garnet の 累帯構造 に 記録 さ

れ て い る．garnet の 累帯構造の パ タ
ー

ン は鉱物帯に

よ ら ず
一．・

定 で あ る が ， garnet の 組成 は鉱物帯 ご とに

異 な る．す な わ ち，同じ MnO 量 を持 つ gamet で は

高温 の 帯 の もの 程 MgO が 多い ．こ の こ と は ， よ り高

温 の 鉱物帯 の 方 が
， 相対 的 に 高圧 の 経過 を 通 っ た こ

と を示 し て い る．温度下 降期 の PT 経過 は amphi −

boleの 累帯構造 か ら み られ る．…−t・…温度降下 で 出

来 た amphibole は barroisiteが actinolite に 囲 ま

れ て お り ， crossite を伴わな い ．
”

　
一

方 ， 原 ら （1977），TAKAGI ＆ HARA 〔1979），原

ら（1980），HARA 　et　al ，（1983），原 ら （1984），
　 HARA

et　al．（1985＞，原 （1985）は，　 SANDER （／930，
1950）と

ZWART （1962）以来 の 方法 に よ り，変成変形史 の 解

析を試み て い る．本稿の 主題 で あ る変成過程 に お け

る造構 環 境 の 変化 に つ い て の 知識 の 現状を 明 ら か に

す る た め，少 し詳 し く述 べ る こ とに しよ う，まず白

滝角閃片岩層 （Fig．3）に つ い て の 解析結果 か ら み て

み よ う．

　斜長 石 斑状変晶は ， 組織上 ， 多量 の 包有鉱物 を含

む核 と ほ とん ど包有鉱物を含 まな い マ ン トル に 分け

られる （原 ら，1977）．角閃石 は，組織上異 な る時相

に 形成 さ れ た と判断 さ れ る 三 つ の 群 に 分 け られ る ：

1＞斜長石斑状変晶 の 核 に 片理 Siを形成 （片理 Siは

裾曲 Bi を 示 す こ とが あ る ）し て 含 まれ る 微 細 角閃

石 （核 内角閃石 ＝＝ Si−amphibole ｝，
2）微細 な 斜 長 石 ，

緑 れ ん 石，不透 明鉱物な ど を包有鉱物 （片理 Si を形

成 ）として 含む 極め て 粗粒な普通角閃石 （古期 角閃石

＝ 01d 　hornblende），3）岩 石 の 片理 Seを構成する著

し い 伸長性 を持 つ 細粒普 通角閃石（新期 角閃石 二

new 　hornblende）（HARA 　et　al．，1983）．古期角閃 ）自

は， 新期角閃石 に 対応 す る 細粒角閃石 へ の サ ブグ レ

イ ン 化 を示す残 晶 で あ る （HARA 　et 　al ．
，
1983

，
　Plate

15・b）．古期角閃石 は 斜長石斑状変 晶 の マ ン トル 内

縁に包有さ れ て い る こ とが あ る （HARA 　et　al．，1983，

Plate　15−d）．新期 角閃 石 は斜長 石 斑 状変 晶 の マ ン

トル 外縁 に つ き刺 さ る よ うに成長 し て い る （TAKA ．

GI ＆ HARA ，1979，　 Fig．4 ；　HARA 　 et 　 al ．，1983，

Plate　15・c ＆ d）、幾 つ か の 試料で ，斜長石斑状変晶

の 核最外縁 で Siが カーブして お り， この 時期 に斜長

石粒が 回転 と平行 し て 成長 し た こ と が 観 察 さ れ る

（R −deformation）（TAKAGI ＆ HARA ，1979）．　 Table

1の 角閃石 と斜長石斑状変晶の 再結晶史 は概略 こ の

よ うな組織上 の 特徴を基礎 に 組み 立 て られ た もの で

あ る．角閃石 の 化学組成上 の特徴（Table　l）か ら，斜

長石斑状変晶 は ， 緑閃石 が 安定な や や低温 な条件 か

ら形成が始ま り， 変成温度最高とな る まで 温度 の 上

昇 す る過程を通 し て成長 し て来た こ とが 理 解 され る．

　次 に 白滝第 五 角閃片岩 層 （Fig．3）と そ の す ぐ上 位

の 泥質片岩層の変成変形史 に つ い て
， 汗見川 で 採集

さ れ た試料で の原ら （1984），
HARA 　et　al ．（1985）に

よ る解析結果を見て み よ う．第 1の 白滝第五角閃片

岩層 の 試料 （AF 　7）で は ， 斜長石 斑 状変晶 〔灰曹長石

（An 　13％）を含む〕と角閃石 の 組織 は，白滝角閃片岩

層 の それ らの 示す組織 と全 く同 じ特徴 を持 っ て い る．

こ れ は原ら（1980）の 解析例 に もみ る こ とが 出来る も

の で あ る．し か し なが ら ， 白滝第五 角閃片岩層で は ，

核内角閃石の 化学組成は ， 岩石の片理 Se を構成す

る新期角閃石 の そ れ と ほ ぼ同 じで ， 低い Si値（高い

A1 値）を持 つ 普通 角閃石 で ある 〔Table　2 ；原 ら

（1980，図 10）〕の で，斜長石 斑 状変晶の 出現 は 白滝

角閃片岩層 に お け る よ りは る か に高温 で始 ま っ た も

の と考 え られ る．こ の 試料 に は ざ くろ 石 が 含 ま れ る
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Fig．4　Diagram 　 showing 　 schematically 　the 　temperature ・pressure 　path　 of 　 meta ・

　 morphism 　 of 　the　biotite　 zone 　of　the　Sambagawa 　belt，　 Central　Shikoku．
　a）Temperature −pressure　path （solid 王ine） after 　 BANNo 　 et　aL （1981）．

　b）dotted　line　l　temperature −pressure　path　of　metamorphlsm 　of　the　pelitic

　　 schist （01igoclase −biotite　 zone ）placed 　 just　 on 　the　 5th　 Shirataki　 hornblende−

　　 schist　in　the　Asemi 　River．　 data　 of 　point　1 ：temperature ＝575℃ and 　pres−

　　 sure ユ11．1kb．　 dashed　line：temperature ・
pressure 　path 　 of 　 metamorphism 　 of

　 　 the 　si1 童ceous 　pelitic　schist （low　temperature　part 　of 　albite −biotite　zone ）

　　 of　the　Saruta　River．　 data　 of　point　2 ： temperature ＝491℃ and 　pr巨ssure ＝

　 　 12．7kb ．

が
， ざ くろ 石 は

， 斜長石斑状変晶 内 に は 多量 に 存在

す る が ， 基質 で は 極 めて 稀 に 認 め られ るに 過 ぎな い ．

同様の例を原ら （］980）が 記載 し て い る．基質の ざ く

ろ 石 に は 片 理 Se を構成 す る 新期角閃 石 に よ っ て 片

理 に 直交す る粒界側で MnO 値の 高い 粒内部 ま で食

い 込 ま れ て い る組織 が観察 さ れ る．こ の ざ くろ 石 は

石英，緑 れ ん 石，不透明鉱物な ど を包有鉱物 （片理 Si

を形成 ）として 含 む 斑状変晶 で あ る．片 mp　Si は 片 理

Se に 斜交 して い る．片理 Si と 片理 Se の 関係 か ら，

ざ くろ 石 の 形成期 が ， 片理 Se形成前 と規定 出来 る

の で ， ざ くろ 石 は 片理 Se 形成期 の 応 力場 の も と で

よ り低圧 と な る 側 （SHIMAMOTO ，1974 参照）か ら 新

期角閃石に よっ て 交代 され た と結論 さ れ る．片理 Se

形成期 に ，低圧場が 出現 し ， ざ くろ石 は 不安定 で あ っ

た と考え ら れ る．東野（1975）は ， 汗見川地域 の 泥質

片岩 に お い て，岩石 の片理 （片理 Se と同時相 の もの

と考え られ る岩石構造）を構成す る黒雲母が ， ざくろ

石 に 食 い 込 ん で い る組織を記載 し ，
こ の 黒雲母が形

成 さ れ た 時 ， 変成場 は 低圧 と な り， ざくろ 石 は 不安

定 で あ っ た可能性を議論 して い る．残念 なが ら ， 東

野 は ， ざ く ろ石の形成期を別の組織規準か ら規定し

て い な い の で ， 記 載 だ け か ら は 黒 雲 母 と ざ く ろ 石 の

共生を否定出来な い ．し か し な が ら ， 後で引用 さ れ

る 白滝第五 角閃片岩層直 上 の 泥質片岩層 の 資料は ，

岩石 の片理 形成期に 黒雲母は安定で あ っ た が ，ざ く

ろ 石 は 不安定 で あ っ た こ と を示す．

　HARA 　et　al ．（1985）が記載 し た 白滝第五 角閃片岩

層か らの第 2 の試料（HSM83072904 ）は ， 角閃石 ， 緑

れ ん 石 ， 石 英を主要造岩鉱物 と し， 斜長石斑状 変晶

と ざくろ石 を含 まな い もの で あ る （斜長 石 は存在す

る）．角閃石は ， 組織上出現時相を異 に す る 三 っ の群

に 分け られ る： 1）微細 な緑 れ ん 石 ，不透 明 鉱物 な ど

を多量 に包有鉱物（片理 Siを形成）と し て 含む極め

て 粗粒な 角閃石 （古期角閃石），2）岩石 の 片理 Se を

形成す る細 粒角閃石（新期角閃石）， 3）古期角閃石の

ブ ーダ ン の separation に 発達 す る針状角閃石．古期
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角閃石 と新期角閃石 は，組織上，前記 の 試料（Table

1）の そ れ らに そ れ ぞ れ 比較さ れ る も の で あ る （Table

2）． こ の 2 群 の 角閃石 は黒 雲母帯 の 塩基性 片岩 の

大抵 の もの に お い て 観察 さ れ る が ，古期角閃石 は微

量 に な っ て い る こ とが 多 い ．こ の 試料 で は古期角 閃

石 は大量 に 残存 して お り， 角閃石量 の 70％ を越 えて

い る．古期 角閃石 の 化学組成 と新期角閃石 の それ は ，

は っ き りと 異な っ て お り，前者は よ り高い A1 値 （よ り

低 い Si値 ）と（Ca＋ Na ＋ K ）値を示す（Table　2），三

波 川帯の Ca 値 に 富む角閃石 で は，変成度 の 上 昇 と共

に Al 値が 高 く な っ て い る （e．g．　 BANNO ， 1964　；

ERNST 　 et　 al ．，1970）． 古期角閃石 が岩石 の片理 Se

を構成 す る新期角閃石 よ り，よ り高温 な条件で 形 成

さ れ た も の と判断 さ れ る．古期角閃石 の ブーダ ン に

伴 っ て 発 達す る 針状角閃 石 は 緑 閃石 で あ る（Table

2）． ブーダ ン の 形成 に 関与し た変形作用 は ， 片理 Se

に 沿 う剪断変形 で あ る．石英に富む シ ーム で の 石英

の 形態 ・格子定向配列の 解析か ら， こ の 剪断変形 は

三 波川帯 の trend に 平行 な左横ずれ で あ る こ とが 明

らか に され て い る（HARA 　et 　al ．，1985）．

　原ら （1984）， HARA 　et　al．（1985）はまた，汗見 1「1

の 白滝第五 角閃片岩層直上 の 泥質 片岩 （HM 　8310

1402）で ，黒雲母，ざ くろ石 ， 斜長石斑状変晶 〔灰曹

長石 （An 　14％）を含む 〕の組織か ら， それ らの 共生関

係 と変形史を解析 し て い る．ざ くろ石 は 変成作用 の

比較的初期の頃か ら の岩石 の構造 ・組織 を包有 しな

が ら成長 し て い る の で ，変成変形史 を編む 上 で 重要

な鉱物で あ る．こ の 泥質片岩 の ざ くろ石 は包有鉱物

の 示す組織 と化学組成か ら三 つ の 部分 に 区分 さ れ る

（Table　3）：1）粒 中央部 に お い て 高 い MnO 値 を示

し，包有鉱物 の 片理 Sicが摺 曲を形成 して い る部分

（核），2）核 を と りま き片 理 Sicに 斜交 す る包有鉱物

の 片理 Siが発達す る 部分 （マ ン トル 内縁）， 3）最外縁

に 位置し最も低 い MnO 値を 示 し ， 包有鉱物が 片理

Siに斜交 して配列（平行 と な っ て い る場合 も あ る ）

して い る部分 （マ ン トル 外縁）．マ ン トル 外縁 で の 包

有鉱物 の 配列は常 に 岩石 の 片理 Se と不運続 で あ り ，

そ の 方位は し ば し ば片理 Se に 大 き く斜交 して い る．

これ は 片理 Se 形成期 に ざ くろ 石 の 成長 が なか っ た

こ と を指示す る組織 で ある．従 っ て ，KURATA 　＆

BANNO （1974）， 東野 （1975）は 岩石 の 片理 （片理 Se

に相当）を構成す る緑泥石が ざ くろ石 と共生 関係 に

あっ た もの として ， ぎ くろ 石 一緑泥石 間の Mg −Fe

元素分配 を求 め て い るが ，
こ れ は根拠の な い 作業で

あっ た と い う こ と に な る．片理 を構成す る緑泥石 に

部分的 に ざ くろ 石 と共 生 した 緑泥石 が 残 っ て い る 可

Table　1．　 Relationship　between 　deformation　 and 　metamorphism ．
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能性 が 考 え られ る が
，

こ の 緑泥石 の 出現時期 を明確

な time−marker に よっ て 指定識別 す る こ と は極 め

て 困難 な 作業で あ ろ う．単 な る 化学組成 の累帯構造

の解析は有意な情報と な ら な い ．

　 こ の 泥質片岩 に お い て
， 斜長石斑状変晶 の 核 の 不

透明包有物 の 作 る 片理 Siが ，それ と接 して 成長 して

い る ざ くろ 石 の マ ン トル 内縁の 片理 Si に連続 し平

行 で あ り ， 両者 が 共生 した もの で あ る こ と を 示 し て

い る組織が 観察さ れ て い る （原ら，1984）．こ の斜長

石斑状変晶 の 核 の 外側 （ざくろ 石 と接 して い ない 側 〉

に 片 理 Si に 斜交 し て 包有鉱物が 弱 く配列 す る 部分

（マ ン トル 内縁）があ り， 更 に そ の外側に わず か で は

あ るが包有鉱物が明瞭 な片理 を形成 し て発達 す る部

分 （マ ン トル 外縁）が ある．こ の マ ン トル 外縁の片理

は岩石 の 片理 Se に 連続し平行で ある．斜長石 の マ

ン トル 内縁 とざ くろ 石 の マ ン トル 外縁が 共生 関係に

あ ると判断 され る．斜長石 の マ ン トル 内縁 の 形成期

が変成作用最盛期 と い う こ と で あ る．泥 質片岩 に お

け る斜長石斑状変晶形成期 は塩基性片岩 に お け る そ

れ （Table　2）と よ く対応 し て い る．

　 こ の 泥 質片岩の斜長石斑状変晶内に は黒雲母や 白

雲母 が数多 く包有さ れ て い る．ざ く ろ石 の マ ン トル

に も 黒雲母 が包有さ れ て い る こ とが あ る．黒雲母が

包有 され て い る位置 で の ざ くろ 石 の MnO 値 は約 1．

9％ ，
1，8％，0．7％ で あ る．また ， ざ くろ石 マ ン トル

最 外 縁 の MnO 値 が 異 常 に 高 く な る 逆 累帯 部

（MnO 　・ ・　Ca　2．18％）に も黒 雲母 が 包有さ れ て い る．こ

の た め ，こ の試料で は，ざ くろ 石 の 部分部分 と そ れ

ぞ れ 共生 関係 に あ っ た と考え られ る黒雲母 を指定す

る こ とが 出来る．こ の よ う な組織 閧係 か ら，原 ら

（1984）は Table　3 の よ うな斜長石 ， ざ くろ 石 ， 黒 雲

母の共生関係を得て い る．東野 （1975）は ざ く ろ 石 と

黒雲母 が 共生関係 に あ っ た か どうか を明 らか に し得

な か っ た が
，

こ の試料で は両者の 共生 は明瞭 で あ る．

この 試料 で は ， ざ くろ 石 マ ン トル 外縁 の MnO 値が

約 0．7％で あ る位置に，黒雲母 と共 に，白雲母 と斜長

石 が 包有 され て い る （原 ら，1984，第 3 図）． こ こ で ，

こ れ らの 包有鉱物が ざ くろ 石 （MnO ； ．7％）と共生

関係に あ っ た もの と仮定 して ，GHENT ＆ STOUT

（1981）の 方法 に よ り，MnO ＝O．7％の 時 点 の 変成温

度・圧 力 を 求 め る と ， 575℃
，
ll．1kb とな る．片理 Se

形成期に ざ くろ石 は 不安定 で あ り黒雲母 と共生 し な

い ．片理形成期 に 低圧 な 条件 が 出現 し た ら し い （東

野 ， 1975の 議論参照）．

　上記 の よ うに 原 ら（1984）は汗見川地域 の 白滝第五

角閃片岩層直上 の 灰曹長石一
黒 雲母帯 に 属す る泥 質

片岩 に お い て ， ほ ぼ 変成作用最盛期にあた る時点の

温度 と圧 力 を 575℃ ，11．1kb と求め て い る（Fig．4）．

四 国三 波川帯で は 灰曹長石
一

黒雲母帯が最高温部 で

あ り， 温 度の 低下 に 伴 っ て曹長石
一

黒雲母帯，ざ く

ろ石帯 ， 緑泥石帯 とな る（BANNO 　et 　 al ．，1978）の で

あ る が ， これ らの帯は変成場で は ど の ように配置し

て い た の で あ ろ うか．こ の 問題 は Fig．3 に 示 さ れ る

各帯 の 現在の配置関係か ら は決定 し得 ない ．坂野 ら

（1981）は下位高温 と な る 変成場 の 温度構造モ デ ル を

提示 して い る． こ れ は HASEBE 　et 　al ．（1970），　TOK −

SOz　et　 al ．（1971｝，　WANG ＆ SHI （1984）の 示 した沈

み こ み帯の 温度構造 モ デ ル と は対応 しな い もの の よ

う に 思わ れ る．HARA 　et 　al ，（1983）は ， 猿 照 川 地域

の 曹長石
一

黒雲母帯上端に ご く近 い 位置か ら採集 し

た 珪泥質片岩 の ざ くろ石 に つ い て記載 し て い る が，

こ の 試料 の 斜長石斑状変晶に は 白雲母，黒雲母，ざ

くろ 石 が隣接し て 包有さ れ て い る．そ こ で 原 （1985），

HARA 　et　al ．（1985）は，こ れ らの 黒 雲母 ， 白雲母 ，

ざ くろ 石 ， 斜長石斑状変晶 は互 い に共生関係に あっ

た も の と仮定 して ，GHENT ＆ STOUT （1981）の 方

法 に よ り温度 と圧力を求め て い る．温度 491℃，圧 力

12．7kb と見積 られ た （Fig．4）， こ の 資料 は ， ほぼ変

成作用最盛期 に あ た る 時点 に は ， 灰 曹長石
一
黒雲母

帯か ら曹長石
一

黒雲母帯上端 へ 向 か っ て ， 温度が減

少し圧 力が 増加す る ような関係 に な っ て い た こ と を

指示す る もの で ある （Fig．4）． こ れ は 坂 野 ら （1981）

の 温度構造 モ デ ル に は調和 し な い が ， HASEBE 　et

al ．（1970），　 TOKsOz　 et　 al ．（1971），
　 WANG ＆ SHI

（1984）の 示す沈 み こ み帯 の 温度構造 モ デ ル に は調和

す る結果で あ る．

　以 上 に 示 され た試料に お い て ，岩石 の 片理 Seは

同
一

時相 の 構造 で あ り，
こ れ に 試料間 の 変成変形史

の 対 比 の
一

つ の 規準 を求 め る こ と が 出来 る （Tab玉es

1−3）．塩基性 片岩に お け る粗大な 古期 角閃石 の 形成

期，そ して 泥質片岩 に お ける ざ くろ 石 の マ ン トル 外

縁 の 形成期が 変成場 で 変成温度 が 最高に 達 し た時で

あ り， 片理 Se の 形成 期 は 後退変成 の始 ま りで あ り，

低圧場（地殼表層）へ の 移行期 で あ る の で ， 片理 Se
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を形成 せ しめ た 造構作 用 は変成場 か ら の 解放 を も た

ら す造構作用 で あ っ た と い う こ と に な る （HARA 　 et

a9．，1983 ； 原 ら，　1984 ；HARA 　et　a！．，1985）．　三 波

川帯の 変成岩類 の 示 す最 も 主要な岩石構造で あ る片

理 Se 〔原 ら（1977）が層面片琿 と よ ん だ もの に 対応〕

と そ れ を構成 す る 変成鉱物 の 主体 が ，変成場 か ら の

解放過程 に 形成さ れ た とい う こ と で あ る． こ れは，

原 ら（1977）の 予測 と は違 っ た結果で あ る．

　古 期 角 閃 石 が 太量 に 残 存 し て い る 試料 （HSM

83072904）で 測定 され た古期 角閃石 の 格子 方位 は
，

定 向配 列 を 示 さ な い （原，1985 ；HARA 　 et　 a！．，

1985）．これ は，変成温度最高 となる時，変成場 は造

構作 用 の 進行し な い 静的な環境 で あ っ た こ と を 指示

す る情報 で あ ろ う．

　斜長石斑状変晶と角閃石 の 示す組織 の 比較 か ら，

自滝第五 角閃片岩層の変形 史 は 白滝角閃片岩層 の そ

れ と よ く対応す る（Tables　1−2）．　 TAKAGI ＆ IIARA

（1979）は，白滝 角閃片岩層に お い て
， 斜長石斑状変晶

の 核形成期（核最外縁形成期を除 く）に 造構作用が 起

ら な い 静的 な環境 があ っ た こ と を 明 ら か に して い る．

自滝 第五角閃片岩層直上 の 泥質片岩（HM8310工402｝

の 斜 長 石 斑 状変 lllIrグ）核 の 片理 Siは不透 明 包有物 に

よ っ て 明 瞭 に 規定 され る構造 で あ る が ．核内に 包有

され て い る黒雲母 は 定向配列 を示 さな い ．従 っ て ，

こ こ で も核 形成期 は 造構作 用 の な い 静的 な環境 に

あ っ た と考え られ る．

　前田・原｛1984）は，猿田 川 地域 で 採集 した砂質片岩

に お い て ，斜長石 斑 状変晶は，変成温度 （ざくろ石 の

化学組成 の 累帯構造 か ら推定）が か な り上昇 した 頃

（
’
rBi −deformation後）か ら成長を始め，変成温度最

高と な る ま で成長 を続 けた こ と，こ の 間造構作用 は

な く静的な環境 で あ っ た こ と を明 らか に し た．MAE ・

DA ＆ HARA （1983）は，別子山村肉淵地域 で 採集 し

た 泥質片岩で も， 斜長石 斑状 変晶 が 造構作用 の 行 わ

れ な い 静的 な 環境 で 成長 し た こ と を 見出し て い る．

　 上 記の よ う な試料 の 組織解析 か ら，変成作用 進行

過程 の造構作用 は 次 の よ う に 説明 され よ う ： 1） ざ

く ろ 石 に み ら れ る 片理 Sicの 形 成期 の Sic−defer−

mation ， 2）片理 Sic の 褶 川1の 形 成 CBic・deforma−

tion）
一

こ の 中 に は snow 　ball構造 と考え ら れ る も の

が あ る． 3） ざ くろ 石，古期 角閃石 に み られ る月
．
理

Si形 成 期 の Si−deformation， 4） ざ く ろ 石 マ ン ト

ル 成長 前の 片理 Siの 褶lh作用（Bi−deformat｛on ）（前

田 ・原 ，
1984）， 5）斜長石斑状変晶核 形成期 の 静的

環境 ， 6）R ・deformation（局 所的現象）， 7＞斜長石

斑 状変晶マ ン トル 内縁 ， ざ くろ 石 マ ン トル 外縁，古

期 角閃石 な ど の 形成期の静的環境 ， 8）岩石 の 片理

Se（層面片理）形成期 の Se−deformation．　 Tables　1

−3 の変形史 は こ の よ うな解析結果 と変成岩類 に み

られ る石英脈群の 形成 （
＝fracturing）史の 解析結 果

を 基礎 に 組み 立 て られた
一
もの で あ る （IIARA　 et　 a9．，

1983
，
1984｝．

　造構作用 は あ る拡が りを もつ 領域 を通 して 必ず し

も penetrative に は起こ ら な い で あ ろ う と考え られ

る の で
，

こ れ ま で に 解析 され た 試料か らの 情報 が ，

どσ）程度
一

般性 を持 つ もの で あ る の か 明 ら か で な い ．

こ の た め
， 今後広域 に わ た り多 くの 試料 が 採集 され ，

変成変形史 が 解析 され る必要 が あ る が，こ れ ま で の

解析結果に従っ て 次 の ような
一

つ の 仮説 を示す こ と

が 出来る で あ ろ う．片理 Sic，褶曲 Bic，片理 Si，停1

曲 Bi な どを形成 し なが ら造構作用が進行す る中 で，

変成温 度 の 上昇が 行 わ れ た．っ い で ，変成場 は，局

所的に造構作用が行わ れ る こ とは あ っ て も全体 的 に

は 造構作用 の 行われない 静的な場 と な っ た．静的な

環境 の 中で ，変成温度 は 更 に 上 昇 を続 け た が， こ の

時期 に入 っ て 変成鉱物 は全体 と して著 し く粗大化し ，

幾種か の 鉱物は斑状変晶 と な っ た． こ れ は，そ の 直

前の，片理 Si，褶曲 Bi を形成す る 造構 作用 が 進行す

る 問 に，ざ くろ 石 が 成長し な か っ た （前 田 ・原，1984＞

の と は，著 し く対照的 な こ とで あ る．つ い で ，片理

Se の 形成 と後退変成 を伴 い な が ら変成場 か ら の 変

成岩類の 解放が起 こ っ た．

　 変成場 か ら変成岩類 の 解放が 始ま る直前に静的 な

環境 が 出現 し て い る ．こ の こ と の 意味は何で あ ろ う

か ．高圧変成場 の 造構 作用 が海域 の 沈 み こ み を反映

した も の で あ る と す れ ば ， 変成場 に 造構作用 が 行 わ

れ な い 静的 な環境が 出現 した と い うこ と は，沈 み こ

み 0）停止 が あ っ た こ と を示す もの で あ り，沈 み こ み

の 新 し い 始 ま り を 反 映 し て 変成場 か ら変成岩類の 解

放（変成場 の 崩壊）を もた らす片理 Se形成期 の 造 構

作 用 が 始 ま っ た も の と考 え る こ とが 出・来 る か も知 れ

ない ．あ る い は また ，
こ の 時相 の 変形作用 が ，変成

作用 の 進行に伴 う岩石物性の 変化を 反映 し
．
て ，pe −

netrative に は行わ れ な くな り，局所 に 集中して 起
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こ っ た こ と に よ る とい う説明 も可能か も しれ な い．

変成岩類 の 解放が は じ ま る Se一造構時相 に 入 り，変

成岩類が 再 び penetrative な 変形作用を 受 け る よ う

に な っ た の は ， こ の 時柑 に 沈 み こ ん だ 新 しい 付加体

か ら 多量 の 水 の 供給 を 受 け，変成岩類 が 再 び 変形 し

や す くな っ た た め で あ るの か も しれ な い ．

　新 し い 沈 み こ み の 始 ま り に よ る 変成場 か ら の 変成

岩類 の 解放 をもたらす造構作罵は，まず岩石 の 破断

（fracturing）をもっ て始ま る （Tables　1−3）（HARA 　 et

al．，1985）． つ い で そ れ は 片理 Se を形成 せ し め る延

性的変 形作用 に よ っ て 行わ れ る よ う に な る．原 ら

（1980）は ， 黒 雲 母帯 で は 異 な る 熱史 を持 つ 岩体 の 混

在化が み られ，そ れ は斜長石斑状変晶核形成後片理

Se 形成前 に 起 こ っ た 現 象 で あ る こ と を指摘 し て い

る．こ の よ う な変成場 の テ ク トニ ッ ク メ ラ ン ジ ュ 帯

へ の 転化 は，今 口の 知識で は，片理 Se 形成期直前の

破断現象と，そ れ以 降の 造構作用 に 求め るの が妥当

の よ う に み え る．ち な み に ， 二 波川変成岩類 の 変形

は，Tables　1〜 3 に 示 され て い る よ う に ， 変成過 程 か

ら解放過程 まで 延性 的変形 と破断変形 の くりか え し

と し て 進 行 し て い る．

　造構作用 停止期に変成鉱物が極 め て 粗大 な粒 に 成

長し た 理 由を ， 単に変成温度 の 上昇 に 求 め る こ とが

出来な い こ とは ， 白滝 角閃片岩 層 と 白滝第 五 角閃片

岩層 で 斜長石斑状変晶 の 出現温度 に 相違 が あ る こ と

か ら ［IHらか で あ る．こ れ に は，造 構作川 の 予
ll‘」ヒが 大

きな 原因 となっ て い る と考え ら れ る．

　変成場 が 静的 な 環境 とな る 前 に ，す で に，白滝角

閃片岩 層 と白滝第 五 角閃片岩層の 間に変成温度に 差

が 生 じて い る（Tables　l−2）．従 っ て，変成場の 温度

構造 の 基本特性 は ， 造構作用（Sic→ Bi）が 進行す る

中 で ， 与 え られ て い た もの で あ り，沈み こ み 停止 に

よ っ て 生ず る沈 み こ み 帯 の 温度構造 の 同復 に 求め ら

れ る もの で は な い よう で あ る．HARA 　 et　 del．（1983，

1985），
原 ら （1984）， 原 （1985）が 三 波川帯の 変成岩類

の 持 つ 最 も主要 な岩石構造 で あ る 層面片理 （原 ら，

1977＞と呼ばれ て き た片理 Se が，変成場 か ら変成岩

類 が解放 され る初期段階 の 造構作用を反映 した 岩石

構造 で あ る こ と を明 らか に した こ と は
， 片理 Sicか

ら褶 曲 Bi ま で の 構造が確認 され た と し て も，変成

場発生時 か ら変成作用最成期 の 静的環境 出現期 まで

の 造構作用 び）運動像 の 解析 が ，極 め て 困難 な作業と

な る こ と を予測 さ せ る も の で あ る．し か し な が ら ，

一
方 で

， 前田・原 （1983， 1984）が褶曲 Bi が後生的変

形 に よ り改変 さ れ た と し て も野外 で直接解析出来る

岩石構造 と して 残存 し て い る こ と を 明 ら か に した こ

と に ， 著者 らは こ の 作業 に対 する希望 の 灯 を見 るの

で あ る．

結 語

　以．．ヒに お い て ， 三 郡帯 と三 波川帯 の 造構作用 に関

す る研究の現状を見 ， 幾つ か の今後の課題を 示 し て

きた． こ れ ま で に 用 い ら れ て き た研究方法 に よ り多

くの ， そ し て よ り正 確な情報を集め る こ と，表層現

象 か ら の情報 と 深 層現象 か らの 情報 を統
一

的 に 理 解

す る 道 を求め る こ とが 重要で あ ろ う．
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