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　　　　　　淡路島の花嵩岩類

リエイションを有する花崩岩類について一

高橋　ジ告＊ 月侵部　仁＊

TAKへHAsHIYutakaand　HATToRI　Hitoshi（1992）　Graniticrocks　inAwaji　Island－with　an　em・

　　　　　phasis　on　the　foliated　granitesr　B％JZ．（｝60」．S％7び．ノ4ゆ伽z，vo1．43（5），P．335－357，15fig．，

　　　　　2P1．

Aめst職et：Granitic　rock：s　in　Awaji　Island　can　be　divided　into　eleven　bodies，judging　from　their

lithology，areal　extent　and　intrusive　relations，and　also　classified　into　three　age　groups；

Granitic　Rocks　I，Granitic　Rocks　II　and　Granitic　Rocks　III．And　there　are　many　dike　rocks　of

two　st3ges，Older　Dikes　and　Younger　Dikes。

　　　　　The　Granitic　Rocks　I　are　composed　of　the　Shio　Granite，Tsushigawa　Granite，Shizuki

Tonalite　and　Ei　Granodiorite．These　rocks　aremore　orless　deformed，exhibitingfoliations　and

formgentlyundulatingfolds　onaregionalscale．Mylonite　isformedin　stronglydeformedpart

oftheGraniticRocksI，indicatingadextralshearmovement。TheOlderDikes，mainlyWNW－
ESE　trending，are　foliated　granite　porphyry　and　meta・porphyrite，and　intrude　into　the　Granitic

RocksI．Rhyoliteweldedtuffs（SennanRhyolites）areexposedassmallbodiesatthesouthem
margin　of　granitic　rocks　and　are　thermally　metamorphosed　by　the　Granitic　Rocks　II　and

covered　unconformably　with　the　Late　Cretaceous　Izumi　Group．

　　　　　The　Granitic　Rocks　II　are　composed　of　the　Sumoto　Granodiorite　and　Nojima

Granodiorite．These　are　massive　and　medium－grained　homblende－biotite　granodiorites。Both

granodiorites　are　emplaced　to　the　south　and　the　north　ofthe　Granitic　Rocks　I，and　intrude　into

the　Granitic　Rocks　I　which　are　partly　recrystallized。

　　　　　The　Granitic　Rocks　III　are　composed　of　the　T6sanji　Granite，Senzan　Granite，

Kagaribayama　Granite，Iwaya　Granite　and　fine－grained　granite．Each　ofthese　granites　forms　a

stock，and　is　massive　and　mediuni－to　fine－grainedbiotite　granite　rarelyhaving（1ark　inclusions．

The　Younger　Dikes　are　granite　porphyry　and　porphyrite，and　intrude　into　all　these　granitic

rocks，mainlyNNW－SSE　trending．

　　　　　　Foliations　imprinted　in　the　Granitic　Rocks　I　and　the　Older　Dikes　are　formed　by

mylonitization　prior　to　intrusions　ofthe　Granitic　Rocks　II，judging　from　the　latter少s　thermal　ef－

fect．

　　　　　　Themylonite　zoneislocated　about20kmnorth　oftheMedianTectonicLine，anditcor－

respondstothe‘‘1mer　ShearZone”ofthe　RyOke　Belt。Themyloniteshows　dextralshearmove－

ment，which　is　the　reverse　of　many　other　mylonites　in　the　Ry6ke　Belt．

要　　旨

　淡路島の花崩岩類は，岩相，分布及び岩体相互の貫入

関係から大きく3時期（花闘岩類1，丑，皿），11岩体に

区分できる．

　　花崩岩類1は，フォリエイションの発達した花嵩岩一

トーナル岩からなり，斑れい岩類，変成岩類を伴う．花

崩岩類1は，いわゆる，古期領家花嵐岩類と呼ばれてい

るものに相当する．花崩岩類1には塑性変形組織が認め

られ，その強変形部は，典型的なマイロナイトとなって

いる．したがって，花崩岩類1のフォリエイションは，

花崩岩類1の逆入・固結後の塑性変形（マイ・ナイト化

作用）によって形成されたと解釈できる．

＊地質部

Keywords：Awaji　Island，Sumoto，Akashi，Suma，Hy6go，Kinki，

granite，grano（1iorite，tonalite，dike，mylonite，foliation，Ry6ke

Belt，Ry6ke　Inner　Shear　Zone，Cretaceous
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　花嵩岩類豆は，塊状の角閃石黒雲母花嵩閃緑岩で，フ

ォリエイションを持たず，一部で花嵩岩類1を捕獲し，

接触変成作用を与えている．花嵩岩類皿は，塊状の花崩

岩からなり，花嵐岩類1及び五を貫くが，花嶺岩類Eに

は接触変成作用を与えていない．花嵩岩類の南縁には，

泉南流紋岩類が分布し，花嵩岩類11による貫入を受け，

再結晶しており，和泉層群に不整合に覆われている．

　淡路島のマイ・ナイト帯は，中央構造線から約20km

北に位置し，領家帯の「内部勢断帯」に相当する．マイ

・ナイト形成時の運動像は，右横ずれ勢断のセンスを示

している．この運動像は，領家帯のマイ・ナイト帯の多

くとは逆であり，中央構造線の初期の運動像を解明する

上で重要である．

1．はじめに

　淡路島は，西南日本内帯の最南部に位置しており，島

の南端を中央構造線がかすめている（第1図）．淡路島の

基盤を構成する岩石は，主として白亜紀に形成された花

崩岩類であり，花嵩岩類の南端に少量の泉南流紋岩類1）

（市原ほか，1986）が分布する．これらの分布域の南側に

は，白亜紀末期の海成層である和泉層群が分布し，花嵐

岩類及び泉南流紋岩類を不整合に覆っている．

　淡路島の先第三紀深成岩類のうち洲本北方の斑れい岩

について，小川（1896），吉澤（1950）の記載的研究があ

る．諏訪・濡木（1968）は，淡路島全体の先第三紀深成岩

類を初めて本格的に研究し，淡路島の花崩岩類を，古い
　　　　　　しづき方から若い順に志筑花嵩閃緑岩，明神花嵩岩，洲本花嵩

閃緑岩及び岩屋花嵩岩に区分した（第2図）．そして，志

筑花崩閃緑岩を古期領家花崩岩類に，明神花闘岩及び洲

本花崩閃緑岩を新期領家花嵩岩類に属するものとし，岩

屋花嵩岩を中国地方に広く分布する後期白亜紀花嵩岩類

の一つとして位置づけている．

　その後，5万分の1地質図幅r須磨」（藤田・前田，

1984）では，淡路島北東端の花嵩岩類の岩体区分と岩石

記載が行われた．すなわち，淡路島北東端の花嵩岩類を

洲本花崩閃緑岩，岩屋花嵐岩，細粒花嵐閃緑岩に区分

し，岩屋花嶺岩が洲本花崩閃緑岩に対して貫入関係にあ

ることが示された（第2図）．また，中島ほか（1985，

1986）は，淡路島全体の先第三紀深成岩類及び泉南流紋

岩類について，詳細な岩石記載を行い，これらを総括し

ている。中島ほか（1986）のまとめによれぽ，淡路島の花

1）紀伊半島の泉南地方を模式地とする流紋岩溶結凝灰岩を主とする地層

　は，従来，泉南酸性岩類（市川，1960），泉南酸性火砕岩類（市川・大

橋，1965）及び泉南層群（山田ほか，1979）と呼ばれてぎたが，本論で

　は市原ほか（1986）に従い，泉南流紋岩類と呼ぶ．

嵩岩類は，3時期，10岩体に区分され，第1期花嵐岩類

は古期領家，第2期・第3期花嵩岩類は新期領家花嵐岩

類に対比された．ただし，第3期花嵩岩類は，岩質的に

は山陽帯の小豆島花崩岩や広島花嵐岩（細粒相）に類似し

ているとしながらも，新期領家花崩岩類に含められた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つなお，分布は多少異なるが，中島ほか（1985，1986）の都
しがわ

志川花嵩岩，野島花嵩閃緑岩は，それぞれ，諏訪・濡木

（1963）の明神花嵩岩，洲本花嶺閃緑岩のうちの淡路島北

部に分布するものに相当する．

　さらに，5万分の1地質図幅r明石」（水野ほか，1990）

では，淡路島北部の花崩岩類の岩体区分と岩石記載が行

われ，中島ほか（1986）とは異なった見解を示している

（第2図）．r明石」図幅では，淡路島北部に分布する花

崩岩類を3時期（花嵐岩類1，■，皿），6岩体に区分し

た．そして，志筑トーナル岩（中島ほか，1986の志筑花

嵩閃緑岩に相当）と野島花嵐閃緑岩との貫入時期の間隙

を重視し，志筑トーナル岩を花嵐岩類1に，野島花闘閃

緑岩を花崩岩類■に含めた．また，中島（1985），中島ほ

か（1986）で，野島花闘閃緑岩常隆寺花崩閃緑岩相とされ

たものは，志筑トーナル岩に含めた．

　続いて，5万分の1地質図幅「洲本」（高橋ほか，1992）

では，淡路島中央部に分布する花崩岩類を，3時期（花

嵐岩類1，五，皿），7岩体に区分した（第2図）．r洲

本」図幅では，志筑トーナル岩と洲本花嵩閃緑岩とは，

マイ質ナイト化作用を挟んで貫入時期の異なるものとし

てとらえ，志筑トーナル岩を花嵩岩類1に，洲本花嵩閃

緑岩を花崩岩類■に含めた．

　本論では，r須磨」・「明石」及び「洲本」図幅の野外

調査のデータを基に，淡路島の全花崩岩類の岩体区分を

まとめ，淡路島における先第三紀火成活動及び構造運

動，特に花嵩岩類のフォリエイションに関する諸問題に

ついて考察する．

2．地質概説

　淡路島の和泉層群堆積以前の構成岩石は，大部分が花

嵐岩類やこれに伴う塩基性岩類からなり，変成岩類が小

岩体として花嵩岩類中に捕獲されている．また，これら

の花嵩岩類，変成岩類の南側に少量の泉南流紋岩類が分

布する．淡路島及び周辺地域の先第三紀基盤岩類分布の

概略を第1図に示す．また，淡路島の先第三紀基盤岩類

の地質図を，淡路島北部（第3図）と中央部（第4図）とに

分けて示した．

　淡路島の花崩岩類は，岩相，分布及び岩体相互の貫入

関係から大きく3時期（花嵩岩類1，E，皿），11岩体に

区分できる（第5図）．また，新旧2時期の岩脈類（古期
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淡路島の花崩岩類（高橋・服部）
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第1図　淡路島及びその周辺地域の先第三紀基盤岩類の地質図

　　　広川ほか（1973），田中ほか（1982），政岡（1982），佃ほか（1982，1985），寒川ほか（1983），市原ほか（1986），水

　　　野ほか（1990），高橋ほか（1992）より編集。六甲山地の布引花崩閃緑岩の一部にもフォリエイションが存在する

　　　（藤田・前田，1984）．

Fig．1　Simplified　geologic　map　of　pre－Tertiary　basement　rocks　in　Awaji　Islan（i　and　its　vicinities．

　　Compiled　after　Hirokawaθ渉認（1973），Tanakaε地孟（1982），Masaoka（1982），Tsu㎞da6如よ

　　　（1982，1985），Sangawa召地孟（1983），Itihara6麺よ（1986），Mizuno6地孟（1990）an（i　Takahashi

　　6’4乙（1992）。Nunobiki　Granod圭orite　in　RokkδSanch互shows　foliation　partly（Hujita　and　Maeda，

　　1984）．

岩脈類及び新期岩脈類）が，花嵩岩類中に貫入している．

　花嵐岩類1は強弱の差はあるものの塑性変形し，フォ
　　　　　　　　　　　　　　　し　お　　　　　　　　　つリエイショソの認められる岩石である．塩尾花崩岩・都
しがわ

志川花嵩岩・志筑トーナル岩・江井花嵩閃緑岩が花嵩岩

類1に含まれる．古期岩脈類は，花嵩斑岩及びひん岩か

らなり，花嵐岩類1のみに貫入し，フォリエイションが

認められる．岩脈の貫入方向は，西北西一東南東が卓越

する。淡路島中央南部に少量分布する泉南流紋岩類は，

花嵩岩類丑の洲本花嵩閃緑岩による接触変成作用を受け

再結晶している．泉南流紋岩類と花嵩岩類1及び古期岩

脈類との関係は分布が離れているため確認できない．

　花嵩岩類豆は，花崩岩類1の北方と南方に分かれて分

布し，塊状の野島花嵩閃緑岩及び洲本花嵐閃緑岩からな

る．花崩岩類丑は，花嵐岩類1に対して貫入し，一部で

接触変成を与えている．花崩岩類皿は，花嵩岩類■に引

き続いて逆入した塊状花嵩岩類で，先山花闘岩・東山寺
　　　かがりば
花闘岩・箋場山花崩岩・岩屋花崩岩・細粒花嵩岩（中島
　　　　　しげたに
ほか，1986の茂谷花崩岩；藤田・前田，1984の細粒花嵩

閃緑岩に相当）からなる．花崩岩類皿は，花崩岩類豆に

対して接触変成作用を与えていない．新期岩脈類は，塊

状の花嵩斑岩及びひん岩からなり，花嵩岩類1，■，皿

のすべてに貫入している．岩脈の貫入方向は，北北西一

南南東が卓越し，前述の古期岩脈類の方向とは斜交す

る．
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第3図　淡路島北部における先第三紀基盤岩類の地質図
　　　　1：新第三系及び第四系，2＝花闘斑岩，3：ひん岩，4：細粒花闘岩，5：岩屋花闘岩，6：籍場山花闘

　　　　岩，7：東山寺花闘岩，8：野島花闘閃緑岩，9；志筑トーナル岩，10：志筑トーナル岩塩基性岩相・11：都

　　　　志川花闘岩，12：斑れい岩，13：断層，14＝フォリエイショソの背斜軸，15：フォリエイションの向斜軸，

　　　　1：花嵩岩類1，■：花闘岩類韮，皿：花崩岩類皿

Fig．3　Geologic　map　of　pre－Tertiary　basement　rocks　in　the　northern　area　of　Awaji　Island．

　　　　1：Neogene　and　quatemary，2＝Granite　poq）h鍔，3＝Porphyrite，4：Fine－grained　Granite，5：

　　　　Iwaya　Granite，6：Kagaribayama　Granite，7＝T6sanli　Granite，8：Nojima　Granodiorite，9：Shizuki

　　　　Tonalite，10：Basic　facies　of　Shizuki　Tonalite，11：Tsushigawa　Granite，12：Gabbro，13：Fault，

　　　　14：Anticlinal　axis　of　foliation，15：Synclinal　axis　of　foliation。1＝Granitic　Rocks　I，IL　Granitic

　　　　Rocks　II，III：Granitic　Rocks　III
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第4図　淡路島中央部における先第三紀基盤岩類の地質図

　　　　1：新第三系及び第四系，2：和泉層群，3：花崩斑岩，4：ひん岩，5：先山花崩岩，6：洲本花嵩閃緑

　　　　岩，7：泉南流紋岩類，8＝花嵩斑岩（古期岩脈），9：江井花闘閃緑岩，10：志筑トーナル岩，11：都志川花

　　　　闘岩，12：塩尾花闘岩，13＝斑れい岩，14：黒雲母片岩，15：断層，1：花闘岩類1，皿：花崩岩類五，皿1

　　　　花崩岩類皿

Fig．4　Geologic　map　of　pre－Tertiary　basement　rocks　in　the　central　area　of　Awaji　Island。

　　　1：Neogene　an（1Quatemary，2：Izumi　Group，3：Granite　porphyry，4：Porphyrite，5＝Senzan

　　　Granite，6：Sumoto　Granodiorite，7：Sennan　Rhyolites，8：Granite　porphyry（Older　Dikes），9：Ei

　　　Granodiorite，10：Shizuki　Tonalite，11：Tsushiga』wa　Granite，12：Shio　Granite，13：Gabbro，14：

　　　Biotite　schist，15：Fault，1：Granitic　Rocks　I，II：Granitic　Rocks　II，III：Granitic　Rocks　III．

　花崩岩類1のフォリエイションは志筑南方で最もよく

発達しており，一部で典型的なマイロナイトとなってい

る．このフォリエイションは，北方ほど弱い傾向が認め

られる．志筑南方では，フォリエイションの走向・傾斜

は，ほぼ，E－W，鉛直，線構造はほぼ水平である．し

かし，西方の，都志一江井周辺では，線構造はほぽ水平

であるが，フォリエイションの走向・傾斜は，NE－

SW，10。一550Eのものが卓越する（第4図）．また，佐野
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第5図　淡路島における花嵩岩類の相互関係

Mutual　relations　of　granitic　rocks　in　Awaji　Islan〔1．

北方では，フォリエイションの走向はほぽ東西である

が，傾斜は500S－30。Nまで変化し，東西方向の軸を持

つ，緩くうねった摺曲構造をなしている（第3図）．ま

た，淡路島には，NE－SW及びNW－SE方向に伸びる

活断層が多数存在しており，基盤岩類を変位させている

が，フォリエイションの傾向は乱されていない．

3．花嵩岩類，泉南流紋岩類及び岩脈類の記載

　3．1花嵩岩類1

　（1）塩尾花嵩岩（SO）

　塩尾南方の海岸沿いの地域に分布する（第4図）．中島

ほか（1985）の塩尾花嵩岩に相当する．

　本岩は，斑状カリ長石が特徴的に認められる花崩岩一

花嵐閃緑岩である（第6図）．基質部は細粒緻密で灰色を

呈し，黒雲母及び細粒石英集合体の定向配列によるフォ

リエイションが認められる（図版1－1）．また，本岩中に

は2×20cm－20×200cm程のレンズ状暗色包有物が普

遍的に存在する（第7図）．

　カリ長石（容量比32．4％），石英（29．7％），斜長石

（28．2％）及び黒雲母（9、4％）からなり，褐れん石，スフ

エソ，不透明鉱物を伴う（GSJ　R57687，図版1－1，2）．

カリ長石は，自形一半自形，斑状で，パーサイト組織が

認められる．石英は，レソズ状に伸びた細粒結晶が集合

し，斑状のカリ長石及び斜長石の周囲を，うねりながら

取り巻いている．斜長石は，自形一半自形，斑状で，展

張割れやキンクバンドが認められる．黒雲母は，半自形

一他形で，茶褐色（YニZ軸色，以下同様）を呈する．フ

ィルム状に伸長し，カリ長石及び斜長石の周囲を取り巻

き，うねりながらフォリエイションを形成している，

　（2）都志川花嵩岩

　都志から志筑，江井にかけて広く分布するほか，佐野

北方にも分布する（第3，4図）．中島ほか（1985，1986）

の都志川花崩岩に相当し，分布もほぽ同様である．ま

た，本岩は，諏訪・濡木（1968）の明神花嵩岩に相当する

が，分布範囲はやや異なっている．

　本岩は，粗粒の角閃石黒雲母花崩岩一花闘閃緑岩であ

り（第6図），暗色包有物をほとんど含まず，黒雲母及び

角閃石の定向配列によるフォリエイションが認められる

（図版1－3）．また，淡路島北部の常隆寺以北のものは角

閃石を含まない．

一341一



地質調査所月報（第43巻第5号）

Qz

Granitic　Rocks　I

⇔　Shio　Granite

◇　Tsushigawa　Granite

ロ　Shizuki　Tonalite

国　　　　〃　　　basic　facies

田　Ei　Granodiorite

◇

◇　◇　　田

　　　田

　　確
　　　⇔
　⇔

◇

◇

田

口

◇

ロロ

㊥

田

口

口

口

口

園

Kf Pl

囲

　／

ぷ

囲

團

團

田

　　　φ　◇
　　　◇⑱
　　　ゆ◇

　◇幽＄

口、 3
□　　　田　　　⑱
ロ　　　　　　　　　　　ロ

8
◇

囲

口

Qz＋Kf Pi

第6図花嵩岩類1のモードを示す三角図
　　　Qz：石英，Kf＝カリ長石，P1：斜長石，Mf：苦鉄質鉱物

Fig．6　Modal　compositions　of　Granitic　Rocks　I．

　　　Qz＝quartz，Kf＝potassium　feldspar，P1；plagioclase，Mf：mafic　minerals。

　斜長石（39．9％），カリ長石（29．9％），石英（24．0％），

黒雲母（4．1％）及び角閃石（1，9％）からなり，褐れん石，

ジルコソ，スフェン，不透明鉱物，緑泥石，方解石を伴

う（GSJ　R57688，図版1－3，4）．斜長石は，自形一半自

形で，一部の結晶は湾曲している．カリ長石は，自形一

半自形，斑状で，定向配列が認められる．石英は，細粒

で偏平な結晶の集合体となっており，うねりながらカリ

長石及び斜長石の粒間を埋めている．石英の細粒結晶間

の境界は入り組み，縫合状を呈する．黒雲母は，半自形

一他形で，褐色を呈する．フィルム状に伸長，定向配列

し，石英とともにフォリエイションを形成している．角

閃石は，自形一半自形で，定向配列する．緑褐色の核部

と青緑色の縁部（Z軸色，以下同様）が認められる．

　（3）志筑卜一ナル岩

　本岩は，志筑南方及び，佐野北方から常隆寺周辺にか

けて広く分布し（第3，4図），中島ほか（1985，1986）の
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第7図　塩尾花崩岩の産状を示す露頭

　　　（塩尾南方海岸）斑状のカリ長石が特徴的に認められ，レンズ状暗色包有物が存在する．

Fig．7　An　outcrop　showing　occurrence　of　Shio　Granite．（coast　south　of　Shio）

　　Porphyritic　K：一fe1〔1spars　an（1elongate（i（1ark　inclusions　are　characteristic。After　Takahashi6緬よ

　　（1992），

志筑花嵐閃緑岩にほぼ相当する．しかし，中島ほか（1986）

で，野島花嵩閃緑岩のうち常隆寺花崩閃緑岩相としたも

の（常隆寺周辺に広く分布）は，志筑トーナル岩と同一岩

質であり，両者の境界を確認できなかったので，志筑ト

ーナル岩に含めた（水野ほか，1990）．また，本岩は，諏

訪・濡木（1968）の志筑花嵩閃緑岩のうち，塊状部を除い

たものに相当するが，分布域はかなり異なっている．

　本岩は，中粒の角閃石黒雲母トーナル岩一花崩閃緑岩

である（第6図）．普遍的に暗色包有物を伴い，黒雲母及

び角閃石の定向配列によるフォリエイションが認められ

る（図版1－5）．また，志筑南方の斑れい岩に貫入する志

筑トーナル岩岩脈は，典型的なマイ・ナイトとなってい

る．常隆寺南方や東方には，細粒閃緑岩質捕獲岩（最大

長径10m＋）が多量に含まれている．そこでは，捕獲岩

の周辺の本岩は石英閃緑岩質となっており，これは，志

筑トーナル岩塩基性岩相として区別した（第3図）．

　斜長石（44・6％），石英（29・5％），黒雲母（12．2％），角

閃石（7。6％）及びカリ長石（5，6％）からなり，ジルコン，

燐灰石，不透明鉱物，緑泥石，緑れん石を伴う（GSJ　R

57689，図版1－5，6）．斜長石は，自形斑状で，一部に

展張割れや湾曲が認められる．石英は，細粒で偏平な結

晶が集合，伸長し，斜長石の周囲をうねりながら取り巻

き，フォリエイションを形成している．石英の細粒結晶

同士の粒界は，複雑に入り組み，縫合状を呈する．黒雲

母は，半自形一他形で，褐色を呈する．フィルム状に伸

長，定向配列し，石英とともに，斑状の斜長石の周囲を

埋める．角閃石は，自形一半自形で，緑褐色（核部），褐

緑色（縁部）を呈する．石英，黒雲母とともに定向配列
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し，線構造を形成している．力夢長石は，斜長石と接す

る場合，他形粒間充填状であるが，石英に取夢囲奮れた

ものは，自形一半自形である．

マイロナイト（GSJ　R57691，図版1－7，8）

　斜長石，石英，黒雲母，角閃石及び力夢長石からな

り，褐れん石，燐灰石，ジルコン，不透明鉱物，緑れん

石を伴う．斜長石は，自形一半自形で，ポー一フィ翼クラ

ストをなす．展張割れが認められ，非対象プレッシャー

シャドウを伴う．石英は，細粒偏平な結晶が集合して，

ポーフィロクラストの基質をなし，その細粒結晶の粒界

は縫合状を呈し，定向配列する．また，やや粗粒の石英

の集合体が，フォリエイションと平行に，層状蜜たはレ

ンズ状に存在する．この石英の集合体には，石英の形態

定向配列が認められ，右横ずれ勇断のセン熟を示してい

る．黒雲母は，半自形一他形で，緑褐色を呈する．著し

くフィルム状に伸長し，フォリエイシ羅ンを形成Lてい

る．非対象プレッシャーシャドウを伴うものが存在じ，

右横ずれ勢断のセンスを示している．角閃石は，霞形一

半自形で，緑褐色（核部），緑色（縁部）を呈する．黒雲母

とともに定向配列し，非対象ヅレッシャー一シャドウは，

右横ずれの勢断センスを示している．カリ長石は，購一

フィロクラストをなすもののほかに，細粒石英の粒閥を

埋めるものが存在する．

　（4）江井花嵩閃緑岩（EG磯〉

　本岩は，江井周辺に小規模に分布し（第4図），中島ほ

か（1985）の江井花嵩閃緑岩に相当する．

　本岩は，中粒の角閃石黒雲母花簡閃緑岩一花嵩岩であ

り（第6図），黒雲母及び角閃石の定向配列による，弱い

フォリエイショソが認められる．

　石英（43．1％），斜長石（30．2％），カリ長石（23．2％），

黒雲母（3．2％）及び角閃石（0．3％）からなり，褐れん石，

ジルコソ，燐灰石，緑れん石を伴う（GSJ　R57692，図

版2－1，2）．石英は，再結晶し，モザイク状集合体とな

っている．斜長石は，自形一半自形で，正累帯構造を示

す．カリ長石は，半自形一他形で，斜長石との境界部に

ミルメカイトを伴う．黒雲母は，フィルム状に伸長，定

向配列し，フォリエイションを形成している．一部のも

のは，細粒葉片状結晶の集合体となっている．角閃石

は，自形一半自形で，緑色を呈する．

　3．2古期岩脈類

　本岩脈類は，花嵩岩類1の都志川花嵩岩及び江井花嵐

閃緑岩中のみに認められる．岩脈を構成する岩石は，花

闘斑岩がほとんどであるが，一部にひん岩が存在する．

岩脈の貫入方向は，WNW－ESEのものが卓越し，これ

は，新期岩脈類（後述）の貫入方向とは斜交している．

花闘斑岩（GSJ　R57701，図版2－3）

　石英，カリ長石，斜長石，黒雲母からなり，ジルコ

ン，不透明鉱物，白雲母，スフェーンを伴う．石英は，

半自形一自形の斑状結晶と，基質を構成する他形細粒結

晶とが存在する．前者には，定向配列が認められ，波動

消光する．カリ長石は，自形斑状のものと，基質部を構

成する他形細粒のものとが存在する．一部に展張割れが

認められる．斜長石は，自形で，正累帯構造を示す．黒

雲母は，斑状の粗粒結晶と，基質部を構成する細粒結晶

が存在する．そのいずれも，半自形一自形で，茶褐色を

量し，定向配列する．

熱変成ひん岩（GSJ　R57702，図版2－4）

　斜畏石，角閃石，黒雲母及び石英からなり，燐灰石，

ジル3ン，不透明鉱物，緑れん石を伴う．斜長石は，自

形斑状のものと，基質部を構成する，自形一半自形の細

粒結晶とが存在する．前者の一部には，展張割れ，キン

クパンドが認められる，角閃石は，半自形一自形，淡褐

緑色を呈し，細粒粒状結晶が集合し，ク・ットを形成し

ている．黒雲母は，半自形一他形，茶褐色を呈し，一部

のものに湾曲，キンクバンドが認められる．石英は，他

形粒間充填状に産し，波動消光する．

　壽．騒　泉南流紋岩類

　　　　　　　　　しとおり　本岩類は，洲本西方の倭文周辺の小範囲と，淡路島南

礪端の小範囲に分布する（第王図）．本岩は，淡緑灰色を

呈する流紋岩溶結凝灰岩である．石英，カリ長石，斜長

石，角閃石などの結晶片を多量に含むほか，流紋岩溶岩

の岩片が認められることがある．本岩は，岩相変化に乏

しく，野外では塊状を呈するが，まれに長径1－5cm

程の本質レンズが認められることがある（高橋ほか，

1992）。

　3、4　花嵩岩類n

　（1）野島花嵩閃緑岩
　　　　としま　本岩は，富島南方から野島周辺にかけて広く分布する

（第3図）．中島（1985），中島ほか（1986）は，野島花嵩閃

緑岩を累帯深成岩体とみなし，常隆寺花崩閃緑岩相，主

岩相及び灘川アプライト質花嵩岩相に区分した．本論で

使用する野島花闘閃緑岩は，中島（1985），中島ほか（1986）

の野島花崩閃緑岩のうちの主岩相に相当する．

　本岩は，中粒，塊状の角閃石黒雲母花嵩閃緑岩一花崩

岩であり（第8図），暗色包有物を普遍的に含んでいる．

　石英（40，4％），斜長石（35。7％），黒雲母（11．2％），カ

リ長石（6．4％）及び角閃石（6．2％）からなり，ジルコン，

スフェン，燐灰石，褐れん石，不透明鉱物を伴う（GSJ

R47311）．石英は，他形で，粒間充填状に産する．斜長

石は，自形一半自形で，正累帯構造を示す．黒雲母は，
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第8図　花闘岩類豆のモードを示す三角図

　　　略字は第6図と同じ，

Fig．8　Modal　compositions　of　Granitic　Rocks　II．

　　　Abbreviations　are　the　same　as　those　in　Fig．6、

自形一半自形で，褐色を呈する．カリ長石は，他形，粒

間充填状である．角閃石は，自形，柱状で，緑色を呈す

る．

　（2）洲本花嵩閃緑岩

　洲本北方から先山西方にかけて広く分布する（第4

図）．中島ほか（1985）の洲本花崩閃緑岩に相当する．ま

た，諏訪・濡木（1968）の洲本花嵐閃緑岩のうちの，洲本

市周辺の岩体にほぼ相当する．

　本岩は，中一粗粒，塊状の角閃石黒雲母花嵐閃緑岩で

ある（第8図）．しばしば，細粒閃緑岩質の暗色包有物を

伴う．

　斜長石（60．4％），石英（17．5％），カリ長石（12．7％），

黒雲母（7．4％）及び角閃石（2．0％）からなり，ジルコソ，

燐灰石，不透明鉱物，スフェーン，緑れん石，緑泥石を

伴う（GSJ　R57696，図版2－5，6）．斜長石は，自形で，

正累帯構造を示す．石英は，他形粒間充填状で，サブグ

レイン化し，波動消光する．カリ長石は，他形，粒間充

填状に産する．黒雲母は，半自形一他形で，茶褐色を呈

する．角閃石は，自形一半自形で，緑褐色の核部と褐緑

色の縁部とからなる．
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第9図　花嵐岩類皿のモードを示す三角図

　　　略字は第6図と同じ．
Fig．9　Modal　compositions　of　Granitic　Rocks　III。

　　　Abbreviations　are　the　same　as　those　in　Fig．6

　3．5　花嵩岩類皿

　（1）東山寺花嵩岩（TG）

　東山寺周辺及びその北方に分布する（第3図）．中島ほ

か（1986）の東山寺花嵐岩に相当するが，分布範囲は若干

異なる．

　本岩は，中粒，塊状の黒雲母花崩岩一花崩閃緑岩であ

り（第9図），暗色包有物を含まない．

　斜長石（38．1％），石英（36．1％），カリ長石（21．1％）及

び黒雲母（4．6％）からなり，ジルコン，褐れん石，不透

明鉱物を伴う（GSJ　R47315）．斜長石は，自形一半自形

で，累帯構造が認められる．石英は，波動消光し，サブ

グレイン化した石英粒同士の境界は，縫合状を呈する．

カリ長石は，他形で，粒間充填状のものと，斑状のもの

とが存在する．黒雲母は，自形一半自形で，褐色を呈す

る．

　（2）先山花嵩岩

　先山からその北方にかけて分布する（第4図）．中島ほ

か（1985）の先山花嵩岩に相当するが，分布範囲は，若干

異なる．

　本岩は，中一細粒塊状の黒雲母花嵩岩一花嵩閃緑岩であ

り（第9図），暗色包有物をほとんど含まない．

　斜長石（43．9％），石英（28。0％），カリ長石（20，7％）及
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び黒雲母（5．6％）からなり，褐れん石，燐灰石，ジルコ

ン，不透明鉱物，緑れん石，緑泥石を伴う（GSJ　R

57698，図版2－7，8）．斜長石は，自形で，正累帯構造

を示す．石英は，他形，粒間充填状であるが，カリ長石

に対しては自形である．サブグレイン化しているものが

存在し，弱い波動消光を呈する．カリ長石は，他形粒間

充填状であるが，斑状のものも存在する．黒雲母は，自

形一半自形で，暗褐色を呈する．

　（3）鷺場山花嵩岩（鼠G）

　淡路島北東端の籍場山周辺に分布する（第3図）．中島

（1985），中島ほか（1986）の野島花嵩閃緑岩のうちの，灘

川アプライト質花崩岩相に相当する．また，藤田・前田

（1984）は，本岩体東部に分布する細粒斑れい岩一閃緑岩

を，洲本花嵩閃緑岩のうちの塩基性岩類として区分し

た．

　本岩は，細一中粒塊状の優白質黒雲母花嵐岩である（第

9図）．岩体東部では，細粒斑れい岩一閃緑岩を伴う（藤

田・前田，1984）．

　石英（38．3％），カリ長石（33．4％），斜長石（25，4％）及

び黒雲母（2．7％）からなり，ジルコン，不透明鉱物，緑

泥石を伴う（GSJ　R47312）．石英は，他形で，弱い波動

消光を示す．カリ長石は，他形で，一部のものは，石英

とともに微文象組織を形成している．斜長石は，累帯構

造をもつが，自形のものはほとんど認められない．黒雲

母は，褐色を呈する．

　（4）岩屋花嵐岩（照）

　淡路島北端の岩麗周辺に分布する（第3図）．本岩は，

諏訪・濡木（1968）の岩屋花崩岩そのものであり，当時

は，南側に分布する洲本花崩閃緑岩とは，断層関係と推

定された．藤田・前田（1984）は，岩屋花崩岩と洲本花崩

閃緑岩との貫入関係を確認し，本岩を六甲花嵐岩に対比

した．中島ほか（1986）は，本岩を新期領家花嵩岩類に含

めている．

　本岩は，中一粗粒塊状の黒雲母花嵩岩であり，包有物

をほとんど含まない、本岩体南東端の，洲本花崩閃緑岩

との境界部付近には，境界面と平行な，弱い流理構造

（走向N85。W，傾斜35PN）が認められる．

　石英（40．0％），斜長石（29．7％），カリ長石（26．9％）及

び黒雲母（3。2％）からなり，ジルコソ，燐灰石，褐れん

石，不透明鉱物を伴う（GSJ　R47313）．石英は，弱い波

動消光を示し，一部でサブグレイン化し，サブグレイン

間の境界は，縫合状を呈する．斜長石は，自形で，正累

帯構造を示す．カリ長石は，パーサイト組織を示す．黒

雲母は，褐色を呈する．
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第10図 都志川花歯岩中の黒雲母片岩捕獲岩の産状を示すス

ケッチ

（塩尾南方）　都志川花闘岩（TS）は，黒雲母片岩（M）の片状

構造を切って貫入しており，黒雲母片岩の片状構造と都志

川花闘岩のフォリエイショソは斜交している．ST：志筑ト

ーナル岩．

Fig，10Asketchindicatingxenolithicoccurrenceoffolde（i

　　　biotite　schist（M）included　in　Tsushigawa　Granite

　　　（TS）．（south　of　Shio）

　　　Schistosity　of　biotite　schist　and　foliation　of

　　　Tsushigawa　Granite　are　oblique。ST：Shizuki
　　　Tonalite．After　Takahashiε≠σよ（1992）．

　（5〉細粒花嵩岩（置G）

　淡路島北端の岩屋付近に，小規模に分布する（第3

図）．本岩は，藤田・前田（鱒84）の細粒花嵐閃緑岩，中

島ほか（鴛86）の茂谷花嵩岩に相当する．

　本岩は塊状の細粒花嵩岩（第9図）である．石英（34．4

％），斜長石（34．4％），カリ長石（25．8％）及び黒雲母

（5．4％）からなる（Aw630）・斜長石は，自形で，正累帯

構造を示す．カリ長石は，他形，粒間充填状で，パーサ

イト組織が認められる．黒雲母は，自形一半自形で，暗

褐色を呈する．

　3．暮　新期岩脈類

　本岩脈類は，花崩岩類1，五，驚のすべてに貫入して

いる．岩脈を構成する岩石は，花崩斑岩がほとんどであ

り，ひん岩及びドレライトが少量存在する．

花商斑岩（GSJ　R57703）

　石英，斜長石，カリ長石及び黒雲母からなり，ジルコ

ン，褐れん石，不透明鉱物，緑れん石，緑泥石を伴う．

石英は，自形一半自形の斑状結晶と，基質部を構成する，

他形の細粒結晶が存在する．斜長石は，自形の斑状結晶

と，基質部を構成する自形一半自形の細粒結晶が存在す

る．カリ長石は，他形の細粒結晶が，基質部に存在す

る．黒雲母は，自形一半自形の斑状結晶と，基質を構成

する，半自形一他形の細粒結晶とが存在し，そのいずれ

も暗褐色を呈する．
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第11図

Fig．11

塩尾花嵐岩と志筑トーナル岩の関係を示すスケッチ

（塩尾南方海岸）　塩尾花崩岩（SO）を志筑トーナル岩（ST）が

貫き，境界部付近の志筑トーナル岩中には，カリ長石捕獲

結晶が認められる．また，両者のフォリエイションは平行

であり，貫入面とは斜交する．D＝暗色包有物．

AsketchindicatingintmsiverelationofShizuki

Tonalite　（ST）into　Shio　Granite　（SO）．（coast

south　of　Shio）

Shizuki　Tonalite　inclu（ies　xenocryst　of　K－fe1〔1spar

at　its　margin。　Foliations　in　both　granites　are

parallel　to　each　other，but　oblique　to　the　boundary．

After　Takahashiε脇及（1992）．

第12図

Fig．12
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塩尾花嵩岩と都志川花嵐岩の関係を示すスケッチ

（塩尾南方海岸）　塩尾花嵐岩（SO）は都志川花崩岩（TS）に捕

獲され，両者のフォリエイションは平行である．

Asketchin（iicatingintrusiverelationof
Tsushigawa　Granite（TS）into　Shio　Granite（SO）．

（coast　south　of　Shio）

Foliations　in　both　granites　are　parallel　to　each

other．After　Takahashi6彪孟（1992）．

第13図

Fig。13

都志川花闘岩と志筑トーナル岩の関係を示す露頭

（常隆寺南方）都志川花闘岩（TS）は，レンズ状に志筑トーナル岩中に捕獲されている・フォリエイションは

両者の境界と平行に発達し，およそ30。北に傾斜している．

An　outcrop　showing　mutualrelation　of　Tsushigawa　Granite（TS）and　ShizukiTonalite（ST）．

Tsushigawa　Granite　occurs　as　lenticular　xenoliths　in　Shizuki　Tonalite．Foliations　in　both

Tsushigawa　Granite　an（i　Shizuki　Tonalite　are　parallel　to　each　other　an（1dip　about300to　north．

After　Takahashi　o麺孟（1992）．
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第14図　都志川花闘岩中に貫入する志筑トーナル岩岩脈

　　　（塩尾北方海岸のほぽ水平な露頭）都志川花闘岩（TS）及び志筑トーナル岩（ST）の境界面と斜交したフォリエ

　　　イショソが形成されている．志筑トーナル岩中の暗色包有物はフォリエイションと平行に伸長している．

Fig．14　Dike　ofShizukiTonalite（ST）intrudinginto　TsushigawaGranite（TS）。（flat　surface　ofan　out－

　　　crop　on　coast　north　of　Shio）

　　　Foliation　is　oblique　to　the　boundary　between　Tsushigawa　Granite　an（1Shizuki　Tonalite。Dark

　　　inclusions　in　Shizuki　Tonalite　are　elongated　parallel　to　the　foliation．After　Takahashi6渉σよ

　　　（1992）．

ドレライト（GSJ　R57704）

　斜長石，角閃石及び単斜輝石からなり，不透明鉱物，

黒雲母，緑泥石を伴う．斜長石は，自形，短冊状の結晶

が密集している．角閃石は，半自形一他形，緑褐色を呈

し，斜長石の粒間を埋める．一部に単斜輝石を交代する

ものが存在する．単斜輝石は，半自形一他形で，角閃石

とともに斜長石の粒間を埋める．

4．花嵩岩類，泉南流紋岩類及び岩脈類の

　　相互関係と地史

　4．1花嵩岩類1及び古期岩脈類の相互関係

　花嵩岩類1の都志川花崩岩は，志筑南方や都志東方に

おいて，斑れい岩類を捕獲している（高橋ほか，1992）．

このことは，都志川花崩岩逆入前に，塩基性火成活動が

生じていたことを示している．また，都志川花嵩岩は，

黒雲母片岩も捕獲している．塩尾南方では，都志川花崩

岩が厚さ2m程の板状の黒雲母片岩を捕獲している（第

10図）．ここでは，都志川花崩岩は，黒雲母片岩の片状

構造を切って貫入しており，黒雲母片岩の片状構造と都

志川花嵩岩のフォリエイションとは斜交している．この

ことは，都志川花嵐岩貫入前の広域変成作用によって黒

雲母片岩が形成されたことを示している．

　塩尾花崩岩は，塩尾南方において，志筑トーナル岩中

の捕獲岩体として産する（第4図）．そこでは，塩尾花闘

岩と志筑トーナル岩のフォリエイションは互いに平行で

あり，両者の境界面とは一部で斜交する（第11図）．この

ことは，塩尾花嵩岩に対し，志筑トーナル岩が貫入・固

結した後に，フォリエイションが形成されたことを示し

ている．また，塩尾花嵩岩は，都志川花崩岩にも捕獲さ

れている（第12図）。この場合も，両者のフォリエイショ

ソは平行であり，境界面とは斜交する．

　佐野北方では，志筑トーナル岩中に，都志川花崩岩の

捕獲岩体が多量に存在する（第3図）．そこでは，都志川

花崩岩と志筑トーナル岩とが低角の境界で接しており，

都志川花嵩岩は志筑トーナル岩中にレンズ状に捕獲され

ている（第13図）．また，ここでは，両者のフォリエイシ

ョンは互いに平行であり，両者の境界面と部分的に斜交

するが，ほとんど平行である．塩尾北方の海岸では，志
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第15図　都志川花闘岩に貫入する江井花崩閃緑岩岩脈のスケ

　　　ッチ
　　　（江井南西方海岸）江井花嵩閃緑岩（鴬Gd）岩脈中に隷，貫

　　　入面と平行な流理構造（有色鉱物濃集部）が認められる．さ

　　　らに，岩脈の貫入面と斜変したフ津り講イションが，都志

　　　川花闇岩（TS）及び江井花闘閃緑岩中に発達している．D；

　　　暗色包有物．

Fig．15　Ask琶tc飯showi籠gEiGr韻郁di顧糠（EGd）intruδ盆g

　　　into　Tsu曲igawa　Granit奪（TS），（coast　southwest　of

　　　Ei）
　　　Flow　structure（clear主y　illustra』ted　by　the　darker

　　　part　rich　in　mafic　minerals）in　Ei　Granodiorite　is

　　　parallel　to　the　intmsive　boundary．Foliations　in　Ei

　　　Granodiorite　an（i　Tsushigawa　Granite　are　parallel

　　　to　each　other，but　oblique　to　the　boundary．After

　　　Takahashiθ渉砿（1992）．

筑トーナル岩が，幅約30cmの岩脈として都志川花嵩岩

に貫入している（第14図）．ここでは，両者のフォリエイ

ションは互いに平行であるが，岩脈の貫入面とは斜交す

る．このことは，志筑トーナル岩が都志川花嵩岩に貫入

・固結した後にフォリエイションが形成されたことを示

している．

　志筑南方では，志筑トーナル岩が，幅約30m及び20

mの2本の岩脈として，斑れい岩中に貫入しており，

典型的なマイ・ナイトとなっている（高橋ほか，1992）・

岩脈の貫入方向は，N450W，鉛直である。マイロナイ

トのフォリエイションは，岩脈の貫入面と平行であり，

線構造は，ほぽ，水平である。このマイ・ナイトのフォ

リエイションは，周辺の都志川花嵩岩及び志筑トーナル

のフォリエイション（走向E－W，鉛直）とは斜交してい

る．

　江井花嵩閃緑岩は，都志川花崩岩に貫入し，一部でこ

れを捕獲している（高橋ほか，1992）．江井南西方の海岸

では，本岩が都志川花嵐岩中に，幅50cm程の岩脈とし

て貫入している（第15図）．この岩脈には，貫入面に平行

な流理構造（有色鉱物濃集部）が認められる．しかし，暗

色包有物や有色鉱物の定向配列によるフォリエイショソ

は，岩脈の貫入面とは斜交し，都志川花闘岩のフォリエ

イションとほぼ平行である．謹た，これらの岩石は，す

べて1熱変成を受け再結晶している．これらのことか

ら，涯井花崩閃緑岩と都志川花嶺岩について，以下の地

史を編むことがでぎる，まず，都志損花嵩岩の逆入・固

結後，江井花嵩閃緑岩が，都志川花崩岩中に岩脈として

貫入し，流理構造を形成した．次に，江井花嵩閃緑岩固

結（ソリダス通過）後に，都志斑花崩岩及び江井花嵐閃緑

岩に共通のフォリエイションが形成された．さらに，花

嵩岩類：K衷たは斑の貫入により，熱変成を受け再結晶し

た，この花嵩岩類は，現在，付近の地表では認められて

いないが，地下に伏在しているものと考える。おそら

く，先山花嵩岩（花嵩岩類1皿）の北方延長部が伏在してい

るのであろう．

　古期岩脈類は，花崩岩類亙¢）都志川花崩岩及び江井花

崩閃緑岩中のみに認められ，母岩の都志川花嵩岩及び江

井花嵩閃緑岩のフォリエイシ誰ンと平行なフォリエイシ

ョンが認められる（高橋ほか，蓋992）．したがって，古期

岩脈類の貫入後に，花崩岩類1及び古期岩脈類に共通の

フォリエイショソが形成されたことになる．

　4．2　花嵩岩類∬と花嵩岩類1及び泉南流紋岩類の相

　　互関係

　泉南流紋岩類の岩体北縁部は，花嵩岩類■の洲本花嵩

閃緑岩による貫入を受け，再結晶している（高橋ほか，

1992）．また，岩体の南縁は，和泉層群に不整合に覆わ

れている．1泉南流紋岩類と花嵐岩類1及び古期岩脈類と

の関係は，分布が離れているため不明である。

　野島花嵐閃緑岩（花崩岩類■）は，富島東方において，

花嵩岩類1の都志川花崩岩及び志筑トーナル岩を捕獲し

熱変成を与えている（水野ほか，1990）．ここでは，都志

川花嵩岩及び志筑トーナル岩には，弱いフォリエイショ

ンが認められる．しかし，野島花嵩閃緑岩は塊状で，フ

ォリエイションが認められない．このことから，都志川

花嵩岩及び志筑トーナル岩の逆入・固結・フォリエイシ

ョンの形成後に，野島花崩閃緑岩が都志川花嵩岩及び志

筑トーナル岩を捕獲し，熱変成を与えた，と解釈でき

る．

　洲本花嵐閃緑岩（花嵐岩類■）は，塩尾西南方におい

て，都志川花闘岩と低角の境界で接している（高橋ほか，

1992）．ここでは，都志川花崩岩にはフォリエイショソ

が認められるが，洲本花嵩閃緑岩は，塊状で，フォリエ

イションが認められない．

　4．3　花嵩岩類皿と花嵩岩類1，豆及び新期岩脈類の

　　相互関係

　東山寺花崩岩（花崩岩類皿）は，東山寺南東方におい
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て，志筑トーナル岩（花嵐岩類1）の一部に熱変成を与え

ている（高橋ほか，1992）．また，東山寺花闘岩周辺の志

筑トーナル岩には，弱いフォリエイションが認められ

る．しかし，東山寺花嵩岩は，塊状で，フォリエイショ

ンが認められない．以上のことから，志筑トーナル岩の

逆入・固結・フォリエイショソ形成後に，東山寺花醐岩

が志筑トーナル岩に貫入し，熱変成を与えた，と解釈で

きる．

　先山花嵐岩（花嵩岩類皿）は，都志川花嵩岩（花崩岩類

1）及び洲本花崩閃緑岩（花崩岩類丑）に貫入する（高橋ほ

か，1992）．また，江井周辺では，江井花嵩閃緑岩及び

都志川花崩岩（花嵩岩類1）が熱変成を受け，再結晶して

いる．このことは，その分布からみて，先山花崩岩の北

方延長部が江井周辺に伏在していることを示唆する．

　箋場山花崩岩（花崩岩類皿）は，野島花崩閃緑岩（花嵩

岩類五）に貫入しているが，接触変成を与えていない（水

野ほか，1990）．中島（1985），中島ほか（1986）は，篶場

山花嵩岩（中島，19851中島ほか，1986の野島花崩閃緑

岩灘川アプライト質花嵩岩相に相当）と野島花崩閃緑岩

主岩相とは漸移関係にあるとした。しかし，箋場山花嵩

岩は，野島花嵩閃緑岩との境界部付近で，野島花嵩閃緑

岩中に岩床状に貫入している．境界部付近でも野島花嵐

閃緑岩は再結晶しておらず，接触変成作用の影響は認め

られない．

　岩屋花崩岩（花闘岩類皿）は，野島花嵩閃緑岩（花崩岩

類五）に貫入しているが，接触変成を与えていない（藤

田・前田，19841水野ほか，1990）．

　細粒花嵩岩（花嵩岩類皿）は，岩屋花嶺岩及び野島花嵐

閃緑岩に貫入している（藤田・前田，1984）．

　新期岩脈類は，花嵩岩類1，豆，皿のすべて，及び，

泉南流紋岩類中に貫入しており，再結晶していない（高

橋ほか，1992）．花嵐岩類1及び古期岩脈類中のものは，

それらのフォリエイションを切って貫入している．

　4．4地史のまとめ

　花嵩岩類，泉南流紋岩類及び岩脈類の相互関係から組

み立てられた地史を，以下にまとめて述べる．

　花嵩岩類1の逆入前に，広域変成作用によって黒雲母

片岩が形成された．また，塩基性の火成活動が生じ，斑

れい岩類が形成された．広域変成作用と塩基性火成活動

との関係，それらの時期は，今のところ不明である．

　広域変成作用，塩基性火成活動の終了後，花嵩岩類1

の塩尾花崩岩，都志川花嵩岩，志筑トーナル岩，江井花

嵩閃緑岩が相次いで逆入し，黒雲母片岩及び斑れい岩類

を捕獲した．さらに，古期岩脈類が花嵩岩類1中に貫入

した．岩脈の貫入方向は，西北西一東南東のものが卓越

する．古期岩脈類の貫入・固結後，花崩岩類1及び古期

岩脈類に共通のフォリエイションが広域的に形成され

た．花崩岩類1の南側では，流紋岩溶結凝灰岩からなる

泉南流紋岩類が噴出・堆積した．泉南流紋岩類と，花崩

岩類1及び古期岩脈類との関係は，分布が離れているた

めに不明である．

　泉南流紋岩類の噴出・堆積の後，花崩岩類1と泉南流

紋岩類との間に，花嵩岩類五の洲本花崩閃緑岩が逆入

し，泉南流紋岩類に熱変成を与えた．同じ頃，花崩岩類

1の北側では，花嵩岩類■の野島花嵩閃緑岩が逆入し，

花闘岩類1の都志川花崩岩及び志筑トーナル岩を捕獲

し，熱変成を与えた．

　花嵩岩類丑の逆入に引き続き，花嵩岩類皿の東山寺花

嵩岩・先山花嵩岩・箋場山花闘岩・岩屋花嵩岩・細粒花

崩岩が相次いで逆入した．花崩岩類撮の逆入・固結後

に，新期岩脈類の花崩斑岩及びひん岩岩脈が貫入した．

新期岩脈類は，花嵩岩類1，五，皿のすべてに対して貫

入しており，岩脈の貫入方向は，北北西一南南東のもの

が卓越し，上記の古期岩脈類の貫入方向とは斜交する．

5．　フォリエイションの成因とその形成時期について

　花嵐岩類1（塩尾花嵩岩，都志川花崩岩，志筑トーナ

ル岩，江井花嵩閃緑岩）及び古期岩脈類には，強弱の差

はあるものの，互いに平行なフォリエイションが認めら

れる．フォリエイションは，志筑南方で最もよく発達し

ており，北方ほど弱い傾向が認められる．フォリエイシ

ョンの走向・傾斜は，志筑南方で，ほぼ，E－W，鉛直，

線構造はほぽ水平である．しかし，西方の，都志一江井

周辺では，線構造はほぼ水平であるが，フォリエイショ

ンの走向・傾斜は，NE－SW，10。一55。Eのものが卓越す

る．また，佐野北方では，フォリエイションの走向はほ

ぽ東西であるが，傾斜は500S－30。Nまで変化し，東西方

向の軸を持つ緩くうねった摺曲構造をなしている．ここ

では，都志川花嵐岩及び志筑トーナル岩が，露頭規模で

も，地質図上においても，一見して互層状，すなわち，

1ayered　intrusionに似た，厚さ数m一数百mオーダーの

層状構造を示している（第3，13図）．

　花嵩岩類1及び古期岩脈類には，塑性変形を示す組織

が認められ，花嵩岩類1の強変形部は，典型的なマイロ

ナイトとなっている（図版1－7，8）．したがって，花嵩

岩類1及び古期岩脈類中に発達するフォリエイションと

線構造は，本岩類の逆入・固結後の広域的な塑性変形・

再結晶作用（マイ冒ナイト化作用）によって形成された，

と解釈する．マイ・ナイト化作用の時期は，都志川花崩

岩及び志筑トーナル岩が，マイ・ナイト化作用を受けた
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後，塊状の野島花嵐閃緑岩（花嵩岩類■）中に捕獲され，

熱変成を受け，再結晶していることから，野島花崩閃緑

岩逆入時よりも古いことになる．また，佐野北方で認め

られる摺曲構造は，マイ・ナイト化作用によって形成さ

れたフォリエイションが変形していることから，マイ・

ナイト化作用の後の広域的な構造運動によるものと解釈

する．その時期は，少なくとも，マイロナイト化作用終

了後から新第三系の堆積以前の間であるが，詳細は不明

である．

6．淡路島のマイロナイト帯の広域的位置付けについて

　中部地方から紀伊半島にかけての中央構造線沿いに

は，フォリエイションの発達した花嵩岩類（いわゆる古

期領家花嵐岩類）が分布している．中央構造線近傍には，

左横ずれ勇断のセンスを示すマイロナイト帯の存在が知

られており，これは「領家南縁勢断帯」と呼ばれている

（原ほか，1977）．古期領家花嵐岩類の北側（内帯側）に

は，塊状花嵩岩類（いわゆる新期領家花嵐岩類）が分布L

ており，古期領家花嵩岩類に貫入し，熱変成を与えてい

る．

　紀伊半島中央部より西方では，フォリエイションの発

達した花嵩岩類の分布は中央構造線から北に離れ，それ

らの間に塊状花崩岩類が存在する（第1図）．マイ・ナイ

ト帯も中央構造線から北に離れ，これは領家帯のr内部

勇断帯」と呼ばれている（高木，1985）．この「内部勢断

帯」の存在は，三重県粥見地域（越後・木村，1973；高

木，1985），奈良県三茶屋地域（領家研究グループ，

19741Hara6渉磁，1980）及び大阪府泉南地域（市原ほ

か，1986；高木ほか，1988）から報告されている．

　「領家南縁勢断帯」及び「内部勢断帯」のマイ・ナイ

トの構造解析から得られたマイ・ナイト形成時の運動像

は，ほとんどが左横ずれ勇断のセンスを示しており，粥

見地域の「内部勇断帯」で右横ずれ勢断のセソスが報告

されているのみである（高木，1985）．

　淡路島においても，中央構造線から20km以上も北に

離れた地域にフォリエイションの発達した花嵩岩類が分

布しており（第1図），右横ずれ勢断のセンスを示すマイ

ロナイト帯を伴っている．淡路島のマイ・ナイト帯は，

斑れい岩中に貫入する，幅約30m及び20mの志筑トー

ナル岩岩脈を原岩とした，比較的規模の小さなものであ

る．マイ・ナイトのフォリエイション（走向N450W，鉛

直）は，岩脈の貫入面と平行であり，周辺の花嵩岩類1

のフォリエイション（走向E－W，鉛直）とは斜交してい

る．これは，比較的塑性変形しにくい斑れい岩中の岩脈

であるために，岩脈に歪が集中し，変形作用が規制され

たためであろう．このマイロナイト帯は，フォリエイシ

ョンを有する花嵩岩類（花嵐岩類1）の強変形部に生じて

おり，南側には，塊状花嵐岩類（洲本花嵩閃緑岩）が逆入

している．これらの特徴は，紀伊半島の泉南地域や三茶

屋地域のマイ・ナイト帯と同一であり，淡路島のマイ・

ナイト帯は，「内部勇断帯」に相当する．

　淡路島におけるマイロナイト形成時の運動像は，マイ

・ナイトの構造解析から右横ずれ勢断のセンスを示して

おり，粥見地域と同様であるが，他地域の「領家南縁勇

断帯」及び「内部勢断帯」とは異なる．この右横ずれ勇

断が広域的な構造運動の中で，どの様に位置づけられる

のかは，今のところ不明であり，中央構造線の初期の運

動像を解明する上で今後の重要な課題である．

7．　ま　と　め

　（1）淡路島の花崩岩類は，岩相，分布及び岩体相互の

貫入関係から，大きく3時期（花崩岩類1，五，皿），11

岩体に区分できる。また，新旧二時期の岩脈類が，花嵩

岩類に貫入している．

　（2）花崩岩類1及び古期岩脈類には，互いに平行なフ

ォリエイションが認められる．その形成時期は，花嵐岩

類n（野島花嵐閃緑岩・洲本花崩閃緑岩）の送入以前であ

る．

　（3）花崩岩類1及び古期岩脈類には，塑性変形を示す

組織が認められ，花嵩岩類1の強変形部は，典型的なマ

イロナイトとなっている．したがって，花崩岩類1及び

古期岩脈類のフォリエイションは，広域的な塑性変形作

用（マイロナイト化作用）によって形成されたものであ

る．

　（4）淡路島のマイ官ナイト帯は，領家帯の「内部勇断

帯」に相当する．しかL，マイ・ナイトの構造解析から

得られた，マイ・ナイト形成時の運動像は，右横ずれ勇

断のセンスを示している．これは，紀伊半島の泉南地域

や三茶屋地域のr内部勢断帯」とは，運動のセンスが逆

である．
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図版1
1．塩尾花嵩岩の研磨面＜GSJ　R57687＞

　　斑状のカリ長石及び斜長石の周囲を，細粒の黒雲母及び石英がうねりながら取り巻き，フォリエイショソを

　　形成している。

　　白色部：カリ長石及び斜長石，灰色部二石英，黒色部：黒雲母．

2．塩尾花嵩岩の顕微鏡写真＜GSJ　R57687＞

　　斑状のカリ長石及び斜長石の周囲をフィルム状に伸長した黒雲母及び細粒レンズ状の石英の集合体が取り巻

　　いている．

3．都志川花嵩岩の研磨面＜GSJ　R57688＞

　　黒雲母及び角閃石の定向配列によるフォリエイショソが認められる．白色部：斜長石，淡灰色部：カリ長

　　石，暗灰色部：石英，黒色部；黒雲母及び角閃石．

4．都志川花歯岩の顕微鏡写真〈GSJ　R57688＞

　　斑状のカリ長石，斜長石の周囲を，細粒偏平な石英の集合体及び黒雲母，角閃石が埋めており，フォリエイ

　　ションが認められる．

5，志筑トπナル岩の研磨面〈GSJ　R57689＞

　　黒雲母及び角閃石の定向配列による，明瞭なフォリエイション，線構造が認められる．白色部：斜長石，淡

　　灰色部：カリ長石，暗灰色部：石英，黒色部：黒雲母及び角閃石。

6．志筑トーナル岩の顕微鏡写真＜GSJ　R57689＞

　　斑状斜長石及び角閃石の周囲を，細粒偏平な石英の集合体及びフィルム状に伸長した黒雲母が，うねりなが

　　ら取り巻いており，フォリエイションを形成している．

7．志筑トーナル岩起源のマイ・ナイトの研磨面〈GSJ　R57691＞

　　顕著なフォリエイションが認められる．白色部：斜長石，淡灰色部：カリ長石，暗灰色部＝石英，黒色部：

　　主に細粒の黒雲母，石英から成る集合体．

8．志筑トーナル岩起源のマイ・ナイトの顕微鏡写真〈GSJ　R57691＞

　　斜長石，カリ長石及び角閃石からなるポーフィ・クラストの周囲を，細粒石英の集合体及びフィルム状に伸

　　長した細粒黒雲母が埋め，顕著なフォリエイションを示す．破断長石の再配列（写真左下），再結晶石英の形

　　態定向配列，マイカフィッシュ，非対象プレッシャーシャドウなどの変形組織は右横ずれ勢断のセンスを示

　　す．

　スケールは，1，3，5，7が3cm，2，4，6，

4，6，8は定方位薄片を直交ポーラーで撮影．

8が3mm．1，3，5，7はカリ長石を黄色に染色して撮影．2，

Plate　l

1．　Polished　slab　of　Shio　Granite〈GSJ　R57687＞

　　Fine－grained　biotite　and　quartz　are　aligned　to　form　foliation，un（1ulating　around　porphyritic　K血1（1spar　and

　　plagioclase．white：K－fe1（1spar　and　plagioclase，gray：quartz，black＝biotite。

2．Photomicrograph　of　Shio　Granite〈GSJ　R57687＞

　　Elongate〔1biotite　and　aggregates　of　fine－grained　lenticular　quartz　surround　porphyritic　K－feldspar　and

　　Plagioclase．

3．　Polished　slab　of　Tsushigawa　Granite＜GSJ　R57688＞

　　Prefen・ed　orientation　of　biotite　an（1homblen〔1e　forms　foliation．white：plagioclase，pale　gray：K－feldspar，

　　dark　gray：quartz，black：biotite　and　hornblen（ie．

4．Photomicrograph　of　Tsushigawa　Granite＜GSJ　R57688＞

　　Aggregates　of　fine　elongate（1quartz，biotite　and　homblende　form　foliation，surrom（iing　porphyritic　K－

　　feldsparandplagioclase．

5．　Polished　slab　of　Shizuki　Tonalite〈GSJ　R57689＞

　　Preferred　orientation　of　biotite　and　homblende　forms　clear　foliation．white：plagioclase，pale　gray：K－

　　feldspar，（iark　gray：quartz，black：biotite　and　hornblende．

6．Photomicrograph　of　Shizuki　Tonalite〈GSJ　R57689＞

　　Aggregates　of　fine－grained　an〔1elongate（1quartz　and　biotite　show　preferred　orientation，which　forms　folia－

　　tion，

7．Polished　slab　of　mylonite　derived　from　Shizuki　TonaliteくGSJ　R57691＞

　　Foliation　is　very　clear．white：plagioclase，pale　gray：K－feldspar，dark　gray：quartz，black：aggregates　of　fine－

　　grained　biotite　and　quartz．

8．Photomicrograph　of　mylonite　derive（i　from　Shizuki　Tonalite〈GSJ　R57691＞

　　Fine－grained　quartz　and　elongate（l　biotite　form　clear　foliation，surroun（1ing　porphyloclasts　of　plagioclase　an（1

　　K－feldspar．

　Scale　bar　indicates3cm（1，3，5，7）and3mm（2，4，6，8）．Photos1，3，5，7are　taken　on　polished　slabs　after

staining　K－feldspar．Photos2，4，6，8are　photomicrographs　ofthin　sections　of　preferred　orientation，taken　under

crossedpolars．
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図版2
1．江井花嵩閃緑岩の研磨面〈GSJ　R57692＞

　　黒雲母の定向配列による弱いフォリエイションが認められる．白色部：斜長石，淡灰色部ニカリ長石，暗灰

　　色部1石英，黒色部：黒雲母及び角閃石

2．江井花嵐閃緑岩の顕微鏡写真＜GSJ　R57692＞

　　石英はサブグレイン化し，モザイク状集合体となっている．

3，花嵩斑岩（古期岩脈）の顕微鏡写真＜GSJ　R57701＞

　　斑状の石英，，カリ長石，斜長石，黒雲母及び基質を構成する細粒の黒雲母が定向配列し，フォリエイション

　　を形成している．

4．熱変成ひん岩（古期岩脈）の顕微鏡写真〈GSJ　R57702＞

　　自形，斑状の斜長石の周囲を細粒の斜長石，角閃石，黒雲母及び石英が埋める．黒雲母及び角閃石は細粒結

　　晶の集合体となっている．

5．洲本花嵩閃緑岩の研磨面〈GSJ　R57696＞

　　中一粗粒塊状で，斑状の石英が特徴的に認められる．白色部：斜長石，淡灰色部：カリ長石，暗灰色部：石

　　英，黒色部：黒雲母及び角閃石

6．洲本花嵩閃緑岩の顕微鏡写真〈GSJ　R57696＞

　　変形組織が認められず，斑状石英（写真左上）が存在する．

7．先山花嵩岩の研磨面〈GSJ　R57698＞

　　中一細粒塊状で均質な岩相を示す．白色部：斜長石，淡灰色部：カリ長石，暗灰色部＝石英，黒色部：黒雲

　　母

8．先山花嵩岩の顕微鏡写真くGSJ　R57698＞

　　変形組織が認められず，斑状のカリ長石が存在する（写真右）。

　スケールは，1，5，7が3cm，

4，6，8は，直交ポーラー．

2，3，4，6，8が3mm．1，5，7はカリ長石を黄色に染色して撮影．2，3，

Plate2
1．　Polished　slab　of　Ei　GranodioriteくGSJ　R57692＞

　　Biotite　clots　are　oriented　to　form　weak　foliation．white：plagioclase，pale　gray：K－fe1（1spar，（1ark　gray：quartz，

　　black：biotite　and　hornblende．

2．Photomicrograph　of　Ei　Granodiorite〈GSJ　R57692＞

　　A　large（1uartz　grain　was　recrystallized　into　mosaic　aggregates。

3．Photomicrograph　of　granite　porphyry（01der　Dikes）〈GSJ　R57701＞

　　Porphyritic　quartz，K－fel（ispar，plagioclase　and　biotite　are　deformed　and　stretched　in　very　fine－graine（i

　　matrix　with　foliation．

4．Photomicrograph　of　meta－porphyrite（Older　Dikes）〈GSJ　R57702＞

　　Fine誓raine（1plagioclase，homblende，biotite　an（1quartz　compose　matrix　in　which　porphyritic　plagioclase　is

　　seen．Fine－graine（i　biotites　and　homblendes　form　aggregates．

5．Polished　slab　of　Sumoto　Granodiorite〈GSJ　R57696＞

　　Porphyritic　quartz　is　granular　an（1rounded．white：plagioclase，pale　gray：K－feldspar，dark　gray：（1uartz，

　　black：biotite　an（i　hornblen（1e．

6．Photomicrograph　of　Sumoto　Grano（1iorite〈GSJ　R57696＞

　　The　texture　has　no　evidence　of　deformation，and　porphyritic　quartz　is　present（upper　left）。

7．　Polishe（1slab　of　Senzan　Granite＜GSJ　R57698＞

　　This　granite　is　massive　an（1homogeneous．white：plagioclase，pale　gray：K－feldspar，darkgray：quartz，black：

　　biotite．

8．Photomicrograph　of　Senzan　Granite〈GSJ　R57698＞

　　The　texture　shows　no　evidence　of　deformation，and　porphyritic　K－feldspar　is　present（right）。

Scale　bar　indicates3cm（1，5，7）and3mm（2，3，4，6，8）．Photos1，5，7are　taken　on　polished　slabs　after　staining

K－feldspar．Photos2，3，4，6，8are　taken　under　crossed　polars．
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