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嘱 託金 古古 祐

技術吏員松井公平
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はしがき

この図幅説明書は，昭和 39--40 年の両年にわたって実施した野外調査の結果をと

りまとめたものである。

野外調査は，藤原が中越から渚滑川上流にかけての地域を，金が天塩川上流から岩

てんま〈

内川上流にかけての地域を，松井および庄谷が，上) II から天幕にかけての北方山地の

調査を分担した。

なお，野外調査に当たっては，現地で， 上川営林署から，一方ならぬ御世話をいた

だいた。ここに，厚く謝意を表する。

I 位置および交通

この図幅地域は，北海道の中央部に位置し，行政上は，上川支庁(上川町・朝日町〉

と網走支庁(滝上町)の管轄内にある。

図幅内の南部には，国鉄石北本線が，留辺志部川にそって走り，上)11 ・天幕・中越・

上越の各駅がある。この石北本線に平行して，上川市街地で，国道 39 号線から分岐し

た主要道道が走っている。乙の主要道道は，上越の手前で，旧石北峠をこえて遠軽に

ぬけるものと，浮島峠をこえて滝上にぬけるものに分岐する。このほか，この図幅地

域には，天塩川流域をはじめL 各河川にそって，林道が発達しており，自動車の通行

に便利である。

II 地形

この図l幅地域の地形は，大きくみて，つぎの 4 つにわけることができる。
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(1) 先第三紀の地層や，火成岩類によって構成される開析山地

(2) 新第三紀の火成岩類や，地層によって構成される山地

(3) 鮮新世および更新世の熔結凝灰岩によって構成される火山性台地

(4) 河川流域にそって発達する平地および段丘

(1) は，この地域の東部と南西部に分布しているが，地形は急峻で， V字状に切り立

った谷が多く，全般的に，開析が進んでいる。

(2) は，この地域の中央部から北西部に分布している。起伏にとんだ急峻な地形をし

めし，河川には，急流や，滝が多く，開析作用がいちじるしい。この中にある最高峰

は，天塩岳で，標高 1 ， 557.6 m に達している。

(3) は，との地域の南部に， (1) や， (2) の古い侵蝕地形をうめて分布している。鮮新

世のチカルベツ熔結凝灰岩および笹山熔結凝灰岩は，標高 1 ， 300.......500 m の面を形

成しているが，更新世の安足間川熔結凝灰岩は，標高 800.......4 ∞ m の面となってい

る。層雲峡熔結凝灰岩になると，より一段と低く，標高 360m の平坦面をつくってい

る。

(4) は，石狩川・留辺志部川・天塩 JII ・渚滑川などをはじめ，各河川にそって分布

し，現河床氾濫原低地と，それより 2....... lO m 高い河成段丘および崖錐地からなる。

III 地質概説

この地域を構成する地質系統は，第 1 図のとおりである。

この地域の基盤を構成しているのは，先白亜紀の日高累層群に属する中越層である。

この地層は，単調な地向斜性の厚い堆積物であって，おもに，粘板岩と硬砂岩によっ

て構成され，一部に，輝緑岩質凝灰岩・石灰岩などを爽在している。地質時代は，化

石の産出がないため明らかでないが，岩相から，いちおう，ジユラ紀~三畳紀と考え

られている。この地層の構造は，撹乱がいちじるしいため，明らかにすることは困難

であるが，大局的には， N-S から，若干， W にふれた走向をしめすものが多い。そ

して，この方向に，花こう岩や，斑れい岩・石英閃緑岩などの深成岩体をはじめ，輝

緑岩・扮岩・花こう斑岩など，各種の火成岩類が多く道入している。これらのうち，

花乙う岩や，石英閃緑岩の周辺では，接触変質による変質粘板岩・変質砂岩・ホルン

フェルスなどが生成されている。

乙の基盤岩類の上には，大きな時代間隙をおき，新第三紀中新世のウエンナイ川層
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時代 層 斤， 記号 岩質および岩相 火成活動

現 E見i司床堆積物 At 砂、礎、粘土
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四社 河成段II:堆積物 T 砂、礁、粘土

更 屑Z・峡f存紡凝!州i 干i Sw 角閃石 11英安山:t .t質f存結凝灰岩
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塩基'附:安山岩

中
緑色凝灰角磯 ·r~ 、燃料、

玄武岩質安山{}

紀 菊f ウエンナイ川屑 Un int紋岩
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11・1、 花 ヲ、階 石英閃緑岩
先

花こう岩
日

:tt Eれい岩

白
高

黒色粘収む、石 ~li:H'l 扮岩、輝緑岩類

累
中越層 Nk I輝緑岩質凝灰岩を決イ1:1

~
層

紀 君下

第 1 園地質系統図

が，この図幅地域の中央部から北部にかけて広く分布している。この岩相は，一般に

凝灰質で，おもに，粗粒な岩相によって構成されている。岩相からみて，この堆積物

は，当時，ひじように，不安定な状態のもとで堆積したことがうかがわれる。乙の中

には， NE~SW系の構造がよく発達し，この方向にそって，塩基性安山岩類の岩脈が

多く貫入している。

また，この堆積盆の中には，安山岩賢から石英安山岩質までの各種のプロピライト

質岩類が数多く噴出し，新第三紀堆積盆の大部分をおおっている。この中にも，やは

り， NE~SW方向の鉱化帯が多くみられる。

さらに，これらの上には，於鬼頭岳火山噴出物が，図幅地域の北西端に局部的に分

布し，南東部には，噴出源不明の笹山熔結凝灰岩，および大雪山系のチカルベツ熔結

凝灰岩が分布している。これらの噴出物は，直接，時代をきめることはできないが，

地形の侵蝕状態や，岩相からみて，いちおう，鮮新世に属すもるのとした。
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より新しい第四紀層としては，大雪~十勝火山系の安足間川熔結凝灰岩，大雪山系

の層雲峡熔結凝灰岩などが，この図幅地域の南西部に分布し，各河川ぞいには，河成

段丘堆積物および現河床堆積物，また，山麓部に，崖錐堆積物が分布している。

IV 先白亜紀層(日高累層群〉

この図幅地域の基盤をなしているもので，単調な堆積相をしめしている。乙れらの

岩相は，北海道中央地域に発遠する神威層群に相当するものと考えられる。

IV.I 中越層 (Nk)

乙の図幅地域の南西部から東部にかけて，広く分布している。南西部では，黒色粘

板岩を主体とし，この中に，硬砂岩のほか，ときに，石灰岩や，珪質岩および輝緑岩

質凝灰岩などを爽在しているが，東部に行くにしたがい，粘板岩は砂質となり，ひん

ぱんに，硬砂岩と互層するようになる。黒色粘板岩は，一般に，剥理面が発達し，層

理面も，ほぽ，これに平行している。

この地層は，撹乱が激しく，摺曲のくりかえしと，断層に切られている部分が多い

ため，層序はもちろんのこと，その構造を明らかにすることは，ひじようにむずかし

い。 しかし，一般的にみると，南西部では， N45ー,.,...500 W • 15ー，.，... 50
0

NE の走向・傾

斜をしめすものが多い。また，東部では，一定していないが，概して， N-S 性であ

るが，若干， W にふれ， E 落しの傾斜をとるものが多い。

この地層の中には，東側から西側に向って，圧砕質の花こう岩，石英閃緑岩，花こ

う岩および斑れい岩などの深成岩体の道入帯が，大きくみて， 3 つみとめられる。この

方向は，いずれも， N-S からやや W にふれた方向で，乙の中の深成岩体の周辺には，

接触変質岩類が生成されている。この接触変質岩類は，きわめて低度のもので，大部

分が，変質粘板岩・変質砂岩といったもので，再結晶した石英および黒雲母からなる

ホルンフェルスの発達範囲はせまい。

V 新第三紀層

V.I ウエンナイ川層 (Un)

この図幅地域の中央部から北部にかけて分布している。北に隣接する渚滑岳図幅で

は，標式的な発達をしめし，この図幅地域は，その周縁部に相当している。

岩相的に，きわめて浅い堆積盆の堆積物で，おもに，粗粒な岩相によって構成され
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ている。この岩相は，上部と下部とで，かなりの変化がみられる。下部相は，ウエン

ナイ川および岩内川の上流に分布し，おもに，花こう岩や，粘板岩・硬砂岩・チャー

トなどの礁からなる疎岩によって構成され，角喋凝灰岩・凝灰質砂岩などを爽在す

る。上部相は，天塩川上流に分布し，おもに，緑色凝灰角礁岩・凝灰質砂岩などから

なり，凝灰質泥岩・緑色凝灰岩などをまじえる。緑色凝灰角喋岩の礁は，下部にある

基盤岩類の礁のほかに，プロピライト質岩類の磯もみられる。また，天塩川上流で

は，この中に，鉱化作用による黄鉄鉱の鉱染や，粘土化がみられ，地すべりの原因に

もなっている。

この地層の走向は， N50ー--6 0
0

E をしめすものが多く，傾斜は，一般に， 20 。以下

の緩傾斜である υ とくに，いちじるしい摺曲とか，撹乱はみとめられない。

以上の構造や，岩相上の特徴から，この地層は，奥士別図幅地域の奥士別層~似峡

層に対比されるものと考えられる。

V.2 於鬼頭岳火山噴出物 COy)

この図幅地域の北に隣接する渚滑岳図幅地域の於鬼頭岳(1， 176.2m) を中心に分

布するもので，この図幅地域では，北西端に，その一部がわずかに分布しているだけ

である。

岩相は， しそ輝石普通輝石安山岩質の火山角礁岩を主体とするもので，薄い同質の

熔岩・凝灰角礁岩をともなっている。火山角喋岩は，概して，下部に広く発達し，赤

褐色に汚染されていることが多く，径 2-3mm ていどの気泡がよくみられる。火山

角礁岩中の角礁には，しばしば，基盤岩類の岩片がみられる。熔岩は，ガラス質のし

そ輝石普通輝石安山岩で，斑品の多い徹密な岩石である。

一般に，下位にあるプロピライト質岩類は，変質をうけているが，このものは変質

をうけていることがなく，新鮮な感じがする。

V.3 チカルベツ熔結凝灰岩 CCw)

乙の熔結凝灰岩は，南に隣接する大雪山図幅のニセイカウシュベ山山麓に広く分布

するもので，この図幅地域では，南東端に，基盤岩類をおおって，わずかに分布する

だけである。大雪山図幅では，標高 1 ，∞ Om の屋根をつくって分布しているが，この

図幅地域では，標高 700-900 m ていどで，ひじように薄くなっている。そして，一

部は，転石状に，屋根に残っている。

岩質は，流紋岩質の熔結凝灰岩であるが，きわめて変化にとみ，下部から，流紋岩
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質火山灰層・腐植層・降下軽石層・厚い熔結凝灰岩層の順序で重なっている。

V.4 笹山熔結凝灰岩 (Lw)

乙の図幅地域の東部の浮島峠から，その南西方に，おもに，先白亜紀の基盤岩類を

*おおって，広く発達している。標高 500--1 ， 300 m の流走面を形成し，ポンルベシベ

第 2図浮 島

第 3 図 笹山熔結凝灰岩(ポンノレベシベ川〉

* この面の上に，浮島といわれる松林にかこまれた湿原地帯が発達している。この

湿原地帯には， 20ほどの小さな沼が散在し，それぞれの沼に，直径 1--3 mほどの島

がうかんでいる。
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第 4 図笹山熔結凝灰岩(ポンルベシベ)II) x100 II ニコル

川上流では，板状節理や，柱状節理がみられ，滝をつくっていることが多い。分布状

態からみると，分布範囲の北方に噴出源があったらしいが，確かなことはわからない。

岩質は，含石英普通輝石しそ輝石安山岩質のもので，全体が，ガラス質熔岩といっ

た感じのものである。肉眼的に，暗灰色~灰色，ときに，赤褐色をていし，斜長石の

斑品がよく目立つ岩石で，径数 rnrn--- 数 ern の角礁を多くふくんでいる。流理構造

がよく兎達し，黒色ガラスの縞目もよくみられる。とりこまれている角礁は，ほとん

どが，プロピライト質岩類，基盤岩類の粘板岩・硬砂岩・珪質岩などであるが，花こ

う岩のみられることもある。

顕微鏡下では，斑品として，斜長石〉しそ輝石〉普通輝石弓石英などがみられる

が，ときに，黒雲母・角閃石などのみられることもある。これら構成鉱物の多くは，

破片状をなしている。石基は，褐色~無色のガラスが，流理構造をなしている。

VI 第四紀層

VI.l 安足間川熔結凝灰岩 CAw)

この図幅地域の南西部に，先白亜紀の基盤岩類をおおって発達するもので，分布は，
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乙の図幅地域外の大雪山の北方から西方山麓まで追跡することができる。

この図幅地域では，標高 4∞'--800 m のやや起伏にとんだ面を構成している。

岩質は，流紋岩質のもので，灰色~灰白色，ところによっては，赤褐色をていし，

堅硬・徹密なものから，凝灰岩状のものまである。肉眼的に，石英の大きな斑晶と，

黒雲母の斑晶が顕著にみとめられ，これが，岩質上の特徴となっている。

噴出源については，現在のところ明らかでないが，分布および岩質からみると，十

勝熔結凝灰岩に対応すべきものと考えられ，十勝~大雪をむすぶ割目噴出によっても

たらされたものと考えられる。

VI.2 層雲峡熔結凝灰岩 (Sw)

南に隣接する大雪山図幅に広く分布するもので，乙の図幅地域では，上川市街南方

の台地崖に露出がみられるだけである。乙の流走面は，現河床より 20m 高い平坦な

面で，懸崖には，みごとな柱状節理が発達している。

第 5 図 越路峠からみた層雲峡熔結凝灰岩の台地

岩質は，角閃石石英安山岩質のもので，灰白色~灰色をていし，凝灰岩状をなして

いる。分布からみて，大雪火山系のものと考えられる。

VI.3 河成段丘堆積物 (T)

おもに，石狩川および留辺志部川，天塩川，渚滑川などの各河川流域に分布して

いる。一般に，現河床より 3--10 m 高い面をつくり，数段みられる。構成物は，砂・

磯・粘土で，厚さは， 1m+ ていどである。
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VI.4 崖錐堆積物 (Td)

越路付近に発達している。構成物は，岩塊・砂・棟・粘土である。

VI.5 現河床堆積物 (AI)

各河川にそって分布している。構成物は，砂・瞭・粘土で、ある。

VII 火成行頬

VII.1 先第三紀火成岩類

先第三紀火成岩類には，中越層中に，岩脈，あるいは，岩床として近入している輝

緑岩類および扮岩と，深成岩体をなす花こう岩・斑れい岩・石英閃緑岩など，半深成

岩体をなす花こう斑岩などがある n 乙れらの火成岩類の道入方向は，いずれも， Nｭ

S から，いく分，W にふれた方向である。

VII.L1 輝緑岩類(Db)

おもに，この図幅地域の東部に分布する基盤岩類の中に道入しているもので，注・入

方向は，大部分，N-Sから，いく分，Wにふれた方向であるが，浮島峠付近の一部

に， NE......SW方向をしめしているものがある。

産状は，幅数m--150mていどの岩脈をなすものが大部分であるが，一部に，序さ

I......数 m の岩床状をなしているものもある。

岩質は，緑色~暗緑色をていする徴密・堅硬な岩石であるが，なかには，風化によ

って，褐色化しているものもある。一般に，方解石細脈が網状に発達し，また，黄鉄

鉱の鉱染がみられ，破砕されているものも多くみられる。

顕徴鏡下では，志比内沢のものは，オフイティック組織をなしおもに，ソーシュ

ル石化した斜長石と輝石類からなる。輝石類は，大部分，分解し，緑泥石化している。

南沢および浮島峠付近では，インターサタル組織をなし，斜長石の間を，褐色に汚染

された緑泥石や，輝石がうめている。なかには，緑泥石や，輝石のかわりに，炭酸塩

鉱物がうめているものもある。そして，このものの空隙には，緑泥石が生成している。

このほか，浮島峠付近や，中越~天幕開の道道ぞいには，おもに，斜長石・緑泥石・

カザラスからなり，全体が変質しているスピライト質，岩もみられる。

VII.L2 効岩 (Po)

扮岩も，輝緑岩類と同じく，図幅地域の東部に，基盤岩類をつらぬいて分布してい

る。遊入方向は，ほぼ， N-S から， N20
Q

-30
Q

W の方向である。
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産状は，いずれも，岩脈としてみられ，幅は， 5.......20m ていどのものである。

岩質は，淡緑色をていする綴密・堅硬な岩石で，一般に，珪質な感じのものであ

る。

顕微鏡下では，斑状構造をなし，斑品として，曹長石化・絹雲母化・方解石化など

の変質をうけた斜長石と，緑泥石化・方解石化などの変質をうけた鉄苦土鉱物のほ

か，ときには，丸味をおびた石英がみられる。石基は，完品質で，大部分が斜長石か

らなり，その聞を，絹雲母・緑泥石・方解石などがうめている。石基の斜長石は，わ

ずかに，曹長石や，絹雲母にかわっている。

VII.I.3 斑れい岩 (Gb)

この図 l隔地域の西部の基盤岩類中に，花こう岩体と，ほぼ，平行して， NW.......SE 方

向に遊入している。この道入帯は，奥土別図幅地域の岩尾内西方の斑れい岩近入帯に

つらなり，岩質もよく類似している。乙の道入帯の西側には，花こう岩がみられ，こ

れと，密接な関係があるらしいが，相互の関係については，明らかでない。

岩質は，暗緑灰色・顕品質で，弱い緑泥石化以外，とくに，変質をうけていない。

第 6 図 角閃石斑れい岩(エチャナ γ ケップ )11) x100 II ニコル
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顕微鏡下では，粗粒で，完品質等粒状構造をしめし，構成鉱物は，おもに，単科輝

石と斜長石からなる。このほか，少量の黒雲母・角閃石・しそ輝石をともなってい

る。

VII.I.4 花こう岩 (Gn)

この図幅地域の花こう岩体は，西部と東部に，それぞれ，基盤岩類をつらぬし、て分

布している。西部のものは， N300W の方向に遊入し，岩尾内西方の花こう岩道入市

につらなっている。東部のものは，ほぽ， N-S の方向に道入し，ーの橋の花こう岩

近入帯につらなっている。それぞれの特徴は，前者は，わり合に新鮮で，つねに，斑

れい岩をともなっているのに対し，後者は，全体に，圧砕がいちじるしい。また，両

者とも，周辺に，弱いホル:/フヱノ lノス化をあたえている。

第 7 図 黒雲母花こう岩の露出 (59 線沢)

これらの花こう岩体は，岩質的に， 日高変成市東縁部に発達する花こう岩と l司質の

ものであるが，一般に，構成鉱物の 2 次的変化が顕著である。

西部のエチャナンケツプ川のものは，一般に，優白質で，岩質的には，黒雲母花こ

う閃緑岩である。顕微鏡下では，完品質等粒状構造をなし，おもに，石英〉斜長石〉

カリ長石〉黒雲母によって構成されている。副成分鉱物としては，ジルコン・燐灰

石・金紅石・チタン石などがみられる。長石類は，いく分， ソーシュル石化・絹雲母

化などの変質をうけ，炭酸塩鉱物の生成しているものもある。乙の岩体は，北部に行

くにしたがい，細粒となり，閃緑岩質となるが，この部分では，変質がやや進み，部
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第 8 図 黒雲母花こう岩(エチャナ γ ケップ)11) x100' II ニコノレ

分的に方解石脈に切られている。顕微鏡下では，おもに，斜長石〉カリ長石〉角閃

石〉石英によって構成されている。副成分鉱物としては，ジルコン・燐灰石などがみ

られる。長石類は，ソーシュル石化し，角閃石は，大部分，方解石化・緑泥石化など

の変質をうけている。

東部の渚滑川上流のものは，圧砕花こう岩というべき性格のもので，全体が破砕し

ている。とくに，東側でいちじるしい。ホルンフエルス化は，岩体の西側で，よくあ

たえている。顕微鏡下では，全体が，粒形のまちまちな破砕した結品からなり，その

破砕面の聞に方解石が生成している。構成鉱物は，おもに，石英・斜長石・カリ長石

からなり，少量の黒雲母と，緑泥石化してよくわからないが，角閃石と思われる鉄苦

土鉱物をともなっている。副成分鉱物としては，燐灰石・ジルコン・チタン石などが

みられる。長石類は，大部分，ソーシュル石化・曹長石化・絹雲母化などの変質をう

けている。乙の花こう岩体は，西部のエチャナンケツプ川のものにくらべて，破砕が

いちじるしく，より優白質である。そして，白色のアプライト質の部分をともなって

いる。鉱物組成的には，黒雲母が，やや少なく，カ)長石が多くなっている。アプラ

イト質の部分は，完品質等粒状構造で，おもに，石見と斜長石からなり，チタン石を
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多くともなっている。斜長石は，ソーシュル石化・絹雲母化などの変質をいちじるし

くうけている。

VII.I.5 石英閃緑岩 (Dq)

天幕と中越の間の道道ぞいの崖に露出している。遊入方向は， N-S方向で，北は，

奥士別図幅地域の似様付近の角閃石斑れい岩体に，南は，大雪山図幅地域の白川付近

の閃緑岩体につらなっている。

岩質は，優白質で，岩体の周辺に弱い接触変質をあたえ，低変成のホルンフエル

ス・変質粘板岩・変質砂岩などを生成している。また，珪化や，黄鉄鉱の鉱染のみら

れるところもある。

顕徴鏡下では，一般に，完品質等粒状構造で，緑泥石と方解石の生成が特徴的で

ある。構成鉱物は，おもに，斜長石〉カリ長石弓石英〉緑泥石化した鉄苦土鉱物から

なり，ときに，角閃石のみられることもある。なかには，斑状構造をしめしていると

ころもあるが，この場合は，斜長石〉普通輝石〉しそ輝石などが斑品としてみとめら

れた。石基は，一般に，粗粒質で，石英・カリ長石・斜長石などによって構成されて

いる。斑状構造をしめす部分は，ほとんど，変質をうけていない。

VII.I.6 花こう斑岩 (Gp)

クツウンペツ川中流に，先白亜紀の基盤岩類をつらぬいて，局所的に露出してい

る。注入方向は，ほぽ N-S 方向をしめしている。

岩質は，斜長石の斑品の目立つ優白質の岩石で，顕微鏡下では，斑品として，斜長

石〉鉄苦土鉱物がみとめられる。斑品の斜長石は，ソーシュル石化・絹雲母化・方解

石化などの変質をうけ，鉄苦土鉱物は，ほとんど，緑泥石化している。石基は，カリ

長石・石英・黒雲母・方解石・絹雲母，そのほか，鉄鉱類・チタン石などからなる。

VII.2 新第三紀火成岩類

新第三紀火成岩類は，大部分が，ウエンナイ川層の堆積盆のプロピライト質岩類に

よってしめられているが，基盤岩類の分布地域にも，玄武岩質安山岩が熔岩流とし

て，直接おおったり，また，塩基性安山岩類が岩脈としてみられる。大規模な岩体の

場合，その遊入方向は，はっきりしないが，岩脈をなすものは，ほとんどが， NEｭ

SW 方向をしめしている。

VII.2.1 プロピライト質岩類 (Pa • Pd• Ph• Pr)

プロピライト質岩類は，この図幅地域の中央部から北西部にかけて分布している新
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第三紀堆積盆の中に，ウエンナイ川層の上部をおおって広く発達しているものが多い

が，一部は，ウエンナイ川層中にも爽在されている。

岩質は， しそ輝石普通輝石安山岩~石英安山岩~角閃石安山岩~含角閃石しそ輝石

普通輝石安山岩などの各岩相にわかれるが，相互の関係については明らかでない。

鉱化作用は，石英安山岩質なものと，角閃石安山岩質なものに，とくに，多くみら

れる。

a) しそ輝石普通輝石安山岩質プロピライト

この図幅地域の北西端に，わずかに分布している。ウエンナイ川層堆積時の最初に

溢流した熔岩流である。

岩質は，一般に，やや，淡緑色をおびた轍密・堅硬な岩石で，プロピライト化をま

ぬがれた部分は，暗灰色~黒色をていしている。

顕微鏡下では，斑晶として，斜長石〉普通輝石〉しそ輝石などがみられる。輝石類

はほとんど，緑泥石化し，さらに，そのあとに，方解石などの生成しているものが多

い。石基は，インターサータル組織をしめすものが多く，おもに，斜長石と単斜輝石

で構成されている。乙のほか，少量の斜方輝石・磁鉄鉱・燐灰石・ガラスなどをとも

なっている。また，石基には， 2 次鉱物として，緑泥石・方解石・石英などが生成し

ている。

b) 石英安山岩質プロピライト

この図幅地域の岩内川流域から，天塩岳にかけて広く分布している。分布は，新第

三紀堆積盆の東縁に位置し，東側に基盤岩類が発達している。

岩質は，一般に，灰色~緑灰色，ときに，暗灰色の堅硬な岩石であるが，角礁質の

部分もともなっている。また，天塩岳付近と岩内川上流の一部には，完品質の部分も

みられ，天塩岳付近では，乙の完品質の部分に，幅 5mm 前後の石英細脈が発達し，

ときに，微細な黄鉄鉱をともなっている。摺鉢山のものは，黒色~暗緑色で，板状節

理が発達している。

顕微鏡下では，斑品として，石英・斜長石・普通輝石・しそ輝石・黒雲母のほか

に，少量の角閃石がみられる。斜長石は，割目や，周辺から，曹長石化しているが，

ときに，絹雲母や，方解石で置換されていることもある。石英は，響曲部をもっ融蝕

石英が多い。有色鉱物は，一般に，緑泥石化されている。石基の部分は，緑泥石と方

解石に置きかえられているものが多い。天竜鉱山付近では，斑品として，斜長石〉石
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第 9 図 浮島峠からみた天塩岳

第 10 図 石英安山岩質プロピライト(天塩岳付近) x100 II ニコル

英〉緑泥石化した輝石などがみられるが，全般的に，珪化・黄鉄鉱鉱染・緑泥石化・

方解石化・一部，絹雲母化などの変質をうけているものが多い。摺鉢山のものは，斑

品として，斜長石〉しそ輝石〉芹通輝石〉石英がみられ，全般的に，緑泥石化がみら
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る。

c) 角閃石安山岩質プロピライト

おもに，ポン天塩川流域から，この図幅地域の西に隣接する愛別図幅地域にかけて

分布するもので，鉱化作用の影響は，石英安山岩質プロピライトとともに，もっとも

いちじるしく，隣接する愛別図幅地域では，愛別水銀鉱山元山鉱床の母岩となってい

る。この図幅地域では，支流の金山沢で，幅 3m ていどの合金銀石英脈の母岩となっ

ている。

岩質は，一般に，灰緑色~陪青灰色の轍密な岩石で，角閃石の柱状結晶が，顕著に

みられる。

顕微鏡下では，斑晶として，斜長石・輝石・角閃石および黒雲母などがみられ，こ

のほか，石英が徴斑晶として存在する。石基は，隠微品質で，ほとんど，緑泥石化お

よび方解石化し，ときに，緑簾石の生成していることもある。斜長石は，ほとんど，

曹長石化しているが，これに，微細な絹雲母化と方解石化がともなわれる。有色鉱物

は，緑泥石化しているものが多い。鉱化変質のいちじるしい部分では，原岩の組織は

消滅し，まったく，石英一絹雲母一粘土鉱物の組合わせとなり，黄鉄鉱の鉱染がいち

じるしく行なわれている。

d) 含角関石しそ輝石普通輝石安山岩質プロピライト

山陵部に多く分布し，プロピライト質岩類中，もっとも，新しい噴出と考えられ

る。一般に，鉱化作用による影響は少なく，わずかに，黄鉄鉱化が小範囲にみとめら

れるにすぎない。

岩質は，一般に，暗緑色~緑灰色の鍛密・堅硬な岩石であるが，愛別水銀鉱山上流

では，黒色・鍛密で，板状節理がよく発達している。そして，下部に，径数 em--10

em ていどの礁をふくむ集塊質熔岩ををともなっている。

顕微鏡下では，斑晶として，斜長石および輝石がみられ，また，徴斑品として，石

英および角閃石がみられる。斜長石の曹長石化は，一般に弱く，割目や，周辺だけに

限られている。有色鉱物は，ほとんどが，割目や，周辺部から，緑泥石に置換されて

いる。石基は，一般に，隠徴品質であるが，ときに，斜長石の短冊状結晶が流理をし

めしているとともある。そして，これらの聞に，緑泥石や，方解石が散在している。

愛別水銀鉱山上流のものは，斑晶として，斜長石〉普通輝石当しそ輝石がみられ，輝

石類は，周辺部から，わずかに，褐色の緑泥石化が行なわれているにすぎない。石基

-16-



は，ハイアロピリティック組織で，斜長石のほか，ガラスをともない，若干の輝石も

ともなわれる。そして，微粒の磁鉄鉱が散点している。

VII.2.2 流紋岩 (Rp)

この図幅地域の西に隣接する愛別図幅地域内の愛別水銀鉱床地帯に分布する一部

が，この図幅内に，わずかにのびて分布しているものである。

岩質は，白色~灰白色，ときに，淡褐色をおびる轍密・堅硬な岩石で，石英の斑品

が目立っている。一般に，鉱化作用による変質を強くうけているものが多く，とく

に，珪化が特徴的である。

顕微鏡下では，斑品として，石英気斜長石〉黒雲母がみられ，石基は，おもに，ガ

ラスからなり，流理構造をしめし，この中に，斜長石・石英・黒雲母の徴晶が散在し

ている。

VII.2.3 玄武岩質安山岩 (Ba)

天幕から上越にかけて，留辺志部川ぞいに，基盤岩類を直接おおって，分布してい

る。このものは，柱状節理の発達した熔岩流をなしている。

岩質は，含かんらん石玄武岩質安山岩で，ときに，暗灰色や，隷色をおびるが，一

第 11 図玄武岩質安山岩(上越西方) x100 II ニコル
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般には，黒色の堅硬・紙密な岩石で，部分的に，小さな空隙がみられる。

顕微鏡下では，斑品として，斜長石が主体をなし，少量のかんらん石・普通輝石・

しそ輝石などがみられる。石基は，インターサータル組織をしめし，その組織は，細

粒から粗粒に変化する。一般に，概して，粗粒であるが，上越付近では，一部，細粒

になっている。この石基は，おもに，斜長石からなり，その間を，普通輝石・しそ輝

石・ガラス・磁鉄鉱などがうめている。変質のていどは，全般的に，きわめて弱い緑

泥石化がみられるだけである。また，空隙に，ときに，方解石が生成している。

VII.2.4 塩基性安山岩類岩脈 (Bd)

この図幅地域の南東部をのぞいた，大部分の地域に，先白亜紀の基盤岩類および新

第三紀のウエンナイ川層をつらぬいて，数多くみられる。一般に，幅 2---10 m ていど

の小岩脈で，道入方向は， E-W から N600E をしめすものが多い。

A: 塩基性安山岩類岩脈 B: 粘板岩

第 12 図塩基性安山岩類岩脈(浮島峠付近〕

岩質は，合石英玄武岩質安山岩~普通輝石しそ輝石安山岩で，黒色~暗灰色のもの

から，緑色の轍密なものまである。岩体の幅が， 7---10m ていどに大きくなると，そ

の中央部分は，斜長石の斑品が目立ち，斑状構造をていする。

上川町市街地の北方の基盤岩類をぬいているものは，暗灰色~黒色の轍密な玄武岩

質安山岩が多く，プロピライト化の変質をうけているものもある。
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第 13 図 塩J，~fl:. 友ー Ilj 岩類脈(浮島 II作付近) x100 II ニコル

顕微鏡下では，卦 trWI' ま，ひじように少なく，わずかに，斜長イ i と f字通輝行，および

出色化した緑泥石などがみられるだけである。石基は，インターサータル組織をし

めし，住状の斜長石の間を，福色化した緑山石がうめている。また，ィ i英・方解1-1な

どが，この間に生成していることもある。

m滑川上流地域の基盤岩類をぬいているものも， 上川町市街地北方のものと，ほと

んど同じであるが，ブロピライト化の変質が，やや，強いようである。この中の斑状

構造をしめす部分は，顕微鏡下では，斑品として，科長石のはか，ときに，単斜輝行

がみられる。この科長石は，曹長石化している。む-基は，インターサータル組織で，

科長石の聞を，単科輝石と，褐色化した緑泥石がうめ，その聞に，石英の生成がみら

れる。

VIII 地質構造

この図幅地域は，先白亜紀の基盤構造が骨格となって，その影響が新第三紀中新世

以降の地質構造に反映している。

先白亜紀の地質構造は， 日高 j釜山運動と密接な関連をもって組立てられ， N-S か
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ら，若干， W にふれた方向の構造が主体をなしている。これに対して，新第三紀中新

tit以降は， NE-SW方向の構造が主体となってきている。

基盤岩類の構造:基盤岩類を構成する先白亜紀の中越層は，地層が，ひじように撹

乱されているため，構造解析は，むずかしく，明らかでない点が多い。しかし，大ま

かにみると，その走向は，南西部では， N45°.-50
0

W のものが多く，東部では N-S

から，若干， W にふれたり， E にふれたりしている。傾斜は，全般的にみて， E 落し

が多い。おそらく， Wにたおれた等斜摺曲のくりかえしが，断層によって，撹乱され

ているようである。この中越層に発達する主要構造線は，いずれも， N-Sから，若

干， Wにふれ，日高造山運動における先駆的活動をしめす輝緑岩類・扮岩ーなどはもち

ろん，中期から後期にかけての深成活動をしめす，斑れい岩・花こう岩・石英閃緑岩

なども，この方向に道入している。

新第三紀堆積盆の構造:新第三紀堆積盆を構成する中新世のウエンナイ川層は，ひ

じように，不安定な堆積物からなる。一般に，地層の走向は， N50
0

_60
0

E をしめす

ものが多く，傾斜は， 20° 以下の緩傾斜で，いちじるしい摺曲とか，擾乱はみとめら

れない。この地層の中には， NE-SW方向の構造線がよく発達しこの方向に，塩基

性安山岩類の岩脈が，数多く進入するとともに，鉱化帯も，大部分，この方向にそっ

て行なわれている。

IX 地史

この地域の地質構成が，現在みられるようになった経緯は，つぎのように，推察す

ることができる。

IX.1 日高地向斜形成期

基盤岩類を構成する中越層の堆積時期で，地向斜時代の単調な堆積物(粘板岩・硬

砂岩)が厚くたまり，日高造山運動の母胎がつくられた。この中に，扮岩・輝緑岩類

および、同質凝灰岩の道入や，噴出がみられ，この時期から，塩基性の先駆的火成活動

がはじまって L 、る。

IX.2 日高地向斜上昇期

この時期には，日高地域の中核では， ミグマタイトの形成が主要な役割をはたし，

日高地向斜は，大きく浮上っている。しかし，この地域では，これに対応するような

本格的上昇運動はみられず，かなり性格を異にした深成活動が分化した形で行なわれ
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ただけである。この凶l隔地域にみられる斑れい民・花こう岩・石英閃緑岩などの H 高

造III末期の分散的活動がこれをしめしている。日高変成帯が強い集約的変形であるの

に対して，いちじるしい対照をなしている。

IX.3 新第三紀堆積盆の形成および発展

新第三紀中新 ~t にはいると，長い間の陪化状態で， 1~ 1j剥をうけていた基盤岩煩の上

に，ふたたび，海進がはじまり，不安定なウエンナイ JII 層の堆積が行なわれた。この

堆積盆の中には，各種のプロピライト質岩類や，流紋岩・玄武岩質安山岩・塩法性安

山岩類岩脈の道入・噴出が活廷に行なわれ，とくに，プロピライト質岩類や，流紋岩

は，その後火成作用により，金銀を主体とする鉱化市を形成している。

鮮新世にはいると，堆積誌が隆起し陪 it の状態となるが，との i時期にも!占一定な

火山活動が行なわれ，於鬼頭岳火山噴出物・チカルベツ熔結凝灰岩・笹 [JJ 熔結凝灰岩

などの中性~酸性の爆発的火山活動が行なわれている。

XI. 4 第四紀

この図幅地域は，鮮新 i吐から，ひきつづき，陪化した状態がつづき，更新 1止中期に

は，安足間川熔結凝灰岩が，更新世後期には，層雲峡熔結凝灰岩が，十勝一大雪火山

地域から，低地を埋めて流定してきている。このあと，更新世末から現世にかけて，

緩慢な間駄的隆起と，侵蝕によって，河成段丘堆積物や，現河床堆積物が形成され，

現在にし、たっている。

X 応用地質

この凶 l隔地域の新第三紀中新世・のプロピライト質岩類ならびにウエンナイ川層中に

は，いたるところで，黄鉄鉱の鉱染・珪化・粘土化などの鉱化帯がみとめられる。こ

れら鉱化帯の方向は，大部分が， NE-SW 系のものである。

天竜鉱山:鉱山付近には，石英安山岩質プロピライトを母岩とする珪化・黄鉄鉱鉱

染などの鉱化市が， N40°.--70
o
E方向に発達している。旧坑もみられるが，坑道が崩

壊しているため，鉱脈の状況は明らかでない。鉱山の下流約 4km の岩内川流域には，

青化製錬所 (5∞ tj月処理)の跡があるが，これは，昭和 7 年頃から 14年頃まで，中

島鉱業KKによって，操業されたものである。この製錬所の原鉱石は，ほかの鉱IIIか

らもってきたものが大部分らしい。

天塩岳周辺:昭和 5 年頃から，金銀を目的とした地表探鉱が行なわれている。母岩
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は，天竜鉱山と同じく，石英安山岩質プロピライトで，この中に， N50
0

E ・ 80
0

SE の

走向・傾斜をもっ， III面 2"""'"'40em ていどの石英脈が，数本発達している。天塩岳山頂

では， N85ーW"""'"'N85°E の走向をもっ珪化帯が尾根を構成し，この中に， I隔~2 "，，"，"， 3 司em

の石英畑 II慌が平行して多数みられる。当所の分析結果では， AuO-tr. である c
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EXPLANATORYTEXT

OFTHE

GEOLOGICALMAPOFJAPAN

(Scale 1:50,000)

KAMIKAWA

(Abashiri-32)

by

TetsuoFUJIWARA

CheoulWooKIM

YukioSHOYA

K6heiMATSUI

(GeologicalSurveyofHokkaidδ)

Resume

ThemapareaoftheKamikawasheetislocatedinthecentral

partofHokkaid6betweenLat.43ー50'-44ー00'N.andLong.142ー45'

-143ー00'E.

Topography

ThetopographyoftheKamikawasheetareaisdividedinto

fourpartsasfollows;

1) Thedisectedmountainswhicharecomposedofthepreｭ

Tertiaryformationsandigneousrocks.

2) Themountainlandwhichiscomposedofigneousrocks

andformationsoftheNeogene.

3) Thevolcanicplateauwhichiscomposedofthewelded

tuffsofthePlioceneandPleistocene.

4) Theplainsandterracesdevelopingalongtherivers.
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Geology

Thebasementcomplexoftheareaisrepresentedbythe

NakakoshiFormationoftheHidakaSupergroupwhichsignifies

monotonousandthicksedimentsofgeosynclinalnature. The

formationiscomposedofslatesandgraywackesintercalatedby

diabasictu 旺s andlimestones. The-ageoftheformationisnot

yetclearbecauseofthelackofanyfossilsbutisseemedtobe

theJurassictotheTriassicfromtheｷviewpointoftheoccurrence

ofrocks. Thestructureoftheformationisquitedi 伍cult tobe

clarifiedduetoitsdisturbance. Thegeneraltrendofthebeds

isinthedirectionofN-Sandshowswesterlyvariationmoreor

less. Thetrendmaycontrolthedirectionoftheintrusionsof

plutonicrockssuchasgranites, gabbrosandquartz-dioritesas

wellasvariousigneousrocksasdiabases, porphyritesandgranite

porphyries. Thegranitesandquartz-dioritesrevealthecontact

aureolesaroundthebodiestoformthemetaslates, matasandstones
andhornfelses.

TheUennaiFormtionoftheMiocenecoversthebasement

complexwithconsiderabletimegapandoccupieswidelythethe

centralaswellasthenorthernpartsofthesheet. Thelithological

characteroftheformationiscoarcetu 任aceous whichsuggestsa

peculiarunstablesedimentation. Withintheformation, thefault

andshearedzonesinthedirectionofNE-SWdevelopalongwhich

thedikesofbasicandesitsareobservedfrequently.

Thevarioustypesofpropyliticrockerangingfromandesitic

todaciticinlithologyareemplacedinthesedimentarybasinof

theNeogeneofwhichthemajorityiscoveredbytheseeffusives.

ThemineralizedzonewithNE-SWdirectionarefrequentlyobseｭ

rvedonthesee旺usives.

Coveringthesee旺usives ， theOkito ・dake volcanice旺usives are

distributedlocallyatthenorth-westernpartofthesheetarea.

TheSasayamaｷweldedtu 妊 of whichtheoriginisunknownsofar
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andtheChikaribetsuweldedtu 旺 of theDaisetsuvolcanicseriesare

foundonthesouth-easterncornerofthesheet. Theageofthese

e旺usives isnotabletodeterminedirectlythoughitseemstobeof

thePliocenefromtheviewPointsofdisectiongradeandlithology.

TheAntaromaweldedtu 旺 of theDaisetsu-Tokachivolcanic

seriesandtheSδunkY6 weldedtu 旺 of theDaisetsuvolcanicseries

bothofwhichareoftheQuaternary, areseenatthesouth-western

partofthesheet. TheriverterracedepositsandtheAlluvial

depositsdevelopalongtheriversandalsothetalusdepositsare

distributedatthemountainfoot.

Economicgeology

Theimpregnationsof pyrite, silicificationand argillization

withinthepropyliticbodiesaswellastheUennaiFormation, are
observedeverywhereinthesheetarea. Themajorityofthe

mineralizedzonesisinthedirectionofNE-SW. Theareaaround

theTenryiimineandtheTeshio-dakecouldbepointedouttobe

someoftheindicationofore.
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