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Joint researches with the Research Group of the Tectonic Development of the Shimanto

Geosyncline and Shikoku Basin and the Ocean Research Institute, University of Tokyo were

held three times from 1970 to 1972 in the southern sea area off the Kii Peninsula and Shikoku

Island.

In the course of the researches, the authors have surveyed by the R/V Tansei-maru of the

Ocean Research Institute (KT-70-3, KT-71-9 and KT-72-2 Cruises) and the R/V Hakuho-maru of

the same institute (KH-72-2 Cruise). In these research cruises, the authors have obtained

many dredge hauls and three piston core samples at 41 stations.

In the present paper, theauthors dealt with 69 samples obtaind from 37 stations. Most

samples yield well preserved abundant specimens of planktonic foraminifera and calcareous

nannoplankton ranging from Pleistocene to Recent in age. A sample obtained from off the

Muroto Cape revealed early Pliocene planktonic foraminifera and nannoplankton assemblages,

and the latter was correlated to the lower part of the Yonabaru Formation in Okinawa.

Pleistocene to Recent planktonic foraminifera and calcareous nannoplankton assemblages

probably occurred in the acoustic "P" formation. Some assemblages which yielded Gephyrocapsa

caribbeanica, Reticulofenestra reticulata and Pseudoemiliania lacunosa also occurred in
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acoustic "K,　formation. The early Pliocene assemblages occurred m the acoustic "Kx"

formation.

Braarudos♪haera bigelowi which occurred in D22-1, D35 and D38 samples shows that the

sediments of these stations have deposited on the shallow bottom. These stations are, therefore,

supposed to subside respectively about 200, 300, 1,000m in HP" stage. The benthonic foraminifera

obtained from the same samples, however, do not suggest the subsidence of D35 and D38 stations

in that stage. It may be considered that B. bigelowi which is yielded in the samples from

these two stations, had been displaced by the the submarine current.

The present paper will be one of the basic data in the future geological and paleontological

studies of this sea area.

は　じ　め　に

紀伊半島・四国沖の大陸棚から南海舟状海盆にかけての海域は,西南日本の構造発達史を考え

る上で,さらには島孤の問超・海洋底拡大説の検証の上で,また黒潮古陸の存在を立証する上で

重要な地域である. 1973年夏には,当海域の西部でJOIDESによる　Glomar Challenger号の

Leg 31でHole 298の掘削が行なわれ,南海舟状海盆の形成機構ならびにその波及現象につい

て重要な知見が得られている.

1970年から1972年にかけて,この海域を中心として関西の研究者を主とした「四万十地向斜と

四国海盆の構造発達史研究グループ」と東京大学海洋研究所海底堆積部門の共同研究として,同

研究所の研究船淡青丸を使用してKT-70-3, KT-71-9, KT-72・2の3回の研究航海が行なわれた.

さらに1972年間研究所の研究船白鳳丸の　KH-72-2次研究航海によりこの海域の調査が行なわれ

tz.

淡育丸による航海では,スパーカ-による連続音波探査・　PDRによる測深・ドレッジャーに

よる底質採取・ピストンコアラーによる柱状採泥が,白鳳丸による調査では,エァガンによる連

続音波探査・　PDRによる測深・ドレッジャーによる底質採取・グラヴィティコアラ-による柱

状採泥・重力ならびに地磁気の連続測定が行なわれた.

これらの研究航海の成果の一部は各氏により概報され,大部分は投稿中または印刷準備中であ

る(志岐ほか, 1970;加賀美ほか1970;志岐はか, 】97ユ;奥田ほか, 1971;西田, 1971 ;輿田は

か, 1972 ;武蔵野, 1972 ;相田, 1972 & 1973 ;松岡ほか, 1973 ; Musashino, 1974 ; Kagami,

et al., in contribution ;志岐はか,投稿申)

本報告では筆者らの分担した底質中の浮遊性有孔虫と石灰質ナンノプランクトンの産出状況か

ら底質の地質年代を推定し,本海域の構造発達史研究の基礎資料としたい　KT-70・3, KT-71-9,

KT-72-2次研究航海については入手できた試料のすべてについて, KH-72-2次研究航海について

は当海域から得たものに限って取り扱う.
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試　料　に　つ　い　て

浮遊性有孔虫と石灰質ナンノプランクトンの検出に供した試料の採取位置の大略を第1図に示

す.また試料の採取位置と水深を第1表に示す. KT-70-3, KT-71-9, KT-72-2次研究航海にあっ
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第1表　底質の採取位居

てはDはドレッジを, Pはピストン式柱状採泥を表わす. KH-72-2次研究航海にあってはSt.は

測点を表わす.ドレッジ試料は採取時に肉眼で可能な限り区別できるものは分離し,独立した試

料として扱った.試料の岩質その他については第4表ないし第8表に示した
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試料採取点

KT-70-3次研究航海
D6　土佐碧南斜面
D8　西谷上流部

D9　中谷中流部
DIO　東谷

Dll　中谷下流部
D12　西谷下流部
D13　土佐梁上

D16　土佐碧南斜面
P3　土紀海盆

KT-71 -9次研究航海
D17　土紀海盆北斜面
D18　土佐婆北東斜面

D19　土佐婆北東斜面

D20　土佐婆北東斜面
D21土佐婆上
D21′　土佐婆上

D22　土佐婆上

D23　土佐婆西端
D24　土佐碧西端
D25　土佐婆西端

D26　室戸海丘西側斜面
D27　室戸梅丘西側斜面

P4　土紀海盆

KT-72-2次研究航海
D28　勝浦沖

D29　勝浦沖
D30　潮岬沖

D31潮岬沖
D32　潮岬沖

D33　周参見沖

D34　室戸崎東側斜面
D35　室戸崎東沖
D36　西谷

D37　中谷上流部
D38　fq・:ち;jI蝣<i/j

P5　土紀海盆

KH-72-2次研究航海

St.8　室戸崎沖
Stユ2　中谷

St.15　中谷

着底点(Lat., Long.)

32-57.4'N, 134-40.3'E

33-40.9′N, 134。54.1′E

33。38.2′N, 135-04.6′E

33-30.7′N, 135-19.1′E

33-32.1′N, 135-04.0'E

33-35.5′N, 134-56.8′E

33-05.0'N, 134-41.1'E

32-50.2′N, 134-47.5′E

33-26.4′N, 135-15.3′E

33-25.5'N, 134-44.4'E

33-13.0'N, 134-51.0'E

33-10.5'N, 134-53.1'E

33-10.0'N, 134-50.6'E

33-01.5'N, 134-51.4'E

33-02.6'N, 134-52.0'E

33-01.8'N, 134-40.5'E

33001.8′N, 134-28.6′E

33-00.4′N, 134-18.3′E

33-00.7'N, 134-19.2'E

32-57.4 N, 134-10.3 E

32-57.0′N, 134-08.4′E

33-21.3′N, 134-46.6′E

33。35.7′N, 136-00.2′E

33-35.8'N, 136-01.0'E

33-24.6′N, 135。41.6′E

33-22.2′N, 135。42.8′E

33。22.6′N, 135-44.9′E

33-27.9′N, 135-21.6′E

33-20.7′N, 134-14.9′E

33-19.1′N, 134-17.0′E

33-31.1′N, 134-54.0′E

33-38.5′N, 135。02.2′E

33-33.9′N, 134-42.1′E

33-21.9′N, 135-16.5′E

32-54.5′N, 134-16.1′E

33-31.2′N, 135-05.4′E

33-31.5′N, 135-05.1′E

離底点(Lat., Long.)　　　　水深(m)

32-58.3′N,

33。41.5′N,

33-38.5′N ,

33-30.8'N ,

33-32.5′N ,

33-35.7′N,

33-05.1′N,

32-51.5′N,

33-13.0′N,

33。10.0′N,

33-09.5′N,

33。01.9′N,

33-03.0′N,

33"02.3ノN,

33-01.8′N,

33-00.4′N,

33-01,0′N,

33-35.8'N,

33-35.9'N,

33-24.3′N ,

33-22.1 N,

33-22.6′N,

33。28.2′N,

33-20.4′N,

33-18.8′N,

33-31.5′N,

33-38.9′N,

33。33.7′N,

134-41.2′瓦

134。54.6′E

135-03.8′ E

135-19.4'E

135-04.7′ E

134-56.9′ E

134-41.6′ E

134-52.1′ E

134-51.0′E

134-54.4′E

134-52.5′E

134-52.0′E

134-52.6′ E

134"41.5′E

134-28.2′ E

134-18.5′E

134-19.5′E

136-00.4′E

136-00.8′ E

135-41.7′ E

135。44.9′E

135-45.4′ E

135-21.6′E

134-14.3′E

134-16.3′E

134-53.8′E

135-02.1′E

134-42.0′ E

510-　590

580-　650

420-　540

780- 900

1200-1380

940-1070

250- 280

1860-1880

1510

1200-1255

1155-1160

900- 930

750-　790

462-　464

404-　435

180- 222

388- 398

715- 755

590-　665

330-　360

705-　760

1360

172- 225

168- 270

420- 420

830- 930

570-　680

750-　840

520-　575

870-1000

900-1005

260-　360

305- 310

1515

32-56.5′N , 134-17.3′　　　1073-1133

33-31.5′N, 135-05.7′　　　1073-1133

1405

第1表　底質の採取位置・水深

試料の処理と観察

浮遊性有孔虫の検出には,軟らかい試料は乾燥させたものを過酸化水素法により分散させ,硬

質の試料は無水硫酸ナトリウムで処理し,いずれも100メッシュのふるいで水洗し有孔虫を分離

した.処理した試料の童は数グラムないし数10グラムである.有孔虫の同定は光学顕微鏡下で行



石灰質微化石からみT:紀伊半島・四国沖の底質 55

ない,一部のものは走査電子顕微鏡下で再確認した.有孔虫の再確認と写真撮影には日立HSM-

2B型走査電子顕微鏡を用い,加速電圧5ないしIOkv,フィラメント電流70mAで使増した.

試料はカ-ボン蒸着を行なった上に金蒸着を行なった.同定した有孔虫標本はすべて奈良県立奈

良高等学校に保存してある.本報告では主として浮遊性有孔虫のみを扱うことにし,底棲有孔虫

群集については別の機会にあらためて報告する予定である.

石灰質ナンノプラクトンは次の方法で検出し観察した.試料数グラムに純水を加え　28kHzの

超音波で数秒ないし数分間分散させた後,遠心沈澱法によりナンノプランクトンフラクションを

分離した.この操作は遠心沈澱機の始動時間ならびに停止時間を含めないで,瞬間的に25Gに到

達させて上液をとり,さらに始動時問を含めて20秒間400Gで沈澱させ上液を捨てた.この操作

は上液が透明になるまで純水を加え繰り返した.試料によっては,この操作の途中で数%のヘキ

サメタリン酸ナトリウムを加え凝集物の分散を促した.分離したナンノプランクトンフラクショ

ンを光学顕微鏡下でチェックしながら予備観察とした.分離濃縮した石灰質ナンノプランクトン

は一段法によりカ-ボンレプリカを作製し,日本電子JEM-SS型電子顕微鏡を加速電圧30kv,フ

ィラメント電流80mAで使用し観察した.石灰質ナンノプランクトンの同定はすべて電子顕微

鏡下で行なった.撮影したネガフィルムと試料の残余は奈良教育大学地学教室に保存している.

底質と浮遊性有孔虫および石灰質ナンノプランクトン群集

検出した浮遊性有孔虫は,底質の年代を決定する上で有意義と思われるもののみを第2表に示

した.それぞれの試料について産出個体数の多少にかかわらず検出し得たものを+で表わすこと

にとどめた.検出した石灰質ナンノプランクトン群集を第3表に示す.表中の+はふつうに産す

ることを, ≠は特に多くみられるものを,括孤の付いたものは非常に少ない産出を示し,二次化

石の可能性をもったものを含む.

底質の地質年代については,有孔虫の　Hastigerina adamsi, Sphaeroidinella dehiscens

excavataとナンノプランクトンのEmihania huxleyi,またはこれらのうちのいずれかを確実

に産するものを　Recentとし,これらの有孔虫およびナンノプランクトンを含まず,有孔虫の

Globorotaha hirsuta hirsuta, Globorotaha truncatuhnoides, Globigenna calida calida,

Pullematina obliquiloculata finahs　などを産し,ナンノプランクトンの　Gephyrocapsa

canbbeanica, Gephyrocapsa protohuxleyi, Hehcopontosphaera sellii, Pseudoemiliania

lacunosaなどと共にGephyrocapsa oceanicaを産するものをPleistoceneとした.しかし,

Hastigerina adamsi　と　Sphaeroidinella dehiscens excavata　は調査海域での産出頻度がき

わめて小さく,今回取り扱った約60地点の底質試料中で,前者を含むものは紀伊水道沖の1地点

のみであり,後者を含むものは潮岬沖の1地点のみであったので,これらの有孔虫を含まない場

合でも　Globorotalia hirsute hirsuta, Globorotalia truncatuhnoides, Globigerina calida

calida, Pulleniatina obliquiloculata fmalts　またはナンノプランクトンの　Gephyrocapsa

caribbeanica, Gephyrocapsa protohuxleyi, Helicopontosphaera selln, Pseudoemiliania

lacunosa　などと共に　Gephyrocapsa oceanica, Emiliama huxleyi, Helicopontosphaera

hyalina, Helicopontosphaera walhchiなどを産するもの(Haq, 1973)をPleistocene-Recent

とした.さらに　Hastigenna adamsi, Sphaeroidinella dehiscens excavata　を含まず,

Emiliania huxleyi　の産出が不確実で　Gephyrocapsa oceanica　と　Globorotalia hirsuta
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CRUISE NO.

SAMPLES

PLANKTONIC

FORAMINIFERAL

SPECIES

Globigerina angustiumbihcata

G. cahda cahda

G. decoraperta

G. dutertrei

G. venezuelana

Globorotalia acostaensis acostaensis

G. hirsuta hirsuta

G. merotumida

G' miozea conoidea

G. pseudomiocenica

G. tosaensis

G. cf. tosaensis

G. truncatulinoides

G. tumida flexuosa

G. tumida cf. plesiotumida

Hastigerina adamsi

Sphaeroidinellopsis seminulina seminuhna

S. subdehiscens subdehiscens

Sphaeroidinella dehiscens dehiscens

S. dehiscens excavata

S. dehiscens immatura

Pulleniatina obliquiloculata finalis

P. obhquiloculata obliquiloculata

P. pnmahs

Globoquadrina altispira altispira

Globigennoid.es bolhi

G. obliquus extremus

G. obhquus obliquus

G. quadnlobatus fistulosus

G. cf. quadrilohatus fistulosus

G. quadnlobatus sacculifer forma α

G. tenellus

+　　　　+

+　　　　　　　　+　　　　　　　　　　　+

++　　　+++++++++　+　++

++

+　+　+

巨〕

十　　　十　　　　　　　　++

55

Bi

+　　　　+++　+　　　　　<　　　　　+

+M+

++十+++++　　　++十十十

十　　　　十

両

+　　　　　　　　　　+

++

第2表　底質中の浮遊性有孔虫
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Braarudosphaera bigelowi

Ceratohthus cristatus

Coccolithus adonaticus

C. pelagicus

C. productus
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hirsuta, Globorotalia truncatulinoides, Globigerina calida calida, Pulleniatina obhquilo-

culata finalisなどのうちのいずれかを産するものは(Pleistocene-Recent)として示した.した

がってPleistocene-Recentはかなりの幅をもって表わされるものであり, (Pleistocene-Recent)

はかなりの幅をもつ上に不確実さも併せもつわけである.有孔虫のGloborotalia merotumida,

Globorotalia miozea conoidea, Globorotalia pseudomiocenica, Globorotaha tumida cf. pie-

siotumida, Sphaeroidinellopsis setninulina seminulina, Sphaeroidinellopsis subdehiscens,

subdehiscens, Pulleniatina primalis, Globoquadorina altispira altispira, Globigenna vene-

zuelana, Globigerinoid.es obliquus extremusの産出と共にナンノプランクトンのDiscoaster

やReticulofenestra pseudoumbilicaの確実な産出の認められるものはPlioceneとした.

対象とする浮遊性有孔虫およびナンノプランクトン群集を紀伊半島沖,紀伊水道,土紀海盆,

土佐梁,室戸崎沖の海域に分けて述べることにする.

紀伊半島沖　　D28, D29, D30, D31, D32, D33　の試料が相当し,勝浦沖・潮岬沖・周参見沖

の水深72mないし840mの沿岸部のものである.

第4表　紀伊半島沖の試料

D28:園泥臭をもった灰色のやや固い泥.

D28-s:灰色のやや固い砂っぼい泥.

D29-pure:やや固結した砂質の磯塊.

D29-v.f.(very fine):硬のなかのひじょうに細粒

の部分.

D29-R: D29-pureとした磯の表面に付着していた

泥.

D30:黄色がかった灰色の泥質砂.

D31:緑がかった灰色の砂質泥.

D32-1:軟らかい砂質泥.

D32-2:貝殻・植物片の入った泥まじり砂.

D32-3:かなり固結した泥まじり砂.

D33-1:有孔虫遺骸・植物片を含む灰色がかった

黄緑色の軟らかい砂質泥.

D33・2:やや粘り気のある砂まじりの泥.

D33-3:なかば固結した青灰色泥.

D28とD28-S.は石灰質ナンノプランクトン細成が貧弱で保存状態もよくない　D28はGlobo-

rotalia truncatulinoidesとGe♪hyrocapsa oceanicaを産するが　D28-s.では前者が認められ

ず,またこの2試料ともにEmihania huxleyiの確認ができなかったのでD28はPleistocene-

Recent, D28-Sは(Pleistocene-Recent)としておく.

D29-very fine　と　D29 pure　は地質時代を決める手がかりとなるナンノプランクトンは貧弱

であるが,有孔虫ではGloborotalia truncatulinoidesを座するのでPleistocene-Recentとす

る　D29-RはG. truncatulinoidesは認められないがGephyrocapsa oceanicaの産出により一

応(Pleistocene-Recent)としておく.

D30はG. truncatulinoid.es, Gephyrocapsa oceanicaとともにEmihania h紘∬leyiが多産

することから　Recent　とする.

D31もG. truncatulinoides, Pulleniatina obliquiloculata fmalts　とともにD30と似た

ナンノプランクトンを多産することからRecentとする.

D32-1はGloborotalia hirsuta hirsuta, G. truncatulinoidesのほかに保存の憩いGloborotaha

tosaensisと　Globigerina quadrilobatus cf. fistulosusを産するが,多くのGephyrocapsa

oceanica　とともに　Emiliania huxleyi　を産することから　Recentとする　Globorotalia

tosaensisと　Globigerinoid.es quadrilobatus cf. fistulosus　は二次的に混入したものであろ



石灰質微化石からみた紀伊半島・四国沖の底質 61

う　D32-2はGloborotalia hirsuta hirsuta, G. truncatulinoides, Sphaeroidinella dehiscens

cf. excavata, Pulleniatina obliquiloculata finalis, Globigerinoid.es quadnlobatus cf.

sacculifer forma a　のほかにGephyrocapsa oceanicaを産するのでRecent, D32-3は　G・

hirsuta hirsuta, G. truncatulinoides　のほかに　Gephyrocapsa oceanica　を産するが　E・

huxleyiが確認できないので　Pleistocene-Recentとしておく.

D33-1と　D33-2　は固さは多少異なるが,有孔虫とナンノプランクトンの組成はそれぞれ似て

おり　Globorotalia truncatuhnoidesとGephyrocapsa oceanicaの多産が共通して認められ

るが, Emiliama huxleyiその他が未確認なのでPleistocene・Recentとしておく　D33-3は

Gephyrocapsa oceanicaに加えてE. huxleyiの産出が確認できるのでRecentとする.

紀伊水道-紀伊水道には3本の大きな海底谷が刻まれ,その成因については多くの論議がな

きれている.この海底谷の谷壁・谷頭・谷底等をねらって9回の底質採取が行なわれた.ここで

は西谷・中谷・東谷としておく,西谷からD8, D12, D36, D38,中谷からD9, D37, St.12, St.15

が得られ,そのうちSt.15はグラブィティコァラーによる.東谷からはDIOを得たのみであ

る.

第5表　紀伊水道海域の試料

D8-1:青緑色をおびた灰色のシルト質泥.

D8-2:砂まじりの青泥.

D8-3:青緑色をおびた灰色の泥質砂.

D8-4:やや国結した泥.

D8:シルト岩角磯.

D12:シルト岩角疎.

D12-1:大型円筒型ドレッジャ-の下部の泥.

D12-2:上記ドレッジャー上部の磯まじりの泥.

D36:粘り気のある灰色泥.

D38:育灰緑色の細砂.

D9-1:大型円筒型ドレッジャ-上部の青い泥.

D9-2:上記ドレッジャ-上部のやや固い泥.

D9-3:上記ドレッジャ-下部の青泥.

D9-soft r.(rock):やわらかいシルト岩角疎.

Dll:やわらかい青緑色泥.

D37-1:緑色をおびた灰色のややしまった砂まじ

り泥.

D37-2:青緑灰色のややしまった泥.

St.12-ad.w.:円筒チェ-ンバッグ型ドレッジャー

のウエイトに付着した黄色泥.

StJ2-B-b.(brown):小型円筒型ドレッジャーに

入った黄褐色泥.

St.12-B-g.(gray):小型円筒型ドレッジャーに入

った灰色泥.

Stユ2・B-R:上記のドレッジャーに入っ1こ背泥.

St.15:グラヴィティコアラ-の管側に付着した育

J:覗* liiV¥L.

DIO:灰白色シルト.

DIO-no.185:シルト岩.

D8は5試料に細分きれる　D8-1,D8-2,D8-3はいずれもナンノプランクトンではCyclococco-

lithina leptopora, Gephyrocapsa oceanica, Helicopontosphaera kamptneriを多産するが

PleistoceneまたはRecentを確証するものに乏しい.しかし,有孔虫ではD8-1はGJO∂0㌢0-

talia hirsuta hirsuta, Globorotalia truncatuhnoides, D8-2はGlobigerina calida calida,

G. truncatulinoid.esが認められるのでPleistocene-Recent, D8-3はG. hirsuta hirsuta, G.

truncatulinoides, Pulleniatina obliquiloculata finahsのはかにHastigerina adamsiが含

まれているのでRecentであることが確認できる. D8-4はナンノプランクトンを産しないが,

有孔虫ではGlobigerina decoraperta, Pulleniatina obliquiloculata obliquiloculata, Globi一

gerinoides tenellusなどのほかに最後のchamberにのみkeelが発達しているGloborotalia
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tosaensisが含まれている.しかし　Globorotalia hirsuta hirsuta, Pulleniahna trunca-

tulinoides, P. obhquiloculata finalis　などが検出されないのでIate Pliocene　の可能性が

ある　D8-silt b.は有孔虫,ナンノプランクトンともに全く産出しない.

D12はドレッジ試料D12-2中に含まれていたシルト岩角疎であるが,ナンノプランクトンは産

出しない.有孔虫も個体数はきわめて少ないが, Globigerinoides obliquus extremus, P. ob-

liquiloculata obliquiloculata　その他を産する.しかし　G. obhquuse extremusについては

二次的に混入した場合も考えられるのでIate Pliocene　の可能性があるとしておく,なお, P・

obliquiloculata obliquiloculataの殻はすべて右巻きである　D12-1はG. truncatulinoid.esを

産するのでPleistocene-Recentとする　D12-2はG. truncatulinoid.es, G. hirsuta hirsuta

などは全くみられず, Globigerina dutertrei, Globigerina pachyderma, P. obliquiloculata

obliquiloculata, Globigerinoides conglobatus, Globigerinoides ruber, Globigennoides

tenellus, Globorotalia crassaformisなどのほかに, G. tosaensis, Globigerina decoraperta

を産するのでIate Plioceneの可能性が考えられる.なお, Globorotalia tosaensisは最後の

chamberにのみ　keel　を持ち, P. obliquiloculata obliquiloculata　はすべて右巻き　Glo-

bigerina pachyderma　もほとんど右巻きであった.

D36は西谷側壁の急斜面より得たもので　G. hirsuta hirsuta,多量のGephyrocapsa oceanica

とともにE. huxleyiが産するのでRecentのものと考えられる.

D38は西谷西方の緩斜面から得たものでG. hirsuta hirsuta, G. truncatuhnoid.esのほかに

Gephyrocapsa oceanicaが多量に産するが　PleistoceneまたはRecentを示す決め手を欠く

のでPleistocene-Recent　としておく.

D9は中谷の上流部より得たもので4試料に細分きれる　D9-1はG.hirsuta hirsuta, G. trun-

catulinoidesが認められるのでPleistocene-Recentとする. D9-2はG. truncatulinoid.esが

多量のGephyrocapsa oceanicaとともにGephyrocapsa protohuxleyi, Helicopontosphaera

sellii　などのIate Pleistocene　を示すものや　Pseudoemiliania lacunosa　などのIate

Pliocene-late Pleistocene　を示すものなどとともに産するが　　Discoaster　も　E. huxleyi

も産しないことからPleistoceneとする　D9-3はG. calida calida, Globorotalia tosaensis,

G. truncatulinoidesを産するのでPleistcene-Recentとしておく　D9-soft r.はG. truncatu-

linoides, Globigerina dutertrei, P. obliquiloculata obliquiloculata　などのほかに　H.

kamptnenをわずかに検出するのみであってPleistocene-Recentとする.

Dllは中谷東壁から得たもので, G. hirsuta hirsuta, G. truncatulinoid.es, P. obliquilocu-

lata finalisなどを産するのでPleistocene-Recentとする.

D37は中谷谷頭部の急斜面から得たもので2試料に分けられるが,ナンノプランクトンでは

D37-1, D37-2　ともに　Gephyrocapsa oceanica　を多産するが他の種に乏しく,有孔虫でも　D

37-2でmarker species　としては　G. truncatuhnoidesが検出されるだけなので　D37-1は

(Pleistocene-Recent), D37-2はPleistocene-Recentとしておく.

St.12は中谷中流部より得たもので　St.12-ad.w.からは微化石の検出はできなかったが, St.

12-B-b., St.12-B-g., St.12-B-RからはCycl. lepto♪ora, Gephyrocapsa oceanica, H. kamptnen

などが検出されるのにとどまり(Pleistocene-Recent)とする.

St.15は中谷下流部で得られたグラヴィティコアであるが,試料はコアラーの外側に付着した

青灰縁色泥である. Cycl. leptopora, Gephyrocapsa oceanica, H. kamptneriの産出が見ら



石灰質微化石からみた紀伊半島・四国沖の底質 63

れるだけなので(Pleistocene-Recent)とする.

DIOは東谷から得た固い泥　D10-no.185はシルト岩の角硬であるが, DIOではナンノプランク

トンは検出されないが,有孔虫はGloborotalia truncatulinoidesとPulleniatina obliquiloculata

finahsが認められるのでPleistocene-Recent　とする　　D10-no.185からはナンノプランクト

ン,有孔虫ともに検出きれなかった.

土紀海盆-土紀海盆海域では　P3, P4, P5の3本のピストンコアとD17の青泥を得た。

第6表　土紀海盆海域の試料

P3:パイロットコアラー先端の青泥.

P4-p32: P4ピストンコアのパイロットコア先端

(32cm)の青泥.

P4・102: P4ピストンコアの先端(306cm)の青泥.

P5-2: P5　ピストンコアの表層部の青泥.

D5-69: P5　ピストンコアの先端部(187cm)の青

泥.

D-17:育泥

P3コアとP5コアの先端部からは　Gephyrocapsa oceanicaが産L Emiliania huxleyiが

みられないことから　Pleistoceneとする. P4コアの先端部は海底下306cmにあたるが, E.

huxleyiが産出するのでRecentとする.

D17は青泥のみで, G. hirsuta hirsuta, G. truncatulinoid.esを産し,多義の保存のよいCycl.

lepto♪ora, Gephyrocapsa oceanica, H. kamptneriがみられるのでPleistoceneとする.

土佐浩一本海域中量も試料採集密度の高い地域であり12地点にわたり,ここで取り扱ったも

のだけでも18試料に及ぶ.ここでは土佐碧南斜面,土佐砦上,土佐婆北斜面に分けて述べる.南

斜面からはD6, D16を,土佐婆上からはD16 D13, D21, D21′, D22, D23, D24, D25を,北斜

面からはD18, D19, D20を得た　D22は堆中央部の水深180ないし222mから得たもので興

味深い.また　D23,D24,D25は唯の西端から得たものである.

第7表　土佐碧海域の試料

D6-tuff.s.(tuffaceous siltstone):凝灰質シルト

岩の角疎.

D6:やわらかい青泥.

D6-hard r.(rock):炭酸塩岩の角硬.

Dlb-lower:パミスを含む角磯化した固い粘土の

マトリックスの部分.

D16:upper:上記試料の疎の部分.

D16:silt s.:シルト岩角碑.

D18:やわらかい青灰色泥.

D19:やわらかい胃灰色泥.

D20:silts.(siltstone):亜角磯ないし角磯状のシル

ト岩.

D20:青灰緑色の砂質泥.

D13:青灰色泥.

D13-hard m.(mud):火山灰を含む固い磯.

D13-silt b.:シルト岩亜角硬.

D21:生物片を含むあらい砂.

D21′:やや白い固めの硬.

D22-1:青緑色をわびた灰色疎.

D22-2:やや軟らかい砂岩.

D22-3:やや固い灰色シルト岩.

D22-hard r.(rock):凝灰質炭酸塩岩.

D23:しまった傑まじりの砂.

D23-mud:しまった泥.

D24:青灰色の有孔虫遺骸を含んだ申粒砂.

D25:やわらかい育灰色の申粒砂.

D6-mudはGloborotalia truncatuhnoides, Pulleniatina obhquiloculata finalisを産するの
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でPleistocene-Recentをする. D6-tuff.s.はGloborotalia inflata inflataが多く,はかにGlobi-

genna dutertrei, Globigerina pachyderma (すべて右巻き), Globigerina decorapertaなど

があるが, Globorotalia truncatulinoides, Globorotalia hirsuta hirsutaは検出されない.しか

し, Cyclococcolithina le♪topora, Emiliania huxleyi, Gephyrocapsa oceanica, Gerphyrocapsa

protohuxleyi, Helicopontosphaera kamptneri, Pseudoemiliania lacunosa, Reticulofenestra

rehculataが多産する上に,散在的にDiscoaster pentaradiatus, Reticulofenestra pseudo-

umbihcaがみられる. D. pentaradiatus, R. pseudoumbilicaは産出頻度,保存状態からおそら

く二次化石として混入したものとみられる.この試料のナンノプランクトン群集はE.huxleyiの

産出からRecentが確認でき, G. protohuxleyiの産出からIate Pleistoceneが,またP. lacunosa

と　R. reticulataの産出から　early Pleistocene　が確認できるので,有孔虫の　Globigerina

decorapertaの産出ともあわせ考えてearly Pleistocene-Recentの混在群集としておく.

D6-hard ,r.はGloborotalia (Turborotalia) spp.が多いが,保存状態がきわめて悪く,同定に

耐えられない.ほかにGloborotalia inflata tnflataとGloborotaha (Globorotalia) spp.が

それぞれ数胤Pulleniatina obltquiloculataとGloborotalia cf. tosaensisがそれぞれ1個検

出されたにすぎない.ナンノプランクトンは検出されなかったので,時代決定は保留しておく.

D16-lowerにはDiscoaster challengeri以外には決め手になるようなナンノプランクトンが

産出しない上に,このD. challengeri　もおそらく二次的に混入したものと思われるので時代決

定はできない. D16-siltsはシルト岩角硬であるが,有孔虫は個体数も少なく群集内容も貧弱で

あってG. inflata inflata, G. truncatulinoides, Globigerina dutertrei, Pulleniatina sp.な

どが少数みられるにすぎない. Sphaeroidinella dehiscens immaturaがただ1個産出したが,

おそらく二次的に混入したものと思われ,この試料はPleistocene-Recentとしておく. D16-upper

はGlobigerina angustiumbilicata, Grobigerina dutertrei, Globorotaha hirsuta hirsuta,

Globorotalia tosaensis, Globorotalia truncatulinoides,　Pulleniatina obliquiloculata

obliquiloculata　などを産するはかに　　Sphaeroidinellopsis subdehiscens subdehiscens,

S♪haeroidinella subdehiscens immaturaがみられるが,これらは二次的に混入したものであろ

う.ナンノプランクトンではCeratolithus cristatus, Coccolithus ♪elagicus, Cyclococcolithina

leptopora, Discoaster brouwen,　Gephyrocapsa oceanica,　Pontosphaera japonica,

Umbilicosphaera mirabilisなどのほかにEmiliania huxleyiを産する. D. brouwen (ま二次

化石とみられるのでこの試料はRecent　としておく.

D18は土紀海盆のD17と同様の青泥であるがGloborotaha hirsuta hirsuta, G. truncatulinoi・

des, Globigerina calida calida, Pulleniatina obliquiloculata finalisとHellcopontosphaera

wallichiがみとめられる.したがってG. cahda calidaのrangeをzone N.23に限るならば

(Blow, 1969), D18はRecentときれるが,その後G. calida candaの出現はN.22の基底ま

で下がり, N.23のsubordinate criterionとなり得ないときれている(Bronnimann & ResTG,

1971)ので, H.wallichiのrangeが正しいものとすれば(Haq, op. cit.), D18はPleistocene-

Recent　と考えられる.

D19　も　D17, D18同様の育泥で, G. decoraperta, G. dutertrei, G. hirsuta hirsuta, G.

truncatulinoides, G. tosaensis, G. inflata inflata, S. dehiscens dehiscens, P. obliquilocu・

lata obliquiloculata, Globigerinoides tenellusなどが産出するが, E. huxleyiが確認きれる

のでRecent　としておく　G. decoraperta, G. tosaensisなどは二次的に混入したものであろ
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う.

D20は青緑灰色の砂質泥であるが　G. calida calida, G. hirsuta hirsuta, G. tosaensis,

G. turuncatulinoides　を産出L E. huxleyiが確認されるので　Recent　としておく. G・

tosaensisは二次的に混入したものであろう. D20-siltstoneは　G. dutertrei, Globorotaha

inflata inflta, G. acostaensis acostaensis, P. obliquiloculata obliquiloculataなどのほかに

G. tosaensisがみられるが, G. truncatulinoid.esその他のQuaternaryを指示するものは産出

しない.したがって, late Plioceneの可能性がある.なお, G. tosaensisは最後のchamber

にkeelがみられ, Pulleniatina obliquiloculata obhquiloculataはすべて右巻きであった.

D13はGlobigerina angustiumbilicata, G. inflata inflata, G. tosaensis, G. truncatu-

linoides, S. dehiscens dehiscens, P. obliquiloculata obliquiloculata　などを産出するが,

E. hu∬leyi　とP. lacunosa　が多産することからPleistocene-Recentとしておく. D13-hard

m.はG. angustiumbilicata, G. dutertrei, G. inflata inflata, S. dehiscens dehiscens, P.

obliquiloculata obliquiloculata, P. obliquiloculata finalisなどの他にGloborotaha tumida

flexuosa　とGlobigerinoid.es bolliiが産出する. G. truncatulinoid.esは認められなかった.

ナンノプランクトンではE. huxleyiを産せず, G.protohuxleyi, P.lacunosa, R. reticulata

などを産するのでPleistoceneのものと考える　D13-silt b.は保存の惑い有孔虫がきわめてま

れにみられるが,同定不能であり,時代を決めることはできなかった.

D21は疎,貝殻破片,ウニなどを含む粗粒砂であるが, G. truncatulinoides, P. obhquilo-

culata finalisなどのほかにG. tumida flexuosaが産出するが,この　G. tumida flexuosa

も二次的に混入した可能性があるので　Pleistocene-Recent　としておく.

D21′は有孔虫ではGlobigerina angustiumbilicata, Globorotalia acostaensis acostaensis,

G. inflata inflata,　G. tosaensis,　Globigerinoides tenellus,　P. obliquiloculata

obliquiloculata, Globigerina ♪achydermaなどを産するがG. truncatulinoid.es, G. hirsuta

htrsutaは試料を追加しても検出きれなかった,しかし,ナンノプランクトンでは　Emiliania

huxleyiは産しないが, Pseudoemiliania lacunosa, Reticulofenestra γeticulataを産するの

で　Pleistocene　としておく.

D22-1はG. angustiumbilicata, G. calida calida, G. dutertrei, G. tosaensis, G. inflata

inflata, Helicopontosphaera hyalinaなどの産出から一応　Recent, G. protohuxleyi, P.

lacunosa, Reticulofenestra reticulata var.の産出から　Pleistocene　が確認されるので,

Pleistocene　から　Recnt　にわたる混合群集と考えておく　D22-2とD22-3は有孔虫ではG.

angustiumbilicata, G. decoraperta, G. dutertrei, G. acostaensis, G. mflata inflata, G.

tosaensis, P. obliquilculata obliquiloculataなどを産するが, G. truncatulinoid.esが検出さ

れないのでIate Plioceneの可能性は考えられるが,ナンノプランクトンではE. huxleyiを産

出せず, Gephyrocapsa caribbeanica, G. protohuxleyi, P. lacunosa, R. reticulataが産出

するので　D22-2, D22-3ともにPleistoceneの群集としておく　D22-hard r.は炭酸塩岩で,

有孔虫は個体数は多いが保存状態が意く,種名の確認できたものはGlobigenna dutertrei, G.

pachyderma (右巻きのものが多い) , Globorotalia inflata inflata, Globorotalia tumida

tumida, Globigennoides ruber, G. tnlobus　などで,はかに　Sphaeroidinellopsis cf.

seminulina seminuhnaがある. Pulleniatina sp.は右巻きである.しかし, G. truncatuhno-

idesやQuaternaryを指示するものは検出されないのでIate Plioceneの可能性が考えられる.
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D23-mudはGloborotalia tosaensisとG. truncatulinoidesを産するので一応Pleistocene,

D23はG. truncatulinoides, Pseudoemiliania lacunosaを産するがEmiliania huxleyiを

産しないのでPleistocene　としておく.なおD23-mud中のG. tosaensis　は最後のchamber

にkeelのあるものと,全く　keelのないものと両方のtypeがみられる.

D24は有孔虫ではGlobigerina calida calida, Globorotalia hirsuta hirsuta, G. truncatu-

linoidesのほかに　G. acostaensis acostaensis, G. tosaensis, G. tumide flexuosaなどを

産出する.ナンノプランクトンでは多量の　Cycl. leptopora, Gephyrocapsa oceanica, H.

kamptnenを産するにもかかわらず,決め手になる化石種はみられないが,有孔虫群集のSI戒

からD24はPleistocene　としておく.

D25は有孔虫では　Globigerina calida calida, Globorotalia hirsuta hirsuta, G. truncatu

linoides, P. obliquiloculata finalis　などのほかに　Globorotalia tosaensis, G. tumida

flexuosa, S♪haeroidinella dehiscens immatura, Globigerinoides quadrilobatus fistulosus

が産出するが,ナンノプランクトンのEmiliania huxleyiの産出することからRecentのもの

と考えられる　G. tosaensis, G. tumida flexuosa, S. dehiscens immatura, G. quadrilobatus

fistulosusなどは二次的に混入したものであろう.

室戸崎沖　　D26, D27は室戸崎から南にのびる海丘の西側斜面から　St.8ほ東側斜面より

得た. D34, D35は室戸崎東側の斜面より得たものである.

第8表　室戸崎沖の試料

D26:やや固い育泥.

D27:やわらかい青緑灰色泥.

St.8:青灰色泥.

D34:青緑色がかかった灰色泥.

D35:青緑色がかった灰色泥.

D26はやや固い育泥で生物による穿孔をもち,海底に露出していたものと思われる.この試料

からは有孔虫では　Globigenna angustiumbihcata, Globigenna decoraperta, Globigerina

dutertrei, Globigerina venezuelana, Globorotaha acostaensis acostaensis, Globorotalia

inflata inflata, Globorotalia merotumida, Globorotalia miozea conoidea, Globorotalia

pseudomiocenica, Globorotalia tosaensis, Globorotaha tumida cf. plesiotumida, S♪hae-

roidinellopsis seminulina seminulina, Sphaeroidinellopsis subdehiscens subdehiscens,

Pulleniatina obliquiloculata obliquiloculata, Pulleniahna primalis, Globoquadrina altispira

altispira, Globigerinoides bolhi, Globigerinoides obliquus extremus, Globigerinoid.es

obliquus obliquus　などが産出し,またナンノプランクトンでは　Coccohthus adoriaticus,

Coccohthus pelagicus,　Cyclococcohthina leptopora,　Cyclococcolithina macintyrei,

Helicopontos♪haera kamptnen, Helico♪ontosphaera sellii, Rhabdosphaera clavigeraとと

もに,多くの　Discoaster brouweri, Discoaster challengen, Discoaster pentaradiatus,

Discoaster surculus, Discoaster variabihs, Reticulofenestra pseudoumbilica　を産する.

このような有孔虫およびナンノプランクトンの群集組成からみて, D26はearly Plioceneと考

えられる.なお,この試料中から　Globorotaha truncatulinoid.es　が検出きれたが,これは

Recentからの混入と考えられる.

D27は有孔虫ではGloborotaha hirsuta hirsuta, G. truncatulinoides, G. tosaensis, G.
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tumida flexuosa, Pulleniatina obliquiloculata finalis　などを産するが,ナンノプラン

クトンのEmiliania huxleyiが認められるのでRecentとしておく　G. tosaensis, G.tuniida

flexuosaなどは二次的に混入したものであろう.

St.8はGephyrocapsa oceanicaの多産から(Pleistocene-Recent)としておく.

D34, D35はいずれも有孔虫の　G. truncatulinoides,ナンノブランクントンの　E. huxleyi

とH. selliiが確認されることから　Pleistocene-Recent　としておく.

底　質　の　層　位

Okuda (1973)は紀伊水道,土紀海盆,土佐碧海域のスパ-カーによる音響学的探査から,本

海域の構成物を下位より　HTanabe formation", "K]/'formation, "K2" formation, "K3"

formation, "P" formationに分けられるとし,それらの堆積時期をそれまでに得られた古生物

学的資料ならびに隣接する陸上に露出する地層から判断して"Tanabe formation"は　early-

middle Miocene, HKt" formation　は　early Pliocene, "K2" formationはmiddle-late

Pliocene, "K。" formationはearly Pliocene, =P" formationはIate Pleistocene-Recent

のものであるとした.これらの堆積時期とはぼ対応して構造発達の時階を設定し, "T" stage,

"Kj" stage, "K2" stage, "K3" stage, "P" stage　とした,ここでは有孔虫および石灰質ナ

ンノプランクトン化石を主とした微化石の証拠から底質を考察する.ただし,上記の微化石の産

出頻度が小さかったり,保存状態のよくない試料については除外することとする.

紀伊半島沖-勝浦沖のD28, D29-pure, D29-very f.は"KB"または"P" formationに相

当する.潮岬沖のD30, D31, D32-1, D32-2はRecentの堆積物で"P" formationに　D32-3

は"K3"または"P" fromationに相当する.周参見沖のD33-1, D33-2 D32-3　も同様である.

紀伊水道-西谷から得られたD8-1, D8-2は"K。"またはHP" formationに　D8-3とD36

はRecentのもので"P" formationに相当する.西谷西方から得たD38は青灰緑色の細砂で

あるが, Stradner (1961), Sullivan (1964), Rade (1970),西田(1971), Takayama (1972)

などにより汀線近くの堆積を示すとされているBraarudosphaera hgelowi　が産出することで

tiillさ,'10.

中谷のD9-1は"Ka"または"P" formationに　D9-2はPhstocene　のものでおそらく

"Kq" formationに相当するものであろう. D9-3, D9-soft r.はHK3"または``P" formation

に相当する.

東谷から得たDIOは灰白色の固い泥で, "K。"または"P" formationに相当する. D10-185

はシルト岩角棟で石灰質微化石を産しないが,花粉化石や双鞭毛藻化石に富み,これらの化石か

ら先鮮新世と考えられ,肉眼的特徴,戯微鏡下の観察によって田辺層群に相当するとされている

(志岐ほか,投稿申).さらに,松岡・西田(1973)はAreoligera? sp., Adonatosphaeridium

sp., Cleistosphaeridium cf. diversispinosum, Cordosphaeridium sp., Deflandrea cretacea,

Le♪todinium sp., Lanternosphaendium sp., Ohgosphaeridium complex, Spiniferites sp.

などの植物性マイクロプランクトン化石を報菖し, Deflandrea cretacea, OHgosphaeridium

complexの産出することから,あるいは中部ないし上部白亜系の可能性もあるとしている.

土紀海盆　-P3,P4,P5のピストンコアが得られ, P3はパイロットコアのみで, P4は306

cm　のメインコア, P5　は187cm　のメインコアである. P4　コアは先端部から　Emihama
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huxleyi, Gephyrocapsa oceanicaが, P5コア先端部からHelicopontosphaera wallichiが

出現することから　Recentの堆積物と考えられ, "P" formationに相当する.

土佐碧-南斜面から得たD6-mudはGloborotalia truncatulinoid.es, Pulleniahna obit-

quiloculata finalisの産出することからPleistocene-Recent,したがって"Ka"または"P"

formationに相当することになるが, Globorotalia acostaensis acostaensis　もみられるので,

この種が二次的に混入したものでなければ"K3" formationに相当することも考えられる. D6-

tuff s.はとくにナンノプランクトンで　Recentを特徴づけるEmiliania huxleyiのほかに,

late Pleistocene　を示す　Gephyrocapsa protohuxleyi, early Pleistoceneを示すPseudo-

emiliania lacunosa, Reticulofenestra reticulataを産する混合群集で,同時にDiscoaster

pentaradiatus, Reticulofenestra pseudoumbihcaが散在的に産出するが,二次化石とみられ

ることから, early Pleistocene-Recentのもので, HK。" formationと"P" formationの露

出が考えられ,近くに"K。" formationの存在も予想できる. D16-lower中の二次化石と思わ

れる　Discoaster challengeri　の存在は,この付近での``KO" formation　の露出を,また,

D16-upperの二次化石と思われるSphaeroidinella dehiscens im読aturaの存在は"Kj" for-

mationの露出を予想させる. D16-hard m.はEmiliania huxleyiの産出からHP,, formation

と考えられるが,この試料の中にも二次化石と思われる　Sphaeroidinellopsis subdehiscens

subdehiscens, Sphaeroidinella dehiscens immatura, Discoaster brouwenなどが認められ

るので,近くにHKl"または"K。" formationの露出していることが予憩させる.

北斜面から得られたD17, D18はおそらくIate Pleistocene-Recentのもので‖P" formtion

に相当するものであろう. D19と　D20の泥はRecentでやはり"P" formationに相当する.

土佐梁上のD13はPleistocene-Recentで"P" formationに, D13-hard m,はPleistocene

でHP" formation　と考えられるが, Reticulofenestra rehculataの産出することから,ある

いはHK3" formationに相当するかも知れない. D21, D21′　も　D13-hard m.と同様に"P"ぁ

るいは"K。" formationと考えられよう. D22-1はPleistocene-Recentで"P" formationに,

D22-2はやや軟らかい砂岩, D22-3はやや固い灰色シルト岩であって,有孔虫からみてPliocene

の可能性が残されているが,ナンノプランクトンの産状からはPleistoceneと考えられ, "K3"

formationに相当するものであろう　D22-hard r.は凝灰質炭酸塩岩でIate Plioceneの可能

性はあるが,ナンノプランクトンが確認されていないので,はたして"KO" formation　に相当

するものか,疑問が残されている. D23-mud, D23, D24はいずれも　=P" formation, D25は

Emiliana huxleyi　の産出により　Recentで, "P" formationとなる.なお　D22-1からは

Braarudosphaera bigelowiが産することは注目される.

さきに相田(1972)はD6, D20, D22でそれぞれ得られた凝灰質シルト岩(D6-tuff s.),シル

ト岩(D20-silt s.),シルト岩(D22-3)の有孔虫群集からこれらの時代を鮮新世申～後期とした.

また,松岡・西田(op. cit.)もD22-3からHystrichokolpoma ngaudae　をはじめとする植

物性マイクロプランクトンの産出から先洪積世とする従釆の見解が支持きれるとした.しかし,

その後の有孔虫の再検討とナンノプランクトン群集の研究から,ここでは　D6-tuff s.ばearly

Pleistocene-Recentの混在群集　D22-3はPleistocene　としておく.ただし　D20-silt s.は

late Plioceneの可能性が残きれている.相田(op. cit.)はD6, D16で得られた現世の泥より

やや固い泥(それぞれD6-mud, D16-hard m.に相当する)についてその時代を更新世と考えた

が,今回これらをナンノプランクトンの産状を考慮してPleistocene-Recentと訂正しておく.
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室戸崎沖-室戸崎から南にのびる海丘の西側斜面から得たD26は,他の試料とは異なる有

孔虫およびナンノプランクトン群集で特徴づけられており, early Plioceneと考えられ　HKl"

formationに相当する. D27はRecentで"P" formationに相当する.また,この海丘の東

側斜面で得た　St. 8は(Pleistocene-Recent)で　HP" formation　と考えられる　D35は

Pleistocene-Recentのものであるが,紀伊水道のD38,土佐婆のD22-1と同様にBraarudos-

phaera bigelowiを産出する.

ききに西田(1971a)はD26の試料を四国の唐ノ浜層群登層と対比したが,その後,南西諸島の

島尻層群の研究(西田, 1973)により, D26には登層に多産するReticulofenestra reticulata

が多くみられないこと,登層にはなく島尻層群下部に多くみられる　Reticulofenestra ♪seudo-

umbihca　が多産することなどから,むしろ島尻層群与那原層に対比するのが妥当だと考える.

また,相田(op.at.)はこの試料をききに鮮新世申～後期と考え,松岡・西田(op.cit.)は本試

料からのHystrichokolpoma rigaudae, Hystrichokol♪otna sp., Spiniferites cingulatusなど

の植物性マイクロプランクトン化石の産出により,先洪積世であるとの見解を支持しているが,

最近の浮遊性有孔虫による新第三系の分帯に関する研究の発展(Bronnimann　&　Resig, 1971;

氏家, 1971, 1972a　& 1972b)および上述したナンノプラントン群集の研究から,その時代は

early Pliocene　としておく.

今　後　の　問　題

紀伊半島沖,紀伊水道,四国沖のドレッジ試料およびコア試料について,浮遊性有孔虫・石灰

質ナンノブナンクトン群集を研究し,底質の地質時代を考察したが,古生物学的な証拠から確実

に第三紀とされるものは,室戸崎南方のD26 (early Pliocene)のみであった.しかし,土佐砦

およびその周辺では,その時代を　Pleistocene-Recentあるいは　Recent　とした底質試料の中

には,二次化石と思われる新第三紀の有孔虫とナンノプランクトンの存在(D6-mud, D6-tuff s.,

D16-hard m., D19, D20, D25, D27など)から,海底に新第三系の堆積物が露出しているか,最

近まで琵出していた可能性は考えられる.

紀伊水道の西谷西方から得たD38は育灰緑色の細砂,土佐楽士で得たD22-1は青緑灰色の砂

質泥,室戸崎東方沖の斜面で得た　D35は青緑灰色の泥であるが,これらの試料からはナンノプ

ランクトンの　Braarudosphaera bigelowiが産出する.本種の産出は先述したように汀線近く

の堆積を指示するとされており,もし試料中の本種がautochthonousなものであれば　D38,

D22-1, D35の地点ではおそらく"P" stageにおいてそれぞれ300m, 200m, 1,000m近くの沈

降が考えられることになる.

一方,これらの試料中の底棲有孔虫群集をみると,

D38 (水深305-310m)　Buhmina maγginata (15%)を優勢種とし, Gavelinopsis trans-

luscens (J%), Cassidulina neocarinata {&%), Uvigerina vadescens (4%), Gyroidinoides

nipponicus (4%)などをともない,ほかに　Planuhna convexa, Rectobolivina bifrons,

Ehrenbergina bosoensis, Hyalinea balthica, Globocassidulina subglobosa, Bolivina

robusta, Cassidulina carinata, Bulimina nipponica, Cibicidoides pseudoungerianus,

Gyroidinoides alhformis, Uvigerina spp., Melonis nicobarensis, Osangularia bengalensis,

Gavehno♪sis cf. ♪raegen (いずれも　4-1*)なども含む.
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D22-1 (水深180-222m)-Bulimina ac加Jeata (23%), Uvigerina dirupta (10%)を主体

として　Bohvmita quadrilatera (fi%~)をともない,ほかに　Stilostomella ketienziensis,

Shlostomella lepidula, Melonis pompilioides, Melonis nicobarensis, Cassidulina carinata,

Ondosalis utnbonatus, Bulimina nipponica, Cibicides subhaidingerii, Hanzawaia

nipponica, Pullenia spp., Stilostomella spp. (いずれも　4-1%)などがみられる.

D35 (水深870-l,000m)　Chilostomella oolina (21<」)を優占種とL Bulimina exihs

tenuata (Q%), Cassidulina subcarinata (fi%), Cassidulina spp. (S%), Quinquilocuhna

sp. (JL%)をともないBrizalina acerosa, Nonionella miocenica, Fursenkoina mexicana,

Bulimina marginata, Uvigerina vadescens, Florilus spp., Nonion japonicum, Siphou-

vigerina sp., Nonionella spp., Trifarina sp., Bolivina robusta, Globocassidulina

subglobosaなども含む.

これらの底棲有孔虫群集を日本の太平洋沿岸,とくに暖流城における現世有孔虫群集の分布

(Kuwano, 1962 & 1963, Ishiwada, 1964)と比較してみると　D38の底棲有孔虫は陸棚上の

ものと大陸斜面上線部のものとの混合群弟であって,この試料中の　Braarudosphera bigelowi

も　Buhmina marginata, Uvigerina vadescens　とともに二次堆積したものと考えられる.

D35の底棲有孔虫はChilostomelle oolinaを優占種とするものでISHIWADA (Op. Cit.)が犬

吠崎沖の水深1,180m　の地点から　deep water facies　を代表するものとして報告している

Chilostomella oolina-(Virgulina mexicana) assemblageに相当するものであるが　D35の

試料でも上述したように本来浅海域に生息する底棲有孔虫の遺骸がかなり含まれている.それら

はいずれも殻がうすく盤いものがほとんどで,しかも破損しているものが多く,底層流による運

搬・陶汰作用を受けたものと思われる.したがってこの試料に産するChilostomella oohna,

Fursenkoina mexicanaなどは現地性のものであるが, Braarudosphaera bigelow自まやはり

浅海城の有孔虫とともに二次堆積したものと考えられる.しかしD22-1は多少事情が異なってい

る.

D22-1の底棲有孔虫は　Bulimina aculeata　と　Uvigerina dirupta　で代表される群集で,

ISHIWADA (op. Clt.)が土佐湾の水深680mの地点から報告したBulimina aculeata-{Buhmina

nipponicd)-(Uvigerina peregrina dirupta)-assemblage　に相当するものであるが,この試料

中の浮遊性有孔虫およびナンノプランクトンは先述したように　Pleistoceneから　Recentにわ

たる混合群集であり,また,土佐婆で得られた多くの試料には有孔虫やDiscoasterをはじめと

するナンノプランクトンに二次化石が比較的多く,土佐婆ではHKl"から"P''までの各stage

の堆積物が部分的に露出している可能性が考えられるので　D22-1の底棲有孔虫についても,

それがすべて　‖P" stageのものとはいえず,二次的に混入したものが多いかも知れない.した

がってBraarudosphaera bigelowiの産出がHP" stageにおける土佐碧の沈降を示唆すること

の可能性は考えられる.

また,試料中の有孔虫・ナンノプランクトンともに全く含まれていないか,あるいは個体数・

群集内容ともに貧弱で時代については決定を保督せざるを得ないもの(D6-hard r., D8-4, D8-

silt b., D12-2, D13-silt b., D16-lower, D20-silt s., D22-hard r.など)があった.これらの底

質試料については,珪藻・放散虫などの微化石からの検討が望まれる.

D26の試料についてはearlyPlioceneの浮遊性有孔虫やナンノプランクトンとともにRecent

からの混入と思われるGloborotaha truncatuhnoidesが検出された　Plioceneの比較的軟質
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の砂質岩などが海底に霜出している場合は,このようなHleached fossils"の存在は充分あり得

ることであり,また,ドレッジによる底質試料では擾乱された新旧の堆積物が採取されている場

合もあって,古生物学的研究には慎重な考慮が必要であり,同時に底質の地質時代および微化石

群集の組成に決定的な判断が下せない場合もあった.

調査海域の構造発達史を解明するためには,乱されない底質試料をできるだけ多く採取すると

ともに,土佐碧の本体を構成する地層が何かを知ることが最も必要であり,それには土佐梁上で

のポーリングコアの採取が望まれる.
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Plates I - ]y. Scanning Photomicrographs of Planktonic Foraminifera.

Plates V -IX-　Electronmicrographs of Calcareous Nannoplankton.
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Plate]

Scanning Photomicrographs of Planktonic Foraminifera

la?b. Globorotalia (Globorotalia) hirsuta hirsuta (q'Orbigny)

D-19, 1:55, Reg. No. KCFI0123P.

2a,b. Pulleniatina obliquiloculata finalis Banner and Blow

D32-2, 1:50, Reg. No. KCF10146P.

Globigerinoides quadrilobatus sacculifer (Brady) forma α

D8-2, 1:58, Reg. No. KCF10138P.

4a,b, Sphaeroidmella dehiscens dehiscens (Parker and Jones)

D21′, 1:44, Reg. No. KCFIO145P.

5a,b. Hastigerina (Bolhella) adamsi Banner and Blow

D8-3, 1:50, Reg. No. KCF10139P.

Globigerina cahda calida Parker

D20, 1:72, Reg. No. KCF10131P.

7a,b. Globigerina cahda cahda Parker

D24, 1:72, Reg. No. KCF10182P.
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PlateH

Scanning Photomicrographs of Planktonic Foraminifera

la,btc. Globorotalia (Globorotalia) truncatulinoides (d'ORBlGNY)

D33-2, 1:44, Reg. No KCF10130P.

2a,b,c. Globorotalia {Globorotalia) truncatulinoides (d'ORBlGNY)

D19, 1:44, Reg. No. KCF10129P.

3a,b,c. Globorotalia (Turborotalia) tosaensis Takayanagi anb Saito

D22-mud, 1:83, Reg. No. KCF10128P.

4a,b,c. Globorotalia (Turborotalia) tosaensis Takayanagi and Saito

D19, 1:72, Reg. No. KCF10127P.





78 Shiro Nishida and Isao Konda

Plate 1

Scanning Photomicrographs of Planktonic Foraminirera

la,b. Globigerinoides obliquus extremus Bolli and Bermudez

D26, 1:138, Reg. No. KCF10136P.

2a,b. Globigerinoides obliquus obliquus Bolli

D26, 1:110. Reg. No. KCF10137P.

3a,b. Sphaeroidinellopsis subdehiscens subdehiscens (Blow)

D26, 1:83, Reg. No. KCF10143P.

4a,b. Globigerinoides bollii BLOW

C26, 1:138, Reg. No. KCF10135P.

5a,b. Globigerina decoraperta Takayanagi and Saito

D26, 1:165, Reg. No. KCF10133P.

6a,b. Sphaeroidinella dehiscens dehiscens (Parker and Jones)

D24, 1:44, Reg. No. KCF10144P.
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Plate IV

Scanning Photomicrographs of Planktonic Foraminifera

la,b. Globoquadrina altispira altispira (Cushman and Jarvis)

D26, 1:83, Reg. No. KCF10140P.

2. Globoquadrina altispira altispira (Cushman and Jarvis)

D26, 1:72, Reg. No. KCF10141P.

3a,b,c. Globorotalia {Globorotalia) merotumida Blow and Banner

D26, 1:83, Reg. No. KCF10125P.

4a,b. Globorotalia {Globorotalia) pseudomiocenica Bolli and Bermudez

D26, 1:72, Reg. No. KCF10134P.

5. Sphaeroidinellopsis subdehiscens subdehiscens (Blow)

D26, 1:72, Reg. No. KCF10142P.

6a,b. Globorotalia (Globorotalia) miozea conoidea Walters

D26, 1:72, No. KCF10126P.

7. Globorotalia {Globorotalia) tumida flexuosa (KOCH)

D26, 1:77, Reg. No. KCF10124P.
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Plate V

Electronmicrographs of carbon replica

1. Cyclococcolithina leptopora (Murray & Blackman)

Distal view, D21', 1:5,500.

2. Cyclococcolithina leptopora (Murray & Blackman)

Distal view, P4-30, 1:5,800.

3. Cyclococcolithina leptopora (Murray & Blackman)

Distal view, P4-30, 1:5,900.

4. Cyclococcolithina leptopora (Murray & Blackman)

Proximal view of distal shield, P4-20, 1:4,500.

5. Cyclococcolithina leptopora (Murray & Blackman)

Proximal view, P4-100, 1:5,100.

6. Cyclococcolithina leptopora (Murray & Blackman)

Proximal view, D31, 1:5,400.

7. Umbilicosphaera mirabilis Lohmann

Distal view, D33-2, 1:7,300.

8. Umbilicosphaera mirabilis Lohmann

Distal view, R4-30, 1:6,400.

9. Umbilicosphaera mirabilis Lohmann

Distal view, D32-1, 1:7,600.

10. Umbilicosphaera mirabilis Lohmann

Proximal view, P4-20, 1:7,500.

ll. Umbilicosphaera mirabilis Lohmann

Proximal view, D33-2, 1:6,900.

12. Umbilicosphaera mirabilis Lohmann

Distal view, D18, 1:8,700.

Kamptner

Kamptner

Kamptner

Kamptner

Kamptner

Kamptner
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Plate VI

Electronmicrographs of carbon replica

13. Gephyrocapsa oceanica KAMPTNER

Distal view, D25, 1:8,200.

14. Gephyrocapsa oceanica Kamptner

Distal view, D25, 1:9,000.

15. Gephyrocapsa oceanica Kamptner

Distal view, D25, 1:8,200.

16. Gephyrocapsa oceanica KAMPTNER

Distal view, D33-2, 1:8,300.

17. Gephyrocapsa oceanica Kamptner

Proximal view, D34, 1:8,700.

18. Gephyrocapsa caribbeanica Hay & Boudreaux

Distal view, D22-3, 1:18,000.

19. Gephyrocapsa protohuxleyi MclNTYRE

Distal view, D6, 1:13,000.

20. Gephyrocapsa caribbeanica Hay & Boudreaux

Distal view, D6, 1:19,000.

21. Gephyrocapsa caribbeanica Hay & Boudreaux

Distal view, D6, 1:13,000.

22. Pseudoemiliania lacunosa Cohen

Distal view, D22:l, 1:9,000.

23. Pseudoemiliania lacunosa Cohen

Proximal view, D22-1, 1:8,200.

24. Pseudoemiliania lacunosa Cohen

Proximal view. D22-1. 1:7.500.
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Plate fl[

Electronmicrographs of carbon replica

25. Emiliania huxleyi (Lohmann) Hay & Mohler

Distal view, D25, 1:12,400.

26. Emiliania huxleyi (Lohmann) Hay & Mohler

Distal view, D30, 1:12,100.

27. Emiliania huxleyi (Lohmann) Hay & Mohler

Proximal view, D31, 1:15,000.

28. Coccolithus adoriaticus Cohen

Coccosphere, D20, 1:7,500.

29. Coccolithus adoriaticus Cohen

Proximal view, D20, 1:10,000.

30. Coccolithus adoriaticus Cohen

Proximal view, D20, 1:12,800.

31. Coccolithus productus (Kamptner)

Distal view, D20, 1:13,800.

32. Coccolithus productus (Kamptner)

Distal view, D31, 1:18,000.

33. Reticulofenestra cf. reticulata (NISHIDA)

Distal view, D22-3, 1:6,900.

34. Reticulofenestra reticulata var. (Nishida)

Distal view, D21', 1:10,000.

35. Reticulofenestra reticulata var. (Nishida)

Distal view, D22-1, 1:9,000.

36. Coccolithus pelagicus (Wallich) Schiller

Proximal view, D22-2, 1:2,600.
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Plate M

Electronmicrographs of carbon replica

37. Helicopontosphaera kamptneri Hay & Mohler

Distal view, D34, 1:4,400.

38. Helicopontosphaera hyalina (Gartner) Haq

Distal view, D22-1, 1:8,100.

39. Helicopontosphaera wallichi (Lohmann) Boudreaux & Hay

Distal view, D18, 5,500.

40. Helicopontosphaera kamptneri Hay & Mohler

Proximal view, P4-44, 1:5.600.

41. Helicopontosphaera hyalina (Gartner) Haq

Proximal view, P4-40, 1:4,800.

42. Helicopontosphaera wallichi (Lohmann) Boudreaux & Hay

Proximal view, P5-69, 1:5,400.

43. Pontosphaera messinae Bartolini

Distal view, P5-69, 1:5,400.

44. Pontosphaera messinae Bartolini

Distal view, D34, 1:5,400.

45. Pontosphaera japonica (Takayama)

Proximal view, D9, 1:6,000.

46. Pontosphaera japonica (Takayama)

Proximal view, D22-1, 1:3,500.

47. Pontosphaera alboranensis Bartolini

Proximal view, D31, 1:3,500.

48. Pontosphaera multipora (Kamptner) Roth

Proximal view, P4-100, 1:4,700.
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49. Pontosphaera pacftica BURNS

Distal view, P4-100, 1:5,800.

50. Pontosphaera pacifica BURNS

Distal view, D22-1, 1:3,500.

51. Rericulofenestra cf. pseudoumbilica (Gartner) Gartner

Distal view, D26, 1:6,100.

52. Syracosphaera sp.

Prowimal view, D9, 1:9,000.

53. Syracosphaera pulchra Lohmann

Distal view, D6, 1:7,000.

54. Craspedolithus declivus Kamptner

Proximal view, P4-100, 1:9,000.

55. Scapholithus fossilis Dsflandre

D6, 1:10,000.

56. Rhabdosphaera davigera MURRAY & Blackman

D13, 1:10,500.

57. Rhabdosphaera davigera Murray & Blackman

D27, 1:4,900.

58. Braarudosphaera bigelowi (Gran & Braarud) Deflandre

Proximal view, D22-1, 1:3800.

59. Braarudosphaera bigelowi (Gran & Braarud) Deflandre

Pjoximal view, D37-1, 1:4,500.

60. Discoaster challengeri Bramlette & Riedel

D26. 1:4.400.






