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和泉山脈の和泉層群上部白E系lこ混在する再堆積ジュラ紀・白E紀前期放散虫

橋本寿夫＊・香西 武林・石田啓祐＊紳

Jurassic and Early Cretaceous radiolarians reworked into the Upper Cretaceous Izumi Group, 

Izumi Mountains 

HASHIMOTO Hisao*, KOZAI Takeshi** and ISHIDA Keisuke申＊＊

Abstract Jurassic and Early Cretaceous radiolarians were extracted from the fine turbidites oftheAmph伊,yndax

tylotus Zone of the Izumi Group, Izumi Mountains. Studied fine turbidites, composed of the sandy mudstones and 

pebbly mudstones, are intercalated in the channel-fill coarse clastic beds. Autochthonous radiolarian assem-

blages, characterized by Amphipyndax tylotus, are correlative with those of the Early Maastrichtian age. Co-

occurred bivalves are coincide with the autochthonous radiolarian age. Among the allocthonous radiolarians, 

Tricolocapsa plicarum, T. conexa and Stylocapsa catenarum are Middle Jurassic indexes, and Transhsuum maxwelli 

group, Risto/a dhimenaensis are Middle to latest Jurassic indexes. The other reworked materials whose final 

appearances are known within Middle Cretaceous include Archaeodictyomiヶaexcellence, Wrangellium depressum, 

W puga and Thanarla (?) conica. All of these Jurassic and Early Cretaceous species also occurred in the fine 

clastic sediments of the Mino-Tanba accretionary complexes. By microscopic observations of thin sections and 

etched slabs of the sediments, we confirm that the Middle Jurassic to Early Cretaceous radiolarians are extracted 

from the siliceous mudstone fragments included in the pebbly mudstones. Gravels and small合agmentsof chert-

homfels that contain crystallized radiolarian shells are also found from the studied pebbly mudstone. The mud-

stone clasts that contain Middle Jurassic and Early Cretaceous radiolarians were probably derived仕omthe accre-

tionary complexes of the Mino-Tanba Belt. The crystallized radiolarian-bearing gravels and clasts of chert-

homfels are possible to be derived from the thermal metamorphosed sediments of the Ryoke Belts. 

Key words: radiolaria, reworked fossils, Upper Cretaceous, Izumi Group, Mino・TanbaBelt, Ryoke Belt, Prov-

enance 

はじめに

珪質の骨格ないし殻からなる放散虫化石が，再堆積する・

ことはこれまでに指摘されている（Thiede,1981；杉山，

1990）.放散虫による生層序学的研究では，再堆積とその
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判定は重要な課題である（Baumgartner.1979；菅野，

1986）.石田・橋本（1991）は四国東部黒瀬川帯の斜面海

盆堆積相の下部白亜系砂質泥岩から白亜紀前期を示準する

アンモナイトや二枚員とともにジュラ紀中・後期を示準す

る放散虫化石を検出した．石田・橋本（1998）は，四万

十北帯においてチャート 砕屑岩相の放散虫群集を検討

し，タービダイト性の細粒堆積物から得られた放散虫群集

には，古期の要素が混在する傾向があることを指摘した．

これらの報告は．おもに放散虫レンジの検討から得られた

ものであり，再堆積の状況や，そのメカニズムを特定する

ためには，再堆積要素を含む砕屑岩の堆積学的検討や薄片

等による粒子レベルの検討が有効であると考えられる．ま

た再堆積要素とそれらを包有する砕屑粒子の岩質を特定す

ることは，砕屑粒子の供給源の特定や，後背地の状況を考
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Fig. 1. Geological outline map (after Itihara et al., 1986) with radiolarian localities （女）.M.T.L. : Median Tectonic Line. 

察する上で有効であろう．

筆者らは，このたび紀伊半島和泉山脈の和泉層群におい

て．上部白亜系の自生放散虫群集に伴って．ジュラ紀から

白亜紀前期を示準する放散虫化石を検出した．そこで，こ

れらの再堆積要素に関してレンジの検討．放散虫産出層

の堆積学的検討，放散虫を検出した岩石の顕微鏡下での観

察，共産する二枚貝化石の産状の検討を行い，ジュラ紀お

よび白亜期前期の放散虫が自生群集で示される上部白亜系

の地層中に再堆積する過程を考察した．

地質概要

和泉層群は，中央構造線の北側に沿った南北幅10数km

で，四圏西部から紀伊半島和泉山脈まで，東西約300km

にわたって分布する．この狭長な和泉層群堆積盆は白亜紀

後期における中央構造線の左横ずれ運動に関連して形成さ

れたとみなされており，堆積盆の発達に伴い，その堆積の

中心は段階的に東へ移動していったことが知られている

（市川ほか， 1981）.和泉層群は，その層相により．主に

厚い磯岩や泥岩よりなる浅海性堆積相の北縁相，タービダ

イト砂岩・泥岩層からなる主部相．塊状無層理の磯岩層と

泥岩層からなる南部相に区分される．北縁相および主部相

については，堆積物の組成の検討や古流向・堆積相の解析

に関する研究がなされており，砕屑物は北側の地帯から供

給され．堆積盆内では主として東から酋ヘ向かう軸流に

よって運搬されたことが明らかになっている（田中，

1965; Tanaka, 1989）.和泉山脈の北縁相は，下位より

笠山磯岩層，畦ノ谷泥岩層，滝畑E層に分けられ，畦ノ谷

泥岩層からは二枚貝やアンモナイトなどの化石を多産す

る．主部相は下位より加太，｛言達，岩出，粉河の4累層に

分けられている．南部相の名手累層は粉河累層と側方に移

り変わる関係にあり，中央構造線に沿い断続的に分布する

（市原ほか， 1986）.放散虫化石は信遥累層を除く主部栂の

各累層から検出された（Fig.1 ). 

和泉層群の放散虫生層序

和泉層群下部の主部相から産する白亜紀後期放散虫化石

群集は，群集構成が比較的安定しており，多様性が高いこ

とから放散虫化石による生層序区分が可能である（Table

1 ) .四国・淡路島西部では，下部から Dictyomitra

koslovae (DK）群集帯， Amphipyndaxtylotus (AT) 

群集帯， Pseudotheocampeabschnitta (PA）群集帯に

区分されている（山崎， 1987）.橋本・石田（1997）の

Stichomitra compsa (Sep）群集帯， Amphipyndax 

pseudoconulus (Ap）群集帯， Amphipyndaxtylotus 

(At）群集帯は，山崎（1987）のDK群集帯， AT群集帯，

PA群集帯にそれぞれ対応している．石田・橋本（1998)

は，四万十帯のチャート砕屑岩中の放散虫群集を検討し，

Ap群集帯， At群集帯（橋本・石田， 1997）に代えて Ap

帯， At帯を提唱し， Ap帯， At帯の境を D.koslovae 

の消滅層準とした．また， Amphipyndax tylotus の出

現層準を Ap帯における Apl亜帯と Ap2亜帯の境界

とし， Stichomitracompsaの消滅層準を At帯における

At 1亜帯と At2亜帯の境界とした. Sep群集帯はカン

パニアン下部. Ap帯はカンパニアン上部， At帯はマス

トリヒチアン下部に対比される（石田・橋本， 1998).
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各地点の放散虫の産出状況

放散虫の産出状況について，各地点より検出した自生な

らびに再堆積要素をすべて，地点ごとじ記述する．後述す

るようにそれらには．白亜紀後期のみならずジュラ紀～白

亜紀前期の示準種も含まれており，再堆積と考えられる要

素には＊をつけ区別する．

Loe. 1：和歌山県和歌山市深山

国道65号線の大川トンネル南の露頭．加太累層（市原

ほか， 1986）下部に属する．放散虫産出層準（Fig.2）の

泥岩に挟在する砂岩には平行ラミナがあり，その底面には

荷重痕が見られる．放散虫を検出した砂質泥岩は，植物片

を含んでおり，生痕化石が見られる．放散虫は，

Amphipyndax alamedaensis, A. conicus, A. ellipticus. 

A. stocki, A. tylotus, Archaeodictyomitra cf. 

lamellicostata, Buryella sp., Cenellipsis heteroforis, 

Cryptampholella sphaerica, Dictyomitra rhadina, D. 

aff. rhadina, D. multicostata, D. tiara, Orbiculiforma 

renillaeformis, Patellula verteroensis, Stichomitra 

Jivermorensis, Theocapsoma comysのほか，

Wrangellium depressum吃 W.puga＊が産した（Table

2 ). 

Lacs. 2 4：大阪府貝塚市蕎原（そぷら）

蕎原南から粉河ヘ通じる林道沿いの露頭．岩出累層（田

中， 1965）に属する．放散虫は， Loe.2の含磯泥岩， Loe.

3の砂質泥岩， Loc.4の泥岩および石灰質ノジュールから

検出された（Fig.2 ）.含磯泥岩中の磯の岩質には酸性火

砕岩，石英斑岩，砂岩，泥岩，珪質泥岩，チャートがある．

砂質泥岩は，一般に砂質ラミナを挟在し，植物片を伴うが，

放散虫検出地点では， Zoaphycc沼などによる生物擾乱が

著しく，ラミナは見られない．放散虫を産した泥岩～泥岩

勝ち砂泥E層の上下には，チャネルを埋積した含磯砂岩層

が見られる．含機砂岩層では，顕著な正級化がみられ，各

層の底面は下位層を削り込んでいる．砂岩層の古流向は北

東から南西方向である. Lacs. 2-4からはJ

Amphipyndax alamedaensis. A. tylotus, A. stocki, A. 

cf. pseudoconulus. Archaeodictyomitra lamellicostata, 

A. cf. Jamellicostata, Buryella sp., Cryptamphorella 

conara, C. macropora, C. sphaerica, Cryptocarpium (?) 

cf. ornatum, Dictyomitra multicostata, D. cf. koslovae, 

D. aff. rhadina. Lithocampe cryptocephala, 

Phaseliforma carinata, P. concentrica, Stichomitra 

asymbatos, S. campiのほか， Transhsuum maxwelli *, 

Lαコ1pusprimitivusへPseudodictyomitra(?) sp. D of 

Matsuoka (1986）て Eucyrtidiellumcf. ptyctumて E.

cf. unumaense’， Tricolocapsa conexaぺProtunuma

Table 1. Radiolarian zonations of the Izumi Group. 
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japonicus *, Protunuma sp.へStylocapsacatenarumて

Cyrtocapsa (?) cf. kisoensis *, Ristola dhimenaensisて

Archaeodictyomitra excellence へThanarla(?) 

conica ＊が産した（Table2 ). 

Lοc. 5：和歌山県橋本市境原

橋本市境原の広域農道北から林道沿いの露頭は，粉河累

層（近畿西部MT L研究グループ， 1981)に属する．道

路際には中央構造線の派生断層が通っており，泥岩は破砕

をうけている．広域農道から杉尾谷への林道沿いには，本

層の泥岩層と泥岩勝ち砂泥互層がみられる．泥岩層には層

厚数cmの凝灰岩層が挟在している（Fig.2 ）.放散虫は

泥岩および凝灰質泥岩から検出された．砂岩・泥岩の各単

層の下面には，削り込みはみられない．泥岩および砂質泥

岩には平行ラミナが見られ，放散虫は細粒部から得られ

た放散虫は， Amphipyndaxstocki, A. tylotus, 

Archaeodictyomitra cf. Jamellicostata, Allievium 

murphyi, Cryptamphorella conara, C. macropora, 

Dictyomitra densicostata, D. multicostata, Stichomitra 

cam piのほか， Tricolocapsaplicarum ＊が産した（Table

2). 

放散虫の年代

各地点から検出された放散虫の年代を検討した．上述の

各地点で得られた群集は，世界的にこれまで知られている

白亜紀後期の群集に比べて，また，和泉層群他地域の同年

代の群集に比べて，特異な要素を伴っている．その特異な

要素は，自生群集に比べてかけ離れて古く，それらのレン

ジが自生要素のレンジと重複しない．しかも．それらの特

異な要素は，より下位層準の和泉層群の放散虫群集帯

(Sep帯， Ap帯）においても自生要素のレンジと重複し

ない．したがって，これらの特異な要素を再堆積放散虫と
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Fig. 2. Columnar sections with radiolarian horizons. A: conglomerate; B: sandstone; C: mudstone; D: tufT; E: trace fossils 

Kyobara 

みなし，以下に自生群集と再堆積放散虫の年代について述

べる．放散虫各種のレンジは，山崎 (1987), Hollis 

(1997），石田・柄本（1998），松岡（1986），八尾（1986),

Matsuoka & Yao (1986), Matsuoka (1995) 

Baumgartner et al. (1995）に基づき編集した（Table2 ). 

1.自生群集の年代

各地点からは， Table2に示す自生群集を検出した．

Loe. 1より産する自生群集は Amphipyndaxtylotus, 

Dictyomitra rhadina の産出と Orbiculiforma

renillaeformisの多産で特徴づけられる.Locs. 2 -4の

自生群集は， Amphipyndaxtylotus, Cryptocarpium 

(?) cf. ornatum, Archa伎ガ＇ictyomitraJamellicostataの

産出で特徴づけられる. Loe. 5から産する自生群集は，

Amphipyndax tylotus, Stichomitra campiの産出と

Archaeodictyomitra cf. lamellicostataの多産で特徴づ

けられる．調査地点の和泉層群から産した放散虫の中で，

Amphipyndax tylotus, A. alamedaensis, A. stocki, 

Archa伎χ方ctyomitralmηellicostaは Acf. lamellicc出ata,

Cryptamphorella macro［）（.コ，ra,C. sphaerica, Dictyomitra 

multicostata, D. tiara, D. cf. koslovae. Stichomitra 

asymbatos, S. campiは．四国東部から淡路の和泉層群

Ap椴と At帯（石田 ・橋本， 1998）においても普遍的に

産する．また共産する Cryptocarpium(?) cf. ornatum, 

Orbiculiforma renillaeformisは．マストリヒチアンから

出現する種（Hollis, 1997) である．各地点とも

T開制japonica
Eriphyla Japonlca 

Nucu/a 

配開ot•由nsls 日
量
囚

マ E
5 

加。c:eramus

shltot相前回s

富三雪
[Om聾 A 

Amphl》yndaxtylotusが共通に産しているが， Ap帯の

特徴種である Amphipyndax pseudoconulus. 

Dictyomitra formosa, D. koslovae, Pseudotheocampe 

abschnittaは，産していない．したがって，調査地域の和

泉層群は At帯（石田 ・橋本， 1998）に属し，その年代

はマストリヒチアン前期と考えられる．

2. 再堆積放散虫の年代

Loe. 1からは，ジュラ紀～白亜紀前期の示準種である

Wrangellium depressum, W. pugaが検出された Locs.

2-4からは，ジュラ紀～白亜紀前期の示準種である

Transhsuum maxwelli, Loopus primitivus, 

Pseudodictyomitra (?) sp. D of Matsuoka (1986), 

Eucyrtidiellum cf. ptyctum, Tricolocapsa conexa, 

Protunuma japonicus, Protunuma sp., Stylocapsa 

catenarum, Cyrtocapsa (?) cf. kisoensis, Ristola 

dhimenaensis, Archaeodictyomitra excellence, 

Thanarla (?) conicaが検出されたまた， Loe.5では，

ジュラ紀中期の示準種である Tricolocapsaplicarumが

検出されたこれらの再堆積放散虫のうち. Stylocapsa 

catenarumとTricolocapsaplicarumはジュラ紀中期

(JR4～JR5）の示準種である. Cyrtocapsa (?) cf. 

kisoensis, Eucyrtidiellum cf. unumaenseはジュラ紀

中期 (JR4）～ジュラ紀後期（ JR6 ) • Transhsuum 

maxwelli groupとRistolaclhimenaensisはジュラ紀中

期（ JR4）～ジュラ紀末期（ JR8 ) , Tricolocapsa conexa 
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はジュラ紀中WI(JR5）～ジュラ紀後期 (JR6）の示準種

である. Protunuma japonicus. Eucyrtidiellum cf. 

plyctwη はジュラ紀中期（ JR5）～ジユラ紀末期 (JR8)

の示準種である. Pseuclo-dictyomitra (?) sp. D of 

Matsuoka (1986）はジュラ紀後期（ JR6）～白亜紀初

期（ KRl）にレンジが知られている Loopusprimitivus 

はジュラ紀末期 (JR8）の示準種である（Matsuoka.

1995). ArchaeαJictyomitra excellence, Thanarla (?) 

conica, Wrangellium depressum, W. pugaはジユラ紀

末期～白亜紀前期にレンジを有するものである（Table

2). 

再堆積放散虫の年代はジュラ紀中期から白亜紀前期であ

り，再堆紋放散虫のレンジは明らかに自生の At群集を構

成する各磁のレンジとはかけ離れており，検出されたすべ

ての要素から構成される自生群集は．これまで知られてい

ない（Table1). 

再士雀積放散虫の含有状況

l. 顕微鏡下での観察

再堆積放散虫を産した含磯泥岩ならびに砂質泥岩を薄片

やスラプにし，顕微鏡下で観察した．薄片で見ると，各地

点の砂質泥岩中の砕屑粒子は鋭利で角ばっているものが多

い（Fig.3 ) . Loe. 2の含傑泥岩のチャート磯や岩片中に

は．多くの放散虫がみられるが，それらのチャート撲や岩

片の多くは熱変成を受けホルンフェルス化しており，放散

虫殻は石英に再結晶している（Fig.4 ）.フッ化水素酸で

エッチングしたスラプ表面の観察においても，含機泥岩の

場合，珪質泥岩片およびチャートの磯や岩片には，多くの

放散虫がみられる．ホルンフェルス化したチャート僚や岩

片では，放散虫殻と基質が癒着しており，分離は困難であ

る（Fig.5) .しかしながら．非変成の泥岩片では，放散

虫の個体は容易に分離することができ，そこには Ristola

Fig. 3. Photomicrograph of sandy mudstone (Loe. 3). 

Plane polarized light. Scale bar indicates O.Smm. 

dhimenaensisをはじめとするジュラ紀の要素が含まれる

のが観察された（Fig.6 ). 

2.再地積放散虫の含有率

各地点から検出した個体数のうちで．種レベルの同定が

できた個体の総数に占める湾機制要素の比率を検討した

Loe. 1の砂質泥岩では 134個体のうち 2個体（約 1.5%). 

Loe. 2の含傑泥岩では. 16個体のうち l個体（約6%). 

Loe. 3の砂質泥岩では， 74個体のうち 10個体（約14%).

Loc.4の石灰質ノジュールでは 49個体のうち 8個体（約

16%にLoe. 5の泥岩では.32個体のうち l個体（約 3%) 

である．地域別にみると，深山（Loe.l）の砂質泥岩層と

境原（Loe.5）の泥岩田に比べて，務原（Locs.2 -4）の

砂質泥岩や含僕泥岩層において．含まれる再堆械放散虫の

割合が高くなっている．

共産する大型化石の産状

Lo c. 3の砂質泥岩から．放散虫と共に N u c 1 a 

(Leionucula) azenotaniensis, Tenea jaJXコnica.Eriphyla 

japonicaなどの二枚貝が離弁状態で産する（Fig.2). 

Nucla (Leionucula) azenotaniensisは， Ichikawa& 

Maeda (1958）により畦の谷頁岩層から記載されたもの

で，マストリヒチアン前期の種とされている（田代．

1985). Nucla (Leionucula) azenotaniensisおよび

Tenea japanicaの保存状態は良好で．磨耗するような運

ばれ方はしていない．松田（1985）は Nuclaの生息環境

について．外側陸棚の泥底を推定している. Tenea 

japonicaは表面装飾がやや磨耗しているが，成長線は明瞭

で，前背縁が側方からの圧密を受けて変形している．

Eriphyla japonica は，表面装飾がやや磨耗しており，成

長線も明瞭でなく，続成過程での圧密でつぶされている．

Tenea属や Eriphyla属は Gervillaria, Astarte属等と

共産し，下部外浜から内側陸棚での生息環境が推定されて

Fig. 4. Photomicrograph of recrystallized radiolarian-chert 

gravel from pebbly mudstone (Loc. 2). Crossed polarized 

light. Scale bar indicates 0. 5mm. 
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Fig. 5. Photomicrograph of thermal metamophosed radi-

olarian-chert fragment in pebbly mudstone (Loe. 2) The 

slab surface was etched by HF. Scale bar indicates I mm. 

いる（総田， 1985).

また， Loc. 2の約 60m下位の含磯泥岩からは，

Inoceram us shikotanensis が産している. I. 

shikotanensisはカンパニアン末期からマストリヒチアン

初期に知られている（利光ほか 1995）.和泉山脈の和泉

層群よりこれまでに報告されたアンモナイト，イノセラム

スなど大型化石の年代に聞しては，すべてマストリヒチア

ンと考えられており（宮田ほか， 1993），大型化石と自生

放散虫群集の共産は生層序的に矛盾しない．

考察

1.再堆積メカニズム

再堆積放散虫を産した岩石は，各地点ともタービダイト

性の砕屑岩である．務原地域の堆積相は．機岩・機質砂岩・

および含機泥岩で構成されるチャネル充模型の層相で特徴

づけられ，金熊寺（きんゅうじ）型堆積相とよばれており

（市原ほか， 1986 ; Tanaka, 1989），ここでは，大きな

粒子を多量に運搬・推積させる高エネルギー状態での堆積

環境が推定される．調査地点からは．外側陸棚の泥底に生

息していた二枚貝と，下部外浜から内側陸棚で生息してい

た二枚貝が．同じタービダイト中の砂質泥岩から検出され

たことから，これらの二枚貝殻はすべて死後，乱泥流によ

り運徹されたことを示している.Locs.2-4の放散虫産

出眉準の砂質泥岩や含機泥岩はこのチャネル充填堆積物

中に挟在しており．これらの層準では．再堆積放散虫が含

まれる割合は他地域の 2～6倍と多くなっている．含磯泥

岩中には，熱変成を受けホルンフェルス化したチャート岩

片とともに非変成の泥質岩片や珪質泥岩片が多く含まれ

る．鏡下での放散虫の産状でふれたように， Fig.5とFig.

6に示した岩片中の放散虫の保存状態の比較から，再堆積

Fig. 6. Photomicrograph of siliceous muds tone clast in peb-

bly mudstone (Loc. 2). The clast contains Jurassic radiolar-

ian Risto/a dhimenaensis. The slab surface was etched by 

HF. Scale bar indicates 0. Smm. 

放散虫は変成を受けなかったチャート岩片．泥岩片や珪質

泥岩片からもたらされたと考えられる．務原地域の砂質泥

岩や石灰質ノジュールからは，比較的高い割合で再堆積放

散虫が検出されている．これらの再堆積放散虫は，中部

ジュラ～下部白亜系の非変成の泥岩や珪質泥岩の浸食によ

り形成された砕屑粒子に含まれて，重力流により運ばれ．

堆積したと考えられる．

2. 後背地と和泉層群堆積盆

和泉層群は，領家帯を不整合に覆っている．領家帯は．

領家変成岩および領家花闘岩から織成される．領家変成岩

の源岩は．美濃一丹波帯相当のジュラ紀付加帯を構成する

堆積岩類と考えられている．領家帯の北側には．チャート

ー砕屑岩シーケンスを繰り返すジュラ紀付加体の美濃一丹

波帯が分布する．四国では．領家帯を構成するジュラ紀付

加体起源の泥質変成岩からジュラ紀前期の放散虫が報告さ

れている（鹿島・精井， 1985）.美濃一丹波帯の付加体泥

質岩は，下部ジュラ系上部の Trilluselkhornensis帯(JR

2）から下部白亜紀の Pseudodictyomitracarpatica帯

(KRl）に及ぶことが知られている（Wakita. 1988；中

江.2000）.美濃一丹波帯の泥質岩からは，これらの群集

帯を特徴づける Tricolocapsa plicarum. 

Pseudodictyomitra (?) sp. D of Matsuoka (1986), Ristola 

dhimenaensis, Thanarla (?) conica. Protunuma 

japonicus, Loopus primitivusが普通に産する（水谷．

1981; W出 ita, 1988など）．これらの放散虫は．前述の

ように，調査地点の和泉厨群（マストリヒチアン） At帯

の自生放散虫とともに検出された．和泉層群主部相での古

流向は，北～南ないし東北東～西南西方向（宮田ほか．

1987）であり，南からの供給の可能性は指摘されていな

い．したがって．主部相の含磯泥岩中に含まれていた非変
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成の含放散虫珪質泥岩片は美濃一丹波帯からもたらされ

たと考えられる．このように和泉層群の主部相に美濃一丹

波帯の付加コンプレックスに由来する砕屑粒子が倣入され

ていたと推測できるのならば，この搬入経路の途中に存在

し，和泉層群の直接の基盤である領家帯の変成岩等から，

砕屑粒子が供給されたことも充分考察可能である．した

がって，主部相の含磯泥岩に含まれるホルンフェルス化し

た含放散虫チャート岩片は，領家帯からもたらされたと考

えられる．以上により，これらの含放散虫砕屑粒子は，領

家帯と美濃一丹波帯から和泉層群堆積盆にもたらされた可

能性が高い．

再堆積放散虫は，今回検討した紀伊半島和泉山脈の和泉

層群からは，自生群集に伴って各地点で検出されるのに対

して，四国阿讃山脈の和泉層群では，このような再堆積放

散虫はこれまで知られていない．和泉山脈の和泉層群主部

相には，高エネルギー状態での堆積環境を特徴づける金熊

寺型堆積相が知られているが，阿讃山脈の和泉層群主部相

では，通常のタービダイト型砂岩・泥岩層を主としており，

このような高エネルギー堆積相は多くは見られない．和泉

層群堆積盆の移動形成が間欠的でなく連続的である（山

北・伊藤，1999）とすると，阿讃山脈と和泉山脈では，和

泉層群堆積盆の後背地における隆起・削剥あるいはその問

の運搬状況に違いがあった可能性が予想される．和泉層群

の堆積は，カンパニアン中期～後期には，比較的穏やかに

進行したのに対し，マストリヒチアン期には，美濃一丹波

帯をはじめ内帯のジュラ紀付加体の急激な隆起により和泉

層群堆積盆は，急速に粗粒な砕屑物によって坦積されて

いったと推定される．

まとめ

紀伊半島和泉山脈の和泉層群において，上部白亜系

Amphipyndax tylotus帯（マストリヒチアン）の放散虫

群集に伴って，この自生群集とは年代的に共存しえない

ジュラ紀中期から白亜紀前期の示準種を検出した．再堆積

放散虫は，和泉層群主部相の含礁泥岩，砂質泥岩および泥

岩層に含まれる．岩石薄片やスラブの鏡下での観察から，

再堆積放散虫は，含磯泥岩ではチャート岩片，泥質岩片，

珪質泥岩片に含まれていたと考えられる．珪質泥岩片には

保存のよい放散虫が認められるが，多くのチャート岩片は

ホルンフェルス化し，その中の放散虫殻は再結晶してい

る砂質泥岩や泥岩層から検出した再堆積放散虫は，同層

中に含まれる非変成の泥岩片や珪質泥岩片などの砕屑粒子

に含まれて，重力流により運搬され，再堆積したと考えら

れる．検出された再堆積放散虫は，美濃一丹波地帯のジュ

ラ紀一白亜紀前期の付加体泥質岩から報告されている種と

同一である．和泉山脈和泉層群の堆積物はタービダイトの

古流向解析により．北東方向からもたらされたと推測さ

れ，堆積時に後背地として存在した美濃一丹波帯を構成す

る付加コンプレックスおよび、領家帯の変成岩類から，含放

散虫僻屑粒子がもたらされた可能性が高い．四国の和泉層

群では．再堆積放散虫が検出されておらず．和泉山脈の和

泉層群堆積時には，後背地の領家帯，美濃一丹波帯の隆起・

削剥が進行し．粗粒物質をさかんに和泉層群堆積盆に供給

したことが推測される．
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Explanation of Plates 

Pia tel. SEM-micrographs of autocthonous radiolarians from the Amphipyndax ty/otus Zone of the Izumi Group. Loe. 1 

(Miyama): 2, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 19, 21, 22. Loe. 2 (Sobura): 6. Loe. 3 (Sobura): 10, 13, 14, 16・18.Loe. 5 (Kyobara): l, 

3, 7, 11, 20. All scale bars indieate 100 J.Un. Bar A: 2, 4, 20・22.Bar B: I, 3, 7・10,13・16,19. BarC: 5,6, 11, 12, 17, 18. 

Fig. l, 2. Amph伊,yndaxtylotus (Foreman). Fig. 3. Amphipyndax stocki (Campbell & Clark). Fig. 4. Amphipyndax e/lipticus 

Nakaseko & Nishimura. Fig. 5. Dieぴomitratiara Campbell & Clark. Fig. 6. Dictyomitra ef. koslovae Foreman. Fig. 7. 

Dictyomitra multicostata Zittel. Fig. 8. Dictyomitra rhadina Foreman. Fig. 9. Dictyomitra a仔.rhadina Foreman. Fig. I 0. 

Archaeodictyomitra /amellicostata (Foreman). Fig. 11. Archaeodictyomitra ef. lamellicostata (Foreman). Fig. 12. 

Theocapsomma comys Foreman. Fig. 13. Stichomitra asymbatos Foreman. Fig. 14. Stichomitra campi (Campbell & 

Clark). Fig. 15. Bwヲ1el/asp. Fig. 16. Cηptoca中ium(?) ef. ornatum (Ehrenberg). Fig. 17. Cryptamphorella macropora 

Dumitriea. Fig. 18. Lithocampe cηrptocehala Dumitrica. Fig. 19. Phase/iforma concensis (Lipman). Fig. 20. Alievium 

mu中hyiPessagno. Fig. 21. Patel/ula verteroensis (Pessagno). Fig. 22. Orbicu/iforma renil/aφrmis (Campbell & Clark) 

Plate2. SEM・micrographsof reworked radiolarians that were deteeted from the Amphipyndax tylotus Zone of the Izumi 

Group. Loe. 1 (Miyama): 7, 8. Loe. 2 (Sobura): 6. Loe. 3 (Sobura): 2・4,9, 17・21.Loe. 4 (Sobura): 1, 5, 10・13,15, 

16. Loe. 5 (Kyobara): 14. All scale bars indieate 100凹n.BarA:4,5,9, 14, 17, 18. Bar 8: 1-3,6・8,10・13,15, 16, 19-

21. 

Fig. 1. Loopus primitivus (Matsuoka & Yao). Fig. 2. Pseudodictyomitra sp. Fig. 3. Pseudodictyomitra sp. D of Matsuoka 

( 1986). Fig. 4. Transhsuum maxwel/i (Pessagno ). Fig. 5. Risto/a dhimenaensis Baumgartner. Fig. 6. Archaeodictyomitra 

excellence (Tan Sin Hok). Fig. 7. Risto/asp. Fig. 8.附 -angelliumdepr，白川m(Baumgartner). Fig. 9.冊angelliumpuga 

(Schaaf). Fig. 10. Thanarla (?) conica (Aliev). Fig. 11, 12. Sty/ocapsa catenarum Matsuoka. Fig. 13. Cyrtocapsa(?) ef. 

kisoensis Yao. Fig. 14. Trico/ocapsa conexa Matsuoka. Fig. 15. Trico/ocapsa plicarum Yao. Fig. 16, 17, 21. Protunuma 

japonicus Matsuoka & Yao. Fig. 18. Protunuma sp. Fig. 19. Eucyrtidiellum ef. umumaense (Yao). Fig. 20. Eucyrtidiellum 

c王ptyctum(Riedel & Sanfilippo) 
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Plate I 
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