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2．2　大 陸地殻内の 地震

　前号で 述べ た よ うに ，海洋性 プ レ ートの 出 口 と沈 み 凵 で

の 地 震の 発生 は ， 動 くプ レ ー ト内で の ス ト レ ス の 蓄積 と明

快に関係づ け られ る 。 こ れに 反 し ， 大陸地殻内の 地震を プ

レ ー
ト運動に 結 び つ け る 仕事 に 対 し て は ， 地震学者 た ち は

い さ さか困惑を感 じて い る 。 それは，海洋地殻 に 比 べ る と

大陸地殻 は は る かに 構造が複雑 で ，過去 の 変動に 基 づ く古

傷 が 多 く均
一

性 を 欠 い て い る た め，か りに 全体 と して は あ

る方向か ら ス ト レ ス を受け て も， そ れ を受けた 大陸地殻の

破壊淋 こ れ らの 古傷に 沿 っ て 起 こ る こ と もあ っ て ， 発震機

構 の 面 か らい っ て ，プ レ ー ト全体に か か る ス ト レ ス の 場 と

必ず しも
一

致 しな い 場所が あ るた め で あ る 。 そ の うえ，大陸

地 殻内の 震央分布に は ， 今ま で の 海洋底地 震 の それ に は 見

られな い 特徴が あ る。 第1 回 目の 講座を も う
一度と り出 し

て ，そ の 図一1，1 を 見 て い た だ き た い 。 こ の 図 の a ）で は，

ア ジ ア 大 陸 の 中央 部 ， 中近東 ， ア フ リ カ ， 北米大陸 ， ア ラ

ス カ 半島な どに ば らば ら起 こ っ て い る 浅い 地 震 の 広 が りが

あ り， b） で は ， イ ソ ド北部 の ヒ マ ラ ヤ 連峰 の 東西両端あ

た りに 深 い 地 震 の か た ま りが 見 え る Q 小 さ くて こ の 図 で は

見落 とす お そ れ ぶある が ， 同 じ深発地 震の か た ま りは ，ル

ー
マ ニ ア の 束部に もあ る し ， 南米大陸の 北部の コ 卩 ソ ビ ア

領内に もあ る 。

　 こ の よ うに ， 大陸の 地震は そ の 地殻内で は 広い 範囲に 散

らば り，マ ソ トル 内に は 逆に ノ亅・さくか た ま っ て 起 こ る とい

う， 海洋底 とは 違 っ た 特微が 見える 。 こ の よ うな 特微は ，

プ レ ートの 動 ぎとい っ た い どう結びつ くの だ ろ うか 。

　この 結びつ け の 試 み を す る前に，プ レ ートの 動きに つ い

て 今ま で ふ れ な か っ た点を述べ て お こ う。

　2，2，1 プレー トの 回転運動

　プ レ ー トは 海嶺 で 生 まれ ， 海溝 に 縁どられた 島弧や大陸

地殻の 下 の マ ン トル 中で 消え て ゆ く。
プ レ ートの 流れ の 方

向は ， 海嶺付近 で は 破砕帯 の 方向と地 磁気の しま模様の 展

開方 向 か ら ， また海 溝付近 で は地 震 を 起 こ す 原 動 力 で ある

最大 ス ト レ ス の 方向か ら決 ま る 。 こ うして 現在 ， 地球上 に

は 7枚 の 大きな プ レ ート と さ らに 局地 的な 地震活動や発震

機構 の 研究な どか ら 10数枚 の 小 さい プ レ ート が 想像 さ れ

て い る こ とは 前 々 号 で 述 べ た とお りで あ る 。 とこ ろで ， こ

れ らの プ レ ート風 地 球 の よ うな球而上 を 無理 な く
一

事

実 ， 各 プ レ ートの 始め と終わ りの 両 端を 除 く海洋底 は ， 地

震活動 の ない ，
つ ま りス ト レ ス の か か らない 平穏な場所な

の だから，プ レ ートは た し か に 途中は 無理なく動い て い る

と考え な くて は ならない
一

動 くた め に は ， そ れ は あ る極

点を通 る固 有 の 回 転軸 を も っ た 球 面 上 の 回転運動 で な くて

は ならない （図
一2．12）v こ の 場 合 ， こ の 回転 軸 に 関す

る 赤道 に 近い 部分 ほ ど，プ レ ートは 速 く動 くこ とに な る。

前 々 号 で 述 べ た，海嶺 を 各 所 で 寸断 して い る 破砕帯 こ そ ，

実は この よ うな，
プ レ ー

トに 要求 され る部分的 な 移動速度

の 変化 を な し くず しに 調節 し て い る こ とに な る 。 また ， こ

れ らの 回 転軸 の 極 が そ れ ぞ れ どの 辺 に あれ ば語 が 合うか は ，

破砕帯 の 方向や，地磁気異常 の し ま模様 の 幅か ら探し出せ

る （破 砕 帯 の 向 き は，そ れ ぞれ の 極に 関す る 緯度線に 平行

の はずだ し ，
プ レ ートの 移動速度を表わ す し ま の 幅は ，同

じ くこ の 極 に 関す る低緯度 ほ ど広 くな っ て い なければ なら

な い ）。 上 述 の 二 つ の デー
タ か ら，最小 二 乗法を 用 い て 求

め られ た極 の 位置 は表一2，2 の とお りで ある
32）

。 ま た ， 図

一2，13 に は ，極 A （7  ゜ N ， 620W），　 B （26cN ，21° E ）

お よ び C （78
° N ，102° E ） に 対す る緯度 線 の

一
部 が，そ

れ ぞれ点線，破線 お よ び 鎖線 で 10 度お きに か か れ て い る

が，こ れらと現在 の 海嶺 （2本線）を断 ち切っ て い る 破砕

　 　 　 　 図
一2，12 球面 上 で の プ レ

ー
トの 回転運動

　プ レ
ー

ト 2 は プ レ
ー

ト 1 に 対 して 極点A の まわ りの 同 転運動に な る。

破砕 帯もA を 中心 とす る球面 上の 小 円に なる。

表
一2．2 各 プ レ ートの 回 転運 動に 関する 極の 位置 と回転 速度 31）

各 プ レ ートの

誕 生 場 所

南 太 平 洋

北 太 平 洋

極 　 の 　 位 　 置

大　 西 　 洋

洋

海

ド　

極

ソイ

北

70°N62 °W 〔A〕

｛63°N57DW （つ

53°N47UW
58°N37 °W
｛69°N32DW （

章
）

26°N21 °E 〔B 〕

78°N102 °E 〔C 〕

回転 速度〔10
’7
度／年）

10，810
．8 ⊂

＊
）

6．03
．73
．7 （

＊
）

4．02
．8

デ ー
タ の 数

619925

生

　

11

　

　

3

August ，　1973

備考 び） 印は 地磁気異常 の しま模様の 幅か ら，他は破 砕帯の方 向か ら決めた

　 　 値。
　 　 〔 〕中の A ，B ，　C は それぞれ 図

一2，13 の A ，　B ，C に 対応す る 。
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　　　　　　　 図一2．13　プ レ ートの 回 伝運 動の 吟味 33＞

本文中の C点 は こ の 図か らは み 出した 場所 に ある。At，　B ！
は そ れ ぞれ A ，　 B の 対称点 s

海嶺と海 溝わ きの 数字は ，出口 と入 ロ に お ける プ レ
ー

トの 相対速度 （cm ノ年）

帯や ， 地震 の 発震機構 （図 の 矢印）を比較して み る と，A
点を 掻 とす る球面上 の 回転運動 （点線 で 示 され た緯度線）

は ，単に 南太 平 洋 だ けで なく，太平洋プ レ ート全体の 動き

をそ の ま ま と ら えて い る し，そ の 上 ， 南米大陸をの せ た 大

西 洋南部の プ レ ートの 動 きを も よ く表現 し て い る 。 ま た
，

北極海底 か ら左 右に 流れ出す プ レ ー
ト運動 の 極 と して 求 め

られ た C 点に 対す る緯度線 （図 の 鎖線） は ，大西洋 の 北部

の 破砕帯 の 走向 と よ く合 っ て い て ， 北極 プ レ ートは この あ

た りま で ひ とつ な が りに な っ て い る と考えて も差 しつ か え

な い こ とを小 して い る 。 さ ら に ，ア フ リ カ 北部 の B 点 を極

に もつ 回 転運動 （破線で か か れ た 緯度線）の 方は ， イ ン ド

プ レ ートの 動 き を よ く表 わ し て い るが ， 特に こ こ で 注息 し

て お きた い こ とは ，こ の 回転運動hXア フ リカ や 中近東， ア

ジ ア 南 部 の 大陸内に 地 震を起 こ して い る ス ト レ ス 分布と も

よ く対応 して い る こ と ， ま た，＝ユーギ ニ ア か ら 二 ＝一
ヘ

ブ リデ ス 諸島方面 の 西 舸太平洋に か け て まで ， 同 じ回転運

動が 及 ん で い る こ とで あ る 。 これ ら の こ とは ， い ずれもこ

れ ま で 述べ た こ とに 関係を もっ て い る 。

　 と こ ろ で ，図一2，13 を 見 る と，現在 の 太
、

卜洋プ レ ー
ト

の 動きを示す点線とは ま るで 違 っ た方向に，北米大陸 の 西

海岸 か ら遠 く太平洋の 中央部 あた りま で 長 い 破 砕 帯が 何本

も走 っ て い るの が見 られ る 。 こ れ らの 破砕帯に 沿 っ て も，

実は 今か ら数 1，  00万年 も古 い 時代に 相当す る 地磁気異常

の し ま 模様 が 観 測 され て い て ， そ の こ ろ は これ らの 破砕帯

に 沿 っ て こ の あた りの 海洋 プ レ ートが西に 向か っ て 動い て

い た こ とを物語 っ て い る の で あ るぷ，面白い こ とに は ，現

在 の 北 極 お よ び 大西 洋北部の プ レ ート の 動きを表現 して い

82

る緯度線 （
一一一

　
一・
　
一

） が，こ れ らの 占い 破砕帯 とほ ぼ 平

行して い る こ と で あ る 。 こ の こ とは 今か ら数 1，000万年前

ま では ， 太平洋北部の プ レ ート は ， 現在の 大 西洋北部の ブ

レ ート と同
一

の 回 転軸 を も っ た 回 転運動を し て い た の が ，

その 後運動 の 向 きを変え て 現在 は A 点を極とす る回転運動

に変わ っ た こ とを示 して い る。

　さ らに ，ア フ リカ と南極 ， オ ース トラ リ ア と南極 の 間の

海洋底 に も ， 海嶺も地磁気異常の し ま模様もは っ き りしな

い 過去 の プ レ ー
ト運動の 痕跡 らし ぎ 破砕帯群 ぷ あ る。これ

らの 破砕帯の 走向は ， 図
一2、　14 の D 点を 極 とす る緯度線

と きわ め て よ く
一

致 して し ま う
as ）

。 した 溺 っ て こ の 図は，

か つ て ア フ リカ の 南端近 くに かた ま っ て い た イ ン ド，南極 ，

．

20E

20w

図一2．14

140

’6°E

南 極大 陸周辺 の 古い 破砕帯 （太い 線）と，
D 点を 極 とす る緯度 線 （破線）s3

｝

lge

160w

土 と基礎，21− 8 （186）
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オ ース トラ リア な どが，どの よ うな方向の 流れ に の っ て そ

れ ぞ れ 離 れ て い っ た か を 示 し て い る 。

　2，Z2 大陸地殻内に拡散 して起こ っ て い る浅い地震

　図
一2，15 に は ，北極 （  印）を 中心 とす る 地図上 に 4 枚

の プ レ ー トの 回 転運動 の 極 （PA，　PB，　PC お よ び PD ） と

講 座

運動方向 （矢印 A ，B ，　 C お よ び D ） が示 されて い る 。 ブ

レ ート の 生 産 場 所 で ある海嶺は ， 図 で は 2 本 の 短 い 線 で か

か れて い る ぷ ， 北極 を横切 っ て大 西 洋中央海嶺に つ なカミる

海嶺 だ けは ，明 りょ うで ない の で ， 代わ りに 海嶺性 の 地 震

を起 こ して い る帯 が団子ざ しで か か れ て い る 。

鋤 80 1e［〕 120

　 　 図一2．↑5 極 PA ，　 PB，　PC ，　PD の まわ りの プ レ ート A ，　 B，　 C，　 D の 回転運 動 3a〕

黒い 太線は 山脈 ，斜線は 顕著 な山 岳地 帯で ，浅い地 震 の 散 発地 域も ほ ぼ これ に 一致 する 。  印ぱ 北極 点。

表一2．3　 6枚の プ レ ートの 回転連 動

極

ABCDPPPP

EFPP

君
速

啣
転

卸
回

σ
睦大るいてつの

　 ユ　ー　ラ　シ ア

　 北　 　　 　 米

イ ソ ドP オース トラ リア

　 な　　　　　 し

2．82

．84

．06

．0

南

な

米

し

3，71

  ．8

地 球 表 面 上 の 並 進 速 度

　 　 　 　 　 　（cm 〆年）

O＝　 0°　 10’

　 20°

　 30°

　 40°

　 SO°　 60°

　 70°

　 80°

　 goe

3．1　　3，1
〃　　 　 　　 　〃

4．4　 　4．4

6，6　　6．6

2．9　　2．7

げ　　　　　〃

4．2　　 3．9

6．3　　5．8

2，4
「’

3，45

，1

2．Q　　1．6　　1，1　　0，5　　0．O

〃　　　　　　〃 　　　　　　厂厂　　　　　 厂’　　　　　 〃

2．9　　 2．2　　 1．5　　 0．8　　 0．0

4．3　　 3．3　　2．3　　ユ．2　　0．O

生，1　　4，1　　3．9　　3．6　　3．2　　2，6　　2，ユ　　L4 　　0．7　　D．0

12．0　　12，0　　1L4 　　10，5　　 9，3　　 7．8　　　6．0　　 4．1　　 2．1　　 D．0
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　各極 の まわ りの 回転速度は ， 各海嶺の 両側で 発見され て

い る 地 磁気異常の しま模様の 幅か ら推定 され ， 表
一2、3 の

とお りで あ る
33 ｝

。 こ の 資料か ら さ らに ，
プ レ ー トが実際に

海底 を 動 く速度 も各緯度 ご とに 求め られ る。 それらも表
一

23 にあげて あ る 。 図
一2、　15で ， 矢印の 近くに ア ン ダーラ

イ ン つ きで か か れた 数字 は，こ の 表 に 基づ い て 書き入 れた

プ レ ートの 移動速度を 示 し ， 他に 比 べ て特に 速い 太平洋プ

レ ー
トの 場合だ け ， 二 重の 矢印に し て あ る。 ま た 表一2，3

に は ， 図
一2、15に は 現わ れて い ない PE を極点 とす る 大西

洋 の 南部の プ レ ートと，
PF を 極点とす る太平洋南部の プ

レ ー トの 動 く速度 も加 え て あ る が，こ の 表で面 白い こ とは ，

プ レ ートの 回 転速度 が ， そ の 上 に の っ て い る大陸とい う荷

物 に 左右され て い る傾向が 見 られ る こ とで ある。 身軽な の

で 動 きや す い とい うこ とで 当た り前なの だ が な ん とな く愉

快な事実で ある。

　われわ れ溺 今 問 題 に して い る大 陸部に 散 らば っ た地震を

起こすス トレ ス の 根源を考え る の に，この 図が大変物を い

うの で ある。 北極海 を 貫 く海嶺 お よ び 大 西 洋中央海嶺の 北

部 か ら生 まれ た 2枚 の プ レ ートは
， 図 の よ うに 極点 PA を

中心 と して 互 い に逆 の 方向に矢印 の よ うに 動く。 同 じ大西

洋中央海嶺か ら生 まれ た プ V 一 トで も，低緯度 の 部分は 癒

点 が や や ずれ て PB の 位置に な る 。 図の 左下隅 に 見 られ る

プ レ ー
トの 動 きC は ，イ ン ド洋 プ レ ー トの それ で ， そ の 極

点 PC は ア フ リ カ 大陸の 北部に あり，
プ レ ー トの 出 口 は こ

の 図で は 紅海 を縦断 し， ア デ ン 湾か らイ ン ド洋 に ぬ け て 東

南 に 走 る海嶺 で あ る。 こ こ か ら 出て 北方に 向か う プ レ ート

こ そ ， そ の 上 に の っ た イ ン ド大陸 を ア ジ ア大 陸 に 衝突 させ

た プ レ ー
トに ほ かならない 。

一
方，太平洋東部を北上 して

カ リ フ ォ ル ニ ァ 湾 か ら
一

た ん 上 陸 して 再 び海 に 出 る東太平

洋海膨か ら出て 西に 向か っ た プ レ ー
トは ， 矢印の よ うに 流

れ て その 先端 は島弧 の 前面で 落ち こ ん で ，そ こ に ア リ D ．・・一

シ ャ ン か ら 日本 の 東沖合 に 至 る 何本 か の 海特を つ くっ て い

る 。

　 さて ，こ こで 一つ の 問 題点を提示 し よ うQ た とえ ぽ，太

平洋 プ レ ートは東 太 平 洋 の 海嶺 で 生 まれ ， 海溝 の 先で 落 ち

こ ん で 消えて ゆ く。 そ して 地震 もその 出 口 と落 ち こ む 入 口

の プ レ ー ト内部 で 起 こ っ て い る。こ の 場 合果た して 海嶺 で

生 成 され た プ レ ートの 分量 が ， そ っ くりその まま海溝側 に

落ち こ ん で 消 え て い るの か ど うか ，
つ ま り収支の 帳 じ リカミ

ち ゃ ん と合 っ て い る か ど うか は まだ よ く確か め られ て は い

な い が ， そ れ は ま あい い こ とに し よ う。 問題は 入 口 の な い

プ レ ートの こ とで あ る 。 北極海 を 横切 っ てえ ん えん と大西

洋 の 中央部を 南下す る長 い 海嶺か ら両側 に 動い て い っ た プ

レ ート （図一2，15で は 流れ A と B で 示 される ア メ リカ と

ユ ーラ シ ア の 両 プ レ ーb） が そ れ で ある Q こ れらの プ レ ー

トは その 先 に 大陸とい う大きな 荷物を の せ て い る の で，表

一2．3 で もわ か る よ うに 動きは 遅い の だ が， 先端 に 部厚 い

大陸 カミの っ て い る の で 沈 み 込む こ と もで き な い 。 そ こ で ど
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うい うこ とに な る で あろ うか 。 道は 二 つ で あ る 。 その
一

つ

は，相手 の プ レ ートの 沈み 口 ，つ ま り，海嶺を向 こ う側に

押 しや るか，あ るい は そ の 行手 を は ば まれ て ，仕方な しに

ど こ か で 何か の か た ち で そ れ に 伴 うス 1・レ ス を 消費す るか ，

で ある。 第一の 道も と っ て い るか も知れ な い が後の 道もと

っ て い るだ ろ うとい うの 沸今の 私 の考％ で あ る。

　そ う思わせ る の が 図
一2，15 な の で ある 。 こ の 図で ， 大

陸 の 中に 斜線を引い た 区域 と何本か の 太 い 線 とは ， そ れぞ

れ著名な 高II．［地帯と山脈 で あ る。 そ して ア ジ ア 南部 の 広大

な し ゅ う山山地内に 散発す る浅 い 地震 の 活動地域 もまた，

こ の 図の 斜線 の 中に あ る 。 こ こ だけ で は ない 。 さらに その

西 部 の ，イ ラ ン か ら トル コ あた りの 斜線の 地 域 に も浅い 地

震が散発 して い る。 北米西 部 の 山岳地帯も また しか りで ，

こ の こ とは 第 1 回 目の 図
一1，1 で 示 し た世界の 浅い 地震の

震央分布図を もう
一

度見 て い た だ ければ す ぐわ か る 。 別な

こ とだ が 2枚 の プ レ ー トがすれ違 うよ うに 交錯 し て い る 南

ヨ ーロ
ッ

パ は 珍 し い 場所で あ る が，こ こ で の こ の よ うな 相

対運動 は 古地 磁気学の 方か らの 裹付け もある し，地 中海 の

地 震 の 90％ くらい が どれ も右ネ ジの ね じ れ で 起 こ っ て い

る こ と とか，南 ヨ ー
ロ ッ

パ 地 域 で は 各 所 に 同 じ右 ネ ジ 方向

の 水平断層が卓越 して い る こ と とか の 一連の 報告は ，
い ず

れ も図
一2。　15 に 見られ る よ うな 2枚 の プ レ ー

ト泓 こ こ で

す れ 違 っ て い る こ とを示 唆 して い る 。

　私が こ こ で い お うと し て い る こ とは もは や 明 らか だ ろ う。

大陸 の 内部に お け る 広範囲の 造山運勁や浅 い 地震 の 散発 は ，

そ の 大陸をの せ た まま動 くプ レ ー トがその 行手をは ば まれ

て ，仕方な し に 消費 し て い る ス ト レ ス の 所産 で あろ う，と

い うこ とな の で ある。

　と こ ろ で そ うだ とす る と， 南極大陸 に 地震が ほ とん どな

い の は な ぜ だ ろ う，
とい う疑問 が起 こ る 。 な ぜ な ら ， 南極

大陸 は その 周 囲 を海嶺で とりま かれ て い る 。 もし，これ ら

の 海嶺 の 位置カミ現在の 南極大 陸 に 対 して不 動だ と した ら ，

南極大陸に は 周囲の 海嶺で 生産 され る プ レ ー
トが押 し寄 せ

て ，この 大陸は 強大なス ト レ ス の 集中場所 と な っ て し ま う

か ら で あ る。 逃げ道は一つ しか な い 。 それは ，現在南極大

陸を と りまい て い る こ れ らの 海嶺は ，
い ずれ も南極大陸か

ら遠 の きつ つ プ レ ー トを 吐 き出 し て い る と推定す る こ とで

あ る 。

　この 考え方 は 決 して 急場 しの ぎの 逃げ道で は ない 。 直接

こ の 海嶺で そ れ を 証拠だ て る 資料 は ま だ 得 られ て い ない が，

東太平洋海膨に つ い て は 北部で も南部 で も現在 の 海嶺カミ，

相対す る大陸に 対 して 相対的 に 動い て い る とみ られ る証拠

ボ見 つ か っ て い る。

　2，2，3 移動する海嶺

　図
一2．16 で わ か る よ うに ， 太平 洋東部 を 北上 す る 東太

平 洋海膨は，西北西
一

東南東方向に 走 る何本 か の 破砕帯 で

細か く切 られな ，tミら， カ リ フ A
一
ル ニ ア 湾か らい っ た ん ア メ

リ カ 大 陸 の 内部に 消 え，北緯 40Q あた りか ら再 び 太平洋底

土 と基礎 ，
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一20−一＿ ＿　
tt7

−1−10−一一一國一一一．

図一2，16 太平 洋 の 東 南 部 を貫 く海嶺，破砕 帯 お よび 地 磁気異常の し ま模 様の 年 令 （100万 年単 位）su）

に 顔を出 して い る 。

一
方 ， 前に 述べ た よ うに，こ の あた り

に は こ れ とは 別の 古 い 破砕帯 力とほ ぼ 東 西 方向に 長 く走 っ て

い る が ， これ らに沿っ て も地磁気 の し ま模様 カミ印さ れて い

て ，そ れ らは こ の 図 で 明 らか な よ うに ，最も若 い もの で す

ら 今か ら数 百 万年以 前の もの で，西 に い くに つ れ て 古 くな

っ て い るの だ 沸 ， こ の パ タ
ーソ は そ の ま ま の 配列 で ，ア リ

ュ
ーシ ャ

ソ 列島 の 沖合で 激 し く 西 に 曲 が っ て い る （The

Great　Magnetic 　Bight と呼ばれ る）。 した が っ て こ の 東

西方向の パ タ
ーソ は ア リ＝一シ ャ ン 海溝に 近づ くほ ど若い

とい う普通 とは 逆 の 配 列 に な るの で あ る 。 こ の よ うな彎曲

した地 磁気変化 の パ タ ーソ も珍 しけれ ぽ ， 海溝側に 若い と

い う地磁 気 の パ タ ーン は ，プ レ ートの 入 口 と出 ロ ポ さか さ

まに な っ てい る感 じで
， な ん と も不 思議で あ る 。 こ の 奇異

な事実は 図
一2．17 の よ うに考えれぽ 納得 で きる 。 つ ま り，

今か ら数千万 年 く らい 前 の 白亜 紀 の こ ろ，太
’
ド洋 の 北東部

に 図 の よ うに 三 つ の 海嶺 A
，
B

，
　C が 三 叉路状に

一
個所 に

August ，1973

交わ っ て 存在 して い た の が，両側に プ レ ートをは き出 しな

が ら，図 で 矢印で 示 した方向に 位置が 移動 し，
A は プ レ ー

図
．2，1了 太

マ
「洋北 東 部に お け る 白亜 紀 の 頃 の 梅 嶺 と

　 　 　 　 その 動きの 想像 図
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トV ，B ，　 C は プ レ ー
ト］Vの トに は い りこ ん で 見 え な くな

っ て しま っ た ， とい うの で ある
35 ）

。 も っ と も， 移動は 相対

的なもの で ， た とえ ぽ，北米大陸の ほ う力鞭 嶺 B と C の 上

に の っ か っ て きた の だ，と も い え る。 た ぶ ん 両方 と も本当

だ ろ う。 こ の うち ， 海嶺C の 移動 が 時計回わ りの 回転 を 伴

っ て い た とすれ ば ， そ の
．一

部 は まだ ア メ リカ プ レ ー
ト （N ）

の 下 に も ぐ り込 め ず に 海底 に 残 っ て ，そ れ ボ現在見 られ る

よ うな，北北東向 きの 海嶺と して 現在 太 平洋 の 北東部 の 海

底に 残 っ て い る こ とに な る 。
一

方，ア リ ＝
一シ ャ ン の 南方

の 部分は，図一2．17 の 古 い 海嶺 A か ら数千万 年前に 生 産

さ れ て南方 に 拡張 し て い た プ レ ー トの 名残 りを 地 磁 気の し

ま 模様に と どめ た ま ま で，現在は 東太平 洋海膨 か ら西 北 西

に 動い て い る プ レ ー トに の っ た ま ま ， 現在の ア リ ＝
一一シ ャ

ン 海溝の 下に 沈 みつ つ あ る とい うこ とに な る 。 最近の 観測

事実 に よ る と，こ の ア リ ＝
一シ ャ ソ 南方 の パ タ ーン の 続 き

とお ぼ し き東西方向の 古 い しま模様 カミ， 千島列島の 南方海

底 に も発見 され てい る ば か りか ，その パ タ ーソ の 西 端 は

28 ° N 〜30° N ，
150° E あた りで こん どは 千島海溝 に ほ ぼ

平行 に 再 び その 向きを変えて い る ら し い
S6）

。 こ れか らみ る

と ， ア リ＝　・一シ ャ ソ か らア ラ ス カ に か け て の 海洋底で 想像

された と同様の
“ The 　 Great　 Magnetic　Bight”の 移動

が ， 太平洋 の 北西部で も行 なわ れ た か も しれ な い
。

　南へ 下 ボ っ て ， 南 米大陸西 方 の 大平洋海域底に も海嶺 の

位置が 変化 した 具体的な証拠力戦 っ て い る 。 それを示 した

の Dt図一2、1836） で ，5° S か ら 30° S の 範囲で は 現在 の 海

嶺の 東側に ， 赤道以北 で は その 西 側 に そ れ ぞ れ北北西方向

に 走 る古 い 海嶺，それらと平行 した 古 い 年代の 地磁気異常

の し ま模様 ， それ らに 付随 した数多 くの 破砕帯が見られ る。

そ して ， 現在の 海嶺の 両側の 海底 に 印され て い る地 磁気異

常 の し ま模様 の 年令か らみ て ， 現在左右 に 展開中の プ レ ー

ト運動 は ，今 か ら約 1千万年前頃 か ら始 ま っ た と推定 され

る3
％ この こ とは ， 後に 述べ る よ うに ， 海底の 沈殿層 の 厚

さ の 調査 か ら求 め られ た 現在 の プ レ ート運動の 開始時期 と

も
一

致 して い る 。 さ らに ， 25° S 以南 の 部分で は，現在 の

海嶺の 西側の し まは ，東側の それ よ りも押 しつ め られ て い

る 。 こ の こ とは ，こ の 部分の 海嶺自体が西に 動い て い る こ

とを示 し て い る。

　現 在 ， イ ソ ド洋を東南東 に 走 っ て い る 海嶺 も移動しつ つ
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　　　　　　　図
一2．18 南米大陸酉 方の 太平 洋海 域 に おけ る 新 ・旧 の海嶺 （黒 ぬ りお よび斜線 部 分）。

　　　　　　　　　　　実 線 と破線は それぞれに 付随 した 破 砕帯 お よび地 磁気異常の しま模様
a7〕
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 海嶺の 軸

　 図
一2．19　晦嶺 と直角な方向で の 海底タ イ 積物の 厚さの 変化

　 　 　 図に示 されて い る タイ積速度 （mm ／103年） は，か りに

　 　 　 プ レ
ーh の 移動速度を 4，5cm ノ年 とした 場 合の 値

as ｝

あ る とみ られ る海嶺の 一つ で ある 。 な ぜ な ら， 次号で 詳 し

く述べ る よ うに ， イ ン ド大陸は こ の 海嶺か ら北東方向に 流

れ 出 る プ レ ートに の っ て 北北東 に 押 しあげ ら れ た あげ く，

ア ジ ア 大陸 に 合併 し，そ の 接合線に沿 っ て
， この 合併事件

に よ る 力で 特有 の 地震活動を 起 こ して い る こ とは ほ ぼ間違

い が な い の だ が，この イ ン ド大 陸 は 今か ら約 7，0  O万 年前，
つ ま り白亜 紀 の 後期 ご ろは ， 現在 の ア フ リ カ 大陸の 東南端

付近に へ ぽ りつ い て い た こ とが，古地磁気学 か ら推定され

て い る 。 そ れ で ，もし こ の イ ソ ド海嶺ボ そ の こ ろ も現在 の

位置に あ っ た とす る と，そ の こ ろ の イ ソ ド大 陸 は この 海嶺

の 西 南端に 位置す る こ とに な るか ら ， イ ソ ド大陸は 決 して

北東方向に は 移動 で きず ， した がっ て ，前に 述べ た イ ソ ド，

ア ジア 両大陸の 合併事件は 起 こ り よ うが なか っ た こ とに な

る 。 つ ま り， イ ン ド海嶺 自体 も白亜 紀 の こ ろ の イ ン ド大陸

の 西側 ， つ ま り現在の ア フ リカ大陸の 東海岸沿い あた りに

走 っ て い な い と，話の つ じつ まが 合わ な くな る の で あ る 。

結局こ の 海嶺は ， み ず か らガ 送 り出す北東方向 へ の プ V 一

トに イ ソ ド大陸をの せ ，しか もそ の 後を追 うよ うに して
，

み ずか ら も北東方向に 移動して 現在 の 位置に 達した と考え

ざ るを得 な い の である 。

　プ レ ートの 移動速度 も変化 の 歴史を た ど っ て きた ら しい 。

それは つ ぎの よ うな事実 に よ る 。 海嶺か ら生 まれ て は どん

どん 広 が っ て ゆ く海底に つ もる タ イ 積層の 厚さは海嶺か ら

遠 い ，した が っ て 古い 海洋底 ほ ど厚 くな るは ず で あ る。事

実もそ の と お りなの だ が ， そ れ は 海嶺か ら 100〜400　km

の 間 だ け の こ とで ，そ れ か ら先 で タ イ 積 物 は 急 1こ厚 くな り，

それ を過 ぎ る とまた ゆ るやかに なる
；・　S）

。 どの 海洋底 で もそ

うで ある。 図
一2．19 に 示 された よ うに ，か り に 海洋底 の

移 動速 度 ボー
定で 年 に 4．5cm とす る と，こ の 急に 厚 くな

る時期 に は ，タ イ積速度ぶ そ の 前後の 時期 に比べ て 10倍

か ら 30倍に も大 き か っ た と考 え な くて は な ら な い が ， そ

うい う こ とは考えに くい の で ，こ れ は こ の 時期 に 海洋底 の

移 動速度 が 非常 に 遅か っ た た め とみ た 方が妥当で あろ う。

また ， こ の 急 に 厚 くな る 位置 と海嶺の 軸との 距離 を，そ れ

ぞ れの 場所 で の 現在 の プ レ ートの 移動速度で割る と， どこ

で も約 1，000万年 とい う値が 出 て く る 。
つ ま り， 現在 の プ

レ ー トの 動 きは ， あ る静穏期を 経 た 後 ， 今 か ら 1，000万 年

くらい 前か ら再 び始 ま っ て 現在 に 至 っ た もの だ とい うこ と

に な る。最近は 太平洋 西 部海底 に も古い 海嶺や そ れ に 関係

した 地磁気 の し ま模様な どが発見 され，そ れ らに 基づ い て ，

太平洋底 に お け る 約 1億年来の 海嶺の 移動状況が ， か な り

は っ き りと把 握 され て い る s9］
。
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