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1．は じ め に

　化石とな っ て い る生物 が生きて い た と き の 生活の 様子

を 復元 しよ う と い う 試み や ，生 活状態 の わ か る化 石 の産

状 の 記載は ，古生物研究 の ご く初期か ら くり返 し行わ れ

て きた ．しか し， そ の よ うな 分野の 研究が 古生態学 と し

て 体系 だ て ら れ る よ うに な っ て き た の は ， ご く近年の こ

と で ある と い え よ う．い まの と こ ろ こ の 分野を総括 し，
一般的 な 方法論 か ら説 い た 教科書 は ， ま だ わ すか に

FEKKEP （1957） お よび AGER 　G963）に よ る 2冊 が あ

るにすぎな い ．　 しか し，　 こ の ほ か に論文集と し て，

HEDGpETH 及 び LADD 編 集 （1957）の iiTreatise

”1・

2 巻 と ， IMBRIE 及 び NEwELL 編集 （1964） の もの が

あ る ほ か， 1965年 か ら は雑誌 “ Palaeogeography，
Pa ！aeoclimatology ，　 Palaeoecology ”

　も年 4回発行さ

れ るよ うにな り，古生態学は 最近10年くらい の 問 に急激

に発展 を始 め た 段階 に ある．

　 こ の よ うに，ま だ 出発 した ば か りと もい え る よ う な現

状で は，古生態学 と い っ て もそ の 内容 ・目的，従 っ て ま

た研究方法は，研究者 に よ っ て 相当な違 い が ある．筆者

らの 限 られ た 能力 と ス ペ ース で ，こ の よ うな古生態学の

現状を 完全 に紹介す る こ と は 困難 な の で，こ こ で は ， 現

在ま で に 得 られ て い る 古生態学 の 多種多様 な 成 果 の う

ち ， 特に群集吉生態 学的 な 面を と りあげ ，そ れ を 筆者 ら

の 持 っ て い る古生態学 の イ メージな い しは 進むべ き 道す

じと 考え て い る線 に そ っ て ，我 々 な りに 整理 して み た い

と思 う．

　 こ こ で ま ず ， 吉生態学 と は 何 か ，そ の 目標 とす る と こ

ろ に つ い て ，筆者 ら の立場 を 明ら か に して お くこ とは，

以下 の 議論 の 混乱 を さけ る ために必要で あろ う．

　古 生 態 学 は，過 去 の 生 物 と そ れ を と りま いて い た環境

と の 関係を 調べ る，古 生 物 学 の一
分野で あると い う立場

を我 々 は と りたい と 考え る．こ れ は，生態学 が 簡単 に 定

義す れ ば 現生生物 と それ を と りま く環境との 関係 を 調べ

る 学問 で あ る と され て い る こ と に 対応 して い る ．しか

し，古生態学で は ，現生生物を閥題 とする 生態学に想し
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単に過芸 の 生物の 生態 を 調べ る と い うの で は な く，環境

の 時代的変化に対応 して，生物あるい は生物群がどの よ

うに変化 して きたか ， とい う聞題 が そ の 最終的な課題 に

な るべ き で あ ろ う ．す な わ ち ，生 物進 化 に お い て 環境の

果す役割を 追求す る こ と が，古生 態学：の璽要な 目標に な

る と考え られ る ．

　 実際に は ， 化石 と な っ て 我 々 の 目に ふ れ る の は，過 去

の生物の ご く
一

部分に過ぎず ， また そ の 環境もご く断片

的に 保存 さ れ て い る に 過 ぎ な い ．ま して 生物相互の 関係

と な る と実証は ま ず不 可能で ，聞接的な証拠 か ら推論す

る 他な い ．従っ て．ヒ述 の よ うな 目標 も，結局 は 目標 な の

で あ っ て ，ど こ ま で 到達で き るか ，現在 の と こ ろ 見通 し

は 明 らか で ない ．

　 省生態学 には ， 上 の よ うな 立場 の 他 にも う一つ の 大 き

な 流れ が ある．そ れは，古生物 の 環境指示者 と して の 有

能 さを 生か して ，地層 に 含 まれ る化石 から そ の 地層 の 堆

積環境や 古地 理 を復元しよ うと い う立 場で ある ．そ の好

例は ，1957年米国地質学会 か ら出版 され た，　 Trea 七ise

on 　Marine 　Ecology 　and 　Paleoecology 第 2巻Paleo−

ecology （LADD編） に収 め られ て い る 多くの 論文 で あ

・
る．

　化石を
一

つ の 電要 な指標 と して ， 古環境 の 解祈， 古生

物地理 あ る い は 省地 理 の 復元を 行い ，ひ い て は地 史 に 至

る 研究 の すじみ ちは ，地 質学の 中で非常に重要な ま た 有

望 な分野 で ある が，む しろ 応 用吉生態学 とで もい うよ う

な 性格の も の で あ る と考 え た い ．従 っ て 小論 で は こ の 方

向 に沿 う議論は 省略す る こ と とす る．

　 図は ，こ こ で 述べ た よ うな立場 に 立 っ て ，群集 齎生態

学を 研究 す る 際の 手順 の
一

例 を 示 した もの で ある、過 去

の 生物と過去の 環境との 関係を 論 じようとい うと き，従

来よく行 わ れ て き た よ うに，化石 を用 い，現生種と の 単

純 な類推 か ら 環境 を復元する と い う方 法 を と れ ば ， そ れ

は 循環論に お ち い る恐 れ が ある，そ こ で ま ず両者を 切離

して ，環境は 化石 と は 独自に復元す る こ と が，少 くと も

現在 の 段階で は 必要 と な る で あろ う．

　従 っ て 化石を 使 わ ずに環境を復元す る作業が，群集古

生態学研究 の 璽 要 な部分 を 占め る こ と に な る．そ の 方法

と して ，最近開発 さ れ つ つ ある 地球化学 的な 方法 や ， 化
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石を 含む堆積物 の 堆積学的研究，堆積盆地全体の 地 史学

的 研究 な ど ，い ろい ろ ある が，こ こ で は こ の 問題 に は ふ

れず ， 主 に化石 自体 を ど う扱 うか と い う面 に つ い て の 研

究 の 現状 を整 理 紹 介 す る こ と と する ．

2 ．化 石 群 集 の 認 定

　群集 （community ） は ， 生物界を 構成す る一
つ の 基

本的 な単位で あ る と一
般に考え られ て い る．自然界に お

い て は ，生物 は．
何らか の 相亙関係を もっ た篥団 （群集）

と して 生活 して い る，と い う考え は，生 態学特 に 群集生

態学 にお け る非常 に重要 な概念で あ る こ とは言を ま た な

い ．過去 の 生物 の 場合 に も こ の概念が あ て は ま り，互 い

に生 態的 に関運 しあ っ た生鴇集団が あ っ た で あろ う．生

物 は そ の よ うに して 群集を つ くっ て 生活 して い た に違 い

な い ， と考 え られ る ．

　生物が ある特定 の 構成 を も っ た群蘖を つ くる と い うこ

とは ， 水生 の 底棲生物 の 場合 に特 に顕著 に 認 め られ て い

る ，海洋生態学 な ど で は ，こ の よ うな 群 集お よ び それ と

環境条件 と の 関係 な どが 重要 な課題 の一つ と して 探究 が

進め られ て い る （例 え ば THORSON ，1957）．

　古 生態 学 の 対 象 とな る古 生 物 の 多 く も海生 底 棲鋤物群

で ある ．過去 の底 腰動物 の生 態 を群集 生 態学的 な面か ら

調ぺ よ うと い うとき，まずこ の よ うな見方か ら出発す る

の が良い よ うに思 われ る，従 っ て 第
一

に，い か にして 過

去 の 群集 （古生物群集） を と らえ るか，とい う問題 が で

て くる．

　しか し， 現生生態学で も群集を ど う と ら え る か ， 或は

具体的 に ど の ス ケ ー
ル の 生物集団 を もっ て群集 と い う

か ，に つ い て は 入 に よ っ て 意見が 異 る ．古生物 の 場合 に

も，具体的にどの ような集団を 吉生物群集 と よぶ かにつ

い て は，意見が 別れ る こ と で あ ろ う．こ こ で は，一応，

群集を ， か っ て ある一
定 の地域内で一諸に生活して い た

古生物集団 と考 え ， そ の集団を い か に して 知 るか ， い か

に して 露頭 に み ら れ る 化石群か ら復元す る か ， を 考え る

こ と に した い ．

　 こ の 作業 は ， 実際に は 2つ の 段階に分けるこ とが必要

と な る で あろ う．す な わ ち，ま ず第一は 現実 に化石 と し

て 保存 され てい る もの に つ い て，ど の化石が 同一の群集

を 構成して い た か，お よ び そ の 内容 （種類 。個体数 ・年

令構成 ・形態変異 な ど ）を 知 る こ と （化石群集 の i 定）

で あ り，次にそ の よ うな群集の 存在 ・分布を規定 して い

る 環境 との 関連，構成者間の 生態的 な関連ある い は ま た

化石 と して 保存 さ れ て い な い部分の 推定 な ど を含め た 古

生物群集全体像の復元 を め ざす こ と，で あ る．こ こ で は

ま ず ， こ の う ち の 第
一

の 段階に つ い て 論 じ，後 に 第二 の

段階へ の 見通 しを考えた い．

　ある 地域 の 地層 と化石を調べ て い くと，単に採集 さ れ

た 化石の 種類 を調べ る だ け の 簡単 な 作業 を行 っ て も，い

くつ か特に い つ も
一

諸 に よ く産出す る種 の 組合 せ が ある

こ とに 気ず くこ と が多い ．こ れ が 化石群集 を認識する そ

の第一歩で あ る と い え よ う．

　例 え ば ， 中瓢統下部 に よ く発見 され，示準化石 の 好例

と して しば しば 引合い に 出 さ れ る 巻貝 の 　7魏 チフα に

は，ど こ の 産地 で もよ く同 じ科 Potamididae に属する

Viearyellaや Batillα ria が伴 っ て 発見 され る ．ま た，

こ れ に は 二 枚貝 の Anadara ，　 Saxolucina，　 Soletellina

な ど も伴 う こ と が 多い．これ らが 大抵の場所で 地層申の

同一
の 部分か ら 見出 され る とい う こ と は．申新駐初期

に，こ れ ら の 貝類 が一
諸に 生 活 して い た の で あろ う と 考

え さ せ る の に十分 で ある ．すな わ ち こ の よ うrs　Vicaryα ，

βσ‘沼 αγ露，SoXetelXinaな ど の 貝類は r 当時
一

つ の 底棲

群集を 構成 して い た，少 くと もそ の
一

部 で あ っ た，とい

う こ とが か な り安全 に云 え る よ う にみ え る．

　化石群か ら群集 を探 し出すの には ，こ の よ うな単純 な

作業で も可能な 場合もあ る が，もっ と一般的な 方法と し

て は，どの 種 と ど の 種 が ど の くらい の 割の 組 合 せ で 産出

す る か ，特定の 種の 組合 せ の 出現の 程度を，統劑的に調
べ る こ とが でき る 、
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　例えば JoHNsoN （1962）は，　 IIIinois州西部 の 上部石

炭系サ イ ク U セ ム 中に含 まれ る動物群 に つ い て ，X2 検

定法を 用 い て ，動物群申の ある 2つ の種 が互 い に独立的

に 分布して い る か ， そ れ ともあい 伴 っ て 分布する こ と が

多い か を テ ス トして ，あい伴う 2種の組を選 び出 した ．

次い で こ の 組を つ くる 2種が か っ て
一

諸 に 生活 して い た

と考 え，組 を 統合 して 結局 は こ の 動物群 が 大 き くみ る と

3 つ の集団 （JoHNsoNは association と よん だ） に ま

と め られ る こ とを論 じた．

　 こ の よ うな 統計的取扱 い は ，化石 群 か ら群集 を認識す

る
一

つ の 重要な方法で ある．一
般 に ， 例 え ば産地間の 化

石群 の類似性を 計算か ら求 め，類似性の 高い い くつ か の

化石群 を一つ の 群集 と して 認 め る と い っ た 方法と して ，

最近い ろい ろな 分野で よく利用 され るよ うな数量解析法

は 特 に 有効 で あろ う．

　我 が国に お け る群集古生態学的 な研究で は ， ま だ こ の

よ うな統計的方法 に よ っ て 群集 を識別 した 例は ない よ う

で あ る．世 界的に み て も，統計的方法 を用 い て 化石群 の

解析 ， 群集 の 識別を行 っ た例は極めて少い ．

　 こ の よ うな 統計的方法 に よ れ ば，一
定 の 方式に従 っ て

採集 を行い ， 得た 化石は 全 て 等価 に扱 うの で あ るが ，し

かし実際の化石群には ，か っ て そ こ で た しか に
一

諸 に生

活して い た もの （原地性 の 化石）の 集合で ある場合と，

他から邃搬 さ れて きた もの （異地性の化石）の 集合で あ

る 場合とが ある ．従 っ て ，こ の よ う な化石群の 形成隊式

を 無視 した統計的方法 で は ，復 元 され た化石群集は ， 次

の 段階の 解析的作業に適 さ な い こ と も起 りうる ．また一

般に ， 扱 う種類や産地数 （い わ ゆる 標本数） が 十分大 き

くな い と誤 りを 生 じや す い ．

　化石群集識別の第 2の 方法 は ， こ の ような原 地 性 。異

地 陸の 区別か ら 出 発 する 方法 で ある ．露 頭 に お け る 化 石

の産状，化石 の 保存状態，化石 を 含 む地 層 の堆積構造 な

ど の 堆積学的特徴か ら ， そ の 化石群 が 原地性 の もの か、

異地性の もの か，ある い は 両者 の 混合 とす れ ば ど の 個 体

が 他 か らま ぎれ 込 ん だ もの か ，な どを 区別し ， 原地性 な

い しは 準原地性 の もの の み につ い て 以後の作業 を行う こ

と に する ．

　こ の よ う に して 原 地 性の 化石群だ け を 問題 に する と，

化石群 の 内容は 著 しく単純 に な り，しか も各産地 （各化

石群） の 間で ，種類
一
個体数搆成 が よ く類似 して くる こ

と が 多 く，簡単 な 比較 だ け で 産地 ご と の 化石群を統合す

る こ と が で き るよ うにな る ．

　
一

つ の 堆積盆地 を こ の 方法で 調 べ て み る と，盆 地 内 の

特定の 場所に ，あ る特麿の種類
一
個体数構成脅もつ 化百

群 が み られ る こ と が め ず ら しくな い．こ の よ うな 化石 群

は，恐らく化石群集 （過去 の生物群集の一
部） と考えて

さ しつ か え な い もの と 思 われ る ．

　我 が 国で は お もに こ の よ うな 立 場
一

方法 に よ っ て ，

化石群 の解析や群集の記載が行わ れ つ つ ある．しかしそ

の 対象 と な っ て い る の は，ほ と ん ど新第三 紀 の 貝化石 に

限 ら れ て お り，中新統 下部 の 瑞浪層群 （糸魚川 ， 1960），
黒瀬谷層 （津田，1960），東印内層 （増 旺「，1966），串新

統上部〜鮮新統の 宮崎層群 （首藤，196D，阿武隈 ・北

上山地 西縁 の 中新 ・鮮新統 （鎮西 ， 1961，鎮西 ・岩崎，

1967）な どを そ の 例に あげ る こ と が で きよ う．こ れ らの

研究 で は ，い ずれ も 化 石 群 構成種 の 特徴に よ り， い くつ

か の 群集＊ を識別し，そ の 水平的ある い は 層序的分布や

岩柑と の関係を 論じて い る．しか し，現状で は 致 し方 な

い こ と で あ る が，研究者に よ っ て 群篥の 把握の しかたも

そ の 内容 もまち まちで，今後は それ ら の 整理 ・統一を行

うこ とも必要で あろ う．

3 ，群集認 定 に ともな う問題

　先 に，化石群集認定 へ の 2つ の 方 法 に つ い て 簡単 に 述

べ た ，い ずれ Q方法 で も，そ の 方法に 特有 の 問題点があ

る．ま た，認定 に ともな っ て 群集の内容の 分析も行 わ な

くて は な ら な い，例えば，化石 の原 地 性 ・異地性 の 区別

か ら姶 め て 群集認定 を行う方法が あると述 べ たが，こ の

区別 は実際 には なか な か 困難な作業で ある ．原 地 性異 地

性 と い う言葉自体 も，そ の 内 容は 複雜 で ある ．こ こ で は

こ の ような 問題 につ い て ， ご く
一

般的に重要 な点 に つ い

て ，研究の 現状 を紹介して お くこ と と する ．

　遡 地質辺閲題 　原 地 性の 化石 と い うこ と を，化

石 と な っ て い る生物が か つ て 生息 して い た場所で 生活蒔

そ の ま ま の 状態で 保存 さ れ た もの （生 没 ），とい う 狭義
の も の に 限定 せ ず，生息場所 か ら ほ と ん ど移動 されず に

保俘 され た もの まで を含 め て 考え る こ と とする ．こ の よ

う な 意味で の 原地姓化石 の 認定 に も い くつ か の 方法が あ

る ，

　まず露頭におけ る 観察 が重要視され る の は 云 うま で も

な い ．生活時そ の 漆 ま の 状態で 化石 と な っ た こ とが 立 証

あ る い は 推定 さ れ れ ば，そ れ は も っ と も確実に原地性と

結論で き る．こ れ の 判定に は 各個生 態学の知識が 活用 さ

れ な けれ ば な ら な い ．特 に 現生 生 物 に お け る 生活様式 と

形態 と の 関係 （機能形態学）な どの知識が有効となる，

＊　我が 国で は ，〔化石 ）群累 を ふ つ ） a 呂s   b！age と よ ん でい る ．この 語 は

　 community と異 り．生態 学的 に厳 密な定義 の ない 語 で，化 郡 ）場合の よ

　 うに 生態 学的な 意義が
一
卜分 にコ鷹 されな い 丁匕石群をよ ぶの に 好都台な語で

　 ある，
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　生活位置で 化石 に な っ た もの の 例 と して は，穿孔性二

枚貝が 自分 の 堀 っ た 穴の 中で 化石化 して い る もの
， 個体

で ま た は 群体 や礁を つ くっ て 基盤に付着 し た ま ま保存 さ

れ て い るもの ，例え ば，0 ∫牌 α 堆や Balanus な ど，あ

るい は貝 の地層中で の 含まれ 方に特定の 様式 の認 め ら れ

るもの ， な ど を あげるこ とが で き よ う．

　 こ れ ら ほ ど 積極的 で は な い が ，死後移動した証拠の 欠

如して い る場合も，一般 に は ほ ぼ 原地性 と考えて 良 さ そ

う で ある．例え ば，泥轡申に大形の 貝や ウニ な ど が点 々

と含 ま れ て い る 場 合，二 枚 貝 の 大部分 が 両 殻 そ ろ っ て 残

っ て い る 場合 な どが それ で あ る．ま た 多少聞題 は ある

が ，巻貝 や 腕足貝 の 細 か な 表面形態が よ く保存さ れ て い

る場合 な ど も原地性判定 の 手が か りと な り得 る．

　 なお，こ の よ うな生活位置で 化石として 保存さ れ て い

る もの は，そ れ 自身各個古生態学的 に 極 め て 重要な 研究

対象 で ，吉 くか ら数多くの 研究が ある （我が 鬮で は 例 え

ば魚住 ・藤江，1956； 糸魚川，f963な ど）．

　次 に，化 石 群 を 構成 する 個体 の 大 き さの 頻度分布 な

ど ， 簡単な 統計的扱い か ら原 地性異地性を 区別す る 試み

が行わ れ て い る．個体の 大 き さの頻度分布は ， 原 地性の

化石群な ら ば，若 い 小型の 個体が 多 く，大型に な る に従

っ て 少 くなるの に対 し，運搬されたもの な らば，分級作

用が 働い て ある大きさ の 個体が 多 く集 っ て い る は ずで あ

る，と い う の が こ の 方法の 原 理 で あ る ．こ の 方法 が有効

で ある とい うこ と は BoucOT （1953）以来 強調 さ れ （

∫oHNsoN ，1960；FAGERsTRoM ，1964な ど），増田（1966）

も東印内層 の 化石群を扱っ た 際 に こ の 方法を 用い た．

　 大 き さ の 頻度分布 は，CRA エG ＆ HAT．LAM （1963），
HALLAM （1967）な ど に よ る と，主 と して 成 長 率 と 死 亡

率で 決 り，運搬 に よ る 分級作用 は ほ と ん ど閥題 に な ら な

い と い う．従 っ て こ の 法 だ け で 簡単 に 原地汝異地性 を 判

断す る こ と は 危険で あ ろ う．

　 原地性 ・異地性の 問題 は，古生態学に おい て は 非常に

基 礎 的 で 重 要 な 問 題 に発 展 す る，す な わ ち，生 き て い る

（或い は 生 き て い た ）群集と，古盤態学で 扱 う化石群と の

関係 を 明 らか にす る と い う闘題 で ある ．現実 に調べ る こ

とが で き る の は，生体→ 遺骸 → 化石 とい う経過 をへ た 結

果 物 で あ っ て ，そ れ ぞ れ の 段階で 破壊，分解，続成作用

な ど の 変化を 受 けて きて い る．我 々 は こ れ を逆 に た ど っ

て 元 の生 体群集 に達 す る こ と が 必要 と な る．古生 態 学で

扱うべ き対象は ，原地性 の 化石だ けで な く，異地性の も

の も当然ある わ け な の で，こ れ を ど う扱 うか と い う間題

を 解決 し な くて は な ら な い ，

　 ζ の よ う な化石生成鑰で は
， 現在の データ や実験が 恃

に 重要とな る ．我が 国で は，波部 （1956）を 中心 とす る

現在 の 内湾 に お け る 遺骸群集 の 研究 が 著 しい 業績 を あ げ

て い る．波部 に よれば，内湾におい て は，遺骸群集はほ

とん どそ の まま生体群集を代表 して い ると考えて 良い よ

うで あ る．ま た，水槽に よ る 貝殻の 運搬 の 実験 な ど も試

み られ て い る （NAGLE ，1967な ど），

　群集の構成内容 の 問題　化石群欒 を復元す る際に，単

にその 種類構成を 知 る だ け で な く， 各種の 個体数構成

（ある い は量的 ， 面積的な 占有翠）， 形態 変 異や 大 き さ の

頻度分布，年令購成 を 知 る こ と も 必要な こ と で ある．

こ れ に よっ て そ の 化石群集 の 性格 を よ り適確 に とら え る

こ とが で きる．こ れ らの 特微からそ の 群集 が 形成 され た

と き の吉 地 理 的な 状態を 推定する こ と も可能 と な る ．

　これ もな か な か面倒 な問題 を多 く含ん で い る．個体数

構成に して も 従来普通に 用 い られ て きた 〃 abundant
”

，

ttcommontt ，〃rare
”

な ど の 相対 頻度 で な く 何 ら か の

客観的表現をす る必要が ある ．AGER （1963）は そ の方法

と して Quadrat 法 （露頭 の 単位面積あ た りの 個体数）

や Stretched 　line法 （地 層断面 に線 を 引き，線 に か か

る 個体 を 数 える） を あげて い る ．また，CRAIG（1953）

や 生越 （1956） の よ うに，一
定体積 の 岩塊中に含まれ る

個体数 を数える方法もある，いすれにせ よその 結果 は ，

必ず しも生活当時の 生息密度 を直接示 して い る わ け で は

な い ，

　現世 の遺骸群集の 侮令構成 や，大 きさ の 頻度分布 に つ

い て は，CRAIG ＆ HAI ．LAM （1963），　 CRAIG （1967）の

調 査 が あ る．化 石 に つ い て は そ の 試 み が 始 め ら れ た 段階

に あり， 発表 ざれ た論文は少 い ．（BROADHURST ，1964な

ど ）．

4 ．群集解析 の 現状

　前節に例を あげ た よ うな ， 我が 国の 新第 三 系の 大型化

石 を中心に 行われて きた 化石群集解析の 成巣を整理し，

群 集 古 生 態 学の 現状 の
一

例 の 紹介 と した い ．

　ま ず ， そ れ ぞ れ の 化石群集の 分布 は，見 か け 上，岩相

の 分布に 支配 され て い る ．す な わ ち，群集に よ っ て 含ま

れ る 岩 相が ほ ぼ決 っ て い る，とい うこ と が
一

般的に 云 え

る よ うで ある ，こ れ は 水平的分布 だ け で な ぐ，層序的分

布で も同様で ，層準 は 異 っ て も岡じ岩相 な らば同
一

また

は 類似 した群集 が 出 現す る．岩相 が 異れ ば 含ま れ る化石

も異る こ とは ，従来も漠然 と で は ある が一Ltw に 認識 さ れ

て きた こ と で ある 、そ れ を，化石群 を 群集と い う単位 に

整 理 す る こ と に よ っ て ，よ り明催 に する こ とが で き る よ

う に な っ た と い え G，う t また こ の
，xうな結論 は p ζ ζ で
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述べ た よ うな化石群集解析法に よ らな くて も，個 々 の 種

の 分布 と岩相の関係 を くわ しく追跡す る こ と か ら導くこ

と もで き る．

　そ の よ うな研 究 の 例 と して ，新第三 系 よ り古 い 時代 の

化石を扱 っ た，徳LLI（1960）， 速水 （1961）をあげ る こ

と が で き る．徳肖は大嶺炭田の 三 畳系平原層 の 貝類に つ

い て ，ま た速水は 我 が 国各地の ジ ュ ラ 系 に 含ま れ る 二 枚

貝類につ い て ，生相
一

岩相解析を行 い，そ れぞれの 種 の

分布や 出現 と 岩相 と の 間に 著しい 対応 の ある こ とを 見出

した．こ の 両者の 研究 は
， 保存状態 が 不良で，地層 の 変

位変形 の大 きい 中生界の 化石群 につ い て も，こ こ に述べ

た よ うな耕 集解析が 可能 で あ る こ と を示 す資料 を提供 し

て い る ．新第三紀よ り古い時代の 吉生態 を 扱 っ た もの と

して は，我が国で は数少い研究例で ある ．

　群集 の 分布が 岩相 の 分布に 支配 され て い る とい う結論

・は，岩相 を 底質とお きか え れ ば ．海洋生態学が 得て い る

重要 な結論 の 1つ （例え ば 堀越，1962）と 同 じこ と に な

る．実際 に は底質自身 が 生物 の 分布 を 規定 して い る の

か，或 は底質分布 を 規定す る水の流れ ・深 さ ・地形 な ど

が 生物分布を 決定 して い るの か，場合 によ っ て 異 り，こ

の 精論の意義は簡単で は ない ．

　成果の第 2 と して ， 新第三 紀 の特 に 内湾姓 の群集に つ

い て は，想定さ れ る湾内にお け る 化石群集の 地理的 （水

平的）分布 が か な り明瞭とな っ た，湾奥の 分級 の 悪 い 砂

泥中 に は， Potamididae に属す る Batillaria な どの

巻貝 や 二 枚貝 の Anadara ，　 Soletelgina を 主 と する 群

集，その 外側 （海側）に Ostrea 堆，内湾 の 中央 。主要

部には，砂底 の 場合 は Dosiniaや Anadarα その 飽各

種 の 二 枚貝 の 豊富な 群集，細砂 ・泥底の 場合 に は Maco −

ma ある い は Lttainomα の 群集 が み られ る．こ の よ う

な一般的な配列は，現在 の 内湾 の 群集魍成 と比較して も

大 き な くい 違 い が な く，従 っ て ほ ぼ 正 しい と考 え て 良さ

そ うで ある．一つ あ る い はご つ くらい の 群集しか発見 さ

れ ない よ うな地域で も，逆 に こ の モ デ ノレと比較する こ と

によ っ て ，そ の 群集 出現 の 意 義 を よ り明 確 に知 る こ と も

で きる か も知 れ な い．

　上 に述べ た群集の 湾奥 か ら 湾央 へ の 水平的変化と 同 じ

よ うな 変 化 は ，海進 の 初 期 の 地 層で ，下 か ら上 へ 向 っ て

の 群集 の 垂 直的変化 で もみ られ る こ とが め ず ら しくな

い ．

　 首藤 （1957，
’61） は，宮崎層群 の 研究で 環境条件の

地理的 ・時間的変化 に対応す る 形態変異 の 存在を認め ，

それ に もと すい て 種の 分化機構 の 議論 を行 っ た． こ れ

も，本稿で 述 べ た よ うな群集生鰻学 的取扱い とは異ると

は い え，大型化石 の 古生態学 に お け る成 果 の
一つ で あ る

と い え よ う．

　東北地方の 東側，阿武隈 。北上山地 の 西縁 の 新第三 系

に は，軟体動物 を主 と する 浅海性 （内湾）動物群 が 大別

して 3層準にみられる （鎮西 ・岩崎， 1667）．各層準に

お け る 動物群の 群集構成 とそ の水平 的 分布 は，さ き に述

べ た 内湾 の 群集構成に 細部 の 違い は ある が ほ ぼ一致 す

る ．　 3層準問 に は， そ れ ぞ れ 対応する 群集 （例え ば

Dosinia や Anadara の 目立 つ 群集 な ど）が あ り，同 じ

よ うな 岩相 の部分に 分布す る．と こ ろが こ の 対応す る群

集 は，属 の レ ベ ル で は 種類構成 は 同 じで あ る が，種 の レ

ベ ル の 構成で は そ れ ぞ れ 独特 で あ る． こ の よ うな 現象

は，現生 の 海洋生態学で 地理的 にへ だた っ た 群集問に認

め られ て い る “平行群集 （parallel 　 community ）
”

の

現象と 同 じと考え る こ と が で き る．す な わ ち，現生生態

学にお け る地 理的な平行群集に対 して，同 じ現象が時代

的 に も成立 して い る こ と を示すもの で ある．こ れも群集

の 時代的変化を追述 しよ う とい う線 に そ っ た 成果 の一つ

で ある．

　群集芒1生態学的 な面 を 中心 に した大型化石 の 古生態学

研究 の 現状に つ い て ，こ れまで に述べ た こ とを 幣理すれ

ば 次 の 2点に 要約 されよ う．

1） 化 石 群集 を い か に して 露頭 で 発見さ れ る化石か ら復

元する か，そ の方法論を考え る．ある い は またそ の ため

の基 礎的デ t・’
　etと して ，現生 の 遺骸耕集 の 研究 な どが 開

始 さ れ た．

2） 方法論や デ ー
タ に 不備が ある こ と は 承知の上 で，思

考錆誤的に 群篥の復元 を試み ，まずそ の よ う な群藁の分

布 を 規定する 要因を 考え て み る．す な わ ち生 態地理学的

な面 か らの 追求を開始 した ，こ の 面の 仕事は我 が 国で は

割 に よ く行わ れ ，興味あ る データ が 集積 しつ つ あ る ．

5 ．群集古生態研究 の 当面 の 課題

　 こ れ ま で に 述べ た よ う な古生態研究 の 群集生態学的 な

面 で の 現状は，初 め に 述べ た古生態研究 の す じみ ち か ら

冕た場合，まず最初 の ス テ ッ プに あるとい えよう．古生

態 学の 当面す る課題 は あま りに も多い ．良 い 材料 に つ い

て も っ と 資料 を 集 め る こ と は 何 よ りもま ず重要 で あろ

う．また そ れ と平行 して ，最近急速に開発が進みつ つ あ

る 地球化学的方法 ある い は堆積学的方法を駆使 して ，環

境 の 復元を よ り確実 な もの と して い くこ と も同様 に 重要

で あろ う．そ の ほ か に，現生生態学の 成果 を ど の ように

導入で き る か と い っ た 問題もある ．こ の 問題 は ，過去の

生物群築構成要粟 の う ち化石 と して 保存 され な い部分の
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復元 や，復元さ れ た 化石群集の生態的意義を考え る上 で

ど う して も現生の生態学：の知識が必要とな る た め，つ ね

に 意識 して い な くて は な ら な い こ とで ある ．こ こ で は 特

に こ の 最後の 間題に つ い て ふ れ て み た い ．

　現生生態学に お け る 個 々 の デー
タ を 古生態研究に直接

利用 す る こ と は，当然な が ら大 き な危険 を含 ん で い る ．

単純な 直接類推 に は限度 が ある し， 循環論に お ち い る恐

れ もあ る ．一
般的に は ，生物界 の 生態的な原理 は 過去も

現在 も同 じで あ る ，と い う斉一
的な立場を と り，

一般化

さ れ た 原理 。通則，ある い は概念 を利用 して い くよ うに

しな くて はならない と考え る ．

　群篥古隼態 に 向 う 1つ の 手段 と して ，各個生態 の 研究

は 極め て 重要で ある ．こ の と き特 に ， 現生種 に おけ る機

態形態 と生態 と の 問の
一

般通則 を 応用する 方法 が 有 効 と

な る で あろ う．た とえば付着生活 を する動物 に は ， そ の

形態 にそ れ な りの共通 した特徴が ある．我 々 が必要 とす

る知識は こ の 共通 の 特徴で あ る ．

　現生の 底棲生物群稟で 認め られ る “群集 の 平行現象
”

（THORSON ，　 t　g57） な ど は，古生態学へ の 応 用 が き く一

般通則 の 良い 例で あろ う．前節 に も述べ た ように，こ の

現象は新第三紀まで は多分確実に 成立つ ．もっ と吉 い 時

代 に つ い て も，一段一
段吉い 地層 に さ か の ぼ っ て こ の よ

うな “ 平行
”

関係 に あ る群集 を 追跡す る こ とが 可能 で あ

ろ う．

　な お，過去 の 底棲群集構成要素の うちで 化石 と して 保

存 さ れ な い 部分を復元するときの，もう一つ の重要 な手

が か りは 生痕で ある 。生痕研究の 重要さは今さ ら去 う ま

で もな い ．こ の 場合 に も，生痕 の形態 と生物 の 生態 との

関係 の 一
般 的 な 原則 を 求め る こ と が要求 され るで あろ

う．
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                                              original  assembl-age,or  

"community"
 of  the past  The  subjects  of  paleoecological  reseqrch  have

been found  chiefly  in the  reconstruction  of  paleo-  becomes  one  of  the  essential  problems  of  pareo-

geography  or  environment  of  the  past,through  synecology.  In this paper,  the methods  of  reeog-

analogy  between fossil and  Recent iorms.  Paleo-  nition  of  
"communities"

 of  the past  or  
"fossil

ecology,  however,  involves  other  aspect  which  communities"  are  briefly discussed, laying stress

deals with  theinteractlons  betweentheorganisms  on  the procedures  based  on  the discrimination

and  the surrounding  environments  of  the past, between  the autochthonous  and  allochthonous

  In Uie latter point Qf  view,  recognitiQn  of  the Qgcurrepces  of the fQ$sils, The  importa#ce of



The Geological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

The 　Geologioal 　Sooiety 　of 　Japan

32 鎮西清高 ・首藤次男 ・速水　格

statistical 　 treatments 　 of　 fossil　 asse 皿 blages　 and

of 　 the　 studies 　 of　 Recent 　thanatocoenoses 　 are 　 also

noted 　in　relation 　to　the　recognition 　of 　
” fossil

communi 七ies” ．　 Studies　on 　geographic 　and 　 strati −

graphic 　distributions　of　molluscan 　assernblages

and 　the　 factors　 controlling 　their 　distributions　are

summarized 　with 　special 　emphasis 　Dn 　the 　present

state 　of 　descriptions　of　the　Japanese　Neogene
” fossil　 communities

”

．

b
日才 名 討 論

波　　部 忠　　重 ＊

（1968年 5月 2 日受理）

　古生 態 学に つ い て 考 え る前に，古生 物学 に つ い て の 私

の立場 を ま ず述べ て お き た い、古生物学 は もと もと地 史

学と密接な関廉の もと に発達 して き た．しか し，古生物

学は 現生 生 物学 と と もに生 物学 を構成 す る もの で あ る に

かかわ らず，今 な お，地質学教室の 中に 置か れ て い る よ

うに，現実には 地質学 に 従属して い る感 が 深い ．しか

し，古生物 は 生物進化の 事実を 最 も正 し く表現 して い る

の で あるか ら，古生物学は 生物 の 系統を知る上で 最も重

要な位置を占める科学で ある．現生生物学の 系統学上 の

考察は ，

一見は な ぱ な しく見え る が 現生生物か ら得られ

た 事実 を合理的に類推 して 体系 づ け た に すぎ な い の で あ

る か ら，古生物学的事実に 対 して は極め て 弱 い立場に あ

る ．

　と こ ろで ，古生態学 は 古生物の 生活を 研究する 科学

で ，古生物 が ど の よ うな 環境 の 下 に 生活 して ，そ れ が 系

統進化 と ど の よ う な関係 に あるか を 明 らか にす る の が 目

的で あると 思 うの で ある が，省生物学 と地史学 と の 関係

と 同 じよ う に，と もす る と古生態学が 古地理学 ・古地形

学 に従属 した学問 の傾向を お び勝 ちで ある．研究過程で

古地理学 ・古地形学 に貢献する こ と は あっ て もそ れ が 目

的 で な い こ と を は っ き り認識す る必要 が ある ．

　鎮西 ・岩碕両氏 が 門 ノ 沢，仙台，棚倉等の化石群集を

研究ざれ て ，そ れ か ら当時 の 古地形に 論及さ れ て い る．

そ れ に は現 在 の 生 物 群 集 ない し遺 骸群 集と そ れ 等化 石 群

集を対比 して，そ の 構成 の類似性 か ら古地形を 判断す る

方法 を と っ て お られ るの は ， 古生態学の 研究 に重要 な業

績 で あ る ．

　 　 国立科学 博物館動物学研 究室

　現在に近 い 化石群集 ほ ど ， 現在 の 遺骸群集と共通種が

多い の で 正 確に 過去 の 環境 を知 る こ と が で き る が，時 間

的に 隔る ほ ど共通種 が少 な く困難 と な る．そ れ で 同属の

種等，置 き換 っ た 種 で 補 う こ と に な る が，置 き換 っ た種

が現棲種と同 じ環境を示すか に つ い て は ， 鎮西 ・岩 崎両

氏 の研究で も，1司属 の別種 が 異 な る環境を示す化石群集

を構 成 して い る の で あ る か ら，少 な くと も形態的な 根拠

が 必要で あ る ．そ して ， 群集や そ れ等 の 構成種 と堆積環

境を貫 く法則性を追及し，古生態の内容 を 豊かに しな け

れ ば な ら な い ．

　 さ ら に，群集 の 対比 とい う生物尺度で 古生物の 生態 を

は か る の で な く，堆積物全体 か ら古生態を 判断す る よ う

に な る こ と が望 ま しい ．

　最後に上記と関係は な い が，化石群集の 研究 で 自生 か

他生 か が い つ も問題 に な る の で
一

言そ え たい ．私 は そ の

種 の生活圏 の 外へ 遺骸 が 運搬され た 時 を 他生 と して い

る ．もち ろ ん 圏内の 移動もある と思 うが そ の 区別は 困難

で ある ．滑岸帯 で は運搬作用 の 著しい こ とが多い が，30

m 以深 の 海底 で は自生的の こ と が 多い ，特 に鳴門や紀淡

等 の 海峡の よ うに運搬作用 が 著しい と考 え られ る海域で

も，こ れ に応 じた生態 の ク チ ベ ニ デ， ey オ ガ イ等の 貝

が生息 して いて ，生物的に は 自生的 な面もあり粒度等物

理的な結果 か ら，遺骸堆積の すべ て が他生 で ある とす る

の は 早 計 に思 え る こ と が 少な くな い ．

　 ま た，中海の 夏季生物死圏で の ア サ リ殻の 堆積の よ う

に，毎夏季，無酸素に な っ て 死滅するの で 常に 小形個体

の 遺骸 を 自生堆積する 特殊 な 現象もあ っ て ，ア サ リの 別

種で は な い ．

●，7・含r「，．，齢「●●●■・・■■■，●，●．噛●■■鹽齒■，r卩，●■　，　r■r，，謄・「・・，鹽・．，●■o■，●●・　，■．，「，，鬯”
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指 名 討 論

小　　高 民　　夫 ＊

（1968年 6月 13日受理）

　古 生 物 学 に は，生 物進化の 追求 を い う一面 と，地史編

纂の道具と して の側面が ある，又 ， 宙生態の 研究 に も ，

い くつ か の 面が あり， 古生物 の 生活様式を復元 する こ

と ， 生活条件 ， ま た は 非生物的古環境の 復元 と い っ た よ

う な こ とが含まれ るが ， こ れ らは 常 に，古生物学の 主 た

る側面 で ある生物進化 の 追求とい うこ と と密着して い な

けれ ばならない と考え る ．

　
’
また ， Uniformitarianism は ， 物理化学的に は 「現

在は 過去へ の 鍵」 と して 通用 しうる か も しれ な い が ，生

物に と っ て は ， 今日は すで に 昨日で は な い．現在主義

（actua ｝ism）の 手法は必要 で はある が，それ だけで は

充分で は な い 。と くに ，古生物の 研究 や，古環境の 解析

に あ た っ て は，生態進化 （ecogenesis ）や ， 各生物に

habit の 変遷が ある こ と を 前提としなけ れ ばな らな い ．

　た と え ば，現在，リン コ ネラ科 の 腕足類は すべ て 海底

に 固着生 活を い と な む 底棲生 物 と さ れ て い る が ，古生代

の あるもの は ， 海藻類に付着して 浮游 した と考えざるを

得な い産状を示すもの もある とい われ て い る 。

　 ま た ，

一
般的に 知 られ て い る例で は ， 中生代 ， と く

’

に，n ラ紀〜白亜紀 の 三 角介類，Astarte類，Pholadomya

類の共存関係が ，申生代 で は 著 しい が，新生代 に な る と

全 く共存関係は な くな る こ とで ある．現在で は ，三角介

類 は ，
Neotrigonia と して ， オ ース トラ リア周辺 の熱帯

海域に，Astarteは北極海，太平洋 ・ 大西洋の北部に，

また PholadomNa は 申緯度地 域 の 海に そ れ ぞれ 分か れ

て しま っ て い る．

　堆積物 の 性質か ら，ある い は ，化石の 産状か ら ， 類縁

現生種と，著しく生活様式の 異な っ た化石種を認識で き

る例もかなゆある と 思 わ れ る．

　 は じめに，古生態研究 の 一側面は ，　 「生物進化 の 追

求」と密着すべ き で ある との べ た が ，
こ れ は生物が 環境

から，どの よ うな 影響を うけ る か と い う こ と で，必ず し

も環境と生物進化 の 要因とか 機構と結 びつ け よ うと い う

こ とで は な い ．

　 か っ て ， 首藤 （195ア）は ， 宮崎層群の貝類化石群の研

究 か ら ， 種 の 分化 に対する 環境 の 役割 をうき ぼ りに し

た ．

　小高 （1954， 1959） は ， キ リガ イダ マ シ 類の研究で ，

い くつ か の 系統を認め た ． こ れらの 系統 の系統発生 に

は ，二 つ の 様式が み られ る 。一つ は ，spiral 　sculpture

の数の 増加 ，二 つ は ，spira 正sculpture の数の 減少に

よ っ て 表現され て い る．

　今 ，二 三 の 例 を ひ ろ っ て ，堆積物 の性 質で 示 され る 巨

現的 な環境 と 系統発生 と を 対応 させ て み た い ．

　裏 日本油田地帯の Turritelta　saishuensis 種群 （Plio−．

cene −Recent ）　（こ の種 の 系統発生 は spiral の 増加 に

よ っ て 示 され る〉で は ， 堆積物 の 粗粒の もの か ら細粒の

ものへ 移行す る 際に spiral の 増加が 認 め られ ，再 び粗

粒に 変 る と ，さ らに spiral が 増加 して い る もの で ある ．

　 これ とは逆 に ，南関東 の Turritetla　nipponica 種群

の 系統発生は ，spira 正 sculpture の 数 の減 少 に よ っ て

示 さ れ て い る が ．こ の 減少 は や は り ， 堆積物 が粗粒な も

の から細粒 の もの に 移行する さい に 引き お こ され て い

る ．

　 しか しい ずれ の場合に も ， 垂直的に 岩相が 安定 して い

る と ，spiral 　 sculpture の数も安定 して い て ，あま り

変 化 を しな い の で あ る ．

　 こ れ らの例で は ， 環塊を単に堆積物の 粒度組成 の み で

代表さ せ て ある の で ，生物学的 な 法則性を み ちびき 出す

に は 不 充 分 で あ ろ う．

　 ま た ，spiral 　 sculpture そ の もの の ，出現 や 発達 の

機構も明ら か に さ れ て い な い し，spiral の機能 につ い

！も分 っ て い な い の で ，今 ，直ち に結論を引き出すこ と

は ，さ しひ か え な けれ ば な らな い が ，環境解析が充分進

展 し，spiral 　sculpture に まつ わ る生理 や ，そ の 機能

が 明 ら か に さ れ る な ら ば ，環境 の 変化 と Turritella類
の 進化 と を 結 びつ ける

一
般法則も確立され ，そ の基盤に

立 っ て ，進化の 要因の 解明 に近 づ くこ と が で き る と確信

す る．

首藤次男 （1957），種の分化 に関す る 古生物学 1約例題，

　地質雑，vo1 ．63，　no ．745，　p ．565−−585；ibid，　ho．
　 了46，p ．636−−647．

小高民夫 ，（1954），秋田油田 に み られ る Turritellaの 個体

　発生 と系統発生．生物科学，進化特集号，p ，35−−39．
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　速水 格 （九大） ： 機能形態の 考察は各個生態 ひい

て は 進化の 研究 に も重 要 な意味 を持 つ だ ろ う．中生代 の

よ うに 古い 時代の 二枚貝で は ， 現生種 を含ま な い ので ，

分類単位 に 応 じた 斉一
的類推に は 限界 が あ る ．こ の 場

合 ，形態
一

生態 の 対応関係 を現生二 枚貝で 知 っ て ，一
般

化 さ れ た 通則を適用 して い きた い ．各「固生態 の考察に

は ，一応分類 ・系統 を離 れ て ，生活議式を よ く反映して

い る よ う な 形質 （分類学的 に 重視 さ れ て い る 形質 と は 限

らな い ）に注 目した い ，古生物 に 見 られる 時間的な形態

変化を 本当 に理解す る に は機能 を知 る こ とが 重 要 で ある

よ うに 思 われ る ．中生代に は現在の海に は 類型 の求め ら

れ な い 二枚貝 が あ る，厚歯二 枚貝 ，Posidonia ，　 Daonel −

Za，　 Monotis ，　 lnoceramus な ど で ， こ れ ら に つ い て ば

さ らに詳しい 産状 ・形態 の 観察に もとつ く研究 が望 ま れ

よ う．（以上図表に よ り説明）．

　 大 森昌徳 （東教大） ： 1．鎮西氏の 図表 に あ る “古生

態系の 進化
”

の 内容 につ い て ご 説明願い たい ． 2，速水

氏の numerical 　 ana 工ysis で は occurrence の 票実 に

もとずい た タ ク ソ ノ ミーと ，生態型 と 機能形態 を 考慮 に

入れた 場合 の タ クソ ノ ミーとの weight をどう考えて

お られ る か ，

　鎮西 清高 （東大） ：　 「進化」 と い う語に は 広義狭義

い ろい ろ な 使用 法が ある ．表中で は “ 変化
”

と い う語で

お きか え る こ と も 無理 で は な い よ うな 広 い 意味で 用 い

た ．生物の 進化が 環境 と 密接 に 関連 して お こ る 以上，時

代と共に環境が 変 化 し，そ の 環境の 中で 生活する 生物も

変化 （進化）す る ．こ の 意味で ，環境一
生物の

一つ の 系

（生態系）が時代と共 に変化す る （進化する） こ とを “ 古

生態系の 進化
”

と表現 した ．

　速 水　格 （九 大） ： Numerical 　 analysis の 方法に

つ い て どれ が最適との 結論は も っ て い な い ，軟体動物化

石 の 群集 の 認定の 場合全購成種 の niche が 同一で ある

わ け で は ない ．した が っ て 棲息範囲 が重 複する と こ ろ が

多けれ ば 一
応相互 に ど う い う関係 が ある か は 別 と して

assemblage として 認定する 考え に た っ て いる．数量的

な群集解析が ，と くに 現生種の 直接 的応 用 の ぎか な い 古

い時代 の化石を 扱 うテ ク ニ
ッ ク と して 重要で ある と 思

う．こ れ ｝Fは単に 産出の有無を基礎と して association

疑
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coefficient を 求 め る 方法 と 産出頻度 を 考慮 に 入れ た

correlation 　 coeffieient を求める方法が ある．後者 の

場合，大型化石 ではサ ン プ リン グと頻度 の 意味が聞題に

な る ．た だ こ の よ うに して 認定 ざ れ る assemblage が

実際の CQmmunity に ど れ くらい 近い もの に な るか は

実情に応 じて 種々 の 検討を 要す る だ ろ う （た とえば in−

fauna と epifauha が 同一の 群集と して 認定さ れ るよ

うな場合）．経験的な方法 に よ る結果 と数量解析の問に

どの ような 比重 をi ：くか は 資料 に よ っ て 変 る の で
一概に

い う こ と は 鬮難 で ある ．

　氏家 宏 （国立科博） ： Numerical 　 analys ｛s を用

い る 場合，デ ー
タ が正 規 分 布を 示 す とい う前提条件 が 必

要 で ある．こ の分布を吟味する 段階で ，あ ら か じめ 混合

群蘖か 否か をチ ェ ッ クで き る 。

　金谷太郎 （東北大） ： 生態系の 進化 に 関して
一

現

在，珪藻 は陸水 （淡水）。海水の 生態系にお い て ，第
一

次生産者 の一群 として きわめ て 重要な位置 を占め て い

る ．と こ ろ で
， 珪藻が淡水に 侵入した の は 漸新世後期と

さ れ て い る が ， そ うだ とす る と，こ の時期に お い て 淡水

の 生態系め第一次生産者に新しい 藻類 が 出現 した こ と に

な る．こ の よ うな現象を 生態系 の進化と呼ん で よ ろ しい

の か或い は他に呼ぶ とすれ ば ど う呼ぶ の か桑野 ・鎮西 ・

大森 ・徳田氏に うか が い た い ．

　桑野幸夫 （資源研） ： 淡水珪藻 フ ロ ーラ の 出現 に関

して ，金谷氏 の 問題の 意味を 誤解 して い る か も知れ ない

が ，1．”

ecosystem
”

の 進化は ある と思 う一 生命の 起

源以来特定 の段階で 質と運動が 変 っ て くるとい う意味

で ．2．淡水珪藻 フ ロ ーラが 新 しく出現す る こ と と eco −

system 関係 につ い て は ，と くに 意見 は な い ．生物を 主

体 と考えれ ば ，新しい 陸生 フ U 一ラ の発生と と らえ れ ば

よ い で あろ う．したが っ て ，ecosystem と関連 さ せ て ，

特 に必 要 と さ れ る 用 語を ，こ の 出現 した もの に つ い て 持

ち あ わせ て い な い ．

　鎮西清高 （東大） ： 先刻大森氏 の質問に答 え た 立塀
か ら云 え ば ，今 の 珪藻 の 例 は 生態系 の 進化 の ：一・例で あ

る ，

　 大 森 昌衛 （東教大） ： 鎮西氏 の 意味 で は．
“古生態系

の 進 化
”

の カ テ ゴ リーに 入 る ．しか し徳 田氏 の 説明 した

生態系 と は別個 の もの で ， わ れ われ が 古生態系と い う場

合，生態系に paleo をつ け たもの で は い け な い の で は
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な い かと思 う．

　徳 田 御稔 （京大） ： 大 森氏 が 答 え られ た こ と と同 じ．

新しい 型 の 生物の 侵入 で ，淡水 の環境 に変化が お こ る こ

と を evolution 　of　environment とよ ん で もよ い が ，
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そ れ を分析して ゆ け ば環境が高度化 ・複雑化 して ゆ く内

容と して は 生物的要素 と して 種進化が あ る こ とを見落す

こ と が で き ない ．
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