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地質時 代区分 に おける
“

中新 世末期
”

の意義 にっ い て

星　　野 通　　平
＊

1． は し が き

　地球 の歴史をみ る と，地殼 の 変動 あるい は，地層 の

堆積，侵食，火 山 活動 な どが さま ざ ま な単位 の 輪廻 を も

っ て い る こ とが，ふ る くか らい わ れ て い た．日本列島の

一ばん 新しい 時代は，島弧時代と よば れ て い る．こ の 時

代の 日本列 島は，火山活 動や地 震活動が さ か ん で，環太

平洋地域とい う独特の 性格をもつ 地域の 一部 を形成 して

い る．地球の 歴史に み られ る輪廻 の 運動は，もち ろん ，

同
一面上 を 円運動 して い る もの で は な く，ら線上 の 発展

運動を つ づ けて い る こ とは間違い な い ，この ような切れ

目な く輪廻の 繰 りか え し の 形 を と る地球の 歴史 を，それ

ぞ れ の 発展段階 の 特徴で 区分す る こ とは，地 球の 歴史 を

正 し く認識す るた め に も，地下資源 の 開発 とい っ た 自然

の 利用の 立場か ら も，きわめ て 重要 な こ とで あ る．

　現 在，地 球は ，氷 河時代 と よ ばれ る，地 球の 全歴史 か

らみ れ ばか な り異常な時代を経験 して い る，この よ うな

時代 の 特徴は なに か，こ の よ うな時代 は い つ か らは じま

っ た か ，とい っ た 点に つ い て ，すで に 筆者は なん 回か の

べ て きた （星野，1962，1970b）．　 こ こ で は あらた め

て ，地球の 歴史の
一

ぱん 新 しい 時代の は じま りを どこ に

お くべ きか ，とい う点に 焦点を しぼ っ て 私見をの べ る こ

と に する．

2． 最新地質時代の 区分 に つ い て の 従来 の説

　ふ る く， 矢部 青木 （1924）は，日本列島の 新生代を

区分 し て ，秋津 。高 千 穂 ・瑞穂 ・敷島の 4 つ の 時代 と

し，瑞穂 沈 降 時代 は 第 三 紀に ，敷島隆起時代は 第四 紀 に

あ た る と した．この 場合の 第四 紀 とは，長沼層の 基底を

も っ て は じ ま りとす る，とい わ れ てい る．

　第 2 次大戦後，グ リーン タ フ の 研究 の 進歩に と もな っ

て ，グ リーン タ フ 変動 の 特異性が 強調 され る よ うに な っ

た ．つ ま り，日 本列島の 太平洋側 で は，古生 界か らは じ

ま っ て 四万十層群 に い た る ま で，つ ぎっ ぎ と大洋側 に 造

山 帯 が 移 行する 教科書的 な例 が み られ るの に，グ リーン

タ フ地向斜は，こ の よ うな規則性 をや ぶ っ て，ふ る い 造

山帯の 地域を 割 っ て 発生 し て い る の で，こ こに 新 しい 時

代が は じ 寰 っ た ，と い う考 え が 強 くな っ た ． こ の 考え

は ， 今 日で も強い 影響を も っ て い る （後 アル プ ス 総合研

究 グル ープ，1966）．

　市川 （1970）は， 日本列島 の 地 質時代区分 と し て ，
Archeetectonics，　Palaeotectonics，

　Mesotecto旦ics，　Neotec−

tonicsの 4 つ の 時代を提唱 して い る．　 t の 場合，　 MeSD ・

tectonicsと Neotectonics の 境界を み る と，氏 は，西南

日本太平洋側を例 に と っ て， Mesotectonicsは 中新世ま

で つ づ くと し なが ら も，グ リーン タ フ 地 域 の こ と に ふ

れ る と， グ リーン タ フ 時代 （中新世） の は じめ か らが

Neotectonicsの 時代で ある，とみ て い る．

　最近，藤田至 則　（1970 。 工972） は ，第 四 紀初期 と 中

期の境を も っ て ，島弧時代の は じ ま りと し て い る、つ ま

り，矢部 ・青木 （1924）の 敷島隆起時代が島弧時代 で あ

る とい うこ と で，鮮新世は 中新世 と一括 され る時代 で あ

る とい う点で も，両 者の 考え は一致 して い る．

＊
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3．　中新世末期以降の地質現象の特徴

　（1） 地 域 変 動

　地質時代の 区分を どの よ うな基準 に よ っ て お こなうか

は，多くの 意見 に わ か れ る と こ ろで あ る．地 質時代 の 区

分に は，性 質 と尺度を異に する 大小の 区分が ある．筆者

は，地質時代の 区分 の 第一級の 区分肢 と して，汎地球的

な 隆起 ・沈降 （侵食 ・堆積） を 目安 に すべ き で あ る ，と

考 え て い る．

　地 球 の 歴史をみ る と，1億5000万年ほ どの 周期で，隆

起 ・沈降の 輪廻を く りか え して い る，とい わ れ て い るが

（tep 一ソ フ ，1958a ），こ の 場合， 1 っ の 輪廻 に お い

て，隆起が 先か 沈降が先 か，い う こ とが 問題 に な る．従

来 地向斜堆積物が集積す る沈降時代 の 後 に，そ の 地向

斜堆 積物 を隆 起 させ る運動が つ づ く， とい う見解が広 く

流布して お り，
ベ ロ ー

ソ フ （1958b）は，各輪廻 は，地

殻 の 沈降の 優勢と海進で は じ ま り，隆起 の 優勢 と海退で

終 る，との べ て V ・ る．一
方，KHA エN　and 　MuRATou （19

69）は，すべ ての 輪廻 の は じま りに は地表は 隆起 して お

り，つ い で 地表 は沈降 し海は ひ ろが る，と の べ て い る．

別 に の べ た よ うに （星野，1970a），地殼の 大規模 な 隆

起 は，地殼 に と っ て は母 系列の マ ン トル の 物質 の 供給に

よ る の で あ るか ら ， 隆起 を輪廻の は じ ま りと す るの が 正

しい で あ ろ う，と筆者 は 考え てい る．また，侵食が な け
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れば 堆積がな い こ とか らも，この 見か た の 正 し さが い え

る で あ ろ う，地質輪廻 に おい て も，他の 多くの 事物の 発

生 か ら消滅 まで の 段階 に み ら れ る よ う に，隆起 の 時代

（発生の 時代）は 短 期 間で ，その 後の 沈降の 時代 （発展 ・

消滅の 時代）は きわ め て 長期 に わ た るの が一般で ある．

　地向斜の 分布が ， その 後 の 隆起地域 と直接む す びつ か

ない こ とは ， 日本 ア ル プス な どの 新第三 紀末期以降の 顕

著 な隆起地 域 が，か な らず し も，隆起の 前段階 に 地向斜

時代 を経験 して い ない こ とに よ っ て も明ら か で あ る．

地球表面 の 高低の 度合は ， お もに 7k 玄n 層　（P 波速度が

7．2〜7．8km ／sec の 地殼 と マ ン トル の 漸移層） の 厚薄 に

よ る とい わ れ て い る （DRAKE 　and 　NAFE ，1968）．7km 層

の 問題 に つ い て は，深くたちい らない こ とに す るが，新

生代末期 の 汎地球的 な隆起，つ ま り，膨張は ，マ ン トル

か らの 7km 層物質が 地殼 に くわえられ た 結果で ある，

と筆者 は考え て い る． 7k 皿 層 は，地轂の 隆起の 原動力

とな っ て い るだ けで な く，火 山作 用 に も大きな影響を あ

た え た はずで あ る．

　 と こ ろ で ，新 しい 地質時代に お け る第一級 の 隆起運動

は，い っ か らは じま っ た も の で あ ろ うか ．日本列島で い

え ば， 中新担最 末期 （Tertiary　G 期） か ら で あ る，とい

うの が 多 くの 地質学者 の
一致 し た 意見 で あ る　（池 辺，

1958）．こ の こ とは ，日本列島だけ の こ とで な く，汎地 球

的な現象で あり，世界各地 に そ の 例が しら れて い る （星

野，1962）．つ ま り，中新世末期に な っ て ，地 球 は ，バ リ

ス カ ン 変勤 か らは じま る 1 つ の 輪廻 に わ か れ て ，新 しい

時代
一

隆起時代 （陸盛期）
一

をむ か え た の で あ る．

な お，こ の 隆起時代 を，か つ て 筆者 は ミ
四紀造山ヤ と よ

ん だ が （星野，1962），造山運 動の 定義ず け は 山脈 の 形

成だ け を基準 に すべ きで ある （KHEIN 　and 　MURATov ，

1969）．深 成酸 1生岩 ・変成岩 ・褶 曲な どは ，造 山運動 と

は 別の 範疇に お い て 論 じなけ れ ば な ら な い こ とで，燕

山 。ラ ラ ミ
ー変動な ど海盛期の 変動 を 造 山運動 とす る こ

と は で き ま い ．

　中新世末期の 隆起運 動 と，第 四紀初 ・中期の あい だ の

隆起運動 とは異質の もの で あ る，とみ るむ きもあ る．っ

ま り，前者 は グ リーV タ フ 地 向斜の 地背斜化で あ る とい

われ て い る　（牛来，1955）．地 背斜化 とい う場合 に は，

地向斜中に 生 じた 酸性深成岩が 原動力 とな っ て 隆起が お

こ なわ れ た とい う考え 方 を も とに して い るが，2 つ の 隆

起は とも に 汎地球的 な 大 規 模な 隆起運動 で あ り， と も

に，
“
塩基性 マ グマ

”
の 活動 に起因す る もの とみられ る

の で ，両者は 区別す る こ と の で きない ，同t 現象の 2 っ

の 段階 とみ る べ きで あ る．醐 生深成岩が地表に分布す る

と こ ろ は 隆起帯 とい うこ とで あ っ て ，そ れ が 隆起 の 原 因

とみ るべ きで なく， む し ろ ， 深成岩で さえ地表 に 露出す

る まで に 押上 げられ た地 域 で あ る．第三 系
・第四 系の 酸

性深成岩礫 で さ え，そ の 後背供給地 が不 明 の 場合 が あ

る．こ の こ とは押上 げ られ た 根 の ない 酸性深成岩体 が侵

食され つ くした，とみ て よ か ろ う．

　地 穀変動 に 関連 し て ，構造 方向の 試論が あ る．藤田至

則 （1970）は，島弧方向 は第 四 紀に は じま る と し ， 藤田

和夫 （1968）は，中新世〜第 四 紀初期の 構造方向は東西

性 の 瀬戸内方向 を と り，それ 以降は 南北性の 鈴鹿方向を

とる ， との べ て い る．構 造 方向は ， 時代 と と もに順次変

化す る とい わ れ て い る が （杉山，1970），こ の こ との 理由

は い ま の と こ ろ 明ら か に され て い ない ．した が っ て ，中

新世末期以降 の 構造方向の 問題 につ い て は ， 今後 さらに

研究が つ づ け られ なけ れ ば な らない ．小西 （1972）は，

琉球弧の 構 造 は，中新世末期 以 降 に つ くられ た もの で あ

る，との べ て い る．

　 （2）　火肖活動と火山岩

　第 四 紀の 火 山分布 が グ リーン タ フ の 分布と密接な関連

をも つ こ とが 指摘され て い る （MINATO 　et　aJ．
，
1956）。し

か し，グ リーン タ フ 地 域 に 直接関係 の ない 中央 ア ル プ ス

な どに も第 四 紀の 火山が 分布する ，新 しい 火山は，隆起

帯 に 発生 した もの で あ っ て ，グ リーン タ フ と火山の 分布

の関係 をい え ば，深部断層 （KHEIN 　 and 　MuRATov ，19

65）の 影響をうけて，中新世 に 顕著な堆積盆地 と な っ た

グ リーン タ フ地域 は ， 汎地球的な隆起 に際 して は，深部

断層の 影響に よ っ て た やすく隆起 に転 じ，そ の 際，深部

断層を媒介して 火山活勤が お こな わ れ た とみ るぺ きで あ

ろ う．つ ま り，鮮新世以降の 火山活動は，隆起帯 に特徴

的 に 活動 して い る とい うこ とであ る、こ の こ とは，会津

盆地の 鮮新統の 山都層群 （真鍋，1972）などで 指摘され．

た が，北海道 の鮮新世〜洪積世の酸性火山活動が，日 高

帯 の 隆起部 の 延長 で お こ な わ れ て い る とい うこ と も （湊

ほ か，1970）J お な じ こ と を意味して い よ う．こ れ に 反 し

て，グ リーン タ フ 時代 （中新世）の 火山活動 は，それ が

湖水で あ る と海水 で あ る と を とわ ずt 滞水盆地 内の 火山

活動 で あ る ， とい わ れ て い る　（藤田 至 則 ， 1969）．つ ま

り，中新世 の 火山活動は，沈降地 域 （堆積地 域） に 生 じ

た も の で あ り，一
方，中新世末期以降の 火山活動は ，隆

起地域 （侵食地域） に生 じた もの で あ っ て ， 両者の 活動

様式は こ とな っ て い る，活火山が ， 沈降地 域 に なく隆起

地域に 分布す る こ とは，10〔｝年ほ ど前に DARWIN （1874＞

に よ っ て 指摘され て い た こ とで あ り，大塚 （1942）が ，

火山 は沈降地域 に 活動 して い る との べ て い るの は，広い

地域 に わた っ て 火山活動をみ る場合 に は，明らか に 間違

っ て い る．第 四 紀の 火山 活動が お こ なわ れ て い る と こ ろ
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は，地 轂が 隆起す る と こ ろで あ る ， とい う構造解析結果

も報告され て い る （鈴木尉元，1968）．

　中新世 と鮮新世 の火山活動 の 様式の ちが い は，火山岩

の 性質上 か らもい え よ う，

　九州北部か ら山陰 に か け て の 火山岩は ，鮮新 世初期 を

境として 大陸系火山岩 （アル カ リ玄武岩） となる こ とが

指摘され て い る （松本 ， 1966），お な じ こ とは ， 山陰 か

ら近畿北部地 域 で もい わ れ て い て ，Tertiary　G 宋期 か ら

H 期 に か けて の 火山岩 （主 と して 玄武岩）は， Na20 十

K20 が15％以上，　 FeO＋Fe20sは 50％以下 の もの で，こ

の よ うな 火山岩類 の 本源マ グマ は アル カ リか ん らん 石 玄

武岩質マ グマ で あ る ，と され て い る 　（藤田崇，1969）．

　鮮新世，お よ び，洪積世初期 に，北 海道や東北 日本に

広く酸性火山岩が分布す る．この 酸性火山岩は，中新世

の グ リーソ タ フ を形成す る酸性火山岩 と本質的 に 1司一の

もの で あ ろ うか．この 点 に つ い て の筆者の 知見 は きわ め

て 不 十分な もの で あ るが，両者 は，成因的 に か な り異 っ

た もの で あ ろ う， とい う見通 しをも っ て い る，

　長野県北部 に 分布す る鮮新
一

洪積世の 酸「生火 山岩 に つ

い て，竹下（1968）は ，興味あ る研究を発表 し て い る，本

地域 は，姫川区 ・水内区 。長野
一

東筑区に分けられ，水

内区の 圧 倒的な安山岩区をは さん で 南北 に 優勢な酸
1
「生火

山岩区があ り，酸性火山岩区 で は 玄 武岩 が 多 く，こ の 玄

武岩 は高 ア ル ミナ 玄 武岩 に 属す る とい う．竹下は，酸性

火山岩の 母 体 と して この 玄武岩を 重視 し，安山岩 。酸性

火山岩は 玄武岩マ グマ の 分別結晶の 結果で あ ろ うと し な

が らも， あわ せ て ， 玄武岩 マ グマ が 熱源と して 作用 し ，

地 殼が 再溶融 した 結果 の産物 で あ る，とい う可能性 に つ

い て もふ れ て い る，つ ま り，地殻 の 隆起の 原 勤力 と な っ

た 塩基性岩層 （7km 層） を熱源 とす る 酸性地黻 の再溶

融 に よ る，酸性火山岩 の 形成 が 推定され る．酸性火山岩

の 活動 に 前後 し て ，玄武岩活動が あ っ た こ とは 他 の 地域

で も しられ て い る （湊 ほ か ， 1970），中新匱末期〜鮮新

世初期 に ， 地轂 に新 しい 熱源 の 供給が あ っ た こ とは，地

球物理学的な検討 か らも推定 され て い る （早川 ，1973）．

　中新世 の，い わゆる第三 紀花崗岩とい っ し ょ に 玄武岩

が 産 出す る こ とが しられ て い る　（生 出
・折本，1966）．

両者 の 関連性 につ い て の 検討は 興味ある 課題 で あ る，そ

して ， 勝井 （1968）の ， つ ぎの よ うな指摘 に大 きな関心

を よ せ る次第 で あ る．つ ま り，日本列島 の 火山岩を み る

と，新生 代後期 に は，安 山 岩 が お な じ性質 の 玄 武岩 と随

伴す る こ とが多く，共通 の 岩石区 をつ くっ て島弧 に そ っ

て 帯状構 造 を し めす が，中生 代後期 に 例 を と る と，多量

の 酸 性 マ グマ が あ り，こ れ らが 玄 武 岩 マ グマ か らみ ち び

か れ た とい う直接 の 証 拠は ない ， と．こ の こ とか ら，酸

性岩 と玄武岩 との か か わ りあい の あ り方が，白亜紀〜中

新世 （沈降期団海盛期） と 中新世以降 （隆起期＝陸盛

期） とで は 本質的 に異な るの で は ない か ，と推定 され

る．

　生 出
・大 沼 （1960） は ，東北 グ リ M一ン タ フ の 奥羽 区 で

は ， グ リーン タ フ 地向斜 の 形成期 か ら
ミ
造山期モ まで ，

一
連 の酸性火山岩 の 活動 が み られ，こ れ ら は，玄武岩 マ

グ マ の 混成作用 に よ っ て つ く られ た も の で あ ろ う と し，

これ らの 石英安山岩 の 特徴をつ ぎの よ うに の べ て い る．

1）斜長石 の 組成範囲が きわ め て 広い ，2）内核 に anor ・

thite− bytownite をふ くむ．　 3）累帯構造 の 型が 変化 に

とむ，4）有色鉱物の 組含 せ が多種多様 で ，まれ に か ん

らん 石 をふ くむ． 5）石英は一
般 に ひ ど く融食 され て い

る．筆者は ，中新世末期，ない し，鮮新世初期の 酸．
性火

山岩 にみられ るこ の よ うな特色が，どの よ うな こ と を意

味す る か を読取 る 知識 を もた な い ．た だい え る こ とは，

こ の よ うな特徴 を 濃飛流紋岩 の そ れ と比 較 検 討 す る こ と

や ， 鮮新世以降の 酸性火山岩分布地域 の 基盤岩 の構成を

しらべ る こ とは ， きわ め て 興味あるこ とと思われ る．

　伊豆 半島の 鮮新世 の 石 英安山岩は ，そ の 岩体 の 巨 大 さ

に もか か わ らず ， 深成岩相 が ま っ た くみ られ な い ，とい

わ れ て い る （沢村 ほ か ， 1970）．中新世 の 酸性火山岩 と

第三 紀花崗岩とは 密接な関連 を も っ て い る．鮮新統 の 酸

性深成岩 の 露出が み られ ない とい うこ とは ， 侵食作用が

ま だた りな い とい うこ とで は な く，中新世 と鮮新世 の 酸

性火成岩の 成因が，根本的 に こ と な っ て い る結果で あろ

う．

　 中新世の 酸性火成活動が 金属鉱床の 形成 に 関連 し，鮮

新世以 降 の 酸性火山 岩が 金属鉱床 と無関係な こ と も，多

分，上述の こ と と深 くむす び つ い て い る こ と と考えられ

る．また，中新世 の 火山活動 が 沈降地 域 （海底）で お こ

な わ れ て い た の に，鮮新世以 降 の 火山活動 が 隆起地域

（陸上 ） で お こ な わ れ て い た こ とは ，海成中新統が 石油

を産出す る の に ，海成鮮新統な どに 石 油が 産出 し ない こ

と と密接な 関連 を も っ て い る こ と と思わ れ る．

　 （3） 地層の 堆積

　鮮新世 以 降の 海成層の 堆積形態の 特微 に つ い て は ，す

で に な ん 回か の べ た （星野、1968， 1972）， こ れ を と り

ま と め て い うと，第 1に，鮮新世以降の海成層は，堆積

盆地 の 中心で は，中新統 か ら ひ き つ づ い て 整合的 に か

さ な っ て い る が，堆積盆 地 の 周縁で は 隆起す る 基盤に

abut し，　 overlap しなが ら堆積して お り，　 overlap する

部分で 基盤の 波食台 の うえ に た くさん の 生痕 を の こ して

い る。 こ の よ うな 堆 積形 態 は，WUrm 最盛期以降の ，

埋積谷 に 堆積してい る海成層に 特徴的 に みられ る と こ ろ
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で，こ れ ら は 海面上 昇 に よ っ て も た ら され た 地層 で あ

り，鮮新世以 降の 海成層は，い ず れ も こ の よ うな特徴を

も っ て い る，

　 第 2 は，鮮新世以 降の 海成層 の 厚 さで あ り，堆積盆地

の 中心 で は 2，　oeOm を こ え る こ とが ない の に，盆地周縁

の 隆起地 域 で は 2，　OOO皿 をは る か に こ え る厚さに なる，

とい っ た 点 で あ る 。 こ の こ と を関東地 方で い え ぱ，房総

半島の 黒滝不整合以上 の 地層は，夷隅川 沿い で は 上総層

群 だ けで 2，　850皿 に なる （河井，1961）．一
方，関東盆地

中心 部の 春 日部 に お け る 深層試 錐の 結果に よ れ ば，黒滝

不 整合以上 の 地層の 厚さは ，大 きく見積 っ て も， 1，　700

皿 弱で あ る （矢崎ほ か，1963； 福田，1963），また，新

潟 で い うと，灰爪層 に は 丘 稜型の 灰爪層と平野型の 灰爪

層が あ り， 前者 の 方が層厚が 大きい と報告 さ れ て い る

（池辺 ・片平，1972）．周縁隆起地 域 に くらべ て ，堆積盆

地 の 中心部 の ほ うが 層厚 が小 さい とい うの が海成鮮新統

の 特徴 で ある 。

　筆者 （1968）は，中新世末期の 海水準 は，現在 に く ら

べ て 2，000m ほ ど低い と こ ろ に あ り，鮮新世 以降の 海成

層の 堆積 は，海水準 の 上昇 に ともな っ て お こな われ た も

の で，鮮新世以 降 の 海成層は 2，　OOOm を こ え な い との べ

た ．し か し，こ の こ と は 堆積盆 地の 中心 の 地層に っ い て

あ て は ま る こ と で，堆積盆地周縁の 隆起地域で は，隆起

に つ れ て 堆積速度 の 大 きい 周縁層が刺身の よ うに か さな

っ てい くの で ， 2，
　OOOm を こ え る厚さに なる．

　 ひ るが え っ て ， 海成中新統を み る と，筆者 が か つ て 調

査 した か ぎ りで も，群馬県南西部の 中新統 は，堆積盆地

の 中心 ほ ど層厚が 大 き い ．海成中新統の 堆積 は堆積盆地

の 基盤が 沈降す る結果 お こ なわ れ る もの で あ る か ら ， 中

心 ほ ど厚 く，堆積盆地 の 周縁に い くに つ れ て 薄くな る海

成層が 分布す る ，中新世末期以降 ，
つ ま り， 黒滝不整合

の 時代を境 に して ，中新世 と鮮新世以降 の 海成層の 堆積

機構 は ま っ た くこ と な っ て い る．

　（4） 古　生　物

　古生物の 進化は，地球 の 歴史とは一応別 の こ とがらで

あ る．しか し，両者 の あ い だに 密 接な 関係 が あ る こ とは

い うま で もな い ．生物 の 進化は，自然の 変遷を背景に し

て お こ な わ れ てい る か らで ある．

　 ふ る くか ら，中新世 の 化石 は ，日本列島の 広域に わ た

っ て 低緯度性 の もの が分布 して い るが ， 鮮新世 に な る

と，大桑 ・万願寺動物群 と掛川動物群 とい っ た，寒流 ・

暖流系の 2 つ の 動物群 が 出現 し た，とい わ れ て い た。こ

の よ うな こ とは ， その 後 の 研究に よ っ て ま すま す明らか

に され て い る．中新世 の 北浦階か ら鮮新世の 脇本階に か

け て の 軟体動物群の 変化 は，他の 時代の そ れ と比 較 して

も っ と もい ち じる し く，鮮新世初期以降，現世種 ・
北方

種 が 出現 した と い う （小高 1958）．また，櫨物化石 に

つ い て い え ぱ，植物群 の い ち じ る しい 変化は，中新世中
〜後期の もの と，中新世後期〜鮮新世前期 にい た る植物

群の あい だ にみ と め られ る とい う （鈴木，1959）．

　現在，小型有孔虫や絶対年代を基準 に して，新しい 観

点の も と に 新生代の 編年 が お こ な わ れ て い る。こ れに よ

る と，対比表 にお ける 中新世 ・鮮新世の 境界は，従来 と

は か な り異 っ て い るの が ふ つ うで あ る 。 こ の 聞題 は 1 つ

に は 定義の 問題 で あ っ て 今 圓 は ふ れ な い こ と に す る ，こ

こ で は ，か つ て い わ れ て い た よ うに，黒滝不 整合を も っ

て 中新世 と鮮新世の 境界とす る．海成層の 堆積形態 な ど

を手 が か りと して ，黒滝不整合の 時代を全国 に も と めれ

ば，滝川層 ・瀬棚層 ・竜 ノ ロ 層 ・多賀層 ・
中津層 ・灰爪

層 ・大桑層 ・掛川層 ・白浜層 ・妻層 な どの 基底の 不 整合

で あ る．不整合の 同時代性 に つ い て は一部に そ の 効用 を

疑問視す る もの もあ るが，それ は地殼変動に もとず く不

整合の 場合で あ っ て ，海水準変化 に もとず く不 整合は，
“
沖積統

”
下の 不整合 の よ うに ，汎地球的 に 同時性が た

しか め られる ， また とない 対比 の 手段 で ある，

　な お，関東地方で は，黒 滝不 整合以降の 堆積盆地 が，

第 四 紀 ま で ひ きつ づ い て い る こ とが 指摘 され て い る が

（小池，1951 ；藤田，Z960），同様な こ とが ， 滝川層以降

の 石狩平野 で もい わ れ て い る （吾妻，1962）．

4， む 　　す 　　び

　地球 の歴史を み る と，た くさ ん の 山脈 が そ びえ，氷河

が 広 くひ ろ が る陸盛期 と，海が ひ ろ が り，お だ やか な気

候が 支配する海盛期の くりか え しが みられ る．陸盛期 は

短 く，海盛期は 長大な期間を し め て い る．

　海盛期 に は ，深部断層 に そ っ て 地 向斜が つ くられ，地

向斜の 深部 に は 花崗岩マ グマ が 形成 され，マ グマ か ら選

別され て 金属鉱床が つ くられ る．ま た，こ の 時代 の 海底

火山活動 に と もな う無機栄養塩 に よ っ て 養 わ れ た プ ラ ン

ク トン は ，石油の 源 をつ くる ．陸盛期に は 山やま は 隆起

し，この 隆起 に さい して は ，新 しい 地向斜唯積物は その

ま ま押上 げ ら れ，古い 地 向 斜で は 深 部断 層 に 境 され た 地

塊状の 隆起 が お こ なわ れ る，また，こ の 時期に は，すべ

ての 地質現象の 根源の 7km 層の 活動 に もとずい て，地

殻の 大 変動 が お こ り，大洋底の 隆起 が お こ な わ れ る．隆

起 した 大洋底 は海水準を上昇 させ，その 結果，隆起帯の

側面 に 海水準の 上昇に み あ っ た 厚 さの 海成層が形成 され

る．陸盛 期 と海盛期 の も っ とも重要 な具体 的 な ち が い

は ， 前者 で は 大陸地殼上 に 地向斜 の 発展が み られ ，後者

の場合に は，全地球的 な規模で 山脈 が形成 され る こ とで
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あ る．

　中新世宋期一 黒 滝変動 期一
は ，ま さに ，こ の よ う

な質が ま っ た く異 る陸盛i期 ・海盛期の 境 で あ り，地球の

歴史上，第
一
級 の 時代区分の 境で あ る 、こ の よ うな 主張

に は ，今後 さ ら に 多方面 か ら の 詳細 な分析が 必要で あ る

が ， あえ て 筆者 の 考 え の 荒筋を こ こ に の べ て ，多くの 方

が た の ご批判をお 願い す る次第 で あ る 。
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Significance　 of 　late ］Miocene 　in　division　 of 　geological　history

Michihei　 HOSHINQ

（Abstract）

　　It　is　important　to　divide　the 　geological　history

fro皿 what 　kinds　of　view 　point，　to　clarify　 the　earth
’
s

history　which 　has　the　cyclic　development．　 The 　 writer

considers 　that　the　late　Miocene　 must 　be　the　first　class

turning　period 　to　divide　the　geological　history．　 There

are 　some 　character 量stics　in　thi合　period　as 　follows：

　（1）　There 　have　been　viQlent 　earth
’
s　 crust 　 uphea ・

　　va ！s　in　global　scale 　since　the　late　MiQcene・

　（2）　The 　volcanic 　activity 　can 　be　seen 　in　the　uplift・

　　ed 　areas 　since 　the工ate 　Miocene，　while 　it　can 　be　seell

　　in　the　subsidence 　 areas 　before　that　period．

　 （3）　There　have　been　evidences 　of　2000　meters
’
rise

　　of　sea −level　until　 the　early 　P 三eistocene 　 s三nce 　the

　 　 late　 Miocene ，

　 （4）　The　thickness　 of 　the　 marine 　 sedimentary 　for・

　　 mation 　in　the　Mioceue，　shows 　the　 maximum 　 value

　　in　the　central 　part　of 　the　sedimentary 　basin，　en

　　the 　other 　hand，　that　 after 　the　Pliocene，　shows 　the

　　皿 aximum 　in　the　upheaval 　areas 　around 　the　sedi・

　　mentary 　basin　皿 argins ．

　（5）　Looking　at　the　fossils　after 　the　late　Miocene，

　　they　show 　the 　 obvious 　 c ！imat玉c　 zones 　compared

　　with 　those 　in　the　Miecene ，　and 　the　formers　 show

　　the　predQminant　appearance 　of　the　recent 　spcies．

　　The 　growth 　of　glacier　is　one 　of　the　special　features

　　in　this　period．

　　After　 al1 ，　 it　 is　 clear 　that　 in　 the　 time　 after　 the

late　Miocene ，　the　lands　 have　 widely 　 grown 　 and 　 the

high　mountains 　have　also 　been　fovmed，　and 　it　can 　be

comp 工etely　distinguished　from　the　marine 　predo 皿 illanし

period　on 　the　earth 　since 　the　Cretaceeus　tili　the

Miocene，
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