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は　じ め に

　1980年代初頭 の
「
放散虫革命」 以後 ， 日 本列島の 中 で従

来
「
本州地 向斜」 とされ て い た 地質体につ い て の微化石層

序学的研究が飛躍的 に発展 し，プ レートテ ク トニ ク ス ，付

加体地質学研究 の 進展を背景と して ，西 南 日本内帯 や 秩 父

累帯 の 諸岩石 が ジ ュ ラ紀に 形成 さ れ た付加体 （以 ド，付加

コ ン プ レ ッ ク ス ）で あ る と考 え ら れ る に い た っ た．1990年

代 初頭 ま で に，ジ ュ ラ 紀付加 コ ン プ レ ッ ク ス に 関す る 研究

は，微化 石層序学 を 軸 と し て ，構 造地質学 ・堆積岩岩石

学 ・古地磁気学
・
放射年代学 ・地球化学な ど の 多様な手法

を用 い て 遂行 され，数多 くの 成果を生 ん だ．そ れ ら の概要

に つ い て は，す で に，水谷 ・小澤 （1993），八 尾
・水谷

（1993）で 総括 さ れ て い る．地質学会年会の 個 人講演で

は，ジ ュ ラ紀付加 コ ン プ レ ッ ク ス に 関す る研 究発表 は そ れ

ま で
「
中 生 代 」 の セ ッ シ ョ ン の 中 に

一
括 され て い た が，

1990年代後半 に は 「
付加体 」 の セ ッ シ ョ ン が 新設 さ れ，付

加 コ ン プ レ ッ ク ス が独立 の 研究課題 で あ る こ とが 広 く認知

され る 様 に なっ た．

　 しか し，こ．れまで，ジ ュ ラ 紀付加 コ ン プ レ ッ ク ス 研究奈

体 を総括す る論文集が編集 された こ とはな く，研究 の 現状

や 今後 の 課題，お よ び異 な る 専門分野 間の 共通 課 題 が 見通

し に くい 状況 に あ っ た ．また ，こ れ まで の ジ コ、ラ紀付加 コ

ン プ レ ッ ク ス 研究を通 じて，付加体地 質の 基本的特徴 と し

て 理 解 さ れ て い る 海洋プ レ ー ト層序 ・覆瓦 構 造
・

メ ラ ン

ジュ の 典型的な例 の存在が 具体的に実証 さ れ，微化石層序

や 層序区分 の方法などが活発 に議i論さ れ て きた，した が っ

て，ジ ュ ラ 紀付加コ ン プ レ ッ ク ス 研究全体 を総括す る こ と

は，今後の 研究課題 を 明確 に す る だ けで な く，
一

般的 な 付

加体地質学研究方法 の 体系 をも示す こ とが で き る と期待 さ

れ る．

　 こ うした 状況 を踏 まえ て，ジ ュ ラ紀付加 コ ン プ レ ッ ク ス

の 研究成果 や 研 究于法 の 全体 を総括 し，今後 の 研究課題 や

方向性 を明 らか に す る こ とを目的 として，1997年10月，福

岡で 開催 された 日 本地 質学会 に お い て，
「
ジ ュ ラ 紀付加体

の 起源 と形成過程」 （世話 人 ：木村 ・佐野
・小 嶋） と題す

る シ ン ポジ ウ ム が 企画 さ れ，10の 講演 が な さ れ た，こ れ に

先立 ち，1997年 4 月 に東 京学芸大学 に て，
「
ジ ュ ラ紀付加

コ ン プ レ ッ ク ス の 研究の 現 状 」 と題 す る 討論会や，また ，

1998年 9 月 に，信州大学 に て 付加体 の 層序区分 の 方法 や 命

名法 に 焦点 を当 て た 討論会が ， 上記 の 福 岡 シ ン ポジ ウ ム の

講演者 を中心 として 開催 された．

　本論集 で は，こ れ らシ ン ポジ ウ ム と討論会 の 趣 旨に 基 づ

き，シ ン ポ ジ ウ ム の 内 7 つ の 講演内容と，シ ン ポ ジ ウ ム で
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は 触 れ な か っ た 研究課題 も新 た に付け加 え，計13の 論説お

よ び 総説が掲載 され て い る．

　以下 ，各研究課題 に つ い て ，本論集に掲載され た論文の

内容の 紹 介を 中心 に 概説す る．ただ し，緑色岩 の 岩石学，

古地磁気学，付加体 の 熱構造 ・熱履歴 な ど に つ い て は，総

括す る こ とが で きなか っ た こ と は 残念 で あ り，そ の 点をお

断 りす る，

付加体地質学の 手法

　さまざまな研究手法 の 中で，本論集 で は，層序区分法，

放散虫化石層序学 ， 地球化学，K −Ar 法の放射年代学に つ

い て総括さ れ て い る．

層序区分 の 方法

　付加体相当の 地質体 で は，地層 の 層序的累重関係が さ ま

ざまな程度で破壊さ れ て い る た め，従来の 岩相層序に基 づ

い た層序区分 の 概念や基準 は適用 しが た い と み なされ る．

しか し こ れ まで ，付加体の 層序区分 につ い て は，特 に取 り

決 め が な く様々 な層序区分が 併存 して い る．その た め 層序

単元 の 命名に 関 して も少な か ら ず混乱 が 生 じ て い る ．付加

コ ン プ レ ッ ク ス に つ い て ，地 層 の 岩相層序区分 に 対置で き

る もの と し て ，どの よ うな 層序 区分 の 概念 が 適 当で あ る の

か ，そ の 設 定 法 や 命名法 に つ い て 整理 す る 必 要 が あ る ．中

江 は，付加体 の 層序区分 に 有効 と判断され る構造層序単 元

の 概念 を解説 し，そ の 設定 や 命名法を丹波帯 の 例 に 基づ い

て 具体的 に 提示 して い る．こ うして 設定 された構造層序区

分 は，海洋 プ レ
ー

ト層序 の 性 質 や 付加過程お よび付加後 の

造構運動 の 違 い を反映 して い る こ とを示 した．

放散虫化 石

　放散虫化有層序学 は付加体地質学 の 門戸 を開 く原動力 と

な っ た．目本 で は，数多 くの 放散虫化石研究者が輩出し，

現在で も一
層精密 に な っ た放散虫年代が付加体地質学研究

の 展開 に大きく寄与 して い る．松岡 は，付加体研 究 に おけ

る 放散虫 化石 の 役割 に つ い て ，こ れ まで 10年間 の 研究成果

を 総括 し，著者 の 現在 検討 しつ つ あ る事例 を紹 介す る 中

で ，次 の 3 点 を 指摘 して い る ．そ れ らは ，（1）放散虫年代

学 の 進展 に よ っ て 付加体 の 成長速 度や 成長様式を定量的に

議論す る こ とが可能 に な っ た こ と，（2）古生物地理 学的研

究が進 み ，今後付加体形成場の 相対的位置関係 を議論 で き

る まで に進展する と期待で きる こ と，そ して （3）放散虫化

石 の含有量 が 堆積岩の物性を強 く制御す る とい う付加 テ ク

トニ ク ス 上 の 重要性で あ る．
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放射年代学

　1990年代初頭 に，日 本 で は 弱変成 の 泥質岩か ら微細 な 変

成白雲母 を抽出し，その K −Ar 年代を測定す る手法が開発

され た．そ の 手法 は，放散虫化石 の 保存が悪 い 変成岩 か ら

な る 地 質体の 地 体構造 上 の 位置づ けや，付加体 の 形成史 に

高精度の 時間尺度を導入す る とい う点で 重要 な貢献 をし

た，高見 は，まず 変成 白雲母 の K −Ar 年代測定 法 に つ い

て ，付加 ・変成履歴 の 解明や 地体構 造境界 の 決定，そ して

砕屑性白雲母 の 影響 に 関す る 総括 を し， 採取試料 の 岩質 に

よ っ て は 続成段階 の 堆積岩 を対象 とす る 可能性 を示 した，

その 上 で ， 西南 日本 の ジ ュ ラ 紀付加 コ ン プ レ ッ ク ス の 付

加 ・変成履歴 に つ い て，著者 の 未公表 デ
ー

タ も含 め て 検討

し，付 加 年 代 と 変 成 作 用 の ピ ー
ク 年 代 と の 間 に 最 大

1300−4900万年 の 年代幅があ る こ と，隣接 したユ ニ ッ ト間

の 付加年代の 差 が 少 な くとも700万年以 上 あ る場合 に は，

変成年代 に も明 らか な 差 が 認 め ら れ る こ と を 示 した．

地球化学

　1980年代 の 初頭 ，
MnOITiOz 値 に 基づ い て 層状 チ ャ

ート

の 堆積場 が 大陸縁 辺域 で あ る とい う仮説が 出 され た．しか

しその 仮説は海洋 プ レ
ー

ト層序が 示 す堆積環境 の 変遷 モ デ

ル と整合 しな い 結論 で あ り，地球化学的視点か らの 再検討

が 必 要 で あ っ た．ま た，海 底貧 酸素事件な ど，層 状 チ ャ
ー

トに 記録 さ れ た 地球 環 境 の 大規模 な 変化 を示 す 地 球 化 学 的

解析結果 が こ れ まで 数多く報告 され て きて い る が，そ れ ら

の 概要を把握す る こ と は 専門分 野 以 外の もの に と っ て は容

易 で な か っ た．堀 ほ か は，主 に1980年以 降 の 地球化学 的研

究を総括する と ともに，化石層序学 的
・
堆積学的視点 か ら

層状チ ャ
ー トの 化学組成が 意味す る と こ ろ を吟味 して い

る．上記 の 問題 に つ い て は，チ ャ
ー

トの MnOITio2 値 は

堆積場 や 続成段階 で の 酸化 ・還 元 状 態 の 変動 を反 映 した も

の で ある と結論づ け て い る．彼女 らが検討 した項 日は，上

記 の MnfTiOz 比 を始め，　 REE パ ターン ，同位体組成，有

機化学的組成な ど多岐に わ た る．

ジ ュ ラ紀付加 コ ン プ レ ッ クス の 地域地質と広域対比

　 1980年代 以 降，西南 日 本の ジ ュ ラ 紀付加 コ ン プ レ ッ ク ス

の 大半に つ い て ，岩相 ・地質年代 ・地質構造 の 詳細が 5 万

分 の 1 縮尺な い しそれ以 上 の 精度 の 地質図を基礎 と して解

明され て きた．こ うした 地質図を基礎 に した詳細 な地質学

的 デ
ータ は，付加体 の 形成過程 や 付加物質の 起源 ・堆積環

境 を復元す る Eで 重要 な役割を果た し て い る．

　 日本列島だ けで な く，東 ア ジ ア 東縁 に 広 くジ ュ ラ紀 に 形

成され た 付加 コ ン プ レ ッ ク ス が分布 して い る こ とが知 ら れ

て い る．日本列島 の ジ ュ ラ 紀付加 コ ン プ レ ッ ク ス の 起 源を

考え る 上 で ，東 ア ジ ア の ジ ュ ラ紀付加 コ ン プ レ ッ ク ス との

対比 は 重要 で ある．しか し こ れ まで そ の 詳細な地 質の 総括

や 各地域間 の 層 序対 比 が な さ れ て い な か っ た．本論集で，

小嶋 ・亀高 は ， 著者 ら の 未公表デ ータ も含め て，東ア ジ ア

東縁 部 の ジュ ラ紀付
’
加 コ ン プ レ ッ ク ス に つ い て，分布 ・岩

相組合せ ・産出化石
・年代

・
搆造 な ど に 関 して 総括 し，そ
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れ ら に は ，古生代後期 の 石灰岩 ・緑色岩複合体の 存在，三

畳紀を主体と しペ ル ム 紀か ら ジ ュ ラ紀に わ た る 放散虫層状

チ ャ
ー

トの 含有 とい う共通 した 特徴があ る こ と を明 らか に

して い る．

　 日本 の ジ ュ ラ紀付加 コ ン プ レ ッ ク ス に つ い て の 全域 に わ

た る地質 の 総括 と統
・
的層序区分 は，秩父帯 で は松岡 ほ か

（1998） に よ っ て 最 近まとめ ら れ た が ，西 南 日本内帯 に 関

して は こ れ まで
．
十分 に な さ れ て い な か っ た．中江 は 1980年

代以 降 に 公表され た文献に 基 づ き，各地域毎の ジ コ．ラ紀付

加 コ ン プ レ ッ ク ス の 岩相組合 せ ・堆積年代 ・地質構造 を編

集 ・総括 し，そ れ らが 6つ の 固有の海洋プ レート層序を も

つ 構造層序単元 に 分類 ・対比 で き，そ の 分布に は規則性が

認 め られ る こ と，さ ら に そ れ らが 整然相 ・混在相の 特徴に

基づ い て 細分 で きる こ とを示 して い る．そ して ，時代 の 経

過 と と も に ，付加作用 が起 きる 場所 や 整然相／混在相 の 割

合 ， 付加 され た 粗粒砕屑物 の 量が変化す る こ と を指摘 して

い る．

　西南 日本内帯 の ジュ ラ紀付加 コ ン プ レ ッ ク ス の 地域地質

に 関す る現時点で の 総 括が，限 られ た範囲 で は あ るが 本論

集で 以 ドの よ うに な さ れ て い る．指田 ・堀 は 八 溝山地 に 分

布する ジ ュ ラ 紀付加 コ ン プ レ ッ ク ス に つ い て ，こ れ まで の

層序区分に 関する研 究を総括 し，八溝山 地 全域 に 適応 で き

る 新 しい 構造層序単 元 区分 を 提示 し て い る ．そ の 他，鎌

田 ，脇 田 ，木 村 は足 尾 帯 美 濃帯，丹波帯 に 関す る 最新 の

地 域 地 質を そ れ ぞ れ 概説 し て い る．

構成岩石 の 起源と古環境解析

　 ジ ュ ラ 紀付加 コ ン プ レ ッ ク ス は 塩基性火 山岩類 ・石灰

岩 ・層状 チ ャ
ー

トな ど の 海洋性 岩石 と陸源砕屑岩類か ら構

成 さ れ て い る．そ れ ら の 堆積環境 や 起源 に 関 す る 問 題 は

ジ ュ ラ 紀付加 コ ン プ レ ッ ク ス の 起源 を考 え る 上 で 根幹 を な

して い る．

粗粒砕屑物

　 1980年代 まで に礫種 や 砂岩 の モ
ー

ド組成 の 研究 は
一

段落

したが，1990年代 に 入 っ て ，特 に CHIME 年代法 に よ る モ

ナ ザ イ トや ジ ル コ ン の 砕屑粒子 年代解析 が 後背地 解析 の 新

時代 を作 りつ つ あ る．竹内 は ，ジ ュ ラ紀付加 コ ン プ レ ッ ク

ス 中 の 粗粒砕屑物に つ い て，礫種，砂岩の モ ード組成，砕

屑粒子年代，堆積相や古流 向に 関する研 究を 総括 した，そ

の 中 で特に，CHIME 年代や 著者が 進め て い る ザ ク ロ 石 の

化学組成の デ ータ を駆使する こ と に よ り，ジ ュ ラ 紀 の 粗粒

砕屑物 の 後背地が大陸縁辺部 の 火山弧お よび接触変成帯か

ら，先 カ ン ブ リ ア 紀 の 高度変成岩 か ら な る大陸基盤へ と変

化 し た こ とを指摘 した．そ の 変化 は 北 中 国 地塊 と南 中 国 地

塊 との 衝突 に起因す る と解説し て い る．

海洋性岩石

　 ジ ュ ラ紀付加 コ ン プ レ ソ ク ス の 海洋性岩石 は，メ ラ ン

ジ ュ 中の 孤 立 した ブ ロ ッ ク と して 産す る こ と が多い が，陸

源砕屑岩類 と　
・
連 の 海洋プ レ

ー
ト層序 をな して 産 す る こ と
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も少な くな い ．海洋性岩石 は 海洋環境 の 変遷，古地理，沈

み込 ん だ海洋 プ レ
ー

トの 年齢 な ど を記録す る 重要 な研究対

象で あ る．佐 野 ・小嶋 は，西 南 日 本内帯 の ジ ュ ラ 紀付加 コ

ン プ レ ッ ク ス 中 の 石 炭系〜ジ ュ ラ 系海洋性岩 石 の 起 源 を解

明す る 目的 で ，浅海成 と深海成の 両海洋性岩石 の 形成時 に

お け る相 互 関係 に 注 目し，そ の 分布
・
産状

・
岩相層序 ・化

石相 ・年代 に 関す る こ れ まで の 研究 を幅広 く総括 した．そ

の 中で ，浅海成 ・深海成海洋性岩石が海山頂部か ら下部斜

面 に かけて 堆積 した 同時異相 の 堆積物 で あ る こ と，そ して

層状 チ ャ
ー

ト中 に挟 まれ る 浅海起源 の 砕屑性炭酸塩岩 と砕

屑 粒 子 が 両 者 を リ ン ク して い る こ と を強 調 して い る．

地質構造 と変形過程

ス ラ ス ト・覆瓦構造

　 ジ ュ ラ紀付加 コ ン プ レ ッ ク ス の 地質構造 は，ナ ッ プ構 造

と覆瓦構造 で 特徴づ けられ る こ とが 各地域 の 地質研究 で 実

証 され て きた，ナ ッ プ構 造 は，日本列 島 の 骨格 をな す付加

コ ン プ レ ッ ク ス 全体 を特色づ け る 構造 で もあ り，そ れ は 太

平洋型造山帯 の 特徴 で あ る とす る 見解 が有力 で あ る （例 え

ば ，磯 暗 ・丸山，1991＞．しか し，ナ ッ プ構 造 は 付加体形

成 と どの よ うに 関連 して い る の か，ナ ッ プ 構造 と覆瓦 構 造

との 関連 は ど うなの か に つ い て は，こ れ まで 解析的研究 が

ほ と ん ど なされ て い な い ．木村 は，丹波帯 に典型的 に 発達

す る 低角 ナ ッ プ 構造 と その 内部 の 覆瓦構造 に つ い て ，3 次

元的な幾何学像 と運動像 を解析 した．そ して ，ナ ッ プが付

加体 内部 で out −of −sequence 　thrust （順序外 ス ラ ス ト） の

活動で形成さ れ た構造であり，現世付加体の 順序外 ス ラ ス

ト帯内部 の 地質大構造に相当する こ と を示 し，ス ケール を

入 れ た 構造断面 図を使 っ て付加体 の 構造発達モ デ ル を提示

して い る．鎌 田 は，足尾帯 の チ ャ
ー

ト
ー
砕屑岩 シー

ケ ン ス

に 関 して ，詳細 な 放散虫化石 層序 に基 づ い て，覆瓦構造 の

実態 と デ コ ル マ 面 の 存在 を示 し，そ の 付加 過 程を議論 し て

い る．

メ ラ ン ジュ

　メ ラ ン ジ ュ の 成因論 は，付加 テ ク トニ ク ス の 根幹 をなす

研究課題 の
一

つ で あ る が，こ れ ま で ジュ ラ 紀付加 コ ン プ

レ ッ ク ス に つ い て は，オ リ ス トス トロ
ー

ム 説，泥ダイァ ピ

ル 説，構造変形説など様 々 な もの が提案さ れ て お り，未だ

解 決 を 見 て い な い ．本 論 集 で も 2 つ の 異 な る モ デ ル が 提 示

さ れ た．脇 田 は，美濃帯 の メ ラ ン ジ ュ に つ い て，海洋 プ

レー
ト層序が ど の よ うに破壊 ・変形

・
混 合され て い る か

を ， 地質図規模 か ら岩石薄片規模 で 検討 し，それぞれ の 規

模で剪断変形 が 普遍的 に 生 じ て い る こ とを示 し， メ ラ ン

ジ ュ が付加体の 造構過程に関連 して 形成 さ れ た とする モ デ

ル を提示し た．一
方，山縣は，鈴鹿 山脈北 部に分布す る ペ

ル ム 紀 の 海洋性岩石 か ら な る メ ラ ン ジ ュ を詳細 に調 査 し，

そ れ が 玄武岩質基 質 とそ れ に包 有 さ れ る 海洋性岩石 起源 の

岩塊か らな る こ と を示 し，岩塊 に 保存され た 岩相層序 が 海

山 と周辺 の 海洋底 に か け て の 堆積環境 を 記録 して い る こ と

な どか ら，こ の 地域 の メ ラ ン ジ ュ が海山 の 大規模崩壊 に
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伴 っ て 発生 した 岩屑 なだ れ堆積物起源 で あ る と考察して い

る．

お わ り　に

　本論集 の 内谷 に 関連 して，特 に指摘 して お きた い 点や今

後 の 研究課題 の
一

部 を以 下 に 述べ る．

付加体地質学 の 用語

　付加体 に 関す る 地質学 的研 究 の 歴 史は浅 く，その た め 基

本的な専門用語 に つ い て す ら，あ ま り整理 され て お らず，

そ の 意味 や 用 法 に つ い て 混乱 し て い る の が 現状 で あ る ．層

序区分に つ い て も，本論集で 中江 が 述 べ た よ うに ， その 基

準や命名に不統
一

な点 が 多々 あ る．例 えば
， 本論集 で も，

西南 円本内帯の ジュ ラ紀付加 コ ン プ レ ッ ク ス の 総称につ い

て ，美濃一
丹波帯，美濃一

丹波是 尾 テ レー
ン な ど，様 々 な

名称 が使用 され て い る．「
地学事典 」 な ど 日本 で よ く使 わ

れ る地質学 の 辞書 で も，付加体地質 に 関連 した用語 が 未掲

載 で あ っ た り，
一

般的 で ない 解説が 採用 さ れ て い る 例 もあ

る．本論集で付加体地質の 用語 を整理 しその解説をする こ

と は で きな か っ た が ，そ の 点は，掲載さ れ た 各論文 の 用 語

の 定義や 解説 を 必 要 に応 じて参照 して い た だ きた い ．付加

体地質学 の 普及
・発展 の た め に も用語解説の 現時点で の ス

タ ン ダー
ド版の 作成 が 求 め ら れ よ う．

付加 コ ン プ レ ッ ク ス の 層序区分

　付加 コ ン プ レ ッ ク ス の 層序 区分 に つ い て ，次 の 点 をあ ら

た め て 指摘 して お きた い ．付加 コ ン プ レ ッ ク ス の マ ッ ピ ン

グ に お い て は，各地域 の 特性，研究者 の研 究 目的 ・手法 を

反映し た 基準に 基づ い て，まず第 1段階 と して の層序区分

が なされ る，こ の 段階 で は，地域 が異な れ ば，また研究者

が 違 えば，層序区分 の と らえ方 は 異 な っ て 当然 で あ ろ う．

しか し次 に ，各層序 の 広域対比 や 付加 コ ン プ レ ッ ク ス の テ

ク トニ ク ス を考察す る 場合，そ れ に 有効 な 層序 区分 と基 準

が あ ら た め て 設定 さ れ る こ と に な る．研 究者間で の 層序 区

分 の 基準の 違 い は， 第 1段階 と第 2段階 の い ずれか に根 ざ

す．前者 に つ い て は ， 単 に 区分の 際 の 便 宜的な問題 にす ぎ

な い の で 特 に問題 に する必要 は ない が，第 2 段階 に 関連 し

た 相違 は，付加 コ ン プ レ ッ ク ス の 実態，特 に 初 生 的岩相層

序 と年代，メ ラ ン ジュ な どの 地層 ・岩石 の 混在化 の 成 因や

断層 に よ る 変位 ・再配置 の 復 元 が い か に 明確 に で きるか に

か か っ て い る．今後 ，よ り高精度 で 質 の 高 い 地質デ ータ を

取得する こ と に よ っ て，第 2段階 の 層序区分を よ り正確 に

確定 で きる ように なる もの と 期待 され る．

付加過程の 定性的解析 か ら定量的解析 へ

　付加過程 に 関 して は，こ れ まで 付加 の機構 や 付加体 の 構

造 形成 を示 す モ デ ル が 提 出 さ れ て きた が ，ほ と ん ど の モ デ

ル は 概 念的 ・定性的 で あ り，そ れ ら の 構造断面 図 に は ス

ケ ール の 明示もな く，地質構造 の 形成速度 もあ まり省 み ら

れ る こ と が な か っ た ．

　本論集で 松岡 と高見 が 総括 した よ うに ， 放散虫化石層序
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と K −Ar 年代法が 高精度化さ れ た，こ れ らは，松岡が指摘

して い る よ うに，付加体の 成 長 速 度 や 成長様式 を 定量的 に

議論 す る ツ
ー

ル に な る，さ ら に
， 地質図 ス ケ ール で の 正確

な 3 次元的幾何学像 を得 る こ と は
， 付加体 の 成長過程 を実

証的 に解析す る た め に 不可 欠で あ り， 木村 に よ る縮尺 を入

れ た付加体の構造 モ デ ル は 先駆的な例 で あ る．今後，付加

体内部の 地質大構造 を よ り深部域 に わた っ て 明確にする た

め に は，弱 変成付 加 コ ン プ レ ッ ク ス の P −T −t−D 経路の 解

析，お よ び 地震波探査 や 重力 な どの 地 球物理的手法 と の 総

合化が求 め ら れ る．

　こ うした付加体 の 定量的解析 は ， プ レ
ー

ト境界に お け る

巨大地震発生帯で の 断層運動や堆積物 の 付加 と付加体の 構

造的侵食作用 との 相対 的割合な どの 実態解明 に も貢献 し よ

う．

古海洋環境 ・古地理復元研 究手法 の 高精度化 ・総合化

　本論集で 堀 ほ か が 記述 した よ うに，放散虫化 石 層 序 に よ

り高精度 な 年代尺度 が 与え ら れた海洋プ レー ト層序は，石

炭紀後半か らジ ュ ラ紀に わ た る詳細な古海洋環境 の 実証的

研究 を可能 に し て い る．そ の 際 地球化学的手法だけで な

く， 堆積物，特に 層状チ ャ
ー

トの 堆積様式 ・続成作用 の 堆

積学的吟味が 必 要 で あ り，これ ら研究手法 の 併用 に よ る古

海洋環境復元 の 研 究 の 発展 が 期待 さ れ る．

　
一方，古地理復 元 の 研究課 題 につ い て も，本論集で 松岡

は 放散虫 の 古地理指標 と して の 発展性を指摘 して い る が ，

さ ら に，藤井 ほ か （1993），安藤 （1998）が 示 した よ う

に ， 放散虫化石層序 と古地 磁気層序 と を比較 ・併用す る こ

と に よ っ て ， チ ャ
ートの堆積場が 南北 ど ち らの 半球 で あ っ

た の かを含めて より詳細 に明ら か に で きる可能性 が生 まれ

て きて い る．

ジ ュ ラ 紀付 加 コ ン プ レ ッ ク ス の 非斉
一

的特徴

　
「
現在 は 過去 を 解 く鍵 」 とい わ れ る が，ジ ュ ラ紀付加 コ

ン プ レ ッ クス に つ い て み る と，現世付加体 と 比 較 して 際

立 っ て異質な特徴が あ る．現世 の 海溝沈み込 み 帯 で 付加体

が形成 されて い る 地域 は全体の 約 20％ と限 られて お り，そ

こ で 沈 み 込む海洋プ レ
ートの 年令 は 8000万 年 よ り若 く，い

ずれ も大量 の 砕屑物が 陸側 か ら供給 され て い る．一
方，

ジ ュ ラ紀付加 コ ン プ レ ッ ク ス は
， 東 ア ジ ア東縁の ほ ぼ 全域

をカ バ ーす る 程広 大 な 範囲 に わ た っ て 形成 さ れ て お り （小

嶋 ・亀高），しか も沈み込 ん だイザ ナ ギプ レ
ー

トは，誕 生

か ら沈み 込 む ま で，8000万年か ら 1億5000万年以 ヒを経

た 成熟した 海洋 プ レ
ー

ト （例えば，磯崎 ・丸山，1991） で

あ っ た．この こ と は，大量 の 堆積物 が東ア ジ ア 東縁 帯 に

わ た っ て 供給 された こ とや ，イザ ナ ギ プ レートに 何ら か の

非斉
一

的 な要 因 が 存在 した こ と を示唆 して い る ．しか し，
こ う した ジ ュ ラ紀付加 コ ン プ レ ッ ク ス の 非斉

一
的な特徴の

要因や背景を実証的 に帰納す る デ
ー

タ は まだ不十分で あ る

と い え る．今後 の 重要 な研究課題 に あげ る こ とが で き よ

う．

　本論集 が ジ ュ ラ 紀付加 コ ン プ レ ッ ク ス の 現状 を理解 し，
21世紀 に 向 け た 付加体地 質学 の 飛躍的発展 に貢献 で きる こ

とを期待 し た い ，
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