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は じ め に

宮崎県五ヶ瀬町の祇園山周辺には, 黒瀬川帯の
シルルーデボン系である祇園山層 (斉藤・神戸,
1954) が分布する (����1). 同層の�2 層と�3
層からはシルル紀サンゴ化石をはじめ, 三葉虫や腕
足類等の化石が多産し, 祇園山は西南日本を代表
する化石産地として古くから知られている (浜田,
1959). 祇園山層から産出するシルル紀サンゴ化石
の古生物学的研究は, 浜田 (1959), ������

(1961), ���� (1990), 足立・児子 (1996),����(1998), �������������(1999, 2000)
等によって行われてきた. これらの研究のほとん
どは床板サンゴを中心に行われており, これまで
に21属34種の床板サンゴ化石群が記載図示, もし
くは産出リストに化石の名称が示されている. 一
方, 四放サンゴ化石に関しては詳しい古生物学的
研究は行われておらず, これまでに９属12種が産
出化石リストに挙げられただけで (浜田, 1959；������, 1961), 記載図示されたものはない.
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日本のシルルーデボン系は, 黒瀬川帯の他に南
部北上帯と飛騨外縁帯にその分布が知られている
(����1). 祇園山層から産出するシルル紀サンゴ
化石群は, 同じ黒瀬川帯のシルルーデボン系であ
る横倉山層群をはじめ, 南部北上帯のシルル系川
内層及び奥火の土層や, 飛騨外縁帯のシルル系か
ら産出するサンゴ化石群と比較されてきた.
横倉山層群から産出するシルル紀サンゴ化石群
の研究は, ���������(1980) や�����(1981)
等によって行われている. ���������(1980)
は床板サンゴ化石７属と四放サンゴ化石4属の名
称を産出化石リストに加えている. また, �����
(1981) は床板サンゴ化石の分類学的検討を中心
に行い, ３属９種を記載図示した.
南部北上帯川内層から産出するシルル紀サンゴ
化石群に関しては, ��������(1940) が床板サ
ンゴ13属23種, 四放サンゴ８属15種を記載図示し,
その後���������(1980) が床板サンゴ１属と
四放サンゴ２属の名称を産出化石リストに加えて
いる. ������(1961) は��������(1940) に
よって報告された床板サンゴ化石の再検討を行い,
川内層から新たに３属３種を識別した. また,�������������(1977) は��������(1940)
によって報告されたサンゴ化石群のうち, 四放サ
ンゴ１種の再記載, 図示を行っている. 奥火の土
層については, ��������(1980) によって床
板サンゴ２属７種が記載図示され, その後, 床板
サンゴ４属５種と四放サンゴ４属４種の名称が産
出リストに加えられている (川村, 1983).
飛騨外縁帯から産出するシルル紀サンゴ化石に
ついては, 一重ヶ根地域に分布する石灰岩ブロッ
クから床板サンゴ化石1種と四放サンゴ化石１種
の産出が報告されている (���������, 1980).
しかし, この石灰岩は斑れい岩中の捕獲岩である
とされ (栗原, 2004), 岩体の規模から今後更に
豊富なサンゴ化石が産出することは期待できない.
これらの研究の結果, 南部北上帯のシルル系か
らは, 床板サンゴ13属29種, 四放サンゴ８属15種
が記載報告されており, 日本国内では最も詳しい
研究が行われている. しかし, 祇園山層や横倉山
層群を含む黒瀬川帯については, 産出リストが公
表されているだけで, 詳しい古生物学的研究は極
めて不十分な状態である.
近年, 日本列島の形成過程をめぐり黒瀬川帯,

南部北上帯, 飛騨外縁帯の岩相や化石相及び層序
の比較が盛んに行われている (磯崎・丸山, 1991；
梅田, 1996；大藤・佐々木, 1998；波田・吉倉,
1999；永広, 2000；田沢, 2000等). しかし, 黒
瀬川帯のシルル紀四放サンゴ化石群については,
古生物学的検討が不十分のまま, 化石リスト中の
分類名を用いて国内外の化石群と比較されている
のが現状である. 従って, 検討が遅れている黒瀬
川帯のシルル紀四放サンゴ化石について, 早急に
分類学的検討を行い, その種構成の全容を明らか
にする必要がある.
今回祇園山層の�2 層から, これまで日本から
報告されたことのない３属３種を含む豊富な四放
サンゴ化石群を見出した. それらは�������������, ������, ������, ������������ ���,������������ ����, ������, ����������������������, ����������������, ������, �������������������������������������, �����������������, ��������������, ��������������,�������������,�������������������������������, �������������������, �����������������の12属17種である. この中で�������������, ������������, ������������, ����������������, �������������, �����������,�����������, ����������, ���������������,�������������の10属は, 祇園山層 �2 層から
新たに産出が確認されたものである. 更に���������������, ����������, ��������������の３属は, 日本のシルル系からは初めての
産出報告となる. このように, 祇園山層�2 層は
黒瀬川帯の四放サンゴ化石群としてこれまで考慮
されていなかった新しい要素を豊富に含んでいる
ことが明らかになった.
本論文では, 祇園山層�2 層から産出した四放
サンゴ化石群12属17種の形態的特徴を記述し, そ
の種構成の概要を報告する. また, 祇園山層�2
層の四放サンゴ化石群と, 国内外のシルル紀四放
サンゴ化石群との比較を行い, これまでコノドン
ト化石による時代対比 (桑野, 1976) と若干のず
れがあった�2 層の地質時代について, 四放サン
ゴ化石群の分類結果をもとに再検討した. 更に,
祇園山層�2 層産四放サンゴ化石群の新しい要素
である ���������������と ���������������
の２属について, 中国のシルル紀サンゴ化石に関
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する最近の研究成果 (����������������2002；���������, 2003；���������, 2004) を踏ま
えて, その古生物地理学的意義について若干の検
討を行った. なお, 産出した四放サンゴ化石の分
類学的検討は完了しているわけではない. その多
くは未定種のままであるが, 模式標本との比較検
討を進めたものについては, その比較結果を反映
した種名を用いた.

祇園山層の層序概説

祇園山層について最初に詳細な層序学的研究を
行ったのは浜田 (1959) である. 浜田 (1959) は
岩相と産出化石に基づき, 祇園山層を下位から順
に�1 層から�4 層に区分した (����2). 最下位
の�1 層 (層厚約100�) は主に砂岩からなり,
緑色緻密凝灰岩を挟む. 北に分布する鞍岡火成岩
類とは断層関係で接している. 時代決定に有効な
化石が産出しないため, �1 層の時代は明らかで
はない. その上位の�2 層 (層厚25ｍ以上) は,
砂岩, 泥岩とそれらに挟在する石灰岩礫岩からな

る. この石灰岩礫岩からは, サンゴ化石をはじめ,
三葉虫, 腕足類, 二枚貝, 巻貝等の化石が豊富に
産出する. 主に薄桃色の塊状角礫石灰岩層からな
る�3 層 (層厚は最大で240�) には, サンゴ化
石をはじめ層孔虫や腕足類等の化石が産出する.
石灰岩礫岩の礫間には, スタイロライト構造が発
達する. 最上部の�4 層 (層厚1100�) は, 下位
から順に酸性凝灰岩層, 砂岩層, 礫岩層からなる.
酸性凝灰岩層を構成しているのは主に緑色緻密凝
灰岩で, 上位の礫岩の礫種にはこの緑色緻密凝灰
岩起源のものが多い. 祇園山層のうち �1 層と�2 層, また�2 層と�3 層は, 整合関係とみな
されている.
浜田 (1959) は床板サンゴ化石 ����������������������������と三葉虫化石������������������������が産出することから, �2層の時代を
シルル紀�������世後期とした. また, �3層に
ついては, 床板サンゴ化石 ����������������������������と四放サンゴ化石 ��������������の産出に基づき������世前期とした. 桑野
(1976) は横倉山層群の �2 層相当層から,
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����������世後期から �������世前期を示す
コノドント化石�������������,�����������������, �������������������������������を
見出した. また, �3 層相当層からは�������世
後期から ������世前期を示すコノドント化石��������������������������を報告している.
このように�2 層と�3 層の時代対比は, コノド
ント化石の方がサンゴ化石や三葉虫化石よりもや
や古く見積もられている. また, ��������������(1990) は�2 層下位の凝灰質砂岩泥岩互層か
ら放散虫化石�����������������������を報告し,�2 層の時代を����������世後期から�������
世とした. しかし, この対比は桑野 (1976) の研
究成果を考慮に入れたもので, 産出した放散虫化
石をもとにした独自の時代決定ではない. �4 層
については, 浜田 (1959) によって������世後
期以降からデボン紀中期に達する可能性が指摘さ
れていた. 最近, 梅田 (1997) は祇園山東部に分
布する�4 層中の複数の凝灰質岩から, �������
世後期から������世前期, �������世, デボン
紀中世前期に及ぶ放散虫化石群を報告し, �4 層
の一部が�2 層及び�3 層と同時異相である可能
性を指摘した. 祇園山層の構成メンバーの層序関
係を模式的に示した����2�は, コノドント化石
(桑野, 1976) と放散虫化石 (梅田, 1997) によ
る対比結果を総合したものである.

四放サンゴ産出地点の地質概説

今回報告する四放サンゴ化石群は, 祇園山南西
斜面に連続露出した厚さ55ｍの地層群から得られ
た (����2�). この地層群は岩相の特徴に基づい
て, 下位から順に下部層, 中部層, 上部層に区分
できる. その模式的柱状図を����3 に示す. 岩相
の特徴と産出化石内容から, 下部層と中部層は浜
田 (1959) の�2 層に相当し, 上部層は�3 層に
相当すると考えられる (����3).
下部層は下位から順に砂岩泥岩互層 (厚さ８ｍ),
凝灰質泥岩層 (厚さ２ｍ) からなる. 化石採集地
点付近の中部層最下部は風化赤色粘土からなり,
石灰岩礫岩の岩塊を含む露出不良部分 (厚さ８�)
を挟む. しかし, 崩落によって露出した斜面下部
では, 砂質基質に富む薄い石灰岩礫岩層を挟んで,
下部層が中部層の石灰岩礫岩層に整合的に移化し

ている.
中部層は石灰岩礫岩層 (厚さ５ｍ), 粗粒砂岩
層 (厚さ４ｍ), 凝灰質砂岩層 (厚さ６ｍ), 石灰
岩礫岩層 (厚さ３ｍ), 凝灰質頁岩層 (厚さ３ｍ),
石灰岩礫岩層 (厚さ８ｍ), 砂岩層 (厚さ１ｍ)
の順に累重し, 石灰岩礫岩の礫種は, 礁性石灰岩
の断片やサンゴをはじめとする造礁生物化石の骨
格片である. 礫間の基質部分は, 凝灰質な砂岩や
泥岩によって埋められているが, 場所によって基
質の非石灰質部分の量差が大きい. 本地域では,
中部層は上部層の塊状礫質石灰岩に整合的に覆わ
れる.
上部層の塊状石灰岩礫岩は, 中部層のそれに比
べて非石灰質基質の割合が少なく, 礫間にはスタ
イロライト構造が発達する. 中部層に比べてサン
ゴ化石の保存状態が悪く, 再結晶化が進んでいる.
本論文で報告するサンゴ化石群は, 中部層最下位
の石灰岩礫岩層, 及び上位の石灰岩礫を伴う凝灰
質頁岩層の２層準から産出したものである (����
3). これらのうち下位の石灰岩礫岩層を ���.1
とし, 上位の凝灰質頁岩層を���.2 とした. 図
に示すように, その他の層準からもサンゴ化石を
はじめ腕足類や巻貝類等の豊富な化石群が得られ
ているが, それらの古生物学的検討は未了である.

祇園山層G2層から産出した四放サンゴ化石群

調査地域の���.1, 及び���.2 から産出した
四放サンゴ化石群のリストを����3 に示す. 同図
には, 各四放サンゴ化石標本の産出個体数も並記
している. なお, �������������と ���������������� は模式標本との比較を行い, ����������������に関しては文献調査によって種の
比較検討を行った. その結果を種名として表記し
ている. その他未定種としたものは, 得られた標
本数や保存状態から種レベルでの検討には到って
いない.
祇園山層�2 層から産出した四放サンゴ化石に
ついて現在までに行った分類学的検討の結果, 下
位の���.1 から�������������, ������, ������, ������������ ���, ������������ ����,������, ����������������������, ����������������, ������, ����������������, ���������������, �������������, ��������������� ���
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��������������, ������������� ���の10属14
種が得られた. また, 上位の���.2 からは����������������, ��������������������������������, �������������������������������������, ��������������の４属４種が産出した.������(1961) は�2 層から産出した四放サン
ゴ化石について,��������������������������,������������, ����������������������, �����������の３属４種をリストに挙げている. 今回

の調査では, 既に報告されている���������と�������������に加えて, 新たに������������,������������, ������������, ����������������, �������������, �����������,�����������, ����������, ���������������,�������������の10属の産出を確認した. さらに,
これらの中で ���������������, ����������,�������������の３属は, 日本から初めての報告
となる. なお, ������(1961) は�3 層から産出
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する四放サンゴ化石群について, ��������������������������������, �����������������������, ����������������� ���, ����������������������, ������������ ���, ����������������, ��������������, ����������� ���, ���������������の８属９種をリストに加えている. し
かし, ���������, �������������及び �������������の３属は, 今回の調査によって�2 層か
らも産出することが明らかになった. 以下に, 祇
園山層�2 層から産出した四放サンゴ化石の形態
的特徴を記述する.
サンゴ体中央部が広い空間になっている���������は, 祇園山層 �2 層から産出した四

放サンゴ化石の中で最も多産する. 単体あるいは
群体で, 刺状を呈す短い隔壁は大隔壁と小隔壁か
らなり, サンゴ体外周部には肥厚帯が形成される.
サンゴ体中央を占める完全型の床板は, 水平～緩
やかなドーム状を呈す. 今回産出した ����������属のサンゴ化石は, 以下の特徴から������, ������, 及び������の３種に区分するこ
とができる. 明らかに単体である ������ (��.
Ⅰ, ����1�, �) は, サンゴ体の外形がコマ型,
あるいは細円錐型である. 大隔壁と小隔壁は長く,
サンゴ体外周部には幅広い肥厚帯が形成される.
この肥厚帯は隔壁が外壁側周辺で肥厚し, 隣り合
う隔壁が接することで形成されたものである. 単
体か群体かは明らかではないが, 連結管様の構造
が認められる������(��.Ⅰ, ����2) は, コマ
型あるいは細円錐型をなす. 本種は������に
比べて隔壁数が多く, 隔壁の長さが短い. また,
主隔壁溝が発達する点においても������と区
別することができる. 隣接して産出するため枝状
群体の可能性がある������(��.Ⅰ, ����3�, �)
は, サンゴ個体が円筒型で, ������や������
と比べて個体サイズが小さい (最大４��). ま
た, 隔壁は極めて短く, 肥厚帯が目立たないとい
う特徴がある.
サンゴ体内部が広い泡沫組織で占められること
で特徴的な ������������ ���は, 刺状の短い大
隔壁と小隔壁をもつ. 泡沫組織は外周部に比べて
サンゴ体中央部の方がやや大きい. 本種は下位の���.1 と上位の���.2 の両方から産出した. こ
れらの標本を ��.Ⅰ, ����4, 5に示す. 下位の���.1 から産出した標本は, コマ型あるいは円錐

型を呈し, 個体サイズが大きい (最大40��).
縦断面では, 泡沫組織はサンゴ体外周部で半球状
～亜球状を呈し, サンゴ体中央に向かって急傾斜
する. また, サンゴ体中央部では平坦あるいは傾
斜する. 上位の���.2 から産出した標本は, 個
体サイズがやや小さいが, 骨格の形態的特徴は���.1 のものと一致する.
祇園山層から２種を識別した ������������

は, 隔壁が大隔壁と小隔壁からなり, それらは刺
状を呈して放射状に配列するという特徴がある.
不完全型の床板は, 水平あるいは窪んでいる. ま
た, サンゴ体外周部には泡沫組織が密に発達する.
個体サイズが大きい������(��.Ⅰ, ����6, 7)
は, 最大直径が34��におよび, サンゴ個体の外
形がコマ型あるいは円錐型を呈す. 隔壁は短く,
サンゴ体中央には広い空間が残る. 本種の特徴と
しては, 床板帯に比べて泡沫帯が幅狭く, 主隔壁
溝が発達することが挙げられる. 個体サイズがや
や小さい������(��.Ⅰ, ����8�, �) は, サン
ゴ体の外形が円筒型, あるいは細円筒型を呈す.
本種は������より隔壁が長く, サンゴ体中央
に残る空間の幅が狭い. 床板帯の幅が泡沫帯の幅
に比べてより狭いのが特徴的である.
特徴的なサムナステロイド型群体を形成する�������������は, 刺状突起を伴う高次隔壁をも
つ. 不完全型床板は皿状を呈し, 床板帯の幅は狭
い. 泡沫組織は密に発達し, その幅は極めて広い.
祇園山層から産出した複数の花莢を含むサンゴ体
では, 花莢間の距離が３��から15��と変化に
富む. このことから, 群体内における花莢の配列
は不規則であるものと考えられる. 本種 (��.Ⅰ,����9�, �) は, 隔壁の配列方式や床板及び泡沫
組織の特徴から, 南部北上帯の川内層から産出す
る����������������������(��������, 1941)
に同定することができる.
スリッパ型の単体である ������������は,

刺状を呈する大隔壁と小隔壁をもつ. 対隔壁側の
外壁が平坦化し, 肥厚帯が形成されることが特徴
で, 主隔壁側の外壁は半円状を呈する. 主隔壁を
囲むように明瞭な主隔壁溝が発達し, その周辺に
隔壁が密に分布する. サンゴ体内部には泡沫組織
が幅広く発達する. 祇園山層からは������(��.
Ⅰ, ����10) と������ (��.Ⅰ, ����11) の２種
を識別した. 個体サイズが大きい������は,
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対隔壁側の平坦な外壁の長さが最大で50��に及
ぶ. また, 主隔壁溝がサンゴ体中央に向かって細
く閉じるという特徴がある. 一方, ������は������に比べて個体サイズが明らかに小さく, 主
隔壁溝はサンゴ体中央に向かって広がっている.
対隔壁のサンゴ体内側先端部については, ������は薄いのに対し, ������のそれは根棒状に
肥厚する.
単体の����������������(��.Ⅱ, ����2�, �)

は, 隔壁が大隔壁と小隔壁からなり, サンゴ体外
周部には狭い肥厚帯が発達する. サンゴ体の中央
には幅広い空間が発達し, そこを占める床板は完
全型でドーム状を呈す. 本種は下位の���.1 か
ら産出し, サンゴ体の外形は円錐型で, 短い隔壁
と幅の狭い肥厚帯が発達する. サンゴ体中央部の
幅広い空間や肥厚帯が形成されるという特徴は�������������と類似するが, 本種には刺状
の隔壁が認められないことから明瞭に区別できる.
下位の���.1 から産出した単体の���������������(��.Ⅱ, ����3) は, 直径が17��と比較
的小型で, 大隔壁と小隔壁からなる薄い隔壁は刺
状突起を伴う. 泡沫組織は発達していない. 今回
の調査では本種は1個体しか産出せず, 標本の保
存状態が悪かったために縦断面の薄片を作製する
ことが出来なかった. しかし, サンゴ体の一部が
磨耗しているものの, 直径が17��の時に隔壁総
数が72本程度に及ぶと考えられ, ����������
(1965) が米国テネシー州から記載した ����������������と隔壁数や横断面での特徴が調
和的であることから同属であると判断した.
束状群体の�������������(��.Ⅱ, ����5, 6)

は, 大隔壁と小隔壁からなる隔壁をもつ. 大隔壁
はサンゴ体中央に達して旋回する. サンゴ体の外
周部には, ロンズデール型泡板が発達する. 本種
のサンゴ個体の外形は円筒型で, 隔壁がサンゴ体
中央部でわずかに旋回し, 小隔壁はサンゴ体周辺
部に形成されたロンズデール型泡板に切られて不
連続になる. また, 本種にはドーム状を呈す不完
全型床板が発達する.
下位の���.1 と上位の���.2 の２層準から産
出した ���������������は, 隔壁数と大隔壁
基部の肥厚の程度の違いから, それぞれ別種であ
ると考えられる. 下位の���.1 から産出した������������������� (��.Ⅱ, ����8, 9�, �) は,

サンゴ体の外形が細円錐型で, 個体サイズが大き
い (最大28��). 隔壁数が多く, サンゴ体の直
径が28��の時に, 隔壁総数は128本に及ぶ. 隔
壁は外壁側基部から先端部にかけて徐々に細くな
る. 主隔壁は長く, サンゴ体の中央部で主隔壁と
対隔壁が連結して中央板様の偽軸が形成される.
また, サンゴ体の中央部には, 主隔壁に隣接する
隔壁の先端部が開いて形成された主隔壁溝が発達
するという特徴を持つ. 不完全型床板はドーム状
を呈し, 床板帯は内側床板帯と外側床板帯に区分
することができる. この床板帯の幅は, 泡沫帯の
それに比べて狭い. また, 床板帯と泡沫帯の間に
は, 隔壁の断面が犬牙状に現れる. 本種は隔壁数
が多い点や隔壁が外壁側基部から先端部にかけて
徐々に薄くなる点, サンゴ体の中央部に偽軸が発
達する点, 床板がドーム状を呈し, 床板帯の幅が
泡沫帯に比べて狭い点で, 中国甘粛省の���������������層 (���������階中部から�������
統最下部) から報告されている ����������
(��, 1962) に最も類似していると考えられる.
しかし, 大隔壁の旋回が不明瞭である点と主隔壁
が長い点では, ����������と異なっている.
上位の���.2 から産出した������������������������������� (��.Ⅱ, ����7�, �) は, サ
ンゴ体の外形が細円錐型で, 個体サイズは最大で
23��である. 本種の隔壁総数は���.1 から産
出した�������������������に比べて少なく,
サンゴ体の直径が23��の時に84本である. 大隔
壁はサンゴ体中央に達して旋回するが, 隔壁先端
が連結することはなく中央部には空間が残る. ま
た, これらは泡沫帯で顕著に肥厚し, 床板帯では
薄くなる. 小隔壁はまれに泡沫組織に切られて不
連続に発達する. 本種の主隔壁は短く, 主隔壁の
サンゴ体内側先端部には, 隣接する大隔壁との間
に空間が形成されて小さな主隔壁溝となっている.
一方, 対隔壁はサンゴ体中央部にまで伸張して偽
軸を形成する. 床板帯と泡沫帯の境界部には, 内
側壁が発達する. 不完全型床板はドーム状を呈し,
床板帯は内側床板帯と外側床板帯に区分すること
ができる. 小型球状の泡沫組織が密に発達し, 泡
沫帯の幅が床板帯に比べて広い. 床板帯と泡沫帯
の境界部には, 隔壁の断面が犬牙状に現れる. 本
種は隔壁の外壁側基部が肥厚する点やサンゴ体の
中央部に偽軸が発達する点, 内側壁が発達する点,
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床板帯がドーム状を呈す点, 泡沫帯の幅が広い点
で, ��������������層から産出した���������
(��, 1956) に最も類似していると考えられる.
しかし, 隔壁の外壁側先端部の肥厚が顕著である
点や, 主隔壁が短い点では���������とは異なっ
ており, �������������������������������
とした.
大型単体の ������������� ���(��.Ⅱ, ����
10) は, 花莢が広がった傘貝型, あるいは円錐型
を呈し, 個体サイズが大きい (最大30��). 大
隔壁と小隔壁からなる隔壁をもち, 大隔壁はサン
ゴ体中央に達してわずかに旋回する. また, 小隔
壁は泡沫組織に切られて不連続に発達する. 床板
は不完全型で, 泡沫組織が密に発達し, 床板帯と
泡沫帯で骨格要素に粗密がある.
日本から初めての産出報告となる�������������������������������������� (��.Ⅱ, ����1�, �) は単体で, サンゴ体中央で旋回して偽軸を

形成する大隔壁と, 短い小隔壁をもち, 床板は不
完全型で, 泡沫組織を欠くという特徴がある. 本
種は上位の���.2 からのみ多産した. コマ型あ
るいは円錐型を呈し, 個体サイズが大きく成熟個
体では最大で35��である. この時の隔壁総数は
80本に及ぶ. サンゴ体中央には, 大隔壁の旋回に
よって形成された偽軸が発達する. 主隔壁は周囲
の大隔壁に比べて短く, 主隔壁の内側先端部に主
隔壁溝が発達する. サンゴ体周縁部には, 隔壁間
にラミナ状に石灰質組織が沈着した肥厚帯が形成
される. 床板は不完全型で, 内側床板帯ではたわ
み, 外側床板帯ではほぼ水平あるいはややドーム
状を呈する. 本種はサンゴ体の外形や隔壁の旋回,
内側床板帯と外側床板帯で床板の形態が異なる点
等で, カザフスタン, バルハシ地域の���������か
ら報告されている��������������� (���������,
1960) に類似していると考えられる. しかし, 隔壁
の外壁側先端部が肥厚する点や, 外側床板のサイ
ズが小さく密である点で���������������とは
区別できる.
単体サンゴの��������������(��.Ⅱ,����4�,�) は, 大隔壁と小隔壁からなる隔壁が外周部に
とどまり, サンゴ体中央に床板のみからなる広い
空間が形成されている. 床板は完全型で, ほぼ水
平あるいは波打っている. 短い主隔壁の周囲で床
板は顕著に窪み, 明瞭な主隔壁溝が発達する. 本

種は上位の���.2 からのみ産出し, サンゴ体の
外形がコマ型を呈する.

国内から産出する

シルル紀四放サンゴ化石群との比較

祇園山層から新たに産出した四放サンゴ化石群
と, これまでに黒瀬川帯, 飛騨外縁帯, 南部北上
帯のシルル系から報告されている四放サンゴ化石
群との比較を行った (����4).
祇園山層と同様に黒瀬川帯に属する横倉山層群
の �2 層相当層からは, �����������, ����������, ����������������� , ����������������の４属が報告されている (���������,
1980). これらの４属のうち, �����������,����������, ���������������の３属が今回祇園山
層 �2 層からも産出した. また, ���������
(1980) は横倉山層群の �3 層相当層から���������, ������������, ������������の
３属を報告しており, その中の ���������と������������の２属は, ������(1961) によっ
て祇園山層�3 層からも報告されている. しかし,
これら３属は今回の調査で�2 層からも産出する
ことが明らかになった. このように, 祇園山層か
ら産出する四放サンゴ化石群と横倉山層群の�2
層相当層及び�3 層相当層から産出する四放サン
ゴ化石群は, 属の構成が非常に類似しているとい
える.
飛騨外縁帯の一重ヶ根地域に分布する石灰岩体
からは, ������������のみの産出が報告されて
いる (���������, 1980). この石灰岩体はシル
ル紀後期を示す三葉虫化石����������を含むこ
とから, ���������(1980) はこれを一重ヶ根層
の一部とみなしている. 従って, ����4 に示すよ
うに, 飛騨外縁帯のシルル系と祇園山層�2 層で
は, １属のみが共通していることになる. なお,
この一重ヶ根地域の石灰岩体に関しては, 栗原
(2004) 等によって斑れい岩中の捕獲岩であるこ
とが指摘されており, その層位学的原位置や周辺
の古生層との関係は不明である.
南部北上帯に関しては, 川村 (1983) が奥火の
土層から産出する床板サンゴの���������が黒瀬
川帯の�2 層から産出するそれらと共通性をもつ
ことを指摘している. また, ���������������
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������������が共通して産出することから, 奥
火の土層の一部を�2 層と対比している. 奥火の
土層の地質時代については, 桑野 (1976) の黒瀬
川帯でのコノドント化石による生層序学的検討結
果が引用され, ����������世初期ないし中期か
ら ����������世後期ないし �������世とされ
ている (���������, 1980；川村, 1983). 一方,���� (1990) は川内層から産出する �����������������������������が黒瀬川帯の�3 層から
も産出することから, これらを対比している. また,���������(1980) は川内層から産出した床板サ
ンゴ９属 (���������������, ���������������,���������, ���������, ������������, ����������,

�������, �������������, ����������) と四放サ
ンゴ８属 (���������,������������,��������������� , ������������ , ������������� ,�����������,������������,���������������)
がスウェーデンのゴトランド島からも産出するこ
とを指摘し, 川内層の時代が �������世から������世である可能性を示唆した.
これまでに川内層からは四放サンゴの �������������, ��������, �����������������, ����������������, �����������, ������������������������,����������,����������������������, �������������� �����, ������������, ����������������������, ���������������������, ��������������, �������������������, ���������������, �������������������,������������� ������, ��������������������������が記載図示されている (��������,

1940；�������������, 1977；���������,
1980). これらの四放サンゴ化石群と祇園山層�3
層から産出する四放サンゴ化石群 (������,
1961) を比較すると, ���������,�������������,������������の３属が共通しており, 今回これら
の３属全てが祇園山層�2 層からも産出した (����
4). また, 奥火の土層からは ������������,��������������, ���������������, �����������������の産出が報告されている (川村, 1983).
これら４属の四放サンゴは, 祇園山層�2 層から
も産出することが明らかになった (����4). この
中で, ���������と ������������の２属は祇
園山層の�3層からも産出する (������, 1961).
これらの結果から, 祇園山層�2 層から産出した
四放サンゴ化石群は, 奥火の土層から産出する化
石群と共通の要素が多い可能性がある. このこと
は, 祇園山層 �2 層と奥火の土層から産出する���������に共通性が見られる (川村, 1983) こ
とと調和的である.

四放サンゴ化石群に基づくG2層の国際対比

中国では筆石とコノドントに基づくシルル系の
生層序及び堆積環境の見直しが行われ, シルル紀
古地理の再検討が進められている (���������������, 2002；���������, 2003). 南部中国のシ
ルル系から産出する四放サンゴ化石群については,
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���������������(2002) が地域別の詳しい産
出リストを明らかにしており, ���������
(2004) がシルル紀前期に関する属レベルの産出
レンジを取りまとめている. 今回明らかになった
祇園山層 �2 層産四放サンゴ化石群を ��������������� (2002) の示した産出リストと属レベ
ルで比較した. その結果, �2層から産出した四放
サンゴ化石群のうち, ���������,������������,������������,���������������,�����������,�������������, �������������の７属が, 陝西
省南部から四川省北部にかけて広がる�������������������地域の礁性石灰岩からも共通して産
出することが明らかになった (����5). また, �3
層から産出する四放サンゴ化石群 (������,
1961) についても, この地域のものと������������������, �����������, �����������, ����������, ������������の５属が共通している
(����5). この礁性石灰岩の時代は, 筆石とコノ
ドント化石に基づき����������世���������期
中期から後期とされている (���������, 2003).
祇園山層から産出した四放サンゴ化石のうち���������������については, 南部中国西南に
位置する湖南省の ���������������地域から��������������� が産出し , �������������������地域からは産出しないとされている
(���������������, 2002；�. 111, ���. 77).
しかし, 同じ論文の中で ����������� ��������������は�������������������地域からの
み産出するとされている. この ����������������は�������(1974) によって四川省
北部の���������地域から���������������������������� ��������(��) として記載
図示された (�. 171, ��. 77, ����. 10, 11). こ
の種は, その後��(1978) によって同名のサン
ゴ化石として改めて記載されている (�. 110, ��.
56, ���. 7). それによるとサンゴ体の主及び側隔
壁部に三次隔壁が形成されるとしているが, 図示
された標本では四放サンゴの隔壁挿入様式に沿っ
て新しい一次及び二次隔壁が挿入されているだけ
で, 三次以上の高次隔壁は認められない. また,
1974年に同名で図示された標本 (�������,
1974���. 77, ���. 10) には, 明らかに三次以上
の高次隔壁が認められる. その後, ���������
(1986) は�����������属を再検討し,���������

������� ������������� ��������を ������������属に移行した. しかし, ��(1978) が���������地 域 か ら 報 告 し た ���������������� �������������は, 高次隔壁がないこ
とや隔壁数が湖南省から産出する ���������������� に 近 い こ と 等 か ら , ����������������に属するものと考えられる. 一方, ������� (1974) が示した ���������������は
高次隔壁が発達することから, �����������に属
名を変更すべきものであると考えられる. このよ
うに, 同じ ���������地域から得られた ��
(1978) の���������������と�������(1974)
の���������������は, 異物同名である可能性
が指摘できる. 従って, ���������������
(2002) による���������地域から産出したサ
ンゴ化石リストの中に, ���������������１種
を追加する必要があると考えられる. 以上の検討
結果を加味すると, 祇園山層�2 層と�������������������地域から産出する���������期中期
から後期の四放サンゴ化石群の間には,���������������を含めた８属が共通すると考
えられる (����5).
南部中国から産出する ���������期の四放サ

ンゴ化石群の中で, ���������������は����������������������筆石帯と ����������������
筆石帯だけに産出することから, ���������期中
期から後期の示準化石的な要素であると考えられ
ている (���������������, 2002；�. 116, ���.
78). 祇園山層から産出した ���������������
２種は, 甘粛省の ��������������層から報告
されている ��������� (��, 1956) と ���������� (��, 1962) にそれぞれ類似している.
最近, ���������(2003) は��������������
層に関して地質時代の再検討を行い, それまで�������世とされていたものを ���������期中
期から�������世最前期に修正している.
祇園山層�2 層から産出した四放サンゴ化石群

の産出レンジを ����6 に示す. この図は ����
(1981) と���������(2004) をもとに作成し
たものである. 祇園山層�2 層の四放サンゴ化石
群に含まれる ������������, ������������,�����������, ����������は, ����������世中
期に南部中国に初めて現れた属であり,���������������, �������������, ���������
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���, ���������������, �������������は南
部中国に出現し, ����������世後期を特徴づけ
る四放サンゴ化石として生層序学的に重要な属で
あると考えられている (���������, 2004). この
ように, 祇園山層�2 層から産出する����������������２種が, 甘粛省の��������������層

から産出する���������や����������に類
似すること, また�2 層から産出する四放サンゴ
化 石 群 が , �������������������地 域 の���������期中期から後期の地層から産出する四
放サンゴ化石群と多くの共通属を含んでいること
から, 祇園山層�2 層のサンゴ化石群の時代は,����������世後期である可能性が高い. このこ
とは, 桑野 (1976) による黒瀬川帯シルル系のコ
ノドント化石に基づく時代対比と調和的である.

祇園山層産四放サンゴ化石群の

古生物地理学的意義

日本のシルル紀サンゴ化石群は, 黒瀬川帯と南
部北上帯から共通して産出する���������������
や���������������が, オーストラリア東部及び
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南部中国のシルル系下部～中部に産出することか
ら, それらの地域との関連性が指摘されていた
(�������1961； ����, 1990). また, 南部北上
帯から産出する ��������������がオーストラ
リア, アジア, ウラル, ヨーロッパから産出し,
黒瀬川帯と南部北上帯から共通して産出する�������������がオーストラリア, カザフスタン,
カナダ極圏に産出することから, ����(1990)
はシルル紀当時に, 日本を含むこれらの地域が赤
道付近に位置していた可能性を示唆した.
祇園山層�2 層から産出が明らかになった四放

サンゴ化石の中で, ���������������はこれま
でに南部中国北縁部 (�����������������������������) の����������統上部や, カザフス
タンとアルタイ地域の������統から３種が報告
されている (���������, 1960；������������,
1965；������, 1966). また, ���������������
は南部中国の����������統上部や, カイダム地
域の ����������統上部から �������統最下部
の他, オーストラリア東部のニュー・サウス・ウェー

ルズに分布するシルル系下部 (����������������統) や, カナダ北部のエルズミーア島に分布
するシルル系上部 (�������統) から５種が報告さ
れている (��, 1956, 1962；�������, 1974；��, 1978；������, 1975�；������, 1976). シ
ルル紀中期の古地理図 (������������������,
1990；���������, 2003) に���������������
と ���������������が産出した地域をプロッ
トすると (����7), これらの２種が共通して産出
する地域は , 祇園山以外では �������������������地域だけである. また, これまでに
報告されている���������������の中で, 産出
時 代 が 古 い ����������世 を 示 す も の は�������������������地域に見られ, それよ
りも新しい������世を示すものはカザフスタン
やアルタイ地域に見られる. 更に, ����������������はオーストラリア東部や �������������������地域及び甘粛省から産出した種の方
が, カナダ北部から産出した種よりも古い時代を
示す. これらは ��������������� (2002) や
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���������(2003) が, 中国のシルル紀化石群
には南部中国に出現し, 時間の経過に伴ってシベ
リアへと移行したものが多いと指摘していること
の具体例の一つである可能性がある.
また, ��������� (2004) は南部中国から

産出する����������世の四放サンゴ化石群が,
シベリアやカザフスタンだけでなくオーストラリ
アから産出する化石群集とも類似性があることを
指摘している. 祇園山層�2 層から産出する四放
サンゴ化石群と, オーストラリア東部のニュー・
サウス・ウェールズから産出する����������世
の四放サンゴ化石群 (������, 1974�, �, �,
1975�,�, 1985) を属レベルで比較すると, ����������, ������������, ������������, ������������� , �������������, �����������,����������, ��������������� , ��������������の９属が共通する.
以上の結果から, 祇園山層�2 層から産出する
サンゴ化石群については, 今後少なくとも南部中
国北縁部やカイダム, アルタイ, カザフスタン,
オーストラリアから産出する四放サンゴ化石群に
注目し, より詳細な比較検討を進めていく必要性
がある.

ま と め

１. 宮崎県五ヶ瀬町祇園山層の�2 層からは, 少
なくとも12属17種の豊富な四放サンゴ化石群が
産出することが明らかになった. このうち����������������, ����������, �������������
の３属は, 日本のシルル系から初めて産出した.
２. 祇園山層�2 層から産出した四放サンゴ化石
群は, 同じ黒瀬川帯の横倉山層群及び南部北上
帯の奥火の土層から産出する化石群と強い類似
性が認められる.
３. 祇園山層�2 層から産出した12属の四放サン
ゴ化石群のうち, ８属が南部中国北縁部の�������������������地域から産出する����������世後期の四放サンゴ化石群と共通
している. このうち ���������������は,
中国では����������世後期の���������期中
期から後期を特徴付ける要素として重要視され
ており, �2層の時代は ����������世後期で
ある可能性が高い.

４. 祇園山層 �2 層の四放サンゴ化石群は,���������������や ���������������等を
含むことから, 以前から類似性が指摘されてい
る南部中国やオーストラリアだけでなく, カイ
ダム, アルタイ, カザフスタンから産出する化
石群との比較検討を進めることが必要である.
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磯崎行雄・丸山茂徳, ����, 日本におけるプレー
ト造山論の歴史と日本列島の新しい地体構造
区分. 地学雑誌, ���, (�), �������.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������(������) �������������������������������������������������������Ⅳ����(�)����������������������������������������������������������������������������������

��� �������� ������ �� ������������������������������������(���)��������.
川村信人, ����, 南部北上山地のシルル系奥火の
土層と先シルル紀花崗岩体. 地質雑, ��, ������.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�)������������

栗原敏之, ����, 飛騨外縁帯のシルル系・デボン
系放散虫層序. 地質雑, ����(��), �������.

桑野幸夫�����, 黒瀬川構造帯におけるシルル紀
コノドントの産出. 国立科学博専報���. �,�����.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������� ������������������������������������������������������������������ �����������������(������) ���� ��������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������, ����������������������������� ���������� ����� ����������������������������, ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������� ���

宮崎県五ヶ瀬町祇園山層から産出するシルル紀四放サンゴ化石群 (木戸・他) ― 25 ―



������������ ��������� �� ��� ����������� ������� ����� ������������������������������Ⅰ����������������������������������������������������������������� ��� ����� �������� �������� ����������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������(���)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(���)������������������������������������������������������ (���������������������) ������� ��������� ���������� �����������������������������������������������������(���)��������������������������������������������������� ����������� (��������������)���� �������������������������������������������������������� �������������������(�)�������������������������������������������������
(������). �������������������������������� ������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

大藤茂・佐々木みぎわ, ����, 古生代～中生代の�アジア大陸�と �日本列島�. 地質学論集,��, �������.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������
斎藤正次・神戸信和������宮崎県西臼杵郡三ヶ
所村・鞍岡村付近の地質�ゴトランド系・二
畳系ならびに白亜系の新しい分布�地調月報,�, (�), ���.������������������������������������������������������������������������������������,��������������������������������������������(��������������������������), ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�)������.����������������������� ���� ���������������������������������(�����)������������������������(���)������������������������������������������������������� ��������� (��������) ��������������������������������������������������������������������������������������� (������� �����) ������ �����������������������������������[���������]

田沢純一, ����, 飛騨外縁帯・南部北上帯・黒瀬
川帯の古生界：対比と造構史. 地質学論集,��, �����.

八尾昭, ����, 東アジアの中－古生代テクトニク
スからみた西南日本の地帯配列. 地団研専報,
(��), �������.����������������������������������������������� ����� ������� �����������������������������(�)����������������������������������������������������������������������������������(�)��������[���������]

梅田真樹������放散虫化石に基づく黒瀬川構造
帯の中部古生界と飛騨外縁帯・南部北上帯と
の比較�月刊地球, ��, (��), �������.

― 26 ―



梅田真樹������宮崎県祇園山地域の黒瀬川帯の
シルル系・デボン系放散虫生層序�日本地質
学会第���年学術大会演旨, �����.���������, ������������������������������������������������������������������� ��� ���������� �������� ��������������� ������ ����� ����� ��������������������������� ���������������������������������������������������� ������� ������� ������ ����������������������������������������������������������������������������������� ���������� �� ��������������������������������������������

[���������]
宮崎県五ヶ瀬町祇園山層から産出するシルル紀四放サンゴ化石群 (木戸・他) ― 27 ―
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