
第��卷第�期
����年 ��月

古 生 物 学 报
���� ��������������� ������

���
�

��
，
��

�

�

���
� ，
����

西太湖���钻孔钙质超微化石的发现及意义
’
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�中国科学院南京地质古生物研究所

，
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内 容 提 要

首次报道西太湖 ��� 钻孔钙质超微化石
，

这一发现为研究西太湖成因及演化增添了新的古

生物资料
。

钙质超微化石在西太湖的发现
，

证明大约 � ���年前的全新世早期
，

西太湖湖盆曾遭

受海侵
，

形成海湾环境
。

关锐词 全新世 钙质超微化石 海湾 西太湖

一
、

钙质超微化石特征

西太湖��� 钻孔位置见插图 �
。

钻孔深度 �����
，

岩性为浅灰
、

褐灰色粘土或粉砂质粘

土
，

孔深 ����� 处的 “ � 测年 �����士 ����
�

�
�

������等
，
�����

。

钙质超微化石取样间隔

����
。

初步研究结果表明
，

钻孔深度
‘

���� 至 ����� 层段含钙 尸��

一—一一一一一�门

质超微化石
，

而且仅见单一种类 ���勿����� ���
�����

。

化

石丰度较低
，

平均每个视域出现 �
�

�个标本 �化石标本保存

一般
，

���一���的标本未见中央桥构造
。

���勺��
�

��
�� �������� 自上新世末 ���

�
前�出现并延

续至今
，

主要分布于热带
，

亚热带及温带海洋
，

它属暖水型种

类
，

温度范围 ���一��℃ 。

二
、

古环境意义

一钙质超微生物是一种海洋浮游单细胞鞭毛藻类
，

海水的

一
温度

、

深度对生物组合及分布起着决定性作用
，

有些种类还 插图 � ��� 钻孔位置图

受到盐度
、

养分
、
�� 值的影响

。

在超微浮游生物死后埋葬过 ����、 ��� ，������ 一。 ������

程中
，
又受到复杂的水动力和沉积作用影响

。

因此
，

这类海
“ �’�� ���� ���

藻的化石不仅可以做为判断海相地层的依据
，

还能一定程度

上恢复当时的海洋环境
。

陈月秋������认为太湖地区的全新世海相生物埋葬群是长江涨潮流带入的异地埋葬产
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物
，

不能作为海相地层的依据
。

然而
，

从本次分析来看
，

笔者不能认同
，

因为 ��厚达 ����� 的

地层段中超微化石为连续分布
，

而非周期性或阶段性分布���在保存超微化石的层段中
，

同

时发现海相介形虫
、

有孔虫和硅藻化石���
���等

，
�����

，

而未发现任何淡水生物组合如陆

相介形虫或轮藻等化石 ���该层段的盐度分析为 。
�

��士�
�

�� 磷酸钙组分
，

属海水盐度�王子

玉等
，
�����

。

可见
，

西太湖湖盆在全新世早期确曾遭受海侵
。

����
������

，
�����研究西太平洋 日本海域表层沉积物中超微化石组合时发现 ���勺

�

���

���� ����爪�� 喜居于大陆边缘
、

内海等半封闭浅水海区
，

并在这些地区的超微化石组合

中占绝对优势
，

含量高达 ���以上
。

其中伊势海湾���� ����和三河海湾������
� ����的部

分沉积样品中���勿��
‘
���� �������� 是以单种组合形式出现的

，

他同时发现未见中央桥的

�
�

������’ �� 在单种组合中约占 ��一��写
。

这些特征均与西太湖的超微化石组合特征相似
。

由此推测
，

可能在全新世早期
，
即距今 � ���年左右

，

西太湖处于与当今 日本的伊势海湾和

三河海湾相似的沉积环境
。

对于太湖的成因及演变
，

一直受到中外学者的关注与讨论
。

孙顺才等������根据现代沉

积研究及考古发现认为太湖是由近期人类围垦
，

积水成湖 �也有人认为太湖是由内动力地质

作用形成的断陷湖
，

甚至有人认为太湖是陨石冲撞
“
砸

”
出的洼地

。

而比较传统的观点是认为

现代太湖是古漓湖海湾演化而来的
。

早在三十年代
，

丁文江和汪胡祯即已提出
，
长江三角洲

地区的湖群�太湖
、

淀山湖等�原先是一个与海相通的大海湾
，

由于扬子江和钱塘江的向东延

伸与反曲
，

致使这一部分海面成为内海
，

其两侧诸山水流注入
，

久之盐分消失而成淡水湖
。

陈

吉余根据地貌特征
、

沉积物特点和海湾生物证据进一步指出被长江南岸沙嘴和钱塘江北岸

沙嘴包围下的太湖地区
，
以最初的海湾形态逐渐形成了渴湖

，

最后从渴湖变为与海洋完全隔

离的湖泊
。

当前
，

在西太湖全新世早期地层中首次发现的钙质超微化石又一次为海湾渴湖说

提供了有力证据
。

’

值得指出
，

东太湖 ���孔岩芯样品未发现钙质超微化石
，

说明同一地质时期
，

东太湖没

有明显的海侵反映
。

这一结论与样品盐度分析结果基本一致
。

综上所述
，

全新世时期西太湖曾遭受海侵
，

一度形成海湾环境
。

但有关海侵的方向和规

模
，

以及海水撤退
，

湖区淡化发展至现在太湖面貌的演替过程
，

均需今后更全面深入研究
，

获

得更多的钙质超微化石资料加以论证
。
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