


地震予知連絡会10年のあゆみ





発刊によせて

このたび， I地震予知連絡会10年のあゆみ」が刊行されるはこびとなった。 地震予知連絡会は， 地

震予知に関する情報の交換とその総合判断を行うために， 昭和44年4月に発足したが， 長期予知の基

本が地殻変動であることもあって， 全国の測地測量を実施している国土地理院に事務局が置かれたの

である。

それから10年を経たわけで、あるが， その間， 主なできごとだけでも房総隆起， )111埼隆起， 東海地方

の観測強化 地域への格上げ， 伊豆隆起， 伊豆大島近海地震， 宮城県沖地震等があげられる。 これらの

できごとを通じて地震予知研究は進展し， 最近では大規模地震対策特別措置法が公布・施行され， そ

れに伴って 地震防災対策強化地域が指定されるなど， 地震予知の実用化は大きく進展しつつあるとい

うことヵ:で、きょう。

この時期において， 連絡会に関連する10年の歴史をふり返って反省のかてとすることは， 極めて有

意義なことと考えられる。 幸い， 荻原尊礼地震予知連絡会会長をはじめとして， 連絡会の委員の諸先

生方に執筆の労をとっていただくことができた。萩原会長は地震学の発展にその生涯を捧げられた方

であり， 戦後の地震予知研究計画に終始関与されてこられたので， 地震予知連絡会が発足するまでの

歴史的な経緯を担当していただいた。 その他の執筆者L実際に連絡会に所属してそれぞれのでき事

をじかに経験された方々ばかりであり， 生々しい記述， 説明が期待される。

東海地方が地震防災対策強化地域に指定された背景には， これまでの地震予知連絡会の活動があ

り， 連絡会の専門的判断が中央防災会議地域指定専門委員会の答申を経て， 総理大臣による指定につ

ながったともいえよう。今後もこのようなケースが生ずることも予想されるが， 地震予知の実用化へ

の進展のために， この10年史がいくらかでも役立てば幸いである。

昭和54年10月
国土地理院長

佐 々 木 オ 朗
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第 1 部

あ ゆ み





s 1 . 終戦直後の出来事

注1)
日 本が ま だ戦争に よ る 廃撞か ら立 ち上が ろ う と し て い た昭和21年12月 5 日 ， 中央気象 台長藤原咲平

と 地震課長鷺坂清信 は， 連合 軍総司令部 (GHQ) の 天然資源局 (Natural Resources Section， NRS) 

に 呼 ばれ， ["" 日 本 で は地震予知が可能 に な っ て い る の か」 と の 質問 を 受 けた。 そ の 頃中央気象 台 で は，

地震予報 と い う 名目で， 地電流観測所新設な どに大 き な 予算を要求 し よ う と し て い た。 い う ま で も な

く 当時 は 占領下で， 中央気象 台 は連合 軍第43気象隊 (The 43rd Weather Wing) の 厳 し い 管理下に

置かれ て お り ， こ の隊の許可がな く て は何 も 行え な い状態に あ っ た。 し か し， 地震予報 な ど と い っ た

耳新 し い事柄は気象隊の 人た ち に理解で き る はず も な く ， 地学関係 の 職員 の い る 天然資源局に意見を

求 め た ら し い が， こ の 局 に も こ ん な こ と を知 っ て い る 者 は い な か っ た 。 天然資源局 で藤原 台長 ら が ど

の よ う な 答弁を 行 っ たか詳 し い こ と は知 ら れ て い な い が ， その 後 の 成 り 行 き か ら 察す る と ， こ の と き

ア メ リ カ の 権威あ る 地震学者が来 日 し て 日 本 の 実情 を 調査 し， 助言を与 え て く れる よ う 希望を述べた

よ う で あ る 。 こ の こ と が あ っ て か ら 間 も な く ， 藤原台長 は一身上 の 都合 で辞任 し， 総務部長和達清夫

が 台長 の 職を継 い だ 。

こ の 年の12月 21 日 ， 南海大地震が起 っ た。 年が 明 け て 昭和22年 2 月 28 日 ， 東大地震研究所の 高橋竜

太郎， 岸上冬彦， 萩原尊礼の 3 教授が 中央気象台長室 に 呼ばれ， 連合軍の ム ー ア 中佐 (Clenn W. 

Moore， オ ー ス ト ラ リ ア 派遣〕か ら 「今村明恒が 前年12月 21 日 に起 っ た南海大地震を予報 し た と い う

が事実か」 と い う 質 問を受けた。 こ の 席に は， 和達台長の ほ か鷺坂地震課長， 広野王手蔵地震課員 が列

席 し て い た。 3 教授は揃 っ て ， 今村教授は将来南海地震が起 る 可能性を考え， それに備え て 種 々 の 観

測 を 実施す る こ と に 力 を入れ て い たが， そ の 起 る 日 時 ま で、を予報 し た わ け で、 は な い， と い う 意味の こ

と を答 え た 。

昭和22年 6 月 の は じ め， ア メ リ カ の カ リ フ ォル ニ ア 工科大学地震研究所の 地震学者グーテ ンベルグ

教授 (B . Gutenberg) が， GHQ の 招 き で来 日 し た 。 彼は中央気象 台 の 地震観測 の 実情を見た り ， 東

京大学の 地震研究所や理学部地球物理学教室の 教授た ち と 話 し あ っ た り し て 帰国 し たが， そ の 滞在 日

数 は き わ め て 短か か っ た。 彼が GHQに提 出 し た で あ ろ う 日 本 の 地震研究 の 実情に関 す る 報告書 の 内

容 はい ま だ に 明 ら か でな い が， 中央気象 台 に対 し て 厳 し い批判 を加 え た ら し い こ と は， 彼の 帰国後間

も な い 昭和22年 6 月 13 日 ， 第43気象隊司令部か ら 中央気 象 台長 に発せ ら れ た メ モラ ンダム に よ っ て 明

ら カミ と な る 。

こ の メ モラ ンダ ム は， [""地震観測計器の 開発」 と い う 表題 で次 の よ う に 書 か れ て あ っ た。

1 .  本覚書受領後48時間 以 内 に， 貴台は 地震研究所に対 し， 適時適切な 地震観測資料を通報す る こ

と を保証す る 必 要 な 処置を と る こ と 。

2. ま た， 最近の 地震観測計器の 進歩 と それ が 中央気象 台 の 観測 網へ の 採用価値に つ い て 結論を得

る よ う ， 貴台 は地震研究所 と 連絡を と る べ し 。 新 し い観測装置の テ ス ト 並び にそ の 実用 性の検討 に便

宜を与 え る よ う ， 中央気象 台 の 職員 お よ び地方観測所施設の 利用 を 地震研究所に提供す る も の と す

る 。

メ モ ラ ンダ ム と 一 口 に い う が， 当 時連合 軍の発す る それ は， 占領下の 行政を経験 し な い 者 に は想像

注1) 中央気象台ははじめ内務省に属したが， 明治28年文部省に移り， 昭和18年運輸通信省に移り， 終戦後昭和20年運輸
省の付属機関となり， 昭和31年7月気象庁と名称を改めて現在に至ってい る 。
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も で き な い絶対 と も い え る 威力 を 持 っ て い た 。

こ の メ モ ラ ンダムを 受 け と っ た和達台長以下中央気 象 台 の幹部 は大変 驚 き ， すぐさ ま 地震研究所 に

お も む い て ， 地震研究所お よ び東大理学部地球物理学教室 の 関係教授 ら と 善後策を協議 し た 。 そ の 結

果， 前記 メ モ ラ ン 夕、、 ム に 対 し次 の よ う な 内 容 の 回 答を送る こ と を 取 り 決 め た 。

1) 烈震 ま た は 被害を 想像 さ れ る 地震 の 勃発 し た場合 ま た こ れ に準ずる 地震 も し く は 遠 震 の場合

はp 中央気象 台 か ら 地震研究所長 ま た は そ の 代人 に電話に て 通報す る 。

2) 中央気象台か ら 地震観測速報を (東京 の も のを翌月 10 日 ま でに， 全国約10 カ 所の も の を翌 々 月

10 日 ま で に〉届け る 。

3) 地震観測整備委員会を設 け る 。 こ の 委員会に は地震研究所か ら 津屋弘達， 高橋竜太郎， 岸上冬

j雪， 荻原尊ネL， 東大地球物理学教室か ら 松沢武雄， 坪井忠二p 中央気象 台か ら和達清夫， 鷺坂清

信 が， ま た必 要 に よ り 他大学か ら も 参加 す る 。

こ の 取 り 決め の う ち， 1) と 2) の 資料通報 の 件 はすぐ さ ま 実行 に移 さ れたが， 3) は 国 内 的 に は 問

題 の あ る と こ ろ でp なかなか実行 さ れ な か っ た 。 つ ま り ， 大学が 中央気象 台 の 管理運営に参画す る こ

と にな る と も 考 え ら れ る か ら で あ る 。 そ の 後p 第43気象隊はそ の 履行 を 再三にわたっ て 迫 っ たがp 中

央気象 台 は引 き 延 し 策 を と り ， 翌年の 3 月 に な っ て ， 地震研究所の萩原教授を 中央気象 台 の 兼任技官

と す る こ と で表面を つ く ろ っ た 。 結局 こ の 事件 は こ れだ けで、終 っ た 。

中央気象 台 と 東京大学 の 間 に は， それ ま で、長年にわ た り 対抗意識が 内在 し て い た と いわれ て い る 。

グー テ ン ベ ル グは ア メ リ カ の 雑誌に， 日 本を訪れた と き の 印 象を書い た短文を載せて い る が， こ の 中

で 中央気象 台 と 東京大学は ラ イ バ ル だ と 言 っ て い る 。 外国人 の 日に も ， は っ き り そ の よ う に映 っ た ら

し い 。 し か し ， こ の 事件が 契機 と な っ て ， そ の 後 は 中央気象 台 と 東京大学 の 関係は 前 よ り も 親密にな

り ， 互に よ く 連絡 を と っ て 事を運ぶ よ う にな っ た。

こ れ よ り 少 し先 の 昭和22年 6 月 10 日 ， 和達台長 は第 43 気象隊フ ィ ー リ ー 中佐 (Lt. Co1. J. M. 

Feel巴y) 宛に書簡を 送 っ た。 こ の 書 簡は， やが て 日 本 の 地震学界に大 き な 波紋を投げか け る 。 そ の

内 容を 要約す る と ， 次 の よ う になる 。

「 日 本 は地震の脅威に さ ら さ れ て い る 。

こ の 度第43気象隊の 好意に よ り ア メ リ カ の 権威あ る 地震学者 (注: 前記グー テ ンベ ルグの こ と 〉 の

派遣が実現 し ， われわ れ の 地震観測施設を視察 し地震予報に対 し種 々 の 有益な指示 と 示唆を 与 え ら れ

た こ と を 感謝す る 。 こ れを機会に 連合軍の 力添 え で 日 本 国 民 の 財産を守る た め に 日 本政府がわれわれ

に適切な支持を 与える よ う 熱望す る 。 今 日 ま で の 研究 に よ れば， も し 有効な観測が行われ地殻 の 変動

や地電流変化に関 し て 時宜を得た徴侯を つ か め れ ば， 地震の 予知 は可能 で あ る と 信 じ る と こ ろ ま で来

て い る 。 観測 の 種類 と し て は，

1) 地殻変動 の観測 (検潮儀や水準測量 に よ る 上下変動 。 三角測量や 自 記器械に よ る 土地伸縮。 傾

斜計に よ る 土地傾斜 。〉

2) 地震波速度 の 観測 (正確な タ イ ム シ クゃナル を 使 っ た高感度 の 地震計で平常の 地震を観測す る 。〉

3) 大地震前 の 地電流e地磁気 の 異 常 な 変 化 の 観測

が あ る 。 さ し 当 っ て は， 1) 長野県松代に地震予知調査の た め の 中央地震観測所を設け る 。 2) 地震予
知を 目 的 と し た地方地震観測所を約10 カ 所設 け る 。 3) 海水面 の経年的 お よ び 急激な 変化を観測す る
た め約 7 カ 所に特殊設備の検潮所を設け る 。 連合軍の 好意 あ る 理解 に よ り 日 本政府が予算を支 出 し て
く れ る な ら ば， これ ら の 施設は 直 ち に実現で き る 。 で き る だ け早い機会に天気予報 と 同様に有効な 地
震予報 の 体 制を 確立 し た い 。」
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こ の 中央気象 台長の 書簡に対す る 回 答 は， 昭和22年 6 月 16 日 付の メ モ ラ ンダム と し て 第43気 象隊司

令音防ミ ら 手渡 さ れた。 こ れ も ま た 中央気象 台に と っ て 手 き び し い も の で あ っ た が， そ の 内 容 を要約す

る と 次 の よ う に な る 。

1) 第43気象隊は3 水準変化， 地電流変化， 地磁気変化， 重力， お よ び傾斜な ど と 地震 と の 関係が

十分研究 し つ く さ れた な ら 遠 い将来に お い て 地震 の 予報は可能 で あ る と 信 じ る 。 い う まで も な く ，

こ の よ う な 遠大 な 研究計画 は 日 本政府の 一機関 だ けで と う て い成 し と げ ら れ る も の で は な く ， い く つ

か の 機関 の 協力に よ っ て は じめ て 可能 に な る も の で あ る 。

2) 国民 の 生命財産を 守る 目 的か ら すれば， 大地震 の 起 る 5 日 以 内 に， 位置は50マイル程度 の 楕度

で予知すべ き も の と す る 。

3) 中央気象 台長 は直 ち に， 地震研究所， 東大地球物理学教室， 地理調査所， 水沢緯度観測所のほ

か， 学士院の 適 当 と 思われる 学者 と 連絡し こ の 件 に 関 し て の協力 が実際 に可能か ど う か を 討議すベ

し 。

こ の 指令に基づ い て ， 中央気象 台 が 世話役 と な り 「地震予知問題研究連絡委員会準備会」 が作 ら

れ， そ の 第 1 回会合が昭和22年6 月 24 日 中央気象台会議室で， ま た第 2回会合 が 7 月 10 日 学土院内 で

行われ たが3 坪井委員 の提案 で こ の 委員会を学術研究会議 内 の 一小委員会 と す る こ と に決 っ た 。

こ の 第 2 回会合 の と き か ら ， 学士院会員 の 今村 明 恒 も 出 席す る こ と に な っ たが， 伎は会に先立 っ て

次 の よ う な 挨拶を 行 っ た。

「 ご承知 の よ う に， 自 分 は地震の 予知 に は深い関心を持ち一生を そ の 仕事に捧げて き たが， 自 分 の

努 力 は報い ら れ る こ と はな か っ た 。 私の 息 の あ る う ちに， こ の よ う に公然 と 地震予知 と 銘 う っ た会に

出 席で き る こ と は夢に も 考 え て い な か っ た こ と で， こ ん な う れ し い こ と は な い 。 私は も はや棺桶に片

足を つ っ こ ん だ 人間 で何 も で き な いが， ど う か諸君は し っ か り や っ て く れ給え。」

今村 は， そ の 後半年を経な い う ち に病を得て ， 世を去 る 。

昭和22年 8 月 11 日 に聞かれ た第 3 回準備会の席では， 和達委員 か ら 本年度着手予定に な っ て い る 松

代中央地震観測所 と 地電流観測所設置に つ い て報告が あ り ， つ い で、萩原委員 か ら 大学側 の 原案 で あ る

地震予知計画 の 大綱が提出 さ れ， 1 ) 全 国水準測量毎 年 1 回 実施， 2)同 じ く 三角測量， 3) 検潮所の

完備 と こ れ に付随 し た地殻変動 の 固定観測 ( 1 県 1箇所 く ら い〉が あげ ら れ た 。 ( こ の 大学側 の 原案

は， 実際 に経費を見積 っ て み る と 当時 の 日 本 の経済力 か ら すれば天文学的数字に な る の で， 本委員会

の と き に は練 り な お さ れて 提主 さ れ る こ と に な る 。〉 こ れに対 し今村委員 は，水準測量を地震予知に適

合す る よ う な 地域に重点を置い て 施行す る よ う 希望を述べた。 な お， 本委員会では火 山噴火予知観測

計画 も 地震同様に と り 上げ る こ と が決 ま っ た。 こ の 準備委員会には， 第43気象隊の フィー リ ー 中佐，

オブラ イ エ ン 中尉 (Lt . 0' Brien) ，  GHQ 天然資源局 の ジ ョ セ フ岡 田 (Mitsuyo J oseph Okada) が

出 席 し た 。

こ の よ う な 経過を と っ て ， 昭和22年 8 月 29 日 「地震予知研究連絡委員会」 の 第1 回会合 が 中央気象

台会議室 で 聞 かれ る こ と に な っ た 。 こ の 会合に先立 っ て 委員 た ち は， それぞれ予知計画 の 作成に熱中

し て い た 。 そ の 頃 の 感触では， 地震予知 に 相 当額の 研究費 を獲得で き る 見込 み が あ った の であ る 。 地

震研究所では 同所を代表す る 委員 を選挙で決め る と い う 熱の入れ よ う で， 測量， 検潮 に 関 す る 震研提注2)
案 の 研究計画を作 り あげた。 震研委員 は千葉 県検見川に あ っ た地理調査所 と 密接な連絡 を と り な が ら

注 2) 日本の測量事業の 担当官署は陸軍省参謀本部陵地測量部であ ったが， 終戦を迎え昭和20年9月内務省に移管されて
内務省地理調査所となり， 昭和23年1月内務省建設院地理調査所となり， 建設省設置に伴い昭和23年7月建設省地理
調査所となったが， 昭和35年7月名称を改め建設省国土地理院となり現在に至って い る 。
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案 を棟 り ， 具体的 な 経費見積 り を地理調査所に依頼 し た。 当 時 の 地理調査所長は 武藤勝彦で あ り ， 奥

田豊三， 山口生知 な ど が計画作成に参加 し た 。 山口は元海軍大学の 物理学教授であ っ たが 追 放 を 受

け， 臨時職員 の 形で地理調査所に勤め て い た。

地震研究所で は震研提 出 の計画案を 作 る に先立つて ， 各所員 か ら それ ぞれ の 案 を 提 出 す る よ う に求

め て 参考 と し た 。 こ の 中 に は委員会 に提 出 さ れずに終 っ た案 で， 今 日 か ら 見 る と 興味深 い も の も 多

い 。 高橋所員 は地下水 の量， 質 の 平素 の 調査を， 萩原所員 は 自 噴井戸 の 湧出 量 の 常時測定， 白 井俊明

所員 は地下水， 温泉水 の 量 ， 温度， 含有物 ( ガス ， 塩類， 放射性物質 な ど〉の 定時測定を提案 し て い

る 。 ま た， 坪井所員 と 表所員 は， 数万~数十万倍の 地震計に よ る 常時観測 を 行 し、 微小地震 と 地震発

生 と の 関係を調べ る こ と を提案 し て い る 。

第 1 回 委員会が聞かれる 前 々 日 ， 萩原 は準備委員会の幹事 と し て GHQ天然資源局 に行 き ， ジ ョ セ

フ 岡 田 と 会の 進め方につ き 相談 し た結果， 今回 は 日 本の 委員 だ け で聞 き ， そ の 結果を ジ ョ セ フ 岡 田が

GHQ vこ報告す る と い う こ と に な っ た 。 こ の 委員会の顔ぶれ は， 次 の と お り であ る 。

中央気 象 台

和達清夫， 井上宇胤， 鷺坂清信

東大地震研究所

津屋弘遼， 高橋竜太郎， 萩原尊 礼

東大地球物理学教室

坪井忠二， 永田 武

東大東京天文台

辻光之助

京大地球物理学教室

長 谷川万吉， 佐 々 憲三

東北大地球物理学教室

中村左衛門太郎， 加藤愛雄

緯度観測所

池田徹郎， 須川力

地理調査所

武藤勝彦， 奥田豊三

水路部

須田暁次， 佐野重雄 ( 後 に 田 山利三郎〉

特 に必要 と 認め ら れ る 者

今村明 恒p 宮 部直己， 大塚弥之助

さ て ， 第 1 田委員会 は午前 9 時か ら 聞かれたが， 最初 に GHQ経済科学局 ( Economic and Scien吋

tific Section， ESS) の へン シ ョ ウ 博土 (Dr. Henshaw) が一言挨拶を述べた。 こ の 委員会が学術研

究会議 (会長亀山直人〕に属 し た関係か ら ， こ の 時 以 後 は経済科学局 の 管轄下に入っ た の で あ る 。 こ

のへン シ ョ ウ な る 人物 は， ア メ リ カ 本国 で ど の よ う な 業績の あ っ た人か分 ら な い が， 当 時 は GHQ経

済科学局 の 局員 と し て 占領下 日 本 の 学術お よ び科学技術行政を一手に に ぎ っ て い た。

ま ず選挙に よ っ て p こ の 委員 会 の 委員長は和達， 幹事は広野 と 萩原 と 決 ま っ た 。 会 は長びい て 夜の

8 時 ま で続 け ら れたが， 未決定の 事項が多か っ た。 各機関か ら 提出 さ わし た研究事項の ど れ を 最 も 重要

と 認 め る かにつ い て 激論を たたかわ し た わ け で あ る が， 結局 は大学側 の 強 い 意見 が通 っ て ， だ し 、 た い
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次の よ う に ま と ま っ た 。

1)  現在 の と こ ろ 地形変動 は地震予知 に対 し， 極め て重要な も の と 認め ら れ る か ら ， 速 か に 実 施 さ

れ る こ と を 希望す る 。

検潮所の 完備。

菱形基線の 新設 お よ び定時測量。

異常地域の 水準測量。

地形変動 の 連続観測， 同 じ く 応急観測。

特別地域の 水準並び に 三角測量。

2) 地磁気変 化 の 測定 は地震予知に対 し 有力 と 思われ る か ら ， 次 の こ と が試験的 に実施 さ れ る こ と

を 希望す る 。

地磁気 の 固定 ま た は移動測定。

3) 次 の よ う な 研究が本委員会に提 出 さ れたが， 地震予知に対 し 大 い に研究す る 必要が あ る も の と

認め ら れ る 。

土地 の 徴振動 と 地震発生 と の 関係。

(筆者注:ここに い う 徴振動 と は傾斜計 な どに現われ る 土地の微小変動のこと である 。〉

地殻内 の 電気的現象 と 地震 と の 関係 。

4) 現在の と こ ろ 火 山噴火 の 予知 は火 山観測所 の 活用 の ほ か に 次 の よ う な 方法 に よ っ て 実施す る こ

と が適 当 と 認め る 。

活 休火 山 の 監視 。

異常徴候の あ る と き の 応急処置。

5) 検潮， 測量そ の 他 の 観測結果は中央部 (適 当 な 機関 に設け る 〉 に刻 々 に収集， 整理を行 し 、， 異

常 を 認 め た場合 は関係各機関 に通報 し応急措置を 取 ら せ る 。

こ れ ら の 細 目 (所要経費を 含 む〉 に つ い て は別表に記載 さ れ て い る 。 (資料No. 3参照〉

こ の計画案 は ジ ョ セ フ 岡 田 に よ っ て に GHQに報告 さ れ た が， 意外に経費 の 多 い の に驚いた ら し い 。

特に地理調査所や水路部 の よ う に連合 軍の 実戦部隊の 住事に追われてい る 機関 に研究的 な こ と をや ら

せ る こ と は で き な いp と い う 考 え が武官 た ち に強か っ た。 GHQ経済科学局や天然資源局 の文官た ち

は， 計画を多少縮小 し て も 実現 さ せ た い と し、 う 気持ちを持っ て い た よ う で あ る が， 武官連 の 意見 に は

勝て な か っ た 。

9 月 3 日 ， こ の 問題を討議す る 会が GHQ 天然資源局主催で、聞かれた 。 場所は 三菱商事ビ、ノレ内 の

GHQ の 一 室 で あ っ た 。 出 席者 は ジ ョ セ フ 岡田 (天然資源局)， ヘ ン シ ョ ウ 博士 (経済科学局)， ア バ

デ ィー ン博士 (Miss Aberdeen) (土木局， Office of Civil Engineering， OCE) ， シ ー ウ ェ イ ド大尉

(Capt. Seawaid) (水路部， Branch of U.S. Hydro. Bu.) ， オブラ イ エ ン少佐 (Lt. O'Brien) (第

43気象隊〉であ っ た 。 日 本側 は萩原， 広野両委員会幹事がすフ 、ザ ー バ ー と して同席を許 さ わし たが， も

ち ろ ん 発 言権は な い 。 こ の 会合 は形式的 な も の で， はじめ か ら 結論 は で き て い た ら し く ， 短い時間 で

終 り ， 日 本 の 両 名 に次 の こ と が申 し渡 さ れた。

「現在の 日 本 の 科学研究費 の総額はわずか 1 億 5 千万円 で あ る か ら ， 委員会が こ の よ う な計画 (予

算総額約 2 千万円〉を出 し で も 通 ら な い 。 日 本 の 学術新体制 が で き る ま で， 当面 は既存の 施設， 人員

を利用 し て Centralization (観測資料の 収集解析〉に重 き を 置 く べ き と 考 え る 。 こ の た め の 中央機関

の 設置 の 予算は， 委員会 と し て請求す る こ と が許 さ れ る か も 知れ な し 、 。 ただ し， 地理調査所 と 水路部

は 目 下非常に忙 し い し ， 測量器械 も な し 、か ら ， こ の よ う な大じか け な 事業はやれ な いが， は っ き り し
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た異変が分 り 緊急調査を要す る 場合に は現在 の 施設 と 人員 で援助す る こ と が許 さ れ る で あ ろ う 。 GHQ

は近 日 ， 委員会 の 性格 な ど に関 し メ モラ ンダム を 送付す る こ と に な ろ う が， 委員会 の 主た る 目 的 は

coordination と な るで あ ろ う 。」

結局， 泰山鳴動 し て 胤一匹 と い う こ と わ ざ の と お り ， 大い に意気 ご ん で結成 さ れた地震予知研究連

絡委員会 は， 連合軍 の 武 官連 中 の 横や り に よ っ て 文字 ど お り の 「連絡会」 に な り 果て て し ま っ た。 こ

の 委員 会 の 第 2 回 会合は昭和22年 9 月 29 日 に聞 かれ た が， 中央部設置だ け は認 め て も ら え そ う だ か

ら ア さ し 当 っ て は現状 の ま ま で検潮ご傾斜， 地震， 地磁気， 地電流 な ど観測資料 の 収集交換だ けを 行

っ て ゆ こ う と い う こ と に な っ た 。

こ の 資料 の 交換 は， そ の 後 し ば ら く 続 け ら れ た。 そ の 後， 学術研究会議が廃止 さ れ， 昭和24年 日 本

学術会議が設立 さ れた と き ， こ の 委員会 はそ の 中 の 地球物理学研究連絡委員 会 の 一分科会 に な っ た

が， 間 も な く 地震分科会 の 下 の 小委員 会 に な り 下が り ， い っ と はな し に消滅す る 。 し か し， そ れ ま で

に， い く つか の 大地震来襲説が社会不安を起す と し 、 う 事件 が あ っ て ， そ の 度 に こ の 委員会が予期 せ ぬ

火 消 し役を 演 じ る こ と に な る 。

委員会 は学術研究会議が廃止にな る ま で時 々 会合を 聞 い た が， 予算を与 え ら れなし 、 か ら 事業的な こ

と は で き ず， 勉強会の よ う な 形にな っ て し ま っ た 。 毎 回 二， 三 の 講師を 選 ん で講演会を 持 っ た が， 講

師 と し て は委員外 の 人 も 招 い た。 こ れ ら の 講演 の 中 に は， 今 日 か ら 見 て 興味あ る も の も 多 い。 第 6 回

の 委員会 (昭和23年 4 月 15 日 〉 で、 は， 東京高師教授花井重次 の 「活断層 に つ い て 」 と 題す る 講演が あ

っ たが， 終 っ て 大壕弥之助委員 な ど に よ り 活断層 と い う 術語の 妥当性に つ い て 活 発な討論が行われ て

い る 。 第 9 回 の 委員会 (昭和23年10月 20 日 〕 で は， 高橋竜太郎委員 は 「検潮儀記録処理法J と 題す る

講演を行 い， 相隣 る 検潮所の記録が よ く 似て い る の で， 隣 同士の差を と る と 激 し い凸凹が ほ と ん ど な

く な り ， 地面 の 相対運動が よ く で る こ と を実例を あ げて 示 し て い る 。

(萩原 尊 礼〉

S 2. 地 震説による社会の困惑

前記地震予知研究連絡委員会が発足 し て 間 も な く ， 関東地震説 と 関西地震説の 二つが持 ち あ が っ

た 。 昭和22年12月 10 日 の 読売新聞 は， 1""近 く 関東に 大地震が あ る か も 知れぬ と い う 内務省地理調査所

嘱託山口博士 の 関東地震説が伝え ら れ て か ら ， そ の 後東北大加藤愛雄博士が そ れ を裏づ け， こ れに 呼

応 し て 関西 で は京大佐 々 憲三博士が近畿地方 の 大地震説を と な え る な ど， こ の と こ ろ 全 国的 に 活発化

し た地殻変動現象 を めぐ っ て 大地震動発説が流布 さ れ， 終戦後 の 人心不安を さ ら に増大 さ せ て い る

が， 果 し て 近 く 大地震が起 る かど う か? “ そ う あ わ て る に はお よ ばぬ" と 権威筋で は腰を 落 ち つ け

て い る も の の ， ただ街 の 流 言 と か たづけ る わ け に は い か な い の で， 東大地震研究所， 中央気象 台 な ど

で も 観測に慎重を期 し て い る 。」 と い う 前置 き で 関東地震説 と 関西地震説 の 二つにつ い て 詳 し く 報道

し て い る 。

三浦半島先端に あ る 油査の検潮儀がそ の 年 の 4 月 ご ろ か ら 平均水位が30セ ン チ低下， それだ け付近

の 地盤が隆起 し た と い う 山口の談話が大地震の 前ぶれ と し て 伝 え ら れ た と こ ろ へ， 加藤が房総半島布

良 に お け る 逆の 沈降現象 か ら 東京湾 は傾斜 し つ つ あ る と 発表 し， 関東地震説を裏づ け た の で あ る 。

関西地震説 は， 佐 々 が12月 5 日 京都府警察部長を訪れ， 1""逢坂山 に 地震予知網のーっ と し て 設 け た

傾斜計， 伸縮計 の 変化が異常な ピ ッ チ を あ げて お り ， 要注意 の 時期 に入っ た。 防 災 の 立場か ら 万全 の
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措置を と ら れ た い 。」 と 警告 し， 地震対策委員会を 早急に聞 く よ う要望 し た こ と を 読売新 聞 が ス グ ー

プ し た こ と か ら は じ ま っ た 。

関東地震説 の 方 は， 山口が「 自 分 は地震が 起 る と 言 っ た わ け で、 は な い の に， 新聞 が騒い だ の だ。」

と 取 り 合わ な か っ た の で、学者 の 聞 で、 は あ ま り 問題 に な ら な か っ た。 し か し ， 関 西地震説の場合 は， そ

う 簡単 に は片 づか な い で、地震予知研究連絡委員会で取 り あ げ な いわ け に は ゆ か な く な っ た 。

昭和22 年12 月 19 日 に聞かれ た第 4 団地震予知研究連絡委員 会 で は， 佐 々 委員の 関西地震説を大 い に

討議す る こ と に な っ て い たが， 当 の 佐 々 委員 は現れ な か っ た 。 やむ な く 佐 々 委員欠席 の ま ま ， 学者が

こ う い う 説を社会 に発表 し警告す る こ と が妥当 で あ る か ど う か の 問題 につ い て 議論が行われた。 こ れ

を妥当 でな い と す る 委員 の 数 は多か っ たが， 中村左衛門太郎， 加藤愛雄 の 両委員 か ら 大いにすべ き だ

と い う 強硬論が 出 たた め ， 議論が沸騰 し て 結論が な か な か得 ら れ な か っ た。 和達委員長は， 今後個人

的 に地震予知 あ る い は警告を発表す る 時 に は委員会に連絡す る こ と を提案 し たが， こ れ も 賛否を 決め

ら れ な か っ た。 加藤委員は， 委員会を あ げ て 京都 の 観測 を 応援す る こ と を 提 案 し た が， 現在 の 学 聞 の

段階 で は た と え数年か か っ て何かが観測 さ れた と し て も 地震予知 はで き な い， と の 理 由 で 否 決 さ れ

た。 そ こ で委員長は， 地震予知 の 白書 の よ う な も の を 出 し て 予知 問 題 の 現状を一般社会に知 ら せ て は

と 提案 し たが， 新 聞 を よ ろ こ ばせ人心 の動揺を さ ら に 招 く だ け で あ る と い う 理 由 で， こ れ も 否決 さ れ

た。

年が 明 けて 昭和2 3年 1 月22 日 ， 第 5 田地震予知研究連絡委員会が学術研究会議会議室で聞かれた。

問題 の 佐 々 委員 が 出 席 す る と い う の で報道陣が大ぜ い会場に詰め か け た 。 会 は決議に入る ま で公開 の

ま ま 行われた。 翌 日 の 読売新 聞 は， rま ず佐 々 博士が闘志満 々 の う ち に も 冷やか な 会場の 空気を感 じ

て か緊張 し た面 も ち で壇上に立 ち， 問題 の 佐 々 学説 の 全 ぼ う を 発表 し た後討論に入っ た。」 と い う 書

き 出 し で， ほ ぽ一ペー ジ 大 の 記事を載せ て い る が， 実際 に は佐 々 委員 は強硬論を述べたわ け でな く ，

委員 の 質 問 に対 し て も 弁解的 な 答弁を し た の で， あ っ き り か た が つ い た 。 佐 々 委員 は 旧逢坂山 ト ン ネ

ル 内 の 伸縮計観測 (観測開始後2 カ 月 〉の 異常， 徴動計観測 の 異常， 三重県上野市の井戸水 の異常な

どの現象が あ り ， 京阪地方に大地震 の 起 る 可能性が あ る こ と を 指摘 した。 警告は地震が起 る 可能性が

大 き い こ と だ けを 言 っ た の で あ っ て ， 大地震来襲 の 予報を し た の で はな い と 言 明 した。 こ の と き 佐 々

委員 が答弁の 中 で 「新聞 の 報道が大げ さ す ぎた」 と 述べた こ と か ら ， 後 の 記者会見 の 席で記者連中 が

こ の 言葉を激 し く 追及す る と い う 場面 が あ っ たが， 佐 々 は黙 し て 答え なか っ た 。

こ れ に続い て ， GHQ に 提出す る 予知問題に関す る 委員会 の 意見書 の 案 の 討議に入っ た。 こ の 案

は， 地震予知 の 現状 と 可能性につ い て 今 日 か ら 見 て き わ め て 常識的 な こ と を 述べて い る も の で あ っ た

が， 中村委員 は， 予知問題に対 し消極的 で あ る ， 個人の 研究を圧迫す る ， 発 言 の 自 由 を 拘束す る と 強

い反対を し た 。 こ れに対 し坪井委員 は， 予知発表 は科学的 に厳密な も の で な く て はな ら な い と 主 張

し， つ い に意見を ま と め る こ と が で き な か っ た。 こ の 意見書案は， 結局 GHQに も 提 出 さ れず， ま た

一般に も 公表 さ れず に終 っ た， いわば幻の意見書 で あ る が， 地震予知 に時， 場所， 地震の 大 き さ の 三

要素の あ る こ と を は っ き り 示すな ど， 当 時 の 学 者 の 地震予知 に対す る 理念 が か な り ま と ま っ て き た こ

と を示 してい る 。 こ の 点 で興味が あ り ， ま た こ の 時か ら 十数年後 に現われる 地 震 予 知 研 究 の 計 画 書

(\，、わ ゆ る ブル ー プ リ ン ト 〉に影響を 与え て い る と も 考 え ら れ る の で， こ こ にそ の 全文を掲げる こ と

に し た 。
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地震予知につい て

特に最近における大地震襲来

説に対する意見書

一 緒 言
地震予知研究連絡委員会

我が国には古来大地震が し ば し ば起 り ， 大 き な災害を与え て来た。 近年は大正十二年 (一九二三年〉 の 関
東大地震， 昭和二年 (一九二七年〉 の北丹後地震， 昭和八年 (一九三三年〉 の三陸沖大津波地震を は じめ，
そ の 間に多 く の 破壊的地震が起 り ， 殊に最近には昭和十九年 (一九四四年〉 の東南海大地震， 同二十年 〔一
九四五年〉 の三河地震， 同二十一年 (一九四六年〉 の 南海道大地震 と 続けて起っ て い る 。 この 為に一般にお
い て も 地震に対する 関心が強し一方流言ヒ語が多 く 流布 さ れ人心の不安を来 しつつある 現状は甚々だ遺憾
に思われ る 。 これは根本にお い て ， 地震予知 と い う も の が， 現在の 科学で可能な る も の か， ま たは， ど の 位
の信頼度がある かを一般がは っ き り 認識 し て い な い所にある が， 一つには今ま で地震学者が時に不用意の言
動を な した こ と に も 一半 の責がある と 思 う 。 本委員会は地震予知に関係ある 各機関の代表者及び地震学者等
を委員 と し て本問題の研究 の 連絡をはか り ， 地震予知研究の成果が一 日 も 早 く 実際に役立つ も の と な る よ う
に努力 し て い る の である が現時の状勢に鑑み， ここに大地震予知或は警告に関する 意見書を 出 し て 一般の参
考に供 し たい と 思 う 。
二， 地震予知の方法

1 . 地震活動の調査に依る 方法
地震， 特に大地震の起る場所は広 く 世界に見て も ， ま た 日 本附近の みを見て も ， 地震帯 と 名付け る 大体

限 られた地域に起 っ て い る 。 又時間的に み る と ，不規則ではある が，週期的に起 っ て い る と も 見 ら れ る 。 最
近の 東南海並びに南海道大地震は， それぞれ安政年聞の東海道， 南海道大地震 と 非常に似た地域に起 っ て
い る 。 更にそ の 昔の 宝永の大地震 も 殆ん ど 同 じ地域に起 っ た も の と 察せ ら れ る 。 大正十二年 (一九二三
年〉 の 関東大地震な ど も ， 元禄の大地震 と 同 じ地域の も の である 。 か よ う に破壊的大地震は， 略々同じ場
所に， 同 じ形式で繰返 さ れ る こ と が多い。 この時間的間隔は， 百年 と か二百年 と かい う も の であ っ て， 断
言する こ と は容易に 出来ないが， 破壊的地震の震央付近， すなわち断層， 隆起， 陥没の様な大地変の あ っ
た場所には， まず百年位は大地震が起 ら ない よ う に見え る 。 し か しこの大地震の震央域に隣接 し て い る 地
域にはそれに続い て十数年以内破壊的地震が起り易い傾向がある 。 例え ば関東地震後 に 起 っ た 北伊豆地
震， 新島地震及び北埼玉地震等がこれであ る 。 以上の 様な過去の 地震の 須勢 も 予知の参考資料には な る で
あろ う 。 ま た個々の大地震につい て見 る に北伊豆烈震の様に多数の前震を伴 う も の も あ り ， ま た関東大地
震の様にあま り 前震 ら し き も の が認め ら れ な い も の も あ る が， 前者の場合等は前震の活動に よ っ て 本震の
起 る こ と をー応警戒 し 得 る と も 云え よ う 。 ま た大地震の前兆 と し て の地殻変動に伴 う 土地の微動を生ず る
場合が考え ら れ る 。 これ ら の こ と は地震計観測に依っ て知 る こ と が 出来地震予知の参考資料 と は な り 得ょ
う が， 総てこれ ら は地震予知の決定的材料である と は決 し て い え ない。
2 地殻変動の観測に よ る 方法

土地の変動は極め て徐々に行われ る も の と ， 大地震に際 し て 急激に行われ る も の と があ る 。 こ の 徐々に
行われ る 変動と地震の 際 の 急激な変動 と は， われわれの経験か ら は何 らかある 関係を持 っ て い る よ う に忠
われ る 。 例えば， 房総半島， 三浦半島， 潮岬付近， 室戸ili甲等にお け る 土地 の 徐動は， 常に突端の方が沈降
す る 向 き であるが， 大地震直後にはこれ と 反対にー~二米の隆起の起 る こ と を発見する のが例である 。 此
の 徐動は水準測量及び検潮儀に よ る 潮位の観測に依 っ て 明 らかに さ れ る 。 又内陵地域で も ， 大地震には常
に大変動が伴う も の である か ら， その前兆 と し て の地殻の 特別な変動が起っ て然る べき も の と 考え ら れ，
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水準測量:は も ちろ ん， 三角測量， 傾斜計， 伸縮計等に よ る観測に よ っ て之を知るこ と ができる。
昨年行われた， 山口博士に よ る 関東地方の 大地震に対する注意は， 三浦半島の油査の験潮記録に現われ

た海面の異常低下に基づいた も のであるが， こ れだ け の 資料を以て し て大地震勃発 の 予知を す る こ とは，

現在の地震学の 常識では科学的根拠不充分と云わざる を得な い。以下述べ る 反対論 も ， 科学的に云 って決
し て 前者に勝 る とは断言出来な い が， 参考 ま でに述べるとすれば， こ の地は関東大地震の 時に大地殻変動
があ っ た の で， か よ う な地は経験的事実に よ る と近 い将来に大地震が起 る とは考え難 く ， し か も 昨年三月
か ら の急激な潮位の変化は関東地震の起 る 前の変化とは反対の向 き であ る 。一方関東並びに東海， 南海の
大地震は古来相関連 し て起 っ て い る よ う に見 え る か ら， 今度の潮位変化は最近数年間に起 っ た東海， 南海
の 大地震の 影響と考え られな い こ と も な い。

な お， 最近京都大学佐々 教授が， 京阪神地方の 大地震襲来 につ い て 同地方の地震対策委員会に警告を与
え た こ とは， 諸新聞に報道 さ れ非常に世に喧伝 さ れ る に至 っ た が， こ れは逢坂山ト ンネノレ内の伸縮計に現
われた異常を基礎に し て 行われた も の であ る 。同教授は最近 の 土地の伸縮が非常に大 き い こ とを以て， 大
地震勃発の前兆と考え ら れたが， 開始後わずか二 カ 月 の観測結果か ら は， たとえ そ の値が大きいに し て
も ， な お検討すべき余地が多 く ， 前述の 結論を下すに は尚早と考えざる を得な い。ただ し歴史的に見て，
近畿地方は安政の大地震の際は同年並びにそ の前約四十年に破壊的大地震が起 っ て い る し， 又宝永の大地
震の前約四十年に も 破壊的大地震が起 っ て い る 事実があ り ， 一方安政以来今 日 迄， 百年 も 同地方に破壊的
地震がな い折であ る か ら， 大地震はな いと云 う こ と も ， もちろ ん云い得な い が， こ こ 数年間 に必ず起る な
どとい う こ とは， 科学的断言ができ る も のとは思え な い。
3. 電 磁 法

土地に変動があればそれに附ー随 し て地電流を生 じ， 或は地磁気の変化 があ る こ とは期待 さ れ る 。大地震
の 前徴と し て の地電流， 或は地磁気 の 特異な変動に よ り 地震予知 の 資料を得んとす る 研究 は， 目下盛んに
行われて い る が， こ の方法 も 今 の と こ ろ 地震予知の実際に は遠 く 研究の道程に あ る も のと言え る 。
4 . 其 他

地震波の速度 の 変化を はか る とか， その他種々 の方法が目下研究 さ れて い る が省略す る 。

三， 地震予知に関する施設の現状

地震活動を知 る に は地震計に よ る 精密な る 観測が大切であ り ， こ れに対 し， 現在活動 し て い る 主 な る 観測
網を挙げれば， 気象台系統は全国 に約五O箇所， 地震研究所は関東地方に八箇所， 京都大学は関西に七箇所
の 観測所が あ る 。 し か し こ れ ら の現在の設備 は， 直接予知問題に寄与す る 所が少な い。此の 問題に対し従来
あ る 施設で， 有力な組織は検潮儀網で， 気象台関係に約二十六笛所， 水路部に二箇所， 地理調査所に四箇所
の検潮観測所があ る が現在の状態では精度が極め て低下 し て い る ので， 目下此の目的にそ っ て再整備 されつ
つあ る 。 こ れに比し直接地殻変動を観測す る 傾斜計， 伸縮計等の 定地観測は， そ の数が極め て少な く 前者は
地震研究所五箇所， 京大地球物理学教室九箇所， 後者は地震研究所一箇所， 京大一箇所であ る 。

そ の 他地電流観測所は， 気象台関係で五箇所あ る が， 観測開始後 日 が浅い。 こ れ ら 定地観測の 他に， 各機

関に て時々 野外観測が行われて き た が， そ の う ちで地理調査所の水準測量及び東北大学の地磁気・伏角の野
外観測が主要な も の であ る 。

検潮儀網 はすでに確立し て い る 状態であ る が， そ の観測結果が地震予知資料と し て利用 さ れ る の に は， か
な り の時 日 がかか り ， 精度に も 限 り があ る 。直接に此の目的に適す る も のは， 傾斜計と伸縮計の観測であ る
が， 今後 こ れ ら の観測網の充実が希 ま れて い る 。

四， 地震予知の可能性

地震予知には何時， 何処に， どの位の大き さ に， とい う 三要素があ る 。 こ の精確度が間関であ る が， 時間

的 に は数 日 乃至十数 日 以内， 場所的に は五O乃至百粁以内， こ れに地震の大き さ を お よ そ推測 し て地震予知
を なすのでなければ， 実用上充分有効な も のとは言い難い。 し か し て こ の種の地震予知 は現在の科学では当

分不可能であ る 。 し か し も っ と精度の 低い大地震の予知につ い て は， 或程度見込みがあ る と考え ら れ る 。す

なわちそれ は こ の 方面に近い う ちに 〔一年位 ま で〉 大地震が あ る か も 知れな いといゥた， 或程度の 予測をつ
け る こ とで あ る 。ただ し こ れを な すに も ， 現在の箔設では不充分であ り ， 施設が充分整い研究がつんだ後と
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い う 条件は附せ ら れねばな ら な い。 も ちろ ん施設の整備と研究 の進歩次第で予測の精度 も 増し て 行 く 事は言
う ま で も な い。現在地震学者はそれを望みそれに努力 し て い る し本委員会の使命 も こ こ に あ る 。

現在ときに世に発せ ら れ る 地震学者の警告は， 大地震の 起 る 確率が特に大きいと考えたときに， 発せられ

た も のと見られ る が科学的因果関係を充分究めた結果の も のとは言い難い。従リて そ の 信頼度は ( 個々の場

合について具る か ら 一般に言え な い が〕概し て薄い も の で あ り ， 少 く と も 世間一般に考え ら れて い る より も
薄いと言え る 。

五p 結 語

地震予知 は地震学者の大きな目標であ り ， 目下そ の達成に努力 中 で あ る 。 し か し現在な お， 大地震の発生
横構が判明 し て い な い し， 又大地震前後の地殻変動そ の他の現象及び機構が充分把握 さ れて い な い現状であ

る から正直に言 っ て， 地震予知は目下研究の道程に あ り 実用 の域に ま で達 し て い な い。
厳重な科学的良心か ら すれば， 現在の地震学者が地震予知に関 し， 断言す る こ と は全 く な し得ない所であ

る と言え る 。従来時に地震学者が大地震の警告や注意を発表 し た こ とがあ る の はただそ の 人達が， 自己の研
究範囲内にお い て 大地震の 起 る 確率の大きい事を推論 し得た場合 こ の 事を世に発表 し幾分な り と も 世間の役
に立ちた いと願っ た結果に外な ら な い。そ の こ との善悪功罪は別問題とする も ， 多 く の 場合， 報道の不正確
の ため， 或は世人が学者の言と し て過信す る ため， 正 し く 理解 さ れず徒 ら に人心の不安動揺を起す こ とが多

か っ たの は遺憾であ る 。
本委員会は， 地震予知 の現状を卒直に述べて， 世人が こ れを正 し く 理解す る こ とに依 り ， 一方学者の研究

が社会に役立ち一方世人が無用 の不安に陥る 事な く 正 しい対策を講ぜ ら れ る 様に願 う も の であ る 。
終 り に地震予知が将来に於て も 実用 に役立つ程にな る とは断言出来な い が， 少 く と も 地震関係者はその可

能性を考え， 一歩で も こ れに近づかんと努力 しつつあ る の で あ る が， これ は結局， それに充分な る 観測や研
究 の 施設経費如何に依る の であ る か ら 国家が地震予知に対 し 充分な る 援助を与えられ る よ う 切望す る 次第で
あ る 。

昭和23年 6 月 9 日 第 9 団地震予知研究連絡委員会が聞かれたが， そ の 庸で井上宇胤委員 は 「大地震

の 余波につ い て」 と い う 題 で 自 ら の 研究に つ い て 発表 し た 。 縦軸に時間T， 横軸に距離ムを取 り ， あ

る 大地震の 起 っ た時 と 所を 原 点 に取 っ て ， そ の 後 に起 っ た顕著地震以上の 地震 を プ ロ ッ ト す る と ， こ

の T'ムダイ ヤ グ ラ ム 上 で 4 本 の 曲 線に乗 る 。 こ れ は大地震 の 起 っ た所か ら 4 つ の 波 の 如 く にな っ て

影響が広が っ て ゆ く こ と を 意味す る 。 井上 の 考 え に よ る と ， 本震の 起 る 場所か ら 2 � 3 年前に こ の 圧

力 投の よ う な も の が 出 て い る こ と にな る の で， い く つか の 例で決め ら れ た こ の 圧力波の 速度を基に し

て ， 第 1 級 の 大地 震 の 後 に起 る べ き 第 2 級 の 大地震の 位置が分 る 。 ま た， 最近起 っ た顕著地震を使 っ

て 圧 力 波 の 出 た と 思われる 所 と 時聞 を探 し 出 せば， そ こ で 2. 5 年後 に 本震が起 る こ と にな る 。 こ の 井

上 の 発表に対 し， 他 の 委員 か ら ， 着 想 はお も し ろ い が， 過去 の た く さ ん の 資料 につ い て も っ と 検討 し

て も ら い た し 、 と い う 意見 が 出 た 。 こ の と き 1 人 の 委員 が気軽な気持で， あ なた の 説に よ る と こ の 次 の

大地震 はど こ で起 る こ と にな り ま すか， と 聞 い た 。 井上 は福井 と 秩父だ と 答 え た 。 委員 の誰 も が井上

の こ の 発表を重要視 し て はし 、 なか っ た が， そ れ か ら僅か 2週間後 の 6 月 23 日 に福井地震が勃発 し た の

で あ る 。

こ の こ と が報道陣 に 洩れたか ら 大変 な 騒ぎにな っ た 。 福井が的 中 し た と なる と 次 は当然秩父 と い う

こ と にな る 。 新 聞 は各社 と も 井上 の 秩父地震説を大 き く 報道 し た 。

7 月 9 日 ， 読売新聞社主催 の 井上 の 学説を 聞 く 講演会が東大法経 25 番教室で聞かれたが， 会場は超

満員 で あ っ た 。 当 時 の こ と で あ る か ら マイ ク も 故障 し， 不幸に も 井上の 声は 聴衆に よ く 届かなか っ

た 。 井上は， こ れは全 く 私の 学向上の 仮説 ですが と し寸前置 き で話を は じ め た の だが， そ んな こ と は

聴衆 の 耳に は入 ら ない 。 井上 は非常 に控え 目 の 話を し た の だが， 講演が終 っ て か ら聴衆の 激 し い質 問
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攻め に合い， 予想 さ れ る 大地震 の起 る 場所 は東経 139 度， 北緯36度 の 秩父山地， 起 る 時期 は大体 8 月

末か 9 月 初め ， 強 さ は大 し た こ と が な く 家が数十軒倒れ る 程度 で、 あ る と い う こ と ま で言わ さ れ て し ま

っ た 。 社会 は井上 の 意 に反 し ， ま す ま す彼の予言を信奉 し た 。 秩父町 は大騒 ぎ に な り ， 町は対策 を考

え， 気 の 早い人た ちは疎開 さ え は じ め る 始末に な っ た。 お り か ら 福井地震 の 災害地を視察中 の 埼玉県

知事は急い で帰県 し， 前後策を講 じ た 。

中央気象 台 で は鷺坂地震課長， 広野地震課員 な どは始めか ら 井上 の 説 に は疑 問 を持 っ て い た 。 井上

は最近の 2 ， 3 の 大地震につい て あ の 曲 線を 作 り ， う ま く 行 き そ う に 見 え た の で軽い気持ち で委員会

で発表 し た の で， そ れ が こ ん な 騒動 に な る と は夢に も 考え て い な か っ た。 中央気象 台 の 地震課 で は広

野 が 中心に な っ て ， 過去 の い く つ も の 大地震につ い て 井上 の 曲 線 を 作 っ て検討 し た結果， 決 し て 井上

の 言 う よ う に う ま く 行か な い こ と が分 っ た 。 福井地震が的 中 し た の は全 く の 偶然 で あ り ， し たが っ て

秩父地震説 も 信頼す る に足 り な い こ と が は っ き り し た 。 井上 も すぐ、 こ れを 認 め た の だ が， 世 間 か ら は

英雄視 さ れ， 弁解 し よ う と すればす る ほど逆効 果 に な り 収拾がつか な く な っ て し ま っ た。 井上に は憂

う つ の 日 々 が続 い た。

昭和23年 7 月 24 日 9 時か ら 第8 団地震予知研究連絡委員会が 日 本学士院 で聞か れ， 非公開 で井上 の

予知法が検討 さ れ る こ と に な っ た。 当 日 は全委員 出席， こ れ に地元の 熊谷測候所長， 秩父観測所長，

地震研究所の 河 角広な どが オブザーバ ー と し て 出 席 し た 。

ま ず， 広野委員 は 中央気象 台地震課で、行 っ た井上法 の検討結果を説明 し たが， そ の 要 旨 は次の と お

り で あ る 。

関東地震以後の20個の 大地震の お の おの につ き ， 井上 の 方法どお り に， 大地震 の 起 っ た時 と 所を 原

点と し て横軸に 震央か ら の 距離 (700 キ ロ ま で) ， 縦軸 に大地震 の 前後 900 日 間 を と っ て ， こ の グ ラ

フ の 上 に顕著地震 (数は 252) を記入 し ， 井上の 決 め た 4 本 の 放物線 と 1 本 の 直線に ど の く ら い う ま

く 乗 る かを調べた。 そ の 結果， 全般的 に は井上 曲 線 は よ く 合 う と は言 え な い が， 場所に よ っ て は合 う

よ う な と こ ろ も ある の で， な お詳 し く 検討を要す る 。

以上が京野委員 の 報 告 で あ る 。 広野委員 の 報告を 聞 い た結果， 多 く の 委員 の 意見 と し て は， ["予知

法 と し て 統計的 な 方 法 は よ い と 思 う が， 井上法 の 価値を決定す る に は も っ と 多数の 大地震につ い て 検

討する 必要が あ る 。 大地震の 影響が波の よ う に伝わ る と し寸着想 は面白い と 思 う けれど， 今 の と こ ろ

予知問題に関係づ け る 何 も の も な い 。」 と い う こ と であ っ た。 井上 も それを諒承 し たが， こ の 方法 の

欠点を 自 分 で説明 し で も 新聞記者 は満足 し な い だ ろ う か ら ， 委員会 と し て 発表 し て も ら い た し、 と 希望

し た 。 そ こ で， 委員長は委員会 と し て の 発表文を起草L.-， 黒板に 自 ら 書 き ， こ れを全員が校正 し た 。

こ れ に井上委員 自 身の 書 い た意見書を添 え る こ と と し， 正午過 ぎ委員長 は委員会 お よ び井上委員 を 代

表 し て ， 単独で記者会見に臨 ん だ 。

委員会 で は井上問題に関連 し て ， 非公開 の 席 で、話 さ わし た事柄を部外に漏 ら す こ と の 是非 につ い て の

討論 も 行われ たが， 結局各人 の 良識 に訴え て 判断 し た ら よ い と い う こ と に な っ た 。

報道関係者に示 し た委員会の 発表文 は， 次 の と お り で あ る 。

「井上委員 自 身の 意見が今 日 は っ き り 表明 さ れ， それに よ れ ば 同 委員 の 統計的方法 は地震予想 にp

それほど有力 な も の で な く 委員会 も こ れ を 認 め た 。 こ れ に依 っ て 委員会 と し て ， こ の 問題 につ い て 改

め て 意見を発表す る こ と はな い と 思 う が， こ の 機会に次の こ と を附言 し て お き た い 。

言 う ま で も な く 我が 国 に は大地震 の 危険度が あ る の で あ る か ら ， 充分地震に注意す る に こ し た こ と

は な い 。

井上委員 の 統計に よ る と 地震予想法を学会に 再認識 さ せ， そ の 着想 に お い て 興味ある も の で あ る
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が， 地震 の 予想を世 に 発表す る に 当 っ て は 充分な る 検討を 経た後 に こ れを 行 う よ う に 希 う も の で あ

る 。

要す る に地震予知 の 道 は 難 し く て 遠 い 。 我 々 は 目 下研究努力 中 で あ る 。 今後 と し て も 簡単 な る 観測

や統計 で こ れ が な し 遂げ ら れ る と は到底考え ら れ な い と こ ろ で あ ろ う 。 」

こ れ で、秩父地震 説 も や っ と 終止符が打たれた。 と こ ろ が こ の 騒 ぎ の さ めや ら ぬ翌年の 2 月 に， 中村

左衛門太郎の 新潟大地震説が現われ た の で あ る 。

中村左衛門太郎 は関東大地震 の と き には 中央気象 台地震課長 の 職に あ っ たが， そ の 後東北大学 に移

り 地震学 の 教授にな っ た。 東北大学で は昭和 の初期か ら 地震 の 前兆 と し て の 地磁気， 地電流の 研究が

盛ん で あ っ た 。 中 村 は地震予知に強い熱意を持ち， デ ィ プサー グ ル (地磁気伏角計〉を 自 ら 背負 っ て

日 本中 を 歩 き 廻 っ て い た。 中村 は福井地震後， 福井か ら秋田 に 至 る 日 本海沿岸ぞ い の森田 ， 大聖寺，

津幡， 七尾， 三 日 市， 糸魚川 ， 直江津， 柏崎， 新潟， 村上3 酒田 な ど で地磁気伏角の 測定を 行 っ て き

た。 測定 し た の は， 昭和23年 7 月 ， 9 月 ， 12月 の 3 回 で あ る 。 と こ ろ が新潟市 で非常 に大 き な 伏角の

変動が観測 さ れ た の で， 中村 は 「 こ れま で の 三陸， 河内大和， 福島県東方沖及び田辺の 地震 の 例 に従

え ば， 近 い う ちに新潟に大地震があ る 」 と 新聞記者 に 語 っ た の で大 き く 報道 さ れた 。 さ ら に 昭和24年

2 月 に新潟市 の 測定を 行 っ た と こ ろ ， ほ と んど変化は止っ て い た。 中村 は伏角変化が止っ た の は地震

の 起 る の が近 づ い た証拠で， 早ければ 1 ， 2 カ 月 の う ち に起 る と 語 っ たか ら ， 騒 ぎ は さ ら に大 き く な

っ た 。 新潟県 で は地震予知研究連絡委員会の 意見を 聞 く た め に副知事を 上京 さ せ3 県会は地震対策委

員 会を 設置， 県知事は県 民 に 対 し 「万一 の 場 合 に備 え て 準備を講ず る よ う 」 と 呼び か け た。 新潟市 で

は建築補強材を 希望者に特配 し， 家屋補強に対 し て は技術指導を 行 う 方針を き め た 。

こ の 頃 日 本学術研究会議 は廃止 さ れ， こ れ に代 っ て 内閣に 日 本学術会議が設け ら れ， 地震予知研究

連絡委員会は こ の 学術会議 の 中 の 第 4 部 の 地球物理学研究連絡委員会の 一分科会 と な っ た 。 委員 た ち

の 間 で は独立 し た特別委員会に し て は と の 意見が強か っ たがp 認め ら れ な か っ た の で あ る 。

昭和24 年 3 月 26 日 ， 第10回地震予知研究連絡委員会が 日 本学士院 で聞かれ， 新潟地震説 につ い て 討

議 さ れる こ と にな っ た 。 委員会は ま ず， 中村委員 か ら こ れ ま で の 経過及び観測 の 結 果 に つ い て説明を

聞 い た 。 大多数の 委員 は 中村委員 の 考 え に反対で、P こ れに反ば く を加 え た。 中村は前年， 自 ら 新聞 に

手記を 寄せ て 「昔の 地震学者 は地震予報を一般に発表す る ほ ど の も の を何 も 持 っ て い な か っ た も の だ

か ら ， 今 で も そ の 癖が残 っ て い て 地震予報 は 出 さ れ な い方が よ い と 思 っ て い る 人が 多 い が， 私は も う

その 時代 で はな い と 思 っ て い る 。 予報が 出 せ な い よ う な ， ま た 出 す こ と を き ら う よ う な 地震学者 な ら

用 はな い の で あ る J (昭和23年 7 月 5 日 読売新聞〕 と 述べて い る こ と か ら 分 る よ う に， 自 説を発表 し

社会に警告を 発す る こ と に関 し て き わ め て 積極的 で あ っ たか ら ， 他 の 委員 の 詰問 に は声を ふるわせて

反撃 し た 。 し か し 圧倒的多数 の 委員 の 意見が通 っ て ， 委員会 と し て は1 1 ) こ れだ け の 材料 で は新潟

地震説を支持 し な L 、， 2 ) 先決問題 と し て 精度を上げて再測す る こ と ， 伏角だ けでな く 3 成分を測定

す る こ と ( こ れ に つ い て は 中央気象 台 の 柿岡地磁気観測所が観測 に 出 張す る ) ， 3 ) 中村博士の 測定

の 如 く 30分の伏角変化が あ れ ば， た だ 事 で、 は な い か ら ， も し新材料に よ っ て こ の 事実が確か め ら れれ

ば 他 の 種類の 観測 も やる ， 4 ) 今後か よ う な 問題 は予め 本委員会に はか る よ う に し た い 。 委員会は直

ち に召集 さ れ る はず で あ る 。」 と い う こ と に意見が ま と ま っ た 。 そ こ で 委員長 は 委員会を代表 し て ，

新聞記者 に次の よ う な 発表を行 っ た。

「今 日 の 地震学 で は地震予知を 断定的 に 言 う こ と は不可能 で あ る こ と は既に再 々 言 っ た 通 り で あ

る 。 今 回 の 新潟地震説 は中村博土の 研究途上に お け る 一つ の 警告 で あ る が， 今 日 の 地震学 の程度 に お

い て は ， こ の 警告を地震の予知 と し て 扱 う の は時機尚早で あ る と し 、 う 委員 の 多 く の 意見 で あ る 。」
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こ れ で新潟 の 地震騒 ぎ は大体治 ま っ た 。 そ の 後 9 月 にな っ て 中村 は ま た新潟市 で、伏角 の 測定を行い

「今年の 冬に 地震発 生 の 危険が あ る 。 地震の範囲 は 現在 の と こ ろ新潟市を 中心に， 三条， 新発田を つ

な ぐ範囲 である 。 県民は 火 災 に十分注意 し て 地震に対処 さ れ た い」 と 新聞記者 に語っ たが， 東京 の 読

売新聞 が小 さ い記事を載せた だ け で， も う 社会 の 関心か ら 遠 の い て し ま っ た。

新潟地震説で出る べ き も の は 出 つ く し た感が あ り ， も う こ れ 以上地震説 は現われ な か っ た。 地震予

知研究連絡委員会 も 日 本学術会議 の 中 の 一委員会 の 一分科会に吸収 さ れて か ら は， 会合 費 も 不 自 由 に

な り ， 委員の 意気 も 消沈 し， し ば ら く は手弁当 で資料交換を続 けたが， 会 合 は も う こ れ以上は開かれ

る こ と はな か っ た。 そ の 後 さ ら に地球物理学研究連絡委員会の 地震分科会 の 下の 小委員会 にな り 下が

る に お よ ん で， 会合 費 も な く な っ て 自 然消滅 し て し ま う 。

地震予知研究連絡委員 会 の 寿命 は 実質的に は僅か 1 年 7 カ 月 で あ っ た。 本来の 目 的 で あ っ た組織的

研究の計画は はか な く も 挫折 し たが， 占領下 と し 、 う 特殊事情 と 終戦直後 の 疲弊 し た 日 本 の経済力 を 考

え る と ， それは， 今 日 か ら 考 え れ ば， も と も と 無理な こ と で あ っ たか も 知れ な い 。 し か し， 当時 の 地

震学者た ちが必要な測量 ・ 観測を組織的 に行い地震予知研究 の 基礎を 作 り ， 相次 ぐ地震災害か ら 国民

の 生命財産を守ろ う と し た恐る べ き 意欲は買 う べ き で あ ろ う 。 こ の 意欲はそれか ら 十数年後に地震予

知計画研究 クソレ ー プ の 結成に よ っ て 再 び建る こ と に な る 。

地震予知研究連絡委員会が で き て 間 も な く ， 学者 の 大地震説が流布 さ れ て 社会的混乱が起 る と い う

事件が相次い で起 り ， 委員会はいやで も こ の 収拾に 当 ら ねばな ら な か っ た 。 こ れは全 く 予期 し な い こ

と で あ っ たが， 委員会発表 は， 今 日 でい う 学者 の 統一見解に相 当 し， 社会不安を 解消す る の に役立 っ

た 。 ま た， こ れ ら の 事件 は， 地震予知け一学者の 個人 プ レ ーで、は ， \，、か に そ の 学者に熱意が あ ろ う と

も ， と う て い成 し と げ ら れる も の で はな い と し寸貴重な教訓を 残 し た 。 さ ら に こ の 事件 は， 将来地震

予知が あ る 程度可能 に な り ， 何 ら か の 発表が行われ る よ う な 場合が来た と き ， それを一般社会に伝え

る マス メ デ ィ ア ， さ ら にはそれを 受 け る 住民 の 理解 と 協力 が欠かせ な い こ と も 教 え て く れた。

(萩原 尊ネL)

S 3. ブ、ループリントの作成

昭和35年 5 月 13 日 ， 建設省地理調査所 の 講堂で地震学会春季総会が聞かれたが， こ の 席で和達清夫

会員 か ら ， 学会の 中 に地震予知研究計画を作 る た め の 小委員会 の よ う な も の を設 けた い と の提案が あ

っ た 。 十数年前終戦後聞 も な い頃に作 ら れた計画 は 日 の 目 を見ない で終 っ たが， そ の 後 日 本 の 国力 も

復活 し， 地震 の 観測や研究 も 進歩 し つ つ あ る の で， 会員 の 有志に よ り 具体 的 な 計画を立て て みて は ど

う か と い う の で あ っ た 。 こ の 提案に対G， 1 ) 計画 を 作 る クツレ ー プ を 学会 の 中 に作 る こ と ， 2)グ、ノレ
ー プ の 具体的な組織な ど細かい こ と は学会 の 委員会 に 付託す る こ と ， が賛成多数で決 っ た 。

そ の 後， 有志に よ る 準備会が作 ら れ， 学会委員会を代行 し て 地震予知計画を 作 る クやルー プ の 基本方

針が， 次 の よ う に決 め ら れ た 。

1 )  現在 ま で、に行われた諸観測に よ り 地震予知 の 可能性， 効果の 程度， 研究促進 の 方 向 を 検 討 す

る 。

2) 長期 間継続すべ き総合的実施計画を樹立す る 。

3) 上記 の 計 画 を 実施 の 面 よ り 検討 し 実現を期す る 。

昭和35年10月29 日 名古屋市の 愛知県文化会館 で、地震学会秋季総会が開かれた折に， 前記 クツレ ー プ の
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基本方針を示 し 学会 の 承認を得 ょ う と し たが， 一部 の 会員 か ら グル ー プ を 学会の 中に置 く こ と に対 し

て 異論が 出 て ， 細 か い 決定 は学会委員会付託 と な っ た。

結局， 昭和35年12月 21 日 東大震研会議室で聞かれた地震学会委員会 で， 次の よ う に決定 し た 。

1 ) グル ー プ が細部活動にい た る ま で学会総会 の 承認を 受 け る こ と は， 自 由 で活発 な 活動 を 妨げ る

こ と に な ろ う 。 2 ) 学会 が 1 つ の ス ロ ー ガ ンに し ば ら れ る べ き で は な い 。 こ の 2 つ の 理由 か ら グル ー

プ は学会 と は離れ た有志の 集 り と す る が， 学会 は 同グル ー プ の 要請が あ れば で き る だけ の世話を す る

し ， さ し 当 っ て は クやル ー プへの 参加希望者を学会 の 名 に お い て 募集す る 。

こ の よ う な い き さ つを経て ， 文字 ど お り 有志の 集 り か ら 成 る 「地震予知計画研究 クール ー プJ (略 し

て 地震予知グル ー プ〉が誕生 し， 和達の提案か ら か ら ほ ぼ 1 カ 年を 費 し た昭和36年 4 月 11 日 東大震研

会議室でそ の 最初 の 会合が聞かれ， メ ンパ-29名 が集 っ た 。 こ の 日 ま で の グル ー プ参加者 は63名に達

し た が， そ の 後増加 し て80余名に な る 。 こ の 会合 で は 次 の こ と が決 っ た 。

坪井， 和達， 萩原 が世話人 と な り ， 今後 こ の グル ー プ の 運営に 当 る 。 幹事は宮村摂三， 広野卓蔵，

小林霊平 (国土地理院〉 と す る 。 前記準備会で定め ら れ た基本方針はそ の ま ま 継承す る 。

こ の 日 の 会合 の 司会 と し て萩原 が選ばれたが， そ の 後 の 会合で も 彼が司会役を つ と め る こ と に な

る 。 こ の 日 は， 地震予知 の 方法 につ い て 議論が湧い た が， 結局次 の よ う な 項 目 に分類 さ れ， 各項 目 に

つ い て リ ポ ー タ ー が次 回 に 責任を も っ て 報告す る こ と が決め ら れ た 。

(地震予知計画研究グル ー プ第 1 回会合議事録参照〉

方 法

1 . 水 準 測 量

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 

7 .  

一 角 測 量

基 線 測 量

検 潮

傾 斜 観 測

伸 縮 観 測

サイス ミ シテバ(統計お よ び発震機構〉

8 . サイ ス ミ シテ ィ (徴小地震〉

9 . 地 殻 弾性 変化f地 殻 潮汐

L地震波伝播

10 . 電 磁 気

リ ポ ー タ ー

井 忠 一

山 口 生 知

広 野 卓 蔵

鈴 木 次 郎

西 村 英

鈴 木 次 郎

吉 松 隆三郎

11 . 熱 的 性 質 ・ 上 田 誠 也
12 . 地質地形学的方法 宮 村 摂 三

昭和36年 6 月 5 日 地震予知グル ー プ の 第 2 回会合が震研会議室で開かれ， 前回分担が決っ た各 リ ポ

ー タ ー か ら 報告が あ っ たが， 研究計画 は機関別 に立て る 必要が あ る と 認め ら れた の で， 世話人 と 機関

代表か ら な る 作業委員会を作 っ て 処理す る こ と に な っ た。

昭和36年 6 月 19 日 前記作業委員会が震研会議室で聞かれたが， 各機関がすでに 独 自 に計画 し来年度

予算 と し て 提 出 してい る も の の う ち， 予知計画 に 有用 と 認め ら れ る も の が あ れば， そ の 実現を支援す

る こ と と し， こ れに該 当 す る も の と し て ，

1 .  国土地理院， 気象庁， 水路部 な ど の 現業的事業

2 . 東大震研， 京大防災研な ど の 研究事業

3 . 各大学が行 っ て い る 純粋研究
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が挙げ ら れ た 。

昭和36年 9 月 21 日 地震予知 クやルー プ の 第 3 回会合が震研会議室 で、聞かれたが， 前記各ワポ ー タ ー の

報告を ま と め た 「資料NO . 1 J が配布 さ れ， 各項 目 別に綿密な検討が行われた 。 こ こ で徴小， 極徴小

地震の 定義が問題 に な り 活発な 意見交換が あ っ た。 ま たp 地熱測定は 重要で あ る が， 基礎的 な 研究

で あ り 予知計画 に 組み入れ る の は 適 当 でな い と い う 意見が 出 た 。 こ の 頃p 国際的 な 研究計画 で あ る

U pper Mantle Project (U MP) に 日 本 も 参加 し よ う と す る 気運が起 り つつ あ っ たが， UMP も 地震

予知研究計画 も 地球物理学的 な 観測 を 行 う と い う 点 で共通す る と こ ろ が あ る の で， 両者 の 関係を ど う

取 り 扱 う か が話題に な っ た 。

前記 「資料NO . 1 J は後に公に さ れ る 「ブ、ループ リ ン ト 」 の 原 型 と も い う べ き も の で あ り ， フやルー

プ リ ン ト と 重複 し て い る 部分 も あ る が， 啓蒙を 主 と す る と し 寸方針か ら ブルー プ リ ン ト では省 かれて

い る 専門的記述 も あ り ， 文献の記載 も あ る の で本書の 資料篇に載せ る こ と に し た 。

昭和36年10月 仙 台市で聞かれ た地震学会を 機会に， 地震予知グ、ル ー プ の 中 の 有志による懇談会が仙

台市精養軒で聞かれ， 地震 の大 き さ 別 の 呼び方 に つ い て 意見 が交換 さ れ た 。 こ の 席で，

大 地 震 Mミ7
中 地 震 7>M;;三5
小 地 震 5>Mと3
徴 小 地 震 3>Mと1
極徴小地震 l>M 

の よ う に， 今 日 使わ れ て い る 分類法が決 っ た。 こ こ で気象庁側 の 意見 と し て は， 大 ・ 中 ・ 小地震 の 活

動度 に つ い て は現在の 気象庁 の 観測網 に よ っ て 調査で き る が， 徴小 ・ 極徴小地震はま だ 研究的色彩が

強 い の で， こ れを 業務官庁 の 事業 と す る こ と はむずか し いし気象庁 に研究観測を行 う 部門を作 る こ

と も 無理だ と の こ と で あ っ た。

昭和36年12月 21 日 地震予知 クつルー プ の 第 4 回会合が東大理学部会議室 で開かれ， 1資料NO . 1 J を

改訂 し た 「資料NO . 2 一一地震予知計画原案」 に つ い て 検討が行われ た。 こ れは後に公に さ れ る フや ル

ー プ リ ン ト に ほ ぼ近い も の で あ っ た。 こ の 席では， 資料NO . 2 につ い て あ ま り 大 き な 訂正は行われ な

か っ たが， 地磁気 ・ 地電流 の 項に つい て は激 し い議論がた たかわ さ れ， 結局高木式無定位磁力計に関

す る 記述 の 部分が全部削除 さ れた 。

こ の 頃文部省科学研究費 に よ る 災害科学総合 研究班 (班長京大教授長谷川万吉〉 が生れ， こ の 中 に

地震予知分科会 (幹事萩原尊 礼〉 が設け ら れ， こ の 分科会に昭和36年度分 と し て10万円が配分 さ れ る

こ と に な っ た の で， こ れを クールー プ の 会合費， 印 刷費 に当て る こ と に な っ た。 それ ま で の クゃルー プ の

会合 や 印刷は全 く の 手弁当で行われ て い た の で あ る 。

昭和37年 1 月 初 日 地震予知 クソレ ー プ と 災害科学総合研究証地震予知分科会 と の 合 同 に よ る 懇談会が

聞かれ， 1資料NO . 2 J の 中 の地震予知計画実行 の た め の 組織 の 項につ い て 検討が行われたが， ほ ぽ

原案どお り と な っ た 。 そ こ でい よ い よ 本印刷に入ろ う と い う こ と に な っ て ， 題 目 ， 表紙 の 体裁な ど も

決め， 写真や図面を た く さ ん入れ て 素人 に も 分 り やす く す る 方針 と し た 。 こ の よ う に し て フ守ルー プ リ

ン ト は完成 さ れた 。 本印刷に入る 前に 「予備版J ( タ イ プ 印刷〉 を地震予知分科会全員 に送付 し て 了

承を求 め た 。

ブ ル ー プ リ ン ト が公 に さ れ る と 各方面 の 大 き な 関心 を 呼 び， 新 聞 は大 き く 報道 し た。 ま た， 外国大

捜館か ら の 要望が あ っ て ， 急い で英語版を作 っ た。

〔萩原 尊ネL)
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S 4. 第 1 次地 震予知研究計画の発足

ブルー プ リ ン ト の 完成を も っ て 地震予知 ク事ルー プ の 活動 の所期 の 目 的 は達 し たがp 次 はい か に し て

そ れ を 実施 の 段階 に持 っ て ゆ く か であ っ た 。 ま ず考 え ら れ る こ と は ， こ の 計画 の 実現促進方を 日 本学

術会議か ら 政府に勧告 し て も ら う こ と で あ っ た。 そ こ で グ ル ー フ。の 世話人が案文を作 っ て， 地球物理

学研究連絡委員会を通 し て 学術会議ζ働 き か け る こ と に な っ たが， 事はス ム ー ス に は運 ば な か っ た。

こ の 頃， 国際地球 内 部 開 発計画 (U MP) が 同 じ く 学術会議の勧告 を 求 め て お り ， それが通 る ま で地

震予知 の 方 は少 し 待 っ て く れ と い う 申 し入れが あ り ， や む な く 昭和 37 年 内 に 提 出 す る こ と を 断念 し

た 。 翌昭和38年春や っ と 地震予知計画 の勧告案が学術会議第 4 部 に提 出 さ れ たが， 地球物理学諸分野

の 長期計画が未提 出 で あ り ， それ と 地震予知計画 と の 関連が明 白で な い と の 理 由 で審議未了 と な っ て

し ま っ た 。 結局， 佐 々 憲三 ら 地球物理学関係 の 学術会議会員 の 尽力 に よ り ， 学術会議か ら 「地震予知

研 究 の 推進につ い て 」 の 勧告が 出 さ れ た の はそ の 年の 秋11月 8 日 で あ っ た 。

と こ ろ で， 学術会議の 勧告が行われた後は， あ る 1 つ の 公の 組織が中心 と な り ， さ ら に計画を具体

化 し強 く 政府に働 き か けp 計画 の 実施 に ま で、持 っ て ゆ く こ と が必要で あ る 。 と こ ろが， 地震予知研究

計 画 はp い く つ か の 現業官庁 の ほか に大学が主要な 役割 を演 じ る と L寸特殊な 性格が あ り p 学術行政

(文部省所管〕 と 科学技術行政 (科学技術庁所管〉 と がは っ き り 分れ て い る 日 本 の 現状 ではp ど こ が

地震予知計画を取 り あげ る か はむずか し い 問題 で あ っ た。 し か しp 幸い な こ と に文部省 に測地学審議

会 と い う ， こ れを受け入れ る の に格好 の 組織が存在 し て い た の で あ る 。

文部省 測地学審議会 は p 昭和24年に設置 さ れ た がp そ の 会令に よ れば， 1測地学お よ び政府機関に

お け る 測地事業計画 に関す る 事項を審議1...-， 及び こ れ ら に関 し， 必要 と 認め る 事項を文部大臣お よ び

関係大 臣に建議す る 」 と な っ て い て ， 地球物理学に 関係す る 事業全肢を扱 う こ と にはな っ て い な い。

と こ ろ が， こ の 審議会が設置 さ れ た直後， ま だ 日 本は占領下に あ っ た の だが， 次 の よ う な 事件が起っ

た の で あ る 。

占領下に あ っ ては， 各官署の 事業計画 は予 め GHQの 裁可を得 る 必要が あ っ た 。 と こ ろ が 日 本 では

地球物理学に関係す る 事業は多 く の 機関が分担 し て い た。 た と え ば， 地磁気測定は中央気象 台 (運輸

省) ， 海上保安庁水路部 (運輸省 λ国土地理院 (建設省) な ど の 機関 が分担1...-， 大学 も ま た研究的立

場か ら そ れを 行 っ て お り ， 予算は各機関が別個に要求 し て い た 。 日 本側 に言わせれば， そ れ ぞれ 目 的

が違 う し， 歴史的事情 も あ る か ら 当 然 だ と 考え ら れ た の だが， GHQ の ア メ リ カ 人に はこ れが理解 し

に く し一元化 したし 、 意 向 が強か っ た 。 こ の 問題は本書 の 第 1 章に も 登場 し た GHQ経済科学局 の ヘ

ンショウ博土が早くから厳しく指摘するところであったが3 昭和24年， この件を早急に処理するよう

に と の 披の メ モ ラ ンダム が和達中央気象台長の 許に届い た 。 こ れを受け て 運輸省は， 1 ) 地球物理学

諸現象 の 観測， 2 ) 地球物理学 の 研究， 3 ) 自 然現象に 由 来す る 災害 の 予 防軽減， を ど の よ う な 機構

に よ っ て 行 う の が最 も 適当であ る か に つ い て， 当時 内 閣に設け ら れ て い た科学技術行政審議会( STA

C) に諮問することになった。 (昭和24年 5 月 12 日 運輸次官 よ り 内閣官房長官宛「地球物理業務に 関す る諮問

案提 出 につい て」測地学審議会要覧文は地震予知便覧参照) STAC は 8 回 に わ た り 地球物理業務専門委員

会を聞い て 審議 し た 結果結論を得た 。 ( こ の 専門委員会には 日 本学術会議地球物理学研究連絡委員会

を 代表 し て ， 坪井忠二委員長が参加 し て い る 。〕 こ の 結論 の う ち， こ こ に 必要な 部分だ けを 抜書 き す

る と 次 の と お り で あ る 。
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「地球物理諸現象 の 観測業務を最 も 能率的 に運営す る ため に は， 中央気象台， 水路部， 地理調査所

そ の 他を統ー し て 一院 と す る こ と が最 も 理想的 で あ る 。 し か し わ が 国 の 現状か ら 見 て こ れを直 ち に 実

行 に移 す こ と は種 々 困難を 伴 う と 思われ る の で， 取敢えず恒久的な 審議会を 設 けて 各機関 聞 の 連絡調

整を強力 に 実施 し ， 合せて 機構の 問題を も 審議 さ せ る の が適 当 と 考え る 。 こ の た め取敢えず文部省所

管の 渡u地学審議会を利用する こ と も 考え ら れ る 。」

こ の STAC の 議決に基づ い て， 測地学審議会 は， 地球物理学的観測事業に関 し て ， 各機関 の 聞 の

連絡， 調整を行い， 必要に応 じ て は関係大臣に建議を行 う こ と に な り ， 現在にお よ ん で い る 。 (昭和

24年10月 12 日 地球物理業務専門委員会委員長 よ り 科学技術行政協議会長宛「地球物理業務に関する回答J， 昭和 25

年 2 月 1 日 内閣官房長官 よ り 文部事務次官宛「地球物理業務に 関する諮問につい て」測地学審議会要覧又は 地震

予知便覧参照〉

ま だ学術会議の勧告 の件が も たつ い て い る 頃， 担lU地学審議会 (会長宮地政司〉 は早 く も 地震予知研

究計画 の 重要性を認 め， そ の 推進役を 引 き 受 け る た め の 準備を始 め た 。 ま ず こ の 審議会 の 中 に地震予

知部会を設け， 地震予知 グルー フ。が作 っ たブルー プ リ シ ト に基づ き そ の 実施 の た め の 具体的 な 計画 を

練る こ と に な っ た。 昭和38年 5 月 11 日 ， 測地学審議会総会で地震予知部会 の 常置が認め ら れ た。

昭和38年 6 月 28 日 ， 測地学審議会地震予知部会の 第 1 回会合 が開かれ， 部会長に萩原委員が選出 さ

れ た 。 こ の 会合 で、 は， 1 ) 今後地震予知 グルー フ。が作 っ たブルー プ リ ン ト を 基礎 に し て 審 議 す る こ

と， 2 ) こ の 計画 は長期的継続事業であ る か ら， 実施す る 官庁 の 恒久的事業の 一環に組み 入 れ る こ

と ， な ど の 方針が決 ま っ た 。 そ し て ， ブルー プ リ ン ト を さ ら に具体的 な 事業計画 に ま と め あ げ る た

め， 各観測項 目 ご と に作業班を作 っ て 案を立て る こ と にな っ た 。

昭和38年 7 月 18 日 こ の 作業涯 の 合 同会議が聞かれ， 計画 の 実施 に 必要な経費， 人員 な ど に関す る 素

案が 国土地理院， 気象庁， 大学な ど か ら 提 出 さ れ た 。

昭和38年 9 月 26 日 地震予知部会が開かれ， 各作業涯 の 中間報告を受 け た 。 こ の と き ， 1 ) 各作業涯

はそ の 年 の 内 に長期計画を 定 め る こ と ， 2 ) 昭和40年度に可能 な も の か ら 一部発足 し て ゆ く 方 針 と

い それ に該当す る 計 画 は 当初 5 年 く ら いを 目 標 と し た予算計画を 作 る こ と な どが申 し合わ さ れた 。

こ れを 受 け て 測量， 験潮， 地殻変動連続観測， 徴小地震， 地磁気 ・ 地電流 な どの 作業班の 精 力 的 な 作

業 が は じ ま る 。

こ の よ う に 計画具体化 の作業を進め て い る う ちに， 昭和38年11月 8 日 日 本学術会議の 「地震予知研

究 の 推進につ い て」 の政府への 勧告が実現 し た 。 こ れ は 「地震予知研究 の推進につ い て ， 必要な 研究

施設を整 え る と と も に， 基礎資料を与 え る 関係諸機 関 の 地球物理学的観測業務を強化拡充す る 」 こ と

を勧告す る も の で、 あ っ た 。 学術会議の 勧告 は 内閣の 科学技術会議に送付 さ れて ， ど の 機関が こ の勧告

の 実現を担 当 す る の が最 も 適 当 かが審議 さ れ る こ と に な っ て い る 。 こ の 審議 の 席に萩原が呼ばれ地震

予知研究計 画 の 概要を説明 し たが， こ の と き 同席 し た文部省 学術局学術課の 山 中専門官が座長 の 内海

清温議員 の 質問に答 え て 文部省測地学審議会 と い う こ の 計画推進に打 っ て つ け の 会が あ る こ と を説明

し た 。 内海議員 は， そ の よ う な 審議会が あ る な ら， そ こ で勧告 の 実現を 担当 し て も ら う こ と に し よ う

とい い， 即座に き ま っ た 。

こ の よ う な経過を辿 って ， 昭和39年 7 月 10 日 測地学審議会の総会に おいて 「地震予知研究計画 の 実

施 につ い て」 の建議案 が承認 さ れ， 即 日 関係大臣に建議 さ れ る こ と に な っ た 。

こ の建議 の 直 後 に宮地会長 と 萩原部会長は 関係大臣 と 関係機関長を訪れ， 計画が実現す る よ う 配慮

を要請 し た 。 大蔵省 で も こ の計 画 には大 き な 関心を示 し， 担当 の 中尾博之主計局次長か ら 文部省学術

課を通 し て ， 萩原教授か ら 地震予知 の話を詳 し く 聞 き たい と い う 依頼が あ っ た 。 た だ し役人は誰 も つ
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い て 来 る な と い う こ と で， 真 夏 の あ る 日 萩原 は単独で行 き ， 虎の 門共商会館 の 一 室 で約 2 時 聞 にわ た

り ス ラ イ ド を使 っ て 地震予知 と そ の 研究計画 に つ い て 講演を し た。 こ の 会 に は中尾次長 の ほか澄田智

次長 と 数名 の 関係主計官お よ び主査が列席 し た 。

測地学審議会 の建議に沿 っ た昭和4 0年度概算要求 は， 審議会 で一括調整 は す る も の の ， 各機関か ら

それ ぞれ別個に提 出 す る と し 、 う 形式を と る こ と に な っ た。 測地学審議会 の 地震予知部会 では， こ の 計

画に基づ く あ る 機関 の 事業 と そ の 機関が従来行 っ て き て い る 本来 の 業務 と の 関係が議論 さ れ た が， 各

機関は本来業務の形を崩す こ と な く こ の 計画実施に協力 す る と い う 方針を と る こ と に な っ た 。

こ の よ う に し て 提 出 さ れ た昭和4 0年度概算要求 は， 十分 と はい か な か っ たが あ る 程度認め ら れ， 多

く の 関係者 の 努力 の 結晶で あ る 地震予知研究計画 は， こ こ に 実施の第一歩を踏み 出 す こ と に な っ た 。

(萩原 尊 礼〉

S 5. 北信地域地殻活動情報連絡会

1. 松代群発地震の初期

松代群発地震の 観測初期 に は観測上 1 つ の でき ご と が あ っ た 。 それは松代の 地震観測所に世界標準

地震計観測網の1点 と し て 参加 し た国際標準地震計 (U SC GS， WW SS. Vm = 100 ， 000 倍， 3 成分〉

が設置 さ れ， また， かねて か ら建設中 で あ っ た ひ ずみ地震計 (100m， 水平 2 成分〕 が昭和 4 0 年 8 月

1 日 か ら 正式 に観測を開始 し た こ と であ っ た。 と こ ろ が， 観測開始早々 の 8 月 3 日 に， こ の 地震計に

徴小地震 ら し き も の が 3 回記録 さ れた。 初 め は近 く の 林道工事の ハYパに よ る 震動 ではな い か と 思わ

れ て い た。 し か し ， それが 日 がたつ と と も に増加 し ， 地震観測所では工事現場等 も 見て 回 っ て検討 し

た結果， 徴小 な 自 然地震で あ る こ と がわか っ た 。 そ し て ， 8 月 半ば には有感地震 と と も に地鳴 り も 増

加 し て き た。

そ こ で， 地震観測所では 8 月2 0 日 に地震が群発 し始め た こ と を 気象庁に報告 し， 気象庁はそ の状況

を 東京大学地震研究所に連絡 し た。

地震回数が次第に増える につ れ て ， 松代町 の 住民は遠雷または砲声の よ う な地鳴 り を 伴 う 急激 な 震

動 を 感 じ， し だ い に不安感を持ちは じ め て き た。 地震観測所では， と り あえず地元に対 し て 情報や解

説な ど で状況を報告 し， また， 各町村 の 要請に応 じ て説明会に職員 を派遣す る な ど啓蒙に努め た。 そ

し て 10 月 6 日 に長野地方気象台か ら 地震情報第 1 号を発表 し， 10月 11 日 には松代町に地震対策本部が

設置 さ れた。

一方， 国 の地震予知計画 と し て は， 文部省測地学審議会の地震 の 予知研究に関す る 第 1 次建議が前

年 の 昭和 39年 6 月 に行われ， そ の年の 昭和4 0年 3 月 には学術会議地球物理学研究連絡委員会に地震予

知小委員会が設置 さ れ る な ど， 地震予知研究が軌道に乗 り 始 め た 時 で も あ っ た。

8 月2 0 日 に地震群発 の 連絡を受 けた東京大学地震研究所は移動観測班の 出動準備を進め， 10月 5 日

か ら 皆神山を基点 と す る 光波距離測定を 開始 した。 そ して， 7 日 には保科， 赤柴， 象 山に加速度地震

計， 地震観測所坑道内に水管傾斜計， 石 本式水平 張子傾斜計を設置す る な ど， 次 々 と 地震観測点を増

強す る と と も に， 地磁気， 重力， 地質等 の 分野 の 観測を展開 し て い っ た。
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2群発地震の活発化

11 月 に な る と 地震活動はま す ま す活発に な り ， 有感地震が 1 日 100 田 を越 え る 日 が多 く な り ， 11 月

12 日 には総地震回数が 1，00 0回 を 越える よ う に な っ た。 こ の こ ろ に な る と ， 県， 地元， 関係 機関な ど

の警戒体制はか な り緊迫 し た も の と な り ， 松代町民は昼夜不安 と 不眠の状態が続 い た。 11月 22日の地

震活動i土地震が始 ま っ て以来最 も 強 く ， 震度Nが 3 回， 地震回数は 2，000 回 以上， 有感地震は 229 回

を記録 した。 そ の 後， 地震回数は横ば い で、小康状態を続 け たが， 翌昭和41年 1 月 8 日 にはじめ て 震度

Vが起 こ り 松代町東条で被害が発生 した。 そ し て， さ ら に23 日 には松代や篠の井， 更殖な ど で も 被害

を 伴 う 震度Vの 地震 (M 5.1) が起 り ， 有感区域 も 長野県内はも と よ り ， 高 田， 前橋， 東京， 網代等

に も お よ ん だ。 2 月 に入っ てか ら の地震活動は幾分下向 き に な っ た。 こ の こ ろ ， 地震活動の 今後 の 見

通 しに つ いて活発 な討論が行われ， 順調に減衰す る と い う 見方 と ， 火 山 活動 の 例 な どか ら， 単一 の 極

大 では終らな い 先駆的活動 の 公算 も あ る と し 、 う 見方にわかれた。

しか し， そ う こ う し て い る 聞に 3 月 8 日 に ま た震度Wが起 こ り， 中 旬 ご ろ か ら 異常に 活発に な っ て

き た。 3 月 下旬 に な る と ， 地震活動は 11 月 の 時 よ りは る か に 活発 で， 地震回数は 1 日 3，000 回を越

え， 4 月 には 1 日 6，000 回 を越え る 日 も 現われ， 4 月 17 日 には有感地震が 661 回 に達 した。

こ れ ら の地震の震源は， 発生以来昭和41年 2 月 ま で の 第 1 期 の 活動期 では， 皆神山 を 中心に ほ ぼ南

北長径 12km， 東西短径 7加の長 円 の範囲に あ り ， 深 さ は 2 � 8kmに集中 してい た。 そ し て， 3 月 以後

の第 2 の 活動期には， さ ら に北東部 の若穂方面に拡大 し， 5 月 か ら 6 月 に か け て は， 勢力は減衰 しな

が ら も 南西に拡がって， 更殖方面の地震活動 が 目 立つ よ う に な っ た。

こ の こ ろ に な る と 国土地理院等の 国 の 関係機関や， 東大， 京大， 東北大等， 六大学合 同調査班の観

測が行われ， そ の 成果 の 一部が発表 さ れ る よ う にな った。 す な わ ち， 国土地理院に よ る 水準測量， 東

大地震研究所の傾斜観測， 加賀井温泉の 温度やゅ う 出量 の 変化 な ど， 地震活動 と 対応す る 現象 と の 関

連が検討 さ わした。 ま た， 昭和41年 1 月 ご ろ か ら 皆神山北東麓に で き た地割れや， 地下水， ゅ う 水 の 現

象 な どにつ い て も 観察が行われ る よ う に な った。

�. 松代地震検討会と北信地域地殻活動情報連絡会の発足

地震活動 の 活発化は松代町を 中心 と し た人 々 の 不安 と 恐怖の念を一層か り たてた。 こ の ため， 県や

関 係 の市町村は地震対策本部を設 け， 積極的 な情報a防災活動体制 に入っ た。 気象庁は こ れに協力 し

て 地震に関す る 情報の提供を長野地方気 象 台 が行 っ て き た。 しか し， 地震活動が さ ら に活発化 し て く

る と ， 人 々 は次第に神経質に な り ， 地震 の 今後 の 見通 し と か解釈な どが， 観測機関の 間 で多少 で も 食

い違 う と ， やや も すれば針小棒大に伝え ら れ， 現地に無用の不安や混乱をもた ら す の が常 で あ る 。 し

たが っ て， こ れに ついて は従来か ら 可能 な か ぎ り の 注意 をは ら っ て き たが， 完ぺ き を期す る ため， 観

測や研究を行 っ てい る 関係機関や大学が見解を統一 し， 情報 の一元化を 図 る 目 的 で第 1 回の松代地震

検討会を 4 月 8 日 に気象庁 で開催 した。 こ の検討会は 4 月 25 日 の測地学審議会地震予知部会で取上げ

ら れ， 5 月 12 日 に は北信地域地殻活動情報連絡会 と 命名 さ れ， 事務局は気象庁地震課が担 当 す る こ と

に な っ た。

こ の 方法は現在の地震予知連絡会の運営の基礎に も な っ て い る が， 各機関， 大学が可能 な かぎ り 総

合的に観測陣を 展開 して基礎資料を と り ， 次々 と 解析調査を行い， それに過去 の 調査結果を参照 し な

が ら 地震活動 の 推移を見通 し， 諸対策や人心安定に資す る 地震情報を 出 してい っ た。 こ れは地震観測

史上初めての こ と で， 関係 者 の 苦労は並大抵の も の で、はな か っ た。
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4. 第3の活動期

昭和41年 5 月 か ら 6 月 に か けて急速に衰え た地震活動は， 7 月 に な っ て横這い状態 に な り ， 有感地

震は 1 日 60 回 台 に下った。 8 月 になっ て 1 周年を迎 え た が， 上旬 の 終 り 頃か ら 震源域は南に拡が り な

が ら急に活発に な り， マ グ ニ チ ュ ー ド 5 以上の地震が続いて発生す る な ど， 地震 の 規模 と しては松代

地震始 ま っ て以来最大で あ る 第 3 活動期に入 っ た。

こ の 活動 では極徴小地震が震源域の 拡大に先駆 し た り ， 水管傾斜計が地震 の 発生に先駆 して変化を

示 し， 地割 れ の 進行や地下水が広範 囲 に 異常に噴出 す る な ど の 現象が発生 し た。 こ の 活動 に 際 し て

は， 前述 の北信地域地殻活動情報連絡会 の 活動 が あ り ， 各大学 @ 関係機関の観測資料が整って き た こ

と も あ っ て， 各種の 観測結果 と 地震活動 と の 関連が逐次検討 さ れた。 そ して， そ の 成果が前記 の 「情

報連絡会」 の 統一見解 と して発表 さ れ， 防災対策に貢献 し た。 特に活動 の 最盛期 であった 9 月 17 日 に

松代町 の 牧内地籍で地すべ り が発生 し， 家屋な どが倒壊 したが， こ の 時は東大地震研究所の地質調査

証が い ち はや く 地すべ り の兆候を 発見 L， 避難を勧告 して人命の 被害を 未然に防 ぐ こ と が で き た。

5. 活動の終息

8 月 か ら 10月に か けて松代町 を 中 心 と して活発化 し た地殻活動は11 月 頃か ら 次第に平静化に 向 っ た

が， 翌昭和42年 1 月 に な る と 活動 の 中心は南西に拡が り ， 坂井村方面 の地震活動 が活発に な っ た。 し

か し， 地震 の 規模は 2月 3 日 のM 5. 4 の地震が最大 で， M 4 ク ラ ス の 地震はそ の 後 9月頃 ま で断続的

に続い た が， 有感地震回数は松代町 の そ れに比べれば10分の l程度で あ っ た。 9 月 以後 の地震活動は

そ の活動 域 の 拡大 と と も に群発性が う すれ， 散発的 と な っ た。 そ して， 昭和43年以後は散発的に発生

す る 地震の 発生間隔 も 次第に長 く な り ， 数年後に は殆ん ど終息状態 と な っ た。

6. 松代群発地震観測の成果

1) 地震予知へ の 貢献

以上 の よ う に 発生当初か ら 終息 に至 る ま でに はか な り の 好余曲折があ り ， 観測に 当 っ た関係機関各

大学 の 関係者は， 地震予知を望む地元の 人 々 の 強 い要望 と 困難な地震予知 の 学問 と の 間に あ っ て苦慮

し続けたわけ で、 あ る 。 し か し， 観測関係者は 事態 の進展に即応 して ， 地震観測は も ち ろ ん， 測地測

量， 地殻変動， 重力， 地磁気， 地電流， 地質， 物理探査， 地球化学， 防災科学， 人工地震探査そ の ほ

か枚挙に い と ま が な く ， 人文科学 の 分野に ま で観測研究を進め た， そ して， こ れ ら の各専門分野での

実績は ま た画期的な も の が多 く ， そ の 総合研究 の 成果は史上空前 の も の で あ っ た。

ま た， これ ら の 研究は世界各国 の 研究者に注 目 さ れ， 利用 さ れ る と 同 時に新 し い 学問的活路 を 聞 い

た。 例えば， 地震予知は こ れ ま で ど ち ら か と い え ば地 球物理学的方法に主向 さ れてい たが， 地震活動

の 最盛期に湧水量や水質に顕著 な 異常が認められた こ と か ら， 地震 の 発生には地下水 の 移動が大切 で

あ る こ と を認識 さ せ， ダイ ラ タ ン シ ー ・ 拡散モ デ ル の 学説の基礎 と な っ て発展 した。 そ して一方では

地震予知に地球化学的な方法 の 開発に 目 を聞 か せ た。 ま た， 断層 の 生成を ま の あ た り 見せて く れた こ

と か ら， 地質学 と 地震学を直結 さ せ， こ れ ら が地震学を学際的な も の と す る き っ かけを作 っ た こ と の

意義は大 き し 、。

2) 防 災 対 策

地震活動 の 活発化は地元住民を不安 と 恐怖の ど ん底 にお と し い れ， これが た め に国， 県， 市町村は

真剣に 防災に取 り 組 ん だ。 ま た， 観測関係者 も 住民や防災担 当 者 の 聞に立っ て， 観測項 目 を拡大す る
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こ と や観測結果を活用す る こ と に力 を 注 ぎ， こ の た め情報連絡会を発足 さ せ た り ， 統一見解を発表 し

て 防災活動 に寄与 した。 そ して ， こ の 方式は今 日 の地震予知連絡会や， 東海地域判定会の 運営の基礎

に も な っ て い る 。

さ ら に 国 が防災へ の 手を差 し の べ た こ と も 地震防災史上画期的 な こ と で あ っ た。 文部省 の プ レ ハブ

校舎の建設， 市町村 の 防災事業に対す る 特別交付税な ど， 大 き な 被害地震が お こ る 前に， 国 が予算化

し た例は い ま ま で、 な か っ た こ と で あ る と い われて い る 。 こ れは， 昭和53年に施行 さ れた大規模地震対

策特別措置法制定の考え方 の基礎に な っ て い る 。

S 6. 十勝沖地震の前震と気象庁の海底地震計

一-1968年十勝沖地震余話一一

(関谷 漕〉

昭和37年 1 月 ， 地震予知計画研究クツレ ー プ (世話人: 坪井・和達 ・ 萩原〉 に よ っ て 「地震予知一現

状 と そ の推進計画」 が公に さ れた の が契機 と な り ， 国 の 内外に お い て 地震予知に対す る 関心 が急激に

高 ま っ て き た。

そ の よ う な 時， 1964年新潟地震が発生 し， 長期的前兆現象 (地盤変動) の 存在 も 確認 さ れて 水準測

量 の繰 り 返 しに よ る 予知 の 可能性が具体的に 印 象づ け ら れた。 こ の よ う に して ， 昭和40年度 に は 国家

予算の裏付 も さ れ， 地震予知研究計画 の 第 1 次 5 か年計画が発足 し た が， こ れ と 時を 同 じ く して， 同

年 8月に 発生し始め た松代群発地震で北信濃に有感地震が長期に豆 り 続発 L， 地球物理学的分野 の み

でな く ， 社会的に も 政治的に も 問題化 L， 地震情報に基づい て 諸種 の 防災・救援対策が と ら れる よ う

に な る と 世間 で は 益 々 地震予知に対す る 関心 と 期待が増大 し て き た。 それ と と も に専門家 の 予知アレ

ル ギ ー 的風潮 も 次第に減 っ て き た よ う に思われた。 こ の 松代群発地震 の余憧が ま だ終息 しつ く さ ぬ昭

和43年 5 月 16 日 に十勝沖地震に よ る 大 き な 災害が発生 し， 地震対 策 の 一環 と し て 地震予知が さ ら に ク

ロ ーズア ッ プ し て き た。

こ の よ う な情勢 の 折 も 折， 東京大学地震研究所南雲ク守ル ー プ が三陸沖 の海底地震計で， 十勝沖地震

の 前震を捕えた と い う ニ ュ ー ス が マ ス コミで大 き く 報道 さ れた。 こ の報道は地震対策に関心 を も っ政

治家 の 目 を ひ き， 特に 時 の 運輸大臣 (中曽根康弘〉 は 気 象庁長官 (柴田 淑次〉 に対 し， 海底地震計を

開発 し て 海底小地震が観測で き る よ う にす る こ と を検討す る よ う 緊急 な 指示が あ っ た。 さ ら に， 7月

に は 測地学審議会か ら 地震予知 の推進に関す る 計画 の 実施につ い て の建議で， 気象庁は東京大学地震

研究所 の協力 を得て 海底地震計を開発 L， 当該計画 の 推進に寄与す る よ う 要請 も さ れた。 さきミ望事室
当 時， 気象庁は 日 本全土の い わゆ る 小地震に対す る 検知能力を あげる た め に， 陸上観測施設 の近代

化整備を 年次計画 で推進中 で あ っ た。 そ こ で， 海底地震計の 開発に関す る 指示@要請の件 に つ い て

は， 年度中途で も あ った の で， (財〉 日 本気 象協会の 協力 で さ し あ た り 行 う こ と に さ れた。 こ れを 受 け

て 気 象協会は 日 本船舶振興会か ら 財政的補助を得て 協 力 す る こ と と な り ， 東大地震研究所〈南雲昭三

郎〉 ・ 東大理学部 (浅田敏〉 ・ 国立防災科学技術セ ン タ ー (高橋博〉 ・ 海上保安庁水路部〔岩澗義郎〉 ・

気象庁 (木村耕三， 飯沼竜門， 山本正司， 赤松英雄〉 ・ 気象研究所 (末広重二， 南 日 俊夫〉 の 関連分

野に お け る 専門家に 委員 を 委嘱 して， I海底地震観測施設整備委員 会」 を設け， そ の技術的指導 の も

と に， 東大震研型海底地震計を改良 し て 海底地震観測装置を整備 し， 実用実験を行 う こ と に し た。 そ
し て， こ れに よ る 磁気テー プ記録の 解析研究に 関 し て は， 科学技術庁 の 特別研 究 促進調整 費 を 受 け

- 33ー



て， 気象研究所が行 う こ と に な っ た。 こ れ ら を通 じ， 気象庁 と し て は近い将来 に お け る 海底地震観測

装置に よ る 恒 久定常観測の 業務化に役立つ参考資料を得る と と も に 経験者を育て る こ と に な っ た。

こ の よ う な 経緯 に よ っ て ， 初年度 の 昭和4 3年度には， ま ず次に述べ る 海底地震計 5 基が整備 さ れ，

昭和44 年 3 月 12 日 に行われた伊豆大 島 の 人工地震動 を対象に， 相模湾底 2 点 と 真鶴 と で敷設 ・ 収録 @

揚収等 の 試験観測を 1 回実施 し た。 部分的 には ま だ多 く の問題点は残 っ たがp 始めての試験 と しては

大 き な 成果を お さ め た。 開発 ・ 試験の概要は次 の と お り で あ っ た。

1) 観測装置 と 運用 : 東大地震研究所で開発 し た 100 時間磁気テー プ記録方式のブイ 繋留式海底地

震計をベ ー ス に して改良し 本体 ・ 繋留装置 @ 設置用測定装置 @ 再生装置で構成 し た。

海底地震計 の敷設。揚収は作業蛤に よ り 行っ た。

2) 本体 と 可用限度 : 地震計 ・ ダイ レ ク ト 磁気テー プ レ コ ー ダー ・ 水晶 時計 @ 電源装置を含み， 耐

圧容器に収容 し た。 深 さ 1， 500れま で の 海底へ敷設可能 と し3 倍率 3段階に よ る 上下動成分 と 時

刻を4 チ ャ ン ネル に分け， 磁気テ ー プ に連続 800 時 間収録可能 と し た。

3) 繋留装置 : 本体 の 所在を示す と と も に敷設。揚収を行 う た め の も の で3 海上に燈火標識 ・ ラ ジ

オ 標識を つ け たブイ を浮べ， ブイ はス チ ー ルワ イ ヤ ー と 化繊 ロ ー プ で海底 にし、 か り で固定 し た。

さ ら に， い か り と 本体 (耐 圧容器〉 と はナイ ロ ン ロ ー プ で連絡 してp 繋留装置の振動が本体へ伝

わ ら な い よ う に し た。

4 )  設置用測定装置 : 敷設 @ 揚収を確実容易にす る も の で， 次 の 装置で構成 した。

(司 超音波測深機 : 敷設位置 の 測深 と 海底 の 状態 を探査す る と と も に， 本体に取 り 付けた超音波

発振器 と 相互作動 さ せ る こ と に よ り ， 着底 と そ の 状態を確か め る 。

(b) 選択呼 出 し装置付ラ ジ オ方 向 探知機 : ブイ に取 り 付 け たラ ジ オ標識の 方向 を測定 し， 目 的 の

ブ イ の 発見 を 容易に す る 。

(c) ロ ラ ン 受信機 : 敷設位置 の 測定を容易に す る 。

5) 再生装置 : 収録 し た磁気テー プをダイ レ ク ト 再生 レ コ ー ダ ー に よ り ， 100倍 ま たは50倍の速度

で再生 し， 1， 000サ イ ク ル ま で の 記録が イ ン ク 書 き で き る ジ ェ ッ ト ベ ン レ コ ー ダ ー に記録 さ せ た

こ れに よ り ， 800時間 の 磁気テ ー プ記録が延べ 8 時 間 で再生 で き た。

次い で、， 昭和4 4年度は同年 7 月 13 日 か ら 9 月 20 日 に至 る 2 か月， 相模湾内の深 さ 900 m ， 1， 100 m ，  

1， 500 m の 海底 で， 本装置の 収録性能一杯にあ た る 連続 1 か 月 の 試験観測を 2 回繰 り 返 して実施 した。

さ ら に， 昭和4 5年度 も 夏期に 1 田試験 L， 将来に寄与す る 多 く の 資料 も 把擾 さ れ た の で， 一連の試験

観測等は こ こ で打切 ら れた。

以上 の 如 く ， I東大震研， 十勝沖地震の 前震観測に成功」 と い う ニ ュ ー ス が引 き 金 と な っ て実施 さ

れ た い わ ば 東大震研式改良型海底地震計は気象庁 の海底地震観測装置 の 草分け と な り 3 そ の 開発。運

用経験は4 年後 の 昭和4 9年度か ら 始め ら れ た 「 リ ア ル タ イ ム @ オ ン ラ イ ン 方式の海底地震計」 の 開 発

に 大 き な 貢献を し た。 そ して， 昭和53年の 夏には遠州灘の地震活動空 白 域 の 中心部へ海底 ケ ー ブル 方

式に よ る 群列型海底地震計 シ ス テ ム が敷設 さ れ3 昭和54 年 3 月 には遂に リ ア ル タ イ ム @ オ ン ラ イ ン

で， 東京 の 気象庁において上記空白域の地震活動が直接監視 で き る よ う に な っ た。

草分けか ら 10年に し て ， 気象庁業務にふ さ わ しい 海底地震計に よ る 恒久定常観測 の 第一歩が こ こ に

踏みだ さ れたのであ る 。
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S 7. 地震予知連絡会の発足

十勝沖地震後に も り 上 っ た地震予知 の 実用化に関す る 社会的要請に答えて， 昭和 43年 7月16 日 付で

測地学審議会の 第 2 次地震予知計画に関す る 建議が行われた。 こ こ で注 目 すべ き 点は， 1地震予知研

究計画」 の 「研究」 の字が落 さ れて， 1地震予知計画」 と な っ た こ と であ る 。 つ ま り ， 地震予知に投

立て る 基礎デ ー タ を と る と い う 第 1 次計画 の 立場が， あ わ よ く ば予知を実現 し よ う と し 寸 実用化を志

向 す る 立場に変換 さ れ た の で あ る 。

同建議 の別紙 E の 第 6 条 「計画 の 総合的推進体制」 に は， 連絡会 の 設置に関 しつ ぎ の よ う に述べ ら

れて い る 。

「以上 の 諸計画 の 円滑かっ効率的 な 実施を は か り ， 総合的かっすみ や か な成果を期す る た め に は，

各分担機関の 密接な協力お よ び各種観測資料 の 能率的 な解析 と 総合的判断が不可欠で あ る 。

こ の た め， と り あ えず次の措置に よ り ， 計画 の 総合的推進体制を確立す る 必要 が あ る 。

(1)各分担機関の 情報交換を常時行 う と と もに， そ れ ら の情報の総合的判断を考 う た め， 地震予知に

関す る 連絡会を設 け る ， ( 以下省略) J

こ の建議に基づ き ， 昭和 44年 4 月 ， 国土地理院長 の 私的諮問機関 と し て ， 地震予知連絡会が発足 し

た。 松代地震の と き には， 測地学審議会地震予知部会の 決議に基づ い て ， 北信地域地殻活動情報連絡

会が設け ら れて， こ の 会議 で の 検討結果に基づ い て ， 気象庁 よ り 地震情報が パブ リ ッ グ に 発 表 さ れ

た。 こ の よ う な情報は 民心安定に大 き く 寄与 L た と 判断 さ れて い る 。 今回 の地震予知連絡会は， こ の

北信地域地設活動情報連絡会を モ デ ル と し て つ く ら れ た も の で あ る 。

連絡会を ど こ に所属 さ せ る かに つ い て は， 関係者 の 間 でい ろ い ろ と ， 時には深刻な 議論 も 行 わ れ

た。 結局 の と こ ろ ， 当 時 の レベノレ で、は， ま ず長期的予知を 目 ざす の が 妥 当 で あ り ， そ の た め の 有力 な

手段で あ る 測量を 主務 と す る 国土地理院を事務局 と す る こ と に な っ た の で、 あ る 。

と こ ろ で， こ の 連絡会は法律に よ っ て定め ら れ た の で、は な く ， 国土地理院長 の私的諮問機関 と い う

妙 な 立場 と な っ て い る 。 し たが っ て ， 会の運営に必要な予算措置 も 充分では な く ， 委員 の 会合 出 席旅

費に も こ と 欠 く 程で あ る 。 30人 の 委員は， 大学お よ び政府機関の職員 であ っ て， も ち ろ ん 全員 が パー

ト 。 タ イ ム であ る の で， 責任体制 は 必ず し も 明確で あ る と は い え な し 、。 そ の反面， 地震予知 デ ー タ に

つ いて， か な り フ リ ー に討論で き る と い う 利点 が あ る O

地震予知連絡会の 性格は， 以下に抄録す る 地震予知連絡会会報第 1 巻 (1969) の 発刊 の辞に よ く あ

ら わ さ れてい る 。

発 刊 の 辞
昭和43年 5 月 24 日 の 閣議了解お よ び同年 7 月 16 日 の 文部省測地学審議会の 建議の趣旨にそい， こ の たび地

震予知連絡会が建設省国土地理院に置かれ る こ と に な っ た。 こ の連絡会は ， こ れ ま で進め られて き た地震予
知研究計画を， さ ら に一歩前進 さ せ， 研究か ら実用化へ の 道を阜 く 開 く こ と を 目 的 と し て考え られた総合的
な計画推進体制 の いわばヘ ッ ド ・ ク ォ ー タ ー に も 相当 す る 重要な任務を持 っ て い る 。

言 う ま で も な く ， 地震の予知は複雑困難な 問題であ り ， そ の実現 の た めには現段階では， な お 解決せねば
な ら な い多 く の基礎的研究課題を残 し て い る が， 最近の地震予知研究の進展状況 と 強い社会的要請にかんが
み， こ の 際 さ ら に計画を一歩前進 さ せ る べ き で あ る と 考え ら れた ので あ る 。

今回作 られた総合的計画推進 の た め の体制にお い て は ， 測地的方法に よ る 観測資料か ら得 ら れ る 地震予知
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に必要な情報は地殻活動検知 セ ン タ ー (国土地理院〉 が と り ま と め， 大 ・ 中 ・ 小地震に関す る 地震予知に必
要な情報は地震活動検測 セ ン タ ー 〈気象庁〉 が と り ま と め， ま た大学関係の 観測結果か ら 得 ら れ る 地震予知
に必要な情報は地震予知観測 セ ン タ ー (地震研究所〉 が と り ま と め， それぞれ こ の連絡会に送 る こ と に な っ
て い る 。 し た が っ て， 地震予知に必要な情報はすべ て こ の連絡会に送 ら れ る わけであ る 。

地震予知研究計画はその発足以来， 各担当機関の 協力に よ っ て成 り 立 っ て き た の で あ る が， こ の連絡会 の
委員 も ま た各担当機関か ら 出 てお り ， こ の協 力体制は さ ら に強 ま る に ちが い な い。

こ の連絡会は， こ の よ う に し て収集 さ れた地震予知に必要な情報に基づ き ， あ る地域の観測 を 強 化 し た

り ， あ る い は さ ら に観測を集中 し た り す る こ と に対 し ， 学術的な判断を下す こ と が大 き な任務であ る 。
こ の連絡会が 「観測強化」 や 「観測集中」 な ど の判断を行 っ た場合， 各担当機関は こ の判断に協力 し， 可

能な範囲で必要な観測作業を分担 し ， そ の後の適確な情報を得 る た め の 作業を分担す る こ と にな る 。 こ の連
絡会は ヘ ッ ド ・ ク ォ ー タ 的性格は持 っ て は い る が， 各担当機関に命令す る わけではな く ， 分担決定は飽 く ま
で各機関 の協 力 と い う 形でそれぞれ 自 主的に行なわれ る 。

ま た， あ る 場合 には， そ の判断の結果を関係行政機関に報告 し， あ る いは報道関係に発表す る 必要が起 こ

る か も 知れないが， それは国土地理院が行な う こ と に な っ て い る 。 ただ し， 大 ・ 中 ・ 小地震につい て の地震

情報は従来通 り 気象庁が発表す る 。
地震予知連絡会 は こ の よ う な 性格を持 っ た も の であ る が， 本年 4 月 に発足以来差 し 当 っ て は毎月 1 回の程

度で関かれてお り ， 既に地震予知に必要な貴重な資料が各機関か ら 多数提出 さ れ， 熱心な討議が行われて い

る 。 こ の よ う な貴重な資料は， 連 絡会の 委員 に配布す る だけでな く ， 広 く 同志の手に も 渡 る よ う に し た 方

が， さ ら に効果的で あ ろ う と い う こ と が， 期せず し て連絡会全員 の声 と な っ た。
そ の 結果， 定期的に会報を刊行 し ， 収集 さ れた資料を載せ， 合せ て連絡会の近況を報告す る 運 び に な っ

た。 本会誌が 同 学の志に貢献す る こ と が多 く ， 地震予知の 研究が ま す ま す進展す る こ と を願 っ て や ま な い。
昭和 必年 8 月 25 日 地震予知連絡会会長 荻 原 尊 礼

上記 の 引用文で よ く わか る よ う に， 連絡会は各機関の協力 の も と に成立っ て い て ， 連絡会は各機関

に対 し命令す る 権限はな い。 こ の こ と は， あ る 意味 では連絡会 の 弱点 で あ り ， 非常事態に 際 し て ， 直
直遁

ち に適切 な 観測を 実施 す る と い う よ う な敏速な措置を と る こ と が困難な場合 も あ る 。

/l買序は前後す る が， 地震予知連絡会 の 第 1 回 の 会合は， 昭和44年 4 月 24 日 ， 日 比谷公園松本楼 (後

に過激派の 暴挙 に よ っ て焼失， 改築 さ れ た〉 におい て 開催 さ れ， 萩原尊 礼東大名 誉教授が会長に 選出

さ れた。 なお， 宮地政可， 永 田 武， 佐 々 憲三， 坪井忠二， 和達清夫 の 諸氏が参与に迎 え ら れた。 萩原

会長は， そ の 後 5 期にわ た っ て 会長を つ と め ら れ現在に至 っ て い る 。 有毒
そ の 後， 地震予知連絡会の 活動は順調に発展 し， 地震予知に関す る デ ー タ の 収集お よ びそ の 分析

に 関 し て 著 し い成果を あ げ て い る 。 連絡会の 発行す る 会報はデ ー タ の宝庫 と し て ， 内外 の 研究者に

よ っ て 利用 さ れ， 高 く 評価 さ れて い る 。

連絡会 の 会合終了 後には， 会長が記者会見 L， 地震予知情勢に つ い て 述 べ る と い う マ ス ・ メ デ ィ

アへ の 対応 の パ タ ー ン も 定着 し， 連絡会が公式には国土地理院長 の 私的諮問機関で あ る に過 ぎ な い
3

に も かかわ ら ず， 地震予知の へ y ド ク ォ ー タ ー と L て， 国民か ら 重要視 さ れ る よ う に な っ た。
ー ヨ

し か し， 現在 の 連絡会の組織では， 短期 ま たは直前予知には対処で き な い し， 責任体制 と い う 点 で

難点が あ る こ と は明 ら か で あ る 。 こ の よ う な点につ い て は， 大規模地震対策特別措置法 の成立施行に

も かかわ ら ず， 未 だ 改善 の 方 向 が 明 瞭 に 打 出 さ れて はい な い。

(力武 常次〉
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S 8 . 房 総 隆 起
昭和44 年 9 月 28 日 の 読売新聞朝刊 は， そ の 第 1 面で， r房総 ・ 三浦半 島 の 地盤変動一一 首都圏 の 観

測を強化一一 大地震に も 備え る 」 と の 大見 出 しを用 い て， r最近房総 ・ 三浦両半 島 の地盤が異常 な動

き を 示 L て い る 。 政府 の 地震予知連絡会 (会長 ・ 萩原尊礼東大名誉教授〉 は， 大地震の前 兆 の疑いが

濃い と し て， こ の事実を重視， 26 日 午後， 東京 ・ 大手町 の 気象庁で会議を 聞 き ， 東京を 中心 と す る 首

都圏を現在 の 『特定観測地域』 か ら 1 段階上 の 『観測強化地域』 と 同 じ観測体制j を と る こ と を 決 め

た。 29 日 ， そ の 対策を建設省 で発表す る 。 こ の 結果， 東京付近 の 地震予知観測網は強化 さ れ て， 機動

力 の あ る 移動観測班がつ く ら れ， 測量や地磁気観測が常に行われ る こ と に な る 」 と 報 じ た 。

29 日 ， 地震予知連絡会は， 房総 ・ 三浦半 島 の隆起を 正式に認め， こ の 異常 を 解 明 す る た め の 諾観測

も 強化 し な ければ な ら な い 旨 も 公表 し た。

こ の 房総 ・ 三浦半 島 の 異常隆起 の詳細は， ト ぜ ッ ク ス に お い て 藤 田 ・ 藤井に よ っ て 論 じ ら れ る の

で， こ こ では省略す る 。

(力武 常次〉

S 9. 地 域 指 定

地震予知連絡会におい て は， 地震予知の戦略論 と し て ， 近い将来地震の 起 る 可能性が他 よ り 高 い と

考え ら れ る 様 な地域を 「特定観測地域」 と し， さ ら に何 ら か の 異常が観測 さ れた場合に は 「観測強化

地域」 と し て 移動観測班な ど で そ の地域の観測を強化 し， それ ら の 異常が確認 さ れ， 大地震発生 と 関

連 あ る も の と 判断 さ れ た場合は そ の地域を 「観測集中地域」 と 指定 し て 各種 の観測を集中高密度で行

い地震予知の 実用化に つ と め る と 言 う 3段階エ ス カ レ ー ト 方式が採用 さ れて い た。

「特定観測地域」 の 基準 と し て は， (1)毘史時代に大地震が起 っ た記録 の あ る 地域， (2)活構造地域，

(3)地震多発地域， (4)東京 な ど の 重要地域， と い う こ と に な っ て い る が， それでは具体的に ど の地域を

「特定観測地域」 と 選定す る かに つ い て 検討の機会が な か っ た。 た ま た ま 昭和44 年11 月 28 日 に聞かれ

た第 5 田地震予知連絡会におい て ， 東海地方に お け る 測地測量か ら得 ら れた最近 の 地殻変動 の様相や

過去 の 大地震発生の 統 計的検討か ら， 東海地方を特定観測地域 と し て は ど う か と の提案があ り ， 観測

施設 の 増設， 三角測量 の 不充分な 点 な どにつ いて質問， 応答があった。 そ の 結果東海地方につ いては

各委員 と も 従来 か ら 特定地域で あ る と の 意見を持 っ て い た こ と で も あ り ， こ の機会に東海地域を特定

観測地域 と し て 再確認す る こ と と な っ た。 さ ら に こ の機会に特定観測地域等 の選定な どを 検 討 す る

「観測段階指定規準小委員会」 を設置す る こ と に な り ， 委員 と し て 各 セ ン タ ー か ら 1 名ずつ， 宮村委

員， 関谷委員， 檀原委員 が え ら ばれ小委員会を 聞 き ， 強化， 集中地域も含 め 検討す る こ と に な っ た。

昭和45年 2 月 6 日 ， r観測段階指定規準小委員会」 の 第 I 回会合が地震研究所で、聞かれた。 出 席者

は萩原会長， 宮村委員， 関谷委員， 檀原委員， 他に力武委員， 坪川委員， 事務局か ら 田 島， 佐藤が同

席 し た。

先ずは じ め に特定地域の選定につ い て， 萩原会長か ら 特定地域に指定す る 4 つ の基準があ る が， さ

ら に具体的に基準 を 決 め た い こ と ， お よ び指定 した場合 の 各機関 の協力， 作業分担 な ど小委員 会が検

討す る 趣 旨説明があ っ た の ち， 上記 の 4 つ の撰定基準に つ い て 討議が行われた。 こ れ ら 4 つ の基準 。
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う ち， 一番重要な の は， 過去に大地震 の 記録が あ る 地 区 で あ る か ら， こ れ を 中心 と し て 選定 し て 行 く

べ き であ る (宮村〉 と の 意見 が 出 さ れた。 さ ら に地震発生 の 周期性に着 目 し て基準を 定量化す る 試案

が 出 さ れ (檀原)， 具体例 と し て 高 田 市周辺 の 信越地区 と 四 国 西部~大 分東部 (伊予灘〉 の 周期性に

つ い て 説明 が な さ れた。 特定地域を多 く すべ き か， し ぼ る べ き かにつ い て ， 現状 ではあ る 程度広が る

の も やむを得な い と の 意見が あ っ た。 大学関係 の地殻変動， 徴小地震観測所の あ る 所は 自 動的に 特定

地域 と 考 え る 点につ い て 論議が あ り ， 観測所が設置 さ れた経緯に種 々 の 場合 も あ り ， ど う か と い う 意

見 も あ っ た が， 各種の 観測が行われて い る 特別 の 地域で も あ り ， 特定地域で あ る こ と にな っ た。

つ ぎ に特定地域 の撰定につ い て ， 関谷委員 よ り 過去 の 被害地震 の年代的分布につ い て の 資料が 出 さ

れ， 過去 の 被害地震が あ っ た地域で1869年以後起 き て い な い所を特定地域に考 え た い と の 意 見 が あ

り ， 檀原委員 が第 5 回連絡会に提 出 し た地震エ ネルギ ー の 開放， 未解放区 と の 関係 が討議 さ れ た後，

特定地域の候補地 と し て

東海地方， 秋田， 山形県西部， 鯵 ケ 沢， 高 田 周 辺 の 信 越 地 区， 伊予灘， 根室 ・ �1I路地区， 四 国

沖， 出 雲地方， 今市地区， 兵庫地区， 関東南部， 琵琶湖周辺 が あ げ ら れ， 各地区につ い て 討議 さ れ

た後，

小委員会 と して は，

M = 8 級 の 特定地域 と し て 東

海地方

M = 7 級 の 特定地域 と し て 秋

田 ・ 山形西部， 高 田 周辺 の 信越地

区， 琵琶湖周辺， 出雲， 島根， 伊

予灘の 5 区

関東南部につ い て はM = 7 級 の 観

測強化地域に指 定 し た い と の会長 の

意見が述べ ら れ， 檀原委員 か ら 現在

進行中 の三浦半 島 の 水準測量 の 結果

決 め て は と の 意見が 出 さ れた。 ま た

関谷委員 か ら 東京にお け る 震度 V 以

上 の 発生間隔につ い て の 資料が 出 さ

れ た。 力武委員 か ら 関東南部は房総

隆起 と い う 具体 的 な 現象 も でて い る

こ と を重視 し たい と の 意 見 が あ り ，

小委員会 と し て， 関東南部を 2 月 20

日 の 第 6 団連絡会でM = 7 級 の 観測

強化地域に指定 し た い こ と が確認 さ

れた。

2 月 20 日 ， 第 6 団連絡会が地震研

究所で聞かれた。 小委員会で の 議事

概要が了 承 さ れた の ち， 関谷委員 か

ら 被害地震分布につ い て， 檀原か ら

地震の 周期性につ い て， 会 長 か ら 第 9 - 1 図 観測強化お よ び特定地域一覧表
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1854年の 東海沖地震の震度分布図につ い て それぞれ説明 が あ り ， 指定基準， 指定地区 につ い て 討議が

行われた結果， 小委員 会の候補地を 次 の よ う に修正 し確認 さ れた。

観測強化地域 と し て 関東南部

特定観測地域 と し て は， 東海地域がす でに確認 さ れて い る が， 次 の 諸地域に も 適用 す る 。

北海道東部， 秋 田 ・ 山形西部， 長野県北部 お よ び新潟県南西部， 琵琶湖周辺， 島根県東部， 伊予灘

お よ び安芸灘， ま た特に経済商工業 の重要地区 と し て 阪神を追加す る ( 9 - 1 図参照〉 。

以上決定 さ れた特定観測地域等の 多 く に は， す でに地殻変動観測所 ま たは徴小地震観測所が設置 さ

れて い る が， な お 測地測量等に よ る 地殻変動 の検知に つ い て も 努力 す る こ と に な っ た。

上記は， 主 と し て 「特定観測地域等の 選定に い た る 経過J (地震予知連絡会事務局， 地震予知連絡

会会報， 3 ， 89-91， 1970) に よ っ て い る 。 な お， 特定観測地域 な ど の 指定は， 昭和53年に改訂 さ れ

た (@ 20参照〉 。

(力武 常次〉

S 10 . 根室半 島沖地震

つ ぎ の 文章は， 第71 回 国会衆議院科学技術振興対策特別委員会議録 (昭和48年 4 月 26 日 〉 の 抜粋で

あ る 。

0近江委員 力武先生は， ち ょ っ と 私読 ん だ こ と が あ る の ですが， 東海地方沖ですね， そ れか ら ま た

北海道ですが， あ の 辺 が非常に あ ぶ な い と い う よ う な こ と も ち ょ っ と 私読 ん だ記憶が あ る の ですが，

ど う な ん で し ょ う か。

0力武参考人 それに近 い こ と を 申 し上げ た こ と が ご ざ い ま す。 そ の根拠は， 国土地理院 の 測 量 の 結

果に基づ い て 出 て ま い り ま し た地殻 の ひずみ の 状態で ご ざい ま し て ， 先 ほ ど の仮説を信用 す る な ら ば

非常に北海道の 東部， 根室 の 付近， あ る い は釧路 と 申 し上げ ま し ょ う か， あ の 辺 で太平洋側 か ら 圧縮

を受 け て い る と 思 う 証拠は あ る わけ で ご ざい ま す。 そ こ では1894年にM 8 ク ラ ス の地震が起 こ り ま し

て ， それ以後起 こ っ て お り ま せ ん。 そ う い た し ま す と ， 年間 5 セ ン チ ぐ ら い の ス ピ ー ド で， い わゆ る

海底が押 し寄せて ま い り ま して ， 下へ も ぐ り 込 ん でい く と い う よ う な こ と を想定い た し ま す と ， そ こ

に は す で に か な り の ひずみ エ ネ ル ギ ー が た ま っ て い る に違い な い， こ う 思 っ て よ ろ し い と 思い ま す。

そ の ま わ り の 区域では， 68年の十勝沖地震 と か， あ る い は69年だ っ たですか， 今度は そ の 北 の ほ う

に 起 こ っ て お り ま して， そ っ ち の ほ う は も う エ ネ ル ギ ー が解放 さ れて お る 。 ですか ら， い ま あ の 辺 で

あ ぶ な い の は根室 の 沖合 い あ た り であ る ， こ う 申 し上げたわけであ り ま す。 それか ら 東海地方 で ご ざ

い ま すが， こ れ も 地理院 の測量結果で ご ざ い ま し て ， 多少論議が ご ざい ま すが， あ の辺 の， 御前崎辺

の 三角点が内陸方 向 に し 2 m移動 し て お る 。 こ れは70年 ぐ ら い の期 間 で ご ざ い ま すが， と い う よ う

な 結果が 出 て お り ま す。 そ して ， そ の 沖合 い では1854年， 安政元年以来M 8 ク ラ ス の地震は起 き て お

り ま せ ん。 現在 も ほ と ん ど地震が な い と い う よ う な状態で ご ざい ま し て， 三角点が移動 し て い る と い

う こ と は， こ れは太平洋か ら 圧縮 さ れ て お る と い う 証拠で ご ざ い ま す。 ぎ ゅ う ぎ ゅ う 押 し て い な が ら

一枚岩の よ う に な っ て が んば っ て い る わけ で ご ざ い ま し て， こ こ が こ われ る と な り ま す と ， た い へ ん

な エ ネ ル ギ ー がーぺん に 出 る 。 やは り M 8 に近い も の が起 こ る の で

ご ざい ま す。

そ れが い つか と い う こ と は， ま だ そ こ ま で学問が行 っ て お り ま せ ん で， 非常に ま だ幼稚 な地震の予

知論に よ る 確率 と い う よ う な も の は全 く な いわ け では ご ざ い ま せ ん けれ ど も ， そ れを ど う 評価す る か

- 39 -



と い う こ と に な り ま す と ， ま だむずか し い よ う な と こ ろ で ご ざい ま し て， ただ 日 本列 島 の ほ か の 場所

に比べ ま す と ， 私 の 申 し上げて い る の はM 8 グ ラ ス の こ と で ご ざい ま すが， そ の ニ カ 所が可能性が高

い， こ う い う 意味で ご ざい ま す。

当 時， 根室沖に地震空 白 域が あ り ， 根室か ら 網走 に か け て の地殻が相 当 に ひ ず ん でい る こ と な どか

ら 宇津徳治北大助教授 (現東大地震研教授〉 な どを は じ め と し て， 多 く の 地震学者に よ っ て， 根室

沖に大地震が起 こ る 可能性があ る と 考 え ら れて い た。 地殻査の蓄積量を地殻限界歪に関係づけ て ， 大

地震発生確率を 求 め る 手法 を 開 発 し た力武は， そ の 計算に基づい て， 根室沖お よ び東海神に お け る 地

震発生確率が高 ま っ て い る と し， 参考人 と し て 出 席 した国会委員会に お い て 近江巴記夫議員 の質問 に

答 え て 上記 の 発言 と な っ た の であ る 。

力 武 は 6 月 11 日 の 読売新聞 夕刊 の 文化欄に も ， 同様の趣 旨 の話を書いた と こ ろ， そ の 6 日 後に現実

に根室半島沖地震 CM = 7. 4) が発生 し， 予想は一応 当 っ た査好 と な っ た。 こ の地震 の 可能性は 多 く

の 地震学者が予想 し て い た と こ ろ で あ り ， 文化欄編集者 の タ イ ミ ン グが よ か っ た と い う こ と に な ろ

う ， こ の地震の 詳細につ い て は， ト ピ ッ ク ス に お い て 宇津に よ っ て 論 じ ら れ る こ と に な っ て い る 。

地震発生 の 翌 日 6 月 18 日 の新聞 に は， I警告 ピ タ リ 根室沖一一 次は遠州 灘 こ わい」 な ど と ， 大見 出

し で予想 の 正 し か っ た こ と が報 じ ら れ， 地震予知 も ま ん ざ ら でた ら め では な い と い う 印 象を世間 の 人

び と に与え る 結果 と な っ た。 ま た東海沖地震 の 可能性に つ い て も 迫力 が 出 て ， 後年の 観測強化地 域 の

指定や石橋説 の素地を つ く る こ と に な っ た と も い え よ う 。

〈力武 常次〉

S 1 1 . シ ヨ ル ツ 書 簡
昭和48年 5 月 初旬， ア メ リ カ の Lamont-Doherty Geological Observatory の C. H. Scholz は，

東大地震研究所 の 力 武常次教授 〈現東工大教授〉 あ て に， L.  R. Sykes お よ び Y. P. Aggarwal と

共著 の 論文 “Earthquake prediction ; a physical basis" の プ レ プ リ ン ト (後に Science， 181 号，

803-809に刊行〉 を送 っ て 来た。

こ の プ レ プ リ ン ト に添 え て あ っ た手紙は， つ ぎ の よ う な 内容 で あ っ た。 I関東地区 は， 地震に 先立

つ膨張期に は い っ て い る よ う だ。 房総 ・ 三浦半 島で， 1969年か ら 始 ま っ た土地 の 隆起が事実 な ら ， 私

の 理論か ら 考 え て， マ グ ニ チ A ー ド 7 以 上 の 地震が数年以 内 に起 こ る か も しれ な い。 そ こ で あ な たに

南関東 で の 地震予知 の努力 を強化す る こ と を すすめ る が， そ の た め には地震波速度 の 比 Vp /Vs の 変

化 の観測が役立つ。 可能 な ら ば， 日 本に 出 か け て 協 同観測を や り た い 。 」

こ の論文は， い わゆ る デ ィ ラ タ ン シ ー Cdilatancy) モ デ ル を地震予知に 応用 し た も の であ り ， 各種

地震先行現象の 性質を統一的に説明 で き る こ と を強調 し た と い う わけ で、 あ っ た。 こ の よ う な 考 え 方

は， 既に A. Nur な どに よ っ て 提 唱 さ れて い たが， 今回 Scholz か ら 力 武 あ て に書簡が き た の で，

巷間 「 シ ョ ル ツ 理論」 と よ ば れ る よ う に な っ た。 そ の 後 Scholz は しば しば来 日 したが， 日 本 では 有

名 に な っ た こ と を 意識 して い る よ う で あ る 。

Scholz et al. の プ レ プ リ ン ト は， コ ピ ー に コ ピ ー を重ねて ， 日 本中に流布 さ れ， そ の 翻訳が雑誌

「科学」 に掲載 さ れ る に至 っ た。 日 本 の 地震学者 の 中 に は， 正直 な と こ ろ， Iや ら れた」 と い う よ う

な感を も っ た人が多 か っ た よ う に思われ る 。 そ して ， い わゆ る シ ョ ル ツ 理論を追試す る 研究が， 日 本

で も た く さ ん行われ る よ う に な っ た。

Scholz 書簡 の 内容は， 一応文部省学術課な どに連絡 さ れたが， そ の 内容 が シ ョ ッ キ ン グだ と し て
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世間には伏せ る こ と に な っ た。 と こ ろ が， 5 月 末に な っ て 日 本 の新聞記者が Scholz の談 話 を 取 材

し， 南関 東 の 隆起に伴 う 地震発生の 可能性が， 外電 と し て伝え ら れ， 各紙に報道 さ れた の で あ る 。

こ こ でい わゆ る シ ョ ル ツ 理論 の そ の 後 の運命に つ い て ふれて お こ う 。New York 州 Blue Mountain 

Lake 地区 の 小地震につ い て は， デ ィ ラ タ ン シ 一理論が よ く あ て は ま る よ う で， 1973年 8 月 3 日 のM

=2. 6 の地震が 8 月 1 日 に予告 さ れ， 予告の通 り 発生 し た。 し か し， M = 7 � 8級の 地震につ い て シ ョ

ル ツ 理論が成立つか否かには， 深刻な疑問 が も たれ て い る 。 さ ら に研究が進 ん で， 昭和53年頃 に な る

と ， Vp /Vs 比が変化 し な い地震の ほ う が断然多 い こ と がわか っ て き た。 観測 の 精度を あ げ れ ば あ げ

る ほ ど， Vp / V  s 比異常が検 出 さ れな く な っ て し ま っ た の であ る 。

中 国 な ど では， 依然 と し て 地震に先行す る Vp/Vs 比 の 低下お よ び回復が報 じ ら れて い る が， 日 本

や カ リ フ ォ ル ニ ア では Vp /Vs 比 の 変化が検 出 さ れ る 例は 少 な い と い う の が現状で あ る 。 い わ ゆ る シ

ョ ル ツ 理論に う たわれ た デ ィ ラ タ ン シ ー 効果は， い さ さ か理想化 さ れ過 ぎ て い た と い う こ と に な る の

で あ ろ う か。

〈力武 常次〉

S 12. 東 海 地域 を 観測強化 地域に指定

東海地方 の 太平洋沖合に近 い将来大 き な地震が起 り 得 る と い う 考 え を 最初に述 べ た の は， 茂木清夫

〈東京大学地震研究所〉 で あ ろ う 。 東海地方を特定観測地域にす る こ と が決め ら れた の は， 昭和44年

11 月 28 日 の 第 5 団地震予知連絡会に お い て で あ っ た。 こ の連絡会の席上， 茂木は東海地方 の 地殻水平

変動 の デ ー タ の プ レ ー ト テ グ ト ニ グ ス の立場か ら の解釈 の 帰結 と し て 「東海沖地震」 の 可能性を指摘

し た の で あ る 。

茂 木 の 報告は 次 の よ う な 内容 で、あ っ た。 す な わ ち， 原 田健久 ・ 井沢信雄 (国土地理院〉 は 明治 と 昭

和 の 2 回 の 一等三角測量の 比較か ら 三角点 の 水平移動量を 求 め たが， こ の移動量を南海 ト ラ フ に直角

な 成分 と そ う で な い 成 分 と に 分 け て， 直角成分 の み を 図示す る と ， 移動量が 内 陸 向 き と な る 地域 と そ

う で な い地域 と に分け る こ と が で き る 。 静岡県を 中心 と し た地域には顕著な 内陸 向 き が現われ る が，

紀伊半島や四国 (西端を 除 く 〉 では外洋向 き で あ る 。 こ れは， 紀伊半島 ・ 四 国 では1944年東南海地震

と 1946年南海地震に よ っ て 土地は海側に は ね返 っ た の で あ り ， 反対に東海地区 では海側か ら の 圧縮力

の 作用 で、土地に圧縮歪 の エ ネ ル ギ ー が蓄積 さ れて い る か ら で あ る と 考 え ら れ る 。 し たが っ て ， 東海沖

に は 将来大地震 の 発生 の 可能性が考 え ら れ る ， と い う も の で あ っ た。

一方， 遠州灘沖合には過去 に 明 応 の地震 (1498， M8. 6) ， 宝永 の地震 (1707， M8. 4) ， 安政 の 地震

(1854， M8. 4) な ど の 大地震が起 き て い る が， 安政 の地震以後は大地震は起 き て い な い。 昭和 19 年

の東南海地震の 際に は 御前崎の 著 し い海岸隆起は認め ら れ て お ら ず， 震源域は御前崎 ま では お よ ん で

い な か っ た と 考 え ら れ る 。 さ ら に， 駿河湾沿岸は 明治22年か ら 昭和 4 年 ま で の40年間 と 昭和 4 年か ら

昭和26年の22年間 の 両期 間 と も 沈降が継続 し て い る こ と は檀原 の 計算に よ っ て 明 ら か で あ っ た が， 昭

和26年か ら 昭和42年に か けて も 沈降であ る こ と が判 明 した。 こ の 結果は， 上述 の 第 5 回地震予知連絡

会に提 出 さ れ， こ れ ら 一連 の デ ー タ を基に し て， 東海地方を特定観測地域に指定 し た の で あ っ た。

こ の指定 の あ と ， 国 土地理院に よ る 地殻変動 の 調査や気象庁に よ る 地震活動 の 吟 味 な ど が 行 わ れ

た。 東海地方 の 一等水準路線はs 清水， 静岡か ら藤枝， 島 田， 掛川， 磐 田 を通 り 浜松へ と 抜け る が，

昭和36年に藤枝か ら 御前崎地方に按け磐 田 に結合 さ れ る こ等水準路線が設置 さ れた。 昭和45年 6 "' 7

月 に こ の海岸沿い の二等水準路線が一等水準測量 の 精度 で再測さ れた。 ま た， 同年 9 月 に は藤枝， 磐
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回 聞 の一等水準路線 も 再測 さ れた。 こ れ ら の 測量 の 結果は， いずれ も 磐 田 に対す る 藤枝 の 著 Lい沈下

を示 し て い た。 す な わ ち， 一等水準路線では 昭和25年か ら 昭和45年 の 間に藤枝の 沈下は10cm と な り ，

二等水準路線では 昭和36年か ら 昭和45年の 聞 の藤枝の沈下は 13cm と な っ た の で、 あ る 。 さ ら に 昭和45

年11 月 には， 静岡県掛川市付近に菱形基線が設置 さ れ た。 こ の 菱形基線 の 端点に一等三 角 点 の 高天神

山， 坂部村が含 ま れて お り ， こ の 聞 の辺長 は 今回 の ジ オ ジ メ ー タ - 8 型に よ る 測定の ほ か過去に 2 回

の 測定結果 が あ る 。 す な わ ち， 第 1 回 は 明治23年の測定 (明治成果〉 で あ る 。 第 2 回 は 昭和31年 の 測

定で， 第 3 回 が最新 の 昭和45年11 月 の 測定であ る 。 こ れ ら 3 回 の 測定結果を グ ラ フ に プ ロ ッ ト す る

と 3 明治23年か ら 昭和31年 ま で の66年間に 9 cm の庄縮， 昭和31年か ら 昭和45年 ま で の 14年間では 6 cm

の 圧縮 と な る 。 す な わ ち 約 18km の 高天神 山~坂部村 の 辺長は， 明治 以来圧縮 さ わし続 け て き た こ と に

な る 。 翌昭和46年1 1 月 に も こ の 菱形基娘は再測 さ れたが， 高天神 山~坂部村聞 は やは り 縮 小 と な っ

た。

こ の 後， 昭和48年に な っ て 再び東海地方 が注 目 さ れ る こ と と な っ た。 こ れに は 昭和48年 6 月 17 日 の

根室半 島沖地震発生の 問題がか ら ん でい る 。 す な わ ち， こ の地震 の 発生は， 北海道東部に お け る 三角

点 の 内陸部へ の 移動 や海帯沿い の 大地震の 余震域の空 白 部 の存在な どか ら あ ら か じ め 予測 さ れて い た

も の で あ り ， こ の地震が予想 どお り にーー と い っ て も 細部では い ろ いろ 予想 ど お り に は必 ら ず し も い

か な い 問題が生 じ た の で、 あ る が一一 発生 し た と な る と ， ほ ぼ同 様 の 考 え方か ら し て 予想 さ れ た 「東海

神」 地震 も 発生の 可能性が強 い と 考え ら れたか ら であ る 。 そ の 頃， 力武常次 (東京大学地震研究所〉

は， 昭和48年 6 月 12 日 の読売新 聞 夕刊 に お い て プ レ ー ト テ グ ト ニ ク ス の考え 方 に よ る 巨大地震発生の

メ カ ニ ズ ム につ い て 解説 し， そ の あ と 「 日 本列 島 の 各地 で， プ レ ー ト の圧縮力 に よ っ て 破壊寸前に達

し て い る 場所が あ る だ ろ う か ? J と 聞 い， そ の 答 と し て 「北海道 の 沖合， 東海地方沖合 の 遠 州 灘 で

は， そ れ ぞ れ 明治27年， 嘉永 7 年 (1854) に マ グ ニ チ ュ ー ド 8 級 の 大地震が起 っ て い る が， そ の 後大

地震が な い。 日 本 の太平洋沿岸では100�150年位の 間隔で 巨大地震が繰返 し 発生す る の で， 何 と な く

危険を感 じ る 。 最近の 地震予知計画に よ る 調査の 結果 出 さ れた デ ー タ では， 北海道東部や東海地方 の

地殻は著 し く 変形 し て い て， 若干の仮定 の も と に試算す る な ら ば， 大地震再来 の 確率は相 当 に高い こ

と に な る 。」 と 書い て い た。 そ の 直後 6 月 17 日 に根室半 島沖 で大地震が発生 し た の で あ る か ら ， こ の

地震 の 後 の 週刊読売 7 月 21 日 号 に お い て 力武常次が 「根室沖 の 例カミ ら 見て ， 遠 州 灘地震の 可能性 も ，

世 間 の 人 々 に と っ て迫力を持つ よ う に な っ た と 思われ る 。」 と 書い た の も 事 の 成行 き 上 自 然 で あ っ た

ろ う 。

昭和48年 8 月 23 日 の 第22回地震予知連絡会では， 根室半 島沖地震につ い て 検討 した ほ か， 東海地方

の 地殻変動につ い て も 議論 が な さ れ た。 こ の と き 国土地理院は， 明治22年か ら 昭和42年 ま で の 東海地

方 の 総括 的 な 地殻垂直変動 図 を提 出 し， 駿河湾に面 し た地域は過去80年聞 に 20�30cm も 沈下 し て お

り ， 中 部 山岳地域では逆に 30cm あ ま り 隆起 して い る こ と を指摘 した。 し か し な が ら ， 特に最近異常

な 地殻変動が生 じ地震発生 の 疑が強 く な っ た と い う 訳では な い 。 L たが っ て， 連絡会 と し て は 当分は

東海地方を 今 の 「特定観測地域」 か ら 「観測強化地域」 に格上げす る こ と は せず， 今 ま で と 同 じ観測

体制 で臨む こ と に な っ た。

昭和48年10月 には御前崎菱形基線の 第 3 回 目 の測量が国土地理院に よ っ て 実施 さ れ， そ の 結果は11

月 29 臼 の 第23回地震予知連絡会に提 出 さ れた。 そ し て 高天神 山 と 坂部村聞 の 辺長は 明治23年か ら 昭和

45年 ま で の80年 聞 に約27cm 縮 ん だ が， そ の う ち 昭和31年以後 で約20cm も 縮み， 最近圧縮が加速 さ れ

て い る 可能性が あ る と さ れた。 一方， 気象庁では， 大正15年か ら 昭和47年 ま で の 聞に起 き た東海沖 の

地震の 震源を調査 し震央分布図を作 っ た と こ ろ， 遠州灘に マ グ ニ チ ュ ー ド 7 な い し 8 に相 当す る 空 白
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域 の あ る こ と が 分 っ た。 ただ し， こ の空 白 域を通 り 抜け る 地震波に つ い て 地震波速度 の 変化を調べた

と こ ろ ， 特に変化は な か っ た。 こ れ ら の こ と か ら 連絡会は， 東海地方に関 し格上げは し な い が実際上

観測強化地域な み の観測を実施す る こ と に な り ， 関係各機関に よ り 御前崎に深 さ 200m の 井戸を掘 っ

て 精密地震計を設置す る こ と ， 遠州 灘に海底地震計を沈設す る こ と 等 の 計 画 が検討 さ れた。

東海地方が最終的に観測強化地域に指定 さ れた の は， 昭和49年 2 月 28 日 の 第24田地震予知連絡会に

お い て であ っ た。 こ の 時 の 連絡会では， 新 し い デ ー タ と して 国土地理院の 実施 した駿河湾を ま た ぐ一

等三角網 の 改測結果が提 出 さ れた。 こ の付近 の一等三角網は， 昭和 5 年 の北伊豆地震の後， 昭和 6 年

に改概 さ れて お り ， 昭和48年 8 月 か ら 12月 に か け て 実測 さ れた ジ オ ジ メ ー タ ー に よ る 測定 と の 比較が

可能で あ る 。 測量結果に基づ き 地殻水平歪を算 出 し た と こ ろ， 駿河湾 内 で ほ ぼ東西 の圧縮 が 卓 越 し

(南北 も 圧縮で あ る )， 最大ぜ ん 断歪 の 量は， 組合せたい く つ か の三角形 の う ち 最小 で O. 9 X 10寸， 最

大 で 2. 6 x IO-5 と な っ た。 こ う して ， 駿河湾には過去40年の 聞に少 な く な い 査エ ネ ル ギ ー が蓄積 さ れ

て い る こ と が判 明 し， 連絡会は最終的に観測強化地域指定に踏み き っ た の で あ る 。 そ の理 由 は， 次 の

よ う に要約 さ れた。

「遠州灘では大地震が過去1096年， 1498年， 1707年， 1854年に発生 し て い る が， 最近 120 年間は発

生 して お ら ず， 地震活動 の き わ め て 不活発な区域の存在が 明 ら かに な っ て い る 。 地震波速度 CVp/Vs)

は い ま の と こ ろ 特に異常 と は い え な い が， 明治 以来， 駿河湾沿い が沈下， 内陸側が隆起 と い う 傾 向 の

上下変動， お よ び お おむね東西方 向圧縮傾 向 の 水平変動が継続 して い る よ う に み え る 。 水平変動は最

近加速 さ れた と い う 報告 も あ る 。

同地域 の重要性に か ん がみ， 以上の よ う な 諸現象を さ ら に詳細に調査 し， 総合的に検討す る ため，

東海地方を観測強化地域に指定す る 。」

こ の観測強化地域指定 と 相前後 し て ， 昭和48年度 の 特別研究促進調整費に よ っ て 次 の よ う な 研究が

行われ る こ と と な っ た。

(1) 地殻変動に 関す る 研究

① 水平伸縮に 関す る 研究

静 岡 県榛原町を中心 と す る 4 カ 所に光波距離測定観測施設を設置 し， 放射状に地殻 の 水平伸

縮観測を行 う 。

② 地盤傾斜に 関す る 研究

気象庁御前崎測候所構 内 に 深 さ 200m の 観測井を掘 り ， そ の 中 に 高精度 の傾斜計を設置 し，

地殻変動 の 連続観測を行 う 。

(2) 地震活動に 関す る 研究

深 さ 200m の 観測井に， 傾斜計 と 同 時に高感度地震計を設置 し， 広範囲 の 小地震活動 の 連続観

測を行 う 。

こ う して ， 東海地方 の地震予 知研究が ナ シ ョ ナ ル プ ロ ジ ェ グ ト と し て取 り 組 ま れ る 第一歩が踏み 出

さ れ た の で あ る 。 (藤 田 尚美， 藤井陽一郎〉

S 13 . 多 摩川 下流域の地盤 隆 起

日 本 の よ う に， 地震国で しか も 高 度 の文化 と 複雑な社会機構を有 し て い る 国 では， 学者に と っ て は

単 な る 地震予知の 研究発表であ っ て も ， それ が一度情報 と して 社会に 流布 さ れれば大 き な 反響 を呼び
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起す こ と に な る 。 昭和49年暮以来 の 多摩川 下流域の地盤隆起 の 問題 も そ の一 例 で あ っ た。 対象 と な っ

た地域が工業都市川崎市の 中心市街地 で あ っ ただ けに， 学者 も 行政官 も 住民 も ， 地震予知情報 と 社会

と の 関係 で さ ま ざ ま な 経験を積む こ と と な っ た。

問 題 の 多摩川下流域の地盤隆起につ い て は， 関係者 の 聞では 昭和48年に は気づかれ て い た。 こ の隆

起 が昭和49年 9 月 26 日 の 第26団地震予知連絡会に報告 さ れた時には， 特に問題 と は さ れ な か っ た。 そ

れが， 昭和49年1 1 月 上旬 に， 東京都大 田 区か ら 川 崎市を経て 横浜市へ と 抜け る 一等水準路線 に つ い

て ， 昭和45年の 値 を ベ ー ス と して46年， 47年， 48年， 49年の累積上下変動 図 を 作 っ て 見た と こ ろ ， は

じ め 大 田 区 か ら 横浜市に も お よ ぶ広い範囲 に 出現 し た地盤隆起がだ ん だ ん川 崎駅付近に集中 して， こ

の 4 年間では 最大 4 cm に も な っ た の で あ る 。 こ れは， あ る 局部に査が 集中 し て い っ て い る こ と の表

われで あ る と 推察 さ れた。

次 田 第27団地震予知連絡会に こ の 件 を 報告す る こ と を決め た地震予知連絡会事務局は， 昭和49年11

月 29 日 ， 東京大学地震研究所， 気 象庁， 国土地理院 の 代表者か ら な る 下打合せ の 会合を開催 し た。 こ

の と き ， 隆起 の 事実は疑い な い が， そ の 解釈 と し て こ れが地震 の 前 兆 で あ る 可能性 と と も に， 2 つ の

問題が あ る こ と が 出 席者か ら 指摘 さ れた。

1 つ は， 著 しい隆起の 見 ら れ る 範囲 が かつ て 地盤沈下 の激 しか っ た地域 と お お むね一致す る ら し く

見 え る こ と で あ る 。 こ れは， 問題 の 隆起は ひ ょ っ と す る と 地盤沈下 の 反作用 に よ る 隆起 の 可能性 も あ

る の では な い か と い う こ と で あ る 。 東京下町 の地盤沈下 の 徴候は， 早 く も 明治末期か ら 現われ て い た

が， 第 2 次大戦中 か ら 戦後 に か け て は， 工場の疎開や被爆に よ り 地下水 の 使用量が減少 し た こ と に伴

っ て ， 地盤は停止 も し く は上昇を示 し た こ と ， 最近では， 船橋市に お い て 地下水揚水を ス ト y プ し た

後， かつ て の地盤沈下地域に隆起が現われて き た こ と 等が関係者には知 ら れて お り ， そ の詳 し い メ カ

ニ ズ ム は 不 明 の 点が あ る も の の， と に角地盤沈下 の 反作用 と して 地盤隆起が現われ る こ と が あ る ら し

い と い う こ と が分 っ て い たか ら で あ る 。

も う 1 つは， 人 口 調密 な 大都市 の 真 中 で ひ ょ っ と す る と 地震性か も 知れ な い 地盤隆起が生 じ た と い

う 事実を公表す る こ と が も た ら す社会的効果へ の 不安で、あ っ た。 必 ら ずパ ニ y ク が起 る か ら ， あ やふ

や な， ま だ地震の 前 兆 と 決 っ た訳で も な い デ ー タ は一切発表すべ き では な い と の， 極端 な 意見 も あ っ

た。 そ れ で， 問題 の地盤隆起につ い て は， 12月 5 日 の 第 27 田地震予知連絡会で報告 さ れ， 検討 も さ

れ， さ ら に い ろ い ろ 調査 も 進め る こ と も 申 し合わ さ れたが， 公表は も う 暫 く 様子を見て か ら 行 う こ と

に な っ た の で あ る 。 しか し， 事が重大 な だ けに， 恒例 の 自 治体関係者に対す る 連絡会検討事項の説 明

会が翌12月 6 日 に開催 さ れた時には， 隆起 の 件 は 説 明 さ れた の であ る 。 同 日 ， 地震予知研究推進連絡

会議技術専門委員会が開催 さ れ， 測地測量， 地質， 地下水 の調査， 地震観測等の 諾観測の 計画 が検討

さ れ た。

と こ ろ が， 12月 下旬 に は い る と ， こ の 地盤隆起の 件 が外部に も 伝わ り 始 め た の で， こ の 際すべて を

公表 し て 連絡会の 見解を伝え て お く こ と が， か え っ て 根 も な い流言が伝わ り 人心を不安に導か な い方

法だ と 考 え ら れた。 そ こ で， 在京 の委員が集 っ て こ の 件を検討 した結果， 12月 26 日 ， 地震予知連絡会

は 特別記者会見 な 行 い， 最近 の 多摩川下流域の 地盤隆起現象に 関 し て 報告す る こ と に な っ た。 記者会

見 は 次 の よ う な 内 容 であ っ たが， 初め て の ケ ー ス で も あ り ， か な り セ ン セ ー シ ョ ナ ル に報道 さ れて し

ま っ た。 記者会見 の 内容は， 翌12 月 27 日 ， 地震予知連絡会会長か ら地震予知研究推進連絡会議議長に

具 申 し た 「最近に お け る 多摩川下流地域の地盤隆起現象に つ い て」 に詳 し く 書かれ て い る の で， そ の

全文 を の せ る こ と に す る 。
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最近 における多摩川下流地域の 地盤隆起現象 について
昨 日 ， 地震予知連絡会は， ) l ! 崎市及びそ の周辺 の地盤隆起につい て の 見解を公表いた し ま した。 国土地理

院 は， 東京一藤沢間 の 水準測量を毎年行 っ て お り ま すが， こ れに よ る と ， 1971年以来川 崎市を中心 と し て半
径数 キ ロ の地域が， 大 き い所で年間 1 セ ン チ程度隆起 しつつあ る こ と が認め ら れ ま す。

しか し， 地盤隆起の 顕著な地域が， かつ て地下水汲み上げに よ る 地盤沈下 の 著 しか っ た地域 と 概ね一致す

る こ と か ら考え て ， 地盤沈下現象 と の 関連にお い て 生 じ た も の で な いか と い う 疑いが持たれ ま す。

微小地震の発生な ど他 の地震前兆 と 思われ る 現象は， 現在何 も 観測 さ れて お り ま せ ん。 な お， 地盤の隆起

が地震発生に結びつかなか っ た事例 も あ り ， 今回地盤隆起が測定 さ れた と い う こ と だけか ら ， こ れが直 ち に

地震の 起 る こ と に結びつ く と 考え る こ と はで き ま せん。
しか し ， 川 崎地域が社会的に極め て重要な地域であ る こ と か ら ， 万が一を考慮 し ， 今回 の現象の実態をつ

かむために， 関係各機関が協力 し て各種の 観測 を集約的に行 う こ と が必要であ る と 考え ま す。

こ の調査の た め に は， 川 崎市を は じめ と し て広 く ， 東京都， 神奈川県 の地方公共団体， 企業に協力を願 う

こ と が必要で あ り ま すが， そ の ためには， 今回 の地盤隆起の 件につ い て 予 め 当連絡会の見解を公表 し てお く

こ と が， か え っ て根 も な い流言が流さ れ人心を不安に導かな い方法で あ ろ う と 考え た次第であ り ま す。

今後， 各種の研究， 観測が進み必要な資料が入手で き ま す と ， 社会に対 し よ り 正確な判断を伝 え る こ と が

で き る も の と 思 い ま す。
ま た， 仮に今回 の隆起が地震に結びつ く も の と し て も ， 隆起 の 生 じ た範囲か ら考え て ， 決 し て大地震では

な く ， マ グ ニ チ ュ ー ド と し て 5 な い し 6 であ り ， 中心及びそ の周辺で震度 5 (強震〉 にな る 程度 と 恩われ ま

す。
昭和49年12月 27 日 地震予知連絡会会長 荻 原 尊 礼

地震予知研究推進連絡会議議長 武 安 義 光殿

昭和50年 2 月 27 日 ， 第28団地震予知連絡会が開催 さ れた。 こ の と き ま でに， 国土地理院は川崎市が

実施 し て い る 水準測量 のデー タ も 入手 し て ， ほぼ南北 の地理院の水準路線のデ} タ と と も に これに直

交す る 川 崎市水準路線 の 結果 も 一緒に プ ロ ッ ト して， 隆起 の 範囲を面的に も は っ き り さ せて い た。 一

方， 脇 田 宏 〈東京大学理学部〉 は多摩川 流域の地下水 の 水位上昇に つ い て 調ベ， 普通 の 水位上昇を上

ま わ る 異常水位上昇 の量 と そ の地理的範囲 と をつ き と め て い た。 2 月 27 日 の 午前中に， 午後 の連絡会

の下打合せの会合が聞かれたが， 地盤隆起 の 等隆起線 と地下水位上昇 の 等上昇線 と は 全 く よ く 一致 し

て い る こ と が分 っ た の であ っ た。 こ う し て， 地盤隆起を も た ら し て い る 原因は ど う や ら 地下水であ る

ら し い と い う こ と が分 仇 連絡会では， ではそ の地下水 の 起源は ど こ か， 地球 内 部 の 深い所か ら か，

ま たは浅い所か ら かが問題 と し て 取 り 上げ ら れ た の であ る 。

4 月 17 日 に連絡会 内 の 関係者が集 り 地盤隆起検討会を開催 した と き ， 地質調査所か ら， 水位上昇地

域は旧多摩川 の 河道 と 一致 してい る こ と ， ま た近年地下水揚水が制限 されて 減少 して い る 所 と も一致

して い る と の指摘がな さ れ た。 こ の よ う な指摘は お のずか ら ， 問 題 の 水位上昇は揚水規制に よ る 水位

回復 と い う 人為的原因に よ る も の で、あ っ て ， 地震 と は 関係が薄い と い う こ と に な る 。 こ の よ う な 見解

に対 し て 脇 田 は， 多 摩川下流 で は年代の 古 い地下水が存在 し て い て 必ず し も 浅部 で の 現象 と い い き れ

な い こ と を 主張 し た 。 しか し な が ら ， 5 月 6 日 の第29団地震予知連絡会 ま で の 調査で は， 地盤隆起地

域 の 地殻水平歪 の蓄積 は大き い と は考え られず， ま た最近特 に浅発地震活動が活発化 した こ と も ない

とい う よ う に ， 積極的 に地震発生 に結びつ く と 思われる 他 の 要因 は存在 し な い こ と が分 っ た。

こ の 頃 ま でに行われた研究を ま と めれば， 次 の よ う な こ とにな る 。
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1975年 5 月 ま で の 多摩川下流地域地盤隆起現象に関連 した調査研究 の主な結果

1 水 準 測 量 | 川 崎を 中心 と し て ， 直径約 10km の範囲で最大 1 cm/year の 臨の 確認。

2 水 平 歪 測 量 | 最近 の昨間では有意 な 歪の蓄積は確認 で き ず。

3 地下 水 位 調 査 | 地猿隆起地域で水位 の 上昇確認， 中心部では最近 1 年間で伽 以上の上昇， 水位の
低か っ た所程上昇は大。
錫水量 と 水位変動 の相関を確認。

4 .  地 下 水 分 析 | ラ ド ン : 有意な 時間的変化な し。
ト リ チ ウ ム ， 14C 年代， 化学組成 : 第二京浜国道以東を除 き ， 旧河道北西部 の 多 く

は新 し い現在の 多摩川 系 の 水。 東海道線以東で， 化学組成 の異な る 1 万年以前の 古
い水を確認。

5. 地 震 観 測 | 隆起地域では， 30km よ り 浅 い地震は確認で き ず。

1 :地震波速度比 Vp/Vs は有意 な 変化は確認で き ず。

(国立防災科学技術セ ン タ ー研究速報 第初号 1975年 9 月 に よ る〉

そ の 後 も 地盤隆起 は継続 し， 調査 も ゆ る め る こ と な く 続 け ら れ たが， 結局地盤隆起以外の 特異 な 現

象 は発見 さ れず， さ り と て地盤隆起を も た ら し た地下水の 起源 に つ い て も は っ き り し た結論 は得 ら れ

な い ま ま 推移 し た の で あ っ た。

一方， 地盤隆起の 公表 の 後， 地元の 川 崎市 で は防災対策本部 〈本部長伊藤三郎市長〉 を 中心に， 関

東大震災程度 の地震を予想 し て 昭和47年度か ら ス タ ー ト さ せて い る 職員 の 動員計画や医師会 ・ 民間 ハ

ム な ど医療通信活動 に お け る 協力 態勢を再検討す る 一方， 食糧， 給水 な ど に つ い て も 点検を行 っ た。

市民 への P R に も 力 を入れ， 昭和50年 1 月 17 日 か ら31 日 ま で地震予知連絡会 の メ ン バ ー や地震 の 専門

学者を招 い て ， 各 区 ご と に地震対策説 明会を 聞 い た。 こ の説 明会 の と き 実施 さ れた ア ン ケ ー ト に よ る

と ， r地震予報 に つ い て 」 は84% の 人が 「大変不安」 と 答え， r対策 に つ い て J は50% の人が 「避難

の 方法 を 相談」 し ， 23% の 人が 「非常食を 用 意 して い る 」 と 答え る と い う 結果 であ っ たか ら ， 市民 の

聞に大 き な不安 も あ り 自 衛的な対策 も 自 ら試み る と い う こ と も あ っ たが， 全般的に は市民は冷静に地

震予報を受 け止 め た と い っ て よ い で あ ろ う 。

一方， 東京都では， 予想 さ れた地震が発生 し た 時 の 被害を見積 っ て み た。 震度 5 程度 の 地震 で あ れ

ば被害の範囲は川 崎市を中心に 半径 6 km 程度 と な る が， 東京都では半径を 12km に し て， 震度 6 の

最悪 の場合を想定 し て 被害を は じ き 出 した。 そ の 結果は城南地区を中心に 4 万 4 千人が怪我， 焼失お

よ び倒壊家屋は 2 万 6 千棟 と い う と て つ も な い 大 き な数字 と な っ た。 都は こ の数字を も と に救急体制

を検討 し た が， 警視庁 も 交通規制， 集団避難= パ ニ ッ グ 防止 な どを盛 り 込 ん だ警備計画を作成す る こ

と に し た。

こ の よ う に， 各 自 治体は地震予知 情報の提供に対応 し て 防災体制 を と っ た。 そ の 後， 結果的 には地

震発生 の可能性は地震予知連絡会に よ っ て 一応否定 さ れた形 と な っ た の で， 川 崎地盤隆起は， 地震情

報 の 提供に す ぐ対応 し て 防災は何をす る の か と い う こ と に 関す る 1 つ の貴重な実験に な っ た と い え よ

う 。 (藤 田 尚美， 藤井陽一郎〉

S 14. 伊豆 半 島 異常 隆 起

昭和50年 8 月 ， 伊東市奥野に 置かれて い た地震研究所の 地震計は， ご く 近 く で発生 して い る と 思わ
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れ る 多数の 徴小地震を記録 し始め た。 同 年10 月 こ の 徴小地震活動は さ ら に活発化す る よ う に 見 え た の

で， 湯 ケ 島や河津な どに地震計を増設 し た 結果， 伊豆半島北東部 の遠笠山付近に徴小地震が群発 して

い る こ と が判 明 し た。 11 月 14 日 に は M3. 6 の 有感地震が発生 した。

昭和51年 2 月 19 日 の 第32 団地震予知連絡会では， こ の伊豆半島東北 部 の 徴小群発地震に つ い て 検討

さ れ， こ の 結果は公表 さ れた。 た ま た ま こ の 頃， 国土地理院は伊豆半島達摩山付近に地設水平歪 の 大

き い地域が あ る ら し い こ と に気 づ き ， こ れを検討す る ため， 昭和51年 1 月 に修善寺付近 の 水準測量を

実施 し た。 間 も な く ， 達摩山 の 大 き な地鼓水平歪は気象補正に 由 来 した見か け の も の であ る と 判 明 し

た の だ が， は か ら ず も 水準測量 の 結果は重大な事実， す な わち修善寺付近 の 土地が最近 2 年間に最大

5 cm も 隆起 し て い る こ と を検 出 し た の で、 あ っ た。 3 月 4 日 には地震予知連絡会関東部会 (部会長茂

木清夫〉 が開催 さ れ， こ の伊豆半 島異常隆起が検討 さ れた。 そ の 結果， 関係者は重要な現象が発生 し

て い る と の 認識に立 っ て， 各種 の 観測を集中すべ き こ と を 申 し合せた。 こ の段階では ま だ隆起が ど の

位の範囲であ る の か そ の 全貌がは っ き り して い な か っ た の で， 国土地理院は急逮水準測量の範閤を拡

大す る こ と に な っ た。 こ の 測量は 3 月 中 に終了 Lた。 そ の 他に， 国土地理院は伊東市 の 西に あ る 徳永

村三角点を 中心 と し た放射基線を設定 し て 辺長測量を行 い， 地殻は上下方 向 の み な ら ず水平方 向 に も

著 し く 変動 して い る こ と を確か め た。

一方， 伊豆半 島 の 群発地震や地殻異常隆起 と い え ば， 昭和 5 年春か ら 夏 に か けて の伊東沖群発地震

や こ れに 関連 し た伊豆半 島東海岸 の 地穀異常隆起 も 思 い 出 さ れ る と こ ろ であ る 。 そ こ で， 気象庁は あ

ら ため て 伊東群発地震か ら 北伊豆地震の 発生に至 る 地震活動 の推移を取 り ま と め た。

こ れ ら の 諸結果は， 4 月 9 日 の 関東部会に提 出 さ れ た。 5 月 19 日 に も 関東部会が聞かれたが， こ の

時に は徴小群発地震の 発生 して い る 地域 で の 活断層 図 や， 過去数万年間に生 じ た小火 口 の 分布 図 な ど

が 資料 と し て 提 出 さ れた。 こ れ ら 2 回 の 関東部会を通 じ て 議論 さ れた こ と は， 問題 の 地殻隆起は火 山

性 の も の か ど う か， ま た， 隆起域は か な り 広い が果 して こ れが被害地震 の 発生 と 結びつ く も の な の か

ど う か と い う よ う な 点 で あ っ た。 従来 の 経緯か ら すれ ば， 伊豆半島 の 地殻隆起は群発地震の終息 と と

も に終了 す る 可能性 も あ る と 見 ら れた。 さ り と て， 昭和 5 年の伊東群発地震が マ グ ニ チ ュ ー ド 7. 0 の

北伊豆地震 の 発生に先行 し た例 も あ り ， 群発地震だ け で終 る こ と な く ， マ グ ニ チ ュ ー ド 7 程度 の 被害

地震発生に結びつ く 可能性の あ る こ と を全 く 否定す る こ と も で き な か っ た。 しか し， 異常隆起 の範囲

が 分 っ た場合， 特に 火 山地域 の それに直 ち に檀原 の式を適用 して 将来起 る か も 知れ な い地震の マ グ ニ

チ ュ ー ド を推定す る と い う よ う な や り 方 に は 異論が あ っ た。

昭和51年 5 月 24 日 第33田地震予知連絡会が開催 さ れ， こ の段階 ま で の デ ー タ を総括 して は じ め て 伊

豆半島異常隆起の 全貌を公表 した。 翌 日 の 各紙は こ れを 大 き く 報道 した。 5 月 25 日 には地震予知連絡

会長 の 報告を受 け， 科学技術庁は特調費に よ る 集中観測を実施す る こ と を 決め た。

7 月 2 日 に は 関東部会が開催 さ れたが， こ の 頃伊豆半島異常隆起調査の第 2 回 目 の水準測量が終了

し， そ の 結果 に よ れば伊東側は若干沈下に転 じ た ら し い こ と が報告 さ れた。 次い で、 8 月 18 日 には マ グ

ニ チ ュ ー ド 5. 4 の地震が河津町 の 鉢 山付近に 発生 し， 若干の 被害 が 出 た。 こ の 日 直 ち に 関東部会が聞

かれ， 次 い で 8 月 23 日 に は第34団地震予知連絡会が開催 さ れ， 今 ま で の 隆起 の 現象 と 河津地震の 発生

な どに つ い て 議論 さ れた。 こ の 頃に な る と ， 異常隆起が火 山 性 の も の であ る こ と を思わせ る よ う な現

象は発見 さ れず， つ い に か な り の程度 の 被害地震 の 発生を見た こ と も あ っ て， 今回 の 隆起は ど う や ら

テ グ ト ニ ッ グ な も の では な し 、 か と の 見解が よ り 強 ま っ た雰囲気 であ っ た。 連絡会は， 記者会 見 の 席

で， 今後 も 先 日 の 河津地震程度 の 地震は起 る か も 知れ な い と の 統一見解を 発表 した。 それを裏づ け る

か の よ う に， 8 月 26 日 に は ま た河津町付近に マ グ ニ チ ュ ー ド 4. 7 の地震が発生 し た。
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11 月 16 日 の 関東部会では， 伊豆半島 の 地殻活動 の 今後 の 見通 しにつ い て 活 発 な 議論が行われた。 水

準測量 の 結果に よ れ ば， 隆起の 中心は そ の 後伊東市 の 西 の 冷川 峠か ら ， そ の 西南方 向 の 下船原へ と 移

動 し た ら し く 思われた。 従来 の 伊豆半 島周辺の群発地震活動 は 大 き な地震に は な ら な い で終 っ た例が

多 い の で， 今回 の群 発地震活動 も 今後 は 次第に静穏化 し て 行 く で あ ろ う と い う 意見が大勢を 占 め た。

し か し， 関東部会 の茂木部会長は， 長 い 目 で見れば伊豆半 島 周 辺 の地震活動 は 昭和49年の伊豆半島沖

地震 の 発生以来む し ろ 強 ま っ て い る と 見 る べ き であ っ て， 注意を怠 る べ き で な い と の 見解 を 強 調 し

た。

昭和52年に入 り ， 2 月 上旬 に行われた水準測量の 結果は， 伊豆半 島 の 隆起が停滞 して い る こ と を示

し て い た。 同 年 2 月 21 日 の 第36団地震予知連絡会では， 伊豆半 島 の地殻活動は次第に鎮静化 しつつ あ

る と い う 見解を公表 し た。 し か し， こ の年 の 7 月 頃行われた第 4 回 目 の 水準測量では， 地殻隆起は完

全に停止 し た の では な く ， 隆起速度は鈍 っ た が な お継続 し て い る こ と が 明 ら か に さ れた。 11 月 28 日 に

開 催 さ れた関東部会では， な お気を ゆ る め な い で諸観測を継続す る こ と を話 し合 っ たが， 特に こ の こ

と を強調 し て 社会に 公表す る と い う 処置は と ら ない方針 と し た。

と こ ろ が， 昭和 53 年 1 月 14 日 に伊豆大島近海地震 CM7. 0) の 発生を み る に至 っ た。 こ の 地震 の 発

生そ の も の が問 題 の 地殻隆起 と ど ん な 関係に あ る の か， 今 も っ て は っ き り し な い 点が多 い が， 大局 的

に 見て， 追及 して 来 た一連 の伊豆半島 の 地殻活動 と 何 ら か の 関連 の あ る 現象であ る と 考 え る の は 自 然

な こ と で あ る 。 こ の よ う な面に 注 目 すれば， 日 本の地震予知研究 も か な り の程度 ま で問題を追い込ん

でい た こ と に な る 。 す な わ ち ， 日 本 の地震予知研究者は 諸観測強化 の地域で大地震 の 発生を迎 え る と

い う 1 つ の 経験を持 っ た の であ っ た。 (.藤 田 尚美， 藤井陽一郎)

S 15 . 東海地域判定会
東海沖に地震活動 の空 白 域が存在 し て い る こ と や， 駿河湾西岸が 明治以降沈降が続い て い る こ と ，

西北西一東南東 の 水平圧縮が観測 さ れて い る こ と な ど の 観測事実に基づ き ， 東海地域は 昭和49年 2 月

の地震予知連絡会で特定観測地域か ら 観測強化地域に格上げ さ れ観測が強化 さ れて き た。 しか し， 直

接大地震の 発生に 結びつ く 前兆現象は 見 出 さ れて い な い 。

ま た， 昭和51年秋の地震学会に お い て ， 新 しい 古文書 の 発見で1854年の 安政東海地震では駿河湾 の

奥 ま で破壊 さ れて い た事実が発表 さ れ， 1944年の 東南海地震で破壊 さ れな か っ た駿河湾周辺が注 目 さ

れ 「駿河湾地震説J と い う 名 の も と に マ ス コ ミ に よ っ て い さ さ か セ ン セ ー シ ョ ナ ノレ に扱われた。 こ の

駿河湾地震説につ い て は， そ の後地震予知連絡会に お い て 総合的な検討が な さ れ た。 そ の 結果， 昭和

51年11 月 「現在 ま で の 観測結果に よ れば， 発生時期を推測で き る 前兆現象 と 思われ る も の は 見 出 さ れ

て い な し 、J と の判断が な さ れた。 しか し， 同地域は1854年の安政東海地震 よ り 約 120 年を経過 し て お

り ， そ の 聞大規模な 地震が発生 し て お ら ず， 地震空 白 域 の 存在が 明 ら かに な っ て い る こ と ， 御前崎か

ら 駿河湾にか け て 明治以来顕著な 沈降が認め ら れ， 駿河湾を 中心に西北西一一東南東の 水平庄縮が観

測 さ れ て い る な ど の 事実 か ら ， 同 連絡会は東海地域の観測を更に強化す る 必要 が あ る と も 述 べ て い

る 。

駿河湾地震説の 発表は， 静悶県を中心 と す る 東海地域に各種 の 社会的影響 を お よ ぽ し， 地震予知 の

早期実現に対す る 要望は非常に 大 き な も の と な っ て き た。 ま た， 地震予知 の 研究を推進す る 側 に お い

て も ， 東海地域に展開 して い る 各種の観測 で も し か し た ら ， 大地震の前兆現象を捕え る こ と が で き る
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場合 も お こ り 得 る の では な い か， ま た， 直前予知に有効 と 考 え ら れ る 観測種 目 や観測数を増せば こ の

前兆捕捉が も っ と 確実 に な る の では な い か。 こ の よ う な場合に は直前予知 も 可能 では な し 、 か と い う よ

う な意見が 出 て く る よ う な と こ ろ ま で、 き た。 こ の よ う な動 き に対応すベ く ， 文部省測地学審議会は昭

和51年12月 「第 3 次地震予知計画 の再度一部見直 し」 を建議 した。 同建議は主 と して

1・ 東海地域の 観測を強化 し前兆現象捕捉の可能性を高 め， こ れ ら 各種観測デ ー タ を集中 し常時監

視体制を 整備す る 。

2・ 更に， 観測 デ ー タ に異常が見 出 さ れ た場合， こ れが大地震に結びつ く か ど う かを判定す る 組織

を 整備す る 。

と い う 2 項 目 に つ い て 強調 して お り ， 東海地域の 地震に対す る 直前予知に主力 を置い た も の に な っ て

い る 。 こ の建議の 意を体 し て， 地震予知推進本部は昭和52年 4 月 「東海地域の地震予知体制 の 整備に

勺 い て 」 を決定 し た。 こ の 決定 の 主 な 項 目 は

1. 観測 の 強化

2. 監視体制 の充実

3. 判定組織の 整備

で あ る 。

こ の 決定に基づ き， 国土地理院お よ び国立防災科学技術 セ ン タ ー， 地質調査所， 大学 の 検 潮， 地

震， 地下水， 地殻変動 の連続観測 デ ー タ は気象庁 の常時監視体制 に順次連繋 さ れ る こ と と な っ た。 こ

の 結果， 昭和53年度末には第15- 1 図に示す よ う に多 く の観測デ ー タ が気象庁に集中 さ れ る こ と に な

り ， 地震予知 の 推進に大 き な 一歩を踏み 出 し た も の と い え よ う 。

気 草 原
. 地震臨測
A 地殻岩石歪盟別
世骨 組針観測
可F 枕 湖

也 鎗 開
。 ぬ庭訴事Z
^ 1 c:骨縦長 j ぬ糊棚I {慣持7
マ :投 i留
ロ 拙 下 水三さj 醐テレノザ

一 一 一ー 令 53'1'-&新設テ レメータ
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ま た， 判定組織の整備につ い て は， 地震予知推進本部 の 決定に基づ き 「東海地域判定会」 が地震予
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知連絡会 の 内部組織 と し て 発足 した。 こ の判定会の庶務は常時監視の重視 と い う こ と で気象庁で担 当

し て い る 。 こ の判定会は， 気象庁に テ レ メ ー タ さ れて い る 各種観測 デ ー タ に異常が生 じ た場合， こ れ

が大地震に結びつ く も の で あ る か否かを判断 し よ う と す る も の であ る 。

こ の判定会 の 発足に伴い， 地震予知情報の流れな どにつ い て， 情報を 出す側 〈予知側〉 と 受 け取 る

側 〈防災側〉 と の連 絡を よ り 密に す る こ と が必要 と な り ， 第15- 2 図に示す よ う に判定会決定 の 発表

フ ロ ー な ど も 整 え ら れ る よ う に な っ た。

観測デー タ 気象庁 判定会

第四一 2 図 判定及び還報の フ ロ ー について

判定会は 発足以来 ま だ開催 さ れた こ と は な く ， 定例 の 打合せ会を 聞 い て 東海地域に お け る 各種 の 観

測 デ ー タ につ い て 検討を行 っ て い る 。 しか し， 昭和53年 6 月 「大規模地震対策特別措置法」 の 成立に

伴い， 当該地域に対す る 地震予知情報は気象庁長官か ら 内 閣総理大臣に報告 さ れ る よ う に な っ た。 こ

の こ と に 伴い 東海地域判定会 の 性格 も 変更を余儀な く さ れ る に至 り ， こ れに関連 して現在気象庁に お

い て 検討が進め ら れて い る 。 (末広重二， 吉 田 弘〉

S 16 . 大 規 模 地 震対策特別措置法

1 . 法律制定までのいきさつ

前述 の判定会 の 発足に伴 い， 東海地域で の 大規模地震につ い て 物 ご と が全 て う ま く 進行 し た場合，

直前 の 予知情報が 出 さ れ る 可能性が 出 て き た。 こ の 際， 予知情報を実効 あ る も の と す る た め に， 防災

対応措置を 主 と し た対策を たて る こ と が必要 と な っ て き た。

こ の 防災対応措置につ い て の検討過程に お い て， 次の よ う な こ と が問題 と な っ た。

イ . 現在 の 地震予知 の技術水準で， 場所， 大 き さ ， い つ と い う こ と に つ い て どの程度予知が可能 な

の か。 そ して こ の技 術水準に対 し て ど の程度の 防災対応措置 の 実施 が 妥 当 な の か。

ロ . 災害対策基本法を は じ め と す る 現行 の法 令は， 発生 した災害につ い て の対策を主 と して お り ，

地震の 予知が な さ れた と き の こ と は 予定 さ れて お ら ず， 各種の 防災対応措置を実施 す る う え で必

ら ず し も 十分な根拠規定 と は い え な い の では な い か。

ハ . 地震 の 予知情報の 発表等に関 1....， 既に整備 さ れて い る 直前予知体制 と 防災側 の対応体制 と の連

繋を ど う い う 形で と れば最 も う ま く ゆ く か。

な ど であ っ た。 こ の よ う な地震防災対策 と い う こ と に対 して 世論 も 喚起 さ れ， 自 由 民主党 の 特別委員

会や全国知事会か ら の 法律案要 旨 の 発表 も あ っ た。 更に， 昭和 53 年 1 月 ， 伊豆大島近海に25名 に お
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よ ぶ死者 と 多 く の 被害を伴 っ た マ グ ニ チ ュ ー ド 7. 0 の地震が発生 した。 こ れ ら を契機 と し て 地震防災

対策を強化す る こ と が 以前に も ま して 強 く 望 ま れ， 地震対策 の た め の法律制 定 の 要請が高 ま っ て き

た。

こ の よ う な状況に対 して 国土庁では 関係省庁 と 協議 の 結果， I大規模地震対策特別措置法」 と し て

成案を と り ま と め， 昭和53年 4 月 5 日 国会に提 出 し， 6 月 7 日 に成立 し 6 月 15 日 法律第73号 と し て 公

布 さ れた (官報第15424号〉 。 同 法 の 施行は， 公布 の 日 か ら 6 カ 月 以 内 と さ れ， 53年12 月 14 日 か ら 施行

の 運び と な っ た。

2. 法律のあ らま し

ま ず こ の法律は主 と し て 災害発生前の対策を定め た 特別措置法 で あ る こ と がそ の 特徴であ り ， 既に

定め ら れて い る 災害対策基本法 と 趣 き を異に す る も の で あ る 。 万一大規模 な地震が発生 し大 き な 災害

が生 じ た場合は， 災害対策基本法 の各規定に則 り 必要 な措置が と ら れ る こ と に な っ て い る 。

ま た， こ の法 律 の 対象 と な る 地震につ い て み る と 決の 如 く で あ る 。

現在 の地震予知 の技術水準では， すべて の地震を予知す る こ と は不可能 であ る が， 最近 の 地震予知

技術 の 進歩に 伴い， 直前予知に有効 と 思われ る 各種 目 の 集中観測， 常時監視体制 を強化す る こ と に よ

り ， 地震発生 の前兆現象を比較的広範囲に かつ確実に と ら え る こ と がで き る と 考 え ら れて い る 大規模

な地震 (現在 の地震予知技術では マ グ ニ チ ュ ー ド 8 程度〉 を対象 と す る 。

従 っ て， そ の よ う な 大規模地震の 発生の お そ れ が あ り ， し か も そ の地震に よ り 大 き な被害 の 発生が

予想 さ れ る よ う な地域を あ ら か じ め指定 し て お く 。 そ う して そ の地域につ い て は事前の 防災対策を強

化す る と と も に， い っ た ん大規模地震発生 の お そ れ が あ る と の 地震予知情報が 出 さ れた 場 合 に は，

国， 地方公共団体， 民 間特定企業等に お い て あ ら か じ め 定 め た計画 ど お り 慎重に行動 し， パ ニ v ク な

ど に な ら な い よ う に被害を最小限度に く い と め る 。

こ の法律は， 前に述 べた よ う に事前段階に お け る 地震防災対策強化地域の指定 ・ 地震防災計画 の 作

成 ・ 地震防災訓練の 実施等お よ び大規模地震発生直前段階に お け る 警戒宣言 の 発布 ・ 地震災害警戒本

部 の 設 置 ・ 地震予知情報の伝達 ・ 地震防災応急対策 の 実施等がセ y ト に な っ て適用 さ れ る 。 従 っ て，

こ の法律の対象 と す る 強化地域以外に お い て 発生す る 地震に は適用 さ れな い 。 更に強化地域内 に お い

て も 大規模でな い地震に は適用 さ れな い こ と に な っ て い る 。

次に こ の 法律 の 主 な 内容につ い て そ の項 目 を列 記す る 。

事前 の措置

1 . 地震防災対策強化地域 の指定

2. 強化地域に係 る 地震に 関す る 観測等 の 実施 の強化

3. 地震防災計画 の 作成

1) 地震防災基本計画

2) 地震防災強化計画

3) 地震防災応急計画

直前の措置

1. 警戒宣言

2. 地震災害警戒本部 の設置

3. 地震予知情報の伝達

4. 地震防災応急対策お よ び そ の 実施責任
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5. そ の 他

財政上 の 規定

1 . 経費 の 補助

2. 費用 の 負担

そ の 他

1 . 防災訓練

2. 科学技術 の 振興

3. 罰 則

こ れ ま で述べて き た 「大規模地震対策特別措置法」 で定め ら れた各規定 の 流れは第四一 1 図 の よ う

に な る 。
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こ の 特別措置法は， 地震予知を前提 と した新 しい法律で あ り ， 我が国 の 地震防災対策に大 き な前進

を も た ら し た も の と い え よ う 。 〈末広重二， 吉 田 弘〉

S 17. 地 震予 知 第 4 次計画

l は じ め に

地震予知が社会的 に大 き な 関 心事 と な り ， 地震予知が単な る 研究か ら 国 の 防災行政 と 大 き く 係 り 合

い を も つ よ う に な っ て き た 。 こ の よ う な情勢 の も と ， 文部省測地学審議会 は昭和53年 7 月 「地震予知

の 推進 に関 す る 第 4 次計画 の 実施につ い て」 を 関係省庁に建議 し た 。 こ れ は， こ れ ま で の 観測研究成

果につ い て 評価 と 反省 を行 う と と も に， 地震予知 の 実用化を め ざす今後の 計画 の新たな 出 発 と も 考 え

ら れ る も の で あ る 。 次に こ こ に至 る ま での 経過 につ い て 概観 し て み よ う 。
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近代的 な科学に基づ く 地震予知 の 研究 に つ い て ， 古 く はすで、 に 明 治24年に起 っ た濃尾地震を契機 と

し て 設立 さ れた震災予防調査会 にお け る い く つ か の 研究項 目 に， 現在 の 地震予知研究 の 原形を認 め る

こ と が で き ょ う 。 以来， 地震予知研究 は絶 え る こ と な く 続け ら れ， 昭和に入 り 今村明恒に よ り 積極的

に進め ら れ た 。 し か し ， 今村 の 努 力 は第 2 次世界大戦 の せ い も あ り ， 功を 奏す る には至 ら な か っ た。

そ の 後地震予知の 研究 は， 戦中， 戦 後 の 混乱期 に あ っ て も 途切れ る こ と な く 続け ら れ， 地震学の 進歩

に伴 い1950年代 の 半ば頃か ら は近代化 さ れ た地震学 の成果に立 っ た地震予知 の 議論がな さ れ る よ う に

な っ た。

2. ブループ リ ン ト

そ し て ， 昭和37年に は こ れ ま で の 研究の 集大成 と し て 坪井忠二， 和達清夫， 萩原尊礼 の 三人を代表

者 と す る 地震予知研究 クゃル ー プに よ り 「地震予知一現状 と そ の 推進計画J ( い わ ゆ る ブ ル ー プ リ ン ト 〉

が ま と め ら れ る に至 っ た。 こ の ブ ル ー プ リ ン ト で述べ ら れ て い る 観測項 目 と し て は

1) 測地学的方法 に よ る 地殻変動 の 調 査

2) 地殻変動検 出 の ため の験潮場 の 整備

3) 地殻変動 の 連続観測

4) 地震活動 の 調査

5) 爆破地震動 に よ る 地震波速度 の変化

6)  活 断層 の 調査

7) 地磁気 ・ 地電流 の調査

と な っ て お り ， 地震発 生 の 前兆 と 考 え ら れ る 多 く の 現象 につ い て 広範な観測網を展開 し， 得 ら れた観

測結果を総合 的 に判 断 す る こ と に よ り 地震予知を行お う と す る も の で あ る 。 し か も ， こ の アー ル ー プ リ

ン ト に述べ ら れ て い る 計画がすべて ス タ ー ト すれば， 地震予知が いつ実用化 さ れ る か と い う こ と に つ

い て ， 10年後に は充分な信頼性を も っ て 答 え る こ と が で き る で あ ろ う と 主張 し て い る 。 さ ら に， こ の

ブ ル ー プ リ ン ト は地震予知を推進す る 機関や期待 さ れ る 研究成果に つ い て も 述べ て い る 。 こ の よ う に

フや ル ー プ リ ン ト は， ま さ に， 明 治 以来 の 地震予知の 研究 の 総 ま と め で あ り ， 我が 国 の 地震予知 の推進

に一大転機を も た ら す も の であ っ た。 こ の ブ ル ー プ リ ン ト 発表の 意義は， ブ ル ー プ リ ン ト が単に研究

の ま と め と い う こ と だ けでな く ， 後 で述べ る よ う に 地震予知が 国 の 事業 と し て認め ら れ る こ と に 大 い

に寄与 し た と い う 点 で あ る 。

以来， こ の ブ ル ー プ リ ン ト は， 我 が 国 の 地球物理学 の 一大 目 標 と さ れp 昭和38年10月 ， 日 本学術会

議 は地震予知研究推進に関 し て 政府に勧告 し た。

3 .  第 1 次建議

昭和39年 7 月 ， 文部省測地学審議会 は， [""地震予知研究計画 の 実施」 を 関係省庁 に建議 し た。 そ の

内 容 は， 前述 の ブ ル ー プ リ ン ト の 計画 の 踏襲 で あ り ， そ の 具体化であ っ た。 こ の建議が 出 さ れ て 見逃

し て な ら な い こ と は， こ の建議に述べて あ る 計画が開始 さ れ る 昭和40年度 に約 2 億 1 千万 円 の 経費 が

認 め ら れ， 地震予知がは じ め て正式に 国 の 事業 と し て ス グ ー ト し た こ と で あ ろ う 。 こ の建議 は後 に第

1 次建議 と 呼ばれ る よ う に な っ た。

こ の 計画が始 ま っ て か ら 松代群発地震， 1968年十勝沖地震 な ど が あ り ， 地震予知研究 の 推進が望 ま

れ た 。
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4. 第 2 次建議

こ れ ま で の 観測 の 経験にか ん が み文部省 測地学審議会 は， 昭和43年 7 月 「地震予知 の 推進に関 す る

計画 の 実施 に つ い て 」 を建議 し た。 第 2 次地震予知計画 と 呼ばれ る も の であ る 。 そ の 主 な 内容 と し て

は

1) 第 1 次建議の 計画 の 実施を早め る と と も に実施の遅れて い る も の は建議 の 水準 ま で 達 せ し め

る 。

2) 観測 の 内容を ， そ の 範囲 が全国にわ た る 基本的 な も の と ， 特 別 の 地域に お け る も の と に 分 け

た 。

3 )  特定観測地域， 観測強化地域， 観測集中地域を定め， 異 常 な 現象 が見 出 さ れ た 地域に つ い て

は， 11寅次観測 の 強化， 集 中 を行い地震予知 の 実用 化 に つ と め る 。

4) 岩石破壊実験が新た な 研究項 目 と し て 加 え ら れ た 。

5) 更 に， 計画 の 総合的推進体制 と し て ， 各分担機関 の 情報交換を常時行 う と と も に， それ ら の 情

報 の総合的判断を行 う ため， 地震予知 に 関 す る 連絡会を設 け る 。

な ど で あ る 。 こ の よ う に第 2 次地震予知計画 は， そ の 内容 に お い て ブ ル ー プ リ ン ト か ら の 飛躍がみ ら

れ る 。 そ の 後 こ の第 2 次地震予知計画 は， 充分 と はい え な い な が ら も 進展を みせ， 予算面 に お い て も

昭和48年度 に は約 7 億 9 千万円 ま でに な っ た。

5. 第 3 次建議

第 2 次地震予知 ( 5 ヶ 年〕 計画 の 最終年度 の 昭和48年 6 月 に第 2 次地震予知計画 の一層の 発展 と い

う こ と で文部省担m地学審議会は 「地震予知 の 推進に関す る 第 3 次計画 の 実施 に つ い て」 を 関係省庁 に

建議 し た 。

そ の 内容 と し て は， 大部分が第 2 次地震予知計画 の 拡大 で あ る 。 新 た に加 え ら れた項 目 と し て は，

特別 の 地域 に お け る 観測 と し て 東京 お よ びそ の 周 辺地域に お け る 深井戸観測が あ る 。 ま た地震予知体

制 の 整備等 につい て 関係各省庁聞 の 実施推進体 制 の 確立 ・ 整備が述べ ら れて い る 。

6. 第 3 次計画 の一部見直 し

第 3 次計画 の 期 間 中， 諸外国 にお け る 地震予知研究 の 進展， 多摩川下流域 に お け る 地盤 の 異常隆起

な どを 契機 と し て ， 地震予知 に対す る 社会 の 関心， 期待 も 一層高 ま っ て き た 。 ま た， 地震 の 発生機構

を 解 明 す る た め の 基礎研究や特定地域 の 観測 の着 実 な 発展 の 重要性が関係者に一段 と 認識 さ れ る よ う

に な っ て き た 。 こ の よ う な 情勢 の も と で， こ れ ま での 観測研究の 成果を正 し く 評価 し， 今後の地震予

知研究を さ ら に有効かつ充実 し た も の にす る た め ， 基礎研究 の あ り 方 と 特定地域 の観測を 中心 と し て

こ れ ま で の 計画 の 見直 し が な さ れ， 昭和50年 7 月 「第 3 次地震予知計画 の 一部見直 し につ い て」 が建

議 さ れた 。 そ の 主 な 内 容 と し て は

1)  地震発生過程 の 理論的お よ び観測的研究

2) 地震波速度 の 時間的変化 の 観測

3 )  地下水 に 関す る 研究

な ど で あ り ， 新 し い観測項 目 や基礎研究の推進が主 と し て 述 べ ら れて い る 。

こ の 後， 東海地震説な ど を 契機 と し て 地震予知 の 早期実現 に対す る 社会的願望 は急激に高 ま り ， こ

れ に対す る 強力 な 対策 が要請 さ れた。
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7. 第 3 次計画の再度一部見直 し

こ の よ う な状 況の も と で， 文部省測地学審議会 は昭和51年12月 「第 3 次地震予知計 画 の再度一部見

直 し につ い て」 を 建議 し た 。 こ の建議 で は， こ れ ま でに実施 さ れた観測研究成果に も と づ き ， 全国的

な地殻 ・ 地震活動等 の観測に よ る 長期的予知 の 手法， 特定地域 の 観測強化に よ り 前兆現象 の 捕捉につ

と め る い わ ゆ る 常時監視体制を 主 と し た短期的地震予知 の 手法な どが， か な り の 見通 し の も と に開拓

し う る 段階 に 至 っ て い る と 述べ て い る 。 具体的 に は， 東海地域がすでに地震発生 の 「長期的 前兆」 を

示す状態 に 結びつ い て い る か否かに つい て 調査す る た め ， 測地測量， 徴小地震， 地殻変動連続観測 な

ど の 観測を拡充強化す る 。

ま た， 東海地域 に お け る 各種観測 の う ち短期的予知に有効 と 認め ら れ る 地殻変動連続観測等 の 諸 デ

ー タ を適宜集 中 し て ， 常時監視 の体制を整え， 短期予知 に対処 で き る よ う に す る 。 こ の た め

1 )  常時監視体制 の整備

2) 地震予知関連情報の 判定体制 の整備

と い う こ と を 中心 に建議 さ れて お り ， 東海地域 の 地震予知 と い う こ と に重点が置かれた も の にな っ て

い る 。 こ の 再度一部見直 し の建議に基づ き ， 東海地域に対す る 常時監視体制 の 強化， こ れに対応す る

東海地域判定会が設立 さ れ た。 大学 と 各省 庁 間 に あ る 縦割 り の 壁を破 っ て ， 観測デ ー タ の リ ア ル タ イ

ム で の 集 中 と 突換が 実現 し た こ と は将に画期的 な 進歩 であ る 。 こ れ に よ っ て いわ ゆ る 一元化論に対 し

で も 技術的 に は達成 さ れた と 答 え る こ と が で き る よ う に な っ た。 こ の東海地域判定会の設立に 伴 い，

東海地域 に は直前 の 地震予知に つ い て の 情報が発表 さ れ る 可能性が 出 て き た。

こ の よ う な こ と を 背景に 昭和田年 6 月 「大規模地震対策特別措置法」 が成立 し， 地震予知は単に研

究に と ど ま ら ず， あ る 場合に は直前 の 地震予知 の 情報発表 と い う と こ ろ ま で踏み切 ら れ た 。

8 . 第 4 次建議

地震予知が行政 と の 係 り 合い を深め， そ の 実用 化が一層社会か ら 望 ま れ る 状況に な っ て き た折， 昭

和53年 7 月 「地震予知 に 関す る 第 4 次計画 の 実施につ い て」 が文部省測地学審議会か ら 建議 さ れ た 。

こ れ は， こ れ ま で の 建議 と そ の 基本的 な 考 え方 に大 き な変化 はな く ， こ れ ま で の 観測研究 の 成果に

つい て検討を加 え， 有効 と な っ た も の につ い て は更 に拡充強化す る と と も に， 地震発生機構の 解 明，

地震の 前兆現象 の 的確な把握 の た め の 基礎的 な 研究を積極的に進め る と い う も の で あ る 。

次に第 4 次計画 の 内 容 に つい て そ の 項 目 を列記す る 。

l 長期 的 予知に有効な観測研究の拡充強化

(1) 測地測量

( i )  精密測地縮測量

(ii) 検 潮

(2) 地震観測

( i )  大 ・ 中 ・ 小地震観測

(日) 微小地震観測

(üi) 海底地震観測

(3) 地磁気観測

仏) 移動観測涯に よ る 総合精密観測

(5) 地震波速度変 化 の 観測
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(6) 長期的予知 に関連す る 基礎調査

( i )  地殻活構造の 調 査

(証) 史料地震学的調査

(7) 長期的予知 の た め 開 発を 行 う 技術

2. 短期 的予知に有効な観測研究 の 集 中 的実施

( 1 ) 高 密度短周期反復測地測量

( i )  精密測地測量

(ü ) 重力変化 の 測定

(2) 地殻変動連続観測

( i )  埋込式体積歪計に よ る 観測

(証) 傾斜計 お よ び伸縮計に よ る 観測

(也) 潮位差連続観測

(iv) 観測線 に よ る 地殻活動総合 観測

(v ) 海底地殻変動連続観測

(3) 地震観測

(4) 地球電磁気的観測

( i )  地磁気 お よ び地電流 の 観測

(ü) 人工電流 に よ る 電気抵抗変化 の観測

(出) 比抵抗計に よ る 観測

(5) 地下水 の 観測

3. 地震発生機構の解 明 の た め の研究の推進

(1) 岩石破壊実験

(2) 地殻応力 の 測定

(3) 人工地震に よ る 地殻構造調査

(4) テ ス ト フ ィ ー ル ド

(5) そ の 他 の 研 究

4. 地震予知体制の整備

(1) デ ー タ の 収集 ・ 処理体制 の整備

(2) 常時監視体制 の 充実

(3) 判定組織等 の強化

(4) 人材 の 養成3 確保

(5) 国際協力 の 推進

こ の第 4 次計画 の 始 ま る 昭和54年度 の 地震予知関係予算は約58龍 5 千万 円 で あ る 。

フや ル ー プ リ ン ト の 発表以来， 10年以上を経過 し た現在， ど の 程度 ま でそ の 内容が実現 し て い る の で

あ ろ う か 。 見 る 立場に よ っ て 実現化 の度合 は異な る で あ ろ う が， か な り ブ ル ー プ リ ン ト の 線に沿 っ て

進 ん で い る も の と 考 え ら れ て い る 。 当時， 地震は初佳性の あ る 突発現象 で あ る と 考 え ら れ て い た が，

そ の 後 の 研究観測 の 進歩 に よ り ， 必 らず し も そ う で は な し あ る 過程を経て破壊すな わ ち地震につな
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が る こ と が 明 ら か に な っ て 来た。 直 前 の 前兆 の把握 の 可能性が増加 し たわ け であ る 。 一方， 地震発 生

の 機構が複雑 で あ る こ と も 認識 さ れ， 今後 も 一層， 観測面 の 強化 と と も に基礎 研 究 の 充 実 が 望 ま れ

る 。 第 4 次地震予知計画 の 実施に よ り p 地震発生につ い て の 理解を深 め ， 地震予知につ い て の 技 術 が

確立 さ れ る こ と が強 く 望 ま れ る と こ ろ で あ る 。 (末広重二， 吉 田 弘〉

B 18. 伊豆大 島 近海地震

1 .  あ らま し

昭和53年 1 月 14 日 12時24分 こ ろ ， 中部地方お よ び 関東地方 の 全般 と 近畿地方 お よ び 中国地方， 東北

地方， 四 国， 北海道 の 一部 で地震を感 じた。 こ の 地震の 震源地 は伊豆大島 の 西方約 10km (北緯34046' ，

東経 139015' ， 震源 の 深 さ o km) で マ グ ニ チ ュ ー ド は7 . 0 で あ っ た 。 震度分布 は第四一 1 図 に示す如

く で あ り ， 気象官署 に お け る 最大震度 は大島， 横浜で 5 で あ っ た。 加速度 は加速度計に よ る 観測 お よ

び現地調査の 結果な ど か ら 伊豆半島 の東部河津付近で最大 400 ガ ル程度で、 あ っ た。 こ の地震に よ り 河

津付近で25名 に も お よ ぶ死者を 出 し， 道路， 鉄道， 建物等 に も か な り の 被害が生 じ た 。 し か し ， 震央

営近い大 島 で、は プ、 ロ ッ グ 塀の倒壊な ど の軽微の被害が生 じ た の み で あ っ た。 こ の 地震の発生 7 分後 の

12時31分に気象庁 は 「津波注意報」 を房総半島か ら 伊豆半島 に至 る 太平洋岸お よ び 伊豆諸島 に 出 し

た 。 大島 の 岡 田 港 で12時30分 こ ろ 引 き 波 で始 ま る 第 1 波を， ま た12時40分 こ ろ に は 波高 70cm の 最大

波を観測 し た 。 こ の ほ か伊東， 南伊豆， 布良 な ど で も 軽徴な 津波を観測 し た 。 こ の 地震に 伴 う 断層は

ほ ぼ東西に延び る 右ずれ断層 で、 あ っ た。 余震 も 断層 に沿 っ て 発生 L， 特 に伊豆半島 の 東部 で は最大余

第四一 1 図 伊豆大島近海地震の震度分布
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震 も 発生す る な ど そ の 活動は活発 で あ り ， こ の 地域 で大 き な 被害が生 じた。

こ の 地震に対 し て気象庁 は そ の 被害状況な ど を 勘案 し て f1978 年伊豆大島近海の 地震」 と 命 名 し

た。 ま た 国土庁 で、 は災害復 旧 対策を講 じ る た め非常災害対策本部を設置 し い ろ い ろ の 施策 を 実 施 し

た。

2. 伊豆大島近海の地震 に 関 す る い ろ い ろ の事

こ の 地震 は単 に 地震予知に係 る 研究的 な 側面か ら だ けでな く 一般市民 の 日 常生活 と の 係 り と い う 面

か ら み て も い ろ い ろ と 教訓を残 し た地震で あ っ た 。 次 に そ の い く つかに つ い て 述 べ る 。

(1) 今 回 の 地震が発生 し た大島近海の地域に は過去 に 多 く の 地震が発生 し て い る 。 し か し そ の 大 き さ

は せ いぜい マ グ ニ チ ュ ー ド 6 グ ラ ス で あ り ， 今回 の よ う に 7 グ ラ ス の も の は極 め て 希 で あ る 。

ま た こ の 地 域 の 西側 に は伊豆半島 が あ り ， こ の伊豆半島 の 北部 に数年前か ら異常隆起が観測 さ れ

注 目 さ れて い た地域で あ り ， 比較的 多 く の 観測が な さ れ て い た。 こ の観測デ ー タ の う ち の い く つか

に 異常現象が捕捉 さ れた 。

(2) こ の地震に先だ っ て気象庁 の 観測網 で は12月 3 白 か ら石廊崎 の 査計が異常 な 縮 み の 現 象 を 観 測

し ， さ ら に12月 19 日 に な っ て 網代が最初異常な 伸 び の 変化を示 し た後縮みに転 じ 始 め た 。 た だ ， ど

の 体積歪計 の 変 化 は石廊崎， 網代 と も に観測開始以来始 め て 現われた変動 で あ っ たが， 観測開始後

ま だ 日 が浅 く わか ら な い こ と が 多い の で， 一応六 島近海の過去の 群発地震の リ ス ト を作 っ て 準備を

し た 。 大 島近海で地震が群発 し 始 め た の は 1 月 13 臼 か ら で14 日 の08時12分か ら は有感地震 が ひ ん繁

に起 る よ う に な っ た。

こ の よ う な 地震が発生 し始め た の で， かねて か ら 用 意 し て お い た資料か ら 現状を も っ と も 説 明 し

やす い も の と す る と ， 昭和39年12月 か ら 翌年 1 月 に か け て 大島， 新島な ど に崖崩れ を 伴 な っ た群発

地震が あ る の で， こ の 地震を 引用 し て 10時50分 に 次 の 地震情報を発表 し た。

1 1 月 13 日 午後 B 時38分 よ り 大島付近に地震が発生 し始め， 本 日 14 日 08時12分 よ り 連続的に発生 し て お り
ま す。

大 島付近は殆ん ど毎年 と い っ て い い程地震が群発す る 所で， 昨年10月 9 日 か ら12月 11 日 ま で有感地震30回
を伴 う 群発地震があ り ま した。

今回 の群発地震は規模がやや大 き く ， 昭和39年12月 以来 の も の でそ の 時は小被餐が あ り ま し た。 今回の地
震 も 多少の被害を伴 う おそれがあ り ま すの で一応御注意下 さ い。」

し か し ， M 7 の地震が発生す る と は予想 して い な か っ た。

(3) 地震発生時が冬期 の 正 午過 ぎ と い う 火を使 う こ と が 多い 時 聞 に も かかわ ら ず幸に も 火事に よ る 被

害 が な か っ た 。 こ の こ と は伊豆地方 で は， 伊豆半島沖地震 (1974) ， 河津地震 (1Sí3) な ど 地震の

経験が 多 く ， 地震防災に対 し て の 日 常 の 関心が高 い こ と に よ る も の と い え よ う 。 こ の こ と は 防 災 に

関 す る 日 頃 の 訓練 が い か に大切 で あ る かを示唆 し て い る も の と い え る 。

(4) 1 月 17 日 聞か れた災害 対策本部 で は 1 月 15 日 聞 かれた地震予知連絡会関東部会 の 見解を も と に余

震 に つ い て の 解説を加 え て 発表 し た。 こ の 再度発表 さ れた統一見解を も と に静岡県 は 1 月 18 日 防災

的 な 意味 も 含 め て 「余震情報」 を 発表 し た 。 こ の 余震情報 は テ レ ビ， ラ ジ オ 等を通 じ て 県下 に流 さ

れ， 県 下 の 一部 で一時混乱に近い状態 に な っ た。

こ の こ と は， 地震予知情報 シ ス テ ム が ま だ未確立 の 時 点 に お け る 大規模な 実験 と も 考 え ら れ， 一

部 混乱 の 発生 し た背景， 条件な ど につ い て 詳 し い調査がな さ れ た 。

(5) こ の 頃 に は丁度， 地震防災につ い て の 特別措置法案 に関 し ， 全 国知事会， 自 由 民主党特 別部会か
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ら 法案 の 提示 な ど が あ っ た折で、 あ り ， こ の 地震の 発生は地震予知 を 前提 と し た地震防災対策 の 特別

措置法 の 成立に大 き く 寄与 し た 。

こ の伊豆大島近海の 経験を 生か し， 単に地震現象 の み で な く 地震予知情報 シ ス テ ム の 有 り 方 な ど に

つ い て 多 く の新 し い 知見が得 ら れ る こ と が期待 さ れ る 。 (末広重二， 吉田 弘〉

S 19. 宮 城 県 沖 地 震

1 . あ ら ま し

昭和53年 6 月 12 日 17時14分 こ ろ ， 東北地方 お よ び関東地方， 中部地方 の 全般 と 北海道 の 大部 分 と 近

畿， 中国地方 の 一 部 で地震を感 じた 。 こ の 地震 の震源地 は， 仙 台 市 の 東方約 110km (北緯38009' ， 東

経1420 10' ， 震源 の 深 さ 40km) で マ グ ニ チ ュ ー ド は7 . 4で あ っ た 。 震度分布 は第 19- 1 図 に示す如 く

で あ り ， 気象官署に お け る 最大震度 は仙台， 福島， 石巻， 大船渡， 新圧 で 5 ， 最 大 有 感 距 離 は 約

820km (西郷〉 で あ っ た 。 加速度計に よ る 最大加速度は仙台市 内 で約 500 ガル で あ っ たが， 東北大学

o 1 0 0  2 0 0  2 0 0  4 0 0  500Km 

工学部 の建物 で は 980 ガル と い う

大 き な値を記録 し た 。 こ の地震の

発生 7 分後の17時21分 に気象庁仙

台管区気象台 は下北半島か ら 福島

県 に至 る 太平洋沿岸に， ま た気象

庁本庁 は17時24分に茨域県 お よ び

千葉県 の 太 平 洋 沿 岸 に そ れ ぞ れ

「津波警報」 を 発表 し た 。 ま た，

気象庁札幌管区気象 台 で は17時28

分に北海道の 太平洋沿岸 に 「津波

警報」 を発表 し た 。 宮城県牡毘半

島 の 鮎川 で午後 5 時33分頃押 し 波

で始 ま る 津波を観測 し た 。 ま た18

時41分頃， 仙 台新港で波高約 50cm

の 最大波を観測 し た 。 こ の ほか，

釧路， 函館， 八戸， 宮古， 大船渡，

小 名 浜， 日 立港， 大洗， 鹿島港な

ど で も 津波を 観測 し たが， 20cm 

程度 の も の で あ り ， 津波に よ る 被

害 は な か っ た。 こ の地震の 発震機

構 は， そ の 主圧力軸が北東一南西

の逆断層 型 で あ っ た。 余震は本震

の北側お よ び東側へ と 拡が り ， 東

西鉛直分布を み る と ， 余震 は太平

第四一 1 図 1978年宮城県沖地震の震度分布[1978年〈昭53) 6 月 12 日 〕 洋側か ら 陸側 に 向 っ て 約 300 傾 い
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た線上に分布 し て お り ， こ れ は， こ の地域の 深発地震面 の傾斜 と ほ ぼ一致 し て い る 。

ま た， こ の 地震発生の 約 8 分前に 前震が あ っ た。 こ の 前震 の 概要 は次の と お り で あ る 。 発震時 は 6

月 12 日 17時随分 で， 震央 は北緯 380 1 1' ， 東経 1420 1 1' ， 震源 の 深 さ 40km， マ グ ニ チ ュ ー ド5 . 8 で あ っ

た 。 気象官署に お け る 震度 は， 石巻， 大船渡， 宮古， 福島， 盛岡 で 3 ， 東京， 函館な ど で も 有感 で あ

っ た。 こ の地震 の ほ か 特 に 目 立 っ た前震活動 は な か っ た 。

こ の 地震に よ り 仙 台市を 中心に ブ ロ ッ グ 塀の倒壊 な ど 多 く の 被害が出 た 。 こ の 地震に対 し気象庁 で

はそ の 被害状況な ど を勘案 し ，1978年宮城県沖地震」 と 命名 し た。 政府 は 6 月 13 日 巳 ，1978年宮城

県沖地震非常災害対策本部」 を 国土庁に設置 し た 。 ま た， 翌14 日 に政府調査団 を 現地に派遣 し， 被害

状況の 掌握， 災害復 旧 対策等の た め の 調査を行い， 災害応急対策を推進 し た。

2. 宮城県沖地震 に 関 す る い ろ い ろ の こ と

(1) 今 回 の 地震の 前兆 と 思われ る 現象 と し て は， 前述 の 前震 の 発生だ け の よ う で あ る 。 気象庁 の 観測

で は， 少 な く と も 本震発生前数時間 の あ い だ先行的 な 徴小地震 (規模 1 . 0 程度以上〉 の 発生 は認 め

ら れ な か っ た 。 ま た， 地殻変動等 につ い て も 前兆 と 思わ れ る 現象 は見 出 さ れ て い な い よ う で あ る 。

た だ こ の 地域 に お け る 地震活動 の 今後 の 見通 し と し て ， 今回 の 震源 の 東 側 に地震空 白域が存在す る

こ と や， 過去 の 地震活動 で は昭和11年の 金華 山沖地震 CM7 . 7) の あ と 昭和 13 年に は福島県沖 の 地

震 CM7 . 7) が発 生 し て い る こ と ， ま た常磐地方 マ地盤 の 隆起が み ら れ る こ と な ど につ い て い く つ

か の報告が な さ れ た 。

(2) (1)で述べ た よ う に地震予知 の 立場か ら の 情報 は あ ま り 豊富 では な い が， 地震に よ る 災害 と い う 点

では， い ろ い ろ と 話題 の 多 い地震で あ っ た 。 そ の う ち の ーっ と し て ブ ロ ッ グ 塀等 の 倒壊 に よ る 災害

の 発生が あ げ ら れ よ う 。 こ の 地震に よ る 死者 は28名 で あ り ， 規模 7 . 4 の 地震 と し て は 平均的 な 値 で

あ る 。 陸か ら の 距離が異 な る の で単純に比較 は で き な い が東北地方を軸 と し て 今 回 の 地震 と ほ ぼ対

称 の 所で発生 し た新潟地震 〈昭和39年 6 月 ， 規模 7 . 5) で の 死 者 は26名 で あ っ た 。 し か し， 今回 の

地震の 特徴 は28 名 の 死 国 の 大半が ブ ロ γ ク 塀， 石壁， 門柱， 墓石 の倒壊 に よ る も の で， そ の 数 は18

例 で あ り ， な か で も ブ ロ ッ ク 塀に よ る も の が 多 く 12例 で あ っ た 。 ま た， こ の 18 名 の 年齢を み る と 大

部分が10歳 末満 の 子供 と 70歳前後の老人 と で あ っ た 。

(3) 被害発生の 地域性につ い て み る と ， 全壊家屋数 の 多い所や全壊率の 高 い 所 は ， 大部分が第 4 紀沖

積平野 と 一致 し て い る 。 ただ し， 仙台市の 周 辺 で は丘陵地帯に造成 し た新興住宅地 で、 の 被 害 が 多

い 。 こ れ ら の 地域 で は元来不安定な 盛土が地震動 に よ り 地と り な ど を起 こ し， そ れ に よ っ て 建物 に

被害が 出 た例が 多 L 、 。 こ の こ と は， 第 3 紀 の 岩盤上 に あ る 仙 台 の 旧 市街地 に は大 き な 被害がな か っ

た こ と と 対照 的 で あ り ， こ の新興宅造地 に被害 が 多 い と い う こ と が今回 の 地震災害 の 特徴 の 一 つ で

あ る 。

(4) 仙 台市やそ の 周 辺地域 で は， 電気， ガ ス ， 水道な ど， い わ ゆ る ラ イ フ ラ イ ン の損傷で 日 常生活 に

支障を き た し， そ の 後 も 長 く 地震 の 影響が残 っ た 。 こ の よ う に近代都市 に お け る 社会活動が い か に

自 然災害 (今 回 の 場合 は地震〉 に対 し て 脆 い か と い う こ と が改 め て ク ロ ー ズ ア ッ プ さ れた 。 こ の 近

tt都市が 自 然災害に脆 い と い う 特徴 は， 今 回 の 地震 と ほ ぼ 同 じ:所に発生 し た昭和 11 年 9 月 の 地震

(金華 山沖地震， 北緯38. 20 ， 東経142. 20 ， 規模7 . 7) の 被害 (宮城県下で負傷者 4 人， 全壊非住家

3 ) と 比べ て み る と 明 ら か であ ろ う 。

以上述べた よ う に今 回 の 宮域県沖地震は ， 近代都市 に お け る 地震災害 の 諸様相 につ い て 多 く の 関心

が も たれた地震 で あ っ た 。 地震予知 の観点、か ら は， 宮城県， 福島県 の 太平洋沿岸地域が地震予知連絡
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会 の 特定観測地域に 指定 さ れた。 (末広重二， 吉 田 弘〉

S 20. 地域指定 の 見直 し
地震予知連絡会 は， 発足後間 も な い 昭和45年に 関東南部 を観測強化地域に ， ま た北海道東部等 の 8

地区を特定観測地域に 指定 し さ ら に 昭和49年に はそれ ま で特定観測地域 で あ っ た東海地方を観測強

化地域に指定 し た Cê 9 お よ び ê12]参照〉 。 こ れ ら の地域にお い て は， 関係各機関 に よ っ て 鋭意観測体

制 の 整備が進め ら れ て 来 て い た が， 一方 で は， こ の 聞 の地震予知研究 の 進展 と 膨大な観測資料 の 蓄積

に伴い， 指定地域を見直 し た方が よ い と い う 意見 も 出 始 め て い た 。

昭和53年 1 月 27 日 に開催 さ れた特定部会に お い て ， こ の こ と が議題 と し て と り 上げ ら れ， こ れ ま で

の知識の集積 に基づ い て 特定観測地域を洗い直す こ と に な っ た 。 見直 し を 効 果的 に進 め る ため に， 原

案作成 ワ ー キ ン グ クツレ ー プ を 設 け る こ と に な り ， 委員 と し て萩原会長， 宇津， 茂木 (清) ， 松 田 の 各

氏 が会長か ら 指名 さ れた 。 な お， 指定地域 は， 原 則 と し て 県 あ る い は県 に東部等 の 適 当 な 添字を つ け

て 表現す る こ と に な っ た 。

ワ ー キ ン グ グル ー プ は前後 3 回 に わ た っ て 聞かれ たが， 3 月 16 日 の 第 1 回 会合 に お い て ， 次 の よ う

に定め ら れ た 。 特定観測地域 と し て は， 地震発生の可能性が他 の 地域に比 し て 大 き い と 思われ る 場所

l I I W子灘及び日 向灘周辺f I -.J 

ー 月

」 園 田 ー 』北 咋 道 東 部

e 南 関 東 !
l 司 - 1・ ー ーーー__ _1
I 東 海 1 L _ー四四ー _1

凡 例

怒悪霊 : 観 羽 田 fヒ附
芯ミミ : 特定観川域

第20-1図 観測強化地域特定観測地域指定一覧 図
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と し， 原 則 と し て

① テ ス ト フ ィ ー ル ド は除 く 。

② Mミ 7 の 地震を対象 と す る 。

③ 場所に よ っ て はM 6 グ ラ ス も 考慮す る 。

④ 日 本海溝沿 い は Mミ 7 弘 を 対象 と す る 。

の 4 項 目 を考慮 の う え定 め る こ と に な っ た。

第 2 回会合 ( 6 月 14 日 〉 では， 候補地の 地域別検討が行われた。 そ の 結果， 福 島 ・ 宮披地方 には 地

震 の 空 白 域 が あ り ， 1978年宮城県沖地震で被害が 出 た こ と も 考慮 し て ， こ の 地域を特定観測地域 と す

る こ と と し， そ の 他 の 地域 に つ い て は 引続 き 検討す る こ と に な っ た。

6 月 21 日 に開催 さ れ た特定部会 に お い て ， 原案作成 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ の 検討結果が ほ ぼ承認 さ れ

た 。 引 き 続 き 開催 さ れた第42回臨時地震予知連絡会に おい て ， 特定部会の 結論が報告 さ れ， 検討 の 結

果， 宮城県 ・ 福島県東部 に つ い て は， 特定観測地域に準 じた観測 の強化を行 う こ と で 意見が 一 致 し

た 。 当該地域を 含 め た全 国 的 な 特定観測地域 の 見直 し につ い て は ， 次 回 の 地震予知連絡会を 目 途に結

論を 出 す よ う ， さ ら に討論を重ね る こ と に な っ た。

前記原案作成 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ の 第 3 回 会合 は， 7 月 5 日 に 聞 か れ た 。 こ の 会合 で は， 特定観測

地域の 選定方針の 明 文化， 面積を考慮 し た指定地域 の 範囲 お よ び指定地域に おい て 実現可能 な 観測 ・

測量体 制 に つ い て 討議 さ れた。 そ の 結果，

① 過去に大地震 が あ っ て ， 最近大地震が起 き て い な い地域

② 活構造地域

③ 最近地殻活動 の 活 発 な 地域

④ 社会的 に重要 な 地域

を 選定方針 と し， 対象 と す る 地震 と し て はM 7 級 〈 日 本海溝沿 い で はM 8 級〉 で， 20年な い し30年の

う ち に起 る 可能性の あ る よ う に思われ る 地震 と し て 地域選定を行 っ た 。 ま た， 面積 は， 全 国 の 陸地面

積の20 % 前後 を 目 途 と し た 。

7 月 19 日 に 開催 さ れ た特定部会に お い て 一部修正 さ れ た委員会原案が， 8 月 21 日 の第43団連絡会に

お い て 承認 さ れ た 。 新 し い 特定観測地域 は第20- 1 図 の と お り で あ る 。 ま た， 地域別 の 選定理 由 は次

の と お り で あ る 。

北 海 道 東 部 : 大地震が想定 さ れ た地震活動 の 空 白 地域に1973年根室半島沖地震 (M7 . 4) が起

り ， 空 白 は一応埋め ら れた と 思われ る が， 陸上部に お い て は地震に伴 っ た顕著

な 地殻変動 は な く ， 現在 も 地震前の大 き な 地殻 の 歪みが残 っ た ま ま でい る 。

秋 田 県西部 ・ : こ の 地域 は歴 史時代 にM 7 級 の 被害地震が発生 し て い る 。 最近地震活動が活発
山形県西北部

化 し て お り ， 男鹿半島 に北西上が り の 地盤傾動 が み ら れ る 。

宮城県東部 ・ : 三陸沖 で は3 日 本海溝i齢 、 に 巨大地震が発生 し， 宮城 ・ 福 島県沖 では沿岸 ぞ い
福島県東部

にM 7 級 の 地震が し ば し ば発生 し て い る 。 こ の地域の地震活動 は， 南方 ま た は

東 方 に移動す る 傾 向 が あ る 。 ま た， こ の 地域に地震活動 の 空 白 部 が み ら れ る 。

新潟県南西部 ・ : こ の地域では， 歴 史時代にM 7 級 の 大地震が発生 し て い る 。 越後平野か ら 善光
長野県北部

寺平 ま で の 信濃川沿岸には活摺 曲 ， 活断層 が 多 い 。 最近は， 隣接 地 区 に 1964

年， 新潟地震 (M7. 5) が発生 し て い る 。

長野県西部 ・ : こ の 地域 に は， 活断層 が 密 に分布 し て い る 。
岐阜県東部

隣接地域 に福井地震 (1948年M7 . 3) ， 北美濃地震 (1961年M7. 0) ， 岐阜県 中部
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地震 (1969 年M 6 . 6) が発生 し て お り ， 最近， こ の 方面 で地震活動が活発化 し

て い る よ う にみ え る 。

名 古屋 ・ 京都 ・ : こ の 地域 に は歴 史時代に， M 7 級 の 被害地震が発生 し て お り ， ま た， 活断層が
大 阪 ・ 神戸地区

密集 し て い る 。

養老断層 ぞ い に比較的大 き な 水平歪， 琵琶湖西岸 に北上が り の 地盤傾動が見 ら

れ る 。

社会的に特に重要 な 地域 で あ る 。

島 根 県 東 部 : 隣接地域では 浜 田地震 (1872年M7 . 1) ， 鳥取地震 (1943年M7. 4) ， 北丹後地震

(1927年M7 . 5) が発生 し て お り ， こ の 地域には歴 史時代に大地震が起 っ た記録

が あ る 。

明 治 以来三瓶山東方に緩慢な 地盤隆起が継続 し て お り ， 最近， 三瓶山 周 辺 で地

震活動が活発で あ る 。

伊予灘及 び : こ の 地域では， M 7 級 の 地震が し ば しば発生 し て い る 。
日 向灘周辺

こ の 地域 の 地震活動 は お よ そ30�40年 く ら い の 聞を お い て 活発化す る 傾 向 が み

ら れ る 。

九州 東岸 に は， 南上が り の 地盤傾動がみ ら れ る 。

( 藤 田 尚 美， 春 山 仁〉
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房総 - 三浦半 島 異常隆起
藤
藤

田
井

尚 美
陽 一 郎

1 . 南 関 東異 常 隆起 の 発 表

発足 し た ば か り の 地震予知連絡会が直面 し た重要 な 課題 は， 房総 ・ 三浦両半 島 の 具常隆起 の 検 出 と

そ の 地震予知上の 意味 あ い を 究 明 す る た め の 諸観測 の 実施 と であ っ た 。 こ の 課題を検討す る た め に は

ら っ た地震予知連絡会の 努力 は， お のずか ら ， 異常現象が発生 し た と き それ に ど う 対処す る か と い う

点 で， わ が 国 にお け る 地震予知活動の 原型を つ く っ て い っ た こ と に も な っ た 。 こ の 意味で， こ の 異常

隆起検 出 は 日 本 の 地震予知研究 史上重要 な 意味を も っ て い る 。 以下， 11債を お っ て そ の 経過を ふ り か え

っ て み る 。

1969年 9 月 29 日 ， 地震予知連絡会は， 房総 ・ 三浦半島 で地盤が隆起す る な ど， 地殻活動 に 異常 な 動

き が起 き て い る ， こ の 異常を解明 す る た め諸観測を強化 し な け れ ば な ら な い， 旨 を 公表 し た。 翌 日 の

各紙は こ の 公表を報道 し た が， 例え ば， 朝 日 新聞 はそ の 内容を つ ぎ の ご と く 伝え た 。 「発表に よ る と ，

房総 ・ 三浦半 島 の 地盤 は， 関東大地震の と き 1 . 5 メ ー ト ル も 隆起 し たが， そ の 後， 沈下 し は じ め ， 40 

年 ま での40数年間 で 100 ミ リ 程度沈下 し た 。 沈下速度 は近年， 次第 に ゆ る やか に な っ て い たが， 40年

以降， 再び隆起に転 じ こ の 4 年間 に 40-50 ミ リ の 隆起が起 っ た。 た だ， こ れ ま で の 研究 で は， 隆

起， ま た は沈下現象 と 地震発生の メ カ ニ ズ ム が解明 さ れ て い な い こ と と ， 地震の 前ぶれ と 見 ら れ る 他

の 異常現象 が な い こ と な ど か ら ， い ま す れ 地震が起 き る と L づ 材料 は な い， と 説 明 し て い る 。」

こ の 発表の根拠 と な っ た の は， 1969 年 に 国土地理院が実施 し た 房総半島一周 の 水準測量 の 結 果，

1965年 の 値 と 比較 し て 房総半島 中 ・ 南部にわた る 最大 5 cm の 隆起が検 出 さ れた こ と で あ っ た 。 一方，

三浦半 島 に お い て も 1969年に水準測量が実施 さ れ， こ れ は東海岸沿 い の み で、 あ っ た が， そ れ で、 も 1968

年 の 結 果 と 比較 し て ， 最大 3 cm の 隆起が判 明 し た の で あ っ た 。 こ の よ う な 隆起が異常 で あ る と 判断 さ

れた理 由 につ い て は， 次の よ う に述べ ら れ た 。 í今 ま で の 通念では， 房総 ・ 三浦， 紀伊 ・ 室戸な ど の

太平洋南岸 に お け る 半島 は， 大地震 に よ っ て 大 き く 隆起 し， そ の 後 は単調 な 沈下現象を た ど り 3 次 の

地震 で再び大 き く 隆起す る も の と 考え ら れ が ち で あ っ た が， 最近 は房総半島 に お い て も 南部 に 隆起が

見 ら れ る の は興味 あ る こ と と い え よ う 。」

検 出 さ れた地殻隆起 の 全貌を 明 ら か に す る た め ， 急逮 国 土地理 院 に よ っ て 三浦半島西海岸沿 い の 水

準測量が実施 さ れ た。 こ の 結果 を用 い， 三浦 ・ 房総両半島 の 過去 2 年聞 の変動図をつ く っ て み た と こ

ろ ， 1969年， 1970年 の 関 東南部 の 異常変動 の 中心 は三浦半島 内 で は な く 房総半 島 中 南部地域 で， と く

に外房 の 鴨川 ・ 和 田 町付近で は年間10数担却 の 隆起 と な っ て い る こ と が分 っ た 。 そ し て ， 三浦半島東南

岸 の 隆起 は房総 中 南部 を 中心 と す る 隆起地域 の 外周 の 一部 と み な せ る こ と も 判 明 し た の で あ る 。 図 1

に南関東地殻隆起 の 状況を示す。

2. 南 関 東 地 殻 隆 起 に 対 す る 対 応
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以上の よ う な 南関 東 の 地殻隆起 の 検 出 は地震予知関係者 の 在 目 を ひ き ， こ れ に関連 し て さ ま ざ ま な

観測が計画 さ わし実行 さ れ る こ と に な っ た 。 ま た隆起が 何を意味す る か の 検討 も 活発 に行な われた。

東京大学地震研究所 で は ， 異常隆起 の 公表 さ れた直後， 1969年10月 16 日 に所内 シ ン ポ ジ ウ ム を 開催
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図 1 房総 ・ 三浦半島 最近 2 年聞 の 上下変動 (1968年 2 月 �1970年 2 月 〉 単位 cm

l.- ， 地震研究所 と し て 寄与 で き る 観測計画を立案す る た め の 学問的背景を討論 し た 。 こ の 時 の 資料 は

と り ま と め ら れ 『南関東異常地殻活動に関ず る シ ン ポ ジ ウ ム 講演集� (東京大学地震研究所地震予知

観測 セ ン タ ー 資料 第 1 号〉 と し て1970年 3 月 に公刊 さ れた。 こ の 刊行物 の 冒頭で， そ の 時 の 地震予

知観測 セ ン タ ー 長力武常次は， 南 関東異常地殻変動検 出 の 意義 ・ 問 題 の 背 景 につ い て 次の ご と く 述べ

て い る 。 1新潟地震前 の 異常地殻変動 の 例を想起す る な ら ば， 今 回 の 変動が地震発生にむすひ、っ く 可

能性を 考 え ざ る を 得な し 、 。 現在の 地震予知論 の 水準 で は何 も 的確な こ と は し 、 え な い が， も し こ の 変動

が地震発生の 前ぶれで あ る と 考え る な ら ば， 試算 と し て は マ グ ニ チ ュ ー ド に し て 7 ぐ ら い の 地震が10

年 以 内 に発生す る か も し れ な い と 想像 さ れ る 。 も ち ろ ん異常地殻変動が あ っ て も 地震発生にむすびつ

か な い 例 も あ る の で必ず地震が あ る と L 、 う わ け で は な い 。 し か し な が ら 地震予知研究 と し て は， 少 し

で も 異常 の あ る 地域に は重点的 に観測陣を展開 し， 予知に役立つ デ ー ク を と る こ と は き わ め て 重要 で

あ る 。 特 に 今回 の 異常地域は 首都圏 に近 く ， も し大地震が起 こ れば 相 当 の 被害が予想 さ れ る こ と で あ

る か ら 可能 な か ぎ り の観測を集 中すべ き で あ ろ う 。」 こ の よ う な 意見は 南関東異常地殻活動にた い

L地震予知関係者が ど の よ う に対処 し よ う と し たかを よ く 示 し て い る と い え よ う 。 そ し て p こ こ で示

さ れ た対応 の パ タ ー ン はそ の 後類似 の 現象が発生 し た と き の地震予知連絡会 の 行動 の 原型 と な っ た，

と い っ て よ し 、 。

こ の よ う な 動 き を背景 に東京大学地震研究所は ， 昭和44年度 の 文部 省科学研究費 の う ち の 特定研究

費 (災害科学〉 を 利用 し て ， 短期的予備観測を 実施す る こ と と な っ た。 計画 さ れ た こ と は次 の と お り

で あ っ た。

「南関東地域一帯 の 地震活動を房総半島舘 山 ， 神奈川 県丹沢， 三浦半島武 山 な ど数点 の 微小地震観

測に よ り 調査監視す る 。 浦賀水道渡海光波測量 に よ り こ の 地 区 の 土地変形を調 べ る と と も に房総南端
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白 浜 に 水管傾斜計を設置す る 。 同 じ く 同地区 に大地比抵抗変化計を設置 し， 油壷鋸 山 に お け る 同種観

測 を 増強す る 。 プ ロ ト ン磁 力 計 に よ る 南房総地域の 磁気測量を実施 し， 異常地磁気変化の 有無を検討

す る 。 南関東地域 の 活構造の 地質学的調査を強化す る 。 ま た精密重力測定を 行 な い， 地盤 の 上下変動

に よ る 重力変動の 分布状況の 実態を把握す る こ と に つ と め る 。」

ち ょ う ど そ の頃， 地震予知連絡会 で は地震予知の 戦略論 と し て 「特定観測地域J r観測強化地域」

の撰定 の検討がお と な わ れ て い たが， 1970年 2 月 20 日 第 6 田地震予知連絡会 が 聞 か れ て 各段階 の 地域

指定を行 な っ た際， 南関東 は観測強化地域に指定 さ れ る こ と に な っ た 。 こ の 指定に は南関東異常隆起

も あずか っ て い た こ と は し 、 う ま で も な し 、 。 こ れ に も と づ き ， 昭和45年度特別研究促進調整 費 に よ り

「関東南部 に お け る 異常地殻活動に関す る 特別研究」 が緊急に着手 さ れ る こ と と な っ た。 そ の 研究項

目 と 担 当機関 は次 の と お り で あ っ た 。

1(1)測地学的方法 に よ る 地殻変動 の 観測研究 (国土地理院〉

房総半島南部に お い て 水準測量， 菱形基線測量等を行な う と と も に， 舘 山 付近に水平観測抗を掘

り ， そ の 中 で地殻 の 傾斜伸縮 の 連続観測を行 な い， 測量精度 の 向上を はか り ， 地殻変動 の 傾 向 お よ

び地殻変動 と 地震発生 と の 関連につ い て 研究す る 。

(2)地殻活構造に関す る 調査研究

①活構造 の 調査お よ び活断層 の 変位に関 す る 研究 (地質調査所〉

房総半島南部 に あ る 活断層， 活 し ゅ う 曲等活構造 の 調査を行な う と と も に， 関東地震 (1923年〉

で で き た延 明寺断層 の 変位運動 の 観測を行な い， 地殻活構造 と 地震発生 と の 関連 に つ い て 研 究 す

る 。

②活断層 の 傾斜運動 に 関す る 観測研究 (防災 セ ン タ ー〕

過去 の 地震 に関係が深い と さ れ る 岩井断層 につ い て ， こ れ に接す る 地塊 に堅孔を掘 り そ の 中 で傾

動活動 の 観測を行な い活 断層 の活動 ξ 地震発 生 と の 関係 につ い て 研究す る と と も に他の 観測結果を

収集解析 し， こ れ ら よ り 今回 の 地殻活動 の 傾 向 と 地震発生 と の 関係 に つ い て 研究す る 。 」

1970年 3 月 ， 国土地理院 は房総半島 の 1 等三角点房大山 と 鹿野 山 と の 聞 の 辺長を ジ オ ジ メ ー タ ー 8

型 ( レ } ザ ー 光源〉 に よ っ て 測定 し た 。 こ れ は地殻 の 異常隆起に関連 し て 地殻 の 異常水平変動が あ る

か な いかを調査 し よ う と し た も の で あ る が， そ の 後関東南部 の広域的な精密変歪測量へ と 発展 し た計

画 の 第 1 歩 を し る し た測定であ っ た。 上記 1 等三角点聞 の 辺長 に つ い て は， 1887年の 三角測量以来，

関東地震後 の震災復 旧 測量を 含 め計 3 回 の 直接， 間接の 測定値が あ り ， 新 し い測定値を こ れ ら の 値 と

比較 し て ， そ の 変化が求 め ら れ た 。 そ の 結果， 鹿野 山一房大 山 聞 は1924年�1970年にか けて20�50cm

縮小 し た こ と が判 明 し た 。 辺長 は約 36 粁 で あ り ， 直線歪速度 は 1 . 2�3 . 0 X 10-7 /年 と な る 。 こ の長

期傾向 が最近加速 さ れ たか ど う か が ひ と つ の 問題 で あ る が， た と え ば， 東京大学地震研究所の鋸山地

殻変動観測所の伸縮計に よ る 観測結果 と 比較 し て み る と ， 連続観測 に よ る 10年聞 の 歪変化を鹿野 山~

房大 山方向 に ひ き 直 し た値 は 5 X 10-7/年 て い ど と な る 。 し た が っ て 伸縮計に よ る 結 果 は よ り 大 き い

圧縮速度 を 与 え て い る こ と に な る が， こ の ち が いは最近圧縮が加速 さ れ た と い う よ り ， 局地的 な 歪 と

広域的 な 歪 と 令差 と み る べ き で， む し ろ 圧縮の量 と し て は 大局的には よ く 一致 し て い る と み る べ き で

あ る ， と さ れた。 こ う し て ジ オ ジ メ ー タ ー に よ る 広域地殻歪 の 調査は定常的地殻査の程度を観測す る

上 で極 め て 有意義 な 結果を与え る こ と が判 明 し， こ の 種 の 測量が関東南部一帯 に漸次拡張 さ れ る こ と

と な っ た の で、あ る 。 こ の 作業は 「精密変歪測量」 と よ ばれ， 1970年度 よ り 開始 さ れ た 。 図 2 に計画図
を示す。
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図 2 関東南部精密変歪測量計画図

B. 諸 観 測 の 結果

1970年 3 月 に は， 東京大学地震研究所 の 予備観測 の 結果が公表 さ れ た 。 それ は次 の よ う な も の で あ

っ た 。

i1) 徴小地震観 測

a) 館 山 南方畑部落に お け る 観測 を 開 始 し た 。 海底地震計を転用 し て 磁気記録を と っ て い る が解析

未 了 で あ る 。

b) 大 山 に堂平観測所衛星点 と し て 無線地震計設置を準備中 で あ る 。

c) 西丹沢 に は 3 月 5 日 地震計を設置 し観測を開始 し た 。 こ こ で はやや長期 間観測 を つ づ け る 予定

で あ る 。

d) 地震波速度変化観測 の ため の 地質調査所 の 大 島爆破の 観測 に参加す る 伊東市奥野 の 観測 に伴な

っ て 徴小地震観測を短期間 に お こ な っ た。

e) 三浦半島武 山 山頂お よ び房総半島鋸山東方 の ニ カ 所 に 臨時観測点を設定 し た 。

2) 光 波 測 量

観音崎一剣崎ー鋸山 を 結ぶ三角形状の 浦賀水道基線網を新設 し ， さ る 2 月 3 � 4 日 に第一 回 測量を

行 な っ た。 ( ジ オ ジ メ ー タ ー 8 型使用〕 こ れ ら 基線長 は いづれ も 10加を超 え る も の で あ り ， ま た京浜

・ 京葉工業地区か ら の 大気活染 も あ っ て ， そ の 測量 は必 ら ず し も 容易 で は な い が， 幸い気象条件 に も

恵 ま れ 目 的を達成す る 事が出来た。 今回 の 成果を 基礎 と し て 今後機会 あ る ご と に測量を反覆すれば，

同地域に お け る 水平変動 の 進行状況を監視 で き る こ と に な る 。
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3) 傾 斜 観 測

千葉県安房郡 白 浜 町 内に あ る ! 日 防空壕 (野島崎北方約 2 km) を補修 し て 水管傾斜計 2 成分を設置 し

た。 坑 の 形状か ら 両成分 と も 約 7 m の 長 さ で， ほ ぼ南一北 お よ び北東一南西に斜交す る 配?置 と な っ

た。 今後定期的 (14 日 間隔を予定〉 に巡 回読取 り を 行 な い， 既設の鋸 山地殻変動観測所 の 資料 と 総 合

し つ つ房総半島先端部 の傾斜変動を 引 き 続 き 調査す る 計画 で あ る 。

4) 大地比抵抗変化観測

油壷地殻変動観測所お よ び鋸 山地殻変動観測所に設置 さ れ た大地比抵抗変化計 は， し ば し ば地震 に

伴 な う 地殻歪 の変化を観測 し ， 時 と し て 地震発生に先駆 す る 異常変動を も 記録 し て い る 。 今 回 は 白 浜

町塩浦郵便局敷地 内 の 横坑 に変化計を設置 し た 。

5) 磁:気 測 量

今回発見 さ れた南関東地方の 異常地殻活動 と 関連 し て ， 地磁気変化が あ る か ど う かを調査す る た め

に， プ ロ ト ン強力計を用 い て ， 鹿野 山， 館 山 を 含む南房総地方 の 磁気測量を実施 し た 。 そ の 結果 ， 館

山か ら 千倉方面 に か け て ， 負 の 異常が存在す る こ と が確認 さ れ た 。 今回 は磁気測量 の 期 間 中， 移動基

準観測点用 プ ロ ト ン磁力計を 白 浜 に設置 し て ， 全磁力 日 変化 の 観測を お こ な っ た 。 基準観測 と し て 白

浜 お よ び， 鹿野 山測地観測所の 記録を も ち い1968年 1 月 に， 同地域で磁気測量を 実施 し て 以来， ど の

よ う な 全磁 力 変化が あ っ たか現在解析 中 で あ る 。

6 ) 地 質 調 査

南関東は中新世以降造構運動が繰 り 返 え さ れ て き た地域で あ る 。 と く に三浦半島 お よ び房総半島 は

最近地殻変動 の 動 き が顕著 と な っ て お り ， こ の 地域 につ い て 活構造 の 研究を行な っ た 。 そ の 結果鮮新

世 以 降 の 摺 曲 3 断層運動 は， 運動 の 方 向 や応 力条件が， 現在の 地殻変動 と 調和的 であ る と 考 え ら れ，

さ ら に詳細 な 解析を実施す る こ と に よ っ て ， こ の 地域の 地設変動や地震活動の機構を解釈す る 有力 な

資料が得 ら れ る こ と を確認 し た 。

7) 重 力 測 定

ラ コ ス テ 重力計 2 台 に よ り ， 三浦お よ び、房総半島一周 水準路線に つ い て 測定を 行 な い， 測定精度 ば

0 . 04 ミ リ ガノレ の程度で、 あ る こ と ま た三浦半島 先端部 で の 重力 値が若干減少 し て い る こ と を 認 め た 。 」
〉

国土地理院 の 南関 東精密変歪測量 は， 1970年 8 ， 9 月 に東京湾 口 を 中心 と し た測定が行な われ， つ

い で12月 2 日 �25 日 にか けて伊豆半島 内 の 巣雲山 ・ 遠笠野 と 伊豆大島聞 の 測定が実施 さ れ た 。 こ の 段

階 ま での 観測 に よ っ て ， 昆沙門一巣雲山一大島 と 昆沙門一大島一房大 山 の ふたつ の 三角形につ い て は，

三 辺 の 測定が終 っ た の で主歪 と 歪 エ ネ ル ギ ー を 算 出 す る こ と が で き る 。 こ の 結果 は， 1971年 2 月 16 日

の 地震予知連絡会へ提 出 さ れ た 。 そ し て 地殻歪 の蓄積の程度 は伊豆 ・ 三浦 ・ 房総半島付近 の 地設が さ

し迫 っ て 破壊 を お こ す状況に は な い， と 解釈 さ れ た 。 し か し な が ら ， 歪 の 量か ら 察 し て ， 相模湾を 中

心 に マ グ ニ チ ュ ー ド 7 程度 の 地震を起すエ ネ ル ギ ー はすで に蓄積 さ れ て お り ， 万一 い ま 破壊が起 き れ

ば， 東京では震度 6 の 烈震に巻込 ま れ る 可能性が あ る こ と も 警告 さ れ た の で あ っ た 。 異常隆起 の 公表

か ら ま だわずか 1 年半， 迅速に こ の よ う に あ る 一定 の 地震予知判断が観測デ ー タ に も と づ い て 下 さ れ

た こ と は 日 本の 地震学の 歴 史 で も 画期的 な こ と で， 世間一般に地震予知が着実 に進歩 し て い る と の 印

象を強 く 与 え た の で あ る 。 1971年 2 月 25 日 の 「朝 日 新聞」 は ， “第一歩踏 出 し た地震予知" と 思 し て ，

こ の 聞 の 事情を く わ し く 解説 し た。

一方， 水準測量 は1971年 1 月 � 3 月 に房総半島 内 で、実施 さ れ， 1970年11 月 の 三浦半島 の 測量 の 結果

と 合せ て ， 1969 年 2 月 �1971 年 2 月 に い た る 期 間 の推定等隆起繰が 描かれた。 こ の 結果を 図 3 に示

す。 図 1 と 比較 し て ， 房総半島 の 中央部か ら 三浦半島 の 浦賀付近にか け て 隆起帯が あ る の は前回 と 似
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unit  : 叩

1 0  2 0  30km 

図 3 関東南部上下変動図 (1969年 2 月 �1971年 2 月 〉

て い る が， こ の 隆起帯か ら東 南方 向 にか け て は南下 り の 傾斜 と な っ た こ と が分 っ た。 ま た精密変査測

量 も さ ら に続行 さ れ， こ れ ら の 結 果 は， 1971 年 4 月 19 日 の 地震予知連絡会へ 提 出 さ れ た。 検討 の 結

果， 南関東一帯 は1970年 ま での 測量結果 と 同様， 太平洋側か ら 力 が加わ っ て 少 しずつ査が蓄積 さ れて

は い っ て い る が， 歪 の量か ら認断 し て ， 問年関東大地震の よ う な 大規模な地震が さ L迫 っ て い る と

い う こ と はな い， と 結論 さ れた 。

房総 ・ 三浦両半島 の 異常隆起 の 発表 の あ っ た後， 気象庁 は南関東 の 地震活動 の 状況を 明 ら か にす る

た会既存の デ ー タ の 見直 し を 行な っ た 。 東京 ・ 横浜 で震度 5 以上 と E っ た過去 の 地震そ表を作製 し た

ほ か ， 19世紀末 よ り の 南関東 の 地震活動 の 変遷につい て も 調べ ら れた 。 そ し て ①1923年関東地震 の 前

南関東 の 地震活動 はか な り 活発 で あ っ たが， そ の 後 は全体 と し て お だ や か に な っ た， ②新島 ・ 式根島

近海， 大島 ・ 伊豆半島 の 東岸， 山梨県東部か ら神奈川 県西部， 神奈川 県東部 と 東京都 の 県境付近， 千

葉県東岸 な ど に は 0 �39加て い ど の 深 さ の 地震が し ば し ば ま と ま っ て お こ る 傾 向 が あ る ， ③神奈川 県

南部か ら 相模湾 ・ 房総南部お よ びそ の 南方海上で は地震 の 発生は非常に少 な い， な ど を指摘 し た。 一

方， 東京大学 に よ っ て 南関東に お け る 微小地震 の 臨 時観測が実施 さ れた が， 1970年 3 月 7 日 よ り 18 日

ま で の 聞 の震源分布か ら も ， 神奈川 県 中央部か ら 相模湾 に か けて はや は り 地震活動が極め て 低 い こ と

が確認 さ れ た 。 ま た 問題 の房総 ・ 三浦の 両半島 の 異常隆起地域 ?こ は微小地震 は観測 さ れ な か っ 程 。 一

方， 1971年10月 よ り 11月 にか け て ， 海底地震計観測 も 東京大学地震研究所に よ っ て 実施 さ れ， こ の 観

測 に よ っ て も 相模湾 の 地震活動 は極め て 低 い こ と が確かめ ら れ た 。

4. と り ま とめ への努 力

そ の 後 国土地理院 の 関東南部精密変歪測量 は， 順調に進展 し， 1970年 8 月 か ら 1972年 2 月 ま で の 聞

に測定 さ れ た辺長 は56辺 に お よ ん だ 。 こ れ ら の 結果を用 い て 地殻歪を 算 出 し た結果 は関東南部 の 歪 の
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図 4

分布を 明 ら か に し完 。 図 4 に こ う し て 判 明 し た1923年関東地震後開年に至 る ま で の 査蓄積を示す 。

大勢 と し て 北北西一南南東 の 庄縮が卓越 し て い る が， 房総半 島 で はむ L ろ 南北 の 圧縮が卓 越 し て い

る 。 最大勢断歪の 最大値は 3 . 9 x lO-S で あ る が， こ れ ら は大 島灯台一昆沙門ー巣雲 山 で構成 さ れ る

三角形 の 辺長変化か ら 算 出 さ れた も の であ る 。

一方， 1969年の房総 ・ 三浦両半 島 の異常隆起検 出 以来 の 水準測量結果を総括的 に と り ま と め た変動

図 は1973年に な っ て 発表 さ れた 。 す な わ ち， 南関東 の 1 等水準測量結果 と 1965年， 1972年に実施 さ 札

た両半島を連絡す る 渡海水準測量結果 と を用 い ， 水準原点を不動点 と し て ， 各時期 の 水準網平均を行

な っ た。 各期間 ご と の 垂直変動 図 を 図 5 に示す。 図 5 C イ 〉 は， 1965--1968�1969年間 の 変動を示す も

の で， 房総半島東南部 の 隆起が認め ら れ る 。 次 の1968�1969--1971年間 の 垂直変動を示す〈 ロ 〉 では，

- 73 一



+ 2 

〔注〕 水準原点不動
。 '65，  '72渡海水準使用

図 5 各時期の 関東南部の 上下変動

( ィ 〉 関東南部の 上下変動 (1965--1968�69) 単位 : cm 

〔注〕 水準原点不動
'72渡海水準使用

0 1.0 2.0 3 0km t-」L-2L」dm
( ロ 〉 関東南部の 上下変動 (1968�69 --1971) 単位 : cm ( ハ〉 関東南部の 上下変動 (1971--1973) 単位 : cm

房総半島南部が沈下に転 じ た こ と お よ び三浦半島南部に多少 の 隆起がでて い る こ と が特徴的 で あ る 。

つ ぎ の 1971_:__1973年 間 の 変動図 〈ハ〉 で、 は， 房総半島南端 の 沈下 と な ら ん で三浦半島全体 も 沈下に転 じ

て い る 。 な お， 1965-1973年を と お し た変動 図を つ く る と ， 房総半島南端 で -- 3 cm， 三浦半島南端で

-- 2 cm の 沈下 と な る 。 すな わ ち， 両半島 に は一時的 に隆起 が あ ら わ れ る こ と が あ る が， 期 間 を長 く と

れ ば結局 は沈降で あ る こ と が判 明 し た の で あ っ た 。
。
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さ て ， 以上の ご と く し て 南関東 の 地殻水平歪や上下変動 の 実態 が 明 ら か と な り ， ま た南関東の 地震

活動 の 特徴が判 明 す る につれて ， 次に問題 と な る こ と は， こ れ ら の 結果を ど う 解釈す る か， と い う こ

と で あ る 。 1973年 6 月 21 日 ・ 22 日 にか け て ， 地質調査所 と 臼 本地質学会関東支部 の 共催に よ っ て 「関

東地方 の 地震活動 に関連す る 地質学的 ・ 地形学的諸 問題」 な る 討論会が開催 さ れた 。 こ の討論会 自 体

{は， 1973年が1923年関東地震の50周 年の 年 で あ り ， こ の よ う な 機会に 関東地方 の 地震活動 と そ の 基盤

と な る 地殻変動 の 諸 問題につ い て ， 地質学者 ・ 地形学者 ・ 地震学者 な ど が一堂に会 し て 討論 し よ う と

い う 目 的 で開催 さ れ た も の で あ っ たが， 地震予知へ の 関心 も 高 ま っ て い る お り か ら ， 南関東 の 異常隆

起 に 関連 し て な さ れ た諸観測を と り ま と め て み る 機会 と も な っ た の で あ る 。 従 っ て ， こ の討論会 の 討

論 内 容 に は極 め て 重要 な も の が あ っ たが， そ の 状況を紹介す る 前に， 当 時急速に進歩 し つ つ あ っ た プ

レ ー ト テ ク ト ニ グ ス と それが地震学に与えた影響 と に つ い て ふ り か え っ て お く 必要が あ ろ う 。

プ レ ー ト テ ク ト ニ グ ス そ の も の は1960年代 の 後半か ら 1970年代 に か け て 急速 に展開 さ れ た統一的地

球観であ る が， そ れ が 日 本列 島 の 地震 と り わ け太平洋側 で発生す る 巨大地震 の 性格を 明 ら か に す る う

え で重要な 意義を も っ て い る こ と に気づかれた の は， 主 と し て1960年代末か ら は じ ま っ た1923年関東

地震を は じ め南海 ト ラ フ 沿 い の 巨 大地震の 断層 モ テゃ ル の 確立 の 過程 を つ う じ て であ っ た と い っ て よ い

で あ ろ う 。 1969年 9 月 金森博雄は1923年関東地震の 予備的な 断層 モ デ ル を 与 え て い る 。 こ れ は傾斜角

10つ の 低角逆断層面を 仮定 し て は い た が そ の 走向 は N 800 E と 房総半島 ・ 三浦半島 の 中央部を と お

っ て い た 。 こ の モ デ ル に た い し， 笠原慶ー は， 上述 し た 『南関東異常地殻活動 に 関 す る シ ン ポ ジ ウ ム

講演集J に お い て ， 相模湾底に仮想 さ れ る 構造線 は北西一南東 で あ る こ と ， 大磯か ら 房総半 島 に か け

て の 1923年関東地震時 の 隆起 な ど を 考え る と ， 断層面の 走行 は む し ろ北西一南東に合わ せ た ほ う が よ

く ， ま た傾斜角 も 300 く ら い に と っ た ほ う が よ い で あ ろ う ， な ど を 指摘 し て い る 。 こ の 指摘 の あ と ，

金森博雄 の 断層 モ テ、 ル， 安藤雅孝の 断層 モ デ ル， な ど の 発表を経て， 南関東にお け る 地震 テ グ ト ニ ク

ス 上 の1923年関東地震断層 モ デ ル の 意義が解明 さ か る こ と と な る の で あ る 。 一方， 杉村新 は， そ の 当

時 ま で の 研究を と り ま と め フ イ リ ッ ピ ン海 プ レ ー ト の 日 本列 島下へ の も ぐ り こ み こ そ西南 日 本太平洋

岸 の 巨大地震 の 原 因 であ る こ と を強調 し， さ ら に一歩進 ん で、， こ の フ イ リ ッ ピ ン海 プ レ ー ト の北限は

ど う な っ て い る かを 聞 い ， 南海 ト ラ フ か ら駿河 ト ラ フ を 経 て ， 伊豆半島北部を ぐ る っ と ま わ っ て ， 相

模 ト ラ フ と ぬ け る 境界 こ そが ま さ にそれ に あ た る こ と を 提唱 し た の で あ る 。 こ う し て ， 1972年 ご ろ 今

日 南関 東 の 地殻変動を 議論す る と き に前提 と さ れて い る 地震 テ ク ト ニ ク ス の 基本的枠組が完成 し た の

で あ る 。 こ の あ た り の 事情 につ い て 杉村は つ ぎ の よ う に し る し て い る 。

「安藤 の 最初 の モ デ ルが発表 さ れた 同 じ年の 1971 年に， フ ィ ッ チ と シ ョ ノレ ツ (Fitch & Scholz， 

1971) は 南海道地震に つ い て 同 じ よ う な モ デ ル を発表 し た 。 そ の シ ョ ル ツ に招かれて 1971年 4 月 に筆

者は ラ モ ン ト 研究所で講演を す る こ と に な っ た。 そ の こ ろ プ レ ー ト 論 では， フ ィ リ ッ ピ ン海 プ レ ー ト

(新聞 な ど に フ ィ リ ピ ン プ レ ー ト と あ る の は誤 り 〉 の 概念が確立 し て お り ， 世界 中 の 多 く の 研究者が

こ の 名 を用 い て 議論を 展開 し て い たが， そ の 北限が ど こ を通 る か と い う こ と は誰一人 と し て 明 ら か に

し て い な か っ た 。

筆者 は， 成瀬 と 共著 の 1954年の 論文に も 述べた よ う に， 西南 日 本太平洋 岸 の 地震 と 地殻変動は， 関

東地震 と それに伴 う 地殻変動 と 共通 の 地帯 に起 こ っ て い る と 考 え て い た し， 南海 ト ラ フ の 東 の 続 き が

伊豆半 島 の 北 を通 っ て 相模 ト ラ フ に続 く こ と は， 1965年 ご ろ 書 い て つ い に陽の 目 を見 な か っ た “ 日 本

地形論" の 下巻 の 原稿に も 図示 し て い た ( の ち に吉川虎雄 ほ か， 1973， の 図 8 ・ 8 と な っ た〉 の で，

ラ モ ン ト 研究所での 講演で は， フ ィ リ ッ ピ ン海 プ レ ー ト の 北限 は南海 ト ラ フ か ら 相模 ト ラ フ へつ な が

る も の で あ ろ う と い う 議論を し た。 そ の 内 容 は翌1972年に雑誌 “科学" に書い た と お り で あ る 。」
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さ て， 以上 の よ う な 進歩を背景に， 上述 し た地質調査所での シ ン ポ ジ ウ ム に お い て ， 藤 田 尚美はp

そ の 段階 ま で の 国 土 地理院 の 観測を と り ま と め ， 1923年関東地震後の 関東南部 の 地殻変動 に つ い て

( 1 )  上下変動 で は ， 房総 ・ 三浦半島南端部 の 西 南方 向 へ の 沈下， 小 田 原付近の 隆起

( 2 )  水平変動 は ， 房総半島 付近 で南北圧縮， 伊豆半島付近 で北北西一南南東 の 圧縮

な ど が特徴 で あ る と 要約 し ， そ の プ レ ー ト テ グ ト ニ グ ス の 立場か ら の 解釈 と し て つ ぎ の よ う に述べ

た 。

「関東南部 の 地殻変動 は， 次 の よ う に理解 で き ょ う 。 す な わ ち， 陸地に対 し て 相対的 に北西一北北

西 に進む フ ィ リ ピ ン海 プ レ ー ト (伊豆バ ー 〈貝塚， 1972) を 含 む も の と し， 以下同 じ〉 に よ り ， 関東

南部 の 陸側地設 は変形を受 け る 。 房総 ・ 三浦 は フ ィ リ ピ ン海 プ レ ー ト の 動 き に ひ き ず ら れ て ， 相模 ト

ラ フ に ほ ぼ平行に沈下す る 。 相撲 ト ラ フ は房総半島沖で屈 曲 し て い る の で， こ の影響は， 房総半 島 で

南北方 向 ， 相模湾 で北北西一南南東 の 圧縮 と し て 現われ る で あ ろ う 。 こ のふ う に， 最近の 関東南部に

お け る 地殻変動 は， 一義的に は， フ ィ リ ピ ン海 プ レ ー ト の 運動 で説 明 で き る 。
」

こ う し て ， 1923年関東地震後の 南関 東に お け る 定常的地殻変動に 関 し て は ほ ぼ妥 当 な 解釈が下 さ れ

た の で あ る が， こ こ で未だ残 る 課題 は， 倒の 問 題 の 発端 と な っ た房総 ・ 三浦の 両半島 に お け る 異常隆

起 と は果 し て 何で あ っ た の か， と い う こ と で あ っ た。 実 は こ の課題 は今 日 に至 る も 未解決な の で あ る

が ， 笠原慶ー は， 南 関 東 の 地殻変動 の 問題点を と り ま と め， 1973年 ご ろ 油萱 ・ 鋸 山 の 地殻変動連続観

測結果か ら 発見 さ れた移動性地殻変動につ い て 言及 し た際， 図 5 に示 さ れた南関東の地殻垂直変動に

関 し て つ ぎ の よ う に述べて い る 。

「 こ れ につ い て 次の 諸点が指摘 さ れ る 。

( 1 )  2 - 3 年か ら 数年程度 の 時 間 巾 (再測周期〉 で観察す る と ， 半島各部 は隆起沈降 を 繰 り 返

し ， そ の パ タ ー ン は必ず し も 一定 し て い な い 。

( 2 )  し か し ， あ る 程度 の 期 間 〈た と え ば1965-1973年〉 を 通 し て み る と ， 変動 の パ タ ー ン と し て

同 地方固有の も の が浮び あ が る 。 今 の 場合 に つ い て い え ば， 勝浦一富津の軸を基準 と し て ， 南

西 へ沈降 (先端部 で 3 cm) し て い る 。

各測量期 の パ タ ー ン を逐次比較す る と ， 前節の移動性地殻変動 の 形跡が こ こ に も 認 め ら れ る 。 ま

た ， ( 2 ) でい う 南西下 り の 傾動 は， そ の パ タ ー ン が地震時変動 (そ し て ま た， 段丘地形 に刻 ま れ る 長

期累積変動〕 の ち ょ う ど逆符号 であ る と こ ろ か ら み て ， 基本的 な 変動成分 と 思われ る 。 い い:か え れ

ば ， 現在われわれが房総半島 に 見 出 し て い る 垂直変動は ， テ ク ト ニ グ ス と し て 一次的 な も の と ， それ

に重畳す る こ次的 〈移動性〉 の も の と の 和 で あ る ら しい 。

こ の よ う に考 え る と ， 例の “異常隆起" の 意味づ け に は一考 の 余地が あ り そ う であ る 。 と い う の

は， “異常隆起" を 印象 づ けた ( 1 ) の 成分が移動性 の も の で あ り ， それが 前節 で 想像 し た よ う に塑

性 的 な も の で あ る な ら ば， 単に地表変形 の 大 き さ (波長 ・ 振巾〉 を も っ て 査 エ ネ ル ギ ー の 集積に結び

つ け難い か ら で あ る 。 慎重を期す る な ら ば直接結びつ く の は ( 2 ) の 定常的成分だ け と 見 な す ほ う が

無難で は な か ろ う か 。 も ち ろ ん， ( 1 ) の成分を無視 し て よ いわ け で は な い が， む し ろ そ れ は別種の

情報源， す な わ ち， 歪集積の変調 と か引 き 金作用 と かを検知す る 信号 と し て 有用 か も し れ な い 。」

以上が1974年段階 での房総 ・ 三浦半島異常盤起 の 意 味 あ い に 関 す る ひ と つ の 解釈の試み で あ っ た 。

5. 得 ら れ た 成果 と 今 後 の 課題

以上， 1969年 の 房総 ・ 三浦両半島 の 異常隆起検 出 に は じ ま り ， 南関東 の 地殻活動 の調査 研 究 を 経

て ， 得 ら れ た観測結 果 につ い て の 1974年 ご ろ ま で の 解釈の試み に つ い て 述べた。 こ こ で， こ れ ら の 諸
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研究 の 成果 と 残 さ れて い る 課題 につ い て 要約 し て お こ う 。

第 1 に特筆 し て おか な く て はな ら ぬ こ と は， 異常隆起の 出現に際 し て と っ た諸措置に よ っ て ， 比較

的短期 間 に南関東の地殻歪 ・ 地震活動 の 様子が判 明 L， そ の 結果 に も と づ い て ， 現在は1923年関東地

震後 の 地殻歪蓄 積 の 段階 に あ り ， い ま す ぐ大地震 の 発 生が追 っ て い る と は考え ら れ な い こ と ， ただ し

蓄積 さ れ た歪 エ ネ ル ギ ー はす でに マ グ ニ チ ュ ー ド 7 て い ど に は達 し て い る ， な ど の的確な判断が下 さ

れ た こ と であ る 。 こ れ ら の成果が得 ら れ た背景 に は， 1923年関東地震後 の 三角測量成 果が あ っ た こ と

お よ び ジ オ ジ メ } タ ー 8 型 の 利用 に よ っ て 辺長 測量 は従来 に比べ よ り 容易 に な っ た こ と な ど が あ っ た

わ け で あ る が， ま た地震予知 の 関係者が機敏に こ と が ら に対応 し た， と い う こ と も あ げ な く て はな ら

な い で あ ろ う 。

第 2 に， 上述 の 記述では述べ る 機会が な か っ たが， 南関東 (相模湾中央〉 に 直接大地震発生の 兆 し

が な い と い う 認識 は必然的 にむ し ろ 注意を そ の 周 辺地域へ と む け る こ と と な っ た の で、あ る 。 1971年10

月 2 臼 の 「朝 日 新聞」 は， 国土地理院が 「次 の 関東大地震 は相模湾周 辺 で な く 東京 の直下でお こ る 可

能性 も あ る 」 と し て ， 関東南部 と な ら ん で首都 圏 の 精密変歪測量に乗 出 す こ と に な っ た こ と を伝 え て

い る 。 ま た， 伊豆半島 に も 注意が は ら われ1973年 2 月 に は 「南伊豆放射基線J の 測定 も 行な われ て い

ぎ。 こ れ は， 1974年の伊豆半島沖地震 の 直 前 の こ と で あ っ た。

第 3 に， 直接的 な 異常隆起の正体の 解 明 へ の 努力 の 結 果 と し て ， プ レ ー ト 境界付近 の定常的 な 地殻

変動 と と も に いわばそれに付随す る 副次 的 な 地殻変動 に も 人 々 の 注意がむ け ら れ た の で、あ っ た 。 ふ り

か え っ て み る と ， 三浦半 島 で は， そ の 南端 に油査が あ り 東京水準原点 と の 聞 の 水準測量が ひ ん ぱ ん に

行 な わ れ て き て そ の 結 果か ら 定常的沈降に重畳 し て 振動的変動 (振巾数cm， 周期数年〉 が あ る こ と は

平 く か ら 分 っ て い た。 房総半 島 の 異常隆起 と そ の ご の 沈降 も こ の よ う な 性質の 運動 で あ り ， 今迄は測

量 の く り 返 し が 少 な く て検 出 で き な か っ た の が地震予知研究 の進展 と と も に は っ き り し て き た の であ

る ， と い う よ う に考 え る こ と も で き よ う 。 そ し て ， す で に急 く の 人が こ の よ う な振動的地殻変動 の よ

っ て 来 る 理 由 と し て ， プ レ ー ト 運動 の ゆ ら ぎを想定 し て い る 。 他 の プ レ ー ト 境界 で も こ の よ う な定 常

的地殻変動 と 副 次的地殻変動 の組合 せが あ る も の か ど う か， そ の 徴細過程 は ど ん な も の か， 大地震発

生 と ど ん な 関係に あ る の か， な どを調査研究す る こ と は， 地震予知研究 の 進展 の う え で重要な 意義を

も つ で あ ろ う 。 南関東異常隆起 は こ の よ う な課題を提起 し た 点 で重要な体験 で あ っ た。
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根 室 半 島 沖 地 震

1 . ま え が き

1973年根室半島沖地震 (M7. 4) は， 1978 年宮城

県沖地震(M7. 4) と 並 ん で， 地震予知連絡会発足後

10年間に起 っ た最大 の 地震 で、 あ る (1969年の 色丹島沖

地震 (M7. 8) お よ び 日 本周辺 の 6 個の深発 ・ や や 深発地

震 (M7. 5�7. 8) は 数え な い と す る 〉 。 と く に根室半島

沖地震 はそ の 発 生が あ る 程度予測 さ れ， 特定観測地

域 に指定 さ れ て い た場所に起 っ た 点 で、 も 地震予知上

意義深い も の で あ っ た 。 し か し発生 し た地震が予想

よ り やや小規模で あ り ， 地震前数十年にわ た っ て 進

行 し て い た地殻変動が こ の 地震に よ っ て 解消 し な か

っ た こ と か ら ， こ の地震の 発生に よ っ て 当分 の 間大

地震 の 発 生 の お そ れ が 無 く な っ た と い え る か否か に

つ い て 問題が生 じた 。 こ の 間 の 事情， お よ び こ の 問

題 に対す る 一応 の 見解 は， 地震予知連絡会北海道部

会報告 (1977) に述 べ ら れ て い る 。 こ こ で は そ の 報

告 と の 重複は最小限に と ど め る よ う 配慮 L つ つ， 根

室半島沖地震の 予知 に関連す る 調査研究を紹 介 し よ

う (Abe (1977) の 論文 も 参照 さ れた し 、〉 。

2 特 定 観測 地域指定 ま で

根室半島沖地震 の 予測に関連す る 最初 の 論文 と し

て は Fedotov (1965) の も の が挙げ ら れ る 。 こ の論

文 の 図 の 一つ を 第 1 図 に再掲す る が， カ ム チ ャ ッ カ

半島沖か ら 北 日 本沖 にか けて の M 7 3 / 4 以上の 巨大

地震の震涼域を示 し ， 地震帯上で今世紀の 大地震の

震源域にな っ て い な い部分 (斜線部〉 は近い将来大

地震 の発生の 可能性が あ る と 述べ て い る 。 根室半島

沖 は1843年 と 1894年 の 巨大地震の 震源域 で あ る が，

それ以後大地震は 無 く 斜線部 に な っ て い る 。 こ の 論

文 の 発表後， 1969年に 同 図 の 斜線部 であ る 色丹島沖

にM 7 . 8 の 地震が， 1968年に別 の 図 で斜線、部 で あ っ

た襟裳岬南方沖 にM 7. 9 の 十勝沖地震が起 っ た の で

Fedotov は 後 に こ れ ら の 地震の 予知 に成功 し た と 述
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べて い る が， こ れ は発生時期 ま で、 を 含 め た予知 で は な か っ た 。 Fedotov (1965) の 論文 は空 白 域 の 概

念を は っ き り 示 し た点 で， 同 じ年 の 井上 (1965) の 論文 と と も に価値の 高 い も の で あ る 。 Sykes (19 

66) も 1960年チ リ 一 地震や1964年 ア ラ ス カ 地震 の 前 に は そ の 余震域 に 当 る 地域 の 地震活動が低か っ た

こ と に注 目 し て い る 。

北海道周 辺 の 地震活動を調べて い た宇津 は， 気象庁 に よ っ て1961年 以後決め ら れ た震央を プ ロ ッ ト

す る と ， 根室半島 の 沖 合 の 海溝寄 り の 一帯 が空 白 で あ る こ と に気付い た 。 論文 (宇津， 1968) に は

“1894年根室半島沖地震の震源域 と 思われ る あ た り は ま っ た く 空 白 で あ る こ と も 注 目 に値す る ヘ “1961

年 こ ろ か ら そ の 周 辺 で は活動が盛 ん でM 2:: 7 の 地震がす で に 3 回 発生 し て い る " と 述べ ら れ て い る 。

し か し， 次 の 根室半島沖地震が切迫 し て い る と 述 べ る だ け の 根拠 は乏 し か っ た 。 近年の 日 本 の 地震活

動 を 論 じ た Mogi (1969) の 論文 に も ， 根室半島沖， 色丹島付近 な ど に空 白 域が示 さ れ， 空 白 域では

近 い将来， 大地震が起 る 可能性が あ る と 述べ ら れ て い る 。

根室半島沖地震 の 発生が か な り

間近 い の で は な い か と い う 考 え が

生れ た の は， 1969年 8 月 に色丹島

沖地震が起 り ， 第 2 図 (1969年11

月 第 5 団 地震予知連絡会に提 出 ;

宇津， 1970) に示す よ う に青森県

沖か ら ウ ル ッ プ 島 沖 ま で の 海溝 内

側 が根室半島沖を残 し て M 8 前後

の 巨大地震 の震源域 で埋め ら れ た

と き で あ る 。 同 じ第 5 田地震予知 | σ  
連絡会で， 国土地理院 (1970 a ) 

か ら 北海道地方 の 一等三角改測結

果が報告 さ れ， 北海道 の東部 と 北

部 で地設が過去60年 聞 に北 々 西方

向 に か な り 圧縮 さ れ て い る (水平

? 100 2qo Km 

第 2 図 北海道付近の 医大地震の 震源域 (宇津， 1970) 
ひ ず み で( 1 � 2 )  X lQ-s 程度〉 こ

と が注 目 さ れた 〈原 因 ・ 葛西， 1971 も 参照 さ れた い〉 。 こ の 事実 は 同 じ連絡会 に お い て 茂木が述 べた水

平変動 の 解釈 (Mogi， 1970) と 併せ考え る と ， 根室半島沖地震 の 発生を 示唆す る も の と み ら れ た 。

当 時， プ レ ー ト ・ テ ク ト ニ ク ス は地球物理学者間 で は ほ ぼ受 け い れ ら れ て い た 。 海溝 内 側 の 大地震の

震源域 (余震域〕 は互 に あ ま り 重な り 合 う こ と な く ， 近い過去 に震源域 と な っ て い な い部分を埋め る

よ う に発生す る こ と (Mogi， 1968 ; Sykes ， 1971) ， 大地震の 発生前， そ の 内側 の陸地は徐 々 に圧縮

さ れ (海岸寄 り で は沈降が生 じ) ， 大地震 の 際 そ の 反発的運動が起 る こ と な ど は， プ レ ー ト ・ テ ク ト エ

y グ ス と 関連づ け て 容 易 に理解で き た の で あ る 。

1970年 2 月 の第 6 回地震予知連絡会に お い て ， 北海道東部 は他の 6 地域 と と も に， 特定観測地域 に

指定 さ れ た 。 北海道東部 は連絡会 内 の 小委員会が ま と め た原 案 に は含 ま れて い な か っ たが， 連絡会本

会議 に お い て 国土地理院お よ び北海道大学の 意見 に よ っ て 加 え ら れ た も の で あ る 。 こ の 特定地域 の 指

定 につ い て ， 北海道 内 で の 関 心 は比較的薄 < ， 翌 日 の 新聞 に 小 さ な記事が載 っ た程度 で あ っ た 。

nu

 



�. 根室半島沖地震発 生 ま で

根室半島沖地震 の 可能性が地元 の 人 々 の 衆知 の こ と と な っ た の は1971 年 で あ る 。 同年 2 月 の 第11 団

地震予知連絡会に お い て 国土地理院 よ り 北海道東部 の 上下変動 の 報告が あ り ， 1955年か ら1970年 の 聞

に第 3 図 に 示す よ う な 沈下が起 っ て い る こ と が示 さ れ た 〈 国土地理院， 1971) 。 こ れ はす で に報告 さ

れ て い る 水準測量 に よ る 1900年か ら1955年 ま で の 上下変動， お よ び根室(花咲) ， �1I路 の験潮記録 ( 国

土地理院， 1970 b ) と 同 じ傾 向 で あ り ， 前述 の 地震空 白 域お よ び地殻 の 水平変動 と と も に， 根室半島

沖地震の 可能性を支持す る も の と し て 注 目 さ れ， 北海道 内 で は い く つか の 新 聞 が 1 年前の 筆 者 の 図

(第 2 図〕 な ど を用 い て 大 き く 報道 し た。 当 時 は 2 月 9 日 に ロ ス ア ン ゼ ル ス 近郊 の 大地震 (サ ン ・ フ

ェ ノレ ナ ン ド地震〉 が あ り ， ジ ャ ー ナ リ ズ ム が地震に強い 関心を示 し て い た時期 で も あ っ た 。

一一一一 l宅 起
ー ー - --- it ç革

…・ 水栴路線

第 3 図 1955�1970年に お け る 上下変動 (国土地理院， 1971) 

根室半島沖地震が ど の 程度切迫 し た も の で あ る か を知 る こ と は容易 で な い 。 そ の よ う な 考察 の 参考

資料 の一つ は， 同地域 に お け る 歴 史上 の 大地震 の 発生年か ら 推測す る 大地震の 平均再来期 間 やそ の ば

ら つ き の 程度， 隣接地域 に お け る 大地震 の 発生 と の 関連性な ど で あ る が， 北海道 は歴 史が浅 く ， 西 日

本 の よ う に古 い 史料が無 い 。 1894年の 根室半島沖地震 CM7. 9) の 前 は， 理科年表 に よ れ ば 1843 年に

釧路沖 にM8. 4 の 巨大地震が あ っ たが， そ れ 以 前 に は記録が無い。 1843 年の地震は Fedotov (1965) 

に よ れ ば根室沖か ら 色丹島沖 にか け て の 巨大地震 で あ っ た (理科年表の 震央 も そ の 後1 0 ほ ど東 へ移 さ

れ た) 0 1894年 と 1843年聞 は51年 で， 1894年か ら す でに80年近 く 経過 し て い る か ら ， す ぐ起 っ て も よ い

よ う に も 思 え る が， 一方， 1968年十勝沖地震の 震源域では1763年， 1 856年 ， 1968年 と ほ ぼ百年お き に

巨大地震が起 っ て い る し， ま た ウ ル ッ プ 島 沖 で は1780年， 1918年， 1963年 と 間隔 の ば ら つ き が大 き い 。

こ の よ う な 乏 し い 資料か ら やや無理を し て 根室半島沖地震の 発生の 確率の計算を試み た宇津 の 結果

に よ る と ， 今後10年以 内 にM 8 程度の 巨大地震が起 る 確率 は 9 �18 %，  30年以 内 な ら ば40�57%， …

ー で あ る (数値 の 幅 は資料 の 採用 の 仕方に よ る 〉 。 こ の 計算では隣接す る 領域 に お け る 地震の 発生の
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影響が考恵 さ れ て い な い の で， こ れ を 考麗 し た計算 も 行われた (成 ケ 沢， 1972) 。 当 然 の こ と な が ら 隣

接区域 と の 結合 を強 く と れ ば， す で に1952年十勝沖地震， 1969年色丹島沖地震が両隣に起 っ て い る と

い う 事実 の 影響が強 く 表れ て 確率は高 く な る 。 し か し 史料が不完全 の た め 結合 の 度合 を 確定す る こ と

はむずか し い 。 上記 の 確率 の 計算や， 根室半島沖地震 の 際予想 さ れ る 北海道 内 各地 の 震 度 の 推定 な ど

を 含 め て 根室半島沖地震 の 問題を宇津 は1971年 9 月 に札幌で聞かれ た 自 然災害科学 の シ ン ポ ジ ウ ム で

発表 し た (宇津， 1972) 。 こ の 発表 も 北海道 内 では新聞等で大 き く 報道 さ れ， 根室半島沖地震説 は地

元 に よ く 知れわた っ た 。

地震発生の 確率の計算は他に Rikitake (1974， 口 頭発表は 1973 年根室半島沖地震 の 発 生前〉 が地

殻 の 限界 ひ ず み の デ ー タ に基づ い て 行 っ た も の が あ る 。 こ れ に よ る と 根室半島沖地震 の 発生 の 確率 は

1973年に は80% を 越 え て い る 。 こ の 確率の 意味は前回 の 1894年根室半島沖地震以後1973年 ま で の 聞 に

次 の 根室半島沖地震が起 る 確率 で， 宇津 (1972) の 求 め た現在 ま で起 っ て い な い と き 今後 あ る 年数 の1

聞 に 起 る 確率 と は違 う も の で あ る 。

北海道東部 は特定観測地域に指定 さ れ たが， 地震予知 の た め の 諸観 測 は十分 に 行わ れ た と は い し 、難

い 。 厚岸， 弟子屈 に ジ オ ジ メ ー タ の 基線が設置 さ れ た の を 始 め ， 重力， 地磁気 の 測量 ， 水準測量等が

行われたが， 徴小地震観測網や地殻変動連続観測施設を作 る 余裕 は な か っ た 。 遠隔 の 地 で も あ り ， 限

ら れ た予算 ・ 人員 では致 し 方 の な い と こ ろ で あ っ た 。

弟子屈 ・ 阿寒地区 は北海道内陸部 と し て は浅発地震活動 の 高 い と こ ろ で， 1938年屈 斜路湖 地震 (M

6. 0) ， 1959年弟子屈地震 (M6. 2 と 6. 1) ， 1965年 (M5. 1 と 5 . 0) ， 1967年 (M6. 5) と 小 被害地震が起

っ て い る 。 こ の よ う な 内陸 の 地震 と そ の 外側 の 海溝寄 り の 大地震 と の 聞 に関係が あ り そ う だ と い う 話

は1973年以 前か ら 北大 内 で は雑談的 に な さ れ て い た 。 と こ ろ が1967年以降 こ の 地 区 で はM 5 を 越 え る

地震は 起 ら な く な っ て し ま っ た 。 1894年根室半島沖地震前後か ら 1938年屈 斜路湖地震 ま で の 聞 に も 著

る し い地震は起 っ て い な い (広 田 ， 1969， 鈴木 ・ 広 田 ， 1973) 。 こ れ が何を意味す る か 断定 は で き な

い が， 北大は 弟子屈地区を重視 し1968年か ら は微小地震 の 観測を， 1972年か ら は ジ オ ジ メ ー タ に よ る

基線測量を 行 っ て し 、 る 。

根室半島沖地震 の 前数年間 は 島 弧 に お け る 巨大地震 の 発生 メ カ ニ ズ ム に関す る 研究に著 し い 進歩が

み ら れ た時期 で も あ る 。 そ の 代表的 な も の は Kanamori (1970) に よ る 1963年 ウ ル y プ 島 沖地震 に始

ま る 一連 の 研 究 で あ る 。 こ れ に よ っ て 関 東地震， 南海道地震， 三陸沖地震， 十勝沖地震な ど 日 本列 島

の 巨大地震 の 性格 が 明瞭 に な っ た と い え る 。 Shimazaki (1972 ; 1974 a ， 口 頭発表 は1973年根室半島

沖地震 の 発 生前〉 は北海道東部 の 地殻変動 を太平洋 プ レ ー ト の 潜 り 込 み に よ っ て 陸側 の プ レ ー ト がE

縮 さ れ ひ き ず り 込 ま れ て い る も の と 考 え計算を 行 い ， 観測 さ れ た変動を説明 す る た め に は北海道東部

の 地下 100km ほ ど ま で の プ レ ー ト 境界面 でひ き ず り 込 み が起 っ て い る と すれ ば よ い こ と を示 し た。

以上 の よ う な 状況の も と で， 1973年根室半島沖地震が起 る 直前の こ ろ 描かれて い た来 る べ き 地震 のi

像 は ほ ぼ次 の よ う な も の で あ っ た 。

(1) 1952年十勝沖地震 と 1969 年色丹島沖地震 の 余震域 の 間 に あ る 空 白 域 の 寸法 は 150km ほ ど あ る の

でM は 8 . 0 前後に達 し， 1894年根室半島沖地震 と 同程度 の 地震動 と 津波が予想 さ れ る 。

(2) メ カ ニ ズ ム は他 の 海溝内側 の 巨大地震 と 同 じ く プ レ ー ト 境界面 に お け る 低 角逆断層 型 で あ ろ う 。

地震 と 同 時 に い ま ま で進行 し て い た の と 逆方 向 の 地殻変動が生 じ る で あ ろ う 。

(3) 発生時期 に つ い て は予測が難 し い が， 1969年色丹島沖地震が隣接 の 地域 に起 り 根室半島沖の み が

残 っ て い る の も 発生 は案外早い か も 知れ な い 。 1894年根室半島沖地震 に は 5 時間 ほ ど 前にM 5 程

度 の 地震 2 回 を 含む前震活動が あ っ た よ う で あ る し， 両隣の1952年十勝沖地震， 1969年色丹島沖地
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震 に も 前震が あ っ た の で， 次の 根室半島沖地震 も 前震を伴な う 可能性があ る 。 空 白 域 内 に地震が起

り 始 め た ら 注意す る 必要が あ ろ う 。 な お1894年根室半島沖地震で は 9 か月 前にM 7 程震 の 地震が あ

り 根室 で小被害を生 じ て い る 。 ま た1969年色丹島沖地震 で、 は19か 月 前 に M6 . 9 の 地震が あ り ， 本震

は そ の 余震域を再度覆 う よ う に し て 起 っ て い る 。 従 っ て M 7 程度 の 地震が あ っ て し ば ら く し て か ら

M 8 程度 の 本震が起 る か も 知れ な い 。

4. 1 973年根室半島 沖地震 の 発 生 と そ の 前後 の 状 況

1973年 6 月 17 B 12時55分 こ ろ 根室半島沖 に M7 . 4 の大地震が発生 し た 。 前震 と み ら れ る も の は16 日

9 時54分 の も の と 6 日 20時49分 の も の が あ る 。 前者 は気象庁 に よ り M4. 3 と さ れ て い る 。 1 S C に よ れ

ば前者 はm4 . 8， 後者 は m4 . 2 でそ の 差 は 0 . 6， 時間的に 後 の ほ う が大 き い 。 10 日 6 時41 分 の 地震 (M

3 . 5  (KM U ) ) も 前震 と み ら れ る (鈴木， 1974) の で， 根室半島沖地震の 前震 は宇津 (1978) に よ る

「前震系列 で あ る 確率が比較的 高 い 地震群」 に分類 さ れ る 。

震央か ら 約 250km 離れた北大 え り も 地殻変動観測所 の 伸縮計 の 東西成分 に 地震前 3 � 4 カ 月 間 に

異常 な 伸 び が観測 さ れた 。 笠原 (1977) は地震 の 前後 5 年半 の 観測 中 に こ の よ う な こ と は他 に無 い の

で根室半島沖地震 の 前兆的地殻変動 と 判断せ ざ る を得な い と 述べて い る 。 飯塚 (1976) は根室 と 釧路

に お け る 気象庁 の 地震観測デ ー タ か ら 地震に先だっ12年間 に震源域 の あ た り の Vp/ Vs ( p 波速度 と S

技速度 の 比〉 が低下 し た と 報告 し て い る 。 こ れ が デ ー タ の誤差等 に よ る も の で な く 事実な ら ば重要な

こ と で あ る 。

根室半島沖地震そ の も の の観測資料， 被害， 津波の 状況等 に つ い て は 自 然災害特別研究 の 報 告 書

(1974) ， 気象庁技術報告 (1974) な ど に詳 し く 記載 さ れ て い る の で こ こ で は述べな い 。 地震 の 断層 パ

ラ メ ー タ は数人の 研究者 (阿部 ・ 横 山， 1974 ; 安藤， 1973 ;  Shimazaki， 1974 b ; 多 国 ， 1974) に よ

り 求 め ら れ て い る が， それ ら の 聞 に大 き な 差違 は な い 。 Shimazaki (1974 め に よ れ ば断層 は傾斜角

270 の逆断層 で面積 は 100 x 60km2， すべ り の 方 向 は N 630W， すベ り 量 は1 . 6m ， 応力降下 35bar， 地

震 モ ー メ ン ト 6 . 7 X 1027 dyne ・ cm で あ る 。 北海道か ら 南千島 の 沖合 の い く つ か の 巨大地震 と 比べ る

と 地震 モ ー メ ン ト は数分 の 1 な い し10分 の 1 ， すベ り 量 は半分程度 で あ る 。

本震の 7 日 後， 本震の 余震域 の 東縁付近に M7 . 1 の 地震が起 り ， そ れ 自 身 の 余震を多数伴 っ た 。 こ

の よ う に 本震 と Mが大 き く 異 ら な い地震が し 、 く つ か続発す る こ と は南千島~北 日 本 の 太平洋岸沖 で は

珍 ら し い こ と で は な い 。 こ の と き 続発す る 地震の 余震域を合わせ る と 一連 の 地震の う ち の 最大 の Mか

ら期待 さ れ る も の よ り も 著 る し く 大 き く な る こ と が多 い 。

今 回 の 地震に伴な う 地殻 の 上下変動 は験潮記録 お よ び地震後行われ た水準測量 に よ り 明 ら か に な っ

た。 根室地方 は地震前 の 沈下を加速す る 方 向 に沈下 し たが， 根室半島 の 付け根付近が最 も 大 き く 沈下

し (約 9 cm) ， 根室半島 の 先端 に 向 つ て は沈下量 は減少 し て い る 。 ま た厚岸基線 の 線長 も 有意 に変化

し た ( 国土地理院， 1975， 1976) 。 重力 に つ い て は地震後 1 � 2 か 月 の 聞 に 100 μ gal に達す る 減少が

あ り そ の 後回 復 し た よ う に み え る (大川 ら ， 1976) 。 地震に伴な う 地殻変動 は 前述 の 断層 モ デ ル で ほ

ぼ説明 さ れ る 。 重力変化 の 解釈はむずか し い 。

1973年根室半島沖地震 は ほ ぼ予想 さ れ て い た場所に起 っ たが， そ の 規模 は空 白域か ら予想 さ れ て い

た も の よ り か な り 小 さ く ， そ の 余震域は 空 白 域 の 南西部を埋め る に至 ら な か っ た。 ま た， 地殻変動 も

地震前に進行 し て い た 大 き な変動を解消す る 方 向 では な か っ た 。 根室半島沖 の 空 白 域 の 大 き さ は 1952

年十勝沖地震の 余震域 の 東縁が ど こ ま で達 し て い る か に よ る 。 従来は 気象庁地震月 報 の 震源表 に よ り

東縁 は釧路海谷 あ た り と 考 え ら れ て い た 。 し か し そ の 後気象庁が行 っ た震源 の 再決定に よ れ ば， 多 〈
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の 余震 の 震央 が 東 へずれ て き て ， 空 白 域 は従来考 え ら れ て い た も の よ り 小 さ い も の と な っ た (関谷

ら ， 1974， 口 頭発表は1973年 8 月 の 第22団地震予知連絡会) 0 Kelleher ら (1973) あ る い は鈴木 (1976)

が行 っ た十勝沖地震余震の 震源再決定 の 結 果 も こ れ と ほ ぼ一致 し て し る 。 従 っ て 1973年根室半島沖地

震 は空 白 域を埋め る と い う 役 目 は 果 し た こ と にな る 。

一方， 北海道東部 の 大 き な 地殻変動 はいずれ こ れを 解 消 す る 現象が起 ら ね ば な ら な い 。 同地域 の 海

岸地形 ・ 地質 につ い て は不 明 の こ と が多 い が， 永年にわ た り 地震前の速度 ( 8 mm/年〉 で海岸が沈下

し 続 け る こ と は考 え ら れ な い (大島， 1974 ; 藤木， 1976) 。 地震前 の地殻変動が プ レ ー ト 境界面 に お

け る ひ き ず り 込み に よ る と すれば， そ れを解消 さ せ る た め に は1973年根室半島沖地震の と き すべ っ た

断層 よ り さ ら に深 い部 分 の 境界面 白勺 !- 6l:J� 
ですべ り が起 ら ね ば な ら な し 、 。 こ

の よ う な すべ り が非弾性的 に (地

震 の よ う に急激 で な く ゆ っ く り

と 〉 起 る か も 知れ な い と し 寸 考 え

は 多 く の 研究者 に よ っ て 述べ ら れ

て い る (Shimazaki， 1974 a， b ; 

Kasahara， 1975， 多 国 ， 1976な ど〉 。

第 4 図 は Kasahara (1975) に よ

る も の で， 1973年根室半島沖地震

では左下 の 断面 図 の 告 の 断層がす
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ベ り ， 左上 の ③ 曲 線 で示す よ う な 第 4 図 逆断層運動に よ る地表の上下運動 (Kasahara， 1975) 

上下変動を 生 じ た 。 蓄積 し て い る 沈下を 回 復す る た め に は左上 の ⑧ + ⑧ の よ う な 変動が生 じ な けれ ば

な ら な い の で， ⑧ 曲 線 で示す よ う な変動を生ず る 地下 の 断層 の すべ り p す な わ ち 左下 の ⑧ 部 の すべ り

が さ ら に加 わ る 必要が あ る 。 図 の 右側 は海岸に お け る 上下変動を示 L.， プ レ ー ト の ひ き ず り 込 みに よ

り 常時① の 直 線 で示す よ う な 沈下が続い て い る が， time = 0 に お け る ⑧部 で の 地震に よ っ て 沈下が加

わ る 。 も し そ の 直後 か ら⑧部が ゆ っ く り と すべ り 始 め そ の 速度が指数関数的 に減小 し て ゆ く と す れ

ば， ② 曲 線 の よ う な 隆起が加わ り ， 結局① + ② 曲 線 の よ う な 経過を た ど る こ と に な る 。 花咲 の験潮デ

ー タ を み る と 1894年根室半 島沖地震後 こ の よ う な こ と が起 っ た ら し く ， 験潮が始 っ た1899年か ら 数年

間 は隆起が見 ら れ そ の 後横 ば い 状態 を へて 1910年 こ ろ か ら 沈下に 転 じ て い る よ う にみ え る 。

1973年根室半島 沖地震後数年間 の 花 咲 の 験潮 デ ー タ を 見 る と ， 地盤は 僅かずつ隆起 し つつ あ る よ う

に み え る 。 し か し そ の 速 度 は小 さ し 深部 で非弾性的すべ り が起 っ て い る と し て も そ の量 は大 き く な

い 。 弟子屈基線は地震 の 時伸 びが観測 さ れ， そ の 後 も 伸 びが続い て い る 。 地震前 は縮 ん で い た と 想保

さ れ る の で， こ れ も 非弾性的変形が進行 し て い る こ と を示す も の か も 知れ な い (笠原 ・ 鈴木， 1978) 。

も し， 深部が急にすべれ ば か な り 大 き な 地震に な る 。 そ の と き 浅部 の すべ り 足 り な い 分 ま で一緒にす

ベ る か も 知れ な い 。 千島 で は M7. 5 以上 の 大 き な や や深発地震 が い く つか知 ら れ て い る が， 北海道 で

そ の よ う な 大地震が起 っ た 例 は知 ら れ て い な L 、 。

5. 北海道 ・ 南 千 島 沖 合 の 地震活動 と 1 973年根室半島沖地震

島弧 と 海溝 の 聞 に お け る 大地震 の起 り 方 の 時間的 パ タ ー ン の 典型的 な も の と し て ， Utsu (1974) は

A ， B 二つ の 型 を 挙 げナこ 。 南海道沖か ら 東海道沖 に か けて はM 8 級 の 巨大地震が数十~数百年の 間隔

で繰 り 返 し 発 生 し て い る 。 こ の 種 の 大地震 の 後 に はそ の 震源域 内 にM 6 � 7 程 度 の 地震を含む余震活
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動がみ ら れ る が， 余震活動が表 え て し ま う と 次 の 大地震 ま で地震活 動 は極め て 低 く な る 。 こ れ が A 型

で あ る 。 一方， 鹿島灘や 日 向灘 で はM 8 級 の 地震は起 ら な い が， M 6 � 7 級 の 地震は か な り 頻繁に起

仇 し か も 1 回 起 る と 間程度の 大 き さ の も の が数時間 な い し数 日 の 聞 に続い て 起 る 傾 向 が あ る 。 こ れ

が B 型で あ る 。 上記 A ， B 両型 は典型的 な 場 合 で， 実際に は両方の 型が混在 し て い る 地域 が 多 い 。 北

海道沖か ら 南千 島 沖 に か け て も 同 様 で， M 8 級 の 巨大地震 の 間 に M 6 � 7 級 の 地震が介在 l..- ， し ば し

ば群発的 に発生 し て い る 。

こ の よ う な 見方 に立 っ た と き ， 1973年根室半島沖地震が間欠的 に発生す る 巨大地震 の 仲 間 な の か，

巨大地震 の 聞 に起 る M 7 級 の 地震 の 一つ な の か の 判 断 は容易 でな い 。 第 5 図 に1890年以降北海道沖か

ら 南千島沖にか け て 海溝 と 島弧 (火 山 フ ロ ン ト 〉 の 聞 に発生 し た M6. 7 以 上 の 浅発 お よ び や や深発地

震を示す。 横軸 は 島 弧 に沿 う 距離， 縦軸 は時間 で あ る 。 黒丸は深 さ 80km ま で， 白 丸 は深 さ 80km を

越 え る 地震で， 丸 の 大 き さ に よ っ て Mを区別 し て い る 。 横線は 巨大地震 の震源域を示す。 資料 は192&
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第 5 図 北海道~南千島に おけ る M6 . 7以上の地震の 時間 ・ 空間分布

(1890年�1978年〉 白 丸 は深 さ 80km を越え る地震。
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年以降は気象庁地震月 報 ま た は Gutenberg-Richter， Rothé 等 の カ タ ロ グ， 1925年以前に つ い て は

宇 津 (1979) に よ る 。

こ の 図 を 見 る と M7. 8 以上 の 巨大地震 の 聞 にM 7 前後 の 地震が散在 し て い る こ と が よ く わ か る 。 や

や深発地震に は M7. 4-7. 7 の も の が い く つか あ る が， 浅発地震 で は 1973 年根室半島沖地震 の 他 に は

1937年 の 択捉島沖 の 地震 (M7. 4) が あ る だ け で あ る 。 M6. 7""'7. 1 の 浅発地震 は か な り 多数起 っ て い

る 。 1973年根室半島沖地震 以 後 も M7. 0 お よ び M7. 3 を 最大地震 と す る 群発的活動がそれ ぞれ1969年

色丹島沖地震 お よ び1958年択捉島沖地震の 余震域 内 に 起 り ， そ れ ら の 震央 の 分布域 は前 の 巨大地震 の

余震域 の か な り の 部分を 占 め た 。

1958年択捉島沖地震 (M8. 0) は Fukao and Furumoto (1979) に よ る と 他 の 巨大地震に比べ て 応

力降下が78bar と 火 き く 地震動 も 強か っ た。 余震 も やや深 く ， 断 層 が 他 の 巨大地震 よ り 深部 に あ る よ

う で あ る 。 こ の 場所は第 5 図 か ら も わか る よ う に1883-1918年の 巨大地震 の 活 動期 にすべ り 残 っ て い

た部分 に 当 る (1973年根室半島 沖地震程度 の M7. 3-7 . 4 の 地震 は あ っ た〉 。 も し根室半島沖 の すべ り

残 り が次 の 活動期 ま で持 ち こ た え る と すれば， 次に起 る 根室半島沖地震 は1958年択捉島沖地震の よ う

な 型 に な る か も 知れ な い 。

6. む す び

以上1973年根室半島沖地震に 関連す る 諸調査 ・ 研究を概観 し た 。 近 い将来， 根室半島沖 に さ ら に大

き な 地震が起 る か否か につ い て は， 地震予知連絡会北海道部会報告 (1977) に述べ ら れ て い る 見解を

変更す る 必要 はな い と 思われ る 。 す な わ ち， 根室半島沖に近 い将来 (10年程度 以 内〉 に1973年の 地震

と 同程度以上の 大地震が発生す る と 考 え る 積極的 な 根拠 は見 当 ら な い 。 1973年 の 地震ですべ り 足 り な

か っ た分を補 う よ う な 地震， あ る い は深部 の 断層が急にすべ る よ う な 地震が起 ら な い と い い切 る こ と

は で き な い が， 20-30年以上後に始 ま る で あ ろ う 次 の 巨大地震 の 活動期 ま で持 ち ζ た え て ， そ の と き

深 い部分 ま で含 め て 一挙 にすべ る こ と も 考 え ら れ る 。

いずれにせ よ 』 根室半島沖か ら北海道東部にか け て 起 っ て い る 現象 の 解明 は， 島弧 に お け る 巨大地

震 の 予 知 の う え で た い へ ん重要な課題 で、 あ り ， ま たM 7 程度 の 地震 な ら ば い つ で も 起 る 可能性が あ る

の で， 同地域にお け る 地震予知 の た め の 観測 ・ 研究は一層推進 さ れ る べ き も の と 思われ る 。
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川 崎 隆起一地下水 問 題 を 中 心 に-

弘俊見王百

1974年12月 5 日 の 第27田 地震予知連絡会 (以下予知連 と 略称〉 に お い て ， 国土地理院 は， 水準原 点
よ り 藤沢 に至 る 国道15号線沿 い の 一等水準路線 に お け る ， 1970年以降 の 毎年 の 水準測量結果を， 第 1
図上半 の よ う に と り ま と め て 報告 し た 。 こ れ に よ れ ば， は じ め東京南部か ら 横 浜市 の 大部 分 にか け て
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第 1 図 国道15号?品 、 の 水準点変動 〔 国土地理院， 1977) 上か ら 4 番 目 ま で
が第27回予知連で発表 さ わした
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生 じ た広範囲 の 隆起に は多少疑問が あ る も の の ， 多摩川 下流部 を 中 心 と す る 10km 足 ら ず の 区 間 の 隆

起は確実 に進行 し て ， 最大 の地点では 4 年 聞 に 4 . 7cm の 隆起量， 年平均 で l cm 強 の 隆起速度 で あ る

こ と が 明 ら か に な っ た 。 ま た こ の 隆起は， 地盤沈下調査の た め に設 け ら れ た， 多摩川 に平行す る 川 崎

市 の 水準測量 に よ っ て も 裏付け ら れ， ) 1 1 1崎駅付近を 中心に， 多摩川河 口 部か ら 丸子橋付近 に か け て の

範 囲 で， 隆起が面的 に進行 し て い る こ と が認 め ら れ た 。 以下 に は簡単 の た め， 多摩川 下流域を 中心 と

す る こ の 時期 の 地盤隆起を 「川 崎隆起」 と 呼ぶ こ と にす る 。

川崎隆起 は， 27回 予知連に お け る 議論 の 中心 と な 昭和 叫 12 14 \ 8  2[， 2 B  3 2  35 ��8 4 1  4 4  

っ たが， 当 然 の こ と な が ら それ は地盤沈下 と の 関係

で論 じ ら れ た 。 川 崎市 に お け る 地盤沈下は昭和 の 初

期 に はす で に 問題 と な っ て お り ， そ の た め の 水準測

量が反復 さ れ(第 2 図) ， 1959年以降 は観測井 に よ る

地盤収縮量 の 観1測が行われて き た 。 こ の 地盤沈下が 3 
地下水 の 読 み上げ に よ る 水位低下に よ る こ と は ま ぎ 咽

れ の な い と こ ろ で あ る 。 終戦直前か ら 戦後数年間 の

沈下停滞期 を 経 て ， 工 業活動の 復活 と と も に沈下が

再び進行 し は じ め た た め ， ) 1 1 崎市 は 工業用 水道 の 普

及， 揚水規制， 行政指導等を推進 し た 。 そ の 結果3

1965年頃か ら 沈下 は臨海工 業地帯 の 一部 ( こ こ で は

埋立地 の 圧 密 に よ る 沈下が あ る と 思われ る 〉 を 除 い

て ほ と ん ど停止状態 と な っ た (第 2 図〉 。

し たが っ て ， 川 崎隆起 はp 揚水規制 に よ る 地盤沈

ト
:h' 

1日)

15 

第 2 図 地点別地盤沈下の経年変化 〔横浜
下 の 停止か ら そ の 回復への過程を表す も の で は な い 市公害対策局， 1974に よ る 〉

f 
f n  

丁 目

か， と の 疑 問 が ま ず 出 さ れ た 。 隆起 の 中心部は川崎市南部 の 渡 田 ~元木町付近に あ り ， そ こ で は74年
つの

は じ め か ら 同 年秋に か けて 隆起が加速 さ れ て “ 角" 状 に 突 出 し て き て い る が， こ の 付近は ま た， か つ

て の 地盤沈下 の 中心部 と 一致 し て い る こ と も ， 地盤沈下 と 関連性の あ る こ と を裏付 け る も の で あ っ

た 。 国土地理院 で は， 大 阪や船橋 な どp 地盤沈下が停止 し た地域 の 中 に一時的 に隆起 し た 例の あ る こ

と も 示 し た 。

し か し な が ら 他方 で は， 川崎隆起を単 に地盤沈下 の 回復 と 片 付 け て よ い も の か， と の疑 問 も 提 出 さ

れ た 。 揚水規制 に よ り 地盤沈下が停止 し た 例 は知 ら わし て い る も の の P 上昇 に 転 じた例は少 し 毎年 1

cm ほ ど の 隆起を数年間続 けた例は知 ら れ て い な か っ た 。 地盤沈下 は一般に は粘土質不透水層 の 圧密

に よ る 非可逆的 な 過程 で あ り ， こ れ は 「返債 の き か な い 負置」 で あ る と の 見方が， 予知連 内 部 で も あ

っ た よ う に 思 う 。 そ し て ， 地震予知関係者 と し て はp 地盤沈下地帯が広範囲 に隆起 に転 じ た 例 と し て

は， 新潟地震 の 前兆 の 例が あ る こ と を想起 し な い わ け に は い か な か っ た 。

か く し て 当 日 の 予知連では， ) 1 1 崎珪走塁 は地盤沈下 の 一部回復現象 で あ る か も し れ な いがp 地震 の 前

兆隆起 の 可能性 も 棄 て ら れ な い 以上， こ の 原 因 に つ い て 各機闘が究 明 を続 け る こ と に な っ た 。

そ の 後 の 予知連 の 対外的 な 動 き に つ い て は別項 に ゆず る 。

II . 地 盤 隆 起 と 地下水位上昇 と の 関 係

川崎隆起 に 関 す る 調査 ・ 観測 で従前 と 異な る 最大 の 特徴 は， 地盤沈下 と の 関 連 を 見 る た め に地下水

に 関 す る 諸調査が か な り 徹底的 に行われ た こ と で あ ろ う 。 地震予知に関 し て い え ば， ) 1 1 崎隆起 は地下
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水調査が本格的 に 行われた最初 の 事例 と い う

こ と に な る の で， 以下には， 地下水問題 に重

点、をお い て 小論 の 記述を進め る こ と と す る 。

地下水 に関 し て 直 ち に気付かれた こ と は，

川 崎市 の 地下水位は， 1963�65年頃を最低 と

し て 以後は上昇 し て お り ， 特に71年頃か ら の

上昇が著 し い こ と (第 3 図〉 で あ る 。 71年 か

ら の 急激な 水位上昇 は， 川 崎隆起 の 時期 と 一

致 し て お り ， 一定期 間 に お け る 水位上昇量 と

地盤隆起 の コ ン タ ー は よ い一致を示 し， し か

も それ ら は多摩川 旧 河道 と も 地理的 に ほ ぼ一

致す る と こ ろ (脇 33 ， 1975) か ら ， そ れ ら の

相関 は疑 う 余地 の な い と こ ろ で あ る 。 25

1 0  .'・. 
.

 
・・

E 1 5  
凶〉
出
cl: 
恒
� 20 

-. ・• . . ... ... .. . .  . . . . ー..- . .  . ・，

問題 は， こ の 水位上昇 が “ 異常" で あ り ， ・ 6 8 ・ 6 9 '7 0 ・7 1 ・7 2 ・7 3 ・ 74
それ故に地盤隆起 も 異常 と 見 ら れ る か， 否か 第 3 図 地盤隆起域におけ る 水位急上昇の 代表例

と い う こ と で あ っ た 。 (国 鳥観測井) (脇 田， 1975に よ る )

こ こ で， 多摩川 下流域にお け る 水文地質 につい て 概観 し て お く 。 こ の 地域は， 多摩川 お よ び鶴見川

の 氾濫原 で あ る 沖積面 と ， 第四紀後期 の 下末吉期 以降の 段丘面か ら な る 。 それ ら の 基盤は， 新第三紀

末~第四紀初期 の 上総層群* で あ る 。 基盤 の 深度は多摩川 河 口 部を除 けば意外に浅 く ， 川崎駅付近 で

30�4 0m で あ る 。 そ の 中 で も 基盤深度 の 相対的に深い帯状の部分が， 現多摩川 に平行 し て そ の 南側 に

あ る (第4 図〉 。 こ の 地形は， 第四紀末期 (約 2 万年前〉 の海退期 に， 多摩川 が 基盤を 削 り こ ん で流

れた谷跡 と 見 ら れ， 多摩川 旧 河道 と 呼 ばれ る 。 旧 河道は川崎市登戸~宿河原付近で現河道 と 一致 し，

多摩川 の 水はそ こ か ら 伏流水 と し て 旧 河道を流れ， 溝 の 口 付近か らは被圧地下水 と な っ て 下流 へ と 渉

1 1 \  

崎

。 5 km 

東
京
湾

第 4 図 上総層 群上限の等深線図 (J I I 崎市計画局， 1965 よ り 地質調査所， 1975 a 作成〕

普 便宜上， 上総層群を第三紀層と呼ぶ ζとがあ る 。
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透 し て い る 。

多摩川下流域では， 基盤 の 上総層群は主 と し て 泥質岩か ら な り ， ガ ス 田 と し て 知 ら れ る こ と か ら も

明 ら か な よ う に， こ こ か ら は塩素や有機物 に富む水質 の 悪 い 水 し か得 ら れ な い 。 こ れ に対 し て !日 河道

内 では ， 透水性の よ い砂 (喋〉 層 か ら 良質 の 水が得 ら れ る こ と か ら ， こ の 地域 の 地下水 の 大半 (工業

用 水道水 の 全部〉 は 旧 河 道 内 か ら 揚水 さ れて い る (第 5 図〉 。

第 5 図 多摩川 !日河道 と 観測井及び工業用水道井の 位置 〔地質調査所， 1975 b ) 
東横線西側 の 黒丸 印 は工水21号井
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第 6 図 多摩1 1 1 1日河道域に お け る 揚水量， 地下水位， 隆起量の 関 係。 隆起量は 国

土地理院資料 〔第28図参照〉 に よ る

91 



。 揚

i 1 "" U_=一以: lji柑
L砧J吋斗ず�:
-'JO 

第 7 図 広域的に見た東横線以東の揚水量 と 地下水位 の 関 係。 観測井 C H
(千鳥町) ， K N  (観音J I I ) ， R G (六郷〉 は 旧河道 域 外， 1 B (市
場) ， D N  (大 日 本電線) ， K15 (工水15号〉 は !日河道域 内 の 水位

川 崎市 では ， は じ め 臨港部 (東海道線以東〕 で地盤沈下が著 し か っ た た め ， 1957年に 工 業用 水 法 に

よ る 地下水 の 浪 み 上げ規制 が 実施 さ れ た結果， こ の 地域 の 揚水量 は64年頃か ら 漸次少 く な り ， 特 に67年

以 降 は ゼ ロ レ ベ ル近 く ま で減少 し た 。 東海道一東横線開 の 地域 で は， 62年か ら 工業用 水道水源井が こ

の 地域 に あ っ た た め 揚水量 は急 に は減 ら ず 4 万m3 j

日 の レ ベ ル に あ っ た が， 71年度か ら は 3 �2. 5万m3j

日 程度 に急減 し ， 更 に74年に は 1 万m3j 日 台， 翌 75

年 に は ゼ ロ レ ベ ル 近 く (2， ooom3j 日 台〉 に ま で落 ち

こ ん だ 。

第 6 図 は， 東横線以東 の 揚水量 と ， 旧 河道 内 に あ

る 観測井 の 水位 を 示 し た も の で あ る 。 両者 の 相 関 は

明 ら か で， 水位 は全般的 に上昇す る 傾 向 の 中 で， 揚

水量 の 一時的増減 に も よ く 追随 し て お り ， 時 間 お く

れ も ほ と ん ど な い こ と が読み と れ る 。 やや長期 的 に

見 る と ， ど の 観測井 で も 1971年には水位上昇 の勾配

が一斉 に 急 に な り ， 次 い で74年か ら は上昇率が更 に

大 き く な っ て い る 。 1971年 と 74年は 前年に比べ て 揚

水量 の レ ベ ル が 1 万m3j 日 以上 も 急減 し た 年 に 当

る 。 こ れ ら に対 し， 旧 河道か ら外れて い る 観測井 。

水位は ， 全体 と し て 定常的 な 上昇傾 向 を示すが， 一

時的な 揚水量 の 増減に は ほ と ん ど反応 し て い な い

(第 7 図〉 。

次 に地盤隆起 の 時空分布を 見 る と ， 水準測量 に よ

れ ば最近の 地盤上昇域 は 明 ら かに 旧 河道域 で著 し い

〈第 1 ， 8 図〉 。 ま た そ の 隆起は 1971年頃か ら は じ ま
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期 間 1975.6 1970'2単 位 mm
水準原点 ・ 川崎水準原点不動

第 8 図 5 ヶ年間の多摩川 下流域地盤隆起図
(国土地理院， 1976 a ) 



り ， 74年以降隆起速度が増 し た よ う に見 え る (第 1 ， 6 図〉 。 以上 の こ と か ら ， 旧 河 道域 に お い て は，

揚水量減少 ・ 水位上昇 ・ 地盤墜起 は， 時 間的 に も 空間 的 に も よ く 相関 し て い る よ う に見 え る 。 地質調

査所で は こ の こ と か ら ， 地盤隆起 の 少 く と も 一因 は， 揚水量 の 急激な減少に よ る と す る ， 地盤沈下 の

一部 回復説を主張 し た (地質調査所， 1975。 岸， 永井， 1975) 。

し か し ， こ れ に対 し て は次 の よ う な疑問が提出 さ れ た 。 地盤隆起 は確か に 旧 河道 で著 し い が， それし

以外の地域 で も 隆起 し て い る 。 ま た， 水位の 上昇 は 旧 河道 内 の第四紀層 で起 っ て い る の に， 観測井 の

記録を見 る と ， 隆起 は基盤 の 上総層群 の 中 で起 っ て い る よ う に見 え る 。 第 9 図 に は， 基準鉄管が依然

と し て 抜 け上 り を示 す (観音川型〉 も の と ， 鉄管 の 抜 け上 り が ほ と ん ど な い も の (田 島 型〉 と が示 さ

れ て い る が， いずれに し て も 隆起 の 主体 は深部 に あ り と 見 な けれ ば な ら な い 。 ま た， 川 崎市 の 測量結

果を見て も ， 基盤が直接露 出 し て い る 地域 で隆起を示 し た地点 () l ! 崎市測点226) も 見 ら れ る 。
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第 9 図 代表的観測井におけ る 基準鉄管沈下量 と 地表総沈下量 (国土地理院
1976 a に よ る 〉

m . 地下水 の 水 質調 査

川 崎隆起 と 関連 し た地下水 の 調査 は大別 し て ， ①観測井に よ る ， 地震予知 の た め の ラ ド ン等 の 高頻

度~連続観測 と ， ②川 崎隆起を も た ら し た水位変動 の 原 因を探 る た め の 地球化学的広域調 査 と に分れ

る 。 ① の観測結果は次章にゆず り ， こ こ で、 は②の調査につ い て 述べ る 。

隆起問題 の 発生直後 に お け る 東大理学部 の 地下水調査は， ま こ と に精力的 で あ っ た (脇 田， 1975) 。

多摩川 旧河道を主 と す る 14 ケ 所の 地下水 の 各種水質， ト リ チ ウ ム C H) 濃度， 14 C 年代等が調査 さ れ

た結果， こ の 地域 の 地下水 は C O D (過 マ ン ガ ン酸 カ リ 消費量 で， 有機物 の 含有量 に相 当〉 と 塩素 イ

オ ン濃度を パ ラ メ ー タ と し て 3 グ ル ー プ に 分類 さ れ た (第 10 図〉 。 第 1 の グ、 ル ー プ は， 塩 素， 総 硬

度， C O D の 少 い 多摩川系 と 考 え ら れ る 水， 第 E は， . 塩素 お よ び総硬度 は低 い が有機物 に 富 み掲色を
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第10図 地下水中 の C O D と 塩素濃度 の 関係。 3 つ の グル ー プ (本文参照〕

に分れ る 〔脇 田， 1975) 。 位置は第11図参照

呈す る 新第三紀層 の 水p 第 E は， 塩素 も 総硬度 も 高 く ， 有機物 の 少 い 水 でp 東海道線付近 の 旧 河道域

を満た し て い る 水 で あ る (第11 図〉 。 こ の 第 E クツレ ー プ の 水 の 塩素濃度 の 分析結 果か ら も I クや ル ー プ

の 水 に は 多摩川 系 の 新 ら し い水が入 っ て お り ， Il お よ び E グ、 ル ー プ の 水 に は現在 の 水が ほ と ん ど 含 ま

れ て い な い こ と がわ か る 。 ま た 14 C 年代測定 の 結 果p 上流側 で は現代 の 値が得 ら れ て い る の に対 し，

下流側 お よ び新第三紀層 の 水 は 1 万年を越 え る 年代が3 中流域 では こ れ ら の 中 聞 の 4 � 6 千年の 年代

が得 ら れ た 。 以 上 の 地球化学的な 調査か ら ， 1 ) 上流域の 地下水 は 多摩川 系 の 現代 の 水 で あ る ， 2) 

下流域 の 地下水は年代 の 古 い 水 で あ る ， 3) 中 聞 の 領域で は両者が混 り 合 っ て い る ， の 旧 河道両側

の 新第三紀層 中 の 水 は こ れ ら と は組成が異 る こ と が 明 ら か に さ れ た。 ( 脇 田 ， 1975) 。

引 き 続 き 東大理学部 で は9 上記 の 主要地点 に お け る 3H， 14C お よ び Cl 濃 度 の 経時変化を調査 し た

結 果， 下流域の D 点等 で は1972�74年 の 3 年間 ほ ぼ一定 で あ っ た Cl 濃度が著 る し く 低下 し， 同 時 に

。
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第11 図 地盤隆起域の地下水の 分布 (脇 田， 1975) 
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第12図 最近観測 さ れた多摩川流域の地下水中 の 塩素濃度の変化

0 :  D 点の 塩素濃度 ム : 田 島観測井の塩素濃度 〈川 崎市) ，

X : D 点 の 'H濃度 (脇 田， 1976 a ) 
3H 濃度が増加 し て い る こ と を 明 ら か に し た (第四 図〉 。

以上の結果か ら ， 東大理学部 は， 1974年頃 に 多摩川 下流域 (j l [ 崎隆起 の 中心部〉 を 占 め て い た 水

は， 旧 河道 の 上流 ・ 下流 お よ び両側 の 新第三紀層か ら 流 入 し た も の で は な し 帯水層 の 下部 の か な り

深部か ら 湧 出 し た 水 で あ る と の 見解 (深部地下水 の 混入説〉 を示 し た 。 そ し て ， 深部地下水 の湧 出 の

時期 は， 水位の 急激 な 上昇 や D 点 に お け る Cl 濃度 の 増 加 を 見 た 1966 年頃 で あ り ， ま た D 点 に お け る

最近の Cl- 濃 度 の 低下や 3H 濃度 の 増 加 は， 深部か ら の 水 の圧力 の低下 に よ り ， 多摩川 系 の 水 の 混入

度が増加 し た結果 で あ る と し た

(第13 図〉 。

こ れ に対 し て 地質調査所は， 過

去 の 水質調査 の デ ー タ (1957年お

よ び1966年〉 と 現在 の それを比較

す る 観点、か ら ， 旧 河道 と そ の 周 辺 主
の 地下水 につ い て 一般水質 の 調 査

を 行 っ た 。 こ の 地域 の 地下水利用

は， 1日河道ぞい に あ る 第四紀洪積

層 か ら の 地下水 と ， そ の ま わ り の

新第三紀層か ら の も の に大別 さ れ

る 。 前者 の 水質 は更 に 上流か ら 伏

流水型 ・ 淡水型 ・ 中 間 型 お よ び塩

水型 に 区 分 さ れ る 。 こ れ ら の う ち

中間型 と 塩水型の 分布地域 の Cl

濃度 の 等値線 は， 長期 にわた り 内

陸 に 向 っ て 移動 し て い る 〈第 14

図〉 。 こ れ は， 長年に わ た る 過剰
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第四図 1953年か ら現在 ま で の ， D 点付近の地下水位 と 塩素濃

度 の 変化。 深部か ら の 水 の 湧 出 した時期 と そ の 概念図を
示 し た (脇 田， 1976 a ) C D 点 の 位置は第11図参照〕 。
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第四紀層地下水におけ る 塩素 イ オ ン濃度 (等値線〉 の推移 (地質調査所， 1976 a ) 
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第15図 多摩川 旧河道治いにお け る 地下水位の推移 (地質調査所， 1976 a ) 

揚 水 に よ り 水位が内陸へ向 っ て 低下す る と い う 地下水匂配の 逆転 (第四 図〉 の 結果， 海岸寄 り お よ び

一部 は深層か ら の 塩分 に富 ん だ古 い 水 の 混入 を招 い た ため で、 あ る と し て い る 。 な お， 1970 年 の 5 �

7 月 と 12月 の 調査 で は 中間型の地域の塩分濃度が半年聞 に20�50% も 減少 し て お り ， 水位匂配の 回 復

(第15 図〉 の 結 果， 上流か ら の 水が塩水化を押 し戻 し つつ あ る と し た 。

以上の こ と か ら ， 地質調査所で は水位変化 と 同様， 水質 の変化 も ， 1) 地下水 の過剰揚水→ 水位匂

配 の 逆転→ 水質 の 塩水化， 2) 揚水量 の 大幅低下→ 水位匂配 の 回 復→ 塩水化 の 回 復に よ っ て 説明 で き

る と い う 見解を示 し た (地質調査所， 1976 ; :永井 ほ か ， 1976) 。 し か し こ れ に対 し て は 賛意 も 寄せ ら

れ た反面， 帯水層 よ り 下 の 地層 の 隆起を説 明 で き な い等 の 批判 (脇 田 ， 1976 b ) も 受 けた 。

nu

 



IV. 地震予知 に 関連 す る 調 査 ・ 観測

川 崎隆起に対す る 地震予知 関 係 の 調 査や観測 は， 対応 の 迅速 さ と 観測 の 密度 お よ び 多様 性 に お い

て ， 地震予知連絡会始 っ て 以来 の も の で あ っ た。 川崎隆起は， 東京に近い と い う 点 で は観測を展開す

る の に は都合が良か っ たが， 反面大都市な る が ゆ え の観測に対す る 障害 に も 悩 ま さ れた 。

以下に お も な 調 査 ・ 観測項 目 に つ い て簡単に ふ れ る 。

過 去の地震活動

南 関 東 に は丹沢 山地か ら 川崎を 通 っ て 東京湾東部 の 市原 に 至 る 東西方向 に， 他 よ り やや地震 の 多 い

と こ ろ が あ る (笠原， 1974) 。 こ の 地帯 の 地震 は丹沢山地側 で浅 く (20km 以下〕 東京湾側 で深 く (50

( E  139 020' -139059ヘ γ第 1 表 多摩川下流域 lN 3mop- 35wj L発生し た被害地震の表 (気象庁， 1975 a ) 

Year λ cp M Damag巴

39. 6 I 35. 5 I 6 . 4  I i江1 1 崎戸小
で民

被害
家 140-150 寺 7 倒壊

(慶安 2 ， V1I. 25) 

139. 8 I 35. 6 1 6 . 6 I 江町被害(宝永 3 ， lX. 15) 

39. 8 I 35. 6 1 (天明 4 ， V1I. 14) 

川 35 . 45 1 6 . 6 I 家
品川

多
1 ，
し〉

川 崎， 神奈川 ， 保土 ヶ 谷で被害 (演
(文化 9 ， ::>歪. 4) 

酬 I 35. 4  1 5 . 9 I 横浜で基石回転， 転倒 煙突破損
〔明治13年〉 ミ ル ン を刺激 し地震学会発足

即 1 35 . 4  1 6 . 2 1 東京震度 V 陣 どな し(明治22年〉

39. 8 1 35 . 5 1 6 . 5 1 東京震度V 問 ど な し〔明治39年〉

139 . 8 1 35. 5 1 6 . 4 1 東京， 横浜明書(明治42年〉

39. 8 1 35. 4 1 6. 2 I 東京震度V 小被害〔昭和元年〉

-O Km 
j951 52， 53 . 548 55 . 56 6 57 a 日 』 回同q 61 ， 62 目 白 S 64 8 65 p p7 ， 68 ， 68 戸刃， 判 ， 72 ， 刃 ， 74 ， 万
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第16図 多摩川下流域 (31i ;認とliFZ) の地震活動 の変化 〔気象庁， 1975 b )  
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�70km) な る 傾 向 が あ る 。 川 崎付近

で は 30�40km の 地震が比較的多 い 。

川 崎市を 中心 と し て 東京湾北部 ・ 東京

南部 ・ 横浜 ・ 相模原 あ た り を 含 む北緯

350 20 '�40ら 東経1390 20' �59' と ， や

や広い地域を と る と ， 過去約 300 年間

5o 60 m 印刷

‘!Z9) 
(83). 
(創)-
� 

に震度 V 以上 と な っ た地震が 7 個発生
第17図 地殻変動の 半径 C r ) と 震源の 深 さ C H ) 及び起 こ っ た地

し， そ の 規模 M は 6 �6 . 5 内外であ る 震の M C カ ッ コ 内〉 の 関係。 × 印 は川 崎隆起 の 半径 と 現在
(第 1 表〉 。 第 四 図 は 同 じ地域 の 最近 の地震活動 の深 さ か ら プ ロ ッ ト し た も の (気象庁， 1975b)

(1951年以後〉 の 地震 に つ い て の 深 さ と 年次別発生の 変動を 表 し た も の で あ る (気象庁， 1975 b ) 。

こ れ を 見 る と 川 崎隆起 の 生 じ た 付近 で は深 さ 30km よ り も 浅 い地震 は近年 1 つ も 起 こ っ て い な し 、 。

気象庁 (1975) は， 関谷 (1975) が調べた， 地震発生前 の 地殻変動 の半径 r と ， そ れ が測定 さ れ て

い た時 の サ イ ス ミ シ テ ィ と し て の 震源 の 深 さ H お よ び発生 し た地震 の M と の 関係 図 の 中 に， 川 崎隆起

の 半径 (約 5 km) と ， 現在起 こ っ て い る 地震 の 深 さ (約30km) を プ ロ ッ ト し た 閣 を 示 し た(第17図〉 。

そ し て ， 川 崎隆起が地震に結びつ く と す る と 「今迄起 こ っ た こ と の な い よ う な 珍 ら し い 様式 の 地震 が

起 こ ら な けれ ば な ら な い と い う こ と に な る 」 と し て ， 川 崎隆起を 地震 の 前兆 と す る に はやや懐疑的 な

見解を示 し た 。 た だ し ， 今後 の 観測方針 と し て は， 浅 い地震 の 発生に特に注意を 喚起 し た 。

微小地震観測
微小地震 の 臨時観測 は1974年の暮れか ら 国立防災科学技術 セ ン タ } ・ 京大 ・ 名 大 ・ 東北大お よ び東

大地震研究所に よ っ て 開 始 さ れ た 。 数 カ 月 の 臨時観測 の 後は， 専 ら 防災 セ ン タ ー が 当 地域 の 徴小地震

町7.5)

観測を担 当 し て 現在に至 っ て い る 。

防災 セ ン タ ー の 最初 の 臨時観 測 はバ ッ ク グ ラ ン ド イ ノ ズ に悩 ま さ れ な が ら 川 崎市役所 の 地下室で実

施 さ れたが， の ち に は， 主 と し て 川 崎市生田 ， 同東芝柳町工場 (井戸〉 お よ び横浜市三 ツ 沢 の 3 カ 所

で継続 さ れ た 。 こ の 間， 1975年 3 月 24 日 に隆起域付近に数個 の 地震を感 じ， う ち 3 伺 の 震源 が決定 さ

れ た 。 い ずれ も 深 さ は 約30km， M は約 3 で あ っ た 。 1975年10月 ま で の 地震 の S - p 別 お よ び 日 別頻度
0 10 2o Km 

FREQUENCY OISTRI BUTION 

OF S - P  TIMES 

TSH 。しO開-am
--

MT;!' 

1 0 20 30 s e c  

0，瓜1fLY NUMBER OF EARTHQUAKES 6 ， I TSH I 4 ト 1 1 1 

2 卜 iし川11111ル11111九1""川"川，， 1リ11川川川川lバ川仙川川I1仏川川111川111川叫1111川1111
MAR I APR I MAY I J U N  I J U L  I AUG I SEP 1 OCT I 1975 

第18図 東芝 C T S H ) にお け る S - p 時間の分布， 日 別地震数， お よ び1975年10月 ま で に
確認さ れた最 も 浅い川 崎近傍の地震。 こ れ ら 7 個の地震は深 さ 20�30km， マ グ ニ
チ ュ ー ド は大 き い も の で約 3 であ る 。 (国立防災科学技術 セ ン タ ー ， 1975) 
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分布 は第18図 の 通 り で， こ れ ら の 地震活動 は， 気象庁 J 
や東大地震研究所で従来観測 さ れ て い た結 果 と 異 る と

こ ろ は な か っ た 。

防災 セ ン タ ー で は， よ り 本格的 な 微小地震観測を 目

指 し て ， 川 崎市平聞 に深 さ 540m の 観測井 CH R M)

を掘 削 し， 1975年10月 よ り 観測 を 開 始 し た 。 こ の観測

記録は防災 セ ン タ ー (現在 は筑波〉 に テ レ メ ー タ さ れ

て い る 。 こ の 観測井 に よ る 観測 開 始 以 後 の記録に も そ

れ ま で と 異 る 点 は認 め ら れ な か っ た 。 第四図 は， 1974 

年12月 �76年 4 月 ま で の 東芝お よ び 平間観測井 で s 

P が 5 秒未満 の 地震 に つ い て 震源を再決定 し た も の で

あ る が， ; 1 1 崎近傍 で最 も 浅 い 地震 は深 さ 20-30km で

あ っ て ， 従来 の 地震活動 の 傾 向 と 異 る も の で は な い 。

内.� 

内35� 

な おM は いずれ も 約 3 で あ っ た 。 第19図 川 崎近傍 の地震 (1974年12月 ~
1976年 4 月 ) (国立防災科学技術

測地測量 セ ン タ ー ， 1976 b )  
1974年以後 国土地理院 は， 国道15号線に沿 う 水準測量を お よ そ半年に 1 回 の 頻度で実施 し て い る 。

こ れ に よ れ ば B M27 (東京都大 田 区〉 か ら B M31 (横浜市神奈川 区〉 ま で の 区 聞 が1974年春 ま で は ド

ー ム 状に隆起 し て い た の が， 1974年暮 以降は多摩川 |日 河道域 に 当 る B M015-020 と 015-021 の 2 つ の

水準点が突 出 す る よ う に鋭 く 隆起 し た 。

こ れ と は 別 に 川 崎市 は， 地盤沈下監視 の た め の水準測量を 市 内 で毎年実施 し て い る 。 第 8 図 はj 国

蟹 谷

備考
上末吉三角点 移転改埋 1 回
子安村三角点 移転改埋 3 回

上沼部

'---/ 1>: 、".. '  IX .... 戸、A '丸子検.

N 
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蟹谷

全三角形の平均悦
最大狗断歪1 . 5 土0 .8 X ID S 
主軸 (短輸) の方位 上末古N 1640 E 土 14 。

3 KM 

"斗十十;十ト.. pr帥r刊内In叫1
- - ma向Jor 町山 minor
Numera! . maximum shear st ra in in 1 0.5 

第21図 多摩川下流域での三等三角形内 の地殻歪 〔期間1960�1976) (国土
地理院， 1975 b )  

土地理院が 自 ら の 資料 と 川 崎市お よ び横浜市 の 資料 と を統ー し て 画 い た地盤隆起 図 で あ る 。 旧 河道域

で隆起 の 著 し い こ と がわ か る 。 隆起域の 主要水準点、 にお け る 隆起 の 経年変化を示 し た第 6 図 内挿 図 に

よ れ ば， 隆起は水位が急上昇 し た1974年春~夏頃 に始 ま り ， 75年 の 前半に最 も 隆起速度が大 と な っ た

が， 水位の 上昇が緩慢 と な っ た1976年に も 隆起速度 は あ ま り 衰 え ず， 水位上昇 に対 し て time lag が

あ る よ う に見 え る 。

多摩川下流域 に お け る 水平変歪測量 は， 国土地理院 に よ り 1975年 3 月 に実施 さ れ た 。 こ の 地域 で は

古 い二等三角点 は改変 さ れた も の が多 く ， 1924�26年の 観測値 と の比較が可能 な の は第20図 に示 し た

三角形 の み に と ど ま っ た。 三等三角点 につ い て は第21 図 の 三角形 につ い て1960年 と の比較が で き た 。

こ れ ら の 結果に よ る と ， ) 1 11崎隆起域 に お け る 地殻水平歪は ， 歪量 ・ 主査 の 向 き と も に， 南関東 の 広域

地殻歪 の 傾 向 ( 国土地理院， 1972) と 調和 し て お り ， こ の 時点 で川 崎地域に と く に大 き な 水平歪 の 蓄

積 が あ る と は判定 で き な か っ た (国土地理院， 1975) 。 ま た 国土地理院 は， 1975 年 3 月 と 76年 2 月 の

聞 に 3 回 の 三等三角点 の 繰 り 返 し辺長測量を 行 っ たが， こ の 1 年間 で は測量誤差 以 上 の 変 動 は検 出 さ

れず， こ の 地域で は， 地盤 の 隆起 は続 い て い る も の の ， 地殻水平歪 の 加速 は認 め ら れ な か っ た (国土

地理院， 1976) 。

重力 測定

国 道15号沿 い の 重力測定 は過去1969年 3 月 ( こ れを g I と す る 〉 と 周年11 月 C g ][ ) の 2 回 実施 さ

れ て し る 。 川 崎隆起に関連 し た重力測定 は， 東大地震研究所に よ っ て1975年 2 月 ( g ][ ) ， 周年 10 月

( g w ) ，  76年 3 月 c g y ) と 計 3 回 行わ れ た 。 第22図 は， 安定 し た地盤上 に あ る F 25 (横浜市保土 ヶ

谷〉 を 不動 と し ， g ][ を基準に し た g w お よ び g y の 変動量を示 し た も の で あ る 。 国 道15号沿 い の 重

力変化 (第23図上〉 を み る と ， 多摩川一鶴見川 聞 の 変動が顕著 で あ り ， な か で も 旧 河道付近 の B M29

お よ び015-021 は g w と g y の 5 カ 月 間 で約 一 15 μ gal の 急減が見 ら れ た 。 こ れ ら の 重力変化 は測定誤
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第23図 国道15号沿い (上〉 と 多摩川 沿い(下〕 の重力変化〉

東大地震研究所， 1976 b ) 

四国語
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師同hh

差 の 限界 ぎ り ぎ り で あ る が， そ の 分布 は水準測量 に よ る 隆起 の パ タ ー ン や プ ロ セ ス と 調和的 であ る 。

重力 の フ リ ー エ ア 的 な 変化 (質量 の 増減を伴わ な い地表 の 昇降に よ る 変化〉 と 考 え る と ， 上述 の 変化

は 数 cm の 地盤隆起 に 対応す る も の であ る と い う (東京大学地震研究所， 1975， 1976 a ， 1976 b ) 。
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地震波速度変化 の 観 測

自 然、地震 に よ る 過去 の デ ー タ と し

て は， 気象庁が伊豆諸 島 に発生 し た

地震を用 い， 横浜 と 東京 の 観測値の

差 Jts/ L1tp を検討 し たが， 1961年以

降有意 な 変 化 は得 ら れ な か っ た (気

象庁， 1975 a ) 。

次 い で防災 セ ン タ ー は9 隆起域 に

設 け た徴小地震観測 の デ ー タ に よ

り ， Vp/ Vs お よ び P 波着震時 の O

C を測定 し たが， 1975-76 年を通

2.0 トI RM
t。0..:!! 1 .f1ト 内 O � R ξ トー噌旦もで�o�汁由r 告。---.:r- 官T円子一。々1 .6ト ー 。 o 0 -

0 u 1 .7 1 土 .06- I I I 0 
1 .4 
2
1
0
寸
4

U由明 ，
。lO

。 o 0 00 0 0 Q o n 。 O� 国 0 c!3 。 o 0 n... 0 qzo寸o ot-yf叫旬。 00 o -vτilZ769 

i 宮76 F E B  MAR APR 
第24図 平間(H RM)における地震波速度変化， こ こ では川崎

の観測 と は独立に地震研究所が決定した震源位置お よ び
震源時を用いている 。 数値は 3 ヶ月 毎の平均 と 標準偏差

じ て 異常 な 変 化 は検 出 さ れ な か っ た を示 している 。 〔国立防災科学技術セ ン タ ー ， 1976 b ) 

( 国立防災科学技術 セ ン タ ー ， 1975， 1976 a ， 1976 b ) 0 1 例を第24図 に示す。

地質調査所は， 防災 セ ン タ ー @ 地震研究所等 の 協 力 を 得 て ， 爆破地震 に よ る P 波速度異常 の 有無 を

調 べ る 実践を 行 っ た 。 ; 1 1 崎港 内 の 扇 島 に掘 さ く し た85�90m の 孔内 で 300kg の PETN 火薬を 爆発 さ

せ， 11 カ 所 の 観測点 で， 1974年 7 月 と 12月 の 2 回 同一条件 で観測 し たが， 有意な 走時差 は検 出 さ れ な

か っ た (第25 図〉 。
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D I S T A N C E  
第25図 扇島爆破実験における測点位置 〔上〉 と 1975年 7 月 12月 の平均走時差

〔下) (地質調査所， 1976 b ) 
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第26図 多摩川下流域の地下水中 ラ ド ン濃度の変化 (1975年 2 月 �11月 ) (脇 田
ほ か， 1976に よ る 〉。 井戸記号は第11図 と 同 じ

�←"'--→も平�-→E 
2 0  

主��� ， :'; . ..__._ç_， HH5 I 1 976 
第27図 多摩川下流域におけ る 第三紀層地下水

の 水温の 経年変化 〔恒石ほか1976) 。井 戸
深度は A 966m， B 270m，  C 500m， D 
700m，  E 150m，  F 60m 

D 

c 

F
自

己反JW
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東京大学理学部 は， 1975年 2 月 か ら 川 崎地 区 の 6

カ 所 と 東京都大井町 の 1 カ 所で， 地下水 中 の ラ ド ン

濃度 の 月 2 固定期測定を実施 し た 。 こ の 地域 の 水 中

ラ ド ン濃 度 は 2 � 3 X lQ-lO Ci / l の範囲 で あ る が，

1975年の 1 年間 に は有 意 の 変 化 は認 め ら れ な か っ た

(第26図〉 。 ま た 同年 4 月 か ら は， 1 カ 所 で ラ ド ン

濃度の 自 動連続観測 を 実施 し て い る が， こ れ に も 変

化 は検 出 さ 九 て い な い (脇 田 ， 1975， 1976 a ， 1976 

b ， 脇 田 ほ か， 1976) 。

地質調査所 は， 隆起 の 中心部 に近い川 崎市富士見

公園 内 に 1 ， 016m の 深井戸を掘 さ く し ， 1975年10月

か ら 観測を 開 始 し た 。 完成時 の 水位 は 20. 4m， 

Cl一 濃 度 は17， OOO� 19， OOOppD1， ガ ス 組成 はCH4 95

% 以上 の ガ ス 水 で、 あ る 。 こ の 観測井 で は水位 。 水温

。 気 庄 。 電導度 を連続測定す る ほ かp 水 中 お よ び ガ

ス 中 ラ ド ン濃度p 水質9 ガ ス 質等を定期測定 し て い

る 。 こ の う ち， 揚水 の た め1976年春頃か ら 不安定 と

30 



な っ た水位を除 い て は， 各種 目 と も 異常 な 変 化 は検 出 さ れ て い な い 。

東大地震研究所地質移動班 は， 1975年 3 月 以降， 隆起地域 と そ の 周 辺 の 6 カ 所 で， 新第三紀層 中 の

地下水 の 月 1 回定期観測を行 っ た。 観測項 目 は水温 ・ 水素 イ オ ン濃度 ・ 電導度 ・ 一般水質等 で あ る 。

観測開 始 以 来 l 年余 の デ ー タ に よ る と ， pH お よ び電導度 に は系統的 な 変化 は 認め ら れ な か っ たが，

水温 (第27図〕 に つ い て は， 最 も 深 く 温度 の 高 い A ・ D 2 井 で季節変化 に よ ら な い長期 的 な 水温上昇

(年聞 に 1 . 2'C ) と ， D 井 で1975年10月 以降に 1 'C 程度 の 短期的変動が認め ら れ た 。 恒石 ほ か (1976)

は ， A .  D 井 の 水温上昇 は 地下深部 に お け る 圧力増加に伴い深層 の 間隙水が上方へ移動 し て き た効果

で は な い か と し て い る 。 ま た D 井 の 短期的水温変動 は， D 井 が 防 災 セ ン タ ー に よ っ て 観測 さ れ た徴小

地震 の 巣 (第四図 参照〕 の 直上に位置 し て い る こ と か ら ， 地下の 状態変化を反映 し た可能性 も 考え ら

れ る と し て い る 。

総 括
以上 の よ う に， 1975�76年にか け て の 観測 で は， 地盤 の 隆起 と 地下水 の 調 査以外では， 地震 の発生

を示唆す る よ う な 新 た な 異常 は検 出 さ れ な か っ た と 言 っ て よ い で あ ろ う 。 地 盤 の 隆起に関 し て 言 え

ば， 深部地下水 の 上昇説が問題 と な る が， こ の 説 に よ る と し て も 深部か ら の 水 は1971年頃に上昇 し た

の で あ り ， し か も 1975年頃に は そ の 水圧は低下 し た と さ れ て い る (脇 田 ， 1976 a ) 。 し た が っ て ， I水

圧上昇 に よ る 地震発生 の おそれ」 は遠 ざか っ た こ と に な ろ う 。 ま た， 隆起 の 規模 (半径数 km) か ら

予想 さ れ る 地震 の 規模 と 前兆期 間 の 関係 ( l � 2 年〉 か ら 考 え る 限 り ， I 当 初予想 さ れ た地震」 の お

それ は ま ず な く な っ た， と 言 っ て よ い で あ ろ う 。 し か し こ の よ う な 「常識」 を 超 え る 地震が起 ら な い

と 断言す る と と も で き な い の も 事実 で あ る 。

v . 地 盤 隆 起 の 機 構

地盤隆起 の 真 の 原 因 につ い て は前述 の よ う に 2 説 に分れ て い る が， いずれ に し て も 隆起 と 地下水位

の 急上昇 と が 関連 し て い る こ と を疑 う 余地 は な い 。 そ こ で， こ こ で は水位上昇が隆起を も た ら し た機

構 に つ い て ， 幾つ か の説を紹介す る こ と に す る 。 そ の ど の 説 で あ っ て も ， 川 崎隆起 の 以下の よ う な 特

徴を説明 す る も の でな けれ ば な ら な い 。

1 )  隆起 はかつ て 大量 に揚水 し地盤沈下 の 著 し か っ た地帯 で大 き L 、 。 た だ し そ の 量 は， 現在 ま で の

と こ ろ 最大10cm 程度 で あ る 。

2) 隆起 は地下水位が急上昇 し た頃 に は じ ま っ て い る 。 し か し 水位が上昇 し 切 っ て 横ば い に近ず い

た 後 も 隆起 は継続 し て い る 。 す な わ ち時間お く れ現象 が み ら れ る 。

3) 隆起 は帯水層 の あ る 第四紀層 の み な ら ず， 基盤 の 新第三紀層 中 で も 起 っ て い る 。

1 . 浮 力 説

地層 は間隙を 水 で、満た さ れ て い る 。 そ の 間際が連結 し て い る 限 り ， 地層 はそ の 深 さ に応 じて 水圧分

の 浮 力 を 受 け る 。 例 え ば水位が10m上 る と 約 1 バ ー ル水圧が上 る の で， 各深度 の 地層 はそれぞれ 1 バ

ー ル 分 だ け除荷に な っ た と 同 じ効 果を も た ら す。 他方， 水庄 の 上昇 は地層構成粒子 の 体積を収縮 さ せ

る が， そ の 効 果 は浮力 に よ る 除荷 の 効 果 よ り 少 し 結 果 と し て 地層 の 膨脹を招 く 。 こ れが浮力説 の 骨

子 で あ る 。

こ の 説 は， J I I 崎隆起 に 関心 の あ る 地下水学者 の 中 で も 早 く か ら 論 じ ら れヘ ま た 予知連内部 で も 藤

田 委員 〈国土地理院〉 な ど に よ り 議論 さ れ た 。 の ち に東大地震研 の 恒石 (1978) が こ の 説 に よ る J I I 崎

* 新潟大学 青木滋氏の 談話 (1975年4月頃〉 に よ る 。
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隆起 の 定量的議論を試みた。 こ の 説 は ま た， Hubbert and Rubey (1969) の 間隙水圧 の 増大 に よ る

Overthrust 発生論 と 本質的 に 同 じ で， 地質家 に は な じ み深い。

浮力説で隆起量 に 関与す る パ ラ メ ー タ は， 水圧 と 地層 の 弾性率お よ び厚 さ で あ る 。 川 崎 に お い て は

水位 (水圧〉 の 上昇 は観測に よ り 1O�30m ( 1 � 3 パ ー ル〉 程度 で あ る 。 地層 の 物性につ い て は よ く

わ か ら な い が， 上総層群の泥岩の 場合低封庄下に お い て差応力が 100 ノミ ー ル程度 で は歪 1 % の オ ー ダ

ー で あ ろ う 。 し た が っ て ， 10cm の 隆起を得 る た め に は水位上昇 10m に対 し て は む OOOm ， 30m に対

し て は約 300m の 厚 さ の 地層が関与すれ ば よ い こ と に な る 。 恒石 (1978) は， 水位上昇を20m， 関与

す る 地層 の 厚 さ を 2 . 7km (地質調査所， 1976 に よ る Vp = 2. 8kmjsec 層 の 下底深度〉 と し， 地層 の 弾

性率を 適 当 に仮定す る と 隆起量 は14cm に な る と し た 。

こ の 説 は隆起量 と し て は適 当 な 値が得 ら れ て い る 。 ま た， 隆起が深部 で生 じ て い る と と も 説明 で き

る 。 し か し厳密に言 う と ， 被圧地下水 の 場合 は た と え ば10m の 水位上昇 は帯水層 内 の 1 バ ー ル の 水圧

上昇 を 指示す る も の で， 必 ら ず し も 水で飽和 さ れた地層が10m 増 え た こ と を 意味 し な い こ と に注意す

べ き で あ る 。 ま た深部 と は い え 1 �2 . 7km も の 地層が関与 し 得 る か ど う か， す な わ ち， こ れ ほ ど深

部 ま で間隙水が連結 し て い る か ど う か疑 問視す る む き も あ る 。

当 然 の こ と な が ら 地層 の 物性 と し て 弾性率を考麗 し た だ け で は， こ の 説 は隆起 の 時 間 お く れ を説

明 し て い な い 。 し か し ， 定量的 に は と も か く ， 浮力 が隆起 の原動 力 (driving force) と な り 得 る こ

と は間違い な い と こ ろ で あ ろ う 。

2. 帯水 層 の 弾性的 回復説

地下水 の読み上げに よ る 地盤沈下 は， 不透水粘土層 の匡密に よ る と こ ろ が大 き い が， 一部 は帯水層

の 弾性的収縮に よ っ て も 起 る 。 後者 は可逆的過程 で あ り ， 地盤沈下観測井 で は被圧水頭の 下降 ・ 上昇

に応 じ て 地盤が収縮 ・ 膨脹を繰 り 返す例が多数知 ら れ て い る (水収支研究 グ ル ー プ， 1976) 。 こ の た

め， 地下水学者 に は， 川 崎隆起 も 帯水層 の 弾性的 リ バ ウ ン ド で あ る と 見 る 人が多 い よ う で あ る 。

地質調査所の 村下 (1976) は， 被圧水頭 の低下に よ る 弾性被庄帯水層 の 収縮量 の 計算式 (Lohman，

1961) を 用 い て ， 水位回復に よ る 隆起量を川 崎隆起の場合 に あ て は め た 。

Lohman の 式 は近似的 に は t1b手t1P . S と 表 さ れ る (詳 し く は永井 ・ 村下， 1976を参照〉 。 こ こ に

t1bC は被圧帯水層 の 厚 さ b の 変化量， t1P は被圧水頭の 変化量， s は貯水係数 (帯水層 の 圧縮率 × 厚

さ 〉 。 多摩川 旧河道 に お け る 帯水層 の 圧縮率を揚水試験の デ ー タ か ら 4 x lO目4m-\ 厚 さ b = lOm， t1P 

= 20m と す る と t1b は 8 cm と な り ， 少 く と も 量的 に は) 1 1 崎隆起 は帯水層 の 弾性的 リ バ ウ ン ド で説 明

で き る こ と に な る 。

た だ し， 川 崎隆起の 場合 は帯水層 よ り は下の基盤にお け る 上昇 が大 き い よ う に見 え る (第 9 図〉 。

こ の こ と につ い て 永井 ・ 村下 (1976) は， ) 1 1 崎市 の 観測井 は構造上， 管 と 地層 聞 の 摩擦抵抗が残 り 実

際 の 地盤膨脹が現われ に く い の で は な い か と 考え て い る 。

ま た， こ の説 だ け で は， 水位上昇 に対す る 地盤隆起 の 時間 お く むを説 明 す る に は不充分 で あ る 。 村

下 (1976) は， 帯水層 が粘性土 に富 む場合 は， 地下水変動 と 地盤変動 の 開始期がずれ る 場合 が あ る と

述べて い る 。 こ れ は， 帯水層 と い え ど も 粘弾性的性質を持つ こ と を 意味 し て い る が， 川 崎隆起 の よ う

に， 水位が ほ ぼ一定値に収束 し た後 も 1 年以上 も 隆起が継続す る こ と ま でを カ バ ー し切 れ る で あ ろ う

台、 c

3. 粘弾性変形説
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水位上昇 に よ る 間隙水圧 の 増加 は， 地層 に か か る 有効圧力 を減少 さ せ る 。 昼野 (1976) は こ れ を 原

動 力 と し て ， 隆起 の 時間 お く れを説明 す る モ デ、 ル を 提 出 し た 。

一般に岩石 の 変 形 は Burgers 体 の モ デ ル で記述 さ れ る 。 こ の 物 体 の 一定差応力 σ。 に対す る 時間 t

に お け る 歪 ε は，

日。{去十去(1-dt) +77j
と 書かれ る 。 星野 は川 崎隆起を上総層群泥岩 の ク リ ー プ変形 に よ る も の と し， 上式 の 物性値 (K1 ， K2' 

九 万2) と し て 逗子層泥岩 の 実験値を用 い， .dσ。 を 3 パ ー ル (30m の 水位上昇〉 と し て 歪を計算 し た 。

t を 1 年 ぐ ら い に と る と ， 歪 の 大部 分 は上式 の 最終項す な わ ち粘性流体成分が 負 担 し そ の 値 は 約

1 . 4% に な る と い う 。 し たが っ て 実際 の 隆起量約 7 cm は わずか 5 m の 泥岩層 で l 年 の う ち に ま か な わ

れ る こ と に な っ ， し か も の を 変 え な い 限 り 上昇は 止 ま ら ず， やや不 自 然、 で あ る 。

と こ ろ で， 有効圧の減少は 果 し て 隆起 の 原動力 と な り 得 る だ ろ う か 。 仮 り に有効庄 の 減少が差応力

の 低下 と 同 じ効 果 を 与 え た と し て も ， そ れ だ け で は粘性体 の 歪速度を低下 さ せ る だ け で， 収縮 し て ，

伸 長 へ と 符号 を 変 え る こ と は で き な い の で は な か ろ う か 。

地盤沈下 の 機構 を 粘土層 の 圧密で説 明 し た有 名 な和達 の式 は，

H= K(P - Po) 

と 書かれ る 。 H は粘土屠 の 沈下速度， K は定数， P は現在 の 水圧， P。 は H= O と な る と き の 標 準 地

下水圧 で あ る 。 こ の 式 は沈下観測井 に お け る 比較的短期 間 の 水位低下量 と 沈下量 の 関係 を よ く 説 明 す

る と 言われ る 。 ま た こ の 式 は粘性流体 の 方程式そ の も の で あ る か ら ， P が P。 よ り 大 き く な ら ぬ 限 り ，

H が正すな わ ち隆起 と な る こ と は な い 。 地盤沈下 は水位を上げて も 回 復 し な い と さ れ る ゆ え ん で あ

る 。 こ の 点 で は， 深 層 の 地下水圧 の “ 異常" な 高 ま り が隆起 の 原 因 だ と す る 説を説 明 す る 根拠 と な る

か も し れ な い 。

し か し ， 和達 の 式 に お け る P。 ゃK も 長期 間 に は必ず し も 一定 で は な し 、 。 た と え ば， 低下 し た水位

を長期間一定に保 っ た 場合 に はH は小 さ く な り ， 見掛 け上 九 は大 き く な っ てP ìこ近ず く こ と も 知 ら

れ て い る 。 こ の 場合 は原動力 と し て の差応力が減小 し た と 見 る こ と も で き ょ う 。

藤 田 (1977) は， 地盤沈下 の 原動 力 を ， 帯水層 の 水圧P と 周 辺 の 粘土層 の 間噴水圧 P。 の差 P - Po

に 置 き か え て ， 沈下 と 隆起 の 機構を 以下の よ う に統一的に説 明 し た 。

地 盤沈下 は， Lohman の 式 (前 々 節参照〉 で記述 さ れ る 帯水層 の 弾性変形 と ， 和達 の 式 で去 さ れ る

粘土 層 の 粘性流動を 結合 し た Maxwell 流 体 の モ デ ル で、表現 さ れ，

H(f) = σ(t) / マ + σ(t) /G

と 書 け る 。 帯水層 の 水圧P と 周 辺粘土 層 の 間際水圧 P。 と が等 し い場合 ， 地盤 は平衝を 保 っ て い る が，

揚 水 に よ っ てPが 低下す る と 粘土層 の 間際水が徐 々 に帯水層 中 に移動 し て き て ， そ の 結果長期的 に は

P。 も 減少 し， P - P。 す な わ ち沈下の 原動力が失われ， 沈下 も 平衝状態 に近 く な る 。 そ の 後 も しPを急

激 に上昇 さ せ る と ， こ の 逆 の 過程が生 じ地盤 は隆起す る こ と に な る が， やは り 長期的 に は P - Po ゼ ロ

に近ず き ， 上昇 も 止 ま る 。

こ の 説を川崎隆起に 当 て は め て み る と ， 地盤隆起が第四紀帯水層 以外で も 起 こ っ て い る こ と や， そ

の 時 間 お く れ， 隆起速度 の 減少 な ど を う ま く 説 明 し て お り ， 定量的 に も 妥当 な 値が得 ら れ そ う で あ

る 。 た だ し ， 粘土層 の 沈下 は粘土粒子 の ま わ り の 付着水の脱水に よ る 圧筏 の 要素 も あ る の で， 可逆過

程 で は な い 。 Maxwell 体 の 方程式 に お け る 見掛 け の 万 は， 沈下 と 隆起 の 過程 で は変 え る 必要が あ る

か も し れ な い 。
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そ の他 の説及び総括

星野 (1976) は， 逗子層泥岩 の 実験中， 合水変化 の み で泥岩の 体積が大 き く な る 一一 含水率 100%

で は含水 O の 状態 と 比べて 3 % の膨脹を示す一一 こ と を発見 し， 泥岩の 含水膨脹 の み で も 川 崎隆起程

度 の 量 は説 明 で き る と し た 。 も し揚水の 結果地層 の 一 部に で も dry な 状態が生 じ て い た と すれ ば，

こ の説 は隆起を説 明 す る 有力 な 説 で あ る と 言 え る で あ ろ う 。

そ の ほ か に も ム 3 の説が あ る が， こ こ で は省略す る 。

以上に紹 介 し た諸説 は， いずれ も 川 崎地域 の lOcm 程 度 の 地盤隆起を説明 す る に は充分 で あ る が，

恐 ら く は 以上 の 種 々 の 機構が複合 し て 隆起を も た ら し た も の と 考え ら れ る 。

こ こ で， 川 崎隆起 の 特徴 と さ れ る ， 深部 に お け る 隆起 と ， 隆起 の 時 間 お く れ につ い て ， も う 一度検

討 し て 見 ょ う 。 深部 に お け る 隆起は 観測井 の 構造上 の 欠 点 か ら 来 る 見掛け上の も の で あ る と の 見 解

(永井 ほか， 1979) に も 一理 は あ る が， 川 崎地 区 の 特 に東海道繰 以東 で は， か つ て は相当程度 の揚水

が さ れ て お り ， そ こ で は第三紀層か ら の 揚水 も あ っ た こ と ， ま た第四紀層 の 帯水層 も 上流 の も の に比

ベて 透水性が悪 い た め深部か ら の 水 の 移動 も あ っ た こ と を考 え る と ， 現在深部地盤 の 隆起が あ っ て も

決 し て おか し く は な い と 思われ る 。 時 間 お く れ につ い て 見 る と ， 1974年 の 隆起速度 の 急上昇 は， 同 年

4 月 頃か ら の 旧河道域 に お け る 水位の 急上昇に対応 し て お り ， 時 間 お く れ は あ ま り な い と 言 っ て 付

lい 。 こ の 頃 の 急激 な 隆起 は， 旧 河道域 に お け る 被圧帯水層 の 弾性的 rebound の 要素が大 き い と 考え

て よ さ そ う で あ る 。 次 い で1975年か ら76年 に か け て は水位 の 上昇速度が指数函数的 に減少す る の に対

L て ， 隆起速度 の 減少率はそれ程 で も な く ， 最終的 に は水位 と 隆起 の 収束 の 時期 に 約一年余 り の差 が

あ る よ う に見 え る 。 こ の 時期 の 隆起 は， 第四紀帯水層 周 辺 の 粘土層や深部 の 帯水層 に お け る 粘弾性的

な 膨脹 の 要素が大 き い も の と 思われ る 。 深部帯水層 の 挙動 はおそ ら く Voigt 粘弾性体* の そ れに近い

の で は な か ろ う か 。

4. 

と が き

1979年 5 月 の 第46 団 地震予知連絡会に お い て ， 国土地理院は1978年末 の 水準測量 の 結果か ら ， 多摩

川 下流域の 地盤隆起が ほ ぼ終息 し た と 見 ら れ る こ と を報告 し た (第28 図〉 。

川 崎隆起 は， 都市部 に お け る 直下型地震予知の 問題に貴重な 教訓を も た ら し た 。 大都市 に お け る 観

あVI. 
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第28図

第32回地震予知連絡会に お い て， 藤田委員は Voigt モ デノレに よ る 地盤隆起の機構を提唱した。



測 に特有 の バ ッ グ グ ラ ウ ン ド ・ ノ イ ズ に は各観測班 と も 大 い に悩 ま さ れ た 。 反面， 過去 の 資料が比較

的 よ く 整 っ て い る と い う ， 都市部特有 の 利点 も あ っ た 。 特 に地下水 の 問題等 を通 じ て ， 自 然現象を考

え る 場合 で も 人 工 の 影響を避けて は通れ な い こ と を痛感 さ せ ら れ た 。

地盤隆起 の 原 因 につ い て は， 前述 の よ う に 2 つ の 見解が 出 さ れ， 予知連 と し て は あ え て 結論を 出 さ

な か っ た 。 し か し， 予知連 内部 に お け る 2 説 の 論争を通 じ て ， 地震に対す る 地下水 の 役割 り につ い て

の 認識が深 ま り ， そ の 後 の 地震予知 に関す る 地下水観測や地球化学的調査には大い に役立 つ た と 思わ

れ る 。 ただ， 筆者 は 2 説 の う ち の l を 主張 し た 当 事者 で あ る か ら ， 川 崎隆起 の 客観的 な 報告 を す る に

は， あ る い は不適任 で あ っ たか も しれ な い 。

最 後 に な っ たが， 川 崎 に お け る 大部分 の 調 査や観測 は， 川崎市当局 の 協力 や資料 の 提供 が な けれ ば

成功 し な か っ た で あ ろ う 。 こ こ に 厚 く 謝意を表す る 次第 で あ る 。
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東海地震 の 問題点
浅 田 敏

1 東海地震が問題 と な り 始 め た の は 昭和44年頃 で あ る 。 し か し こ の 頃 は ま だ 学会 の 話題 に な り は

じ め た の にす ぎず， 世 間 の 関心を そ う 引 い て い た わ け で は な い 。

問題 の 発端 は原 田 (1969) 応 よ っ て 国土地理院 の 測量に基 き 過去半世紀 聞 の 日 本 の 地殻 の 水平変動

が 求 め ら れ た こ と に あ る 。 第 1 図 にそ の 結果を示 し で あ る が， そ れ に よ る と 御前崎か ら駿河湾西岸な

ら び に伊豆半 島 は西北つ ま り 内 陸 の 方 にむ か つ て 1 メ ー ト ル 以上 も お し ち ぢ め ら れ て い る 。

こ の 変位は も ち ろ ん あ る 仮定 の も と に計算 さ れ た も の で あ る が， 1 メ ー ト ル 以上 お し ち ぢ め ら れ て

い る こ と が事実で あ る と す る と ， こ れ は大へん重大 な こ と で あ る 。 こ れ が重大 な こ と で あ る こ と を 指

摘 し た の は茂木 (1970) で あ っ た 。

こ の 指摘 は フ ィ リ ッ ピ ン海 プ レ ー ト の 東海 (伊豆半島 以西〉 地域や南海地域 の 大陸地殻 の 下への も

ぐ り 込み と 言 う 考 え 方 に も と づ く も の で あ る 。 J. Oliver そ の 他 に よ る 「新 し い 全地球的 テ ク ト ニ ッ

グ ス 」 と 言 う 論文が発表 さ れ た の は昭和42年 で あ る 。 一方金森 ら に よ っ て 日 本 の 太平洋岸 の 大地震 の

断層 の 諸元が求め ら れ て き た 。 南海地震 ・ 東南海地震は と も に低角 の 逆断層 で あ る こ と も あ き ら か に

• fí.-.;rd st鉱山E

2m 

L...2巴旦1230km

�'a.d 

第 1 図 多固定点法に よ っ 求めた過去半世紀間
におけ る 日 本 の地殻の水平変動
(黒丸田が 固 定点， 原 聞に よ る 〉

〆 さ れ て 来 た 。

要す る に地震学 の 成果 は プ レ ー ト テ ク ト ニ

? グ ス の 考 え を支持す る 場合 が非常に多 い の

で あ る 。 た だ プ レ ー ト が い た る と こ ろ 一様 の

厚 さ を も っ板 で あ る と 言 う 点 の み が支持 さ れ

な い 。 従 っ て 茂木 の 指摘 は第 1 図 の 事実が正

し い な ら ば， き わ め て 適切 な 指摘 と 言 う こ と

が 出 来 ょ う 。

第 l 図 に関連 し て ， そ の 後 こ と な っ た仮定

に 基 い て 藤田 (1973) は別 の 結果を得た。 そ

れ に よ る と 東海地方 は第 1 図 ほ ど は お し ち ぢ

め ら れ て い な い こ と に な る 。 今 日 では 真実 は

こ の 中 間 に あ り ， 原 田 の 得た結果 は定量的 に

は第 1 図 に示 さ れ て い る ほ ど大 き く な い に し

て も 定性的 に は正 し い と 考 え る 人が 多 い よ う

で あ る 。

2 .  こ こ でそ の 地震 の 震源が問題 と な る 。

こ の 問題 につ い て は多 く の 地震学者達 は ば く

ぜ ん と 遠州 灘 と 考 え て い た よ う で あ る 。 そ の

根拠 は主 と し て サ イ ス ミ シ テ ィ に あ る 。 遠州

灘に空 白 地域が あ る よ う に 見え る か ら で あ

る 。 第 2 図に そ の サ イ ス ミ シ テ ィ 図 (深 さ 20
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浅い地震の分布 ( h ;;:;; 60 km ) 
第 2 図 浅い地震の 分布 h手60km (気象庁〉

キ ロ 以浅 の も の を 用 い る べ き で あ る が〉 を あ た え で あ る 。 元来地震発生の 空 白域は 地震 の マ グ ニ チ ュ

ー ド の 下 限 の と り 方， 空 白 を示す線引 の し か た等 の ち が し 、 に よ っ て こ と な っ て 見 え る 。 し た が っ て 研

究者に よ っ て 同 じ地震 の 空 白 域が， そ の 拡 が り の 面積や位置な ど に つ い て ち が う こ と も あ る 。

「遠州 灘空 白 」 に つ い て は ， 南海 ト ラ フ の 外側 を北首ぎか ら 南西 に走 る リ ッ ジ 風 の 地域に 発生す る 地

震が重要 な 役 を し て い る よ う に 思 え る 。 こ こ に起 る 地震 の た め に ， 南海 ト ラ フ を 含 め た地域一一ー御前

崎 ・ 浜 名 湖 沖ーー に 空 白 が あ る よ う な 印 象 が か た ち づ く ら れ る の で は な い か 。 し か し こ の 地震群 は空

白 の 存在 と は直接 に は関係が な い 。

こ の 空 白 が本物 で あ る か否かは そ れ こ そ大 問題 で あ る が， 一般に空 白 の 問題 は不確定 の 要 素 が 多

く ， 大地震が発生 し た あ と で は じ め て 空 白 であ る と 認識 さ れ る 場合が多L 、 。 し か し 南海 ト ラ フ の も ぐ

り 込み の 角度 は20度位の低角で あ る こ と を考 え る と ， 海溝 の 付近 で は小地震 は も と も と 発生 し難い の

か も 知れ な い 。 そ の 事実 に海溝外側 の 地震群が 加 わ っ て 空 白 の 印 象 を か た ち づ く っ て い る の か も 知れ

な い 。

い ずれ にせ よ 遠州 灘が考慮 さ れ て い る 時代 に は， こ の 地震は 学界 の 注 目 を 引 く こ と も やや少 し ま

た一方世間 の 関心 も 特 に た か く は な か っ た 。 し か し週刊誌な ど に はす でに時 と し て と り あ げ ら れ て い

た 。 1明 日 起 っ て も 不思議 では な L 、」 と い う 有名 な こ と ば も こ の 時代にす で に 言われて い た の で あ

る 。

こ れ は 地震発生 の 確率は す で に か な り 高 く な っ て い る と 言 う 程度 の い み を 含む の で あ る が， 上記 の

よ う な 屈 折 し た表現を と る と ， 明 日 に も 起 る と 言 う 風 に と ら れやすし 、 。 し か し ジ ャ ー ナ リ ズ ム は 結局

こ の 言葉を 正 し く 理解 し た よ う に思 え る 。

遠州灘地震につ い て は う た が い を も っ人 も い た 。 そ の う た が い の 根拠 は， 御前崎 は東 南海地震の 時

に な にが し か隆起 し た と 言 う ， 地震後 の 現地 き き と り 調査 の 結 果 で あ る 。 こ の こ と ， つ ま り 隆起 し た
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と 言 う こ と は そ の 後 の 国土地理院 の 水準測量 の 結 果否定 さ れ て い る 。

し か し た と え御前崎 の 隆起が な か っ た と し て も ， 遠州、l 灘つ ま り 第 2 図 で空 白 の 如 く み え る 部分に将

来 の 地震 の 断層面 の 存在を考 え る こ 止 に， う た が い を も っ人が い た と し て も 自 然 で あ る よ う に 思 え

る 。 東南海地震 の震源域 あ る い は余震域一一 今 の こ と ば で言 え ば断層面一ーを よ ほ とや 小 さ く 考 え な い

と 遠州 灘 に は も う ー コ 分 の か な り 大 き い地震が入 る 余地 は な い 。 し か し遠州灘付近 は世界 の 空 白地域

の ーっ と し て ， 外国 の 地震学者に よ っ て も 指摘 さ れ て い る 。 日 本 の 近傍 の サ イ ス ミ シ テ ィ を粗 く み た

と き に ， こ の 遠 州 灘近傍に地震が少 い こ と は事 実 で あ る 。 ただ こ の 場合， 伊豆諸 島 に そ っ て 発生 し て

い る 地震群が， そ の よ う な 印 象を形づ く る の に役立 っ て い る 。 し か し遠州灘一帯 に空 白 が な い と 言 い

き る こ と も ま た 出 来 な い こ と はた し か で あ る 。

3. 東海地域が予知連に よ っ て 昭和49年 2 月 に観測強化地域に 指定 し な お さ れ た (特定観測地域か

ら〉 た め か， 東海地震 の 話 は昭和49年 ご ろ も う 一度週刊誌等 に と り あ げ ら れ たが， 社会 に対 し て そ れ

程大 し た影響を あ た え な い でおわ っ た 。 河 角 の 69年周期説が東京地方 に あ た え た影響の 方 が は る か に

大 き か っ た 。 今 日 ま で も 積算的効果がお よ ん で い る よ う に思 え る 。

東海地震 の こ と が本格的 に社会 で問題 と な り 始 め た の は昭和51年か ら で あ る 。 同年の 1 月 の 地震研

究所談話会で羽鳥 は安政東海地震 と も い わ れ る 1854年 の 大地震 の 浪源 につ い て 発表 し た 。 それに よ れ

ば こ の 地震 の 浪源 は完全に駿河湾 の 奥 ま で入 り こ ん で し 、 る 。 だ が こ の と き は こ の 話は 地震学者 の 聞 の

話題に も の ぼ ら ず， 一般に知 ら れ る こ と も な か っ た 。

数 カ 月 後石橋が 同 じ地震 の震源域に つ い て の 小論を ま と め た 。 古文書 の 記載を も と に し 御前崎か ら

駿河湾 の 西岸一帯が安政地震 の と き 1 � 2 メ ー ト ル上昇 し た こ と が全体 の 論拠 と な っ て い る 。 つ ま り

安政地震の 震源域は駿河湾 の 奥 ま で入 り こ ん でい る 。 べ つ の 言い方を すれ ば ア ン ダ ー ス ラ ス ト 型 の 断

層は 駿河湾 の 奥 ま で、起 っ て い る と い う の が披 の 結論 で あ る 。

安藤 (1975) は 南海 ト ラ フ ぞ い に発生す る ， フ ィ リ ッ ピ ン海 プ レ ー ト の も ぐ り こ み に よ る 大地震 に

つ い て 論 じ た と き に ， 駿河湾 の 中 は断層 は高角 で あ り も ぐ り こ み は発生せず， し たが っ て ア ン ダ ー ス

ラ ス ト 型 の 地震 は起 ら な い と し た 。 こ れが安藤の説 と 石橋の説が根本的 に ち が う 点 で あ る が， こ の 問

題 に関 し て は石橋 の 方 が全面的 に正 し い と し て よ い で あ ろ う 。

宇佐美 (1975) 等 に よ る ， 安政地震 の 震度分布 も 駿河湾の北岸や沼 津 の 震度 の 高 い 点等， 石橋 の 考

え方を支持 し て い る 。 石橋は そ の 後， 駿河湾 内 に断層面 と 適 当 な 諸元を仮定 し ， 地殻変動 を 計 算 し

た 。 佐藤等 (1975) ， 石橋に よ っ て 東南海地震の震源 に つ い て も 同様 の 計算が な さ れ て い る 。 こ の 方

は測量 の 結果 あ き ら か に さ れ た地殻変動 の コ ン ト ー ル等 と 比較 し て逆に断層面を も と め た の で あ る 。

安藤の 話 は全体 と し て は き わ め て 常識的な も の で あ る の で， ト ラ フ ぞ い に も っ と も 東 に位置す る 地

震を駿河湾奥に ま で入 る よ う 全体 を (各地震の 震源域だ け〉 引 き の ばす と ， 彼 の 説 は 今 で も 用 い る こ

と が 出 来 る 。 た だ 断層面 の 具体的 な か た ち等 は， 色 々 な 人 に よ っ て 次第 に く わ し く も と め ら れ て 来

た 。

石橋 の ま と め た話 は， 外見上羽鳥 の 発表 と 同 じ で あ る が本質的 な部分が異 っ て い る 。 そ れ は 次 の 点

で あ る 。 安政地震か ら は 122 年た っ て い る ， す で に か な り の 応 力 が蓄積 さ れて い る に違 い な い と 言 う

こ と を強調 し た 点 で、 あ る 。 将来起 る か も し れ な い東海地震 の 主 な 舞 台 は遠州灘 で は な く て 駿河湾 で あ

る と 言 う の が彼 の 結論 で あ る 。

し か も 応力 が す で に か な り 蓄積 さ れ て い る こ と は 明 ら か で あ る 。 国土地理院が行 っ て い る 駿河湾を

ま た い で の 測量一一一 昔 の 分 は三角測量 に よ り ， 最近の 分 は ジ オ ジ メ ー タ ー に よ る ーー の 結果を 直線的



に 120 年前 ま で外挿す る と 歪 は 5 X 10-5 に達 し て い る こ と がわか る 。

こ の 値は 歪が注 目 すべ き 状態に な っ て い る こ と を示 し て い る 。 大部分 の 地震学者は こ の 点 に つ い て

は意見が一致す る で あ ろ う 。 正に東海地震 は 明 日 お こ っ て も 不思議では な い こ と が， 現実味を ま し て

再確認 さ れ た の で あ る 。 震源域を遠州灘では な く 駿河湾に と る と ， 前者 の と き に多 く の 地震学者 の 感

じた一種 の お ちつ き の な さ ， つ ま り 何か考 え の こ し が あ る に ち が い な い と 言 う 感 じは ぬ ぐ い さ ら れ て

L ま う 。

石橋は東海地震は 駿河湾を震源域 と す る こ と を指摘 し た だ け で は な く ， そ れ が き わ め て 大 き な 被害

を と も な う に ち が い な い こ と を 同 時 に指摘 し た 。 そ の こ と も あ っ て ジ ャ ー ナ リ ズ ム は東海地震 の こ と

を こ ぞ っ て と り 上けー た の で あ る 。 地震予知連絡会が石橋説を ど う と り あ っ か う か は ジ ャ ー ナ リ ズ ム の

関 心 の 集 中す る と こ ろ で あ っ たが， 同年11 月 の 予知連 の 会 で、 同 説 は追認 さ れ た 。

周年秋 の 参院予算委員会 で の 地震 に 関 す る 陳述 も あ っ て 東海地震 の こ と は社会 に定着 し た 。 こ こ で

予知連にお け る 考え方を記述 し て お き た い 。 大部分の 地震学者 の 平均的 な 考 え 方 で も あ る 。

『東海地震 はそ う 遠 く な い将来 に 発 生す る 公算が 高 い 』 と 言 う の で あ る 。 遠 く な い将来 と し 、 う 定性

的 な 表現が 問題にな る 。 し か し地学的現象 の 特性 と し て 数年以 内 と 言 い き っ て し ま う こ と は 出 来 な

し 、 。

東海地震が いずれ発 生す る こ と に異論 の あ る 人 は い な い 。 駿河湾 内 に断層面を持つ地震 は少 く と も

1 回 は す で に発生 し た こ と は 明 白 だ か ら で あ る 。 し か し遠 く な い将来か， 遠 い将来か と 言 う こ と に多

少 の 議論が の こ っ て い る 。 こ の こ と は後でふれ た い 。

4. 昭和 51 年 に はす で に 気象庁 の埋込式歪計 (容積変化計〉 が静岡県 内 の 5 カ 所に 設置 さ れ て い

た 。 52年に は 同 県 内 に さ ら に 2 カ 所追加 さ れ た 。 東南海地震 の 前 日 当 時 の 陸地測量部 の 測量盟が掛川

付近で水準測量を し て 居 り ， ど う し て も 誤差が数 ミ リ 以下 に な ら な か っ た 話 は有 名 で、 あ る 。 し か も 当

日 は地震発生の30分前か ら 水準器を あわせ る こ と が 出 来 な か っ た と 言 う 。 後者 と 同 じ現象 は中 国 で も

経験 さ れて い る と 言 う 。

そ の 上に今 ま でに 日 本海岸 の い く つ か の 地震 で知 ら れ て い る 直 前 の 前 兆 を考 え る と ， 地殻変動連続

観測計器を い く つかす え つ ければ東海地震が発生す る 数時 間 前 に は， か な ら ず何等か の ， それし も か な

り 大 き い 前兆が ひ っ か か る の で は な い か と 考 え ら れ る 。

こ れ ま で の 記述 に 考 え ら れ る と か思われ る と 言 う 言葉が多す ぎ る が， 我 々 は大地震 の 発 生を何回 も

科学的 に計測 し て い る わ け では な い の で， 日 下 の と こ ろ ほ と ん ど の 現象を 少 く と も な にが し か の 想 像

に も と づ い て 考 え な けれ ば な ら な し 、 か ら で あ る 。

ご く 直 前 の 前兆 は， た だ計器に ヲ ! っ かか る と 言 う 程度 で は な く ， 記録計上にか な り 大振 巾 を 与 え る

の で は な し 、 か と 想像 さ れ る 。 逆に気象庁 に テ レ メ ー タ ー さ れ て い る 何 コ か の 末端 の 表示が全部ふ り 切

れ た場合， あ と 数時間 で地震が発生す る と 結論す る の が 自 然 で あ る 。

若 し こ の 様 な 事態が発生 し た ら ， 気象庁 の 職員は 何を な すべ き か 。 こ の 情報が も れ て パ ニ ッ ク が お

こ ら な い か 。 し か ら ば こ の 情報は極秘 に誰 に も 知 ら せ な い で に ぎ り つぶすべ き か 。 等 々 問題が 山積 し

て い る 。

こ の 問題 は昭和53年に大規模地震対策特別措置法が施行 さ れ た た め に 解決 さ れた 。

地震予知 の 実施に は 自 然科学以外 の 分野が関係す る 場合が多 い 。 上記 の 法律 な ど も そ の 一 例 で あ

る 。 し か し 自 然科学的 な 部分が磨 き 上げ ら れ な ければ， 玉盃に底 の な い よ う な も の で あ る 。

気象庁 は24時間監視が 出 来 る た め に， 東海地域 (主 と し て 静 岡県〉 の 観測計器 の 出 力 は 出 来 る だ け
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同 庁 に 集 中 す る こ と に な っ て い る 。 あ る 程度 の 異常が観測 さ れ た と き に は 『判定会』 が招集 さ れ る 。

判定会が何事かを判定 し た 後 の こ と は上記 の 法律 と 関係 し て い る か ら ， こ こ で は深 く ふれ な い こ と と

す る 。

問題 は判定を 下す ため に十分 な 観測網が あ る か と 言 う こ と と ， 判定を下すため の ノ ー ハ ウ は十 分 に

蓄 積 さ れ て い る か と 言 う こ と の こつ で あ る 。 前者につ い て は， 予知連会長 の萩原 氏 は 「か ろ う じ て 及

第」 と 判断 し て い る 。 し か し後者につ い て は ま だ誰 も 意見を の べて い な し 、 。 前兆に関 す る 最近 の 進歩

は い ち ぢ る し い も の で あ る が3 こ の よ う な ノ ー ハ ウ は ま だ と て も 十分 に は蓄積 し て い な い と 思 っ て い

る 地震学者が多 い 。

5 こ の 章 で は 所語直前 の 前兆 につ い て ふ れ た い 。 若 し気象庁 に 集 中 さ れ て い る 諸観測 の 出 力 表示

がすべて ふ り 切れ た と し た ら ， 東海地震 は あ と 数時 間 以 内 にせ ま っ て い る と 考 え る の が う たが し 、 も な

く 最 も 安全 で あ ろ う 。

問題 は も っ と 微妙 な 変化を 生 じ た場合 で あ る 。 第 1 表に気象庁 に集中 し て あ る 計器 の種類等が あ た

え て あ る 。 こ の 外 に ラ ド ン連続観測 で テ レ メ ー タ ー 化 の 進行 中 の も の あ る 。 か ろ う じ て 及第 と 言われ

た観l測網で、 あ る が， こ の 他 に何が必要な の で あ ろ う か 。

観測 の 多 く は海岸地域に集 中 し て い る が， も っ と 山地 の 方 に広 く 展開 す る べ き であ ろ う 。 平面的 な

ひ ろ が り が必要で あ る か ら で あ る 。 も っ と 大 き い 問題 は第 1 表に あ げ で あ る 諸観 測 の あ る も の は計器

と し て 十分 に研究 し つ く さ れ た も の で は な い と 言 う 点 で あ る 。 従 っ て ど う すれば直前の 前兆を よ く 捉

え る こ と が 出 来 る か よ く わか っ て い る わ け で は な い 。 し か し そ れ で は十分研究 し て か ら 前兆 を 捕捉す

る た め の 観測網 を つ く れば よ い で は な し 、 か と 言 う 意見 も 出 て く る か も 知れ な い がp そ の よ う に ゆ っ く

り し て い る わ け に は し 、 か な し 、 。 我 々 は大 い そ ぎ で観測網を ふ や し て 行か な く て は な ら な い 運 命 に あ

る 。

静 岡 県 の こ と に海 よ り に は マ グ ニ チ ュ ー ド 4 以上 の 地震 は ほ と ん ど 発生 し な い 。 空 白 の存在が考が

え ら れ る ゆ え ん で あ る 。 こ れ で はせ っ か く 展開 さ れつ つ あ る ， 直前の 前兆を捕捉す る た め の観測網が

中小地震 の 前兆を 引 っ か け る 機会が な い 。 前兆に関 す る 知識を蓄積す る た め に， 他 の 地域 マ グ ニ

チ ュ ー ド 4 以上 の 地震を も っ と 多発す る 一ー に観測網を も う けな く て は な ら な し 、 。

最近の ラ ド ン濃度観測 な ど に よ る と ， 直 前 の 前兆 は数時間 で は な く 数 日 乃至 は数十 日 前か ら 始 ま る

の で は な し 、 か と 思わ れ る ふ し が あ る 。 従 っ て ど の よ う な 現象 を 異常 と 考 え る か と い う 問題 の 外 に， こ

の 異常 の あ と 数 時 間 で地震が起 る の か， そ れ と も 数 日 か数十 日 かを判断 し な けれ ば な ら な い 。

以上述べ た こ と を ま と め る と 次 の 如 く な る 。

A ) 何 ら か の 前兆 は おそ ら く 捉 え ら れ る 。

B )  前兆か ら 地震 ま で の 時間間隔 は数十 日 乃至 は数時間 で あ る 。

C ) こ の こ と は カ ラ ブ リ につ な が る 。 し か し カ ラ ブ リ を し て も ， 事態が急迫 し て い る こ と に は ま ち

が し 、 な し 、 。

D )  従 っ て 予報 の 正確を期す る た め， し ん ち 工 う に な り す ぎ る と ミ ノ ガ シ の 危険が あ る 。

E ) 上述 の C ) や D ) の 如 き こ と を 極力 ふ せ ぐた め に は 東海地域の 観測網の 多様性 と 密度 を た か め

る 必要が あ る と と も に， 他 の 地域に も 同 じ よ う な 観測網を設置 し て 研究 を つ づ け る 必要が あ る 。

6. 東海地震 の 予知に関 す る 最大 の 問題 は こ の 地震 は数年以 内 に お こ る の で あ る か， そ れ と も 数十

年 も た た な い と お こ ら な い の だ ろ う か と 言 う 点 で あ る 。 地震 の 前 に は そ の マ グ ニ チ ュ ー ド に関連 し た
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東海地域常 時監 視シ ス テ ム

観 測 点 | 緯 度 | 経 度 | 標高 | 深 さ | 隔 測 資 料 | 開始年月 日 ! 備 考
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第 l 表 東海地域におい て直前の前兆を と ら え る ため の 観測網の 内気象庁に テ レ メ ー タ ー さ れ て い る も の
〈気象庁に よ る 〉
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長期的 な 前兆 を と も な う と 言 う 考 え 方
が あ り ， そ れ に よ っ て あ と 何年位た つ
と 地震が発生す る か 見 当 を つ け る こ と
が 出 来 る 筈 で あ る 。 こ れ は高応力 に さ
ら さ れ た地設 に ダ イ ラ タ ン シ ー が生 じ
る こ と と 関係が あ る と さ れ て い る 。

こ の 方法 で発生 の 時期 の 見 当 を つ け
る には い く つか の 難点が あ る 。 先ず時
閣 の バ ラ ツ キ が著 る し く 大 き い こ と 。
マ グ ニ チ ュ ー ド 8 の 地震 に対す る 長期
的 前兆 の つ づ く 長 さ には 数年か ら 数十
年 ま で、 の バ ラ ツ キ が あ る 。 太平洋岸 で
は応力 の 蓄 積 の ス ピ ー ド は 内 陸 の 10倍
も あ る か ら ， こ の 期 間 も み じか L 、 か も

知れ ぬ 。 も う 一つ の 問題 は一体長期的
前兆 の 状態 に入 っ て い る の か否か と 言
う こ と が判断 し難 い 点 で あ る 。 中 A 

こ の 状態 に入 っ て い る こ と の 証 拠 い / メ
は， 地震波速 度 が おそ く な る ， 空 白 地 民� I.f
帯 を 生 じ る ， 地盤 の 隆起 (お そ ら く は
内陸 の 地震 の 場合) ， 電磁気的性質 の 変
化， 等 で あ る 。

我 が 国 で は電磁的性質 は ま だ十分 に
し ら べ ら れ て お ら ず， 観 測 を つ づ け て
変化 を ( も し 有 る な ら ば〉 つか む こ と
は絶対に大切 で あ る が， 現在す でに長
期的前兆 に あ る か否か き め る た め に は
むか し の 観測が な い た め に不適 当 で あ
る 。 地震波速度 と 空 白 の 方が こ の 目 的 1 ⑥ 
の た め に は ま だ 見込が あ る 。 いSJ ・ 。 J 4 

東海地域 の 地震波 と く に 6 キ ロ 層 よ い : )02'. 0 + 

り 上 の 部分 は 日 本 の 他 の 部分 よ り 低速 し r 、
で あ る こ と が知 ら れ て い る 。 前兆 の ー ド + 0 l: 
っ と し て P 波 の 速度低下が あ る が， こ い
の 場合 は も と も と 本来 の 速度が低 い の
か， 前兆 の せ い か よ く わか ら な い 。 伊
豆半島先端部か ら ， 清水市 の 方 にむか
う 測線上で， と く に清水市郊外 よ り 西

北 の 山地にか け て の 走 時残 差 が 大 き
い 。 ま た海底地震計 に よ る 観測 で は，
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断を下すため に強 く 望 ま れ る 。
も う 一つ の長期的 な 前兆 は空 白 で あ

る 。 第 3 図 に年度 にわ けた東海地域 の33 
136  137 1 3 8  1 39 1 40 1 4 1  サ イ ス ミ シ テ ィ 図が与 え て あ る 。 こ の

第3図 東海地域の 空 白 (気象庁に よ る 〉 前頁上か ら ， a ， b ， c ， d ， e 地域 の 海側 に は一般に地震が少 い が，
若 し マ グ ニ チ ュ ー ド 5 以下の も の を け

ず り と っ て し ま う と ， 遠州 灘か ら 駿河湾奥 ま で ほ と ん ど完全に空 白 地域 と な っ て し ま う 。 空 白 地域 の
問題 は ま だ解決 し て い な い 。 つ ま り は っ き り 言 え ば， 駿河湾一帯 は空 白 の よ う に 見 え る けれ ど も ， 本
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遠 州 灘 の 南海 ト ラ フ 内側 の ほ ぼ東西 の
測線にそ っ て の 速度 が低 い 。

こ の 点 を 考 え る と ， 上記 の 低 速 度 は
本来的 の も の の よ う に も 思 え る 。 一方
は測線、が ト ラ フ に垂直， も う 一方 は平
行 だ か ら で あ る 。 伊神 (1978) は前記
測線につ い て ， 地震波到 着 の お く れ は
地下構造 の た め と 断定 し て い る 。 し か
し そ の た め に は， あ る 地区 で は低速 の
層 l土地下10キ ロ 近 く ま でお よ ぶ と し な
けれ ば な ら な い 。 ご く あ さ い と こ ろ か
ら 深 さ 10キ ロ 近 く ま で， 一様に 5 キ ロ
/秒 台 の 地震波速度 を 持つ な ど と 言 う
こ と は， 岩石 の 高圧実験結果か ら 考 え
て p ほ と ん ど あ り 得 な い こ と で あ る 。

お し か し な が ら ， こ の 低速度 は長期的前
兆 の あ ら われ と 言 う 証拠が あ る わ け で
はな い 。

こ の 問題を解決す る た め に は， 地震
35 波速度 の 測定を地震発 生 ま でつ づ け る

こ と が必要であ る が， 今 ま で、行われして
い な い直角方 向 の 測線を ふ く め て の 徹

34 底的 な 観測 を 今 日 す ぐ行 う こ と が， 判

7. 伊豆半 島 の 地震活動が こ の 数年来活 発 で あ る 。 こ れ も 同半島 と 東海地域が高応力 に さ ら さ れ て
い る 証拠 の ーっ と 考 え て よ い で あ ろ う 。 こ の 点 で多 く の 地震学者 の 意見 は一致 し て い る 。

ま た御前崎 の 沈降が1973年頃を さ か し 、 と し て 加速 し て い る の が事実で あ る な ら ば， 東海地域 は長期J
的前兆 の 時期に 入 っ て い る と 考 え て よ し 、 か も 知れ な い 。

要す る に 東海地域一帯に は， 駿河湾が空 白 的 で あ る こ と ， 伊豆半島 の 地震活動， 等 々 の う た がわ し
い事実が あ る に も か か わ ら ず長期的前兆 の 状態 に あ る と 言 い き れ る だ け の 証拠 は ま だ な い よ う に思 え
る 。 若 し こ の 地域が， 高応力 に さ ら さ れつ づ け た た め に 長期的前兆を示す状態 に す で、 に入 っ て い る と
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L た ら ， 東海地震は ど ん な に お そ く と も 10-20年以 内 に， 応力 の 蓄積 の 早い こ と を考 え に入れ る と お
そ ら く は も っ と 早 く 発生す る で あ ろ う 。

だ が 前述 の すべ て の 事実 に も かかわ ら ず， 東海地震は 当 分 はお こ ら な い の で は な L 、 か と 考 え て も よ
い 理 由 が一つ だ け あ る 。 東海か ら 南海 に か け て 発生す る 地震を歴史的に た ど っ て 見 る と 駿河湾だ け に

「単独」 で発生 し た地震は 一つ も な い の では な い か， と 言 う う たが し 、 ( ま たは 若 し か し た ら 事実〉 が
あ る 。 こ の こ と を ど う 考 え た ら よ い の で あ ろ う か 。

数千年 ま たは そ れ 以上 の 間， 駿河湾 内 に 限 ら れ た地震は一度 も 発生 し た こ と が な い と す る と ， 同湾
内 に震源を設定 し た東海地震 は 次 の 東南海地震が発生す る ま で は起 ら な い と 考 え て よ い で あ ろ う 。 次
の 東 南海地震 は お そ ら く 50-60年の 間は起 ら な い で あ ろ う が， 発生す る 場合 は， 駿河湾地域 を 含 ん だ
き わ め て 巨大 な 地震 と な る で あ ろ う 。

宇津 (1977) は歴 史地震を論 じ そ の 小文 の 内 に い く つか の 重要 な 指摘 を し て い る 。 そ の 内 で マ グ
ニ チ ュ ー ド7. 5 (河角 の 記載 で は7. 0) の 地震 が少 く と も 5 コ あ り ， 他 の 南海 ト ラ フ 系 の 地震か ら20-

50年 し か へだ た っ て い な い こ と を 指摘 し て い る 。 そ の 記載 の 内最後 の も の は1520年で あ る 。 問題 の あ
い ま い さ がふ え る 西暦 1600 年 以 前 の こ と は はぶ き ， そ の あ と の こ と だ けを 考 え る と す る 。 そ の 聞 に
「駿河湾地震」 を ふ く め て ， 南海 ト ラ フ ぞい の 大地震 は総計高 々 5 - 6 回 し か お こ る 余地 が な い 。 そ

の 内駿河湾地震 は1854年の地震を ふ く め て 1 回乃至 2 回 はお こ っ て し ま っ て い る 。 そ う す る と 駿河湾
地震発 生 の 余地 は 3 - 4 回 し か な い こ と に な る 。 あ る 現象が 3 固 た て つ づ け に 発生 し な い確率 は そ ん
な に小 さ く は な い こ と は容易 に理解 出 来 る であ ろ う 。

本論 は学術論文 で は な い の で， こ れ 以上深入 り は し な い で， 要す る に駿河湾単独地震が歴史を た ど
っ て 見 て 簡単 に み つか ら な か っ た と し て も ， 駿河湾地震 は単独で、 は発生 し な い ， ま た は発生 の 確率 は
き わ め て 小 さ い と 結論す る こ と は不適 当 で あ る 。 駿河湾地震が単独に は発生 し な い こ と を は っ き り 断
定す る ため に は， 歴 史を も っ と ず っ と む か し ま でた ど れ る か， ま た は地球物理学的 な 理 由 を 発 見 し な
けれ ば な ら な い 。

8. 結論 と し て は， 地震学 の 今 日 の レ ベ ル で、は東海地震 の 長期的予知 に つ い て は決定的 な こ と は言
え な い 。 直 前 の 予知 の た め に は， 各種 の 観測網を密に設置 し， 長期的予知 の た め に は， サ イ ス ミ シ テ
ィ や地震波速度 の 測定， 測量そ の 他を う ま ず た ゆ ま ず， 注意深 く つ づ け て 行 く よ り 他 に方法 は な い の
で あ る 。 予知連 の 東海地震に関す る こ れ ま で の 見解を か え る 理 由 は ま だ な い よ う に思 え る 。
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伊豆一一一最近 の 地殻活動一一

茂 木 清 夫

1 . まえがき

伊豆半 島 お よ びそ の 周辺地域は現在， 地震予知研究 の 上か ら も っ と も 注 目 を ひ い て い る 所 の 一つ で
あ る 。 も と も と 伊豆半 島は相撲 ト ラ フ と 駿河 ト ラ フ に は さ ま れ て 北 に入 り こ ん だ海洋性地殻 と し て 特
別 の 注 目 を ひ い て い た地域であ る 。 しか し， 1930年頃 の 活発 な地殻活動 の あ と ， ほ ぼ40年 間 目 立 っ た
地震 も な く 極 め て 静穏な状態を続 けて き て ， 地震研究 の 場 と し て 表舞台 に登場す る こ と は な か っ た。
しか し， 1974年伊豆半 島南端 にM 6. 9 の 伊豆半 島沖地震が発生す る や， ひ き 続い て 伊豆半 島東部 の 異
常隆起， 小群発地震群 の 発生， さ ら に1978年の 伊豆大 島近海地震 CM 7. 0) の 発生 と ， 近来に な い 活
発な状態が続 い て ， 今後 の 活動 の 成 り ゆ き も 懸念 さ れ て い る 状況に あ る 。 さ ら に伊豆半 島 は 巨大地震
発生 の 可能性が指摘 さ れて い る 東海地域に隣接 し て い る と い う 点 で、 も そ の 活動 の推移に 注 目 す る 必要
が あ る 。 と い う の は， 海溝沿 い の 巨大地震 の 前 に そ の 周 辺 の 地震活動が活発に な っ た と い う 幾つ か の
例が指摘 さ れ て い る か ら で あ る 。

地震予知連絡会は1974年 の伊豆半 島沖地震以後に起 こ っ た伊豆半 島東部 の地殻活動 の 異 常 を 重 視
し， そ の 原 因 を 明 ら か に し て それが次 の 大地震に結 びつ く も の で あ る か ど う かを判断す る た め， 各種
の観測を 集 中 し活動 の推移を 見守 る 必要が あ る と の 見解に立ち ， 実際， こ の 集中観測 は 各機 関 の積極
的 な 協力 の も と に実施 さ れた。 こ れ ら の 観測を も と に随時検討会を 開 く と い う ， い わば臨戦態勢を と
り 続け て 1978年 の 大地震発生 と な っ た。 こ の よ う な (そ の 時点で可能な程度では あ っ たが〉 臨戦態勢

を地震発生前 ま で持続 した こ と に よ っ て ， M 7 グ ヲ ス の 大地震発生 ま で の 地殻活動 の推移を こ れ ま で
に な く 詳細に と ら え る こ と が で き た。 こ の伊豆集中観測 の 成果は 我 国 の 地震予知研究史上特筆すべ き
も の と 言 っ て 過言 では な し 、。 伊豆を要警戒地域 と し て ， それに対応 して き た と い う 点 で は 広 い 意 味 で
の 長期的予測が あ た っ て い た と い う こ と が言 え る か も しれな し 、。 しか し， こ の よ う な観測 の 集 中 の 努
力 に も 拘 ら ず， 伊豆大 島近海地震 の 予知が で き な か っ た の は 何故か と い う 点に つ い て は十 分考 え て み
る 必要が あ る だ ろ う 。

本項 では， 地震予知 と し 、 う 観点か ら 伊豆半 島 の 最近 の 地殻活動 に つ い て の 諸研究成果を 概 観 し た
し 、 。

2. 地震活動の概要

1974年 の 伊豆半 島沖地震 以来 の 活動 に つ い て 考 え る 前に， こ の地域の長期的な地震活動 の 経過 の概
略を述べ る 。

伊豆半 島 で は 841 年 M7. 0 の 地震発生 以来今世紀に入 る ま で， 著 しい 被害地震 の 記録は 知 ら れ て い
な い (宇佐美， 1974) 。 しか し9 今世紀に な っ て， 3 回 の M 7 前後 の 大 き い地震が発生 し て い る 。 近
年 の こ の 活動は， 古い地震の 記録が不十分で あ る と い う こ と を考慮 し た と し て も ， な お異常に 高 い と
言 わ な け れば な ら な し 、 。 さ ら に 今世紀 の 活動 を 見 る と ほ ぼ二つ の 時期に活動が集中 し て い る 。 一つ は
1930年前後 の 活動 で あ り ， 大局的に みれば1923年 の 関東地震 の 余効的活動 と み ら れ， そ の 範囲 は 伊立
半 島 の 中 ・ 北部 に あ る 。 も う 一つは1974年 の伊豆半 島沖地震以来の 活動 で， そ の 範 囲 は半 島 の 南部か
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ら 始 ま っ て 中 部， さ ら に北東部 の 伊東沖 に お よ ん で い る 。

1923年 の 関東地震 は 今世紀 に 入 っ て 隣接地域で起 こ っ た 最大 の 事件 で あ る が， そ の 際 の 変動 は 伊豆

半 島 の 北 部 に お よ ん で い た (た と え ば， 檀原 @ 広部， 1964) 。 石橋 (1977 旦 〉 は 伊豆半 島北東沿 岸 に

沿 う 逆断層運動 を推定 し て い る 。 そ の 後 7 年間近 く 経過 し た1930年 2 月 上述 の 変動 域 の 南端に あ た る

伊東 神 で群発地震 が 発生 し始 め た (た と え ば， 気 象庁， 1976)。 こ の 群発地震は 1\16. 0， 5 臼 8 の 地震 な

ど を 含 む 大 型 の 群発地震 で あ っ たが， こ の 活動 に 関連 し て 伊東 を 中心 と し た伊豆東海岸 の 水準路線 に

沿 っ て 30cm を越す著 し い地盤隆起 が認め ら れ た。 群 発地震は こ の 地盤隆起 の 進行過程 の途 中 で集 中

的 に 発生 し た ( 国 土地理院， 1976)。 こ の 伊東群発地震 が沈静化 し て 5 カ 月 余 の 後 1930 年1 1 月 7 日 か

ら 群発地震域 の 北西隣で新 た な群発性 の 地震 が 発生 L 始 め た が， 26 日 に至 っ て M7. 0 の 北伊豆地震

が発生 し た。 こ の 地 震 の 特徴は前震活動 が極 め て 活 発 で あ っ た こ と ， そ れ に 反 し て 余震は む し ろ 少 な

く ， そ の 減 り 方 も 大森公式か ら 大 き く はずれ， 全体 と し て 群発型地震 と の 共通性が強 い こ と で あ る 。

1934年 3 月 21 日 ， 北伊豆地震の 震源域 の 南側 に 隣接す る 伊豆半 島 中 部 で M5， 5 の 南伊豆地震が 発生 し

たが， そ の 後1974年 5 月 9 日 の 伊豆半 島沖地震 ま で、 の40年聞は伊豆半 島全域 に わ た っ て 極 め て 静穏 で

あ っ た。 僅かに1964年伊豆半 島南部 で M5， 4 を 含 む小活動 が あ っ た に す ぎ な い 。 1974年 の 伊豆半 島沖

地震 以降 の 活動 に つ い て は 次節 以下に詳 し く 述べ る 。

次に， 伊豆半 島周辺 の 広域 の 活動 と の 関連 に つ い て 要約す る 。 1930年前後 の 伊豆半 島 の 地震活動は

関東地震 の余効的活動 で あ ろ う と い う こ と は す で に 述 べ た が， こ の 時期 に は 山梨県東部， 埼玉県西部

に M 6 以 上 の 浅 い 地震が 5 回 も 続発 し， 駿河湾 の 対淳で静 岡地震 (M 6， 3， 1935) が 発生 し た。 そ の

後活動は さ ら に 周 辺 に拡散 し た が， 1940年代は 伊豆半 島か ら 伊豆諸 島 に か け て 全般的に 静 穏 で あ っ

た。 た だ し1944年 の 東南海地震 と 同 時に伊豆半 島 と 大 島 と の 海域 で小地震が増加 し た こ と が， 関谷 @

徳永 (1974) に よ っ て 報告 さ れ て い る 。 1956年頃か ら 南方 の 伊豆諸 島 の 活動 が 極め て 活発 と な り ， M

6 グ ラ ス の 地震が相次い だ。 1964年お よ び1965年 の 大 島近海 の 群 発地震， 1964年 の伊豆半 島南端 の 地

震 (M5. 4) ， 1965年 の静岡付近 の 地震 (M6. 1) な どは こ の 活動 域 の 北 限に あ た っ て い る 。 と こ ろ が，

1966年以降は こ の 活動 も 著 L く 低下 し， 1974年 の 伊豆半 島沖地震 ま で の 8 年聞は伊豆諸 島か ら 東海地

域 に か け て の 広範 な地域で極め て 静か で あ っ た。 た だ し， 1972年に は こ の 地 域 の 東南方 で八丈 島東方

沖地震 (M7. 2， 2 回〕 が 発生 L-， こ の 地震を き っ か け と し て 伊豆半 島 お よ び 周 辺 の 最近 の 活動が始

ま っ た よ う に思われ る 。

こ の よ う に 伊豆半 島 の 地震活動は， 周 辺 の 広 い 範 囲 の 活動 と 密接 な 関連 を も っ て 変化 し て お り ， 特

に 1974年以 降 の活動期に先行 し て 広範 囲 に わ た る 静穏 な 時 期 が あ っ た こ と が注 目 さ れ る 。

3. 1 974年伊豆半島沖地震

1974年 5 月 9 日 8 時33分3 伊豆半 島南端に M6. 9 の か な り の 大地震が発生 し た。 気象庁 に よ る と そ

の 震央は石廊崎の 南西約 6 km の 海底 に あ る と さ れL， 伊豆半 島沖地震 と 命名 さ れ た。 そ の 後大学 の 観測

資料 な ど の 検討 の 結果に よ る と ， 震央は半 島南端 の 南伊豆町 の 海岸付近に な る よ う で あ る (余震共 同

観測班， 1975 ; 東大震研， 1974) 。 実際， こ の 地震に よ る 石廊崎を 通 る 北西一南東方 向 の 走 向 を も っ

右横ずれ断 層 が確認 さ れ た (松 田 。 山札 1974 ; 村井 包 金子， 1974) 。 こ の 断 層 は村井 @ 金子 (1973)

に よ っ て 空 中 写真 か ら 活断層 と 推定 さ れ て し 、 た も の と 一致 L-， 伊立半 島南部 で は き わ だ っ て 明 瞭 な も

の で あ る 。 こ の 地震が発生 し た時点では， 石廊崎測候所 の 強震計お よ び奥野 (伊東市〉 の 微小地震計

を 除 い て 震源域乃至 そ の 周辺50km 以 内 には地震計 な ど の 観測点が な い と し 、 う 状況 で あ っ た。 しか し，

地震の 直後， 各大学 の 微小地震観測 クツレ ー プ に よ る 共 同 観測班が結成 さ れ， 5 月 四 日 に は 伊豆半 島 内
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11点， 周 囲 に 4 点， 計15点 の観測 網 が 敷 か

れ， 5 月 28 日 ま で観測が行われ， そ の幾つ か
-0 

の 点で は ひ き 続 き 観測が 継 続 さ れた。 従 っ

て， 地震前 の 状況 に つ い て は遠方 の 観測資料

。 ，1 3 B- 5 0 E  12/1 0 : 1 2  - 2 8/ 1 0 : 3 8  

D 1 O KM 

しか得 ら れ て い な い が， 余震に つ い て は従来

に な い高精度 の 結果が得 ら れた。

(司 発震機帯 ( . 
地震 の初動分布， 地震波形， 余震分布 な ど ;; I \ よ

か ら ， 北西 南東方 向 に走 る ほ ぼ鉛直 あ る い 内 \、 \ 受~
は やや北東に傾 い た面 に沿 う 右横ずれ断層 が 気 P \〉!/; 点、!tF 。

A '" ノ ，r " 咽ー 岬
推定 さ れ て い る (安藤 ・ 三雲， 1974 ; 牧， '" ム ' 下 、 J \ ヘ 、 。ム;吋 、
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日
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地震断層 が半 島南端に あ る た め， 地殻水平変

動 の 全貌は不 明 で あ る 。 上下変動は著 し い も

の では な か っ た が半島南端 の 東側が 10cm 程

度隆起 し， 西側 が若干沈降 し た (国土地理院，

1975) 。 多 国 (1976) は こ の 上下変動を説 明 す

る 右横ずれ断層 の モ デル を報告 し て い る が，

Abe (1978) は地震お よ び地殻変動 の デ ー タ

を も と に， 走 向 N 127" E ， 傾斜角(北東へ)800 ，

第 1 図 1974年 5 月 9 日 の伊豆半島沖地震の本震 〔大
き い丸〉 及び余震の震央分布。 天城峠付近に群
発地震が誘発さ れた 〔余震共同観測班， 1975) 。
矢印を伴な っ た直線はAbe (1978) に よ る地震
断層 モ デル 。

幅 8 km (上端 の 深 さ 3 km) ， 変位量1. 2m と い う 右横ずれの 断層 モ デ ル を 報告 し て い る (第 1 図〉。 そ

の 走 向 が短周期 の初動分布， 長周期 の初動分布， 余震分布， 地震断層 な ど につ い て ほ ぼ一致 し て い る こ

と は， こ の地震が直線状 の 断 層 に沿 う 比較的単純なすべ り 運動に よ っ て 起 こ っ た と 考 え て よ い だ ろ う 。

な お， こ の地震 の震央は推定 さ れた断層面 の ほ ぼ中央部に あ っ て ， すべ り は 北西， 南東 の 両方 向 に

伝話 し た と 考 え ら れ る コ

(b) 余震活動

先に も 述べ た よ う にp 地震直後， 各機 関 の 参加 に よ る 余震の 共 同 観 測体制 が作 ら れ， 高精度 の 余震

観測が行われ た (余震共同観測班， 1975) 。 そ の 結果， 伊豆半 島 の 先端付近を通 る 北西 南東方 向 の 見

事 な 余震の 線状配列が認め ら れ た (第 1 図〉 。 こ の 主断層 に沿 う 余震 の 他 に， 本震後 ほ ぽ 1 日 を 経過

し て か ら 天城峠付近 で群発性 の地震が起 こ り 始 め た。 そ の 時間的， 空 間的な 起 こ り 方か ら 主断層沿い

の 余震 と 明瞭に 区別 さ れ る 。

伊豆半 島沖地震 の 余震活動 は 本震後大体順調 に減少 し て い わば典型的 な起 こ り 方を し た と 言 え る

(唐鎌ほか， 1975) 。 そ の 減少 の 速 さ も 他 の 大 き い地震 と 比較 し て ほ ぼ平均 的 な も の で あ っ た。 但 L，

土 @ 宇津 (1975) が指摘 し て い る よ う に最大の余震が M4. 5 にす ぎず， M6. 9 の地震 と し て は 余震活

動が低か っ た こ と が一 つ の 特徴 で あ る 。 M 4 以上の 大 き い余震は ほ と ん ど本震後約 1 日 以 内 に 起 こ

り ， 余震域 の 北西， 南東 の 両端に集中 し た (た と え ば 山川 ほ か， 1977) 。 そ れ に対 し て ， 本震 の震央
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の あ る 中央部 では 余震活動が比較的低か っ た が， 同 じ よ う な こ と は1978年 の 伊豆大島近海地震 で も 認
め ら れ て い る 。

こ の地震の 発生 の 後， 天城峠付近 と 新 島付近 で小地震活動が発生 し た 。 こ れ ま でに も 大 き い地震が
起 こ っ た場合， 震央か ら か な り 離れた所で小地震活動 が誘発 さ れた例が知 ら れ て い る 。 こ の地震 の 場
合に 特に 注 目 さ れ る こ と は， 天城峠付近 の 活動 が上に述べた地震断層 と 共朝 な 断層方向 に配列 し て い
る こ と ， お よ び， 新 島 の 地震群が主断層 の延長線上に あ る と い う こ と で あ る 。

笠原 ほ か (1974) の 観測 に よ る と ， 新 島付近に震源を も っ小地震 の 数 も 余震 と 同様の減 り 方を示 し
た。 こ の 活動は 単純に伊豆半 島沖地震に誘発 さ れた も の で あ る か も し れ な い が， 一方そ の 活動域がほ
ぼ地震断層線上に あ る こ と か ら 伊豆半 島沖地震 と さ ら に 密接な構造的 な 関連を も っ て い る 可能性 も 考
え ら れ る (茂木， 1977 b ) 。

天城 の 活動 は本震後 1 日 を 経 た 5 月 10 日 早朝か ら 始 ま り ， 11 日 22時前後 に はM 4 グ ラ ス の 地震が集
中的に発生 し活発化 し た 。 こ の ピ ー ク の 前に Gut巴nberg-Richter の b 値が0 . 64 と 異常に小 さ し ピ
ー グ 後0 . 93 と い う 通常 の 値 に な っ た が (渡辺 @ 梅 田， 1974) ， こ れ は前震一本震一余 震 型 の 地震群 で
よ く 見 ら れ る 変 化 に似 て い る 。

天城峠付近 の 活 動 はそ の 後次第に減少 し たが， 7 月 9 日 の 本震 以来そ の 余効的活動 の 中 で最大の M
4 . 9 の 地震が突発的 に発生 し た 。 こ の 地震 は走 向 N 370 E の 左横ずれ断層 に よ る も の と 考 え ら れ る が，
こ の 方 向 は天城 の 群発地震の 線状配列 の 方 向 と も ほ ぼ一致す る (石橋 ・ 山科， 1975 ; Abe， 1978) 。 ま
た， こ の 方 向 は主断層 と 共事E な 方 向 と み ら れ る が， 主断層 の 変位 と 同 時 に共事E断層が変位 し た と い う
よ り も ， 主断層 の 変位 に よ っ て 応力場が変化 し ， 伊豆中部 の 強度 の 低 い所で群発的 な活動が起 こ っ た
も の と 考 え ら れ る 。 こ の 地震群が本震直後では な く て 約 1 日 を 経て か ら 始 ま り ， 最大 の 地震がそ の 2
カ 月 後 に起 こ っ た こ と ， さ ら にそ の震源域が直接 の 余震域か ら 明 ら か に分離 し て い る こ と は3 こ の 地
震群 と 伊豆半島沖地震 と の 間接的 な 関連を示唆 し て い る 。
(c) 地震前 の 諸変 化
こ の 地震 につ い て は震源域 で の 観測体勢が十分 で な か っ た こ と も あ る か も し れ な い が， 前兆 と 思わ

れ る 現象 の 報告 は少 な い 。 し か し幾つか の 興味 あ る 変化が報告 さ れ て い る 。
( i )  短期的変化

伊豆半島北剖防ミ ら 伊豆諸島に か け て は著 し い 前震を 伴 う 場合 が多 い が ， 伊立半島南端 に起 こ っ た
こ の 地震 で はそ の よ う な 著 し い 前震 は な か っ た。 し か し， 唐鎌 ほ か (1974) に よ る と ， 4 月 28 日 に
M 2 . 6， 5 月 1 日 にM 2 . 8 の 小地震が起 こ っ た 。 そ の 前 の 少 な く と も 3 年間， こ の地域の活動が極め
て 低か っ た こ と か ら ， こ れ ら の 地震 は前震 と 呼 ん で よ い か も し れ な い 。 南雲 ・ 大 内 (1974) は こ れ
ら の 地震 の ス ペ グ ト ル解析 を 行 い ， 余震に比較 し て 短周期 が卓越 し て い る こ と を報告 し て い る 。

震源に も っ と も 近 い東大震研 の富士川観測所で も 約 80km 離れて お り ， 地震前 の異常地殻変動は
認 め ら れ て い な い 。 し か し ， 泊査観測所に設置 さ れ た比抵抗変化計 に は， 地震 の 4 時間程前か ら わ
ずか で は あ る が 先駆的変動が現われ て い る よ う で あ る ( 山崎， 1974) 。

こ の 地震 の 前 兆 と 思われ る も っ と も 著 し い変化 は伊豆大 島三原 山 の 活 動 の 変 化 で あ る 。 第 2 図 は
火 山性脈動 の 振幅 の 変化を示 し た も の で あ る が， 地震 の 10 日 程前か ら 振幅が増加 し 始 め ， 地震後 ゆ
っ く り と 減少 し た (中村 @ 田 沢， 1975)0  5 月 5 日 頃 に は火 口 底 の 上昇や火映現象 も 認 め ら れ て い
る 。 脈動 の 振幅増加 の 開 始時期 に， 先 に述べた前震が起 こ っ て い る こ と も 考 え 合 わ せ る と ， そ の 時
期 に震源域 で前駆的 な変動が 開 始 し た可能性が考え ら れ る 。
(副 長期的変化
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Ohtake (1976) は， こ の地震の 震源域 1 1 5 )1- I 八 人
お よ び そ の 周 辺 の 地震活動が1965年以 I í\ I V \  
来約 9 年間極め て 静穏 で あ っ た こ と を 1 . j x / v  - .i 八 人
指摘 し， こ れ は1974年 の 地震 の 前兆的 1 ・ � J \I �-\ / \1 \ 1 0  

地震活動空 白 域， す な わ ち第 2 種地震 I X f \ 
空白 域 (茂木， 1977 a ) で あ る と 述べ
て い る 。 関谷 (1976) は こ の 地震 の 震
源域周 辺 に起 こ っ た M5 . 4 の 地震を 含

λ A / ↑ \fL 5 { �-， \ i IZU-HANTO-OKI � ヘ/\o EARTHQ. 、
む1963年か ら 1965年ま で の 活動に注 目 I に
L ， こ れ を1974年 の 地震 に先行す る 異 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ，  1 1 … | 川 I I I I I );，:/j

ffi � n � � m l  A 7 1ゆ 13
常活動 と し て と ら え， 活動開始か ら 本 APRIL MAY JUNE 

2 図 伊豆大島三原山の火山性微動の 日別最大振幅 (中村・震発生 ま で の 期 間10年間が 本 震 の M 田沢， 1975) 。 微動振幅が 1974年 5 月 9 日 の 伊豆半島
6 . 9 に対応す る も の と し て (他 の 地震 沖弛震の10 日 ほ ど前か ら増大してい る 。
の 場合 も 加 え て〉 そ の 期 間 と M の 聞 の 関係式を 提 出 し て い る 。 し か し， 第 2 節 で も 述べた よ う に， こ
の 時期 の 地震活動 の 変化 は非常 に広域にわた る も の で あ り ， 1974年 の 伊豆半島沖地震だ け の 前兆的変
化 と み る に は 問題が あ る と の指摘 も あ る (茂木， 1979) 。

4. 伊豆半島東部の異常地殻活動

前節 で述 べた よ う に ， 伊豆半島沖地震 で伊豆
半 島 中 部 の 天域峠付近 に群発地震が誘発 さ れ て
注 目 を ひ い たが， そ の 活動 は主断層沿 い の 余震
活動 と と も に順調に減少 し て い っ た 。 と こ ろ が，
翌1975年 8 月 中旬 か ら 天域 山東北 の遠笠 山 付近
で徴小地震が群発 し 始 め た 〈津村 ほ か， 1977) 。
こ の 活 動 は10月 に入 っ て 急増 し たが， 規模 と し
て は徴弱 な も の で あ る 。 し か し， 1971年以来観測
を続けて い る 奥野観測点 では こ れ ま で， こ の よ
う な活動 は観測 さ れ て お ら ず， 今回 の 活 動 は新
た な 動 き を示唆す る も の と し て 注 目 を ひ い た 。
翌1976年 は じ め ， こ の 地域 の 精密水準測量が実
施 さ れ たが， 1969年以降冷川 峠 で約 15cm に お
よ ぶ隆起が あ っ た こ と が 判 明 し た (国土地理
院， 1976) 。 隆起地域 は 第 3 図 に示 し た よ う に
伊豆半島東部 の か な り 広い範囲 に お よ ん で い
る 。 こ の 著 し い 隆起が い つ始 ま っ たかを直接知
る 資料 は な い が， こ の 隆起地域の 東側 に位置す
る 伊東験潮所 の 潮位が1974年末か ら の 約 1 年聞
に大 き な 変化を示 し て い る こ と か ら (第 4 図)，
こ の 隆起 は伊豆半島沖地震 の 約半年後 に始 ま っ
た も の で， そ の 後 の 約 1 年聞 に急速 に進行 し た

期1m 1976 1-3-1969 6-S N 

単位 cm 1967 9 1 一一一 一等'Jld桂路線 | 一一一 二与:水準路料!

km 0 5  10  

@熱;血 �+2

第 3 図 (1967�1969) 年か ら 1976年 ( 1 月 � 3
月 〉 ま での伊豆半島東部における地殻上下
変動の等隆起線図 (国土地理院， 1976) 。
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も の で あ る こ と が 推定 さ れ た 1 2  
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し ， 各種の 測量や観測 を 実 施

し て それが大 き い地震に結び

っ く も の で あ る か ど う か監視

を 続 け る 必要が あ る と の 結論

に達 し た 。 (そ の 後 の 地震予 1 974 1 1 975 . 1 1 976 . 1 1 977， 1 1 9 78 . 1 
第 4 図 伊東一油査問の月 平均潮位差〔国土地理院， 1979) 0 1979年

知連絡会 の 対応 につ い て は津 伊豆半島沖地震， 伊豆半島東部の群発地震， 1978年伊豆近海
村 (1977) ， 藤井 (1978) が詳 地震の発生時期も示してあ る 。
し く 報告 し て い る 。 〕 間 も な く ， 高 密度 の 地震観測 (東大震研を は じ め と す る 大学， 気象庁， 防災 セ
ン タ ー ) ， 水準測量 (国土地理院) ， 辺長測量 ( 国土地理院， 東大震研) ， 重力測量 (東大震研)， 地震
波速度変化 (地質調 査所 ほか)， 地磁気， 地電流， 電気抵抗 (東大震研， 東 工大， 気象庁) ， 温泉， 地
下水 (地質調査所， 東大理学部， 東大震研， 京大理学部〉 な ど 各種の 観測， 測量が伊豆半 島東部 の 隆
起地域 を 中心 に集 中的 に 実施 さ れ1978年 1 月 14 日 の 伊豆大島近海地震の 発生 に至 る ま で 中 断す る こ と
な く 継読 さ れ た 。

同 地殻変動 お よ び重力変化

伊豆半 島東部 の 活動 で も っ と も 注 目 さ れ た の は最大 15cm に お よ ぶ冷川 峠を 中心 と し た ド ー ム 状 の
広範な 隆起現象 で あ る 。 こ の 隆起が1974年 5 月 の 伊豆半島沖地震の 半年後 に始 ま っ た ら し い と い う こ
と はす で に述 べたが3 こ の こ と は こ の 隆起が1974年 の 地震 の 広 い 意 味 で の 余効 に よ る も の で は な し 、 か
と い う こ と を 示慶 し て い る 。 1976年 に入 る と 中心部 で の 隆起速度が減少 し， こ の ま ま 終息 に 向 か う と
の 印 象 を 与 え た が ， 1977年 8 月 � 9 月 の 水準測量 ( 国土地理院， 1978 a ) で も な お多少 の 隆起が継続
し そ の 中心 が 西方に移動 し た こ と が認 め ら れ， 注 目 を ひ い た 。

萩原 ほ か (1977) は1974年12月 以来繰 り 返 し重力測定を 実施 し て き た が， それに よ る と 上述 の 隆起
地域で重力 が著 し く 減少 し て お り 両者 の パ タ ー ン は良 く 合 っ て い る (第12 図 お よ び第13 a 図参照〉。
冷川 峠 で の 重力減少 の 速度 も ま た1975年に大 き く ， 1976年に 入 る と 低下 し て い る が9 現在 ま で な お継
続 し て い る よ う で あ る (第13 b 図〉 。 こ の 重力減少 と 地盤 の 隆起 と の 関誌 は - 3μgal j cm 程 度 で 一 応
フ リ ー エ ア 勾配 を 示 し て い る が， 誤差を考慮す る と フ リ ー エ ア 勾配 で あ る か ブ ー ゲー 勾配 で あ る か の
判 定 は難 し L 、 。

水平変動に 関 し て は， 精密測地一次網 の 測定が1975年 1 月 � 3 月 に続 い て 1976年 8 月 �1977年 3 月
に行わ れ た が ， こ の期 間 内 で隆起地域 で 10-5 に お よ ぶ著 し い伸張が認め ら れ た (第 5 図) ( 国土地理
院， 1977) 。 ま た， 隆起地域 内 の 徳永村基線網， 遠笠山基線網につ い て 辺長測量が操 り 返 し 行われ，
や は り 10-5 に お よ ぶ変化が得 ら れ たが， そ の パ タ ー ン はやや複雑 で あ る (国土地理院， 1977 ; 東大
震研， 1977) 。

こ の よ う な 地殻変動を連続的 に観測す る こ と が望 ま し い こ と は言 う ま で も な し 、 。 し か し ， こ の 異常
活動地域 内 で、 の 本格的 な 連続観測 は1978年の伊豆大島近海地震に い た る ま で実施さ れ な か っ た 。 気象
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庁は1976年か ら 1977年 にか け て東海

. 南関東地殻活動監視網 の 一環 と し

て埋込式体積歪計を網代 と 石廊崎に

設置 し て 観測 を 開 始 し た が， そ の 結

果に つ い て は次節 で述べ る 。

日)) 地震活動

1975年 8 月 遠笠 山 付近 で起 こ り 始

め た群発地震 は10月 末を ピ ー ク と し

て 次第 に減少 し て い っ た が， 伊豆半

島東部 お よ び伊豆大 島 に か け て の 海

域で は群発活動が断続的 に 継 続 し

た。 第 6 図 は最初 の 群発地震発 生以

来， 1978年 の伊豆大島近海地震 ま で

奥野 で観 測 さ れ た s - p 5 秒 以 内 の

地震 の 日 別頻度を示 し た も の で あ る

(津村 ほ か， 1978) 0 1976年 2 月 の ピ

ー ク は 伊豆半島東岸 の 北川付近 お よ

び大島近海の 群発地震， 同年 8 月 の

ピ ー グ は河津地震CM = 5 . 4) の 余震，

1977年 4 月 一 5 月 の 2 つ の ピ ー グ は

大 室 山 付近 お よ び天城山付近 の 群発

地震， 同 年10 月 上旬 と 11 月 中旬 の 活

動 は大島近海の 群発地震で あ る 。 こ

の 図 か ら 伊豆半 島東部 の地震活動 は

! 日測定値の大部分は 19万!， 一部 1973 ， 1 9 74
新測定値は 1976..� 1977" 一部 197丸

数値は辺長の変化量(mm) ， ( )内の数値は&汚 10'単位

'9除附

第 5 図 1975年 1 月 � 3 月 か ら1976年 8 月 �1977年 3 月 ま での
伊豆半島精密測地 1 次縞の辺長変化(国土地理院， 1977) 。

1975年後半か ら 1976年 に か け て 活 発 で あ っ たが， 1977年に入 っ て やや静穏 な 状態 を 続 け， 1978年 の伊

豆大島近海地震 の 発生に至 っ た こ と が分 る 。 こ の パ タ ー ン は時間軸を短縮す る と 活動が急増 し て 一旦

低下 し て 本震が起 こ る と い う D 型 の 前震 の パ タ ー ン 〈茂木， 196の に 似 て い る 。 し か し， こ の 群発地

400 。
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第 6 図 奥野で観測された s - p 5 秒以内の地震の 目 別頻度 〈津村ほか， 1978に加筆)0 T : 遠
笠山群発地震 ; H 北川群発地震 ; K : 河津地震 ; 0 : 伊豆大島近海地震。
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震活動 を伊豆大島近海地震 の
単純な 前震活動 と と ら え る の
は適当 で は な い 。

第 7 図 は津村 ほ か (1977)
に よ る 1975年末か ら 1976年末
ま で の 微小地震 の 分布を示 し
た も の で あ る 。 こ れ を第 3 図
と 比較す る と 隆起域 の 中心お
よ びそ の 北側 に は ほ と ん ど 地
震が起 こ っ て い な い こ と が注
目 さ れ る 。 ま た萩原 (1977)
は重力 ブ ー ゲ ー 異常 図 と 比較
し て ， こ れ ら の 群発地震が高
ブ ー ゲ ー 異常地域 を 避 け る よ
う に 起 こ っ て い る こ と を 指摘 第 7 図 1975年11月 か ら 1976年12月 ま での震源分布 (津村ほか， 1977) 。

し て し る 。 今 回 の 群発地震を1930年の伊東群発地震 と 比較す る と ， (1)隆起量 の 大 き い割合 に群発地震
の 規模 は徴弱 で あ る ， (2)活動 中心が広範囲 で転移す る ， (3)長期 に渡 っ て 断続的に発生 し て い る ， 等著
し い 相違が認め ら れ る 。 今 回 の 伊豆半島東部 の 異常活動 で は地震 を起 こ す よ う な 破壊現象が主役 では
な く て ， 群発地震 は地殻 の 変動 に 伴 な っ て 地設 内 の 弱 し 、所で副 次的 に発生 し た現象 では な い か と 考 え
ら れ る 。 し か し， 微小地震活動 の 発生経過を監視す る こ と は， こ こ で も な お地殻活動 の 変動状況を把
握す る た め に極 め て 有用 で あ る 。

今 回 の 群発地震活動 で最大 の 地震 で あ っ た1976年 8 月 18 日 の 河津地震 (M = 5 . 4) は 隆 起 域 の 南側
の 縁で、発生 し た 。 こ の 地震 は前震を 伴な っ た と 同 時 に や や長期 の 前兆的変化が 明 瞭 に 認 め ら れ た と い
う 点 で注 目 さ れ る (津村 ほか， 1977) 。 直接 の 前震 は 本震 の 約 1 時 間 20分位前に始 ま り ， 一旦活動が

低下 し て 本震 に な る と い う D 型 の パ タ ー ン を示 し た 。 やや長期 の 変化 と し て は， ま ず約半年前 の 1976
年 2 月 頃か ら こ の 地域 で小規模な活動が始 ま り ， 6 月 に は顕著な 群発地震が発生 し た が 7 月 26 日 頃
か ら 周 辺 の か な り 広 い範囲 にわ た っ て 著 し く 活動 が低下 し， 8 月 18 日 の 地震発生 ま で極め て 静穏 な 状
態 が続 い た 。 す な わ ち， 第 2 種地震空 白 域が 出 現 し た の で あ る 。 こ の 活動 の 低下が河津地震の震源域
の ご く 周 辺 に と ど ま ら ず伊豆半島東部 の 活動全域 で認め ら れ た こ と は興味深 い 。 河津地震の 余震域 の
長 さ は 10km 前後に達 し たが， こ の 場合 も 中心部 よ り も 両端 の 方が活発 で あ っ た 。 Abe (1978) は こ
の 地震 の 断層 モ デ ル と し て 右横ずれ， 走 向 N 1240 E ， 傾斜角 (�ヒ東へ) 82 0 ， 断層面 の 長 さ 9 km， 幅
3 . 5km (上端 の 深 さ 2 km)， 平均変位量 20cm， モ ー メ ン ト 2 X 1024 dyne . cm， ス ト レ ス ・ ド ロ ッ プ
25iJar を 報告 し て い る 。
(c) 地震波速度 の 変化
ダ イ ラ タ ン シ 一 説 で は微小破壊が増大 し て 地盤が隆起 し， 続 い て 地震発生 と な る と さ れ て い る 。 も

し ， 今 回 の 隆起が こ の よ う な 機構に よ る 前兆的隆起 で あ れ ば そ こ を 通 る 地震波速度が変化す る こ と が
期待 さ れ る 。 と こ ろ で， 地震前 の 速度変化を検 出 す る 目 的 で， 1968年か ら 毎年 1 回伊豆大島 で大規模
な 発破 を 行 い ， そ の 地震動を 相模湾を と り ま く 各地 で観測す る と し 、 う 人 工地震観測を繰 り 返 し て き た

(地質調査所， 1976)。 幸い， 奥野観測点 は隆起域の ほ ぼ中心 に あ り ， 浮橋 (大仁町〉 も そ の 北 東 約
10km 位 の 所 に あ っ て ， 隆起域 の 速度変化を と ら え る に は絶好 の 位置 に あ る 。 し か し ， 1977年 の 観測
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ま で奥野， 浮橋を含 め た各点 で観測誤差 以上
の 変化が認め ら れ な か っ た 。 こ の こ と は 今回
の 隆起が ダ イ ラ タ ン シ 一 説が提唱す る よ う な
微小破壊 に よ る 体積膨脹 に よ る も の では な い
こ と を示唆 し て い る 。

(め 地磁気 ・ 地電流 の変化
1976年 5 月 末か ら 中伊豆町菅引 で プ ロ ト ン

磁力計に よ る 連続観測が始 め ら れ， ま た， 伊
豆半島全域で操 り 返 し 測量が行わ れ て き た

(笹井 ・ 石川 ， 1977， 1978 ; 田 中 ・ 大志万，
1978) 。 か な り 大 き な 変化が 観測 さ れて い る
が， こ れ ら の 変化が確かに地殻 の 活動 に よ る
も の で あ る か ど う か は な お検討を要す る よ う
に 思われ る 。 し か し ， 1978年の伊豆大島近海
地震 の 後， 確かに地震に関連 し て 起 こ っ た と
み ら れ る 地磁気 の 変化が報告 さ れ て い る (東
大震研， 1979 a ) 。 第 8 図 で， 上段は 菅引 (SH)
と 鹿野 山 (KZ) の 全磁力 の 差 を ， 中 段は河津
(KW) と 鹿野 山 の 差を示 し て あ る 。 河津 の 観
測点は 1978年 の伊豆大島近海地震 の 断層 上に
あ る が， そ の 後 こ の 観測点に 比較的近 し し
か も こ の 断層上に 発生 し た地震 は 8 月 30 日 の
M3. 7 と 1 1 月 23 日 の M5. 0 で あ る が， M5. 0 の
地震 の 前 に 全磁 力 の 著 し い減少が あ り ， 地震
後急速 に 回 復 し た 。 そ れ に対 し て 断層か ら 離
れた菅引 では ほ と ん ど 目 ぼ し い変化がみ ら れ
な い 。 こ の こ と は 前兆的地磁気変化を と ら え
る には 断層 線上 で の 観測が有効 で あ る こ と を
示す も の で あ ろ う 。

な お， 中伊豆では 地磁気短周期変化お よ び
自 然、電位 の 連続観測が行われ (本蔵 ・ 小 山，
1978 ; 小 山 ・ 本蔵， 1978) ， ま た幾つか の 地
点 で人工電流法 に よ る 比抵抗 の 測定が行われ
た (行武 ほか， 1977) 。

(同 地下水 ・ 温度 の 変化
異常隆起が 明 ら か にな っ た1976年 5 月 頃か

ら ， こ の 地域 の 多数 の 井戸につ い て 水位 ・ 湧
出量， 水温， 水質， ラ ド ン濃度， ガ ス 質 な ど
の 連続乃至定期観測が地質調査所， 東大理学
部， 東大震研， 京大理学部 な ど に よ っ て 実施

RU

 M5.0 
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第 8 図 鹿野山(K Z ) と比較した菅引( S H) と 河津
(KW) の全磁力変化。 下段は河津観測点を通
る 断層上で、発生した主な地震で M5. 0 の地震
の前に (KW-KZ) が著しい変化を示してい
る (東大地震研究所， 1979 a : 図は笹井洋一
氏の提供によ る〉 。

。
。

. ・ .
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第 9 図 伊豆半島東部における 各機関の
地下水観測井 (1978年 3 月 現在観
測中の も の のほか観測を中止 し て
い る も のを含む。 垣見俊弘氏提供
の資料に よ る 〉 。

- 129 一



さ れ た 。 そ の 観測井の位置を第 9 図 に示 し た 。 こ れ ら の 観測 の あ る も の は1978年 1 月 14 日 の伊豆大島
近海地震 の 前兆 を ほ ぼ確実 に と ら え た 。 そ の こ と につ い て は次節 で述べ る 。
(f) 地質 ・ 活 断層 な ど の 調 査
松 田 (1977) や 星野 ら (1978) は異常隆起地域 の 詳細 な 活断層調査を行 っ た 。 松 田 は こ の 地域 の 活

断層 の 長 さ は 10km 以下 で活動度 も 低 く ， 隆起 の 中心地域 で の 大規模 な 地震発生は 考 え に く い と 述 べ
て し も 。 荒牧 ・ 葉室 (1977) は東伊豆地域 の 単成火 山群 の 調査を行いp こ の 活動が 4 万年 よ り も 新 し
い も の で あ り ， 平均 500 年に 1 回{立 の頻度 で生成 さ れ た割合にな る こ と ， こ の 単成火 山群 の 分布域が
群発地震域 と 大略合 致す る こ と を報告 し て い る 。 ま た， 水路部 (1977， 1978) はp 伊豆半島東沖 の 海
底地形， 地質構造 の 調査を 実施 し， こ の 海域で も 伊豆東部 と 同様 な 火 山群 の 分布が認め ら れ る こ と を
報告 し た 。

な おp 伊豆半島東部の 異常隆起 に つ い て は 津村 (1977) お よ び高橋 。 垣見 (1977) の総合 報告が あ
る 。

5 . 伊豆大島近海地震

伊豆半島東部 の 異常隆起が停滞 し p 群発地震活動 も 低下 し て こ の ま ま 終息 に 向 か う の で は な い か と
い う の が ご く 常識的 な 見通 し で あ っ た 。 し か し， 一方 で， こ の 異常地殻活動が1974年の 伊豆半島沖地
震 の 単 な る 余効 で あ る に し て は時間的経過が長 く ， 1974年 の 地震 に よ っ て 新 た な 活動が触発 さ れ た と
も 考 え ら れL， ま た， 過去 の 大 き い地震 の 場 合 ， あ る 程度 の 時間を経過 し て 隣接地域 で次の 大 き い地震
が発生 し た と い う 例 も あ り ， な お注意深 く 見守 る 必要が あ る と の 見解 も あ っ た 。 1977年11 月 4 日 の 地
震予知連絡会関東部会で は最近 も 隆起 (量 は小 さ L 必り が依然、 と し て 継続 し て お り ， 特 に 隆起地域が
西方 に拡大 し て い る こ と ， ま た こ れ ま で ほ と ん ど 観測 さ れ な か っ た伊豆半島西側 で徴小地震が観測 さ
れ た こ と が注 目 さ れ ， そ の 後， 半島西側 に地震計を増設 し て そ の 地域 の 観測 の 強化を はか っ た 。

伊豆大 島近海地震 (M7. 0) は， こ の よ う に いわば要注意状態 と し て 観測が集 中的 に行われ て い る
中 で起 こ っ た 。 従 っ て 地震発生前 の 経過 に つ い て 従来 に無 い貴重な デ ー タ が得 ら れ た の で あ る 。 本節
で は ま ず地震 の 概要 と 前兆現象 につ い て 述べ， それ に も 拘 ら ず何故短期的予 知が で き な か っ たか と い
う 問題 に も 触 れ て み た い 。

(司 地震 の 概要
気象庁 (1978 a ，  b ) に よ る と 1978年 1 月 14 日 12時24分伊豆大 島 と 伊豆半島 の 聞 の 海域 に震源を も

っ M7. 0 の 地震が発生 し た 。 こ の 地震 の 特徴 は極 め て 著 し い 前震 を 伴 な っ た こ と で あ る 。 前震活動 は
13 日 に始 ま り ， 14 日 10時頃 ピ ー ク に達 しp そ の 後一旦低下 し て 12時14分 の 本震発生 と な っ た。 前震の
震源域は 大 島西方 で， 本震 は そ の 西端 で発生 し た よ う で あ る (第10 図〉。 地震 の 初動 分布， 地震波形，
余震分布， 水準測量お よ び光波測量に よ る 地設変動 な どか ら ， 主断層 は伊豆半 島稲取か ら 大 島に 向 か
う 東西走 向 を も っ右横ずれ 断層 で あ り ， さ ら に余震分布や地殻変動 の ノミ タ ー ン を考慮す る と 稲取か ら

半 島 内 西北西に 向 か う 副次 的 な 断層運動が あ っ た と 推定 さ れ る (気象庁， 1978 b ; Shimazakì . Scmer
vìlle， 1978 ; 須藤ほ か， 1978 ; 佐藤ほ か， 1978 ; 岡 田， 1978)0  (安藤ほ か (1978) は こ れ と は か な り
違 う 発震機構を推定 し て い る 。 〉 実際， 稲取では 西北西方 向 の右横ずれ 地震断層 が 確認 さ れ た (村井
ほ か， 1978 ;  Tsuneishì et al， 1978 ; 山崎ほ か， 1979) 0  Shìmazakì .  Somervìl1e は震源 パ ラ メ ー タ
と し て 主断層 の 長 さ 17km， 幅10km， 走 向 N 900 E 傾斜角 。ヒへ850) ， 変 位量は横ずれ成分183cm，
正断層成分 26cm， モ ー メ ン ト 1 . 1 X 1026 dyne . cm， ス ト レ ス ・ ド ロ ッ プ 65bar を報告 し て い る 。 ま
た， 半 島 内 の 西北西走 向 の 断層 の 変 位量は 50�70cm 程度 と 一段 と 小 さ か っ た よ う で あ る (岡 田，
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最大 の 余震 であ っ た が， 南南西に走 向 を も っ左
横ずれ断層運動 に よ る も の で あ っ た (気象庁，
1978 b ; 石橋ほ か， 1978)0 (c) と わ) は 互に共役
な 断層運動に よ る も の で あ る 。

地震直後実施 さ れた水準測量に よ る と ， 上下
変動は地震断層近傍に限 ら れ， 特に稲取か ら 天
城峠に 向 け て 走 る 西北西 の 断層 の 北側 に 著 し い
沈降帯が認め ら れ た (国土地理院， 1978 b ) 。 そ
れに対 し て ， そ の 成 り 行 き が注 目 さ れ て き た伊
豆半 島東部 の 隆起 の 中心部では 目 ぼ し い変化が
見 ら れ な か っ た。 第12 図は (1967-1969) 年以
来1978年 の 地震後 ま で の 上下変動 図 で あ る が，
依然、 と し て ド ー ム 状 の 隆起 の ノ4 タ ー ン は 変 っ て
い な い こ と を示 し て い る 。 重力測量の 結果 も 全
く 同 じ で あ っ た (萩原 ほ か， 1978) 。 第13 a 図 は
1974年以来1978年の地震後 ま で の重力変化を 示
し た も の で あ る が， 第12 図 の 上下変動 の ノミ タ ー
ン と 良 く 合 っ て い る 。 第13 b 図 は 隆起 の 中 心 の
冷川 峠に お け る 重力 の 経年変化を 示 し た も の で
あ る が， 1978年の 地震に よ る 目 立 つ た変化は認
め難い こ と ， そ し て 依然、 と し て 隆起 が継続 しつ
つ あ る こ と を 示唆 し て い る 。

し_L__2川
第13 a 図 1974年12月 か ら1978年 1 月 � 3 月 〈地

震後〉 ま での伊豆半島における 重力変化
〔単位 : μ gaI) (萩原ほか， 1978) 。

1 978.2 - 1967 
基準 : 内浦
単位 : cm

メご:.旬、.�、
/曲南 亙尉附\Il町 、、- 4

第12図 1967年か ら1978年伊豆大島近海地震後ま での
伊豆半島における地殻上下変動図。 稲取付近の
大きな変動は1978年の地震に よ る も のであ る 。
(国土地理院， 1978 b )  
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第13 b 図 隆起の 中心の冷川峠における 重力の時
閥的変化 (荻原ほか， 1978に追加〉 。
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(b) 前兆現象

( i )  地震活動

今回 の 地震 の 前兆 の う ち で最 も 顕著 な も の は直前 の 地震発生 で あ る (気象庁， 1978 a， b ; 津村ほ か，

1978)0 1 月 13 日 20時 38分 に 大 島 で震度 3 ， 21時20 分震度 1 の 地震 が あ り ， い っ た ん 小康状態を続 け

て い た が， 翌14 日 08時12分に大島で震度 3 の 地震が発生 し て か ら は 次 第 に 活 発 と な り ， 震度 4 が 4

回， 震度 3 が 8 回， 震度 2 が 9 回， 震度 1 が28回 発生 し， ピ ー グ は 9 時半か ら 10時半頃で、 あ っ た。 10時

50分に気象庁は今回 の 地震群 で多少 の被害を伴 な う お そ れ が あ る と い う 地震情報を 出 し た (気 象庁，

1978 a ) 。 そ の 後， 11 時頃か ら は 活動は急速に低下 し て 12時 24分 の 本震 と な っ た。 急激に増加 し た 活

動 が一旦減少 し て 本震に な る と い う 前震 の タ イ プ は1976年 6 月 16 日 の 山梨県東部地震 (M5. 5) ， 同年

2 月 9 日 の 伊豆半 島東部 の 北川 の 地震 (M3. 6)， 同 年 8 月 18 日 の 河津地震 (M5. 4) で も 見 ら れ た も

の で あ る 。 山梨県東部か ら 伊豆半 島北東部， 伊豆諸 島 に か け て の 地域は群発地震が頻発す る と 同 時 に

前震を 伴 な う 地震が起 こ り 易 い所 と し て 特徴づけ ら れて い た が (Mogi， 1963 ; :気象庁， 1977)， 今回

の 前震活動 は過去 の 例 も 含 め て 最 も 著 し い も の の一つ で あ る 。

こ の 地域では群発地震が頻繁に発生 し て い る の で， 地震群が発生 し たか ら と い っ て ， そ れ が直 ち に

大 き い地震に結びつ く と は 限 ら な い 。 前震 と 群発地震を 区別す る 方法は ま だ確立 さ れ て い な い が， い

く つ か の試み が あ る 。 今回 の前震に つ い て， b 値( あ る い は石 本一飯 田 の m値〉 が異常に 小 さ か っ た と

い う 結果 が青木 ほ か (1978) お よ び防災セ ン タ ー (1978) に よ っ て報告 さ れて い る 。 し か し， 津村ほ

か (1978) お よ び気象庁(1978 b ) は平常 の b 値( ま た は m 値〉 を得て い る の で な お検討を必要 と す る 。

ま た前震 の 周波数ス ペ ク ト ラ ム の 特徴に着 目 し よ う と い う 試み も あ る 。 しか し， 辻浦 (1978) に よ る

と 前震 と 余震 の 聞に 明 ら か な違いは認め ら れ な い 。 辻浦 (私信〉 は群発地震が相似波形 を も っ地震を

含 む の に， 前震では それがみ ら れ な い こ と に着 目 し て 両者を 区 別 で き る の では な い か と 述 べ て い る 。

本震 の 2 カ 月 半 ほ ど前 の 10月 末か ら 1 1 月 に か け て も 大島付近に群発地震が発生 し て い る 。 下鶴ほ か

(1978) に よ る と こ の 活動は 大 島直下の 2 km ほ ど の 深 さ に始 ま り a 次第に西 方 の 深部(約10km程度〉

に移動 し た ら し い 。 1 月 13 日 か ら の 前震が大島西方 の 同 じ地域で始 ま っ た こ と を考 え る と ， 今 回 の地

震 は 大 島火 山 と い う 地殻 の 力 学 的 な 特 異点 と 何 ら か の 関係 を も つ も の と 思われ る 。 笠原 ほ か (1978)

は 大 島近傍 の 余震の配列か ら ， 行 武 ほ か (1978) は 大 島 三原 山 火 口 周 辺 の 電気抵抗 の 変化か ら こ の 間

題を論 じ て い る 。

(ii) 地殻変動

水準測量や重力測定か ら 明 ら か に さ れ

た伊豆半 島東部 の 異常隆起が こ の 地域の ↑ 
地殻活動 の 異常を指示 し て い た と い う 意

味 では長( 中〉期的前兆 と 言 え る 。 し か

し， 隆起 の 中心部 で伊豆大 島近海地震 の

発生前後に 目 ぼ し い 変化が な か っ た こ と

な ど を考 え る と ， こ の 隆起は今回 の 地震

の 直接 の 前兆 と い う よ り も ， こ の地域の

応力増大に対 し て ， 伊豆東部では異常隆

起， 南の 隣接部 で は 大地震 と い う 違 う 形

で反応 し た結果で あ る と し 、 う 見方 も で き

る 。 但 し 隆起が先行 し， それが大地震 の
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第14図 関東 ・ 東海地域の埋込式体積歪計の変化。 石廊
崎では M7. 0 の伊豆大島近海地震の 3 日 ほ ど前か
ら膨脹に転 じてい る 。 〈山岸ほか. 1978) 
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発生に 何 ら か の 影響を 与 え たに違い な い 。 水準測量や辺長測量か ら は短期的 な 前兆は認め ら れ な か っ

た。

先 に述べ た よ う に気象庁は1976年�1977年か ら テ レ メ ー 夕 方式 に よ っ て 埋込式体積査計に よ る 連続

観測を始 め て い た が ， 震源か ら 20�30km の 距離に あ る 石廊崎お よ び網代で地震 の前に著 し い 変化 を

観測 し た 〈 山 岸 ほ か ， 1978) (第14 図〉 。 石廊崎では こ れ ま で安定 な 状態を続 け て い た が1977年12月 3 日

噴か ら 縮 み始め， そ の 後 しば ら く 定常状態を続け た が地震 の 3 日 ほ ど前 に 伸び に 転 じ た。 co-s巴ismic

の 変化 は ほ と ん ど認め ら れ な か っ た。 し か し， そ の 後 の 石廊 崎 の 体積歪計 の 変化 を み る と ， 大 き い 地

震 と は 無関係に1 2 月 3 日 頃 の 変化 と 同 じ よ う な 変化が認め ら れ， こ の 変化が今回 の地震 の前兆的変化

で あ っ た か ど う か は な お検討を要す る 。 しか し， 地震 の 3 日 ほ ど前 の 伸 びは車前の前兆的変化 の 可 能

性が大 き い 。 網代で も 12 月 19 日 頃か ら 縮 み が観測 さ れ た が， そ の 後著 し く 不安定 と な り ， こ れ が地震

に 先行 し た変化 で あ る か ど う か は 問 題 で あ る 。 し か し， こ れ ら の 深井戸に設置 さ れ た体積歪計は網 代

を 除 い て 非常に安定 し て お り ， 短期的前兆を と ら え る の に非常に 有 望 で あ る と 考 え ら れ る 。 しか し，

伊豆半 島 の 中 ・ 東部 の震源域 内 で こ の よ う な地殻変動連続観測 の 資料が得 ら れ な か っ た こ と は残念 で

あ る 。

地下水

第15 図 は 伊豆半 島 中 部 の 船原 (修善寺 の 南 6 km， 第 9 図参照〉 の 深 さ 60 0 m の井戸の 水位変化 で

気圧補正を し た も の で あ る (山 口 ・ 小高， 1978)0  1977年 7 月 中 旬 か ら 8 月 上旬 に か け て の 下 降 は 人

為 的 な も の で こ れを 除 く と 3 月 頃か J 内 向 日 一一一一

ら 毎 月 平均 30cm 程度 の 上昇 を続 け

て い た が， 12 月 下 旬 か ら 急 に 下降 し

始 め1978年 1 月 14 日 の地震で 7 m に

お よ ぶ急激 な 低下 を 示 し た。 こ の 井

戸は伊豆大 島近海地震 の 余震域の 西

北端に近 く ， 12 月 下旬 か ら の 水位の

下降は地震 の 前兆 と み ら れ る 。 こ の

井戸か ら 3 km ほ ど離れ て い る 柿木

〈深 さ 250m) で、 同様の観測を行 っ

て い た が こ の よ う な前兆的変化 と み

ら れ る も の は 観測 さ れ な か っ た。 神 IX X XI XII I 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII I 

奈川 県温泉地学研究所は 民 間有志 の
1 9 17 

第15図 伊豆半島中部の船原の深井戸の水位変化 (山 口 ・ 小高，
協力 を 得て 広範囲 に わ た る 水位変化 1978) 0 1977年12月 下旬か ら 1978年 1 月 14 日 の 地震発生
観測を続けて い る が， そ の い く つ か ま での水位の下降が注目 さ れる 。
の 井戸 では地震 の 前に 異常 な 水位変化があ っ た と 報告 し て い る (神奈川 県温泉地学研究所， 1978) 。

地質調査所は 第 9 図 に 示 し た よ う に， 隆起地域を 中心 に多数 の 井戸 で地下水 の 各種観測を実施 し て

い る が， 中伊豆町 お よ び河津町で地震 の 前 に温度 の 変化 が あ っ た こ と を 報告 し て い る 〈永井 ほ か，

1979) 。 特に， 中伊豆町 白 岩 の 井戸 で は そ れ ま で 安定 し て い た温度が， 地震 の 1 カ 月 ほ ど前か ら 低下

す る と と も に不安定 と な っ た。 浅 田 (1978) に よ る と や は り 中伊豆町 の 自 噴泉 で1977年末か ら 温度 の

低下 と そ の 短 周 期変動 が顕著に な っ た。 こ れは湧 出量が減少 し， 間欠的に な っ た た め と 考 え ら れ て い

る 。 こ の 自 噴泉は1 976年 の 河津地震 の 前 に も 特異な 変化を し て 注 目 さ れ た。 こ れ ら の 温度変化や湧 出

状態 の 変化は地震の前兆 で あ る 可能性が考 え ら れ る 。

(c) 

M ' 7_0 

寸
v 

。

Rd

 

WATER LEV旦 AT FUNABARA ( corrected for barome!ric pressure ) - 10 
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地下水 の ラ ド ン 濃度 の 測定 が

東大理学部 お よ び地質調査所に

よ っ て行われ て い る こ と は前節

で、述 べ た が， 東大理学部が連続

観測を実施 し て い る 中伊豆 の 翠

光苑 ( 自 噴井， 深 さ 350m， 第

9 図参照〕 で地震前 の 変化が観

測 さ れた (脇 田 ほ か， 1979) 。

ラ ド ン 濃度は1977年10 月 頃か ら

顕著 に低下 し たが， こ れは季節

変化を 含 ん で お り ， ど の 程度地 棚 田 叫 1 2 

震に関係 し て 変化 し た か に つ い 日77 い978
て は 今後 の 平常 の観測 の 集積を 第16図 中伊豆の翠光苑の 自 噴井におけ る ラ ド ン濃度の変化 (脇 田
必要 と す る 。 しか し， 第四 図 に ほか， 1979) 。
示 し た よ う に， 地震 の 数 日 前に著 し い 変化が観測 さ れ た。 す な わ ち ， 12 月 末か ら 1 月 始 め に か け て ほ

ぼ一定 の 値 を 保 っ て い た が 1 月 8 日 か ら 9 日 に か け て い っ た ん急速に低下 し た あ と ， 9 日 中 に急激

に増大 し， ほ ぼ横 ば い の状態を続けて 1 月 14 日 の地震 と な っ た。 こ の 場合地震 と 同 時 の 変化は な か っ

た が そ の 後 の 変化 に は 明 ら かに地震 の 余効的変化が認め ら れ る 。 1 月 8 日 か ら 9 日 に か け て の 著 し い

低下 と 増大 の パ タ ー ン は こ れ ま で の 2 年 間 の 観測中 ほ か に は認め ら れて い な い の で， こ れ は 1 月 14 日

の地震の前兆的変化 で あ る 可能性が大 き い 。

杉崎 @ 志知 (1978) は震源か ら 約200km 離れた犬山地殻変動観測所坑道 内 よ り 湧 出 す る ガ ス の 成 分

HejAr お よ び N2jAr が伊豆大 島近海地震 の 前 に ピ ー ク に達 L， そ の 後減少 に 転 じ て 地震 が 起 こ っ

た こ と を報告 し て い る 。 こ の よ う な ピ ー グ が地震に先行す る と し 寸 傾 向 は犬 山 周 辺 の 他 の 地震で も 見

ら れ， こ れは一種 の 前兆的変化 で あ る 可能性が考 え ら れ る 。

回 電気抵抗 ・ 地電流

行武ほ か (1978) は1975年以来伊豆大 島三原 山火 口 周辺で人工電位法に よ る 電気抵抗 の 測定を繰 り

返 し て い る が， 地震に 先立つ 2 カ 月 位前に変化がみ ら れ， 火孔内 を マ グ マ が上昇 L た の では な し 、 か と

推定 し て い る 。 但 L， 表面で観察す る 限 り 目 立 っ た変化は み ら れ な か っ た 〈下鶴 ほ か， 1978) 。

小 山 ・ 本蔵 (1978) は 中伊豆で 自 然電位の観測を行 な い， 2 カ 月 程前か ら わず か に 変化 L た こ と を

報告 し て い る が， こ れ が地震の前兆で、 あ る か ど う かを判断す る に は観測 の 期 聞が短か く ， な お デ ー タ

の集積が必要で あ ろ う 。 な お， 油壷観測所に設置 さ れ た比抵抗変化計 に は 前兆的変化が認め ら れ な か

っ た (山崎， 1978) 。

(同 地震波速度ほ か

地震 の 前に震源域を 通 る 地震波速度が 変化す る か ど う かは重要な 問題 で あ る 。 前節で も 述 べ た よ う

に 大 島 で爆破地震動 を 発生 さ せ て 周 辺 で練 り 返 し観測す る と し 、 う 実験は1968年以来毎年行 わ れ て い

る 。 さ ら に1976年か ら は 南伊豆を爆破点 と す る 実験 も 同 時に 実施 さ れ て い る 。 幸 い こ れ ら の 爆破観測

網は今回 の地震 の震源域を 含 ん で お り ， 速度変化 の有無を検証す る の に ま た と な い機会 と な っ た。 し

か る に， 地震前 の み な ら ず， 地震前後に行 っ た実験で、 も 観測誤差 以上 の 有 意 な 変化を認め な か っ た の

で あ る (地質調査所， 1979) 。 こ の よ う な 精度 の 高 い 測定が長期に わ た っ て継続 さ れ， そ こ でM 7 と

い う 大 き い地震が発生 し た と い う 例 は こ れ ま で知 ら れ て い な し 、 。 今回 の 結果は， 地震 の前に著 し い前



兆的速度異常が起 こ る と い う 主張に対 し て 決定 的 な 疑 問 を投げ か け た も の で あ る 。 但 し， 今回 の地震

は横ずれ断層型で あ る の で， こ れ を も っ て 全て の場合を律す る の は危険であ り ， 今後 も な お検討を続

け る 必要は あ る 。

な お， 力 武 (1978) は地震後， 地震 の 前 の 動物 の 異常につ い て 通信調査を 実施 し， そ の 結果 を報告

し て い る 。

上 に述べ た よ う な 前兆的変化が い く つ も 観測 さ れ た と い う こ と は我 園地震予知研究 の 上で画期的 な

こ と で あ っ た。 そ れ に も 拘 ら ず な ぜ こ の 地震 の 発生を予知で き な か っ た の か と し 、 う 疑問 に つ い て 考 え

て み た い 。

(1) ま ず第一にM 7 程度 の こ の 地 域 の 地震につ い て は短期予知を 目 的 と し た常時監視体制 が で、 き て

い な か っ た。 こ れ ま で述べ て き た観測 の う ち， 気象庁に よ る 地震活動度 と 体積査計の 変化 は常時把

握 で き る 状況 に あ っ たがそ の 他 の も の は地震発生後整理 ・ 報告 さ れ た も の で， 地震発生前に 随時 こ

れ ら の デ ー タ を 総合判断 し て 短期予知に つ と め る と い う 体制 に は な か っ た し， 現在 も 状況は本質的

に 変わ っ て い な い 。

(2) 次 に， こ れ ら の デ ー タ が完全 に整理 さ れ た形 で提 出 さ れ た場合今 回 の 地震 の 発生を どれだ け予

測 し得 た か と い う 問題 で あ る 。 こ れだ け の デ ー タ が時 々 刻 々 集 ま る と い う 状況 の も と で、は， あ る 程

度 の 予測が で き た の では な い か と 考 え ら れ る 。 但 し， 破壊 が 大 島か ら 発 し て 伊豆半 島 中 部に達す る

M 7 程度 の 右横ずれ断層地震に な る と の 予測は で、 き な か っ た で あ ろ う 。 何故な ら ば， 我 々 は過去 に

そ う い う 地震 が あ っ た と い う 例を 知 ら な い し， 今回 の地震 の 主要部分が海底 に あ っ て ， 我 々 が観測

し て い る の は 主 と し て 陸上 の 延長部分だ け で あ っ たか ら で あ る 。 し か も そ の 陸上 の 部分 で さ え， 今

回 の地震断層沿い の 観測資料は十分では な い 。 短期的予知に非常に有力 と 思われ る 地殻変動連続観

測 デ ー タ が震源域 内 で全 く 得 ら れ て い な い と い う こ と が象徴的 に こ の こ と を 示 し て い る 。 伊豆に お

け る 観測は近来 に な い 「高密度集中観測」 では あ っ たが， M 7 程度 の 地震 の 発生を 高精度 で予測す

る に は な お不十分 で あ っ た と 言 わ な け れ ば な ら な い 。

こ こ で地震予 知 の 立場か ら 1978年の 伊豆大 島近海地震に 関連 し た成果 を ま と め る と 次 の よ う に な る 。

( i )  こ の 地域を 要注意地域 と し て観測を集中 し， 中断す る こ と な く 継続 し て き た と い う 点 で長期的

な 見通 し は 良か っ た。 そ の 結果， こ れ ま でに な い 各種 の前兆現象が観測 さ れ， 今後 の 地震予知 の 実

用 化 の 重要 な 資料が得 ら れ た。

(証) 地震前に ダ イ ラ タ ン シ ー に よ っ て 震源域 の地盤が隆起 し， 地震波速度が変化 L， そ の 異常継続

期 聞か ら 地震 の M も 決 ま る と し 、 う 単純 な地震発生 の モ デ ル は こ の地震に は適用 で き な い 。

6 . テ ク ト ニク スなど

以上， 1974年伊豆半 島沖地震， 1975年以 降 の 伊豆半 島東部 の 異常隆起お よ び1978年伊豆大 島近海地

震につ い て 述 べ て き たが， こ れ ら の現 象 の 相互 の 関連は重要 な 問 題 で あ る 。 Yamashina (1978) に

よ れば， 1974年 の 伊豆半 島沖地震に よ る 右横ずれ変位は伊豆半島東部 の せ ん 断歪を増加 さ せ た は ず で

あ る 。 茂木 (1977 b ) は， 1974年 の 地震断層 を 通 る 一大構造線を考 え て ， そ の 右横ずれ運動 が大島か

ら 伊豆半島東部に わ た る 地域の 応力増大を も た ら し， こ の 地域 の 活動を誘発 し た と い う モ テ* ル を述べ

て い る 。 いずれに せ よ ， 1974年の地震を契機 と し て 伊豆半 島東部お よ び そ の 東方海域 の 活動が始 ま っ

た と い う 点 では多 く の 研究者が一致 し て い る と こ ろ で あ る 。 伊豆半 島東部 の 異常隆起 の機構に つ い て

は萩原 (1977) が地下深部 の 圧力増大に よ る と す る モ デ ル を， 石橋 (1977 a ) と 藤井 (1977) は伊豆

東方線に沿 う 西下 り の非地震性逆断層運動に よ る と す る グ リ ー フ。 モ テや ル を提 出 し た。
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【訂正 さ し かえ 用 】

1978年の伊豆大 島近海地震は， そ の地震断層が隆起地域 の 南縁を走 る よ う に起 こ っ た が， 地震後 の

水準測量や重力 測量 の 結果 では隆起の 中心部は地震発生に よ っ て 目 ぼ し い 変化を受けず， そ の 後 も 緩

慢 な 隆起を継続 し て い る よ う で あ る ( 4 ， 12， 13図〉。従 っ て 伊豆半 島東部 の異常隆起 と 1978年の 地震

と の 関係は前節で述べた よ う に直接的 な も の では な い よ う に思われ る が， そ の 関係 を 明 ら か に し て ゆ

く こ と は こ の地域 の 今後 の 成 り ゆ き を考 え る 上で極め て 重要であ る 。

1 ( 1 ) 、主 仁 | 打Z;

1974年伊豆半島沖地震及び余震

1977年 1 月 一12月

1978年11 月 (24 日 〕 一 1979年 3 月

む
ペ. I句P争 .

・逸品 ~ 
"'， . t 司

1975年11 月 一1976年12月

1978年 1 月 1 1 月 (23 日 )

第17図 1974年伊豆半島沖地震以降の地震活 動 の 推 移。

‘ I  (ただ し ， 1934年の 南伊豆地震の推定断層 も 記 入 し て あ

る 。〕 大 き い地震の地震断層 を太い直線で、表 わ し， 地震が

密集 し て発生 し た領域を 曲線で閤んで示 し た。 (4) の網 目 の

領域は1978年伊豆大島近海地震の前震域。 1978年の地震の
前(3)に こ れ ま で地震が起 ら なか っ た伊豆半島西側沿岸で小

地震が起っ て い る こ と が注 目 さ れ る 。 1978年11月 末以降の
伊東沖群発地震は未破湊領域を埋め る よ う に起 っ て い る 。

(資料は余震共 同 観 測 班， 1974 ; 石橋 ・ 山科， 1979 b ; 
Abe， 1978 ;  Shimazaki . SomerviIle， 1978) 
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こ こ で， 1974年以来 の 地震活動を概観 L， 何故1978年 の 伊豆大 島近海地震 が 今 回 の 位置に起 こ っ た

か に つ い て も 考 え て み た い 。 伊豆半 島は長 い 間静穏 な状態を続 け て き て， 安定 し た地塊で あ る と い う

印 象 を 与 え て い た が， 最近 の 活発 な 変動 に よ っ て 破砕が繰 り 返 し進行 し て い る 様相 が次第に浮か び上

っ て き た。 地震 の 分布は こ の地殻 の 不均一 な 変 動 の 状況 を端的 に あ ら わ し て い る 。 第17図は1974年伊

豆半 島沖地震 以来 の 大小 の 地震活動 の 発生経過を 余震共 同観測証 (1974)， 津村ほ か (1977， 1 978) ， 

東大震研 (1979 b ) な ど を も と に ま と め て 示 し た も の で あ る 。 こ の 図 で， ま ず気 がつ く こ と は 活動域

の 分布は複雑 で あ る が， 活動 の 主要 な 舞 台 が 南か ら 北へ移動 し た と い う こ と で あ る 。 1978年末か あ は

北東部 の 伊東沖 で群発地震が 断続的に起 こ っ て い る 。 な お， こ の 伊東沖群発地震に 関連 し て 新 た な地

盤隆起が認め ら れ た( 国 土地理院， 1979) 。 こ れ ら の 群発地震 の 発生域は 天城峠を通 る 北東 の 線 お よ び

大 島西方か ら 北西 に の び る 線に配列 し て い る よ う に も み え る 。 さ ら に， 津村ほ か (1978) がす で に述

べ て い る よ う に， 1974年伊豆半 島沖地震に よ っ て群発地震が誘発 さ れ た天城峠付近が全期 聞 を 通 じ て

活 発 で あ る と い う 著 し い事実が注 目 さ れ る 。 実 は1934年 の 南伊豆地震(M5. 5) ， 1976年の河津地震(M

5. 4)， 1978年伊豆大 島近海地震 の 最大余震 (M5. 8) が天城峠の 活動域に ま た が り ， あ る い は こ れ に

隣接 し て 起 こ っ て い る の で あ る 。 お そ ら く こ の 地域は伊豆半 島 内 の 特異点 と も い う べ き ， 破砕が集中

的 に 起 こ っ て い る 所では な し 、 か と 思われ る 。 1976年 の河津地震は こ の 特異点 を 通 り ， こ の 地域 の 活断

層 の 走 向 に沿 っ て 起 こ っ た地震 で あ る 。 1907年に 4 回 の 河津強震 の 記録 が あ る が， こ れ ら の 地震 が

1976年の 河津地震 と ほ ぼ同 じ も の で あ る と す る と 河津地震断層 は 伊豆半 島 の 中 で い わ ば も っ と も 動 き

易 い 断層 の 一つ で あ る と 考 え ら れ る 。 辻浦 (1978 お よ び私信〉 に よ る と 1976年 の 河津地震お よ び1978

年 の 余震 の う ち河津地震断層 に 沿 う 部分で長周期成分が特 に 卓越 し て い る が， こ の こ と も 河津地震断

層 が一大弱線で あ る こ と を示唆 し て い る 。 従 っ て， 1978年伊豆大 島近海地震 は 大 島火 山 と い う 地殻力

学上 の 特異点か ら 発 し， 山川 ほ か (1979) も 指摘 し て い る よ う に 河津地震断層 と い う 弱線に 沿 っ て

起 こ っ た も の で あ る と 考 え る こ と が で き ょ う 。 結果論 で あ る けれ ど も ， 1978年伊豆大 島近海地震が，

そ の す ぐ 北 で も な く 南 で も な く 現在 の 位置に起 こ っ た と い う こ と は 大 島火 山 と 天城峠付近 と い う こつ

の 特異点 を 結 ぶ断 層 線 の 再活動に よ っ て 起 こ っ た と すれば理解 で き る の では な か ろ う か。

最後に伊豆半 島 お よ び周辺 の地震活動 の 原 因 に つ い て 触れて お く 。 こ の地域 の テ グ ト ニ ク ス は 多 く

の 研究者 に よ っ て 論 じ ら れ て い る が (例 え ば， 山川 ほ か， 1977 ; 石橋， 1977 b ; 茂木， 1977 ; Somer

ville， 1978 ; 藤井， 1979 ; 中 村， 1979) ， そ の 原動力 は フ ィ リ ピ ン海 プ レ ー ト の 西北方 向 へ の 運動 で

あ る と 考 え ら れ て い る 。 し か し， 地震 の 発震機構か ら 推 定 さ れ る 主庄力 の 方 向 は 伊豆半 島東北部か ら

大 島 に か け て 北西一南東方 向 で大略 フ ィ リ ピ ン 海 プ レ ー ト の 運動方 向 と 同 じ で あ る が， 伊豆半 島南西

部 で は 南 北 方 向 と な る 。 伊豆半 島 の 水 平 歪 〈国土地理院， 1979 b ) ， 活断層 の 方 向 (村井 ・ 金子，

1973 ; 星野ほ か， 1978) ， 箱根火 山， 大 島火 山 の 側 火 山 の 方 向 (中 村， 1969) な どか ら 推定 さ れ た 主

圧力 軸 も 同 じ で あ る 。 最近， 中村 (1979) は さ ら に 南方 の 広範囲 の 地震 の 発震機構か ら 求 め ら れ た主

圧力 方 向 (Ichikawa， 1971 ; 牧， 1974) を も 用 い て 主圧力線を描 き ， 東部では相模 ト ラ フ に平行 し，

西部では駿河 ・ 南海 ト ラ フ に平行 し て 漸次移行 し て い る こ と を指摘 し， こ の 地域の 浅い地震 の 発生に

は プ レ ー ト が海溝に も ぐ り こ む に あ た っ て の bending (曲げ〉 に よ る 引張応力 も 重要 な役割 を 果 た

し て い る と い う 考 え を述 べ て い る 。 こ れは こ の 地域の 地震が プ レ ー ト 運動 に よ る 圧縮 だ け に よ っ て 起

こ る と し 、 う 従来 の 考 え と 違 っ た ユ ニ ー グ な 解釈 で あ る 。 しか し， す ぐ 隣接 し た相撲 ト ラ フ で右横ずれ

成分 の 卓越 し た 関東地震 (M8. 0) が発生 し て い る こ と ， 伊豆半 島 内 (北部を 除 く 〉 お よ びそ の 周 辺

で右横ずれ断層 が圧倒的 に卓越 し て い る こ と は， こ の地域が プ レ ー ト 運動に起因す る 強 い右横ずれ的

せ ん 断 変形 を 受 け て い る こ と を示唆 し て い る 。
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第 3 部 資 料



第 3 部に は ， 地震予知に 関連す る 資料を収録 し て あ る 。

地震予知に 関連す る 資料 は ， ブル ー プ リ ン ト 公表以後の 主要な資料につい て は科学技術庁研究調整

局編集 ・ 発行 の 「地震予知便覧」 に掲載 さ れて お り ， ま た ， 北信地域地殻活動情報連絡会 に 関す る 資

料 に つ い て は 「気象庁技術報告第 62 号」 及び長野県発行 の 「松代群発地震記録」 に ま と め ら れ て い

る 。

本 書 で は ， こ れ ら の 資料 と の 重複を避け， 未公表の 資料を主体 と し た。 特 に 地震予知連絡会発足以

前 の も の に つい て は ， 資料散逸 を防 ぐ意味 も あ っ て重点的 に掲載 した。

- 142 一



No. l 年 表

年 月 ! 事

昭和37年 1 月

昭和38年 6 月

昭和38年10月

昭和39年 6 月 16 日

昭和39年 7 月 18 日

昭和40年 3 月

昭和40年 8 月 3 日

昭和40年12月

昭和41年 5 月 12 日

昭和42年 4 月

昭和43年 2 月 1 日

昭和43年 4 月 1 日

昭和43年 5 月 16 日

昭和43年 5 月 24 日

昭和43年 7 月 16 日

昭和44年 4 月 1 日

昭和44年 4 月 24 日

昭和44年 5 月 19 日

昭和44年 6 月 27 日

昭和44年 9 月 26 日

昭和44年11月 28 日

昭和45年 2 月 6 日

昭和45年 2 月 20 日

昭和45年 4 月 27 日

昭和45年 7 月 6 日

昭和45年 9 月 28 日

昭和45年1 1 月 初 日

昭和46年 2 月 16 日

昭和46年 4 月 19 日

昭和46年 5 月

昭和46年 6 月 28 日

昭和46年10月 1 日

昭和47年 1 月 17 日

昭和47年 4 月 17 日

昭和47年 7 月 10 日

昭和47年10月 16 日

昭和47年12月 4 日

昭和48年 1 月 22 日

記
地震予知 計画研究 ク。ル ー プ 「地震予知環状 と そ の推進計画J ( ブル ー プ リ ン ト 〉 を 公表
文部省測地学審議会に地震予知部会を常置
日 本学術会議 は 「地震予知研究推進に司 い て」 を 政府に対 し て勧告
新潟地震発生 M 7. 5 

測地学審議会 は 「地震予知研究計画の実施 に つ い て」 を 関係各省 の 大 臣 に建議 (一次)
日 本学術会議 は地球物理学研究連絡委員会に地震予知小委員会を設置， 第 1 次地震予知
研究 5 カ 年計画を立案

松代群発地震発生

源Ij地学審議会 は 「地震予知計画の推進につ い て」 を関係各省 の 大 臣 に要望
「北信地域地殻活動情報連絡会」 発足 (気象庁〉

「海岸昇降検知 セ ン タ ー」 設置 (国土地理院〉

え び の地震発生 M 5 . 7 

1968年 日 向 灘地震発生 M 7. 5 

十勝沖地震発生 M 7. 9 

「地震予知 の推進につ い て 」 閣議了 解

測地学審議会は 「地震予知 の推進に関す る 計画 に つ い て」 を 関係各省 の 大臣に建議 (二
次〕

東大地震研究所， 国土地理院に地震予知 に関す る セ ン タ ー が設置

第 1 回地震予知連絡会

第 2 回地震予知連絡会 〔九州 国見岳周辺の変動〕

第 3 団地震予知連絡会 (房総， 三浦地区 の変動〉

第 4 回地震予知連絡会 (今市付近 の地震活動〉

第 5 回地震予知連絡会 (東海地方の 指定， 特定観測〉

地震予知連絡会特定地域小委員会を 設置

第 6 団地震予知連絡会 (関東南部 の地殻変動， 松代群発地震) (地域指定観測強化 1 カ
所， 特定観測 8 カ 所)

第 7 岡地震予知連絡会 (広島県北東部 の地震活動， 関東南部の 調査状況〉

第 8 団地震予知連絡会 (関東南部 の地殻変動， 広島県北東部の地震活動〉

第 9 団地震予知連絡会 (関東南部 の地殻変動， 地震活動〕

第10団地震予知連絡会 (秋田県南東部の地震活動， 地殻変動， 関東南部， 東海地方の地
殻変動〉

第11 団地震予知連絡会 (関東南部 の地殻変動〉

第12回地震予知連絡会 (東京観測， 関東南部 の地殻変動， 新潟県南西部 の地震活動)

「大都市震災対策推進要綱」 中央防災会議決定

第13回地震予知連絡会 (関東南部 の地震活動， 地殻変動〕

第14団地震予知連絡会 〈北海道東部の地震活動， 地殻変動〉

第15 団地震予知連絡会 (関東南部の地殻変動， 地震活動， 東海地方 の地殻変動〕

第16回地震予知連絡会 (関東南部 の地殻変動， 地震活動〕

第17団地震予知連絡会 (関東南部の地殻変動， 地震活動〉

第四団地震予知連絡会 (関東南部 の地策変動， 地震活動， 高 田 群発地震〕

1972年12月 4 日 八丈島東方沖地震発生 M 7. 2 

第四団地震予知連絡会 〈関東南部の地殻変動， 地震活動， 岩木山麓群発地震〉
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年 月 日

昭和48年 4 月 19 日
昭和48年 6 月 17 日
昭和48年 6 月 26 日
昭和48年 6 月 29 日

昭和48年 7 月
昭和48年 8 月 23 日
昭和48年11月 29 日
昭和49年 2 月 28 日

昭和49年 5 月 9 日
昭和49年 6 月 20 日
昭和49年 9 月 26 日
昭和49年11月 7 日
昭和49年12月 5 日
昭和49年12月 27 日
昭和50年 2 月 27 日
昭和50年 4 月 1 日
昭和50月 5 月 6 日
昭和50年 7 月 25 日
昭和50年 8 月 7 日
昭和50年11月 20 日

昭和51年 2 月 19 日
昭和51年 5 月 24 日
昭和51年 5 月 25 日

昭和51年 8 月 23 日
昭和51年12月 17 日

昭和52年 2 月 21 日
昭和52年 4 月 18 日
昭和52年 5 月 2 日
昭和52年 5 月 23 日
昭和52年 8 月 26 日
昭和52年11 月 28 日
昭和53年 1 月 14 日
昭和53年 2 月 20 日
昭和53年 3 月 25 日
昭和53年 5 月 22 日
昭和53年 6 月 12 日
昭和53年 6 月 15 日
昭和53年 6 月 21 日
昭和53年 7 月 12 日

昭和53年 8 月 21 日

昭和53年 9 月
昭和53年11月 初 日
昭和53年11月
昭和53年12月 14 日
昭和54年 2 月 19 日

記 事

第20困地震予知連絡会
1973年 6 月 17 日 根室半島沖地震発生 M 7 . 4  
第21 回地震予知連絡会 〔臨時) (根室半島沖地震， 統一見解発表〉
測地学審議会は 「地震予知の 推進に関す る 第 3 次計圃 の 実施につ い て」 を関係各省 の 大
臣に建議
地震予知 関係諸機関の研究， 観測体制 の 調整推進に関す る 中央防災会議 の 申 し合せ
第22団地震予知連絡会 〔根室半島沖地震， 結論〕
第23回地震予知連絡会 (東海地方の地殻変動， 地震活動〕
第24団地震予知連絡会 (東海地方の地殻変動， 地震活動) (東海地方を観測強化地域に
指定〉
1974年伊豆半島沖地震発生 M 6 . 9  
第25困地震予知連絡会 (伊豆半島沖地震〉
第26田地震予知連絡会 (伊豆半島沖地震〉
事務次官 の 申 し 合せに よ り 地震予知研究推進連絡会議を科学技術庁に設置
第27困地震予知連絡会 (多摩川下流域 の地盤隆起〉
予知連会長 「最近におけ る 多摩川下流地域の地盤隆起現象につい て」 を報告
第28団地震予知連絡会 (多摩川下流域の地盤隆起〉
大分県中部地震発生 M 6 . 4  
第29田地震予知連絡会 (関東南部 の地殻変動， 地震活動， 大分県中部地震〕
測地学審議会は 「第 3 次地震予知計画 の一部見直 し tこ つ い て」 を 関係各省の大臣に建議
第30回地震予知連絡会 〔多摩川下流域の地震活動， 地殻変動〉
第31 団地震予知連絡会 〔関東地方及び多摩川下流域の地殻変動， 地震活動) (特定， 関
東， 東海， 北海道 の 各部会を設置〉
第32問地震予知連絡会 〔伊豆半島群発地震〉
第33団地震予知連絡会 (伊豆半島東部群発地震， 地盤隆起， 多摩川下流域結論〕
「多摩川下流域の 異常隆起に関す る 調査結果につ い て ・ 伊豆半島東部 におけ る 地盤隆起

お よ び群発地震につ い て」 報告
第34団地震予知連絡会 〔伊豆半島東部 の地盤隆起， 群発地震， 各部会統一見解〕
測地学審議会は 「東海地方の観測お よ び地震予知体制 につ い て 第 3 次地震予知計画 の再
度一部見直 し につ い て」 を 関係各省 の 大臣に建議
第36団地震予知連絡会 (関東南部， 東海地方の地殻変動， 地震活動〕
地震予知連絡会に 「東証基地域判定会」 を設置
島根県中部地震発生 M 5 . 3 
第37田地震予知連絡会 (伊豆半島 の地盤隆起， 地震活動〕
第38団地震予知連絡会 (房総沖群発地震， 伊豆半島の地震活動j
第39回地震予知連絡会 (伊豆半島 の地盤隆起， 地震活動〕
1978年伊豆大島近海地震発生 M 7 . 0  
第40回地震予知連絡会 (伊豆大島近海地震〉
1978年 3 月 北海道東方沖地震発生 M 7 . 3  
第41 団地震予知連絡会 (伊豆大島近海地震〉
1978年宮城県沖地震発生 M 7 . 4 
大規模地震対策特別措置法公布
第42回地震予知連絡会 (臨時) (宮城県沖地震， 特定観測地域の見直 し〉
測地学審議会は 「地震予知 の推進に関す る 第 4 次計画 の実施について」 を関係各省 の 大
臣に建議
第43困地震予知連絡会 (特定観測地域等の 見直 し， 観測強化地域 2 カ 所， 特定観測地域
8 カ 所指定) (東海地方の地殻変動〉
青森県深浦に群発地震発生
第44団地震予知連絡会 〔東海地方の地殻変動， 深浦群発地震〉
伊豆半島川奈崎沖で群発地震発生
大規模地震対策特別措置法施行
第45回地震予知連絡会 (伊豆半島の地殻変動， 地震活動〉
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No. 2 GHQ と 中央気象台 と の往復文書
CENTRAL METEOROLOGICAL OBSERVATORY 

Ote-machi， Chiyoda-ku， Tokyo 

MEMORANDUM FOR : Lt. Co1. Feeley 
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 1 .  Islands of ]apan are situated in one part of circurr叩acific earthquake 

zone and perpendicular to which the deep focus earthquake zone runs from the 

]apan Sea over to the Bonin Islands， therefore 出ey are world-wide known the 

frequent earthquake zone， which produces the strong earthquake once every year 

on an average， causing the damage over several hundred kilometers area. And 

their coast line are always exposed to the danger of  tidal waves caused by sea 

earthquake activities. 

So  that， it i s  very important problem for ]apan to give out the opportune 

warmngs. 

2 . We are very grateful that our hope and desire in these line are recognized 

hy the 43D Weather Corps resulting in the visit by the prominent seismologist 

from U. S.A. who personally inspects all our seismological observation equipments 

and facilities and also has given us various valuable instructions and suggestiol1S 

for seismological forecastings， contributing abundantly to our scientific circles .  

Availing of this chance we earnestly and eagerly look for that ]ap且nese Govern

ment should give us adequate support endorsed by the Allied Force and thus 

enable us to realize our proj ect to this purpose for th巴 ber

of whole nation 

3. As the result of researches up to date， i t  has come to be believed that i t  

Îs possible to predict those earthquakes i f  effectu且1 observations done and oppor

tun己 alarms giv巴n con仁erning sudden movements of the earth crust moveme1ts 

and the variation of the earth curr巴nt et仁.

a.  For these purpose， Central Meteorologi 仁al Observatory has the followin2' 

fa仁ilities of observatories.  
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The E ar thquake Observatory 

A class (Equipped， Wiechart 5εismograph) 

.B class (Simple Seismograph) 

The Earth Current Observatories 

The Tidegauge Station 

b 目 Methods of Observations 

( 1 )  Observations o f  earthcr山t movement 

a .  U pheaval and 5由sicle配e (by mareograph， precise levelling) 

b .  Co山‘a抗action a口医吋仁d elongation (by Pre虻cis巴 tr巾ia時叶丘以叫tion， seH一re :or吋din

i出n町ume出)
c .  Tilting (by Tiltometer of various kinds) 

43 in a仁tive

30 in active 

4 in active 

28 in active 

(之) Observation of time change of seismic velocity by mere e旦rthquake3 (by 

，el1si tive seismograph vvith accurate time signal) 

(3) Observation of electric earth current and terrestr:al magnetism， to ob

sene the special disturba配e be�o町 the destructiyε earthquakes (by 

adequate instrument for this purpose) 

c.  Facili ties of obser、ration now under planning 

( 1 )  Central Seismological Observatory at  l\Iatsushiro， N agano Prefe cture ， to 
investigate the earthquake forecasting. 

(2) Local S eismological ObservatOl下 for sp ε cial observation regarding with 

the prediction of earthquake， at  about 10 pl旦ces in certain clistrict 

tentatively 

( 3 )  Tidegauge s tation， specially constr山ted to observe the secular and sud

clen change of tea level and also abnormal high wat er related tl1'� earth

quake， at about 7 places . 
4. These equipment and facilities can be realized promptly if sufficient 

fund supplied {rom the budge t of ]apanese Government guid ed by the goodwill 

understanclings of the Allied Forces， ancl thus we should like to complete the 

efficient seismological forecasting system as well as that of weather forecasting at 

a:ì earli cst  possible date 

Dr. K. Wadati 

Dire ctor of CMO 

nhu
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もγEA・C 000.92 CMO 

Headquarters 

4 3 d  Weather Wing 

APO 9 2 5  

1 3  ]une 1 94 7  

MEMORANDUM FOR : Director of Centra1 Meteoro1ogical Observatory 

O te-machi， Chiyoda-ku， Tokyo， ]apan 

SUB ]ECT : Developments in Seismological In町uments

1. Wi thin forty-eight (48) hours of  receipt of this memorandum， your 0伍ce

will take necessary action to insure the transmission of timely and adequate 

earthquake observational data to the Earthquake Research InstÏtute. 

2. It  i s  further directed th旦t th己 Earthquake Research Institute be contacted 

to determine recent developments in seismological instruments and the avail

ability of such equipment for use in the Central Meteorologi cal Observatory 

network. The use of  Central Meteorologi cal Observatory personnel and operat

ing locations should be extended to the Earthquake Research Institute in  the 

service testing of new equipment and procedures wherever feasible. 

Info : SCAP 

ATTN : G句2， Plans &: Estimates 
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W. O. SENTER 

Colonel， A. C. 

Commanding 
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WEA-C 000 .92 CMO 

MEMORANDUM FOR : Di1'ecto1' of Central Meteorologica1 Observatory 

Ote-machi， Chiyod旦-ku， Tokyo， ]apan 

SUB ]ECT : Earthquake Fo問casti時 Rese旦rch

1 . Refe町1'en仁e is made tωo Cent佐1'a叫a1 孔Me巴t民eo町rolog♂lca叫1 Observatory memo凹r百ldu山llTI，

叩bj e仁tし， P1'oj e仁t on the Earthquake Fo日casting dated 1 0 June 1 947. 
2 . This headquarters believes the for巴casting of ea1'th movements may be 

possib1e i n  the distant future if an exhaustive and 仁omplete study of changes in 

leve1， changes in electrical currents in  the earth， magnetic e1ements， g1'avitうら tilt  

and thei1' re1ationship to earthquakes i s  actively pursued. Obviously such an all  

εmbracing and far reaching research program is  beyond the scope and capability 

of any sing1e agency of the ]apanese government， and therefore success will only 

be attained through the wholehearted and well coordinated efforts  of several 

departments of science. 

3 .  The accurate and timely fo1'εcasting of earthquakes and a welfounded 

knowledge of earth movements is  of vital concern to the ]apanese nation. Such 

information will permit the ear1y evacuation of a鉦ected a1'eas and the construc

tion of  earthquake stru仁ture3 and will result in a v乱st saving of 1ives and property. 

4. For these purposes the forecasting of earthquakes is defined to mean a 

time of occurrence within 五ve days and an accuracy of 10臼tion of some 50 miles.  

5 . It  is directed that the Director of the Centra1 Meteoro1ogica1 Committee 

immediate1y take necessa1'y 山ps to contact members of interested agenci es (the 

Ea1'thquake Research Insti tute， the Geophysical Institute of the Tokyo Unive1'

sity， the Land Survey， the Internationa1 Latitude Station at Mizusawa and such 

members of the Nationa1 Academy as deemed advisab1e) and discuss the 旦dvis

ability of a coope1'ative and j oint e丘o1't in this 1'ega1'd. 

6. If the 1'eactions of the above agencies a1'e favorab1e i t  is 1'ecommended 

that a meeting be he1c1 anc1 each agency send one de1egate to formu1ate future 

p1ans. In the event such a meeting i s  he1c1 a rep1'esentative of this headqua1'te1's 
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will attend. 

7 . This h 巴白adqua訂rt旬ers wìll not er日ldors巴 unl江 la剖te町ral action in this r陀ega訂rd as 

such 干wil叫i口山11 res沢叩u山I

8 .  The current CMO plan with regard to the Mats山hir‘o proj ect and local 

seismological and tidegauge station networks wi11 be withheld pending the meet

ing mentioned above. 

Info : SCAP 

A TTN : G-2， Plans & Estimates 
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W. O. SENTER 

Colonel， A. C .  

Commanding 



No. 3 地震予 知 問 題研究連絡委
員 会 関 係資料

地震予 知 問題研究連絡委員会

準備会議事
8 月 11 日 於中央気象台

1 . 経過報告
2. 連絡会の構成及び運営
3. 地震予知観測計画及び研究計画
4. 火山噴火予知観測研究計画
5. 事務打合せ

地震予知問題研究連絡委員会 〔仮称〕
委員予定者

1 . 運輸省 中央気象台
和達清夫， 井上宇胤， 鷺坂清信各技官

2. 東大震研
津屋弘達， 高橋竜太郎， 荻原尊礼各教授

3. 東大地球物理
坪井忠二教授， 永田武助教授

4. 東大天文台
辻光之助技官

5. 京大地球物理
長谷川万吉， 佐 々 憲三各教授

6. 東北大地球物理
中村左衛門太郎， 加藤愛雄各教授

7. 文部省緯度観測所
池田徹郎， 須川 力各技官

8. 内務省地理調査所
武藤勝彦， 奥田豊三各技官

9. 運輸省水路部
須田暁次， 佐野重雄各技官

10. 特に必要 と 認め ら れ る 機関
今村明恒博土， 宮部直己教授， 大塚弥之助教授

地震予知 問題研究連絡 委 員 会
準備会 議事録

(昭22. 8. 11 10時 同1
於 中央気象台台長室 /

1. 経過報告 荒川企画課長
グ ー デ ンベル ヒ 氏来台 の 際， 和達台長 よ り 地震予知

の計画につ い て， 具申 し た と こ ろ が， 43 気象隊長 よ
り ， 覚書 に て全国的に関係機関， 学者等を網羅 し た委

員会を作 り ， こ の 問題を審議す る べ く 指令 さ れ た の
で， こ こ に関係学者に よ り 第一回会合が 6 月24 日 中央
気象台にて行われ更に第 2 回 の 会合 が 7 月 10 日 学士院
内 で行われた， 坪井博士の提案に よ り こ の委員会を学
研 内 の 一小委員会にすべ く ， 7 月 14 日 付中央気象台長
よ り 西川正治学研第 1 部長宛右委員会の設置申請を し

た， そ の 結果， 8 月 11 日 設置を認め ら れた 由 内報があ
勺 た， 但し こ れが予算については今後の交渉に残 され
ている 。

2. 連絡委員会の構成及び運営
本委員会の設立 さ れ る ま での 準備の た め 中央気象台

荒川企画課長に世話役を委嘱す る こ と と し ， 又本会幹
事 と し て 気象台広野氏， 震研萩原氏 が あ た る こ と に な
っナこ 。

本委員 会 は地震予知問題に限 る か ど う か に就 き ， フ
ィ ー リ ー 中佐， 岡 田 ジ ョ セ フ 氏 l土地震問題一般を取扱

う よ う む め る と こ ろ があ っ た が， 一応各委員 は地震予
知 問題に限定す る こ と と し た 。
3. 地震予知観測及び研究計画
手口達委員 よ り 中央気象台に於げ る 本年度着手予定計

画 に つ い て松 代中央地震観測所の整備 と 地電流観測所
設置につ い て 報告があ っ た， つ い で荻原委員 よ り 次 の
如 き地震予知計画 の 犬綱が提案 さ れ， (1)全国水準測量
毎年 1 回実施， (2) 同 じ く 三角測量， (3)検潮所の完備及
び こ れ に 附随 し た地殻変動の 固定観測( 1 県 1 カ 所位〉
等 が挙げ ら れた， 次 い で今村委員 は水準測量 を地震予
知 に適合ず る よ う な地域に重点 を 置い て 施行す る よ う
希望を述べた， それ に よ っ て次回迄に震研及び今村委
員 に よ っ て 本 目 的 に対 す る ìßJJ量計画案を提 出 す る よ う
に と り き め ら れ た。

尚他の委員 よ り も 同様に地震予知に関す る 計画案を
提 出 す る よ う 求め ら れた。

4. 火山噴火予知観測研究計画
こ の研究につ い て も 本年に於て地震同様に と り 上げ

る こ と と な っ た。
5. 事務打合せ
本委員会に対す る 費用 に つ い て学研及び文部省科学

局 と 吏に交渉す る こ と ， 次回 の 会合は 8 月 29 日 金曜午
前 9 時に開催し次年度 の 計画書及び予算案を持寄 る こ
と と し た。

6. 出 席 者
和達， 井上， 鷺坂， 高橋(竜) ， 荻原， 坪井〔忠)， 永

田， 辻， 武藤， 奥尻 須田3 佐野， 今村， 大塚各委員
荒)1 [ ， 広野各技官， フ イ リ ー 中佐， オ ブ ラ イ エ ン 中

尉， 岡 田 ジ ョ セ フ 正光

昭和22年 8 月 29 日
第 1 団

地震予知研究連絡 委 員 会
議事録

中央気象台会議室に て 9 時 よ り 開催3 全委員22名 の
他に気象台 よ り 荒川技官， 吉松技官 (午前中 の み〉 広
野技官及び G H Q 天然、資源局 よ り 岡 田 ジ ョ セ フ 氏及び
経済科学局 よ り へ ン シ ョ ウ 氏( 1 時間位〉 が出席した。

和達委員世話人 と し て挨拶あ り 推 さ れて座長 と な り
議事 日 程に入 る 。 坪井委員 の動議に よ り 本委員会の 性
格に関 し討議があ り ， 続い て 委員会の会則案を討議修
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測 地 基 準 点 改 測 経 費 見 積 表

f乍 業 l- ! 」夫 (岩 波Ijよ | ;手 1 1 4 1 」夫 l LF 

正した。 次いで11時15分委員長及び幹事の選挙を行っ
た。 午後各機関お よ び今村委員 よ り 来年度の計画お よ
び経費に関する説明 あ り 5 時30分ーたん閉会す。 以後
小委員会 (委員 : 高橋， 大塚， 永田， 鷺坂， 佐野， 奥
田， 加藤， 佐々 ， 荒川 の諸氏〉 にて検潮所網整備に関
し協議 し， 一方委員長， 幹事長及び井上委員にて本委
員会の議事録を起草し， こ れを前記小委員 と と も に検
討し， その余は幹事一任 と な っ たが， 委員長， 幹事の
協議の結果本会議のみにて は未決定の事項が多いの で、
近 く 第 2 回会議開催の必要を認めた。散会は午後 8 時。

本委員会において協議 された事項を要約すれば次の
如 く であ る 。
1. 本委員会は会則に示す如き趣旨に よ っ て運営され

る べ き も のであ り 各機関の研究並びに事業を抑制jず
る も のではな く 緊急重要な る も のを選定し， その達
成に尽力す る も の であ る こ と を確認したい。

10， 000 (80) 

1 ， 000 (14) 

1 ， 000 (12) 

5， 000 (30) 

5， 000 (45) 

33， 000 (50) 

33， 000 (90) 
総点に対す
る 経費

4， 000万円

5， 213 グ

5， 103 グ

5 ， 560 11 

2， 165 1/ 

22， 803 グ

7， 656 グ

2. 選挙の結果， 委員長お よ び幹事は左の如 く 決定 し
Tこ。
委員長 和達清夫
幹 事 萩原尊礼 広野卓蔵

3. 会則を別紙の如 く 決定した。
4. 地震予知に関する施設運営研究に対 し て は次の如

き意見が纏っ た。
1 現在の所地形変動は地震予知に対し ， きわめて
重要な る も の と認め られ る か ら左の事実が速かに
実施 される こ と を希望する 。 なお別表は こ の 目 的
に対し今回委員会に各機関よ り 提出 された計画案
であ る 。

但し別表第 1 のみは小委員会において検討修正
された計画案であ る 。
( 1 ) 検潮所網の完備 〈別表第 1 )
(2 ) 菱形基線の新設お よ び定時演Ij定 〔別表第 2 )
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(3 )  異常地域の水準測量 〔別表第 3 )
(4) 地形変動の 固定連続観測 (別表第 4 )
(5 )  地形変動 の 応急観測 (別表第 5 )
( 日 ) 特別地域の水準並び に三角測量 (別表第 6 )

2 地磁気変化 の 測定は地震予知 に対 し 有力 と 思わ
れ る か ら 左記が試験的に実施 さ れ る こ と を希望す
る 。
( 1 ) 地磁気 の 固定 ま た は移動測定 〔別表第 7 )

3 次 の 如 き 研究 が本委員会に提 出 さ れた が地震予
知 に対 し 大 い に研究す る 必要があ る も の と 認め ら
れ る 。
( 1 ) 土地 の微震動 と 地震発生 と の 関係 (別表 第 4 )
(2 )  地殻 内 の 電気 的現象 と 地震 と の 関係 〔別表第

8 )  
4 現在 の と こ ろ 火 山噴火 の 予知 は火 山観測所 の 活

用 の 他に次 の ま口 き 方法に よ っ て実施す る こ と が適
当 と 認め る 。
( 1 ) 活休火 山 の 監視 (別表第 9 )
(2 ) 異変徴候 あ る と き の 応急処置 ( 同右〕

5 検潮， 測量そ の 他観測結果は中央部 〔適当 な る
棲関に設け る 〉 に刻 々 蒐集， 整理解析を 行い， 異
常を認め た る 場合 は関係各機関に通報し 応急措置
を取 ら せ る 。 中央部 の構成につ い て は未定であ る
が解析部面の 改良研究を為す為 の 一案が提 出 さ わし
た。 (別表10)

地震予知研究連絡委員会会 則

第 1 条 本 委 員 会 は， 地震予知研究連絡委員会 と 称
し ， 学術研究会議会長に直属す る 。

第 2 条 本委員会 は， 地震現象特に地震予測 (火 山 活
動 お よ び大 な る 地変を含む〕 に関 し之に関係 あ る 全
国 の研究お よ び事業機関 の 聞 の 連絡調整を 図 る 合 以
て 目 的 と す る 。

第 3 条 本委員 会 は， 前条 の 目 的を達成す る ため に必
要 な る 施設計画を 立案 し ， ま た関係主務官庁に意見
を 具 申 す る 。

第 4 条 本委員会は， 委員長 1 名， 委員30名 以 内 お よ
び幹事若干名 を 以 て こ れを組織す る 。

第 5 条 委員長お よ び幹事は， 委員中 よ り こ れを互選
す る 。 た だ し ， 幹事は必要 あ る と き は委員以外の者
の 中 か ら 委嘱す る こ と が出来 る 。 委員長に事故 が あ
る と き は， 委員長 の 指名す る 委員が， そ の 職務を代
理す る 。

第 6 条 会議 は， 委員長が必要 と 認め た と き， ま た は

名 称 ( 所 在 地 所 属

花 咲 北海道根室市 気象台
浦 河 北海道浦河市 11 

室 蘭 北海道室蘭市 I! 

/\ 戸 青森県八戸市 I! 

釜 石 岩手県釜石町 地理調査所

委員 5 名 以上の 申 請が あ る と き， こ れを招集す る 。
第 7 条 本委員 会 の 運用 につ い て は， 学術研究会議会

則 第 7 条 お よ び第 8 条の 科会ìこ関す る 条項を準用す
る 。 以上

(参考〉
学術研究会議会則

第 7 条 総会 は会員半数以上， 部長会は部長三分の二
以上， 部会 お よ び科会は部 お よ び科 に直属す る 会員
半数以上出席す る に あ ら ざれば議決を な す こ と を 得
ず。 議決 は 出 席者の過半数に よ る 。

第 8 条 総会 お よ び部長会 に あ り て は会長， 部長， 科
会 に あ り て は科 の 代表者夫 々 議長 と な る 。 議長は，
議決の数にかかわ ら ず。 ただ し可否同数 な る と き
は， 議長 こ れを決す。

別表第 1 検潮所絹 の 完備
地震研究所で検潮所網配布に対す る 計画案を提出 し

(外洋沿岸平均約 150粁置 き〕 な お気象台 の提案 も あ り
こ れを小委員会にて検討 し ， さ ら に 9 月 1 日 に も 再度
気象台に会合検討 し た 結果， 検潮所の位置は左の34箇
所に決定 し た。 内 ， 新設は10箇所で修理 ま た は器械 の
変更を要す所は六箇所 で あ る 。 器械 は ケ ル ビ ン型， あ
る い はア レ ス 製 フ ー ス 型等の よ う に倍率20 以上の も の
と す る 。 場所お よ び所属等に つ い て は次表参照。

こ れに要す る 費用 は次 の 通 り で あ る 。
1 . 検潮所新設箇所 10箇所

一般新設経費 795， 000円
気 象 台 系 4 箇所

計 3， 180， 000円
水 路 部 系 2 箇所

計 1， 590， 000円
地 理 調 査 所 4 箇所

2. 破損修理箇所 お よ び経費
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気 象 台 系 5 箇所
串 本 93， 000円
泊 津 75， 000円
鳥 羽 60， 000円
深 堀 50， 000円

計 278， 000円
水 路 部 系 2 筒所

東 京 20， 000円
佐 伯 20， 000円

計 40， 000同
地 理 調 査 所

器 械
リ シ ヤ ー ル

油 萱 20， 000円

名 備

器械 の 変更を要す
新設

ア レ ス 製 フ ー ス 型

考



鮎 ; I !  宮城県牡鹿郡 気象台
小 名 浜 福島県小名浜市 ノケ

�E 子 千葉県銚子市 11 

布 良 千葉県富崎町 I! 

東 京 東京都霊岸島 水路部
油 査 神奈川 県三浦三崎 地理調査所
八 丈 島 東京都八丈島 水路部
伊 東 静岡県田方郡片町 気象台
下 日 静岡 県賀茂郡 三井地球物理研究所
舞 坂 静岡県浜名郡舞坂町 /f 

，鳥 羽 三重県宇治山田市 /f 

串 本 和歌山県西牟婁郡 /f 

室 戸 高知県安芸郡室戸 気象台
須 崎 高知県高岡郡 水路部
土佐清水 高知県幡多郡 気象台
佐 イ白 大分県佐伯町 水路部
高田 島 宮崎県東臼杵郡細島 地理調査所
泊 津 宮崎県南中郡池津 気象台
鹿 児 島 鹿児島市 I! 

深 堀 長崎県長崎市 11 

南 風 泊 港湾局
外 ノ 滞 島根県浜田 市 気象台
境 鳥取県西伯郡 I! 

舞 在籍 京都市加佐郡 I! 

輪 島 石川県鳳至郡輪島町 地理調査所
新 潟 新潟県新潟市 気象台
沼 田 山形県飽海郡酒 田 水路部
岩 崎 青森県西津軽郡 気象台

樽 北海道小樽市 11 

稚 内 北海道宗谷郡 /f 

国 福井県 水路部

別表第 2 (菱形基線、 の 新設お よ び定時測定〉
地震研究所提 出 ・ 地理調査所の 実施を希望す

全国 (北海道を除 く ) 10 カ 所に菱形基線を設け (た
だ し既設の三鷹町に あ る も の を含む〕 基線長お よ び端
点、 の標高を 1 年数回精測す る

所要経費 4， 057， 250円
1 施設工事費 2， 983， 350円
2 経 常 費 1， 073， 900 円 J 人件費297， 600円

l作業費776， 300円
菱形基線場表 、

名称 | 位 置 11 名称 | 位 置

鶴見平 ! 青森県上北郡 11 饗庭野 | 滋賀県高島郡
塩野原 i 山形県最上郡 11 天神野 | 鳥取県東伯郡
須 坂 | 長野県上高井郡 11 西林村 | 徳島県阿波郡
三 鷹 | 東京都北多摩郡 11 久留米 | 福岡県御井郡

三方原 | 静岡県浜名郡 l 笠野原 ! 鹿児島県肝属郡| 岡 引佐郡 11 :s:z:.þJ I/j" I 

ただ し ， 三鷹の み既設

リ シ ャ ー ノレ 器械 の変更を要す
新設

ア レ ス 製 フ ー ス 型

新型 ケ ル ピ ン

修理を要す
F 

新設
ア レ ス 製 ア ー ス 型
1/ 
I! 
旧型 ケ ル ビ ン

流失。 修理を要す
新設
新設

新型 ケ ル ビ ン

修理を要す
ケ ル ビ ン

旧型 ケ ル ビ ン

ア レ ス 製 フ ー ス 型
!日型 ケ ル ピ ン 破損修理を要す

気象台 で管理
旧 型 ケ ル ビ ン

1/ 

新設
新設

ア レ ス 製 フ ー ス
ア レ ス 製 フ ー ス 建物 は地方港湾部に属す

新設
新設

別表第 3 (水準測量〉
同 百E

検潮結果知 ら れた地殻変動の 異常地域 の 1 等水準線
の再測を行 う

所要経費
人 件 費 357， 600円
作 業 費 3， 281， 540円

計 3， 639， 140円
別表第 4 (地形変動〉

中央気象台提出
μ) 傾斜計を全国12 カ 所に設置し こ れ と と も に観測所

近傍の水準点 の昇降を定期的に測量す る
新設 カ 所
浦河， 宮古， 石巻， 小名浜， 宮崎， 域 ケ 島， 浜松，

潮岬， 室戸， 高知， 土佐清水， 岐阜 計12 カ 所
所要経費

傾 斜 計 費 960， 000円
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測量器具費
消 耗 品
工 事 費
人 件 費

総 計

1， 020， 000円
2， 400， 000円
2， 400， 000円

660， 000円
7， 440， 000円

京都帝国大学提出
(ロ) 近畿地方地震予知計画 な る 題名 の下に次 の 如 き 計

画 案 が提 出 さ れた が こ れ は地震予知 の全般的計画 と
如何に調和 さ すべ き か第 1 回委員会 に お い て は未決
定 で あ っ た 。 かっ こ の 内 に は研究的 の も の も あ る が
本項に 関係 の あ る 所があ る か ら 一応 こ こ に掲げ る 。
1. 地形変動の定地観測所名 お よ び観測種 目 は次 の

通 り で あ る 。 (* 既設)
*阿武山 ゲ地震(徴) *地磁気 *地電流 重力〉
*上賀茂 (*地震 (徴:) *重力 *傾斜) *生駒 (*地
震 (徴)) *舞鶴 (地震 地磁気 地電流〉 伊賀上
野 (地震(徴)) *生野鉱山 (*傾斜 *歪) *逢坂
ト ン ネ ノレ ぴ傾斜 *歪〉 大原 (傾斜〉 本紀州鉱山

ぴ傾斜 *歪〕 大江山鉱山 (傾斜 歪〉 本安土 (*地
震(徴〉 地磁気 地電流〉 紀伊長嶋 (地震〉 紀
伊 白 浜 (地震〉

2. 深 い坑道 内 で の 地殻変動観測
既 設 損峰鉱山， 生野鉱山， 紀州鉱山， 細倉鉱

山
予定地 別子鉱山， 神 岡鉱山， 足尾鉱山， 飯盛鉱

山
所要経費

観 測 費
観測設備費

計

430， 000円
705， 000円

1， 135， 000円
計 1， 135， 000円

別表第 5 (地形変動の応急観測〉
地震研究所提 出

あ る 地域に地殻 の 異常的変動を認め た場合応急的に
観測を施行 し 地震発生予知 の 資料を得 る 。

所要経費
施 設 費 300， 000円
経 常 費 168， 000円
総 計 468. 000円

別表第 6 (特別地域の 水準並び に三角測量〉
収) 今村博士提 出一地理調査所の 実施を希望

全国 5 カ 所の地殻 の 弱線に沿 う 地域 に おけ る 三角
並び に水準測量。
所要経費 不詳

(ロ) 地震研究所提 出一地理調査所の実施を希望
三鷹町の菱形基線を囲む四 ツ (筑波山 ・ 鹿野山 ・
丹沢山 ・ 堂平山〉 の 1 等三角点 に お い て定期的に
角観測を 行 う 。
所要経費

施 設 費 400， 000円
経 常 費 I 人件費

l作業費

総

総 計

別表第 7 (地磁気 の 固定 ま た は移動観測)
東北帝国大学提 出

東北地方に起 る 大地撲の予知を地磁気 の観測に よ り
て 行 う 。
1. 地磁気に よ る 地震予知

毎月 1 回磁気観測班を東北地方24 カ 所に お い て 出
張観測を 行 う 。
観測場所

植田， 浪江， 仙台， 女)J I ， 気仙沼， 水沢， 盛岡，
宮古， 久慈， 野辺地， 弘前， 鯵 ケ 沢， 深浦， 能
代， 秋田， 角館， 横手， 新庄， 山形， 米沢， 村
上， 熱海， 酒 田， 本荘

所要経費
人件費 300， 000円
旅 費 800， 000円
臨時費 (器械製作 3 組) 100， 000円
総 計 480， 000円

2. 地震予知 の た め の磁気観測所設備費
設置場所

女)1 1 (既設〕 浅虫 (新設〉
所要経費

経 常 費 100， 000円
臨 時 費 150， 000円

別表第 8 (地殻 内 の電気的現象〕
東京帝国大学地球物理教室提 出

土地の電気抵抗変化 は大地震の発生 と 関係 が あ る と
認め ら れ る か ら そ の観測を実施 し た い 。

所要経費 約 270， 000円
別表第 9 (火 山〉

地震研究所提 出
分担を定め て 活休火 山 (44 カ 所〉 を監視 し 異常を認

め た場合 に は各機関協力 し て 臨時観測涯を組織 し て そ
の 活動状況の推移を調査す る 。

こ れに 関す る 地震研究所 の み の 経費は次 の 通 り で あ
る 。
( 1 ) 監視に関す る 経費

人 件 費 66， 000円
消耗品役務費其他 45， 000円
総 計 111 ， 000円

(2) 臨時観測班に要す る 経費
施設費 ・ 器械費 212， 000円
旅費 ・ 役務費 ソ ノ 他 128， 000円
計 340， 000円

別表第10 (中央部〉
地震研究所提 出

各機関 よ り 集中す る 資料 の 解析研究を行い適切 な る
処置を と る よ う に 中央部を設け る 。

所要経費 250， 000円
施 設 費 110， 000円

器 械 費 35， 000円
雑機材費 75， 000円

経常費 (技官 2 級 1 名 3 級 1 名 雇員 2 名〉
人 件 費 90， 000円
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消耗品費
旅 費
役 務 費

昭和22年 9 月 3 日
参考書類

10， 000円
10， 000円
30， 000円

本委員会に関 し G ・ H . Q にお い て な さ れた
会合につ い て

天然資源局岡 田 ジ ョ セ フ 氏が関係各方面に本委員会
につ き 紹介説明 を なすか ら と 言 う の で、それ の 準備 と し
て 2 日 主 と し て荻原氏が岡 田氏 に予算の 説 明 を な し
た。 翌 3 日 11 時 よ り 12時半 ま で G . H . Q (三菱商事
ピ、ル〕 に て 之に関 し N R S 主催の会合が あ っ た。
出席者 は

岡 田 ジ ョ セ フ 氏 天然資源局 (NRS)

検潮儀復旧並びに新設ケ所図

! 、 0 1111I'.i 

へ ン シ ョ ウ 博士
ア バ デ ィ ー ン博士(嬢〉
シ ー ウ ェ ィ ド大佐

経済科学局 (ESS)
土木局 (QCE) 
水路局 (Chief B .U. S. 

Hydro Bu.) 
オ ブ ラ イ ェ ン少尉 43気象隊
萩原教授 地震研究所
広野技官 気象台
岡 田民本委員会の成立 の 経緯か ら 予算 の詳細 (別紙

議事録添附の も の〉 に到 る ま でを説明す， そ の 後で多
少の議論あ り ， 12時半に終 る 後岡 田氏 よ り われわれ 2
名 の 幹事に各 出 席者 の 意見に つ き説明あ り ， こ れを 要
約すれば次の 如 く であ る 。
1 . 日 本の全研究費はわずか 1 億 5 千万円 であ る か ら

委員会 と し て斯様な膨大予算を 出 し で も 科学研究費
と し て は遇 ら な い， ただ 中央 の解析綜合す る 機 関 の

nF二十

:10-
t:w' 
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設置予算は委員会 と し て請求す る こ と が ゆ る さ れ る
か も 知れ な い 。

1 . 本委員会の設立の 主 旨 を 日 本政府に対 し NRS よ
り メ モ ラ ン ダ ム を 出す予定。

1 .  各機関 の 予算は委員会 と は なれて各機関 で別個に
出 す こ と 。

1 .  た だ し 地理調査所 と 水路部は 目 下非常に忙 し い し
測量の機械 も な い か ら ， かか る 大 じかけ な事業はや
れ な い が ， 併 し は っ き り 異変が分 っ て い て 緊急調査
を要する 場合は， 現在の 施設 と 人員 で援助す る こ と
が ゆ る さ れ る であ ろ う 。

昭和22年 9 月 29 日

第2 団

地震予知研究連絡委員会
議事録

学術研究会議会議室に て午前10時開会 (大塚 ・ 佐野
荷委員欠席〉

先ず委員長 よ り 9 月 3 日 G ・ H . Q にお い て な さ れ
た会合の結果， 新規予算は望みがないか ら研究 ・ 連絡
方法を討議す る こ と を提案 さ れた。 次 い で萩原幹事 よ
り 前記会合につ き説明あ り ， 中央部機関設置 の 件は，
G . H ・ Q の 代表が賛成 であ り ， ま たそ の 予算を請求

1 30' 1 :.lIf 140・

傾斜計観測網及び菱形基線設置場所/ 
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す る こ と が許 さ れ る か も 知れな い点を注意す。 委員長
こ れに基づ き 中央部に関す る 討議を行 う こ と を提案次
の 如 く 決議 し た 。
1 .  中央部に関す る 件
( 1 ) 中央部設置は満場}致賛成す る 。
， (2) 中央部の 性格に関 し， 種 々 論議 さ れたが， 結局

先づ中央部で， 各機関か ら集ま る 報告を如何に処
理す る かを検討す る 。 た め に左記の事項に従 っ て
適宜雛形を， 次 回 に持ち寄 る 事。
仔) 期間一昭和22年 6 月 の も の (都合に よ り 任意

の 月 も 可〉
〈ロ) 資料ー検潮儀記録は

① 日 平均値。
② デ ー タ ム の 高 さ 10 日 に一度。
③海水温度 日 平均値 ま た は定時 1 聞 の値。
傾斜計は
① そ の 日 を代表す る 値， 感度を明記す る こ と 。
地震計は
①小区域以上の地震につ き ， 発震時， 震 央 深

さ ， 最強震度 と 場所。
②頻発地震。
③地域別有感覚地震回数。
④気象台以外は異常あ り た る 場合を報告す る 。
地磁気地電流は
① 日 平均値 ま たは 1 日 の 代表時値。
②異常。
天文台は， レ ベ ル と 方位角 につ き ， 地理調査所

は最近 の 改測 の 結果を ま た水路部は別に適 当 な も
の を提 出 す る こ と 。
付 資料の 形式は従来各所で行 っ て い る 型で も 良

いが， も し将来 の理想案， あ る い は他所に対す
る 希望 も あ れ ば， そ れ も 添 え る 。

倒 ー 今村委員 よ り 発言あ り ， 長期地震予報の資料 と
し て ， 大 日 本地震資料の 編纂を行 っ て い る が， 今
資金 の 関係 で 3 巻以後の 出版が停止 し て い る 。 中
央部が 出来た暁には， こ の 出版を取上げて も ら い
たい 。 費用 は約 4 - 5 万 円 であ る 。 こ の外に文献
索引をつけた， やや簡単な も の お よ び， 表の形に
な っ た も の も 原稿が出来上 っ て い て， それぞれ 2
- 3 万お よ び 4 - 5 万 円 の 費用がかか る 。 ど ち ら
で も よ いか ら 出版 し て も ら いたい， 主 の発言が あ
っ た。 こ れに対 し 満場その主旨に賛成 した。

そ の 他議論 さ れた事項は次の 通 り であ る 。
2. 地震等に 関 し 委員 で あ る な し に拘 ら ず， 新聞等に

発表 し た意見につい て は委員会は抑制す・ る 意志はな
い 。 た だ し 有意義 と 認めた場合には， 積極的に調
査， ま たは協力す る 。

3. 委員会は原則 と し て公開す る が， 必要あ る 場合は
会議途中 と い え ど も 随時非公開 と す る 。

4. 各機関 の 設備お よ び機械 (現在働い て い る も の ，
予備 の も の， お よ び遊休の も の〉 全部の 目録を次回
で持ち よ る こ と 。

5. 次 回は来 る 11月 11 日 (火曜〉 学土践に て 開催。

6 .  次 回は主 と し て地震予知に関す る技術的な討論会
を行 う こ と と し， 次 の 如 く 予定さ れた。
地磁気論 (加藤委員〉 地殻変動批判 〈宮部委員〉
ロ ン パ ス の 話 (坪井委員〉 地形変動につい て (奥
田委員〉 そ の 他。

7. 水路部佐野委員に代 り ， 水路部 (理博〉 田 山利三
郎氏の委員 と な る こ と ， 須 田委員 よ り 申 し入れあ り
満場承認す る 。

昭和22年11月 11 日

第
3

団

以 上

地震予知研究連絡委 員 会
議事録

(学術研究会議を第一会議室， 午前 9 時半開会， 長
谷J 1 1 ， 武藤両委員欠席， 今村， 大塚両委員早退， G
H Q 岡 田氏 出席〉
前 回 の 申 し 合せ に よ り ， 各機関 よ り 中央部に提出す

べ き報告の 雛型お よ び観測機械類の型録につ き 次 の 順
序 で説明が あ っ た。 す な わ ち ， 地震研究所， 中央気象
台， 東京大地球物理学教室， 東北大向 山観測所お よ び
地球物理学教室， 地理調査所， 名 古屋大， 水沢緯度観
測所， 水路部， 京都大 (別紙参照， ただ し ， 中央気象
台 の 分お よ び加藤委員 よ り 提 出 の 観測材料は配布済な
れ ば こ れを省 く 。〉

中央部設立に関す る G H Q の意 向 は， 直接 の 覚書 き
は な いが， 前回議事録で明瞭であ る か ら ， 速かに， そ
の 予算に関す る 具体案を作成 し学研に提 出 す る こ と を
委員長お よ び幹事に一任 し， 次回におい て そ の説明 を
な す こ と に決定 した。 さ ら に， 中央部が 出 来 る ま で暫
定措置 と し て ， さ し あ た り 中央気象台地震課に て 中央
部 の 事務を処理す る こ と と な っ た。 すなわち， 各機関
は毎 日 の 観測報告を， 翌月 末 日 ま でに中央気象台地震
課宛に50部発送す る 。 ただ し用紙は藁判紙大 (あ る い
は そ の 半分〉 で， 横書 き に し ， 二つ折 り に し て左緩 じ
に な る よ う に字配 り す る 。 地震課では受取を必 ず 出
し ， こ れ を ま と め て遅 く も 同 8 日 に各機関に発送す
る 。 なお， 観測報告は11月 の 分 よ り 試験的に開始 し ，
来年 1 月 よ り は毎月 定 ま っ た方式 に よ り 実施す る 。

(以上午前の 部〉
午後 よ り 地磁気論 (加藤委員〉 地殻変動批判 (宮部

委員〉 ロ ン パ ス の 話 (坪井委員〉 地形変動 に つ い て
(奥田委員〉 の 話 あ り ， 次回は 1 月 下旬 と し ， 吉松臨

時委員 の地電流 の 話， 萩原委員 の傾斜計お よ び傾斡観
測， 佐 々 委員 の 伸縮計お よ び伸縮観測の 話を願 う こ と
と した。 ま た坪井委員 の 提案に よ り ， 地理調査所長に
三鷹 の ロ ン パ ス の 測量を 出来 る だけ最近に施行 し て 頂
き たい と 本会 よ り 依頼す る こ と を決議 し 4 時散会， な
お こ の依頼状は委員長名 に て11月 日 に発送 し た 。

- 157 -



昭和22年12月 19 日

第
4

回

臨 時 地震予知研究連絡

委 員 会議事録

1 . 地震研究所会議室 午前10時開会一午後 2 時閉会
1 . 佐 々 ， 中村， 池 田 ， 武藤， 奥田， 辻， 今村， 大

塚各委員欠席。 他に地震研究所河森， 岸上， 表各博
士， 地理調査所山 口 博士， G . H . Q 岡 田 ジ ョ セ フ 氏
等出席。

( 1 ) 本臨時委員会は佐 々 教授を中心に同教授 の 発表
し た京 阪神地方大地震警告の基にな っ た逢坂 山 の
伸縮計観測につ い て討議す る 筈であ っ たが， 同 教
授都合に よ り 欠席の ため広野幹事代 っ て佐 々 氏 の
装置お よ び観測結果の概略を紹介 し ， 次い で こ の
問題を 回 り 地震予知の 可能性お よ び発表型式， 特
に科学的因果関係が明確でな く と も ， 統計的結果
か ら判 断 し てすなわち確率か ら地震予知警告を 発
表す る の は妥当 であ る か ど う か と い う 問題につ き
議論沸騰 し ， 結論が得 ら れな か っ た。

1 .  和達委員長提案一今後個人的に地震予知あ る い は
警告を発表す る 時には委員会に連絡を と る こ と 。
決議ー別 に こ れに対 し て賛否は決め ら れな か っ た。

1 . 加藤委員提案一委員会を挙げて京都の 観測を応援
す る こ と 。
決議一必要な し 。
理 由 一現在の 学問 の 段階では例え数年かか っ て何か

が 分 っ た と し て も 地震予知は出来な い 。
1 .  和達委員長提案 地震予知の 白 書 の よ う な も の を

出 し て 予知問題の現状を一般に知 ら せ る こ と 。
決議一必要な し。
理 由 一現在何を委員会が言 っ て も ， 新聞を喜ばせ人

心の 動揺を倍加す る の み であ る 。 和達委員長
の 都合に よ り 個人 と し て意見を発表す る の は
自 由 であ る 。

1 .  G . H . Q に 出 す委員会の報告書につ い て は 「地震
予知研究の 方針」 な る 題で委員長お よ び幹事長が草
稿を書 き ， 各委員 に送付 し， そ の 内容を次の 委員会
で討議す る こ と にな っ た。 な お ， 先 き の 委員会 で問
題に な っ た 中央部設立の件につい て ， は じめ 本委員
会を特別委員会にな し ， そ の 予算 に て設立 し よ う と
言十 っ たが特別委員会の 性質上， それは不可能にな る
事が分 っ たの で， 特別委員会はやめて， 本会はそ の
ま ま 存続 し そ の 代 り ， そ の 予算を持た な い所を補 っ
て ， 本委員会の全委員を メ ン バ ー と す る 一つ の 研究
班を組織 し ， 申請す る こ と と な っ た。 概略の 予算は
15万 円 であ る 。 な お， 申請期 日 が さ しせ ま っ て い る
の で， 各委員 の 研究課題お よ び手続 き は在京委員 に
一任す る こ と に な っ た。

昭和23年 1 月 22 日

第5 田

議事

地震予知研究連絡委 員 会

議 事 録

於学術研究会議第 2 部会議室
津屋， 長谷川 ， 大塚各委員欠席
柿陣地磁気観測所吉松技官， G H Q 岡 田 þ'
ヨ セ フ 氏 出席， 他に地震研究所河角 ， 表博
士， 地理調査所山 口 博土等 8 名 ， 新 聞記者
等 7 ， 8 名 の 傍聴者 あ り 。

9 時半開会， 直 ち に講演に入 る 。 先ず柿岡地震磁気
観測所吉松技官の地電流の話が あ っ た。 次い で佐 々 委
員 の伸縮計 の 話 あ り ， そ の 際問委員が京阪地方に対 し
て 発 し た警告に言及 し た。 す な わ ち ①逢坂山 ト ン ネ ル
内 の伸縮計観測の 異常， ②微動計観測の異常， ③上野
市井戸水の 異常等の現象が京阪地方に地震の 起 る 可能
性を増加 した点を指摘す， な お警告は地震が起 る 可能
性が大 き い こ と だけ を 言 っ た の で大地震襲来の 予報を
し た の では な い こ と を 言 明 す， 終 っ て昼食す。

午後は非公開 と し て 1 時再開す， ま ず委員長 よ り 提
案あ っ て 一同起立， 威儀を正 し て故今村委員 の逝去を
いたみ黙薦を捧げ る 。 終 っ て更に委員長 よ り 今村家に
対 し 弔辞を送 る こ と (委員長に一任〉 お よ び今村博士
が嘗 っ て， そ の 希望を述べ ら れた増訂大 日 本地震史料
を 出版す る こ と を提案 し ， 満場一致賛成す， 次 い で荻
原委員か ら傾斡計 の 話が あ っ た。 終 っ て前回臨時委員
会にお い て 申 し合せた G H Q に提出す る 委員 会 の 予知
問題に関す る 報告につ い て は ， 先に委員長 の 手下に て
草稿を作成 し プ リ ン ト に し て各委員に発送 し て あ っ た
も の お よ び更に宮部委員に よ る 一部改正案につ き 審議
す る こ と と な っ た。 し か る に 中村委員 よ り 内 容が

1 .  地震予知問題に対 し消極的であ る 。
2 .  個人の 研究を圧迫す る 。
3 .  発言の 自 由 を拘束す る 。

と い う 点、 で異議あ り ， ま た一方坪井委員 は予知発表は
科学的に厳密な も の でな く て は な ら な い と 主張 し ， そ
の 他 の 委員 も ， それぞれ異 る 意見が あ り 委員会 と し て
意見を ま と め る こ と が 困難に な っ た。 ま た委員長は一
委員資格 で委員会の さ ま ざ ま の 異論を説明 し で は と 提
案 したが， こ れ も 賛否両論 で ま と ま ら な か っ た。 そ こ
で同席の G H Q の 岡 田 氏に対 し ， 委員会の報告な る も
の が， G H Q にお い て如何な る 価値を有す る か を ただ
した所， さ し て重要な る 意味を持 っ て い な い し， かつ
佐 々 博土 の 問題 も 単な る 警告 であ る こ と が判 明 し た の
で， 意見書を 取 り やめ に し か か る 委員会の実情を本部
に取 り つがれ る 様， 岡 田氏に依頼 し て ， プ リ ン ト を審
議す る こ と な く こ の 問題はけ り がついた。

次 ぎ に委員長 よ り 中央部の こ と ， 気象台 で予算を と
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氏 名 | 官 職 | 現 住 所 (電 話〉 担 当 機 関 所 在 地

和達 清夫 I 運輸技官 I 千代 田 区竹平町中央気象A口 官舎 〔丸
269
ノ
0)

内 I 千代 田区大手町 中央気象台

井上 宇胤 | 運輸技官 | 中野区鷺宮 5 のm ( 千代 田 区大手町 中央気象台

鷺坂 清信 | 運輸技官 ! 千代田 区代官町 1 中央気象台官舎 ! 千代田 区大手町 中央気象台

高橋龍太郎 | 文部教官 | 目 黒区上 目 黒 4 の 幻 | 文京区 東京大学地震研究所 | 津屋弘達

津屋 弘達 [ 文部教官 l l 文京区 東京大学地震研究所 | 津屋弘達

萩原 尊字L I 文部教官 | 横浜市磯子区富岡 町 2032 同 上

坪井 忠二 I 文
東大

部教
教授

官 I 文京区動坂町 327 (仰
方く国 武 | 文部教官 | 千葉市黒砂町 包1 | 文京区 東京大学理学部 ! 岡 田 要

辻 光之助 l 文部教官 l 東京都下三鷹町 東京天文台官舎 | 東京都下三鷹町 東京天文台 | 萩原雄祐

長谷川万吉 | 文部教官 | | 京都市吉田 町 京都大学理学部 | 荒勝文策

佐 々 憲三 | 文部教官 | 京都市上京区紫竹下高方町 41 | 京都市吉田 町 京都大学理学部 | 荒勝文策

盟門太郎 | 文部教宮 [ 仙台市北六番町 却 | 仙 台市片平町 東北大学理学部 | 高橋純一

撒 愛雄 | 文部教官 | 仙台市石名坂 46 | 仙台市片平町 東北大学理学部 | 高橋純一

池田 徹郎 | 文部教官 | 岩手県謄沢郡水沢町 緯度観測所官舎 | 岩手県謄沢郡水沢町緯度観測所 | 池 田 徹郎

)[買) 1 1 力 | 文部技官 | 同 上 上

武藤 勝彦 | 総理霊官 | 世田谷区世田谷 4 の 665 | 千葉市 ! 武藤勝彦

奥田 豊三 | 同 上 | 千葉市黒砂町 担 [ 千葉市

須 田 院次 | 運輸技官 | 中央区築地五丁 目 水路部構内 i 中央区築地五丁 目 水路部 | 須 田 焼次

田 山利三郎 l 理器 | 中央区築地五 水路部構内 上

宮部 直己 | 文部教官 | 愛知県碧海郡新川町東山 区 41 | 名 古屋市千種区不老町 | 田村春吉

大塚弥之助 i 要奇襲警 ! 館山市楠見 703 (館山 538) I 謡史学理学部地質学教室 i 岡 田 要

っ て新設す る の は難色あ り ， そ の 代 り ，
1 .  本委員会の全委員 よ り な る 研究班を学研に 申請

し ， そ の 予算 で運営 しTこい こ と 。
2 .  学研会長 お よ び 同第 l 部長に了解ずみ な る こ

と 。
3 .  地震研究所， 気象台 で 5 万円宛を予定 (研究班

組織 プ リ ン ト 参照〉 し た の で， こ れを 中央部の経
費 に し たい こ と 。

4.  他の委員の分は こ れを連絡費， そ の 他に使用 し
て も ら いた い こ と を説明す，

更に坪井氏 よ り 研究費査定に関す る 立入 っ た話があ
っ Tニ。

地震予知研究班

次 ぎ に中央部報告 と し て11月 号が配布 さ れ説明 さ れ
た (気象台， 水路部， 地理調査所， 京都大学， 東京天
文台の 分)

最後に G H Q 岡 田氏 よ り 刊行物 の 外 国 向 け郵便が比
較的簡単に出来 る よ う に な っ た と の説明 が あ っ た。

次 回 は 4 月 上旬開催の 予定でその 際，
活断層 (activE' Fault) につい て

東京高師教授 花井重次氏 〈津 田， 回 山委員推薦〉
地震験測誤差につ い て 広野幹事
大地震の余波につ い て そ の 他 井上委員
三浦半島 の水準測量 奥田委員

等が講演 さ れ る こ と と な っ た。 午後 4 時散会 し た 。

第一部研究班員 名 簿
昭和23年 2 月 末作製

ny

 

Fhυ

 



昭和23年 4 月 15 日

第 6 団

地震予 知研究連絡委員 会
議 事 録

於 学術研究会議第 1 会議室
長谷川， 佐 々 ， 池田各委員欠席
他に河角博士等 6 名 傍聴

9 時半開会， 直 ち に講演にはい り 午前中に次の 2 講
演が あ っ た。
1 .  活断属 につ い て 東京高師教授 花井重次氏

歴史時代 に 出 来た断層 は勿論， そ う でな く と も 凹
地， 波状地， ケ ル ン バ ッ ト ， ス リ ツ ケ サ イ ド が み ら
れ る 極め て若い断層 を活断層 と い う ， こ れにつ き 多
く の実例を挙げて説明す， ま た こ れが再活動 を な す
に都合の 良 い条件を説明 し た 。

終 っ て活断層 と い う 術語の妥当性につ き大塚， 中
村委員 の応酬が あ っ たが き ま ら な か っ た。

2 .  三鷹 ロ ン パ ス 再測お よ び三浦半島 の 測量結果の報
告 奥田委員
付) 三鷹村基線測量概要

期 日 昭和23年 3 月 15 日 � 4 月 7 日 〔結果〉
(1) 各辺長 と も に18年度 の {置に比 し殆ん ど変化を

み ら れ な い 。
( 2 )  面積変化 も JSjS の 値に殆 ど変化はみ ら れ な

し 、 。
(3) 傾斜変化， 各年の 傾斜変動は約 2 秒の 変動を

も つ の で今 回 の 18年に比す る 変化 も ま ず著 し い
も の と 言 え ぬ 。 ま た系統的に変化 し て い る こ と
も 認め ら れ な い 。

(ロ) 三浦半島水準測量概要
期 日 昭和22年12月 1 日 �30 日

測量区域 自 藤沢市 至油霊験潮場固定点 (結
果〉 昭和19年度 (10月 〕 の 測量結果 と 比較 し て藤
沢市に比 し油査で53. 4粍洗下す。 傾斜量にす る と
(1 )0 . 45秒 であ る 。 かつ半島全体は殆 ん ど南北方向
に直線状に傾い て い る 。 関東震災以後平均 3 年毎
の 観測結果か ら 大勢 と し て 油壷は南下 り を みせて
い る が 今 回 の 変動は今 ま でに比 し可成大 き な南下
り の傾斜を みせて い る 。

な お他に 2 つ の 講演が約束 さ れ て い たが， 都合に よ
り 次回に廻す こ と にな っ た。

次回 は 6 月 上旬 に 定 め て 12持散会す。

昭和23年 6 月 9 日

第 7 団

地震予 知 研究連絡委 員会

議事録

於 国立博物館別館小講演室
欠席者 佐 々 ， 池 田 ， 武藤， 奥田， 大塚各委員
傍 聴 河角博士， 岡 田 ジ ョ セ フ 氏等

9 時半開会直 ち に講演に は い り 午前中に次の 2 講演
が あ っ た。
1 .  地震験測の誤差につい て 広野幹事

μ)不注意誤差一昭和22年 3 月 の地震報告数2259中 1
日 誤 り 21 ， 数時間誤 り 77， 数10分誤 り 31， 数分誤 り
32であ っ た。 こ れはたやす く 発見 さ れ訂正 さ れた。
(ロ)読取誤差- 2 � 3 の 例につ き 12名 読取 の 結果 タ イ
ム チ ッ ク 聞の 読取誤差 ( 土 )0. 3秒， タ イ ム チ ッ ク ip
問 ( 土) 0. 3秒�0. 5秒， 付機械誤差ー ド ラ ム の不均一
回転に よ る ， 相次 ぐ タ イ ム チ ッ ク l 分の 長 さ の 変化
最大 ( :1: ) 3 秒 (一方を規準 と す る 〉
委員会の意見 部分的な誤差でな く 各人に実際の発

震時を 算 出 さ せ て みた ら よ い で あ ろ う 。
2. 大地震 の 余波につい て 井上委員

大地震が あ っ た所 と 時 と 原点に と る と ， その後に
起 る 顕著以上の地震は T ム ダ イ ヤ グ ラ フ で 4 本の 曲
線 の 上に の る ， す な わ ち大地震の 影響が 4 つ の 波 の
如 く な っ て拡が る こ と を意味す る 。 こ の速度を基に
し て ， 第 1 級の大地震の後に起 る べ き 第 2 級の 大地
震 の 位置 と 時間 と を発見す る こ と が 出来 る 。 そ の 思
想は本震が起る 2 ， 3 年前に既に 同 じ場所か ら圧力
波が 出 て い る はず であ る 。 す な わ ち圧力波が 出 た場
所 と 時が発見 さ れ る と ， そ こ で 2. 5 年後に本震が起
る こ と に な る 。
委員会の 意見ー最近の資料だけ で考えた結果であ る

か ら ， な お過去の材料を用い充分検討 し て も ら い
たい。 午後委員長 よ り ど こ かせ ま い 区域を選定 し
各機関集中 し て観測 し て は ど う か と 提案あ り ， 全
員賛成す。

なお場所 と し て は三浦半島城 ケ 島 と き ま っ た。
ま た次 回委員会の後に， そ の 場所を見学す る ため
エ ク ス カ ー シ ョ ン を行 う こ と に な っ た。

坪井委員 よ り ， 松沢武雄教授， 御病気全快 さ れたか
ら 本委員会の委員にな っ て頂 く こ と を提案一ー全会一
致賛成す。 手続は幹事お よ び学研にて行 う 。

地震予知研究班の 要求予算22万 円 に関 し ， 10万 円 が
査定 さ れた。 そ の 内訳は

気象台 2 万。 東 大 1 万。 東北大 1 万。
震 研 2 万 5 千。 名 古屋 1 万。 水 沢 1 万。
天文台 ・ 水路部 ・ 地理調査所各 々 零 であ る 。

申請題 目 は各別 々 であ っ たが一括 し て (地震予知に
関する 基本的研究〉 と い う こ と に な っ た。

な お次 回 は 7 月 24 日 (土曜 日 〉 に開催， 続い て25 日
に有志の城ケ 島見学が行われ る はず。

次 回 の 講演予定は
1. 関東大地震以後の三浦半島 の地殻変動につ い て

…… ・ ・原 田 美道
2. 最近の浅間 山活動状況につ い て … 一水上 武
3. 題未定 ・ … - … ・ ・………・… . . . . ・ H ・ . .高橋龍太郎

以 上
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昭和23年 7 月 24 日

第 8 団

地震予知研究連絡委員会
議事録

1 .  会場 於 日 本学士院第 1 部会室
2. 出席 全委員 出 席 (松沢武雄新委員初出席〉 お よ

び熊谷測候所長鈴木英劫， 秩父観測所長伊
丹喜逸。 地震研究所河角広 の 諸氏お よ びそ
の 他 2 名 出席

(l) 午前中 は非公開 と し て井上委員 の 予知法を検討す
る こ と に な っ た。 ま ず広野幹事は， 気象台地震諜に
お い て 行 っ た井上法の検討結果を説 明 した。 そ の 要
旨は 関東大地震以後の 20 ケ の大地震の各 々 につ き ，
地震の起 っ た所 と 時を 原 点 と し， 横を震央距離，
700 粁 ま で， 縦軸は前後各 900 日 間に と っ た グ ラ フ
の 上に顕著地震を記入 し， 地震後お よ び前に， 井上
博士が決めた 4 本 の 抱物線 と 1 本 の 直線 と ， どの位
に こ れ ら の 点が 来 る かを調べた。 グ ラ フ の面積を上
の 5 本の線か ら 幅 5 粍， 1 糎， 2 纏… … ・ ・ ・ と 帯に分け
各帯に落ちた点の数に 1 0. 0833 II 1 .  0833 ill4 . 1833 
IV16. 0833 \125. 0833 を乗 じ て 加 えた も の を全体の
数で割 っ た も の を計算す る 。 も し地震が一様な分布
で一定の 時間間隔で起 る も の と す る と ， こ の数字は
1. 559 (数252) に な る 。 各大地震につ い てそれが起
っ て か ら 後 の 部分につ い て計算 し， 20 ケ の地震につ
い て ， そ の 平均を と る と 1 . 345， そ の 前に つ い てす
な わち地震群が原点、に収殺す る と 仮定 し た と き には
平均値は 1 . 431 と な り ， 前後を平均す る と 1 . 388 と
な る 。 次に時の原点を 200 日 前にず ら し て， そ の 前
の 部分につ き 同様の計算をす る と 1 . 543 と な っ た。
次に今ま で地震の 超 ら な か っ た清水越 と 飛弾 と を 中
心 に し て勝手 な 時各 4 回につ い て ， そ の 前を計算 し
た所が平均 1 . 247 お よ び 1 . 103 と な っ てか な り 少な
い値 と な っ た。 最後に秩父だ けを 6 回ゃ っ た結果は
①2. 399 (大15. 6. 15) ②1 . 256 (昭3. 9 . 10) ③0. 824
〔西埼玉地震昭6. 9. 21) ③1 . 532(昭7. 7 . 10) ⑤2. 194
〔昭10. 6 . 15) ⑥0. 891 (現在昭23. 8 . 30) と な っ た。
結果 と し て は全国的に み る と ， 井上曲線は よ く 合 う
と い え な い 。 しか し秩父の 例にみ ら れ る よ う に， 土
地に よ っ て癖が あ る か も 知れな し 、か ら ， こ の 点はな
お研討の余地が あ る 。

そ の 後 で， 遅参 し た井上委員 よ り 改め て簡単な説
明 が あ っ た後， 委員長 よ り 各委員の上法に対す る 意見
をただ した。

永 田 ， r可角， 須 田 ， 田 山， 松沢， 坪井， 井上， 高橋
氏一一予知法 と し て ， 統計的な方法は良い と 思 う けれ
ど， 井上法の価値を決定す る には更に多 く の地震を研

討す る 必要が あ る 。 井上氏 の大地震の 影響が波 の よ う
に伝わ る と い う 考えは賛成 で ま たや っ て み る こ と は価

値が あ る と 思 う が， し か し予知問題に関係づけ る 何 も
の も な い 。 坪井氏が反対 し て く れ る こ と に は感謝 し て
い る 。 方法の 欠点を 自 分が言 っ たの では新聞記者は満
足 し な い 。

武 藤 、コ ャ ー ナ リ ズ ム の誤解を受け易いか ら新聞記
者 と の話は注意す る よ う に した い 。

佐 々 新聞記者 の 思 う よ う に な る か ら 記事を取 ら れ
な い よ う に した い 。

和達 新聞は 自 分で書いた も の を載せ る よ う にすれ
ば良い 。

萩原， 鷺坂 予知の 根拠はな い 。 し か し ， こ れに落
胆す る こ と な く 研究に励ん で も ら い た い 。

中村 こ の機会を利用 し て 当局 に建議 し 古い像を直
さ せて は如何。

須川 地震予知 よ り も 一般の啓蒙に力を入れては如
何。

辻 新関連合 と い う の が あ っ て 間違 っ た記事が あ っ
た ら ， そ こ に抗議す る こ と が 出来 る 。 そ の 他今回の井
上問題に 関 し， 非公 開 の 委員会で、話 さ れた事柄を部外
に漏 ら す こ と の是非につ い て 坪井委員 を 中 心 と し て討
論が行われたが結局各人の良心に訴 え て判断 し た ら 良
し 、 こ と iこ な っ 7ニ。

次い で委員長は井上説に関す る 部外発表文を起草 し
黒板に 自 ら 書 き ， こ れを全委員が校正 し， 他方井上委
員 は 自 分の意見を書いた。 こ れ ら を取 り ま と め12時過
ぎ委員長は委員会お よ び井上氏を代表 し て ， 各新 聞記
者等に左記の 通 り 発表 し ， かつ質問に応 じた。
〔井上氏発表文〉

1 . 地震予想に対す る 私 の 着想を統計法を充分吟味す
る こ と な く 不用意に発表 し て ， 世間を無用 にお騒せ
した こ と は 申訳 な い と 思 え ま す。

1 . 秩父地震説 と し て伝 え ら れた事に つ い て はそ の 後
私 の 着想を検討 の 結果特に岡地方に地震が起 る と い
う 何等の根拠を認め得な い こ と と な っ た。

1 .  関係方面に無用 の 心配をおかげ致 し ま した事を遺
憾に思い ま す。 今後は充分な注意を致 し研究に専念
致 したし 、 と 心に期 し て お り ま す。
昭和23年 7 月 24 日

井 上 字 胤
〔委員会発表文〉

井上委員 自 身 の 意見が今 日 は っ き り 表明 さ れ， それ
に よ れば同委員 の 統計方法は地震予想 に ， それ程有力
な も の でな く 委員会 も こ れを認めた。 こ れに よ っ て委
員 会 と し て， こ の 問題につ い て 改 め て 意見を発表す る
こ と は な い と 思 う が， こ の機会に次の こ と を 附言 し て
お き たい。
1 .  言 う ま で も な く わが国 に は大地震の 危険度が あ る

の であ る か ら ， 充分地震に注意す る に こ した こ と は
な い 。

2.  井上委員 の 研究は統計に よ る と 地震予想法を学会
に再認識 さ せ， そ の 着想におい て興味あ る も の であ
る が地震の予想を世に発表す る に 当 っ て は充分な る
検討を経た後に こ れを 行 う よ う に希 う も の であ る 。
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3 . 要す る に地震予知の 道は難 く し て遠い。 われわれ
は 目 下研究努力 中 であ る 。 今後 と て も ， 簡単な る 観
測や統計 で こ れが な し遂げ ら れ る と は到底考 え ら れ
な い と こ ろ であ ろ う 。
午後， ま ず坪井委員 よ り 福井地震調査研究特別委員

会の成立の い き さ つお よ び研究費 の 配分に関す る 説 明
あ り ， ま た武藤委員等 の 質問 あ り ， 研究費 の 一部が各
代表に手渡 さ れた。 後 日 程に は い り 次の 2 つ の 講演が
あ っ た。

1 .  三浦半島の 関東大地震以後の地殻変動。
地理調査所 現 田美道 (奥田委員代読〉

2. 最近の浅 間 山 活動状況 に つ い て 。
地震研究所 水上 武

以上別紙
1 .  福井地震に対す る 意見お よ び検討。

福井地震につ き 現地調査を さ れた委員が順次委
員長の指令 に よ っ て， 調査の検討 と 感想、 と を述べ
ら れた。

7 月 25 日 三浦半島， 油壷お よ び城 ケ 島 の見学エ ク ス
カ ー シ ョ ン を行 っ た。 当 日 ， 天気快晴， 7 時45分東京
発， 久里浜 9 時30分着。 パ ス に て油壷へ直行す， 同所
に て地震研究所の 傾斜計， 伸縮計観測お よ び水族館見
学す。 再びパ ス に て城 ケ 島へ赴 き城 ケ 島 中央気象台，
海洋観測所に て昼食， 休憩の 後観測所内 お よ び 旧砲台
跡坑道見学す。 5 時 パ ス に て 帰路につ き 6 時久里浜駅
に て解散す。 参加者15名 次 の 通 り 。 和達委員長お よ び
御子息， 津屋委員 お よ び御子息， 奥 田 委員 お よ び御子
息 2 名 ， 佐 々 ， 永 田 ， 宮部， 鷺坂， 萩原各委員。 河角
教授， 広野幹事。 三宅技官 以上。

附 録
0福井地震調査研究特別委員会の 研究費につ い て 。

〈本特別委員会の 委員長は津屋弘達教授， 幹事は高
橋龍太郎教授， 鷺坂清信技官 と 決定 し た〉
前記の 如 く 坪井委員 よ り 本特別委員会の研究費 245

万 円 の 査定 の 際 の い き さ つ の説明 が あ っ たが， それに
よ れば本研究費には， 土木建築関係調査班の研究費 も
多少含 ま れて い る と い う こ と であ っ た。 本予知委員会
終了後， 東大第一工学部武藤教授がそ の 分け前につ き
談判に来 ら れ， 4 分 6 分 と い う 多額の 分前を要求 さ れ
た の で， 当方の 意見合わず， 結局学研会長 の 意見 を 聞
く こ と にな り 散会 し た 。 そ の後 の土木建築関係に特別
に 150 万 円 の 研究費が査定 さ れ， な おわが特別委員会
よ り も 20万 円 を そ ち ら に割譲す る こ と に な っ た。 こ れ
が た め ， 全体の 研究費分配は大い に変 っ て来 る が， 各
機 関 の 分担額は 目 下津屋委員長等現地出張中 の ため帰
京を待 っ て ， 追 っ て相談す る こ と に な っ た。
附記

次回は10月 末頃に し た い と 思い ま すか ら ， 御了承願
い た い 。 ま た次回講演の御希望が あ り ま し た ら 幹事
ま で 申込み下 さ い。 (委員長〕

三浦半島の関東大地震以 後の

地殻変動
原因 美道

(1) 測量年次
1 . 明治29�31年 区間 原点一一泊牽
2. 大正12年 9 月 �11月 グ
3. 大正14年 1 月 � 3 月 F 
4. 大正14年11月 F 
5 . 昭和 2 年 1 . 2 ・ 3 月 藤沢一一泊蚤
6. 昭和 6 年 5 ・ 6 月 原点一一油蚤
7. 昭和 9 年 1 ・ 2 月 グ
8 . 昭和12年 2 ・ 3 ・ 4 月 グ
9. 昭和14年 1 月 F 

10 . 昭和19年11月 グ
1 1 . 昭和22年12月 藤沢一一泊壷

(2) 変 動 量
大正14年11月 に三崎葉 山近傍の 改埋多数 の ため，

大正14年11月 を基準 と おいた変動量の累積和 (第 1
図〉 を示す。 た だ し ， すべ て 藤沢市 ( J . 36. 1) を
不動 と す る 。

(3) l1h(x， t) ， Ûí(i， t) ， l1h の 量につ い て
第 2 ， 第 3 ， 第 4 図 に こ れを示す。 何れに も N S

面に投影 し た変動量を示す。 お 〈縦軸〉 は藤沢一一
油産， y は年次す な わ ち大正14年， 昭和 2 年， 昭和
5 年， 昭和 9 年， 昭和12年， 昭和14年， 昭和19年，
昭和22年の 各点 であ る 。
①l1h(x， の 観測結果の 生の 変動量の各年次 の 累 積

和を示す。 こ れは三浦半島 の 一般的経年変化 と 局
部的な変動 と の和を示す も の であ る 。

②l1h(i， t) 距離 m に対 し 5 点 だ けずつ の 移動 平 均
を行 っ た値で， こ れは大路， 半島の藤沢を 基点 と
す る 一般的傾斜運動の 経年変化図 と 考 え ら れ る 。
こ れか ら 分 る よ う に今 回 の 半島全般に亘る洗下運
動は可成 り 短期間におけ る も の で， そ の 量 も 以前
の 量に比べて可成 り 大 き い 。 経年変化は複雑な も
の と 見 ら れ る 。

③l1h- l1h 三浦半島 の地殻変動の 局部的変動 と 見
ら れ る が， こ の 図 か ら分 る よ う に路一定の 波長約
14km の短周 期 の 波状的な変動が 明 瞭に現れ， か
っ こ の短周期変動が経年的には振幅は次第に増加
し て行 く の は極め て興味 あ る 事実 と 考え る 。 今回
の 変動変化速度は 必 の 一般的傾斜運動が大な る
事実 と と も に可成 り 大 き な も の であ る 。 こ れ ら の。
事実か ら三浦半島の 一般的傾斜変動 と 重合 さ れた
波長約 14km に 亘 る 短周 期 の 変動は時聞には一方
向 な増加を し て 行 く こ と が 明 瞭 で こ の短波長 の波
状的変動が場所的に殆 ん ど 固 定 さ れて い る こ と は
関東大地震以後の半島の地塊運動に し ろ あ る い は
宿 泊 運動 の 一部に あ る に し ろ ， こ の地域の地殻変
動の大勢の運動 と 可成重要な 関連を持つ， 変動 で
あ ろ う と 推察 さ れ る 。
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浅間 山 の 変動状況 に つ い て

水 上 武
1934年以来浅間 山 に お い て ， 地表{煩頃斜変化お よ ひ

山 に発生す る 微小地震の 観測を行 つ て来た。 そ の観測
結果 と 爆発 〔エ ネ ル ギ ー〉 と の 関係 を詳細に研究 し た
が， 爆発の前兆に関す る ， 1 ， 2 の 結果を挙げる と 次
の よ う な こ と にな る 。
① 爆発が起 る 1 �. 2 ヶ 月 前 よ り 異状な地表傾斜変化

が現れ る が， そ の 変化量は20�30秒か ら l 分に達す
る 。

② 地表傾斜変化 の 発生 と 殆 ん ど 同 時に微小地震が多
数発生す る c

③ こ の よ う な傾斜変化， 微小地震の発生が1934年か
ら 今 日 ま で， 23回 あ っ た。 その 中 1 � 2 ヶ 月 遅れ数
回 ま た は10数回 の 爆発が起 っ た こ と が19回 あ っ た。

④ こ の よ う な傾斜変化， 地震の発生 と 爆発の 発生 と
の 時間的な 関係が全 く 偶然な も の と 考え る と ， そ の
傾斜変化 (地形変動〉 微小地震， 爆発， 火 口 底熔岩
面 の 上昇， な ど の 諸現象は熔岩中 の 熱エ ネ ル ギ ー に
起因する も の と 考え ら れ る が， 熔岩の 熱エ ネ ル ギ ー
が， 他の エ ネ ル ギ ー へ の 転換の割合， 発現す る 時間
的 のずれな どについ て 常に一定の 関係が成 り 立ち得
る や否ゃ な お 多 く の検討を必要 と す る 。

昭和23年10月 20 日

第 9 団

以 上

地震予知研究 連絡委員会
議事録

於 日 本学士院第一部会室
欠席者 津屋， 奥 田， 須川各委員
傍聴者 岡 田 ジ ョ セ フ (N R S ) ， 佐野重雄

(水路部) ， 後藤研一(九大〉
1. 9 時30分開会， ま ず雑談的に宮本氏に 関 し 椋平虹

を学会で発表 さ せ る こ と の 可否につ き討議あ り ， 委
員会 と し て は， こ れは気象学的現象で地震 と は関係
が な い の で取 り 上げな い こ と に し た。

2. 次い で、和達委員長は 9 月 10 日 頃， 和達， 津屋， 坪
井委員 の 名 で， 文部大臣宛災害防止案に関す る 意見
書を提出 し た こ と お よ び， こ れの 内容を説明 し た 。
す な わ ち地震， 津浪， 洪水， 高潮， 火災等 の 災害に
関 し学者の 研究結果が施設等に充分利用 さ れ る よ
う ， 学者 と 官庁 と の 合 同 審議会お よ び一方関係 し た

学者の み委員会が必要であ り ， ま た こ の 目 的 の た め
に大実験をす る 設備 も 必要であ る 。 こ れが た め には
従来か ら あ る実験施設を拡充す る の も 結構であ る と
い う 主旨であ る 。 こ う い う 審議会は何処が主催 でや
る べ き かについ て ， 坪井委員 の 発言 も あ り ， 資源委
員会が よ い と い う こ と に な っ た。 な お叙上の 3 委員

は 同 委員会 と は な にか と 交渉 も あ り 好都合であ る と
い う こ と であ っ た。

3. 次に委員長は本委員会 の活動方針を 明瞭にす る た
め に本委員会 と し て地震予知に対 す る 具体的方針を
持つ必要が あ る こ と を 力説 し， そ の 具体案を 当局 に
建議す る こ と を計 っ た。 こ れに対 し全委員賛成す。
な お具体案 と し て は測量お よ び検潮犠に関す る こ と
に限 り ， 他の地球物理学的 な も の はひ と ま ず除 き ，
現状の ま ま の 調査研究を続け る こ と に し た。
0検潮儀に関 し て は高橋委員 に よ れば， 松尾春雄氏

が全国検潮儀を調べた の が あ り ， そ の 3 分の l 位
が動い て い る よ う であ る が調べは不十分であ る か
ら 資源委員会が主に な っ て調査 し な か っ た こ と
が望 ま し い※。 調べは場所 と し て は ， 海岸， 河川 1 ，
湖水お よ び種類 と し て は検潮儀 と 量水標 と の 区別
を す る こ と ， そ の 結果に よ り 標準の検潮所を指定
し て検潮法 の 規格を定め9 資料 を委員会に送付す
る と い う こ と が望 ま し い。

0測量に関 し て は， 理想案 と 具体案 と を作 り ， 理想
案 と し て は各県別 に， 県 の土木部が l 年 1 回県 内
の 水準測量をや り ， そ れ を 地理調査所で整理す
る 。 それが不可能 な ら ば， 太平洋お よ び 日 本海岸
に沿 う も の を是非実行 したい。 最後の 案に対す る
具体的処置は， 地理調査所内 に一課を設け専念 こ
れ に 当 らせ る 。 10班に分ち， 1 斑 3 人を要す， と
い う 結論であ る 。
以上の 建議案を 本委員会の 委員 よ り な る 小委員会

で案を練 り ， 草案が 出来次第他の 委員 に示す こ と に
な っ た。 小委員会の 委員 と し て は 武藤， 坪井， 和
達， 津屋各委員 が こ れに 当 る こ と にな っ た。

な お地磁気， あ る い は傾斜観測等の 他 の 地球物理
学的方法に関 し て は ， 別に建議案を 出 さ ず以上 2 項
目 に附随 さ せ て われわれで研究す る こ と にす る 。

1 .  次に高橋委員か ら検潮儀記録処理法に関す る 講演
あ り ， 相隣る 検潮所の 記録が よ く 似て い る の で， 隣
同志を引 く と 激 し い 凹 凸が殆 ん どな く な り ， 地面の
相対的運動が よ く 出 る こ と を示 した。 な お風向， 風
速等の影響 も 考 え た い か ら ， 今後中央部の報告の 中
に， 風向， 風速を入れ て 頂 き た い 。 と の こ と であ っ
た。 (幹事 と し て は 中央部報告の 9 月 分か ら実行す
る つ も り であ る 。〉

1 .  問委員は， 更に大地震の 前後におけ る 地震の時間
的 ・ 空間的分布につ き 講演 した。 す な わ ち 震央を 中
心に し25粁毎に 同 心 円 を 画 き ， その各範関 内 で地震
が起 っ た時刻を原点 に し 1 月 毎に起 っ た地震回数を
数 え る 。 す な わ ち 横が距離。 縦が時間の表に気象要
覧 に 出 て い る 地震全部 の 数を か き 込んだが， そ の 結
果最大 の所が対角線に の る の は， 75粁， 3 ヶ 月 後以
内 に多 く 起 っ て い る こ と を注意 した。 地震前の こ と
は， 北伊豆地震でや っ たが ， 法則性は全 く 見 ら れな
台、 っ Tこ。

1 .  次に中村委員が福井か ら新潟 ま での 間 7 ， 8 点 に
お け る 地磁気の Dip と 互 の 観測 し た結果を示 し ，
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糸魚川 附近に顕著な 変化が あ っ た こ と を説明 した。
1 .  正午に解散 し た 。

追記 地震予知研究班の 研究費は， すでに各機関に
配布済み であ る か ら 御承知下さ い 。 (幹事〕

昭和23年11月 5 日
学術研究会議地震予知研究連絡委員会

委員長 和 達 清 夫
各委員殿

⑨10月 20 日 第 9 団地震予知研究連絡委員会に て地震予
知に関す る 実行計画実施につい て ， 本委員会 と し て
当 局 に建議す る こ と に な り ま した。 つ い て は， そ の
具体案の 作成 の た め の 小委員会委員を貴委員 に委嘱
致 し たい の で， よ ろ し く お願い し ま す。

な お具体案要旨につい て は， 問委員会議事録を参
照願い ま す。

※編注 : 文意が不明瞭であ る が， 原文の ま ま 掲載 し た。

昭和24年 3 月 26 日

第10団

地震予知研究 連絡委員会
議 事 録

1 .  会 場 於 日 本学士院第一部会室
1 欠席者 佐 々 ， 長谷川， 宮部， 大塚， 須 田， 田

山各委員
1 . 傍聴者 佐野重雄(水路部) ， 小笠原義勝(地調) ，

平 山 操(中 気〉
1 都合に よ り 11時開会す。 ま ず学研解散に伴い今後

の 本会の運営を議 し た 。 委員長 よ り 学術会議 に お い
て 本会を第 4 部地球物理学委員会の 1 分科会Vこする
と し 、 う 議が あ っ た こ と ， 従 っ て かか る 分科会 では充
分な予算が取れしな い の では な し 、か と の 疑問に対し ，
坪井委員 よ り 予算上の 心配はな い こ と 。 ま た本委員
長 よ り 本会を特別委員会に よ る よ う 申請が 出 て い る
が ( 3 月 7 日 〉 学術会議 と し て は特別委員会は出来
る だ け少 く す る 方針であ る し， ま た予算につ い て は
申請書を 審査す る か ら 分科会 で も 充分であ る と 説明
さ れた。 こ れに よ り 本会が地球物理学委員会の一分
科会 と し て発足す る こ と を全委員承認 し た 。 な お委
員長を始め全員が今後 も 出来 る だけ今 ま で通 り や っ
て行 く よ う に努力 し よ う と 申 し合せた。

2. 次に新潟地震警告につ き 中村委員 よ り 経過お よ び
観測材料の説明 が行われた。 す な わ ち 中村委員 は昭
和23年 7 ・ 9 ・ 12月 の 3 回福井の森 田 よ り 新潟 ま で
9 点 につ き ， 地磁気の 伏角を測定 し ， そ の 変化は第
1 図 の 如 く に な っ た。 ま た新潟だ け の 変化は， 第 2

図 の 如 く であ る 。 こ れは今 ま であ っ た三陸， 河内，
大和， 福島県東方沖お よ び 田辺の各地震の 擦 の 例 に
従 え ば 〔第 3 図 参照〉 新潟に近い 内 に地震が あ る と
考え ら れ る と い う こ と であ っ た。 (編注 : 図は省略)
中村委員 の 講演後非公開 と し討論が行われたが
(司 中村博土の材料 の み では越後地震説を支持 し な

L 、 。
(b) 先決問題 と し て精度を上げて再測 す る こ と 。

(測定値 と し て そ の場所の 附近数点 の 平均を取 る
こ と 。 デ イ プだけでな く 三成分を測定す る こ と 。 〉
こ れにつ い て柿岡観測所が観測に 出張す る 予定 で
あ る こ と が報告さ れた。

(c) 実際中村博士の 測定値の如 く 30分の デ イ プ変化
が あれば階事でな い か ら ， も し新材料に よ っ て こ
の事実が確め られればい ろ い ろ他の種類の 観測を
や っ て見 る 。

(d) 新潟県か ら補助が あ る 場合には現地観測につ き
援助を受け る 。

(e) 予知では な く 警告であれば悪 く は な い で あ ろ
う 。 特に新潟県の取 っ た処置は適当 であ っ た。 し

か し ジ ャ ー ナ リ ズ ム は と に角 と し て地震学者 の 態
度 も 一考 の 余地があ る 。 今後か よ う な 問題は予め
本委員会に計 る よ う に し た。 委員会は， 直 ち に 召
集す る 筈であ る 。

か く て 1 持40分委員長は本委員会を代表 し て新聞記
者に， 次 の 如 く 発表 した。
発表文

今 日 の地震学では地震予知を 断定的に言 う こ と は
不可能 であ る こ と はす で、に再 々 言 っ た通 り であ る 。
今 回 の 新潟地震説は， 中村博士の研究途上にお け る
一つ の警告であ る が， 委員会 と し て は ， 今 日 の地震
学 の程度に お い て は こ の警告を地震の予知 と し て 扱
う の は時期 尚早であ る と い う 委員 の 多 く の意見であ
る 。 以 上

3. 続い て左の講演が あ っ た。
福井地震の地理学的調査

小笠原義勝氏 〔地理調査所)
福井地震の 際 の越前平野に 出来た土砂噴 出 お よ び

割 目 の地理的分布を航空写真 よ り 調べ地下に伏在す
る 断層 を推定 した。 こ れは震研の那須博土の 指摘 し
た も の に略一致す る 。 そ し て こ れは活断層 の 一つ で
あ る が， いわゆ る 活断層 と 言われ る も の は， 辻村博
土 の 命名 で第 4 紀属 中 の 断層 と 定義 さ れて い る けれ
ど も ， 第 4 紀は60�70万年の長期であ る か ら こ の期
間を更に細分 しi中積紀を区別 し ， こ の期間 に活動 し
た断層を考 え な ければな ら な い 。 本断層 は こ の種の
も の であ る こ と は地形か ら判定す る こ と が 出 来 る 。
他 の 例を 2 ， 3 挙げ る 。
午後 3 時頃閉 会 し た 。

追記
新潟県知事岡 田正平氏 よ り 本委員会長お よ び気象台

長， 運輸次官宛 3 月 7 日 付に て下の 同文 の 公文書が あ
っ Tこ。

越後地震説につい て御願い
さ き に東北大学教授中村左衛門太郎博土の 発表に係

る 越後地震説についてすでに御高見を賜 り 新 聞紙上に
公表 し居 り ま すが， 県民 の 強い要望の次第 も あ り 恐縮
と 寄 じ ま すが， 下記条項何分の 御回答を得た く 右御願
す る 。
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記
1 .  地震予知委員会 と し て の こ れに対す る 意見
2. 前項 の た め に更に調査研究等が必要な ら ば至急そ

の措置を講 じ 中村説に対し 時間的に間に合 う よ う 結

論を賜 り たい 。
イ . 磁気の 正確な観測
ロ . 水準測量
ハ . そ の 他

な お所要の 経費予算につ い て は 出 来 る 限 り 国費に て

支弁 し て頂け る よ う 御尽力賜 り たい。
な お こ の 公文書には次の 「越後地震説につ き県民の

皆様へ」 と 題す る 岡 田知事談が付 さ れて いた。

越後地震説につ き県民の皆様へ
岡 田知事談

こ の 度， 突如 と し て起 っ た越後地震説につい て は，

県民の皆様に おかれま し で も 何 と な く 不安を感 じ， あ

れ こ れ心配 し て居 ら れ る こ と に思い ま す。 中村博士の

説は学界に公認せ ら れた も の ではな く 只学者 と し て，

個人的に意見を述べた も の であ り 御 当人 も 自 分は こ の

問題につ い て犯人ではな し 、 か も 知れ な い が， 少 く と も
嫌疑者では あ り 得 る と 言 っ て居 ら れ而 も 博士は地震の

中心は新潟市附近であ る こ と を 明 ら かにせ ら れ， かっ

28 日 新聞校庭 の 観測に よ っ て更に 自 説 を再確認 さ れた

の であ り ま す。 地震の強度につい て福井地震程の こ と
は な く ， そ の 時期につ い て は， 今後の調査に よ ら な け

ればな ら な いが， 来年の夏頃 ま での 問 と 言われて お り

ま す。 県 と し ては， 世の批判に も 拘 らず， こ の警告を

発 し て 下 さ れた中村博士の 御好意には敬意を表す る こ

と は勿論であ り ま すが， 一方斯界 で も っ と も 権威あ る
も の と し て地震予知委員会 と い う も の も あ り ま す の
で， こ れに対し で も ， そ の 意見を照会す る と と も に，
ま た中央に対 し て も ， 地磁気の よ り 正確なかっ徹底的
な 観測 と か あ る いは地震予知 の 有力 な 方法の一つであ

る 水準測量等早急に適 当 な 対策を講ぜ、 ら れ る よ う 要請
し た い と 考え て お り ま す。 こ れがため， 若干の 経費を
喜きす る と し て も 敢 えて こ れを惜 し ま な い 積 り です。 而
し て 問題が こ こ ま で来た以上肯定論， 否定論の 如何を
関わず， こ れ ら を すべ て あ り の ま ま 県民に発表 し， そ
の 判断 と 処置につ い て は ， 県民の皆様 の 知性 と 良識に
期待 しナこい と 思 う の であ り ま す。 由来新潟附近は， 沖
積層 の 上に在 り ， 地質的に恵 ま れ な い 条件の下に あ り
ま すの で， こ の越後地震説の真疑 と は別に平常か ら 万
一の場合に備 え る 覚悟 と 用意 と を持 っ て お い た方が よ
い と 考え ま す。 対策 と し て は， 地震の被害を防止 ま た
は軽減す る ため の 処霞 と 被害の起 き た場合如何す る か
と い う 処置 と 二つ の 商が あ る と 思い ま す。 県には災害
救助隊の組織が 出 来て お り ま す の でそ の 訓練の対象 と
し て， こ の地震を取上げ消防 と か避難 と か急救 と かに
備 え る の が好都合であ る と 思 い ま す。 福井地震の 時
は， 交通社絶が一番困 っ た と い う こ と ですが， 鉄道，
道路の 交通機関， 電信， 電話等の通信機関を始め， 耳
斯， 水道， 電気等 の 故障 に対 し て も ， 予 め準備 し て 置
いた方が よ い と 思い ま す。 津波は海岸線が直線状であ

る こ と ， 海が遠浅 であ る こ と の ため， 多分心配 な い だ
ろ う と 思い ま すが ， 地震 と 同時に水道， 井戸が止 ま る
こ と は， 予期 し て置かなければな り ま せ ん 。 福井地震
では簡単な補強工作に よ っ て ， 多 く の 建物が倒壊を免
がれた と の こ と ですが， こ れは是非実行 し て貫いたい
と 思い ま す。 こ と に最近の建物は頭重の も の が多い よ
う だか ら こ れは一層注意が肝要で あ り ま す。 ま た学

校， 病院， 劇場， 百貨庖， 旅館等の比較的大 き な建物
に対 し て は， 防火 ・ 対震の施設を行 う よ う 指導す る 積
り でお り ま す。 要す る に県 と し て も 出来 る だけ事前の

処置並びに指導を怠 ら な い積 り であ り ま すが， 県民 の
皆様におかれ ま し で も 近 く 地震保険法 も ， 実現す る こ
と で も あ り ， 徒 ら に動揺す る こ と な く 冷静な判断に よ
っ て処置せ ら れ以 っ て文化国民 と し て の 真価を発揮せ
ら れ る よ う 期待 し て止み ま せ ん 。 越後地震説に対 し一
応の締め く く り を つ け る 意味で以上取上げた次第であA
り ま す。

こ れに対 し気象台長 よ り 取 り 敢えず私信 の 形 で、次のa
回答を した。 た だ し正式回答は予知委員会の結論を ま
っ と し て保留 した。
1 .  今 ま での 中村博土の地磁気の 測定に よ っ て は特に

新潟附近に地震が起 る と い う 断定は 出 来 な い 。 ま た
そ の危険性の 前兆 と なす こ と も 根拠薄弱 であ る と 考
え ら れ る 。

2 .  新潟附近に大地震があ る かな いかを予測を も っ て
こ れが可能 であ る と か， ま た相 当役に立 っ た と かい
う こ と は考 え ら れな い 。 われわれが 中村博土の説に

全 く 同 意 で き な い の は こ の 点 であ る 。 従 っ て今 回 の
新潟地震説に対 し直接役立つ測量あ る い は観測は実
施甚だ困難では あ る が， 少 く と も 中村博士の 観測のi
精度の検討を行い， 今後の観測続行に協力 し た い と
思 う 。
イ . 磁気の正確な観測

3 月 19 日 柿岡地磁気観測所員を現地に 出 張せ し
め ， 数筒所に お け る 地磁気測量を開始 さ せた。 本
年度は経費不足のため簡単な観測に過 ぎ な いが，
中 村博士 の 観測 と 比較 し て そ の精度を検討す る こ
と が 出 来 る 。

ロ . 水準測量
地震予知委員会お よ び地理調査所 の 意 向に よ り

決定す る 。
ハ . そ の 他

別紙添付の 岡 田知事談 「越後地震説につ き 県民
の皆様へ」 は非常に適切 であ る と 思 う 。 今 回 の 地
震説は別問題 と し て災害の 多 い 国 の こ と 故， 日 頃
防災に対す る 覚悟 と 用意が肝要であ る こ と は言 う
ま で も な い 。 そ の 意味で万ーの場合は福井大地震
の 教訓を生か し， 特に人命救助 と 火災防止に対 し
日 頃そ の 用 意 と 心構 と が必要であ る こ と を宣伝 し
て 置かれ る 必要があ る と 恩われ る 。

な お 本委員会 と し て は本議事録にあ る 決議 を そ の ま
ま 委員長の名 に お い て新潟県知事宛回答 した。
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昭和 24. 3 .  26 

訂正 10頁 第 2 項 ( 6 行 自 よ り 〉 の 初 め の 部分を次
の 如 く 訂正 し ま す。

2. 新潟附近に大地震が あ る かな し 、 かを予測す る こ と
は， 容易 な こ と で は な い 。 簡単な る 水準測量や磁気
の 観測を も っ て こ れが可能であ る と か， ま た相当役
tこ立っ と か い う こ と は考え ら れ な い 。 われわれが 中
村博士の説に全 く 同 意 出 来 な い の は こ の 点 であ る 。

(以下議事録 と 同文〉
追加 な お 本委員長 と し て， 新潟県知事に対 し て な さ

れた 回答は次の 通 り であ る 。
標題につ い て 3 月 14 日 附を も っ て， 中央気象台長の

意見を取敢えず回答 し ま したが， 3 月 26 日 開催 さ れた
地震予知研究連絡委員会におけ る 討論結果を基 と し て
次 の よ う に 回答い た し ま す。

記
1 .  中村博土の新潟地震説は同博士が， 研究途上にお

い て地震勃発の危険性を感 じたため， 県 当 局 に警告
を発 し た こ と が， 新聞その 他に大 い に発表 さ れたた
め ， いわゆ る 地震 さ わ ぎ と な っ た も の であ る 。

2. 地震予知委員会にお い て は， 左の よ う に声明書が
発せ ら れた。

「今 日 の 地震学では， 地震予知 を 断定的にい う こ と
は不可能 であ る こ と は既に再三い っ た通 り であ る 。
今 回 の新潟地震説 は 中村博士の 研究途上にお け る 一
つ の警告であ る が， 委員会 と し て は今 日 の 地震学の
程度にお い て こ の 警告を予知 と し て扱 う の は時期 尚

早で あ る と い う 委員 の 多 く の 意見であ る」。
3. 中村博士の 地磁気の 観測は精度を高 め て更に観測

を続行す る こ と 。 ま た あ る 場所の測定は， 附近数点
の 測定を も 併せ行 う こ と 。 ま た伏角 の み でな く ， 主主
成分を併せ行 う こ と が要望 さ れた。 ( こ れには中央
気象台附属柿岡地磁気観測所の 最近の 出張観測が役
立つ こ と と 思われ る 〕

4.  実際に中村博士の 測定に あ る よ う に伏角30分の変
化が あ り と も れ ば， 地震 と の 関係は別 と す る も ， 地
球物理学上異常事 と し て看過 で き な い現象であ る 。
若 し新観測に よ っ て こ の事実が認め ら れ る と すれば
更に他の種類 の 観測を行 っ て そ の理 由 を調査す る 必
要が あ る 。

5 .  新潟方面に特に水準測量:を行 う と か， 特に精密地
磁気観測を頻繁に行 う と か につい て現在 に お い て
は， ま だは っ き り と 回答 申 し 上げかね る 。 ただ し各
機関にお い て こ の 問題につい て 出 来 る だけ協 力 し た
い と 思 う 。 ま たわれわれの手 で、簡単に 出来 る こ と は
実行す る 計画 で あ る 。

6 .  今 回 の よ う な必要以上 の 騒 ぎが今後世間 に起 ら な
い よ う に， 地震学者の 意見発表はで き る だけ， 事前
に検討す る よ う にす る 。

7 .  新潟県知事か ら県民に示 さ れた談話 (送附 さ れた
も の 〉 は適切 であ り そ の処置に万全を期せ られて い
る 由 であ る が， 災害 の 多いわが国 と し て ， 日 頃防災
対策に心懸け る こ と は極 め て 必要の こ と と 思われ る
の で， こ の機に十分 こ の 方面に意を用 い ら れ る こ と
を切望す る 次第であ る 。

以 上
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No. 4 地震予 知計画研究 グ ル ー
プ関 係資料

地震予 知 計 画 研究 クツレ ー プ

第 l 回会 合議事録
日 時 1961年 4 月 11 日 14時-17時
場 所 震研会議室
出席者 α9人〉

高橋， 萩原， 和達， 坪井， 西村， 岸上，
広野， 金井， 山 口 ， 奥 田 ， 坪川， 佐 々 ，
飯田， 河角 ， 宮村， 表， 村内， 鈴木， 友 田 ，
小林， 水上， 高木(聖)， 宮本， 吉松，
池上， 高木(章) ， 吉山， 永 田， 安芸

1. 本 日 の会合の 司会者 と し て万場一致で萩原尊礼氏
が撰ばれた。

2. 本 グル ー プ成立 ま での経過が， 地震学会庶務幹事
友 田好文氏 よ り 報告 さ れた。 現在の グ ル ー プ参加者
は63名 であ る 。

3 .  坪井忠二， 和達清夫， 萩原尊字Lの三氏が世話人 と
し て 本 グル ー プの 運営に当 る こ と に な っ た。

4. 宮村摂三 (震研)， 広野卓蔵 (気象庁) ， 小林霊平
(地理院〉 の三氏が本 グ ル ー プ の 幹事に委任 さ れた。

5. 本 グ ル ー プの 名 称 を 「地震予知計画研究 グ ル ー
プJ， 略称を 「地震予知 グ ル ー プ」 と す る こ と に決
定 した。

6. グ ル ー プ会員名簿が配布 さ れた。
7. 本 日 の 会合の あ と ， 記者会見が予定 さ れ て い る

が ， そ の ス ポ ー ク ス マ ン には萩原尊礼氏が な る こ と
に決め ら れた。

8 .  本 グル ー プの 基本方針 と し て は昭和35年10月 10 日
の 準備会で和達清夫氏か ら 提 出 さ れたつ ぎ の 草案が
そ の ま ま 了承 さ れた。
基本方針 。 現在ま でに行われた諮研究に よ り 地

震予知の 可能性， 効果の程度， 研究促
進 の 方 向 を検討す る 。

2) 長期間経続すべ き 綜合的実施計画を
樹立す る 。

3) 上記の 計画を実施の面 よ り 検討 し実
現を期す る 。

9. つ づい て地震予知の 方法に つ い て 自 由討論に移
り ， 次の よ う な活発な議論が展開 さ れた。

佐々 2 つ の 主な 方法が あ る 。 1 つは， 測量を く り か
え し行 う 測地的方法， も う 1 つ は， 機械的方法に
よ る 地震変動の 連続観測であ る 。

飯 田 佐 々 民 の 発言に賛成。
山 口 佐 々 氏の意見に賛成だが， そ の前お き と し て，

検潮儀を 200km お き に設置す る こ と が望 ま し い 。
そ の 結果何か異常の あ り そ う な所を く り か え し測
量で調査す る 。

宮本 astatic な磁 力計を， 全国10ケ所に設置 し て ，
2 - 3 年間観測 し た い 。

高橋 い ろ い ろ 方法が あ る が， 有望な も の に焦点を合
わせ る べ き であ る 地殻変動観測所をた く さ ん つ く
る こ と ， く り か え し水準測量を行 う こ と 。 特に半
島 の 先端に検潮儀を設置す る こ と 。

高木(聖〕 そ の 他に地震前の小 さ な微動な ど も 考慮 さ
れ る べ き であ る 。 予知方法につい て討論が必要で
あ る 。

安芸 佐 々 氏の い う よ う に機械的方法に よ る 地殻変動
観測が重要であ る が， 測定精度を あ げて行 く と ，
気圧温度 の 影響を補正 す る こ と が必要に な る の と
同時に， 大小の地震がお こ っ た こ と に よ る 地表の
歪変化 も 補正項 と し て無視で き な く な る 。 さ ら に
地表での歪み分布がすべ てわか っ て も ， 地下の 歪
みは ユ ニ ク に き ま ら な い。 したが っ て ， 地表の 地
殻変動結果を解釈す る の に， 小 さ い地震の 震源分
布お よ び メ カ ニ ズ ム がわか っ ていれば役に立つ。
先ず多 く の観測所を用 い て， 小 さ い地震の 震源 と
メ カ ニ ズ ム を定め， 問 時に小数観測所で の 地震波
の微細構造 と 震源位置お よ び， メ カ ニ ズ ム と の 関
係を研究 し， も し そ の 関係 が 明 ら か に な れ ば， 小
数点 での観測の みに き り か え て行 く と い う 方法を
提案す る 。

f可角 安芸氏 の 発言に賛成， 特に地殿内部の エ ネ ル ギ
ー バ ラ ン ス と い う こ と に着 目 したい 。 私 の マ グ ニ
チ ュ ー ド の研究 も ， そ の た め の 第一段階であ っ た 。

宮本 高橋氏 の い う よ う に重点的にや ら ず， 電磁気的
方法な ど い ろ い ろ な 方法を応用 す る べ き であ る 。

坪井 一 口 に地震 と い っ て も ， 場所に よ っ て大変性質
が ちが う 。 例 え ば西 日 本 と 東 日 本の 地震を 同 じ考
え で， 扱 う こ と は い け な い， 地震予知には地殻変
動測定が一番重要であ る 。 特に extensometer を
大 き く し た よ う な も の ， 三鷹の ロ ン パ ス を大 き く
し た よ う な も の が有用 であ ろ う 。 しか し， こ れ ま
で， 地殻変動で地震の 前兆 と いわれて い る も の を
反省 し て み る と ， い ろ い ろ 問題が あ る 。 例 え ば，
南海地震の前の室戸岬の下 っ た こ と ， あ れが前兆
と い え る か， ま た水準測量で今 ま で確かに前兆 と
い っ て よ い も の が， 得 られただ ろ う か ?

宮村 二つ井地震の と き は確かに前兆が得 ら れた と 思
う 。 ただ し前兆が な い 地震 も あ る だ ろ う か ら case
by case と い う こ と にな る 。

山 口 南海地震の前の検潮記録には 出 て い る 。
高橋 坪井氏 の よ う な 心配は， ど の科学の 分野に も あ

る こ と で， 心配 し て も 仕方 な い。
飯田 微小地震の観測 も 重要 で あ る 。 名 古屋大学で

も ， 濃尾地方の微小地震観測を本格的にや る 予定
であ る 。 震源 と マ グ ニ チ ュ ー ド の 決定を行 う 。

鈴木 基本方針は和達氏の草案でつ き る と 思 う が， こ
の グ ル ー プの 目 的は， 予算を無視 し た ブ ル ー プ リ
ン ト をつ く る こ と か あ る い は計画を実施す る こ と
であ る か。 こ の こ と を は っ き り さ せ て頂 き たい。
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微小地震の 観測であ る が， こ れ も 大変費用 がかか
る 。 30km 位の践離 ま で しかっか ま ら ぬ か ら ， 観
測点の メ ッ シ ュ を細か く し な ければな ら な L 、 。

地中温度 の 測定 も 重要だ と 思 う 。
地方にい て度 々 で ら れ な い の で， 幹事の方は議

事録を細か く 書い て頂 き たい 。
萩原 本 グ ル ー プの 目 的は鈴木氏の い う ブ ル ー プ リ ン

ト をつ く る こ と であ っ て 計画の実施をす る こ と で
は な い 。 こ れは は っ き り し て い る 。

坪井 し か し， 余 り 架空な ブ ル ー プ リ ン ト は い け な い 。
友 田 会員名 簿に水路部が入 っ て い な い の は何故か，

海底の 地殻変動 も 重要であ る 。
荻原 水路部に入 っ て も ら う よ う tこす る 。
宮村 日 本の サ イ ス ミ シ テ ィ ー と メ カ ニ ズ ム の マ ッ プ

を つ く り 直す こ と が大切であ る 。 実は， 余 り よ く
はわか っ て い な い の であ る 。 地震を場所別に考え
る べ き で， た と え ば， あ る 種の地震は予知 し な く
て も い い か も 知れぬ。 ま た こ の よ う な マ ッ プは観
測所を設置す る 上に必要であ る 。

西村 高橋氏 の 発言に賛成 で あ る 。 地殻変動の 連続観
測を重点的に， ブ ロ ッ ク 別に行い， 各機関が分担
す る 。 そ れが予知に結びつ く には資料の蓄積が必
要だ。

山 口 検潮記録は 5 -10年連続の デ ー タ が な い と 土20
mm の 精度が得 ら れ な い 。 な る べ く 早 く 検潮儀を
設置 し て 欲 し い 。

高橋 前言で重点的 と い っ たが， それは， そ の 他 の こ
と をや ら な い と い う の で は な い 。 こ の グル ー プの
目 的は特に あ る も の を促進す る と い う こ と であ る
と 思 う 。

永 田 佐 々 氏 の 発言につ き る が， 水準測量を迅速にや
る こ と の 研究が大切 であ る ， 多少の コ ス ト 高を ゆ
る し て はや く や る こ と 。

岸上 新開発表な ど外部の 人に よ く 理解 さ せ る よ う に
し て 頂 き た い 。

坪井 普高橋氏な どがや っ た こ と が， 一定の外国に対
す る 傾斜の レ ス ポ ン ス の 性質が時間的にかわ る と
い う 現象が あ る 。 こ れな どは予知 の 方法 と し て 有
望だ ろ う か ?

西村 それは大変むずか し い と 思 う 。
佐 々 地震の 前 と 後 と で地殻 の弾性的性質がかわ る よ

う に見 え る こ と が よ く あ る 。
萩原 地震の あ と で， 地殻潮汐な どが大 き く 観測 さ れ

る こ と が あ る 。 し か し こ れは測定機械の 責任か も
知れな い。

西村 地震の 前 と 後 で物性がかわ る と い う こ と は有 り
得 る と 思 う 。

高橋 確かに有望だ と 思 う 。 レ ス ポ ン ス だ け でな く 地
震波伝播速度の 変化 も あ る の では な い か 。 歪がた
ま っ た こ と で， 弾性常数が変 る と い う こ と は充分
考 え ら れ る 。

河 角 そ れは爆破 グ ル ー プの 最終 目 的 の 一つにかかげ
ら れ て い る 。 人工地震をつか う の が も っ と も 有望

であ ろ う 。
西村 自 然地震 で も 変成波をつか え ば く わ し く 調べ ら

れ る と 思 う 。
広野 人工地震は余 り 深 く 入 ら な い し， ま た反射法は，

モ ホ の下には層がな い だ ろ う か ら むずか し い 。
宮本 気象庁観測所の簡単微動計は別の 性能 の よ い も

の に変え て欲 し い 。
広野 現在気象庁に は 107 個所の 観測所が あ る が， 45 

個所に新型の 電磁式地震計 (倍率 100 倍 と 1 ， 000
傍， 特性は ウ ィ ー ベ ル ト 地震計 と 同 じに した〉 を
設置す る 計画であ る 。 大体一個所 250 万 円程度か
か る 。

和達 人件費な ど も あ る か ら 250 万 円 ではす ま な い 。
広野 四六時中， 地殻変動の 記録をみて ， 数時間前の

異常か ら 地震予知をす る の は， 大変な 仕 事 で あ
る 。 現在津波警報の 仕事を し て い る が， 大変 シ ン
の疲れ る 仕事であ る 。 地震予知はそれ よ り 大変 で
あ ろ う 。 気象の よ う に長期予報 と 短期予報 と 両方
欲 し い 。 ま た地震の 大 き さ を考えに入れた統計的
方法 も 研究 し て欲 し い 。 地磁気現象 も 考えに入れ
られたい。

坪井 マ グ ニ チ ュ ー ド の 度数分布が時間 と 共に変 る か
変 ら な いかを統計的に言え る には， どれだ け の 期
聞を と る 必要が あ る だ ろ う か， 例 え ぼ 1 月 毎 に と
っ て， それがかわ る と 言え る だ ろ う か。

安芸 小 さ い地震 ま で入れて地震の数を ふやせば， 信
頼度はふ え る よ う に見 え る が， そ れ ら の 地震がお
互いに統計的に独立でな く な る 怖れが あ る 。 つ ま
り 結果の信頼度は小 さ い地震をた く さ ん と っ て も
ふ え な い と い う こ と が あ り う る 。 し か し 度数分布
の かわ り 方が大 き い けれ ば少数の 地震か ら も そ の
変化を検出 で き る 。

佐 4 われわれは地震の数時間前にお こ る 地殻変動の
異常を重要視 し て い な い 。 む し ろ地震前の l 年，
2 年の期間の異常を 問題に し て い る 。 安芸氏の い
う よ う に， 高感度観測では補正 と い う こ と が， 大
き な 問題であ っ て そ の た め には， 20年程度の 地殻
変動記録の蓄積が必要であ る 。

西村 マ グ ニ チ ュ ー ド 7 以上の地震であれば， 地殻変
動 の 異常が 2 - 3 ヶ 月 前 に でて い る 。 ただ し地震
を伴わ な い 異常 も b っ て， 問題は簡単でな い 。

広野 大 き い地震ばか り ね ら わ な い で， 小 さ い地震で
で き る こ と を や る 。 小 さ い地震な ら ば， 研究の 機
会が多い。

西村 和歌山 でい ろ い ろ な方法で地殻変動を 観測 し た
が， 震度 3 の地震に際 し て ， 異常が 出 た よ う に見
え る 。 こ れにつ い て は今度の シ ム ポ 汐 ウ ム で報告
す る 。

広 野 マ グ ニ チ ュ ー ド 5 と か 6 の地震を対象にす る と
よ L 、 。

佐 々 それに し て も 1 ヶ 月 や 2 ヶ 月 の 観測では仕方が
な い 。 われわれの 結果は， 20年位の観測の成果で
あ る 。

co

 



吉松 例 え ば関東地方な ら 関東地方 と き め て， 集中的
に い ろ い ろ な方法を応用 し た ら よ い と 思 う 。 私は
電磁気を分担 し た い 。 柿 岡 の 永年変化 と 地震発生
の 間に何か関係が あ る よ う に見 え る 。

宮村 ソ 連では， 地震予知 と い う こ と を重要視 し て い
る 。 数年前にそれに関 し て シ ム ポ ジ ウ ム が あ っ た
が， そ こ では サ イ ス ミ シ テ ィ ー マ ッ プの作製が第
ーにおかれ て い た 。 5 年かか っ て ， 現在大体で き
て い る 。 ま た地震活動の は げ し い， タ ヲ ー ク な ど
で傾斜計に よ る 地殻変動の 観測をや り ， 地震の メ
カ ニ ズ ム と く らべ て い る 。

新日達 最近パ サ デ ナ の研究所を訪問 し たが， 地震予知
の 計画は考え ら れて い な か っ た。 も しゃ る と すれ
ば， ど う い う 方法を と る か と い う 質問に対 し て プ
レ ス 氏は， 水準測量の 反覆， それ も 毎月 と い う よ
う に頻繁に行 う だ ろ う と 答えた。 地震の お こ り そ
う な 断層地帯で反覆測量すれば， 何かてがか り が

つかめ る だ ろ う と い う こ と であ っ た。
ソ 連では地震予報図 と い っ た サ イ ス ミ シ テ ィ ー

マ ッ プがつ く られ て い る が， 日 本で も ， 普大森先
生が し た よ う に地震帯 と い う 考え を新 し く 見な お
し て， 資料の蓄積を整理す る こ と が必要だ。 そ う
い う 図は地震予知の基礎資料 と し て必須であ る 。

先程か ら 皆 さ ん の 話を き い て い て， 私It.t世話人
に徹す る 決心を し た。

坪井 カ リ フ ォ ル ニ ア では， 地震 と 地質学的断層が よ
く 関係づけ ら れ て い る が， 日 本では， 西 日 本で さ
えそ う では な い よ う に思 う が， ど う か ?

荻原 ト ル コ や イ ラ ン で も 両者 の 関係は， は っ き り し
て い る 。 日 本ではそ の よ う な 断層が海にあ る の で
は な い か。

手口達 福井地震は濃尾地震 と 共通の断層 で結びつい て
い る よ う に感 じ る 。 ま た善光寺地震な ど は地質的
な構造線 と 関係 が あ る 。 し たが っ て 日 本の地震の
な か に も ， カ リ フ ォ ル ニ ア の地震 と 同 じ よ う な考
え方で扱え る も の が あ る 。

坪井 先 日 久野氏 と 丹那断層を見に行 っ た と き 日 本中
で， 数多い地質学的断層の う ち， 地震を生 じそ う
な く さ い 断 層 の 地図をかけ る か と き いた所， 久野
氏は私はか く と い っ て いた。 し か し カ リ フ ォ ル ニ
ア と 日 本は ちが う と 思 う 。

萩原 日 本海岸の地震では断層 と メ カ ニ ズ ム の 関係は
規則正 し い 。

金井 グ ー テ ン ベ ル グは， 断層 と 地震活動 と の結びつ
き 以外に地震の予知を さ ぐ る 手掛 り は な い だ ろ う
と 言 っ て いた。

以上予知の 方法につ い て 多 く の議論がでたが， 次の
よ う に分類 さ れ， 各方法につ い て リ ポ ー タ ー が き め ら
れた。

1 .  水準測量
2. 三角測量
3. 基線測量
4. 検 潮

n同，u内hu守ta

川

口

一

坪

山

、•.

 

EE'aaEpeaE冒目目，，

5 .  傾斜観測
6. 伸縮観測 j 喜界
7. サ イ ス ミ シ テ ィ 〔統計お よ び発震機巧〉 広野
8. サ イ ス ミ シ テ ィ (微小地震〕 鈴木
9. 地殻弾性変化 (地殻潮汐〉 西村

(地震波伝播〕 鈴木
10. 電 磁 気 吉松
1 1 . 熱的性質 上 回
12. 地質地形学的方法 宮村
次期会合は， 6 月 5 日 (月 〉 午後 2 時， 震研会議室

で、行われ る こ と に決定 した。 次期会合では， 各 レ ポ ー
タ ー が責任を も っ て， 資料を も ち よ り 各方法につ い て
報告， 検討す る 。

地震予知計画研究 グル ー プ

第 2 回会合議事録

1 . 日 時 : 1961年 6 月 5 日 14時�17時
2. 場 所 : 東京大学地震研究所会議室
3. 出席者 。l頂序不同) : 

広 野 卓 蔵 宮 本 貞 夫 井 上 宇 胤
吉松隆三郎 湯 村 哲 男
高 木 章 雄 友 田 好 文
池 上 良 平 高野 敬
水上 武 岸 上 冬 彦
萩 原 尊 礼 宮 村 摂 三
塚本裕四郎 坪 井 忠 二
宮 崎 正 衛

4. 司 会 . ;荻原尊礼
5. 議 事 :

(A) 各 リ ポ ー タ ー の報告 (要旨別途印刷の 予定〉
1) 測地的方法 小林霊平 (国土地理院〉
2) 検潮 山 口 :生知 〈神奈川大学〉
3) 傾斜伸縮連続観測 萩原尊礼 (震研〉
4) 地震活動， 発震機巧 広野卓蔵 (気象庁〉
5) 微小地震， 地震波速度変化

鈴木次郎 (東北大〉
6) 地殻潮汐， 傾斜伸縮連続観測

西村英一 (京大〉
7) 地磁気地電流 吉松隆三郎 〈気象庁〉
8) 熱流測定 上 田誠也 (震研〉 宮村摂三代読
9) 地質地形調査 宮村摂三 〔震研〉

(B) 今後の 方針
1) 上記報告要旨 パ ン フ レ ッ ト の 作成を行 う 。
2) 世話人お よ び機関代表者か ら な る エ ク ゼ ク テ

ィ ブ コ ン ミ ッ テ ィ ー 的な 会合を 6 月 19 日 (月 〉
13時 よ り 震研会議室に て 開催。

3) 次回会合は 6 月 下旬乃至 7 月 上旬 と す る 。

奥 田 豊 三
北 野 芳 徳
松 田 時 彦
飯 田 汲 事
河角 広
鈴 木 次 郎

金井 清
小 林 霊 平
津村建四朗
安 芸 敬 一
和 達 清 夫
山 口 生 知
佐 々 憲 三



地 震 予 知 計 画 研究 ク、、 ノレ ー プ

作業委 員会議事録

日 時 1962年 6 月 19 日 (月 ) 11時�14時
場 所 地震研究所会議室
出席者 塚本， 和達， 鈴木， 山 口 ， 広野， 小林， 宮

村， 萩原， 奥 悶 ， 坪井， 西村 CR頂不同〉
議 事 1) 自 由討議の か た ち で、 ま ずつ ぎ の こ と が確

認 さ れた。
(1 )  各機関がすでに独 自 で計画 し 昭和37年

度予算案 と し て提出 した も の の う ち に，
予知 グ ル ー プ と し て予知計画 の 一環 と し
て有用 と み と め た も の が あ れ ば， そ の実
現を支援す る 。

(2 ) 予知 グ ル ー プ と し て の 予知計画を昭和
38年度次降に対 し て っ く り ， そ の実現に
つ い て は測地審議会を 通 じ て総合的にお
と な う 。 (学術会議は と お き な い で よ い〉

(3) 研究的 な も の につい て も 必要な支援を
す る 。

2) U M P と の 関係， 防災， 地盤涜下等気象
庁 国土地理院水路部等 の かか え て い る 諮問
題 と の 関係が話題 と な っ たが， 結論が え ら
れ な か っ た。

3) 第 1 項 の (1)に該当す る も の と し て ， 特に
密接に予知に関係 あ る も の と し て 各官庁別
につ ぎ の も の が あ げ られた。
第 1 類 現業的事業

(1 )  国土地理院の 測量お よ び検潮
(2) 気象庁の 地震観測網お よ び検潮
(3) 水路部の検潮

第 2 類 研究的事業
(1)  震研， 防 災研共同 に よ る 地震活動度

地図作成観測
(2 ) 震研の 特定地震地域の地震予知の た

め の 基礎研究 (地殻変動， 地震観測，
重力， 地熱， 地球電磁気， 地質地形等
を ふ く む〉

(3) 防災研の 地殻変動常時観測
第 3 類 純粋研究

4) 第 2 項の 予知計画 と し て の 観測計闘につ
いて (1) 地域的精密反覆測地測量， (2)予知
用地球物理諸観測の地域的観測網完成 の 2
項 目 につ い て， (1 )地域論， (2)観測方法論，
(3)観測実施法の検討を次回総会では じ め る

お 前回の総会の報告の 要 旨を パ ン フ レ ッ ト
にす る 件は， それぞれ の項 目 の (1)沿革， (2) 
現状， (3)将来計画， (4)意見そ の 他 と い っ た
内 容で， 簡単に原稿を リ ポ ー タ ー が世話人
に お い て適当 に取捨 し て作成す る 。 こ の 件
は萩原世話人が担当す る 。

6) 次回総会は 7 月 中 旬にお こ な れ 日 時未
定。

地震予知 計 画 グ ル ー プ

第 3 回会合議事録

1 . 日 時 : 1961年 9 月 21 日 1O�12時
2. 場 所 東京大学地震研究所会議室
3. 出席者 (順序不同) : 

高橋龍太郎 萩 原 尊 礼
坪 川 家 慣 高木 聖
商 村 英 一 坪 井 忠 二
広 野 卓 蔵 表 俊 一 郎
村 内 必 典 岡 田 惇
津村建四朗 宮 村 摂 三

4. 司 会 : 5荻原尊ネL

手口 達 清 夫
佐 々 憲 三
塚本裕四郎
高木 章
金井 清

奥 田 豊 三
友 回 好 文
山 口 生 知
湯 村 哲 夫
小 林 重 平

5 . 議 事 : 前 回 の 会合での報告書に よ る 報告要旨を
資料 No. 1 と し て配布 し ， こ れについ て各項別に簡
単な検討をお と な っ た。
fi 1 ?!lU地的方法につい て は ， 坪井氏 よ り 活動断層

等につ い て こ れに ま たが る 小規模 の 測量の く り
か え し に よ る 皇室視を付加 す る こ と の 必要性が の
べ ら れたっ 宮村氏 よ り 水準点等の 測地標右 の 保
存につい て の適切な措置の必要が強調 さ れ， 手口
達氏， j;平井氏等に よ り こ の 件を学術会議， 測地
審議会 よ り 政府に勧告す る よ う と り はか ろ う と
言明 さ れた。

fi 2 検潮につ い て は和達氏 よ り 潮位の土木関係地
球物理関係等での 定義の 調整が の ぞ ま れた内 基
本水準標の 維持につ い て ま た平均水面 と 基準水
面 の 関係につ い て塚本氏， 山 口 氏， 高橋氏， 坪
川 氏等の あ い だ で論 じ ら れ た 。 坪井氏 よ り 多量
の 検潮結果の整理につい て資 料処理 自 動化の必
要が注意 さ れ， 水路部等でそ の 準 備 の あ る こ と
が の べ ら れた。 報告中に あ る 地震発生 と の 関係
は報告者 山 口 氏 の 意見 であ っ て ， 現段階 と し て
は， 地殻変動につ い て の 情報を そ ろ え る 意味で
検潮を と り あ げ る の であ る こ と が萩原氏 に よ り
注意 さ れた。

fi 3 地殻変動連続観測 も 萩原氏 よ り 同様の趣旨で
あ る むね強調 さ れ た。 西村氏は北美濃地震前
約 1 � 1 . 5 月 前か ら み られた神間 (震央距離 36
km) ， 尾小尾 〈震央距離 41 km) にお け る 傾斜
変化の 異常に つ い て簡単に発表 し た。 地磁気偏
角短周期変化 の 2 点 の比につ い て損峯/紀伊 由
良， 模峯/和歌山市大浦の最近 1 年間 の 状況が
のべ ら れた。 後者の値が特に大 き い こ と が注意
さ れた。 (地震 と の 関係 は不明 であ る 〉 。

fi 4 地殻弾性の 時間的変化につ い て 萩原氏 よ り 局
所的影響につい て の疑念が表明 さ れた。

S 5 地震活動につ い て ， 60 km 以深の地震につい
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て も で き る だけ M を き め て は と い う 意見 が で
て ， 和達氏 は あ る 程度は っ き り し な い点 も あ る
が一応の基準でやれ る も の な ら や り たい と 発言
した。 宮本氏 よ り 最大有感距離でな く 平均有感
距離の よ う な も の の発表に も ど る こ と が希望 さ
れた。

苦 6 微小地震の項は小地震 と 微小地震 の 定義が問
題にな り 宮村， 高木 (寧〉 氏 よ り は， M :S;; O を
微小， M = 1-4 程度を小地震 と し て は と い う
意見が でたが， 和達氏は こ の 小地震 も 微小地震
にふ く め で は と い う 意見であ っ た。 いずれに し
て も M = 1-4 の 地震活動度の 調査の項 目 を こ
こ に付加す る こ と に し て 宮村氏がそれを担当す
る こ と に き めた。

S 7 につい て は特に意見がでな か っ た。
S 8 につ い て は和達氏 よ り ひ ろ く 地震の 造構造論

的考察につ い て の 問題提起が あ っ たが， 特に重
要な も の と し て ， 活動断層を ま ず え ら ん だ の
で， 他 の 第 4 紀地殻運動につい て の 調査 も 勿論
計画 さ れて い る 旨宮村氏 よ り 回答 さ れた。

S 9 地熱測定は地震活動度の 分布等 と 関連 し て非
常に重要で興味あ る 結果であ る が直接予知の 計
画 よ り む し ろ 基礎的な計画にはい る と い う 意見
であ っ た。

な お最後に こ れを ま と めた総論をつ く る こ と を坪井
氏 におねが い し ， こ の 総論を こ め て さ ら に今後文書 で
よ せ ら れ る 意見 も 参照 し ， グ ル ー プ と し て の 予知計画
白 書 の 簡単 な も の をつ く る こ と に き めた。

荻原氏 よ り 6 月 19 日 にお こ な われた作業委員会 の 経
過報告が簡単にお こ なわれた。

U M P と の 関係につい て は高橋氏 よ り U M P 合同 小
委員会が結成 さ れたが具体的 う ご き は な い と の 報告が
あ っ た。

宮本民が北美濃地震 と いわゆ る 高木式装置の 神戸，
東京 の 記録に つ い て報告があ っ た。 間装置 で こ の 地震
の 1 ヶ 月 前神戸 での変化が 15。 に達する と の こ と で，
それは電流 と し て ど の 位 の 変化か と の 質問が坪井氏か
ら あ っ たが ， 宮本氏は返答 で き な か っ た。 高 円寺の 気

象研究所に設置 した装置は宮本氏 の 雪 ヶ 谷 の も の と 同
様の も の であ る と の 宮本氏の言明 が あ っ た の で今後両
方の 比較に よ る 問題の検討が で き る であ ろ う 。

懇 談 会 メ モ *

百 時 1961年10月 10 日 13時-16時
場 所 仙台市 精養軒
出席者 松沢 ・ 佐 々 ・ 坪井 ・ 西村 ・ 萩原 ・ 広野 ・ 宮村

・ 鈴木 ・ 安芸 ・ 三雲
1) 地震の大 き さ 別 の よ び方をつ ぎ の よ う に き め て討

論す る 。
大 地 震 (Large E.) Mミ7
中 地 震 (Moderate E.) 7> M ;;;;;5 

小 地 震 (SmaIl E.) 5> M ミ3
微 小 地 震 (Very SmalI E.)  3> Mミl
極微小地震 (Micro-earthq .) 1> M 

な お以上の名称につ い て は鈴木氏 よ り 浅 田氏 の 意
見 を き く こ と ， 英名 につい て は坪井氏 よ り Richter
氏 の 意見を き く こ と ， 誰かが 「地震」 の寄書にかい
て批判を も と め る こ と ， が 申 し あ わ さ れた 。

2 )  気象庁管下の地震観測所にお け る P-S 時間分布
を原簿に よ り 調査す る こ と 。 調査費につい て は科学
研究費 と め お き 分の よ う な も の を あ て た い 。 実行計
画は広野氏が至急研究す る 。

3) 本邦地震活動度の 地理的分布調査の た め の 観測事
業計画 (震研 ・ 防災研共同 に よ る 概算要求， 37年度
は設備費の み〉 について宮村氏 よ り 説明 が あ っ た。

4) 第 1 項の 定義に よ る 大 ・ 中 ・ 小地震の活動度は気
象庁の 観測網に よ り 調査で き る が料微小地震お よ び
極微小地震の観測計画を全国的に実現す る に は さ ら
に別 の 画期的に大規模の組織を必要 と す る こ と に な
る 。 し か し こ れを業務観測 と す る に は ま だ研究的色
彩が つ よ い の で， こ れを そ の ま ま 既存 の 業務官庁の
事業 と す る の はむずか し い 。 理想、をい え ば将来国土
省 の ご と き も の が笑現 し た と き に， そ の な かに地震
庁の よ う な も の が で き ればそ こ の 仕事 と な る よ う な
規模の も の であ る 。 しか し現状におい て も し こ れを
既存の 政府機関 でお こ な う と すれば， そ の 付属研究
所に お い て お こ な う 以外にみ ち は な い 。 こ の 具体案
と し て ， つ ぎ の ご と き も の が考 え られた。
① 気象庁に研究観測をお こ な い う る 部門を つ く る

(ただ し和達長官の 意見に よ れば気象庁で‘現実に
お こ な い う る の は既存の 観測所に器械を ふやす程
度であ り ， 微小地震観測の よ う な研究観測を お こ
な う こ と は無理 と の こ と であ る 〉

② 大学研究所を画期的に強化 し て お こ な れ
③ 国土地理院に あた ら し く 研究観測をお こ な い う

る 部門をつ く る 。 (和達氏 の 意見に よ れば， 地殻
変動観測 と むすびついた形 で こ れを お こ な う よ う
な場合は微小地震観測を気象庁の従来の 地震観測
と 別 の も の と か んが え る こ と が で き ， こ れを他機
関 に分離す る こ と が容易 で あ ろ う 。〉 な お こ の 計
画 は 当然地殻変動そ の 他 の 地球物理的観測 と も 関
連 し て お こ な われ る べ き も の で あ ろ う が， そ の 点
には今 回 は た ち い ら な い 。 (荻原 ・ 宮村記〉

* こ の メ モ は懇談会出席者 と 和達氏 と にか ぎ り 配
布 さ れ る も の と す。

材 現状の 気象庁観測網では小地震の う ち の ち い さ
い も の は， 1 - 2 ケ所で記録 さ れ る か ま っ た く
記録 さ れな い の で震源決定は無理 であ る 。 何 ら
か の 対策が の ぞ ま れ る 。 あ る い は微小地震観測
網で重複 し て対象 と すべ き であ ろ う 。

(宮村補註〉
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地 震予 知 計 画 研究 グ ル ー プ

第 4 回 会 合議事録

1 . 日 時 : 1961年12月 21 日 (木) 13時�17時
2. 場 所 東京大学理学部会議室
3. 出席者 (J[頁序不同 〉 : :坪井忠二， 奥 田豊三， 吉松隆

三郎， 金井清， 鈴木次郎， 表 俊一郎， 坪川 家恒，
山 口 生知， 萩原尊ネL， 宮村摂三， 西村英一， 広野卓
蔵， 宮本貞夫， 湯村哲夫， 宮崎正衛， 友 田好文， 岡
田淳， 小林重平， 田 中寅夫， 高木章， 三雲健， 安芸
敬一， 圧司 〔水路部 の 人〕

4. 司 会 : 萩原尊礼
5.  議 事 : 資料 No. 1 を も と に し て資料 No. 2 が ま と

め ら れたの で， こ れ を検討 し た 。 用 語 の 統ーをはか
る こ と ， 業績， 等に 関す る 個人名 ， 機関名 は特に あ
げ な い こ と が原則的にみ と め ら れ ， つ い で各章 ご と
に 審議 し た 。 以下辞句上の 訂正等につ い て は省略 し
議論の概要を の べ る 。

S 1 では水準点 の 増設 と そ の 位置に つ い て の 考慮
に 関 し て 付記す る こ と が希望 さ れた， S 2 では デ ー
タ 処理の 近代化 と と も に デ ー タ 自 体 の 統ー を 力説す
る こ と が の ぞ ま れた。

S 3 で、は鉱 山等の 坑道 の 利用 に つ い て議論 さ れた
が主体は観測用 の 坑道をつ く る こ と に お く こ と に き
ま っ た 。

S 4 では気象庁の 地震観測近代化計画を4> M > 3
に つ い て で き る だ け完全な 観測資料が公表 し う る よ
う にすすめ る こ と を 希望す る 必要が強調 さ れた 。 極

微小地震 の 観測計聞につい て若干の 変更が提案 さ れ
了 承 さ れた。

S 5 で期待 さ れ る 走時変化 1 � 2 秒 と した こ と は
異議が お お く ， こ れは 削 除 さ れた 。 S 6 は特に議論
な し 。 S 7 は非常に活発な議論が あ り ， か な り の 訂
正が な さ れたが， 研究観測を お こ な う べ き 地域 は 1
ケ 所 と か ぎ らず， ま た特定の 地名 も だ さ ず， そ の 地
域 に 固 定観測所数 ケ 所を お い て 種 々 の 観測をお こ な
っ て ゆ く こ と と し た 。 S 8 に つ い て は 関係機関 の 責
任者 をふ く め た地震予知研究計画関係機関連絡会議
の よ う な も の での 検討に議論を ゆ ず る こ と と し た 。
S 9 につ い て も 特に 異議 は な か っ たが， 本計画 の す

べ て が今 日 ス タ ー ト すれば と い う 「すべ て 」 と い う
こ と を 付加す る よ う 希望 さ れた， な お， 文部省科学
研究費に よ る 災害科学総合研究班 〔班長， 長谷川万
吉〉 に地震予知分科会 (幹事荻原尊礼〉 が設け ら れ
本 グ ル ー プ と 一体 と な っ て 計画研究を進め て ゆ く こ
と に な っ た。 こ の 分科会に は 昭和36年度経費 と し て
1 0万円が配分 さ れた の で， 本計画研究 の 会合費印刷
費 な どに 当 て る 方針 と し た こ と が報告 さ れ諒承 さ れ
た 。 以 上

地 震 予 知 計 画 に 関 す る

懇談会 メ モ

1 962年 1 月 20 日 10時�20時 東大地 震研究所会議室
に お い て地震予知計画研究 クツレ ー プ と 災害科学総合研
究班地震予知分科会 と の 合 同 に よ る 懇談会が開かれ，

「地震予知計画 グ ル ー プ資料No. 2 J の 第 8 章予知計画
実行 の た め の 組織に つ い て 検討が行われた。

出席者 (順序不同〉
広野卓蔵， 吉松隆三郎， 奥 田豊三， 坪川 家恒，
小林重平， 塚本裕四郎， 鈴木次郎， 坪井忠二，
萩原尊礼， 宮 村 摂 三， 佐 々 憲三， 西村英一，
山 口 生知

議 事
1) 資料No. 2 の S 8 の 内 容につい て討議 じたが，

結局ほ ぼ原案が承認、 さ れた。
2) 本印刷は 「地震予知一現状 と 将来計画」 と 題

し ， 表紙に は題の ほ か 11962年 1 月 J 1地震予
知計画研究 グ ル ー プJ 1世話人坪井忠二， 和達
清夫， 萩原尊干し」 と 入れ る 。 s 0 はた だ緒言 と
し て の 終 り に世話人 の 名 を列記す る 。 印刷部数
は 1500。 写真， 図表を入れ て 素人に も 分 り ょ
く す る 。 な どが決め ら れた。

本記事は こ の 会合に参集 を お願い し た上記出席者 お
よ び欠席 さ れた和達清夫氏 お よ び 災害科学総合研究班
各幹事に送付 し た 。 (荻原， 宮村記〕

地震予 知 計 画 研 究 グ ル ー プ

第 5 回 総会 議事録 (抄)

日 時 1963年 1 月 9 日 10時30分�12時
場 所 於 地震研究所会議室

出席者 (順序不同〉 早川 し 友 回 ， 金井， 津村， 小林，

報告事項 (萩原〉

岡 田， 小沢 ( 日 ) ， 杉村， 宮本，
奥 田 ， 西村， 加藤， 吉松， 坪川 ，
笠原， 河角， 和達， 佐 々 ， 萩原，
宮村

さ き に 印刷 さ れた 「地震予知一現状 と そ の 推進計
画」 の完成を も っ て ， 本 グ ル ー プ活動の第 1 段階は
終 っ た。 地震予知計画推進の 次段階 と し て ， 上記計
画 の 促進方を 学術会議か ら 政府に勧告 し て も ら う 必
要が あ る と 考え ら れ る 。 こ の 申 し入れは， 地震分科
. 更に 地物研連委を通 じ て学術会議総会に提 出 す る

の がJ[員序 であ る の で， 一応世話人の手に よ り 下記 の
案文を作成 し ， こ れの 取 り 次 ぎ 方を 地震分科に依頼
し た 。 (案文省略〉

時間的制約 の た め， あ ら か じ め本 グ ル ー プの 御審

議を願 う 機会が な か っ た の で， こ の 席上本件に関す
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る 御諒解を い た だ き た い 。
審議事項

披露 さ れた案文内容につ き ， 和達 ・ 西村 ・ 加藤 ・
荻原 ・ 宮村等各氏 の 発言があ り ， 主 と し て下記 の 諸
点を考慮すべ き こ と が指摘 さ れた 。
1 .  学術会議か ら政府に勧告 し て も ら う べ き 内 容 を

本文中に具体的に示す こ と 。 例 え ば， こ の 計薗 の
審議 ・ 立案を推進す る た めに公的な組織の 設立を
希望す る 等。

2. 今後の見通 し (実行化 の 段階 ・ 期待 さ れ る 成果〉
を説明文に追加す る こ と 。

こ れ ら の 問題につ い て討議を加え， 下記の 通 り 処置
す る こ と に決定 し た 。

1 .  上記の諸点を考慮 し て 世話人に お い て 案文を更
に改良す る こ と 。

2. 勧告案が学術会議 の 1 月 総会を通過す る よ う 手
続を進め る こ と 。

3. こ の た め ， 勧告希望事項の重点を さ し 当 り 公的
委員会の設立に し ぼ る こ と 。

4. 以上に 関す る 具体的措置は， グ ル ー プ計画案の
基本線を尊蓑す る 前提 の 下に， 世話人お よ び作業
委員会に一任す る こ と 。

地震予知計画研究 グ ル ー プ

作業委員会 災 害科学綜合

研究班 地震予知分科合 同

懇談会 議 事

日 時 : 1963年 1 月 9 日 12時�13持30分
場 所 : 学士会館本郷分館
出 席者 (順序不同 ) : 和達清夫， 坪井忠二， 奥 田豊三，

加藤愛雄， 吉松隆三郎， 佐 々 憲三， 広野卓蔵，
小林霊平， 金井 清， 高橋龍太郎， 坪川 家恒，
宮村摂三， 萩原尊ネし， 西村英一， 塚本祐四郎

議 事 地震予知計画推進の た め学術会議 よ り 政府に
勧告す る 件につ い て ， 同 日 午前中に お こ な わ
れた地震予知計画研究 グ ル ー プ総会に お け る
討議 で， 世話人に一任 さ れた具体的事項につ
い て相談 し た 。 (地震予知計画研究 グ ル ー プ
第 5 @1総会議事録参照〉

地震予 知計画研究 グ ル ー プ

第 6 回 総会 議事録

日 時 : 昭和38年 5 月 6 日 11時�12時30分
場 所 地震研究所会議室
出 席者 : 表， 坪J I I ， 広野， 山 口 ， 飯田， 吉松， 加藤，

金井， 小林(重) ， 早川 ， 村内， 岡 田， 一戸，

小沢， 宮本， 宮村， 浅 田 ， 岸上， 笠原， 松沢，
和達， 永 田 ， 高木， 今沢， 荻原 o質序不同〉

1 . 経過報告
萩原世話人 よ り 本年 1 月 以後の 経過報告が あ っ た 。
的 地震予知研究推進に 関 し 学術会議 よ り 勧告が で

る よ う ， 地球物理研究連絡委員会を通 し て働 き か
けたが， こ の 勧告案は学術会議第 4 部 で審議未了
と な り ， 本年 4 月 の 総会に は提 出 の 運びに至 ら な
か っ た 。 こ れに 関 し ， 和達氏 よ り ， 上記勧告案が
審議未了 と な っ た事情は， 主 と し て 地震学を は じ
め地球物理学諸分野 の 長期研究計酒が未提 出 であ
り ， それ と 地震予知 と の 関連が 明 白 で な い と い う
意見が 出 たた め であ っ た， と の 説 明 が行われた。

(ロ) 本 グ ル ー プの 活動を 始 め と し て地震予知計画推
進の要望が多い の にか ん が み ， 文部省測地審議会
は去る 5 月 11 日 の 総会に お い て ， 同 審議会に地震
予知部会を 常置す る こ と を決めた。 (註 : 測地審
議会は各省 の 地球物理学的業務 の 連絡調整を取扱
う こ と に な っ て い る 〉

付 文部省科学研究費に よ る 災害科学の 総合的研究
班の地震予知分科会は本 グ ル ー プ と 一体 と な っ て
活動 し て き た こ と は ご承知 の 通 り であ る 。 本研究
班は今年度 よ り 「災害科学 と 防災科学 の 基本問題
に関する 総合的研究」 班 (班長 長谷川万吉〉 と
名 称を変え たが， 略称は 「災害科学総合研究」 班
であ り ， 内 容 も 従来通 り であ る か ら ， そ の 分科会
であ る 地震予知分科会は こ れか ら も 本 ク勺レ ー プ と
一体 と な っ て活動を続け て ゆ く こ と に な ろ う 。 従
っ て 本 グ ル ー プの 会合費， 印刷費等は今後 も こ の
科学研究費に頼 る こ と が で き る 。

2. 議 題 (今後の 方針〉
話題提供の た め和達氏 よ り 次 の 発言が あ っ た 。

今後の 方針 と し て
( 1 ) 研究者は互に連絡 し て 本問題に 関す る 研究 を

推進 し て ゆ く 。
(2 ) 地震予知計画の具体化に 際 し て は ， ま ず どれ

か ら かか る か， どれが優先か を決め る こ と 。
(3) そ し て そ の実現 の 方法を考え て ゆ く 。
以上の方針につ き 種 々 意見がかわ さ れたが， (lì に

つ い て は ， ま ず地震学会が測地学会， 地球電磁気学
会等を勧誘 し て共同 の シ ン ポ ジ ア ム を 開 く こ と ， (2)  
に つ い て は測地審議会地震予知部会 と 本 ク勺レ ー プ の
作業委員会 と 互に連絡を取 り つつ決め て ゆ く こ と ，
(3 )につ い て は ， 測地審議会地震予知部会が主 と な っ
て考え る ， の が よ い と の 意見に一致 し た 。

な お ， 本 グ ル ー プは今後 も こ れ ま で の 行 き 方 で進
ん で行 き 作業委員会が具体案の 作成 に 当 り 測地審議
会 と の 連絡に 当 り ， 適 当 な機会に グ ル ー プの 総会を
開 い て 経過 を報告 し て意見を求め グル ー プ全員 の 意
見 を反映 し て ゆ く こ と が確認 さ れた。
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資料 No.l お よ び、No.l の 補遺
1961年 9 月
地震予気計画研究 グル ー プ

は し が き
こ の パ ン フ レ ッ ト は ， 1961年 6 月 5 日 の地震予知計

画研究 グル ー プ第 2 回会合お よ び 同年 6 月 19 日 の 周 グ
ル ー プ作業委員 会に， 各 リ ポ ー タ ー か ら 提 出 さ れた地
震予知計画に 関す る 資料 を取 り ま と め た も の であ る 。

目 次 (省略〉

S 1 .  測地 的方法

国 土 地 理 院
陸地測量部時代以来， 国土地理院が実施 し て来た測

地事業 (三角 ， 水準測量， 検潮 な ど〉 は， 地震後の復
旧 測量の 結果 と し て， 地震に伴 う 水平， 垂直変動に対
す る 幾多の貴重な資料を提供 し た。 し か し地震 の 予知
に 関 し て は， 殆 ん ど何等の寄与を し て い な い 。

こ の理 由 の 最た る も の は， 測量の 時間 間 隔 が あ ま り
に も 長す ぎ る こ と に あ る 。 例 え ば， 復旧三角 ， あ る い
は水準測量が行われ て ， 地殻の 水平 ・ 垂直運動 を 出 す
の に ， 比較に と る 成 果が30年 も 40年 も 前 の 明治成果で
は， 算 出 さ れた変動が， 地震の みに よ る の か疑問が入
る し ， ま た予知 と い う 点 に 関 し て は全 く 無力 であ る 。

地殻変動が 飲米 な みに ， 100 年を単位 と す る 時間尺
度 で も よ い場合 と 違 っ て， 世界有数の 変動地帯に属す
る 日 本列 島 では， 5 年乃至10年の 単位が， 許容 さ れ る
最大限の 時間尺度であ る 。 こ の こ と は ， 水準原点 と 油
壷験潮場を結ぶ水準測量に よ っ て 判 明 し た三浦半島の
変動か ら も ， よ く 実証 さ れ る と こ ろ であ る 。 こ の よ う
な 地震予知 の 要請に充分に答え る た め に は ， 膨大な作
業が必要 と な る が， 限 ら れた予算 と 人員 の 規模 で実行
可能 な 線 と し て ， 次 の よ う な計画 を立案す る 。
ω 全国 的規模の 反覆測量

こ の 測量は， い わ ば地殻の 骨組に対す る も の で，
必ず し も 地震の 巣を直接の対象 と し て い な いが， も
っ と 根元的な地震 の 原 因 (例 え ば巣の成因〉 を検討
す る 資料を 目 論む。 も ち ろ ん正確な成果の 維持 と ，
国土 の 保全に対す る 要請に も 答え る こ と が 出来 る 。

こ の 計画に基 く 作業は， 大 き く 分け る と ， 水準測
量 と 三角 測量 と に な る が， 水準測量の 精度を確保す
る た め に は験潮 も 必要 で あ り ， ま た三角 網 の 規正 と
精度確保の た め に は天文お よ び辺長測量 も 必要 と な
る 。 こ れを一括す る と 次表の よ う に な る 。

作 業 種 別 j 延作業量 | 反覆周期
一等水準測量 1 20， 0附 I 5 年 l水準測量 i 験 潮 作 業 I 2問 | 連 続

1:
一等三角測量 | 糊 I 10 年

三角 測量 天 文 測 量 | 制点 I 10 年
40辺 I 10 年 l

(B) 特殊地域を対象 と す る 反覆測量
地震の 頻発す る 地域は最近かな り よ く 調査 さ れ て

来たが， 地震前に測量が何回か行われ， 地殻変動め
詳 し い傾向が捉え ら れた例は皆無 と い っ て よ い 。 こ
の よ う な 地域では， た と え 叫計画が実施 さ れ て も ，
反覆周期が長す ぎ る 。 地震に遭遇す る 機会を で き る
だ け多 く す る た め に は ， 多少精度を犠牲に し て も ，
測量周期を早め， 測点密度を大 き く す る 必 要 が;あ
る 。 こ の 目 的 の下に， 準一等水準お よ び二， 三等三
角測量を， 比較的狭い限 ら れた地域 で実施す る (次
表参照〉 が， こ の ほ かに菱形基線測量を計画す る 。

東京天文台構内 (三鷹市〉 に辺長 100m の 菱形基
線がおかれ， 関東震災以前か ら測定が繰 り 返 さ れ て
来たが， 震災時に面積跳躍が あ っ た だ け で， 地震を
予知 さ せ る よ う な著 し い変動は見 出 さ れ て い な い 。

地殻の 動 き は相 当広範囲 に亘 る と 考え ら れ る か
ら ， こ の よ う な辺長では過小 で あ る 。 距離測定法
も ， 最近実用 化 さ れた ジ オ デ メ ー タ ー を 用 い れ ば，
20 km ま では 2 X 10- 6 の 精度 で測 り 得 る か ら ， 大規
模な菱形基線 (辺長 10 km�15 km) を， 地震の 巣
の 地域に お き ， 地表面に お け る 歪の 大 き さ や方向 か
ら 地殻 の 情報を得 ょ う と す る の が計画の 目 的 であ
る 。 以上を総合 し て 次表に示す。

作業種別 作 業 量 l反覆周期
準一等水準測量 | 2， 0附/年 1 2 � 4 年i
二 等 三 角 測 量 | 州沖 i // 

6附/年 | p 

菱 形 基 線 測 量 | 延肋所， 6 ケ 所/年 I 2 年 l

以上の ω お よ び(B)計画を実施す る に要す る 経費 は，
10年間 に約15億 1 千 5 百万 円 で， こ の 間に全国一等三
角測量は 1 回， 全国一等水準測量は 2 回繰 り 返 さ れ る
こ と に な る 。 作業は10年間 で終結す る の では な く ， 10 
年を単位 と し て ， 次 々 に反覆 さ れ る べ き 性質 の も の で
あ る が， 老朽化 し た器材の補充を考慮 し て も ， 次 の 10
年か ら は， 最初 の 10年間 の 経費 よ り も 相 当下回わ る こ
と が予想 さ れ る 。
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山 口 生 知

出 て ， 結局， 潮位 と い っ て も こ の 中に は単に天文瀬
だ け でな く ， 気象潮や海洋潮が混交 し て い る か ら ，
こ れ等を取 り 去 っ てみた後でな ければ議論す る こ と
は で き な い と い う こ と に な っ て 山 口 生知が震災予防
調査会 の 嘱 託 (後の 地震研究所嘱託〉 と な っ て大正
12年の 11月 頃 よ り そ の 研究に着手 した次第 で あ る 。

〈平均海水面 の 変化に関す る 研究〕
2. 現在 の 状況

こ の 研究に 関 し て興味を持たれ る 方 々 は気象庁，
水路部， 国土地理院， 各大学等に多 々 お られ る が，
地震予知 に 関 係 あ る 問題 と し て 山 口 が現在研究中 の

S 2. 験 潮

L 沿 革
大正 12年 9 月 1 日 の 関東大地震の 直後 当 時の銚子

測候所長が地震は潮位 の あ る 値以下 の 時に起 る と い
う こ と を発表 さ れた。 こ れに対 し て 当 時 の 気象台長

岡 田武松氏や今村明恒氏， 寺 田寅彦氏等 よ り 意見が

- -T- . . . .. . ._. -
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一つの成果を報告す る 。 を 改良 し ， ま た水温 自 記計 も 備え て予算は全部で約
5， 000 万 円 を 要す る 。 な お 国土地理院新設予定 の 分
も 含め86 ケ 所 と な る 。

1900年 よ り 1960年 の 60年間に 日 本付近に起 っ た地
震 の magnitude 7 以上の も の につ い て統計を と っ
て みたが， 大地震 の 約 6 � 7 ヶ 月 前 よ り 平均水面は
大 き く 震動を始め て 4 � 5 ヶ 月 前に max と な り ，

4. 意見そ の 他

1 � 2 ヶ 月 前に m泊 と な る 傾 向 の あ る こ と が分 っ
た 。 た だ し検潮場 よ り 震源 ま での 距離は 200 � 300
km 以 内 が主であ る が， 地震の magnitude が 8 以
上 の も の に つ い て は 500km 以 内 ま で拡げ て み た 。
而 し て 全体 の 地震 の 数は98個 で あ る 。

3 .  将来 の 計画
別 図 に示す通 り 約 100 km お き に な る べ く 河川 口

よ り は な れ， ま た な る べ く 岩盤の 上に設置 さ れた も
の を採用 し て78 ケ 所を活用 す る 計画 で あ る 。 こ の た
め に新設 ケ 所 13， 改良 ケ 所 10， こ れ に 記録装置

a ) こ の 研究に よ り ， 地震が何月 何 日 に何処 で起 る
と い う 予報をす る こ と は不可能 であ る が ， 験潮場
か ら C100�200) km 以 内 の と こ ろ に 1 � 2 ヶ 月
以 内 に大 き な地震が起 る か も 知れ な い と い う 位の
こ と は言われそ う であ る 。 従 っ て水準測量や験震
CSeismology) の 区域を選定す る 場合 の 助 け と な
る こ と が で き る と 思 う 。

b )  20 年以上の 連続 し た験瀧の Data (海水温度，
気圧の Data を含む〉 が あ れ ば水準測量 と ほ ぼ間
程度 の 精度を も っ て， 相対的 の 地盤 の 変動を見出
す こ と が で き る 。 こ れは 隔年毎に行われ る 測量原

既存の地殻傾斜、 伸縮観測所
1 0 
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点 と 三崎， 油壷聞 の 水準測量の 結果 と 泊壷に お け
る 験瀬の結果 と の 肱較に よ っ て 明 ら かに さ れて い
る と こ ろ で あ る 。

な お ， 参考の た め九州地方， 関東地方， 三陸地
方 の 3 ケ 所において春夏秋冬 の 四季の海面 よ り 水
深 300m 迄の海洋観測 (Steric Observation) の
Data が望 ま し い 。

S 3. 地殻変動連続観測

萩 原 尊 礼
西 村 英

地震の 前兆現象 と し て の 地殻変動 の 連続観測は， わ
が 国 では， 20年ほ ど 以前か ら ， 主 と し て傾斜計， 伸縮
計な どに よ っ て行わ れ て い る 。 現在 こ の種 の 観測所
は， 全 国 に30近い数に の ぼ っ て い る が， í マ グ ニ チ ュ
ー ド 」 が 6 以上の 地震を対象 と す る 場合には， こ の 数
で、は， 絶対に不足であ っ て， 200�300 カ 所の 観測所が
必要であ る 。 し か し ， 大地震の 可能性の 大 き い 地域 を
特に択ん で， 例え ば全国 で 5 地域程度 (ムÀ = ムタ = 2 つ
を重点的に対象 と す る 場合には， 100 カ 所程度 で一応
研究を進め る こ と が 出 来 る 。 従来の 観測結果を見 る
と ， 数個 の 例では あ る が， M =  6 � 7 程度 の 地震 で
は， 震央距離が50粁 以 内 に お い て ， こ の 種 の 観測を や
れば， 地震の 1 � 2 カ 月 前か ら ， 地面 の 異常 な 傾動や

「ひずみ」 が認め られた。
特に， 数 日 前か ら の 変動は急激で， ま た地震後は前

駆変動を 回復す る 方 向， あ る い は ， 傾斜の場合に は，
それ と 直 角 の 方 向に傾動す る 例が観測 さ れた 。 こ れ ら
の 変動が 間違い な く 前兆現象 と 断定す る こ と は危険で
あ る が， 震央を取囲 ん でい く つ か の 観測所で， 傾斜変
化 と 「ひずみ」 変化 と が 同 じ時期に 観測 さ れた大 台 ケ
原地震 (1960年12月 26 日 〉 の場合な どは， 比較的信用
の お け る 資料 と 考え ら れ る 。 こ の 種の研究を促進 し ，
地震予知を可能 な ら し め る た め に は ， つ ぎ の 諸条件が
必要 と 考え ら れ る 。
{1 ) 観測所を密にす る こ と

1 観測所/ (50粁) 2 (最低〉
\2 ) 各種計測器の 併置

各観測所に ， 水平振子型傾斜計 ( 2 成分) ， 水管
傾斜計 ( 2 成分) ， 水晶管伸縮計 ( 3 成分) ， 微気圧
計， 精密温度計 (大気中， 地中各 6 カ 所) ， 雨量計，
重力変化計， な ど を併置 し て あ ら ゆ る 角度か ら の資
料を集め る 。 計器は坑 内温度変化を避け る た め ， す
べ て 自 記 ( 1 週間 l 回取換〉 ま た は遠隔記録 ま た は
読取 と す る 。 こ の 他精密水準測量器， 標尺， ジ オ デ
イ メ ー タ ーを備え る 。

(3 )  観測所付近 で測地的方法に よ る 測定を聞かつ的に
行 う こ と 。

各観測所付近に少 く も 40点 (間 隔 250m) の 水準
点を設け， 年 l 回以上の精密水準測量を行い ， 傾斜
計に よ る 観測結果 (永久変化〉 を チ ェ ッ ク す る 。 ま

30m 

1 叫説一 一

入 口
た， 観測所 の 付近を基点 と し て 3 方 向 に長 さ 20 km
程度 の 基線を と り ， ヲ オ デ イ メ ー タ ー に よ り 基線長
の 変化を随時測定 し伸縮計に よ る 観測結果 (永久変
化〉 を チ ェ ッ ク ず る 。

(4) 基準観測所を設置
全国数 カ 所， あ る い は ， 特定地域に それぞれ 1 �

2 カ 所の 基準観測所を設置 し ， 管 内 の 各観測所 の 局
所性を修正 し ， ま た， 新 し い計測器の 性能試験， 標
準化な どを行 う こ と がぜひ必要であ る 。

(5 ) 観測所 の 構造
傾斜計， 伸縮計等は地下の坑内 に設置す る 。 従来

は， 鉱 山 の 廃坑， 防空 ご う の跡を利用 し た も の が 多
い が ， 是非 と も 自 力 で基準の 観測横坑を掘 り た い 。
条件の よ い場所な ら ぼ次の よ う な横坑で よ い であ ろ
う 。

こ の 他， 坑外に記録室 (30坪〉 と 宿舎が必要であ
る 。 電 力 と し て は， 100 ボ ル ト 5 キ ロ ワ ッ ト の 供給
が望 ま し い 。

S 4.  地殻弾性 の 時 間 的変化

一般に海に近い場所 での 地球潮 汐に お い て は海洋潮
汐の 影響特に海水荷重に よ る 土地擦 曲 が主な部分を な
し て い る 。 こ の こ と か ら ， も し あ る 地域 の 地殻内部の
物性が変化す る 場合には， 一定の海水荷重を 1 日 に 2
固 ま た は 1 回 そ の 地域にかけ る こ と に よ っ て ， そ の 地
域の議歯 の 度合を精密に観測すれば， こ の 地殻 内 の 物
性変化を検出す る こ と が で き る 筈 であ る 。 こ の よ う な
考え で昭和17年以降の 九州宮崎県 の 模蜂 〈 日 向灘に面
し海岸か ら 28粁〉 にお け る 傾斜変化の資料を調和解析
す る こ と に よ っ て ， そ の 各分潮の 振幅 の 月 毎 の 値を調
べ た 。 現在 ま での 19年間の結果を検討 し て み る と ， 月
毎 の 振幅 は誤差を は る かに越え る 大 き い変動を示 し て
い る こ とーがわか っ た 。 ま た そ の 変化 の 様子 と 日 向灘 の
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地震活動性 の 強い時には地球溜 汐の 振幅が 大 き い こ
と ， 換言すれ ば地殻弾性が小 さ い と い う 傾向が見 ら れ
た 。 こ の よ う な 一見奇異な現象が事実 の も の な ら ば，
こ れ ま た将来地震予知 の 研究 に大 き い役割を果す も の
と 考え ら れ る 。 し か し こ れ ら の 信び ょ う 性を確め る に
は更に多 く の 観測 を必要 と す る こ と は 当然で、あ る 。 現
在は昭和32年以降 同 じ模峰 の 隣接 し た横坑に 同種の観
測を続けて い る 。 ま た旗l峰だ け で、はな く ， 昭和14年以
降23年に亘 る 上賀茂地学観測所， 昭和26年以降10年間
の 由 良 (和歌山県)， そ の 他尾小屋 (石川 県) (1 3年間) ，
細倉 (宮城県) (17 年間〉 等長期 間 の 資料 も 目 下解析
中 に て ， こ れ ら の 結果が全部備 え ば， こ の 問題 の 信頼
度 を 明 ら か に す る こ と が 出 来 る と 思 う 。 今後 こ の 種 の
問題を進展 さ せ る た め に ， 全 国 数 カ 所の 安定 し た観測
室に高感度 の 傾斜計， 伸縮計， 重力変化計を設置 し ，
早廻 し の 記録を と っ て ， 信頼 で き る 良 い資料を集積す
る こ と が必要 であ る 。 現在そ の 方 向 に研究 を進め て い
る 。

B 5. 地震活動
広 野 卓 蔵

l. 沿 革
明 治24年濃尾地震に よ り 震災予報調査主会が 出来， そ

の 綱領の 中 に 地震予知が重要 な 項 目 に な っ て 以来， 大
森， 今村博土 ら が， 主 と し て Seismicity に よ り 予知
を研究 さ れた ら し いが ， 遂に そ の 結果は 出 な か っ た。
関東地震以後 も 故本間正作氏が 日 本 の 大地震の 起 る 傾
向がjじか ら南へ移 る よ う な 傾 向 に あ る こ と を示 し た程
度 で， 戦前 ま でに見 る べ き 発展が な か っ た。

2 . 現 在
戦後， 現在 ま での う ち に ， S巴ismicity の 資料は ほ

ぼ 出踊 っ た よ う であ る 。 武者氏 に よ る 古地震の資料出
版は完結 さ れ， ま た ， 過去の 地震の 規模が全部 き ま
り ， 気象庁の 出版物 に な っ た。 こ の よ う に大森博土
の 時代 と 資来 の 性質が一変 し た の で あ る か ら ， 再び
Seismicity に よ る 地震予知 の 研究 をや る 価値が あ る
と 思 う 。 現在 ま でに， 坪井教授に よ る Seismicity の
分布に関す る 研究 は そ の 先鞭をつけた も の で， 今後 こ
の 方法を発展 さ せ る べ き であ る と 思 う 。

3 . 将来計画
地震の 起 る 地域がほ ぼ独立 し た単位の 集 り か ら な っ

て い て ， 各単位は独特 の 性質を持 っ て い る こ と は， 日
本 の 地震学者 の 一般が認め る と こ ろ であ る 。 今 こ の 単
位を地震の “巣" と い う こ と にす る 。 Seismicity の
研究 の 出発点は巣の判別 か ら 始 ま る と 思 う 。

例 え ば規模 6 � 7 の 地震 の み を 用 い ， 水平上下才 の
目 に切 っ た 日 本 の 地震活動地帯 の 各箱 の 中 の 地震発生
回数につ き 相 関 を 求 め れ ば， それに よ り 巣の 位置， 大
き さ を き め る こ と が 出来 る と 思 う b ーた ん各巣が判別
さ れれば， 各巣 の 中 の 地震発生周期， 最大M の 地震 と
小地震群 と の 時間的， エ ネ ル ギ ー 的関係等は 自 然に求

め ら れ る であ ろ う 。 こ れに よ り ， 前震を伴 う も の ， 余
震 の み の も の ， 群発生の も の等， 各巣の 性格が は っ き
り さ れ る であ ろ う 。

各巣 の活動の相互間 の 関係は移動相 関に よ り 調べ ら
れ る と 思 う 。 こ れか ら 予知問題に関係 し て来 る ， こ れ
が ， 巣 の た だ の 地理的分布か ら き め ら れた い わ ゆ る

“地震帯" と ど の よ う な 関係に あ る かを知 る こ と は興
味 あ る テ ー マ であ る 。 そ の 巣 の 活動が地震帯全体を代
表す る も の か ど う か の 問題 であ る 。 ま た， 主要な巣の
活動の影響が “伝播" し て行 く か ど う か の 問題 も 解決
さ れ る であ ろ う 。

要す る に “巣" の独立性が確立 さ れれば， それ よ り
い ろ い ろ の Seismicity 現象の 解析が 出 来 る と 思 う 。

こ れを行 う に は電子統計機を用 い れ ば比較的楽に行
え る と 思 う 。

4. 感 想
“巣" の 確立に よ り ， 地震が発生 し た場合そ の 経過

の 推移を確実に予想す る こ と が 出来 る 。 し か し ， 地震
予知が 出 来 る か ど う か はや っ て 見 な い と 分 ら な い 。

も ち ろ ん ， 地震予知に は短期 と 長期が必要であ り ，
短期す な わ ち 数 日 ， 数十 日 前か ら の 予想、は地球物理的
観測に よ ら ざ る を得 な い と 思 う が， 1 年単位あ る い は
それ以上の長周期は， Seismicity の 統計的研究 に よ
っ て 出来れ ば好都合 と 思われ る 。

5 .  日 本 の 地震活動調査資料
(1) 大地震史料

田 山 大 日 本地震史料 震災46甲 416�1843 
F 

大森
// 

武者
// 
グ

// 
本邦大地震概説
本邦大地震概表
大 日 本地震史料 I

// E 
F E 

F グ 乙
// 68乙
// 88乙

�1867 
599�1875 
416�1918 

�1693 
�1783 
�1847 

F 日 本地震史料 �1867 
(巻末に全巻 の 年表 あ り )

(上記 の ほ か多数あ り ， 主な る も の の み)
河角 じ有史以来の地震活動 よ り 見た る わが 国 各

地の 地震危険度 お よ び最高震度 の 期待値〕
大地震の 位置， M の 表 あ りica山guE of Large hrth-j 

quakes in Japan 
震研29

竹花 本邦大地震概表 験震 8 1919�1934 
「大森」 の つ づ き ， 被害地震表

勝又 最近の顕著な地震の表
験震16 1 935�1950 

# # # (未) 1951�1960 { �竹花」 の つ づ き ， 被害地震1
表， 震度 4 以上の地震 j 

理科年表
(2) 地震観測， 調査資料

中央気象台地震報告 1885�1903 
〔主 と し て体感観測 と そ の 結果〕
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汐 年報地震 の 部 1 904�1910 
( // ) 

気 象 要 覧 1 900� 
(気象集誌等に も 掲載 さ れ て い る 〉(一…… 結果 i 

昭19�25 : 観測資料の 掲載少な し l 
昭22�24VI : 無感地震表な し | 
昭26� : 観測表省略 ) 

The Seismological Bulletin 1924�1950 {称 々 顕著， 主な 遠地の 観測表
昭14� : Wiechert の 地点 の み の 観測表

年代別 の主な資料表

地 震 月 報 1951� (小区域以上， 主な遠地の観測表 1960年以降i
電子計算機使用 〔予定〉

地震調査原簿 1923IX� (全地震観測結果， 調査結果
昭11 V ， IX， X ， }但， 13VI， VlI， X ， 沼 欠

気象庁地震課所有
地震観測原簿

〔各観測所の全地震観測結果， 各官署所有コ
( こ の 他， 管区， 地方気象台， 測候所， 各観測機関

の 観測報告多数あ り 〉

(地震月 報〕

1885 一一一 1903 -一一 1910 一一一一一 1943 1950 

(地震報告) (年報) (気象要覧) ( 気 象 要 覧 ) 
{ The Seismological Bulletin � 
l 調 査 原 簿 ) 

(3) 地震の カ タ ロ グ類
石 川 本邦顕著地震表 験震 2 1912�1925 (和 顕著以上， 酎， 大 な る 無感， 被1

害 の 記事等 j 
気象庁 日 本付近 に お け る 主な地震 1885�1950

の 表 (地震観測法付録〕|
和 顕著以上 l M : 1885� 1943 河角 | 

1931�1951 坪井 〔日) I l
- 記事等 i (The Seismological Bulle- I 
tin 1950 巻末に も あ り ) ) 

気象庁 日 本付近の 主要地震 の 表 1926�1956 
(小区域以上， 深発〉

(地震月 報別冊 1 )
M : 坪井 (新〉 全地震 の 深 さ

鷺 坂 地震の エ ネ ノレ ギ ー 験震10 1926�1935 l エ ネ バ ー 有感半径の表あ り )
(浅発) I \ 1ル1938に つ い て は 同号に )

「福岡」 の 表 あ り
Gut日nb巴rg-Richter

Seismicity of the Earth j全世界 の 地震の Ca凶gu巴 I 1 ( 2 ， 3 番 目 の も の に 対照 し j
で あ る 〉

和 達 日 本列島付近に発生せ る 深
釜 田 発地震の 表 験震10

1905�1934VI 

勝 又 日 本付近の 深い地震の 表
験震23 1935�1957 

{4) 地 震 回 数
竹 花 最近30年間 の 本邦地震

有感 回数 の 統計 験震10

(巻末に各地の 日 別有感地震 回 )
数表あ り

官署別有感地震回数表 1921�1950 
(地震月 報 1959XlI)

巻末に震度別地震回数表 あ り
( // 1955沼) 1951�1955 

地震観測回数原簿 以下毎年XlI月 号 に あ
り ， 各観測所所有

(5 ) 地域的地震活動
極め て 多数あ り 。 未調査。
6 .  気象庁で計画 し て い る 日 本 の 地震活動資料 の 補

充
(a) 1944�1950観測表に小区域以下を追加
(b) 1947�1949VIの 無感地震表を追加
(c) 主な地震 の 表 の 追加

1923�1925 お よ び 1957 以後の も の に つ き ， 人
9， h ， 同一方法に よ り 決め ら れたM を 追加す る c

(d) 小地震の 追加
現在は M> 5 の ん ヂ， h ， M を記載 し て い る

が， こ れを M> 4 と す る 。 こ れ ま では全観測所が
ウ イ ヘ ル ト の 最大幅振 1 cm 以上の も の につ き報
告 し て い た が， こ れを 1 mm 以 上 と し て再議測を
行 う 。

(e) 調査原簿の コ ピ ー を作成す る 。

S 6 .  t最小 地震観 測

鈴 木 次 郎
( 1 )  現在迄に大地震発生前に微小地震の 活動等に変化

が認め られた と し 、 う 報告 は な い 。 し か し ， 前 回 の 安
芸氏 の 発言に も あ っ た よ う に微小地震 の 精密 常時観
測は予知の 研究に 関 し て 重要な意義を持つ も の であ

巧，e



り ， そ の 種の観測が行われ る こ と が望 ま し い 。
(2) 微小地震の 観測所は そ の 相互間の距離が最大20�

30 km 以上に な っ て は い け な い 。 ま た， 各観測点 で
は 多点 ( 3 点以上〉 観測を 行 う 必要が あ る 。

(3) し か し も し こ の 間隔 で 日 本全 国 を カ バ ー す る と 約
1， 200 点 の 観測所が い る こ と に な り ， ground nois巴
を考慮 し て見込み の な い と こ ろ を抜か し て も 800�
1 ， 000 点必要 に な り ， 余 り に も 膨大す ぎ る と 思 う 。

(4) 従 っ て観測所 5 �10 カ 所に よ る net を 1 つ の 単
位 と し て こ れを全国 の い く つ か の 地域に置 く 程度 の
こ と が適 当 で あ ろ う 。

(5) 1 つ の net の 中 であ る 観測点は base と し て充実
さ せ， 地震計は 3 成分 3 種 1 カ 所 と そ の 他 1 成分 6
カ 所 で 7 点観測 と す る 。 他の 観測点は地震計 3 成分
2 種 1 カ 所 と l 成分 3 カ 所 の 4 点観測 と す る 。

(6 ) そ の 他随時移動 し て観測 で き る よ う 移動観測車を
bas巴 に 備 え る 。

(7) 以上の よ う な net を全国に 5 カ 所以上つ く る こ
と が望 ま し い 。 ま た移動観測車は上の地域に と ら わ
れず必〉要に応 じ て全 国 を廻 る こ と も 考え る 。

(8) 機器は従来の研究結果を参照 し て order made に
すれ ば充分使用 に耐え る も の の 製作が可能 であ る 。
1 CjS � 1000 C( S 迄 2 � 3 種類の も の が必要で、あ
る 。

(9) 補 足
(司 観測 は 本来 な ら 数百米以上の 地下に plck up を

置 く こ と が必要 で あ る が， こ の た め に は先ずそ の
た め の試作研究が必要 と 思 う 。 ただ し こ れが可能
に な れ ば下 の 観測点設置 の 費用 は大幅に増え る 。

(b) base へ 他 の 観測点 よ り 有線 ま たは 無線の 搬送
も 考え ら れ る が成分の多い こ と ， 増幅著書が相当 な
高感度 で常時使用 さ れて い る こ と を考慮 し て 計画
では一応考慮外に お い た 。

{c) 記録の 整理解析につ い て は特に今後適 当 な 方法
を考え る 。

(ω Tape recorder は常時観測 な の で除外 し たが観
測車等 で有効に使 う こ と も 考え た い 。

(巴) 陸地の み で な く 海底の 地震計に よ る 海上の net
が必要 で あ り ， 今後大 い に 開発 さ れ る 必要が あ
る 。

制 観測に要す る 器械， 人員等
(a) base 

建物 ・ 付帯設備等 (電源設備等を含む〕
地震計お よ び付属設備f 3 成 分 3 種 1 カ 所1

I I 成分 6 カ 所j
地 震 計 3 成分 3 種類
地 震 計 6 成分
付属設備

(b) 移動観測車
自 動車 (観測用〉
観測器 ( 3 成分 2 種 l 組 1 成分 3 ケ 〉

(c) そ の 他の 観測点 ( 1 点 当 り 〉
建物 ・ 付帯設備
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地震計お よ び付属設備
地 震 計 3 成分 2 種類
地 震 計 1 成分 3 ケ
付属設備

(d) 1 net は ， base 1 カ 所 そ の 他 5 カ 所お よ び移動
観測車 1 台 と す る 。 全 国 に 5 地域作 る 。

(巴) 必要人員 は 1 n巴t 全部で15名 で足 り る と 思 う 。
ただ し整理 の 方法如 沌では更に必要 に な る 。 全国
5 地域 と すれば75名 。

(f ) 以上 の 全 国 の nets を総括す る た め に は 中央Jこ
相 当 な機関を必要 と す る 。 人員 は20名 程度。

S 7. 爆破地震 に よ る 地震波
速度 の 観 (�U

鈴 木 次 郎
1 ) 要 項

( 1 )  従来 の 研究 〈参考文献参照〉 に よ る と 大地震の
前Jこ地震波速度 の 変化が認め ら れた と い う 報告が
あ る 。 こ れ ら の 報告につ い て は種 々 の 点 で必ず し
も そ の 信頼度は高 く な い と 思われ る 。 し か し 今後
こ の 種の現象が あ る か否か と い う 事 ま た そ の 大地
震発 生 と の 関連を調べて 見 る こ と は必要であ る と
考え る 。

(2 ) こ の た め に は 自 然地震に た よ る こ と は精度か ら
見 て むずか し い (速度変化は も し あ る と し て も 定
時に し て 1 ， 2 sec 以 内 で あ ろ う 〉 必然的に爆破
地震に よ る 調査が要求 さ れ る 。

(3) 爆破地震に よ れ ば初動の 走時だけ でな く そ の 波
形等の要素 も 上記 の 目 的に 利用 出 来 る 可能性 も あ
る 。

(4) わが国 では夜間， 静か な 観測点を利用 し て薬量
1 � 2 tons の 爆破 で 250�300 km 位迄観測 出来
る と 思 う 。 (ただ し (3 )の 可能性を考慮 し て地下構
造決定の た め の も の よ り やや遠 く 迄利用 出来 る と
考え て〉

(5) (引 を考えれば 日 本全国*を Cover す る に は 6 カ
所以上の 爆破点が必要であ る 。 ま た 1 回 の 爆破に
つ い て は20点以上の 観測が必要であ る 。 も ち ろ ん
観測点は多い程 よ い 。 ペ陸地だけ， 沖縄を 除 く 〉

(6) 観測点は 国定す る が建物等の設備は絶対必要条
件でな い場合が多い 。 (routine 観測 ではな いか
ら〉 も ち ろ ん 他項 目 の 観測 と 協 同 で観測所 と し て
設置す る こ と は好都合 で あ る 。

(7) 同一爆破点 で爆破を行 う 間隔 と し て は毎月 l 四
位が望 ま し い 。

(8) 観測点 と し て は近距離の 場合以外は現在の地震
観測所は不適 の所が多い。

(9) 観測に用 い る 機器は従来 の研究 に よ り Order
made の も の を用 い る こ と が可能 であ る 。

同 補 足
a ) 計画 ・ 実施等に つい て は爆破地震動研究 グ ル



ー プ と 緊密に連絡す る こ と が望 ま し い 。
b ) 白 然地震 も 上 の 観測を行 っ た上で補足的に利

用 出 来 る 見込みが あ る 。 従 っ て在来 の 観測所の
密度は更にふや し ， かつ time keeping の 向上
を 希望す る 。

II ) 過去の 地震波速度が変化 し た と し 寸 文献
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S 8. 活 断 層 の 調査

宮村摂三 ・ 松 田 時彦 ・ 杉村 新

1 研究 の 必要
破壊的地震に 断層 を と も な う こ と は よ く 知 ら れた こ

と で あ る 。 (星野 1956 : Iida， 1959) 。 一方， 長期間に
お け る 地震活動の 分布状態 を知 る こ と は， 地震予知に
と っ て も っ と も 必要 であ る に も かか わ らず， 歴史時代
前 と な る と 震動 そ の も の の 記録は の こ さ れ て い な い。
し たが っ て ち かい地質時代に活動 し た断層 (以下活断
層 と よ ぶ〉 の 分布や性質を し らべ る こ と は， 地震予知
の 問題 で第 1 に と り あ げ な けれ ば な ら な い こ と と 考え
る 。 し か も “予知 の た めに地殻変動の 精密観測を ど
こ でな すべ き か" に 関 し て も 重要な参考資料を提供す
る に ち が し 、 な い 。

2 .  研究 の手がか り
わ が 国 では， 明治以後だ け で も 10例以上の 地震断層

が あ る 。 一方， お な じ地域には多数の地質学的断層が
あ る 。 両者の う ち あ る も の はた が い に似て お り ， あ る
も の は似 て い な い 。 いずれにせ よ 両者 は お そ ら く 何 ら
か の 関係に あ る こ と は一般に考え ら れ て い る と こ ろ で
あ る が， 現在た と え ば多数の地質学的断層 の う ち どれ
が地震断層 と 同類であ る か， か な ら ず し も 適確に指摘
で き な い 。 も し ， そ れが で き る な ら ば， われわれは過
去 の 地震断層を推定す る こ と が で き る だ ろ う 。 こ れに
関 し て現在の と こ ろ つ ぎ の よ う な手がか り を 得 て い
る 。

根尾谷 ・ 福井の地震断層 は ， 北西一南東方向 に は し
り ， 西盤が南へ移動 し た も の であ る 。 こ の付近の北西

一南東方向には し る 地質学的断層 につ い て し ら べ て み
る と ，

( 1 )  それ ら の 多 く の も の は西盤が南へ移動 し た も の
であ る 。 ( 6 例 あ り 〉

(2 ) それ ら の あ る も の はす く な く と も 沖積世に は い
っ て か ら も 活動 し て い る 。 沖積世の 河岸段丘を垂
直 に 変位 さ せ て い る か ら であ る 。 (岡 山 1959)

(3) 断層面 の 条痕は最後の 断層運動の 方 向 を し め し
て い る と お も われ る が， 敦賀付近で杉村が し ら べ

た と こ ろ に よ れ ば， 姉川地震の と き に霊直にずれ
た と お も われ る 。 (今村 1943) 浅井断層 の 北方延
長に お い て ， 条痕は ほ ぼ水平 で， 変位の む き は西
盤が南へ移動 し た と 判定 さ れた。 こ の 断層運動は
お そ ら く 最近地質時代に継続 し て お こ な われた も
の であ ろ う 。

以上の よ う な 規則性は， 活断層 の 分布 の 研究が， 地
震予知乃至地震の 本質探究 の う え に お い て ， 何 ら か の
や く に たつ こ と を見通す根拠 と な る 。

3 .  研究 の 計画
明治以来 日 本に 出来た地震断層 10 の う ち 8 ま で、は，

東経 133. 50�139 .  5 0 ， 北緯 34S�36. 5 。 の な か に お
こ っ て い る 。 こ の 範 囲 内 の 地質学的断層 の う ち大 き い
も の に つ い て， 断層面お よ び そ の 周 辺 の 岩石 の 性質
を ， 地震断層 と 比較調査す る 。 そ の よ う に し て 地質学
的断層 の な か か ら過去 の 地震断層 と お も われ る も の を
抽 出す る 。 (第 1 段階〉

それ ら が海岸平野 ・ 河岸平野を よ こ ぎ る 地点にお い
て 地形学的調査を し て， い つ ご ろ に運動 し た か な ど を
し る 。 (第 2 段階〉

4. 補 足
活断層 の ほ か ， 活動摺曲， 造盆地運動 ， そ の 他の第

4 紀地殻変動を 日 本全国 にわた っ て調査 し そ の 量的 な
分布を し らべ る こ と は ， 現在の地殻変動を し る う え に
重要で あ る 。 歴史時代， 先史時代の地形変動の資料を
し ら べ る 史学的， 先史学的研究 も の ぞ ま し い 。

S 9 .  熱 流 測 定

上 田 誠 也

( 1 ) 地震発生の メ カ ニ ズ ム は， 現在必ず し も 明 か では
な いが， 査エ ネ ル ギ ー蓄積に地球 内部 よ り の 熱エ ネ
ル ギ ー が何等か の 役割 を は た し て い る 可能性は大 き
い 。 し か し ， 熱が本来伝達速度 の 極め て遅い現象で
あ る 点が， 地震予知 と い う 観点か ら は大 き い欠点で
あ る 。

(2 ) 熱的時定数は， 例 え ば厚 さ 10 km の 地殻 で約 100'
万年であ る 。 故に こ れ よ り 長い時間的 ス ケ ー ル で、事
態を観察す る 場 合 に は， 地殻熱流量分布は現在のl
Seismicity を 考察す る の に 役立つか も 知れ な い 。
地殻熱流量 ( Q ) は世界的平均値 は 1 . 2�1 . 4 X 10-6
Cal/ cm'sec 程度 であ る が， 現在 ま でに得 ら れた本
邦周辺での分布は付図 の如 く であ る 。 第一に い え る
こ と は， 本邦 での Q の値は， Seismicity の な い世界
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の地向斜におし 、 て 小 さ L 、 J と 要約 さ れ る か も 知 れ
な い 。 地震源分布 と 比較す る と ， 東北 日 本外側 の 地
震 の 多 い 地域 では Q は 小 さ い こ と に な る 。 こ れは，
マ ン ト ル 内対流説 と 関連 し て地震発生機構解 し ゃ く
に一つ の 鍵を与 え る 可能性が あ る 。

(3 ) 地震に伴 う 温度変化 の 可能性は， そ の 機構に よ っ
て 決定 さ れ る 。 仮に， マ グ 7 の 侵入 ま た は発生に よ
っ て 局部的な地震が起 る と し て も ， 地下の そ の よ う
な熱的変化を地表 で検 出 す る に は， 熱伝導速度か ら

の 他の地域の それに比 し て も ， 桁違いに大 き い と い
う こ と は な い 。 例 え ば松沢過程が 8 X lO-' Cal / cm2 

sec 程度 の 熱量 の放出を要求す る の に対 し て は圧倒
的に不足であ る 。 更に詳 し く こ の 図 を み る と 次 の こ
と が看取 さ れ る 。 Q は， 図中斜線 を ほ ど こ し た部分
(東北 日 本東側〉 では小 さ く ， 日 本海溝付近 では更

に 小 さ い 。 西南 日 本 ではむ し ろ 世界的平均値程度に
分布す る 。 地質学的には， こ の 結果は “第三紀以降
の 火成活動帯 に お い て Q は大 き し そ の 外側 の現在
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みて極め て長時間を要す る 。 し か し ， 予知に は役立
た な く と も ， 地震発生 と ， 上記の 如 き熱的変化 の 相
関は， 1000m 級の深井底 で 0 . 01 0 の 精度 で の 湿度
の 連続記録を行 え ば検 出 で き る 可龍性が あ る 。

ス ト レ ス の 蓄積お よ び放出 に伴 う 断熱的温度変化
も ま た， 震源付近 に お い て は 0. 01 cC 程度 と 期待 で
き る 。 地震波が発生す る 際， 相当程度 の 歪 エ ネ ル ギ
ー が ， 震源付近 では吸収 さ れ る と す る と 矢張 り こ の
程度 の 温度変化が局地的に は可能 で あ る 。 更に ま
た， 歪み の 変化に伴 う 熱伝導度 の 変化;lこ よ る 温度変
化 も 考え ら れ る が， いずれの場合に も 先に述べた，
伝達時 間 の 長い こ と が “予知" と し て の 利 用 を さ ま
た げ る 。

こ の よ う に， 熱的 な方法は直接的予知に は不向 き
では あ る が， 浅発地震が多 く ， 天然 ガ ス ， 石油等の
深井が使用 で き る 地域 で O. OlOC 程度以上の 精度 で
地湿 の 連結観測を行 う こ と は必ず し も 無意味では あ
る ま い と 考え ら れ る 。

S 10. 地磁気 ・ 地電流

吉 松 隆 三 郎

1 .  予知研究 の 方針
地震予知 と い う と 一般的に連続的 ま た は少 く と も 月

単位で常測 さ れ る 観測でな い と 工合が惑い。 そ し て 出
来 る だ け 目 的 と す る 地震発生に 関係す る 現象を他 と 区
別 し て忠実に抽出 し得 る 方法 あ る い は条件が必要であ
る 。 地磁気は比較的広範囲にわた る 現象であ る の で，
地震の 巣 と も い われ る 活発 な 区域 の 多い 日 本では適 当
な 観測網に よ っ て あ る 程度 (1 )地震に伴 う 局所的 な 変化
の みを抽 出 す る こ と は原則的に可能な筈 であ る 。 し か
し ， そ の 観測装置， 観測網 の 分布， 分析方法等は地磁
気一般変化 の 類型化 と と も に よ く 研究す る 必 要 が あ
る 。 も っ と 端的な も の は (2) 比較的急に変化す る 地磁
気， 地電流 の 先駆現象をつか ま え る こ と であ る 。 こ れ
は直流的の も の か らず っ と 早い変化を す る 電磁場 も 想
像 さ れ る 。 も し こ の よ う な早い変化が確実 に な れ ば，
確かに予知方法 と し て は有望であ る が， 先駆時間が問
題 と な る 。 と も か く も 従来地震 と 他 の 地球物理学的現
象 と の 関係 につ い て は本誌の示す よ う に い ろ い ろ 研究
さ れ て き た が ， さ て ほ ん と う に地震予知をや る 積 り で
後か ら み る の でな く て ， そ の変化の 時間的経過 を 通 し
て将来を 予測 し よ う と す る と data の “数" も “抽 出 "
の 信頼性 も ま だ ま だ不十分であ る こ と を痛感す る であ
ろ う と 思 う 。 電磁気分野 で も 同様であ る 。 し か し ， 今
度は一歩前進 し て ほ ん と う に予知 の 具体化を 計 ろ う と
す る の であ る か ら ， 更に慎重な科学的根拠 を 明 確につ
か ま な く て は な ら な い 。 そ の た め に は ま ず過去 の 研究
に つ き 十分検討 し， 何が も っ と も 適 当 であ る か を判断
し ， こ れ を 開発 し て ゆ く と い う こ と が ま ず最初に行 う
こ と であ ろ う 。

次項に従来の研究の概要を記 し た 。

2. 地震 と 地磁気， 地電流 と の 関 係 につ い て の 研究
2 . 1  地磁気 の 局所変化 と 地震
東北大学の グル ー プは早 く か ら 多 く の 大地震の 震央

付近での地磁気伏角 の 測量か ら ， そ の 地震前後 の 差 を
地震に伴 う Local anomaly と し て研究 し たc こ れは
大体地下20�30粁 の magnetic momen t  101 7  emu を
も っ Dipole field で、表わ さ れ る も の と し た ， Anomaly 
の 水平拡が り は大体数十粁 で， そ の 中心は必ず し も 震
央 と 一致 し な い 。 Anomaly の 原 因 と し て は Rock
magnetism の 研究か ら み て地下温度変化を重視 し て
い る 。 こ の Anomaly が地震発生前に起 っ たか ど う か
が 地震予知問題 と し て意義が あ る 。 こ の 点につい て は
加藤等は1949年12月 26 日 の 今市地震につ い て の 測量結
果か ら み て 震央に近い柿岡 の 伏角 の 月 平均値が妥当 と
思われ る 変化を地震前 4 カ 月 か ら 始 め て い た と い っ て
い る 。 柿 岡 の data につ い て は現在 こ の 地震 の 前後数
年にわた っ て連続 し て得 ら れ て い る の で こ の 結論に疑
義が あ れ ば比較検討す る こ と が 当時 よ り 容易 で あ ろ
う 。 柿 岡 では1924年か ら 一応地磁気報告が 出 て い る 。

女満別， 箆屋での 常時観測 data は最近10 カ 年程度 の
も の が あ る 。 こ れ ら の data に よ る 個 々 の 地震 と の 関
係 は い ま だ 明 か に さ れ て い な い が， 柿 岡 に お け る 永年
変化， 例 え ば鉛直成分 の変化は比較的大 き い 地震 と 統
計的 に 関 係 あ る よ う であ る の で個 々 の場合 につ い て も
も っ と 拡張 し て し ら べ て み る こ と が緊急 であ る 。

2 . 2  地磁気， 地電流 の 急変化 と 地震
柿 岡 の グ ル ー プは早 く か ら地電流 と 地震 と の 関係 に

つ き 興味を示 し た 。 そ の 方法は地電流が地磁気 よ り も
更に地下表 層 の 構造に よ る 局所的特性の あ る こ と を 利
用 し て ， 同 一方 向 の い く つか の独立 し た測定基線 に よ
る 電位差 の 局所的分布の差異 の 原 因 を問題 と し た 。 ま
た 同 時に地下 700 米に至 る 表層 の 有効電気比抵抗の 測
定を行 っ た 。 そ の 結果は大 き い地震の な か に は地震直
前数 民 主 と し て 一両 日 前か ら 特別 な地電流変 (じを示
す も の が屡 々 あ る 。 し か も こ の変化は地震後 日 の 状態
に復すか， あ る 一定 の 値を示 し ， 少 く と も 地震前後の
よ う な短時間 の 変動は地震前後の長い 日 数 の 間 み ら れ
な い 。 こ れが地震以外 の 原 因 に よ る か ど う かについ て
は ， 見掛上は気象そ の 他通常考え ら れ る 現象 と の 関 係
は な い よ う だがすべ て につ い て実験す る ま で には至 っ

て い な い 。 ま た地震の な い期間を含む長期 間 に亘 る 一
般的統計的検討は未完 であ る 。 な お こ の変化は地電位
差 の 毎時値の変化につ い て 求 め ら れた も の であ る が，
柿 岡 での 1 � 2 の 経験 では あ る が， も っ と 急 な変化が
あ る の では な い か と い う 気が し て い る 。 現在は た だ そ
れだけであ る 。 最近宮本氏等は彼等 の無定位磁 力計に
よ っ て地震前に特殊な地磁気急変化 (周期は 1 秒以下
と い われ る 〕 が あ る と 主張 し て い る 。 こ の よ う な こ と
は従来発表 さ れた も の は殆 ん ど な い だ け に事実 と すれ
ば重大 な こ と であ る 。 ま た宮本氏 の 東京 での結果の発
表 は ご く 最近 の こ と に属 し ， 他に都 内 お よ び近傍 に 同
様 な 観測 の な い現在， 観測装置， そ の 結果 の 予知 と し
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て の 取扱い 方等全般に つい て ， い ろ い ろ の 角度 よ り ，
地震予知に 関 心 を も っ者 の 自 由 な ， かつ， 慎重な討議
ま たは追試が望 ま れ る 。 こ の 追試につ い て は気象庁に
て 計画 し ， 一部実施 中 であ る 。

2 . 3 Magneto-tellurícs 
地磁気 と 地電流の 変 化 の 観測か ら ， あ る 仮定に よ っ

て 地下の 電気的性質 (伝導度〉 を推測 し よ う と す る 試
み は い ろ い ろ 行われて い る 。 柿岡 の グル ー プ では個 々
の 地震につ い て は ま だ よ く 知 ら れ て い な いが， 例 え ば
関東地方の 地震活動 と 柿岡 に お け る こ の よ う な地下電
気的性質 と は統計的に 関係 あ る こ と を述べて い る 。 従
っ て 労 力 は 多 い が 月 単位での 観測結果につ き 早急に 当
っ て み る こ と が必要であ ろ う 。

3 . 将来の 基本計画
3 . 1 項 目

上記の従来の 研究結果を再検討 し ， 合理的 と 思われ
る も の は地震予知 の 立場か ら 開発 し て ゆ く ， そ の 結果
採用 さ れ る 将来有望 と 思われ る 項 目 につい て は， 近代
的方法並に装置を採用 し ， 観測網を充実 し ， 解析の 機
械化を計 る 等 そ の 推進につ き 努 力す る 。 こ の場合い く
つ か の 項 目 は 同 一地点 で同時に行 う 。 ま た他分野 の 観
測 も 併せ行 う こ と が望 ま し い 。

3 . 2 地域 と 観測網
地震頻発地域 と 社会性を考慮 し て ， 第一期 ( 5 カ 年

: 昭和38�42年〉 は 関東地方お よ び鹿島灘→磐城沖沿
岸地区に重点を 指 向 し ， 固定 点 (約10 カ 所〉 に お け る
連続測定， こ の 間を縫 う て航空機お よ び人間 に よ る 精
密反覆測定 〔測量〉 を 行 う 。 こ の 際既存常設観測所 あ
る い は定期磁気測量等は極力利用 す る 。
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No. 5 測地学審議 会 関 係
資 料

殿

文術誤li 40 第 12 号
昭和40年12月 10 日

測地学審議会会長
宮 地 政 司

地震予知研究計画 の 促進 に

つ い て (要 望)

地震予知研究計画の実施につ い て は， す でに測地学
審議会令の 規定に も と づ き ， 昭和39年 7 月 18 日 付け文
術測39第14号を も っ て文部大臣， 通商産業大臣， 運輸
大田， 建設大 臣に建議を ， 大蔵大 臣に要望を， 科学技
術庁長官に連絡を 行 な っ て お り ま す。

ま た， 最近松代を は じ め各地に お い て 地震が頻発
し ， 参議院災害対策特別委員会におい て も 地震予知に
関す る 調査， 研究につ い て 万全を期すべ き であ る 旨決
議が な さ れて お り ま す。

つい て は， 昭和40年度か ら 実施 中 の 地震予知研究計
画を一層促進す る た め ， 昭和41年度予算 にお い て計画
の裏付けを す る と と も に各関係機関におけ る 計画 の 実
施 に格段の 配慮 を さ れ る よ う 重ねて 要望い た し ま す。

(要望の宛先〕
大蔵大臣 文部大 臣 通商産業大臣 運輸大 臣
建設大 臣 科学技術庁長官

測地学審議会 地震予知部会

議事要 旨

1 . 日 時 昭和38年 6 月 28 日
2 . 場 所 文部省第 7 会議室
3 . 出席者 〔委員〉 今沢， 加藤， 吉武， 坪川 ， 萩

原， 吉松， 和達， 畠 山 ， 斎藤 (代早JJ ! ) ， 
〈臨時 出 席者〉 松崎， 宮村， 広野， 一戸，
C文部省〕 西原科学官， 古里学術課長，
立松， 山 中事務官他 3 名

4 配布資料
( 1 ) 測地学審議会地震予知部会委員名 簿
(2) 地震予知 (地震予知計画研究 クツレ ー プ作成〉

5 . 審議要旨
( 1 )  部会長の 選 出

。 部会長 の 選 出 を推薦で行い ， 荻原尊礼委員が選
出 さ れた 。

(2) 地震予知計画 の 進め方につ い て
。 地震予知計画研究 ク命 ル ー プ (以下 「予知 グ ル ー

プ」 と い う 。〉 が作成 し た計画案を基礎に審議

す る こ と と し ， 同計画の説明 が あ っ た。
。 「予知 グル ー プ」 案は科学者 の 立場 で立案 した

も の であ っ て ， こ れを実施す る た め に は ， 実施
機 関 の 人員 を 増加す る 等， 実施機 関 の 立場か ら
の検討が必要であ ろ う 。

。 地震予知事業は 他 の 国 際共同 の 特別事業 と 異 な
っ て ， 規模がぼ う 大 であ る と 同 時 に ， 期 間 も 長
期的継続的であ る の で， そ の事業を推進す る に
は ， 推進母体 の 設立が必要 な の では な い か。

。 地震予知計画は長期的継続的事業 であ る か ら ，
実施す る 官庁の恒久的な事業 の 一環に組入れ る
こ と が望 ま し い 。 従 っ て ， 適 当 な 時に例 え ば閣
議 な ど で方針を決め る こ と が必要では な い か。

o 日 本学術会議 で も ， こ の 事業 の 重要性を審議
し ， 勧告等に よ っ て こ の事業 の遂行を推進す る
こ と が望 ま し し 、 。 そ の た め に は地学関係 の 研究
の 将来計画 と の 関連を 明 確にす る 必要が あ る 。

。 こ の計画が総合計画 と し て ス タ ー ト す る の は ，
昭和40年以後に な る が ， それ以前に お い て も ，
UMP 事業， 科学研究費災害科学部門等の 中 で，
一部分は ， ス タ ー 卜 し ， ま た他 の 部分 も 着 々 と
準備を進め て い く こ と を 考え て は ど う か。

。 地震予知事業は， í予知 グ ル ー プ」 が立案 し た
地震予知研究計画を原案 と す る が， そ の 原案 を
一層具体的な形に ま と め る た め， 作業班を編成
す る 。

。 作業班の メ ン バ ー は 一 応， 今沢豊JE， 斎藤正
次， 松崎卓ー， 萩原尊ネl..， 吉武素二， 吉松隆三
郎， 和達清夫， 畠 山久 尚 ， 宮村摂三， 広野卓
蔵， と し ， 他の 委員 も 参加 し得 る こ と に し た 。

。 作業班の 第 1 回会合は昭和38年 7 月 17 日 午後文
部省に お い て 行 う 。

測地学審議会 地震予知部会

作業班 の 会 合議事要 旨

1 . 日 時 昭和38年 7 月 18 日 (水〉
2. 場 所 東京大学地震研究所会議室
3. 出 席者

奥 田豊三， 斎藤正次 (代早JI I ) ， 松崎卓ー，
坪川家恒， 広瀬秀雄， 吉松隆三郎， 和達清夫，
広野卓蔵， 三木晴男 ， 一戸時雄
文部省側 山 中専門員， 青木事務官

4. 配布資料
μ) 地震予知計画お よ び予算 (国土地理院提出〉
(ロ) 地震予知計画に必要 と す る 経費人員 な ど大学関

係 に 関す る 素案 (東大 荻原教授提出〉
村 地震予知分科会資料 (気象庁地震課長提出〉

5 . 審 議
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。 本作業班に お け る 計画立案作業 の 進行に あ た っ
て ， ま ず各機関 の 具体的 な実行案 の 説 明 を 求 め
た。



(4) 地震予知計画に関す る 地質学的研究
(5) 地震予知験潮 セ ン タ ー 業務計画案

。 測地的方法に よ る 地震活動の調査につ い て ， 国土
地理院坪川 委員か ら配布資料(1) に も と づい て 同 院
の計画の説明 が あ っ た。 5. 審議 内 容

。 同計画案につ い て 本来業務 と 研究業務を分離 し，
本来業務の 部分を地震予知計画か ら除い て 立案 し
て は ど う か， と の 意見が あ っ た。 し か し測地学審
議会は特別 プ ロ ジ ク ト の みを審議す る と は 限 ら
ず， 本来業務であ っ て も 関係省庁の 調整を必要 と
す る も の は， 審議の対象 と な る 場合 も あ り う る 。

。 検潮場の整備につい て は， 気象庁の検潮関係の現
状 と 将来 の 見通 し につい て説明が あ っ た。

。 検潮場の整備お よ び デ ー タ ー の処理につい て は，
気象庁 ・ 国土地理院 ・ 海上保安庁お よ び地震予知
グル ー プで検討す る 。

。 地殻変動の 連続観測お よ び地震活動の 調査につい
て は， 萩原委員か ら素案が提出 さ れ 説 明 が あ っ
た 。 行政官庁の 本来業務で観測 で き る 範 囲 の も の
は， 行政官庁が 分担 し， 詳細にわた っ た観測は大
学が 中心に な っ て行 っ て は ど う か， と の 提案が あ
っ た。

。 本計画を実行に移す過程にお い て
は ) 従来の業務を強化す る も の 。
(2) 従来の機関で、は行 っ て い な いが， 組織的恒常

的な業務を と も な う の で， 全 く 新 し い機関 ま た
は部局をつ く っ て実施 し な ければな ら な い も
の 。

(3) 臨時的な研究事業
にわけて整理 し (1 )につい て は そ の 機関が実施計画
や予算 を た て， (3 )につ い て は そ の 研究を行 う 研究
者が笑施計画や予算をたでれば よ い。 し か し (2 )に
つ い て は責任を も っ てすすめ る と こ ろ が な い の
で， こ れについ て は萩原， 和達委員 の も と で， 3 
年間位の実施計画 の 素案をつ く っ て審議 し た ら ど
う か。

。 部会 は 9 月 第 2 週頃開催す る 。

測 地 学審議会地震予知部会

議事要 旨

1 . 日 時 昭和38年 9 月 26 日 午後 1 時30分� 5 時
2 .  場 所 東京大学地震研究所会議室
3. 出 席者

委 員 荻原， 永 田 ， 畠 山 (代理吉武) ， 河角，
西村， 力武， 坪川 ， 宮村， 加藤， 吉松，
和達， 松崎， 広野， 斎藤 (代理早JI l )

オ ブ ザ ー パ ー 山 口
文部省 山 中， 青木

4. 配布資料
( 1 ) 測地学審議会地震予知部会議事要旨
.(2) 測地学審議会地震予知部会作業班の 会合議事要

旨
'(3) 地震予知計画に 関す る 地震波速度の 研究
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。 測地学審議会地震予知部会第 1 回会合議事要旨お
よ び作業班の 会合議事要旨がそれぞれ朗読 さ れ一
部修正の う え承認 さ れた。

。 修正箇所
測地学審議会地震予知部会作業班の 会合議事要

旨 1 ペ ー ジ ， 出 席者に宮村摂三委員 を加え る 。
1 ぺ - " 最下段 「測地的方法に よ る 地震活動調

査につ い て」 を 「測地的方法に よ る 地殻変動 の 調
査につい て」 に修正す る 。

。 萩原委員か ら ， 萩原， 和達委員， 地質調査所， 国
土地理院 の 代表 お よ び事務局に よ っ て前 日 開かれ
た本部会の た め の 予備会合の 報告が あ っ た。

。 地震予知計画 の推進につい て は， 昭和40年度予算
の要求を め ざ し て ， 各部門別に素案を作成す る こ
と 。 こ の う ち従来の業務を強化す る こ と に よ っ て
実施 し う る 部門につい て は ワ ー キ ン グ グル ー プを
編成 し ， 研究事業の 性格を有す る 部門につい て は
研究 グ ル ー プを編成 し て素案を作成 し て は ど う
か。

要求予算編成 の段階で問題 と な る よ う な事項に
つい て は， 幹事会を編成 し て検討 し て は ど う か。

。 研究項 目 別 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ (研究 グル ー プを
含む〉 お よ び そ の レ ポ ー タ ー を次 の よ う に定めザ加~。

(中心機関) ( レ ポ ー タ ー 〉
(1 ) 測 量 国土地理院 坪川 委員
(2) 検 潮 国土地理院

気 象 庁
海上保安庁 坪川 委員
水路部

(3) 地 震 気 象 庁 広野委員
(4) 地殻変動の 連続観測 萩原委員
(5) 微小地震 西村委員
(6) 爆破地震動 地質調査所 早J l I (地質調査所〉
(7) 活 断 層 地質調査所 早Jl I (地質調査所〉
(8) 地 磁 気 力武委員

。 西村， 萩原， 和達， 広野委員 を本地震予知部会の
幹事 と す る 。

。 本審議会 で現在審議 し て い る 地震予知事業は， 地
震予知を実用化す る ため に必要な 開発研究事業 で
あ る こ と が了解さ れた。

。 ヮ ー キ ン ク・ グ ル ー プは年内 に40年度予算を 目 標に
した年次計画を作成す る 。

。 次の 部会は 1 月 に開催す る 。
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文部省大学学術局

1 事 項

I 文 部 省
A 緯 度 観 測 所

(1)  地震お よ び地盤傾斜観測
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C 大学付置研究所 I 64， 263 

(1) 白 木微小地震観測所の新設 I 19， 536 

(東大地震研究所〉

(2) 上宝地殻変動観測所の新設 I 10， 496 

(京大防災研究所〉

(4) 特 別 設 備 費
(5) 地震予知計測研究部門 の増設

16， 000 
5， 000 

プ ロ ト ン 磁力計

6 I 教授 1 人， 助教授 1 人，

16 ， 000千 円

(3 )  筑波地震観測所の整備 I 13， 231 

(東大地震研究所〉

助手 2 人， 雇員 2 人 計 6 人

E 運 輸 省
A 海上保安庁水路部

(1 ) 験 潮 場 の 整備

B 気 象 庁
(1 )  観測施設の整備
(2) 検 潮 場 の 整備

38， 006 

1 ， 918 
36， 088 
32， 106 
3， 982 

佐世保， 横須賀

園 建 設 省
A 国 土 地 理 院

( 1 )  測地的方法に よ る 地殻変動の調査 I 37， 547 

計 1 170， 048 

- - --�川

月in巴



測 地 学審議会 地震 予 知 部会

議事要 旨

1 . 日 時 昭和41年 2 月 9 日 (水〉
午前10時~午後 2 時30分

2. 場 所 東京大学地震研究所
3 .  出 席者 宮地政司， 奥田豊三， 金子収事 〈代理) ，

加藤愛雄， 佐藤光之助， 坪J I I 家恒， 萩原
尊ネ� . 速水頭一郎 ， 広瀬秀雄， 本多弘吉，
松崎卓ー， 吉武素二， 和達清夫， 鈴木次
郎， 力武常次， 宮村摂三， 広野卓蔵， 原
田美道， 木村耕三

4.  配布資料
(1) 測地学審議会委員名 簿
(2 ) 地震お よ び火山部会な ら び に地震予知合同部会

議事要旨
(3)  地震予知関係予算 (昭和4年度〉
(4) 微小地震観測所等新設計画

5 . 要 旨
( 1 )  臨時委員の 紹介が あ り 前回の議事要旨が朗読 さ

れ一部を次の よ う に訂正 し て承認 さ れた
付) 2 頁 5 一村 奈良 ト ン ネ ル を屯鶴峰 と す る 。
(ロ!) 3 頁(3)�(-ィ)の後に 「 ま た地磁気通常観測を行

っ て い る 」 を加え る 。
付 3 頁(3)�(ロ)の 2 行 自 「 こ れに よ り 地上観測 よ

り さ ら に深い部分の様子 と 」 を 削 る 。
(2 ) 松代周辺の前 回以後の観測につい て気象庁国土

地理院お よ び地震研究所か ら説 明 が あ っ た。
(3) 地震予知研究年次計画につい て次の よ う な意見

が あ り 各部門で ワ ー キ ン グ グル ー プをつ く っ て検
討す る こ と に な っ た。
。 日 本学術会議 の 地震予知小委員会が作成 した年

次計画を， 実施機関 と し て の 予算の見通 し お よ
び松代地震な どの経験を考慮 し て見 な おす必要
は な いか。

。 測地につい て は昭和42年度か ら要求が大 き く な
る が 目 標 と し て は こ れで行 う 。 予算の 制約に よ
っ て計闘を繰 り 延べす る こ と はあ り 得 ょ う 。

。 誤rr地 ・ 検潮に よ り 異常が認め られた場合， ど う
し た ら よ いか， ま たそ の 地域に観測所や機動涯
を設け る 必要が起 ら な い か。

。 地殻変動観測所は特別 な必要を除けば実績 どお
り 毎年 2 カ 所 の ペ ー ス で新設す る の で よ い の で
は ないか。

。 微小地震観測j所は44年に 6 カ 所新設 と な っ て い
る が再検討すべ き であ ろ う 。 ま た地殻変動観測
所 と の 共用 は で き な い か。
ー一一現在 も 観測点 と し て は共用 を考え て い る 。

。 43年の仙台 は太平洋側 と い う 意味で場所は追 っ
て 決定す る 。 ま た基準が学部 と 付置研で呉 る の
はやむを得 な い が3 自 動車は学部に も 必要では

ないか。
。 今 回の高知の よ う に岐阜大学な どが参加す る こ

と が将来考え ら れ る が， 予算を 出す前に よ く 連
絡 し て計画すべ き であ ろ う 。

。 大中小地震につ い て は気象庁は計画を大幅に変
え ， 中央で デ ー タ 処理がす ぐ で き る シ ス テ ム に
し た い 。

。 極微小地震につい て は， い ろ い ろ な考えが あ る
が， 微小地震観測所に移動班を加 え ， 必要な場
合は共同観測す る よ う にす る の が よ い の では な
L 、カミ。
一一新設の観測所に対 し ， た だ ち に整備を行 う

こ と は困難で、はな いか。
一一一付属施設の数を さ ら に増す こ と も 困難では

な いか。
。 地磁気はし 、 ま ま では施設の あ る 所に お い て来た

の で機械の みで よ か っ たが42年か ら は ど う す る
カミ。

0 41年の地震研の A セ ン タ ー 設置は見送 られたが
42年に地震研 セ ン タ ー を 置 く 必要が あ ろ う ， そ
の 場合防災研は ど う す る か。

京都大学の研究所が宇治 に あ つ ま る の で，
共用 の大 き な計算機 を お く こ と が考え ら れ
よ う ， それが地震の 要求 と マ ッ チ す る か ど
う かは検討す る 必要が あ ろ う 。

地震予 知研究 計画験潮 分科会

議事録

1 . 日 時 昭和39年 1 月 14 日 (火) 14時�17時
2 . 場 所 国土地理院会議室
3. 出 席機関お よ び 出 席者 東大地震研究所 = 河角所

長， 高橋教授， 荻原教授， 山 口 教授 (神奈川大〉
気象庁 =広野地震課長， 佐 々 木海洋課補佐官， 黒
沼潮汐係長
水路部= 松崎水路部長， 庄司海象課長， 彦坂専門
官
国土地理院 =今沢院長， 坪川測地部長， 小林計画i
課長， 小川 測地第三課長， 細 山測地第三課長補佐，
林検潮係長， 津村技官

4. 司 会 山 口 生知
5 圃 議 事

( 1 )  小川 氏 よ り 験潮解析器の 構成 に つ い て 説 明 が な
さ れ， 読取 り 速度， 時計の 精度等につ い て 質問が
あ っ た。 特に時計の精度保持につ い て 地理院の 計
画が説明 さ れた。

( 2 )  国土地理院 で試作中の験潮解析器 (未完成〉 の
視察を した。

(3) 験潮資料の計算を一括 し て行 う セ ン タ ー を作 る
こ と が提案 さ れ， こ れが諒承 さ れた。

(4) 海洋資料 セ ン タ ー と 同一視 さ れ な い よ う 地盤変
動調査の ニ ュ ア ン ス を も っ た名 前が必要で、あ る こ
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宮村， 萩原 こ の グ ル ー プにおけ る 討議は大学に お け
る 研究だ け に 限 らず， 業務機関設置を リ コ メ
ン ド し で も よ い 。
も っ と も オ ー ソ ド ッ ク ス な 方法は， チ ェ コ で
や っ て い る よ う に ， 国 中 の ノ イ ズ レ ベ ル を 計
る こ と か ら 初 め る べ き であ ろ う 。 も し モ デル
地 区 で伺かが見つか っ た と し て も それ を 他地
域 に及ぼす こ と が可能か ど う か判 ら な い だ ろ
う 。

次に U M P に う たわれて い る 微小地震研究 と 本 グ ル
ー プの 研究 と の 関 係につ い て議論が交 さ れた 。
宮 村 京大 ， 名 大 では発電機構が実体波関係 と し て

申請 さ れた が ， 東大 と し て は実体波関係 と し
て微小地震が 申 請 さ れた の であ る 。 U M P に
お け る 微小地震研究は ， 多 チ ャ ン ネ ル地震計
に よ る 観測 と 考え て い る 。
U M P では地震予知 の 背景を得 る と い う 目 的
ではな い か 。

上に関 し て ， 萩原 よ り 学術会議 の 勧告文につ い て の
説 明 ， 萩原 ， 西村 そ の 他に よ り U M P お よ び こ の グ
ル ー プの 仕事 の 関連につ い て の議論が な さ れた。
三 木 国土地理院は全国的にや る の に地震の 方が モ

デル地区 と い う の では首尾一翼 し な い の では
な い か ?

荻原， 西村 実際予算 の 問題 と し て地理院 の全国的規
模の計画 も 現状では モ デル地区 と い う こ と に
な ろ う 。 地質調査所 も 同 じ であ る 。 爆破地震
の 方 も 同一場所 の 反覆 と い う こ と に な る 。 最
終 目 的 と し て ど こ ま で持 っ て行 く かが問題で
あ る 。

宮 村 大学関係 と し て ど こ ま で持 っ て行 け る か。
三木， 萩原 こ の 事業を運営す る た め に は ， 人員 の 要

求が大 き な 問題であ る 。
人員 の 「水 も れJ を 防 ぐ こ と が ， 増員 よ り も
先 き では な いか。
そ う 言 う 問題を今後の増員要求に含め る こ と
が必要であ る 。
3 年 と い う の は体制作 り と 解釈 し て よ い か 。
そ う だ と ，思 う 。
今 ま で よ り よ く な る と い う こ と が肝 心 の 問 題
であ る 。
と にか し 例 え ば極微小 の よ う な場合 の 研究
を推進す る た め の 人員 ， 費用を得 る こ と が必
要 で あ る 。

次に， 各大学 の 学部 お よ び 機関 の 具体計画に移 っ
た 。

1 .  自治米 (北大〉
①観測施設は 2 つ可能 (現状の ま ま で) ( 日 高地

方 と 他 に 1 カ 所) (地震の な い所 も 考え て い る 〉
② 「地震， 火 山」 講座を 2 つ に分け る こ と 。

現在 2 講座だが も う 2 講座増設を考 え て い る
( 田治米個人〉

山 人員 をふ や し た い 。

村宮

と が強調 さ れ各氏か ら 種 々 の 案が 出 さ れたが 「海
岸昇降検知 セ ン タ ー 」 にす る こ と が諒承 さ れた。

(5) 設置場所 と し て 国土地理院 と す る 提案があ り ，
気象庁を 除 い て諒承 さ れた 。 気 象庁につい て は返
答を保留 し ， 海洋課長 と 相談の う え 返答す る こ と
に決定 し た 。

{6) 気象庁， 水路部に お い て 別 の 目 的 で検潮が な さ
れ て い る か ら ， 変動調査を 目 的 と す る 験潮器を も
う 一つ平行 し て運転す る の が適 当 であ る こ と が述

べ ら れた。
1(7) こ の 目 的に要す る 経費要求 (験潮場の 新設， 既

設験潮場 の 改良， 維持費等〉 が三官庁同調 し て な
さ れ る た め に ， 国土地理院 でー案を作 り ， 関係者
に流 し ， 各機関 で こ れを修正 し て 国土地理院に返
送す る こ と を決めた。

] 1 1  早地震予 知 「彼小 地震研究

クツレ ー プ」 会 合議事録

田治米

木
村
原

村

国

西

三
西
萩

飯

1963年11月 11 日 9 時�12時
京大理学部地球物理学教室図書室
青木， 安芸， 飯 田 ， 一戸， 宇佐美， 大
塚， 尾池， 岡 田 (惇) ， 岡 田 (広) ， 岡野，
神月 ， 岸本， 窪 閏， 後藤， 高木， 高野，
田治米， 玉城， 酋村， 荻原， 橋爪， 早J I I ，
松本， 三木， 宮村， 村松， 横 山 ， 渡辺

ま ず荻原氏 よ り 測地審議会お よ び そ の 中 に設置 さ れ
た地震予知部会 〈常置部会〕 につい て の説明 が あ っ た。
次い で司会者西村氏 よ り ， 地震予知部会に設け られた
9 つ の ワ ー キ ン グ ・ グ ル ー プ の 1 つ と し て の微小地震

研究 グル ー プにつ い て説 明 が あ り ， グ ル ー プ と し て 3
年計聞 の概算要求 の 原案を本年12月 末 ま で に 出 す こ
と ， そ の た め西村氏 に よ っ て ， グ ル ー プ全員 の 意見 を
も り 込ん だ草案を作 札 改め て グル ー プ に は か っ た

後， 要求書を12月 末 ま でに完成 し た い 旨， 述べ られた
後討論に移 っ た 。
周治米 2 つ質 問が あ る 。 l つは 9 つ の グ ル ー プの 中

地震， 地殻変動を 除 く 後 7 つ は何か。 ( こ れ
に対 し て荻原既刊 の 「地震予知」 に よ り 説
明〉

第 2 は， í極」 の つ く の と つか な い の と の
取扱い 方 は ど う か。 ( こ れに対 し て ， こ の グ
Jレ ー プ で は 「極」 の つ く も の も 含め る 。 実 際
面 と し て は気象庁 の観測網の 扱わな い も の で
あ る と の説 明 あ り 〉

「極」 の つ く も の と つか な い も の と に つ い て ， 宮
村， 飯 田 ， 荻原 ， 西村， 田治米 よ り 発言多数。
三 木 「地震予知」 を将来出す考えか ど う か。
西 村 メ ソ ド と し て は有望 と 考え ら れ る 。 従 っ て そ

の た め の 研究 を 行 う の が 目 的 であ る 。
三木， 西村 モ デル地区を 作 る と い う 所 ま でで大学関

係 の 義務は終 る と 考え る 。

日 時
場 所
出席者

1
2
3

 

横
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2. 高木 〈東北大〉
①現在は地震講座は不完全講座であ る が ， こ れを

地震観測研究 セ ン タ ー にす る 。
②地殻変動部門 (研究施設〉 の 新設。
③津波部 門 の 新設。
④防災研究施設。

西村， 田治米， 萩原， 宮村に よ り ， 地震予知部会
〈測地審議会〉 で パ ッ ク ア ッ プ し て 「研究施設の 新

設」 を強力 に推進すべ き こ と が必要 と 述べ られた。
3.  高 野 (東大〉 く わ し い こ と は不明 で あ る 。
4 .  飯 田 (名 大〕

①講座 の 増設。 現在は地球物理講座 で あ る が ，
こ れを 「地震」 と 「地球の 物性」 の 2 つに分け
る 。

②観測所 と し て は ， 現在， 一宮に あ る が人員は う
い て い な い 。 計画 と し て は犬 山 あ た り に 1 点 ，
他に岐阜大 関 係 の も の を 1 点。

③地殻研究施設 (岩石物性に 関す る 実験施設〉 の
新設 (地震予知 と は別〉

④学部外に ， 災害科学研究所新設。
5 .  三木 (京大〉

①地震学講座の 新設。
②阿武 山 を微小地震の 資料解析 セ ン タ ー と す る 。
③極微小地震研究施設を芦生演習林に新設す る 。

6 . 後藤 (九大〉
①現在物理 7 講座の 中地物 1 講座 (そ の 中 固 い 方

は O . の で あ る が ， 12講座 と な り ， そ の 中地物
3 (固い方は l 講座〉 と な る こ と が決定 し て い
る 。

②観測施設は現在は島原 の 温泉火山研究所であ る
が人員 は な い の で， こ れに 3 講座設け る 。 微小
地震関係 で は 島原は適 当 でな い の で， 切離 し て
山 家 あ た り に作 る 方が よ い 。 他に熊大の も の と
し て 他に 1 点作 る 。

7. 村松 (岐大〉
研究施設の新設 よ り 名 大の 支所 と す る 方が有利

と 思 う 。
宮 村 地方大学の 場合そ こ の 研究者 と 研究施設 と は

切離 し て 考え る 方が よ い 。 例 え ば研究者の転
任 の 場合維持がむつ か し い 。

西 村 熊大 も 九大の支所 と す る 方が よ い 。
8 .  玉城 (大阪工大〉

1 カ 所位 の観測所は現状 で可能 であ る 。
大 塚 現在の計画は大学付近に限 ら れ て い る が ， む

し ろ 不便な土地の方が適 当 では な い か ?
西村， 宮村 それは震研 と 防災研で カ バ ー す る と い う

考え方であ る 。
宮 村 そ の 場合地震の な い所 も 面 白 い 。
高 木 東北大で は短周期地磁気変化の 観測が浅虫 ，

女川 な ど行われて い る が ， こ こ に地震計 を お
く こ と も 考 え ら れ る 。

9 .  宇佐美 (気象庁〉

①微小地震関係 は気象庁 では現在計薗は な い。 し

か し ， 将来関係を持 っ て お く こ と は 必 要 と 忠
弘 松代は観測可能 であ る が ， 人員 の 問題 で，

予算の み の 要求 は無理であ る 。 根室 と 長崎は地
盤が よ く ， 広野課長 の 意見 と し て は， 数 カ 所で
の協力を希望 し て い る が ， と にか く ， 人員 の 問
題が前提 と な る 。

荻 原 気象協会の 人員 を た の む こ と は可能か。
宇佐美 協会に適 当 な人がい る か ど う かが 問 題 で あ

る 。
西 村 次に器械， 方法な ど の議論を し て頂 き たい 。
田治米 こ れだ け の 要求がす ぐ通 る か ど う か問題だか

ら 重点的に し た ら ど う か。
西 村 今 の 状態 では 通 る と 思 う 。

次に ， 現在の 微小地震観測 の状態につ き ①宮村 〈震
研) ， ②三木 (防災研〕 に よ り ， 説 明 が行われた。
西 村 微小地震観測結果の処理方法につい て ， 例 え

ば機械を購入す る か 。
田治米 人員 の 方が大切 で は な い の か 。
宮 村 P" P2 ・ … ・ ・ の 読取。 ま ず P � S を使 っ て ， 震

源位置の identify す る こ と 。
田治米 整理は実際には支所単位 と な ろ う が ， 要求は

全国単位 と すれば よ い 。
宇佐美 BulIetin の 発行 は あ ま り 遅れ る こ と は望 ま し

く な い 。 (長 く と も 数 カ 月 位〉
萩 原 地下地震計 の 開発 (測候所 の利用 が可能 と な

る 〉 。 探知距離 の拡大。 テ ー プな ど デ ー タ ，
レ コ ー ダ ー の規格化 と 開発。 デ ー タ 処理方法
の 研究。 な どが必要であ る 。

こ こ で 「微小」 を終 り 「極微小」 の 方に移 る 。
コ 木 先 日 配布 し た リ ス ト につ い て の 改訂版を 出 し

た し 、 の で， 訂正を送 っ て も ら い た い 。
西 村 今度の観測に つ い て 班の編成， 場所の 選定は

ど う す る か。 九大な どを加 え る こ と も 考え ら
れ る 。

宇佐美 気象庁 (現業機関〉 の 人が協 力者 と し て 出 ら
れ る 体制に あ る か。

西 村 科学研究費 であ る か ら表 向 き は 出せ な い が ，
参加 はか ま わ な い 。 そ の 場合は実費支給可能
で あ る 。

飯 田 悶 じ所 よ り 少 し北 の 方へ行 く 方が よ い の では
な いか。 例 え ば敦賀方面。

萩 原 同 じ所 の 方が よ い面 も あ る 。
西 村 関東地方 も 一考す る べ き だ。
松 本 サ イ ス ミ シ テ ィ ー の 変化を し ら べ る ため 同 じ

所 の 方が よ い 。

西 村 申請す る 時， 同 じ所 で よ い か。

萩 原 それは よ い と 思 う 。 ただ し ， 今度は名前を変
え て ， 特定研究 の 中 の地震予知 に属す る 「極
微小地震観測に よ る 地震予知 の 研究」 と す る
の が有利 であ る 。

村 松 岐阜では最近少 し減少した。 高 山方面 も 同 じ
く 減少。

田治米 日 本全体 と し て ど の よ う な 状態 に あ る かを探
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ま ず standard station を作 る こ と ， そ れに
sub-station を付け加 え る こ と と し 3 年間
の 聞に重点的 な area を決めてや っ て は ど う
か。
地震の 多い所， 少 な い所を見 き わめ て両方に
関 し て 行 っ て は 。
異な る 観測法をい く つか パ ラ に行 っ て も よ い
と 思 う 。 telemetering も 必要 で あ ろ う 。
l巴veling は一応除外す る か。
station 付近の lev巴ling は行 う 。
standard station は総合的 な 観測を行 う の
カミ。
観測器械の 開発 ， 人員 の 養成 な ど も 行 う 。
新設， 旧設の 拡充何れを考え る か。
両方であ る 。
計画 の 規模の 大 き さ の 基準が不明 確であ る 。
グ ル ー プ で骨子を立て て具体案を作 る 。
ま ず規準観測所 6 カ 所を 3 年計画でrf る 。 こ
の程度な ら大学 で受持 て る であ ろ う 。
6 カ 所の 数字は変え ら れ る か。
変え ら れ る 。 鹿野山の拡充は考 え ら れ る か 。
一応考え ら れ よ う 。
気象庁は松代以外で地殻変動 の 観測をや っ て
い る 所 は あ る か。
目 下は な い 。 松代の 設備を整備す る 必要が あ
る と 思 う 。
地震観測 と 同 じ穴でや る こ と は難 し い であ ろ
う 。
近畿地方は比較的観測所の 密度が 大 き い が
standard が欲 し い 。 東北， 北海道， 中部を
開発 し た い 。
地殻変動連続観測に 関心を持つ研究者が少な
い 。 連続観測 では論文に な り に く い き ら い が
あ る が ， strainmeter な ど に よ る 長周期地震
動観測を含めれ ば地球振動な ど の 副産物が得
ら れ よ う 。
今 回 の 計画は大学の 研究施設 の 範 囲 内 でや る
積 り な の か。
一応それで start す る が ， 目 標 と し て は X 機
関を考え， 将来はそれに移行す る 考 え で あ
る 。 研究的 に も 人員 約に も ま だ問題が あ る 。
気象庁 の 考 え は 。
松代を standard に で き ょ う 。
こ の 計画は人員増を伴 う こ と が 大 き な問題で
あ り ， IGY そ の 他 の 計画 と 異 な る 点 であ る 。
皆 さ ん の ご意見 を 聞 い た結果に よ る と 規準観
樹所 と し て ，

気 象 庁
名 古屋大学
震 研 1
京 大 j

程度は受け持て る 。 建設費は器械を含め て 1
カ 所 3， 500 万円程度 と 思われ る が p 予算 の こ
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り Tこ し 、 。
特定研究 と し て は ， そ の 問題を と り 上げ て い
る 。 こ れはず っ と 続 く か ら それ は ， こ の 予算
ですれば よ い 。
整理が 間 に合わぬか ら 同 じ場所は 1 年お き に
し た方が よ い 。 隣接地域は ど う か (賛成意見
多数〉
研究論文 の 発表は 自 由 か 。
前 も っ て連絡 し た方が よ い (特に PR の 時
は〉 。

大 塚 観測に参加 し たか杏か は別に さ れたい 。
田治米， 西村 そ の 点は全 く フ リ ー に すべ き だ。
後 藤 来年は九大 も 参加 し た い 。
大 塚 デ ー タ ， コ ピ ー の た め の 予算が必要 と 思 う 。
飯 田 クソレ ー プ と し て の発表の 形式に意見の 調整が

必要で、あ る 。
クツレ ー プ と し て の 仕事 の 権限 の 限界を決め て
は ど う か。
例 え ば 「地震 の 数」 は グ ル ー プ と し て 出 し ，
解釈は個人 と すれば よ い 。
観測報告だけが グル ー プの も の と す れ ば よ
L 、 。
結局気象庁で し て い る よ う な こ と を グ ル ー プ
です る と い う こ と 。
前 回 の も の も 改訂版を 出す こ と で グ ル ー プ の
仕事は終 り にす る 。
記録を見 る こ と が大切 と 思 う が ， コ ピ ー の 費
用 は グ ル ー プ負担 と し た い 。

松 本 今 年の観測技術の検討 も 大切 であ る 。
こ れにつ き ， 三木， 宮村， 玉城に よ り ， 今年の観測

技術につ い て の 説 明 あ り 。
こ れ で集会を終 り ， 意見に 関 し て は 西村宛に 出 す こ

と 。 改訂版に関す る 原稿の Y 切は12月 末 日 ま でに 出す
こ と が決め ら れ て 閉 会 し た 。
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村
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1963年11月 11 日
京大理学部地球物理学教室図書館
飯 田 ， 高 田 ， 細 山 ， 後藤， 宇佐美，
回 ， 田 中 (寅) ， 一戸， 小沢， 西村，
原， 田 中 〔豊〉

荻原氏 よ り 本年 5 月 文部省測地審議会に地震予知部
会 (常置部会〉 が設け ら れ ， 地震予知研究計画 クツレ ー
プ の 立て た計画案を さ ら に具体的に検討す る こ と に な
っ た 旨報告 あ り p こ の 地震予知部会の ワ ー キ ン グ ・ グ
ル ー プ の 仕事 と し て ， 差 当 り ス タ ー ト で き る 仕事を 3
カ 年計画程度 で ま と め て み る こ と に な っ た の で， 地殻
変動連続観測 の 計画に 関 し 今 日 皆 さ ん の ご意見を 聞 き
た い 旨発言が あ っ た。 こ の 計聞は大体昭和40年度予算
を 目 I票 と し て い る と の こ と であ っ た。

同
萩

日 時
場 所
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と は も う 少 し検討 し て み よ う 。
西 村 Sub-station が必要であ る 。
田 中 1 カ 所 100�200 万 円 で で き る の では な い か 。

戸 今 ま では手製であ る が ， ち ゃ ん と 予算がほ し
L 、 。

西 村 1 年聞に10 カ 所 ， 3 年間 で30 カ 所 く ら い作 り
たい 。

荻 原 standard の 余 り でやれぬか。
西 村 standard が予算的に neglect さ れ る おそれ

は あ る が sub-station の 計画 は一応立 て た
し 、 。

萩 原 standard statíon は人員を獲得す る こ と が
大切 で あ る 。 ブ ル ー ・ プ リ ン ト に よ れば規準
観測所は

水平振子傾斜計 2 成分
水管 H B 
水晶 管 伸 縮 計 3 成分

他に 微気庄計， 重力変化計 … geodlmetぽ
水準測量器械な ど

で あ る 。 人員は助教授 1 ， 助手 2 ， 技官 2 ，

雇員 2 ， 傭人 1 ， 計 8 名 では ど う か 。
声 ブ ル ー ・ プ リ ン ト に あ る 計画に比べ て余 り に

縮小 さ れた計画 であ る が ， ど う 考 え て い る の
カミ。

荻 原 予備調査の 予備調査 と い っ た段階 であ ろ う 。
現状では X 機関か ら start す る こ と は で き な
し 、 。

岡 田 水沢緯度観測所は東北地方の station と し て
如何か 。

戸 UMP で要求が あ る (地震計 ， 傾斜計， 重力
計等〕

西村， 萩原 一応予知に 関連 し て交渉 し て み よ う 。
問 中 standard statíon に地震計は付か な い の か 。
西 村 置 く 必要が あ る 。
宇佐美 資料の整理につ い て ど う 考 え る か。
荻 原 資料の セ ン タ ー を 作 る こ と は必要であ る 。
西 村 人員増 の 問題が非常に重要であ る 。
荻 原 研究者養成 の上か ら測地関係 の講座は少 く も

2 く ら い新設を望ん でい る 。
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No. 6 地震予 知連絡会 関 係資料

地 震予 知連絡会 運 営要綱
昭和44年 4 月 24 日

地震予知の 実用 化を促進す る こ と を 目 的 と し て ， 地震予知 に 関す る 業務会実施 し て い る 関係機関等
が提供す る 情報を交換 し ， ま た こ れ ら の 情報に基づい て地震予知?こ 関す る 総合 的判断を行 う た め に ，
地震予知連絡会 (以下 「連絡会」 と い う 。〉 を下記に よ り 開催す る 。

記
1 連絡会は委員 30人以内 で組織す る 。

特別の事項を調査検討す る ため必要が あ る と き は ， 連絡会に臨時委員 を置 く こ と が で き る 。
2 委員お よ び臨時委員 は ， 学識経験者お よ び 関係行政機関 の職員 の う ち か ら ， 建設省国土地理続長

が委嘱す る 。
3 委員 の 任期は 2 年 と し ， そ の 欠員が生 じた場合 の補欠委員 の 任期は前任者の残任期 間 と す る 。

臨時委員 は特別 の 事項 の 調査検討が終 っ た と き は ， 解嘱す る も の と す る 。
4 連絡会に会長を置 き ， 委員 の 互選に よ っ て こ れを定め る 。

会長は会務を総理す る 。
会長に事故が あ る と き は ， あ ら か じ め会長が指名 し た委員 が そ の 職務を代理す る 。

5 連絡会は必要に応 じ 会長が招集す る 。
5 連絡会が行 っ た綜合的判断に 関す る 報告 ， 発表は ， 必要 の つ ど建設省国土地理院が行 う 。

た だ し ， 大 中小地震につ い て の事実に 関す る 地震情報は気象庁が報告， 発表す る も の と す る 。
7 連絡会 の 運営 に関 し 必要な事項 は p 連絡会の議を経 て会長が定め る 。
8 連絡会の 庶務は， 建設省 国土地理践 に お い て処理す る 。

委 員 名 簿
第 1 期 (昭和44年 同 24 日 ~昭和46年 3 月 31 日 〉
所 属

北海道大学理学部

東 北 大 学 F

ð // 

東 京 大 学 グ

グ 地震研究所
// F 

// ð 
F F 

// // 

名 古屋大学理学部

京 都 大 学 グ
ð // 

r 防災研究所

科営技
技
術

術
庁 国立防

災科学 セ ン タ ー

文部省緯度観測所
通商産業省

地質調査所

| 氏 摘 要 11 所 罵
宇津 徳治 気 象 庁
鈴木 次郎 11 

高木 章雄 1/ 

浅 田 敏 ! 11 

宮村 摂三 海上保安庁水路部
力武 常次 建 設 省
佐藤 泰夫 建設省国土地理涜
坪1 1 1 家恒

森本 良平 11 

飯田 汲事 11 

一戸 時雄
11 

三木 晴男 11 
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第 1 回 地震予知連絡会

議事録

百 時 昭和44年 4 月 24 日 15時�19持
場 所 日 比谷 松本楼
「出 席者 宇津， 鈴木， 高木， 浅 田 ， 宮村， 森本， 力武，

坪川 ， 飯 田 ， 一戸， 三木， 岸本， 須川， 荻原，
橿原 ， 高橋p 佐藤 〔茂) ， 諏訪， 関谷， 柳原，
歌代 ， 原 田 ， 田 島 ， 藤 田 各委員
永 田 ， 宮地 各参与

(文部省〕 三角課長， 山 中専門員
(建設省〉 中村技術調査官
〔地理院〉 院長， 総務部長， 総務課長， 計画

課長
1 .  尾 之 内 建設事務次官挨拶

地震予知連絡会 の 発足 に あ た り ， 今後 と も 一層 密
接 な 連絡， 協 力 を お願い し た い 。

2. 飯 田 委員 に会長選 出 ま での議長を依頼 〔事務局〉
3 . 議 題

1) 会長選 出 荻原委員を会長に選 出
(一戸委員推薦〉

2) 地震予知連絡会運営要綱 の説明 〔事務局〉
3) 連絡会に参与を お く 件 〔承認コ (会長〕
付) I特別 の 事項等につ い て 会長が意見 を 聞 く た

め ， 参与数名 を お く こ と が で き る 。 」 こ の 項を
運営要綱に入れ る か ， ま た は細則 と す る か等の
事務処理につ い て は 国土地理院に ま かせ る 。

何) 参与 と し て 宮地， 永 田 ， 佐 々 ， 坪井， 和遠の
各先生に依頼す る 。

4) 測地学審議会か ら 連絡員 l 名 を参加 さ せ る 件，
運営要綱に入れ る 。 〔承認コ (会長〉

5) 連絡会 の 委員名 簿 と 機構につ い て説 明 (事務局〉
。 各 セ ン タ ー の 紹介
付) 地震予知観測 セ ン タ ー につ い て 〔資料配布〕

〔力武委員〉
セ ン タ ー の 構成 につ い て ， 地域 セ ン タ - 移

動観測室， 計算機室の 3 部 門 の 内 容 と 運営委員
会お よ び地域 セ ン タ 一 代表者会議の 関係 ， 構成
人員 ， デ ー タ の 収集処理 と 交換の構想につ い て
説 明 。

(ロ) 地震活動検知 セ ン タ ー につ い て (諏 訪委員〕
他 の セ ン タ ー と 違い ， 予算要求が認め ら れ な

か っ た が ， 当面気象庁 内 の や り く り で、対処 し た
い 。 な お ， 緯度観を含め て 同 じ業務 内 容 の 他機
関 と も 協議 し て ， 資料の 円滑な収集を はか る 。

州 地殻活動検知 セ ン タ ー につ い て 〔資料配布コ
〔 田 島委員〉

地殻活動調査室の発足 と 地理院の行 う 各種の
測地測量の資料を仮定の 入 ら な い形 で速報 と し
て 提供す る 。 そ の 外 ， 地磁気測量や各観測所の
デ ー タ の処理 も 大学， 他機関 と 相談 し て き め

る 。
7) 連絡会 の 予算 内 容 の 説 明 (事務局〉

予算額はわずかであ る が ， 総会を年 2 回 ， 定常
的 な 会を 2 カ 月 に 1 度 開 催 で き る よ う に 努力す
る 。

心 情報交換につ い て説 明 〔事務局〉
各 セ ン タ ー に集 ま る 情報の 内 容や流れの ノレ ー ノレ

等が 6 月 ご ろ ま でに決め ら れ る か ら 3 だ し ヴこ し 、 そ
の こ ろ を 目 標に し て ま と め た い 。

9) 議事録， 報告に つ い て説 明 (事務局〕
議事録l士事務局 で作成す る 。

10) 出版等 の 費用 は あ る の か。 〔質問) (坪川 委員〉
若干予算に組ん で あ る 。 (事務局〉

11) こ の 連絡会の 性格 と し て ， 予算の こ と はや ら な
い の か 。 c質問) (永田 参与〉

連絡会は予算 ま でや ら な い 。 予算関係は従来 ど
お り であ る 。 (会長〉

測地学審議会の 建議か ら も ， と の 連絡会は情報
の 交換 と そ の 総合的判断を行 う の が た て ま え で あ
る 。 (会長〕

文部省 山 中専門員 よ り も 同様の趣旨の説 明 が あ
っ た 。 三角課長 (文部省〕 か ら 後で説 明 を き く 。

12) 地震予知連絡会の 発足後に お け る 地震につ い て
の 情報発表等に 関す る 気象庁お よ び 国土地理院の
業務分担等 に つ い て の 覚書につ い て説 明 〔資料配
布) (事務局〉

情報の発表は東京 の 国 土地理院だけ で 行 う の
か。 c質問J (諏訪委員〉

地方で連絡会が 開 かれた と き は ， 地方 での発表
は あ り う る 。 た だ し地方建設局や地方測量部 では
発表 し な い 。 (事務局〉

異常な地域 の 地方 関係者を 臨時委員 に し て も ら
い た い 。 (諏訪委員〕

臨時委員 は地方 の 大学， 気象庁の 方 々 を も 対象
と し て い る 。 (事務局〉

松代地震 も 終そ く し たわ け で は な い の で， 早 く
地方の 体制を と と の え て も ら い た い 。 〔高橋委員〉

13) 今年度国土地理院 で計画 し た特定観測地域 に つ
い て説 明 ， c資料配布) (計画課長〉
〈質問 ， 回答コ 仔) 特定観測地域 と し て あ っ て も

今年度に観測を実施 し な い と こ
ろ も あ る 。

(ロ) こ の 外に基本計画 と し て一等
水準測量を 4， 000km 実施す る 。

14) こ の 地域を選定 し た基準を示 し て も ら い た い 。
〔質問) (鈴木委員〉

12地区 につ い て具体的 に説明
①過去に大地震の 記録が あ る 地域 ②活断層 地

域 ③地震多発地域 ④東京を中心 と す る 地域
を基準 と し た 。

15) 北信地区 も 完全に終 っ た と は考 え ら れ な い の で
今後 と も 考慮す る 。 (会長〉

戸hu白d



第 2 回 地震予知連絡会

議事録

日 時 昭和44年 5 月 19 日 13待30分�17時
場 所 東大地震研究所 会議室
出 席 者 鈴木〈次) ， 高木， 森本， 力武， 坪川 ， 佐藤(泰〉

飯 田 ， 一戸 ， 三木， 高橋， 佐藤(茂) ， 諏訪 ，
関谷， 柳原， 歌代 (代理) ， 萩原， 原 田 ， 榎原
田 島 ， 藤 田 各委員
(文部省〉 山 中専門員 ， 事務局員

議 事
1) 第 1 団連絡会議事録 〔報告〉
2) 交換す る 情報の種類， 内 容 お よ び方式の 検討につ

い て
各機関 の 固定観測所の 一覧表を事務局 に て 予備調

査 し て作成 し ， あ と で各委員 の 方に チ ェ ッ ク し て載
き ， 完成後配付す る 。 大学関係は地震特集号を利用
す る 。

3) 臨時委員 につ い て (報告〉
前 回 の 連絡会に よ り 懸案の 松代地震の ため気象庁

の 樺 沢 実氏 (長野気象台長〕 お よ び竹花峰夫氏 (地
震観測所所長〉 に臨 時委員を委嘱す る ため現在手続
中 であ る 。

4) 最近の 地殻変動状況につ い て
( 1 )  九州 中央部国見岳 (一等三角点〉 の 変動につ い

て説明 ( 岡 島委員〉
原 田健久氏 (国土地理院〉 が測地学会で発表 し

た 。
「一等三角測量で 2 . 5" 以上の 地殻変動の あ る 地

区は大地震 と 対応 し て い る 。 昭和 の 2 度 目 の 一等
三角測量が九州南部か ら 始 ま っ たが 国見岳 に お け
る 角 の 変化が第 1 固 と 同様に大 き し し か も そ の
変化 の 傾 向が第 1 回 の 変化を助長す る 方 向 に あ
る 。 」

(2) 国見岳付近の 水準路線 の 変動につ い て説 明
(藤 田 ， 坪J l I委員〉

「国見岳 の 北側を東西に走 る 路線 (熊本一延岡〉
は西海岸へ 6 cm 位最近は下が る 傾 向 であ る 。 国
見岳 の 南側 を東西に走 る 路線 (人吉一 日 向〉 は や
や正確 さ を欠 く が 中央部で 8 cm の 上昇が あ る 。J

(3) 航空写真を早急に入手 し て森本委員 に検討 し て
載 し

国土地理院の本年度の 九州地区 の 水準測量の 結
果を 出 来 る だ け早い 時期に速報 と す る 。 関係観測
所の デ ー タ も 検討す る 。

5) 年平均潮位か ら 求 め た 日 本沿岸に お け る 最近 の 上
下変動 と 南岸 の 半 島 の 上昇運動の 傾向 につ い て

(藤 田委員〉
「従来東北 日 本の 太平洋沿岸は 5 mm/yr の 速度 で

洗下 し て い た が ， 最近10年間 も 同様の 速度 で坊 降 し
て い る 。

他の 沿岸， す な わ ち 関東以 西 の 太平洋岸， 中 園 地
方西部 お よ び九州地方西部に お い て は 5 mm/yr CD. 
上昇を示 し て い る 。

関東以西 の太平洋岸の 半 島 の 動 き が どれ も 水準測(
量 の 結果か ら も 上昇 し て お り ， そ の 最大値 を示す位
置が半島の 先端 よ り ， や や 内 陸側 の所に あ る と い う
結果が でた 。」

房総半島の 変動につ い て は種 々 議論が でたが， 次
回 に さ ら に く わ し い デ ー タ ー を担当者が も ち よ る こ
と と な っ た。

6)  重力測定の方法につ い て 〈報告) (坪川 委員〉
「重力 ， 水準 シ ン ポ ジ ウ ム に お い て ， ラ コ ス ト 霊;

力計に よ る 測定は数個 の も の を組合せ て実施すれ ば
0 . 01 mgal の 精度が確保で き る 。 水準， 三角測量 で~
異常 の あ っ た地区を ， こ の方法で重力計を組合せ て
観測すれば よ い 。 」

7) 最近の 日 本付近の 地震活動に つ い て に説 明コ
(関谷委員〉

「十勝沖 の 余震 と 関東南部か ら 伊豆諸島北部に かけ
て起 っ て い る も の ， 九州 の 雲仙か ら熊本 の金峰 山付一
近に起 っ て い る も の の 3 つ の グ ル ー プが あ る 。 そ の
う ち 5 月 15 日 10h 56悦 M 5 の 地震が 房 総 東 方 沖 深ー
さ 50�70km で あ っ たが ， そ の 後連 日 余震 (M 3 �
4 ) が続い て い る 。 」

8) え び の 震源地付近の 傾斜計 と 地震計の測定結果tに
つ い て 〈報告コ 〔資料配布J (訪災 セ ン タ ー 〉

「地震計 (10 サ イ ク ル 17， 000倍〉 と 傾斜計 を え び の
震源地付近に深 さ 35 m ， 直径 15c皿 の ボ ー リ ン グ を
し て 昨年10月 よ り ， 夜間12時 間 の 記録を え た 。 日 別 ι
地震回数は20回前後 (12時間 当 り 〉 で全体 と し て変
化 し て な い 。 傾斜計は 1 月 末 ま で動い て い たが 2 月
か ら殆 ん ど変化が な い 。 」

9) 松代の深層 ボ ー リ ン グ につ い て 〔報告〕
〈高橋委員〉

「松代荘の ボ ー リ ン グ は径 88mm で深 さ 400m に達こ
し た 。 さ ら に拡孔工事を し ケ ー シ ン グ パ イ プを捜入
し ， 待望の掘進作業に入 る 。 45 0C の 温泉 が 1 分間 :
に1000 & も 噴出 し た 。 他の温泉 に影響の な い よ う に
処置 し た 。 最終的に は 1800m ま で掘 る 予 定 で あ
る 。」

本年度は東京観測 の 予定地の ーっ と し て新幹線新一
横浜付近を え ら び予備調査を行 う 。

10) 最近の 近畿地区 の 地震につ い て 〔報告〕
(三木委員)

「河内長野， 福知山等で前震 ら し い動 き をす る も の 。
が あ っ た 。 J

11) 最近の 犬 山観測所付近の地震につい て 〈報告〕
(飯 田委員〉

「有感が去年 よ り 数 回 あ っ た程度 で， も う 少 し様
子をみ る 。」

12) 十勝岳 の 火山活動 (諏訪委員〉
「昨年の 十勝沖地震の あ と ， 12 月 か ら地域的に減

少， 増加 を く り か え し て い る 。 現地調査応援 の た めー
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人を派遣す る 。」
13) 東北大の 地殻変動観測所の 状況につ い て 〔報告コ

〔鈴木委員) (高木委員〉
「微小地震観測網を作 り 秋田県の半分位を徹底的に

調査す る 。 北上には ド ー ナ ツ 型の ア レ ー を 40 � 50 
km の 間隔 で作 り ， 来年一杯で完備す る 。」

14) 次 回 の 第 3 回地震予知連絡会 の 開催予定は
日 時 6 月 27 日 午後 1 時半 よ り
場 所 地震研究所

と す る 。 連絡会開催場所は各 セ ン タ ー 廻 り 持 ち と す
る こ と も 一案 と し て 出 さ れた。

第 3 回 地震予知連絡会

議事録

日 時 昭和44年 6 月 27 日 13時30分�17時30分
場 所 東大地震研究所会議室
出 席 者 鈴木， 高木， 宮村， 力武， 坪]1 1 ， 佐藤〈泰) ，

一戸， 三木， 高橋， 須JI I ， 佐藤(茂) ， 諏訪p
関谷p 末広， 柳原， 歌代(代理) ， 萩原， 原 田，
檀原， 田 島 ， 藤 田 ， 各委員

議 事

笠原 (震研) ， 重兼 (地理院) ， 林 (地理院) ， 
山 中 〔文部省) ， 事務局員

l. 第 2 回連絡会議事録 〔幸良告コ
2. 九州地区の 変動につ い て

μ )  水準測量の 結果につ い て説 明 〔 田 島委員〉
水準測量検測結果 よ り 新 し く 作成 し た九州地区

の 傾斜変動図 に よ れば， 大隅半島 と 熊本付近に傾
斜速度 の 大 き な と こ ろ が あ る 。

(ロ) 一等三角測量の 結果につ い て説明 〔 田 島委員〉
第 2 団連絡会 で問題 と な っ た国見岳 を含めた一

等三角測量 の 結果を伸縮率図 で表わ し た 。 中央構
造線を南東に横切 る 辺 は縮み， 南西に横切 る 辺 は
伸び る right lateral であ る 。 天草付近に も 変化
の 大 き な所が あ り ， 中央構造線を境に し て ベ ク ト
Jレ の 不連続が あ る と 思われ る 。

止す 模峰観測所の 記録につ い て説明 (一戸委員〉
9 年聞 に南 々 西 40" 傾斜 と な る が ， 岩圧に よ る

坑道そ の も の の 変化 も 含 ま れ る 。 日 向灘地震群に
よ る 局部的な傾動がみ ら れ る 。

同 地震活動につ い て説明 (関谷委員〉
最近の 地震活動は過去に お け る 地域 と 全 く 同 じ

地域で起 っ て い る 。 日 向灘， 有明海， 金峰山， 九
重， 阿蘇， 霧島山麓の えび の ， 吉松地区が主な も
の であ る 。

l 同 中央構造線付近の 地震活動につい て説明
(三木委員〉

中央構造線 よ り 北に地震が多い 。
以上九州地区の変動につ い て の 各委員 の 説明 の あ

と 質議討論が あ っ た。 結論 と し て 国見岳 の 動 き は と
く に地震 と の 関連性はな い も の と 考え ら れ る が ， 今

後 も よ く 監視す る 必要が あ る 。
3 .  房総， 三浦地区の 変動につ い て

付) 験潮 (油歪， 布良等〉 につい て説明 (藤 田委員〉
治霊験潮場の 関東大地震以後の 地盤変動を験潮

お よ び水準の両面か ら求 め て比較す る と ， 全体 と
し て45年間 に 15cm の沈下を示すが， 水準 の 方が
験潮 よ り 傾斜がゆ る やかであ る 。 験潮には途中海
洋現象に よ る 擾乱が み ら れ る 外， 短周期の波が重
畳 し て い る 。 ま た布良 の 地盤 と 比較す る と 30数年
間に 50mm 程度直線的に涜下 し て い る 。

料 水準測量の結果につい て説 明 林 (地理院〉
房総半島は関東大地震に よ る 隆起後10年間 で50

m以上， 次 の 34年間 で も 間程度の洗下量が見 ら れ
る 。 そ の 沈下が次第にゆ る や か に な り ， 最近 5 年
聞には 40�50 mm の 隆起を生 じ て い る 。 三浦半
島は西 よ り 東， 付け根 よ り 南端に来 る に従い沈下
量が大 き く ， 1965 � 1967 年 に は F 25 に対 し て
60mm の洗下が あ る 。 本年の最近の測量結果， 一
部ではあ る が隆起を示 し て い る 。 こ の測量結果は
次 の 連絡会にて報告す る 。

村 地磁気測量の結果につ い て説明 (藤 田委員〕
房総半島にお け る 水平分力 の 経年変化は， 柿岡

に対 し て一様に増加 し て お り ， 若干の異常が認め
ら れ る 。 鉛直分力は ほ と ん ど の 点 で1954�1967年
に は マ イ ナ ス に変 っ た こ と は注 目 さ れ る 。

同 油壷， 鋸山におけ る 地殻変動につい て
笠原 〔震研〉

変動の 大勢 では連続観測 の 結果は ， 前に述べ ら
れた測量の 結果 と かな り よ く 調和 し て い る 。 変動
進行につ い て次の こ と が推論さ れ る 。
( 1 )  1961年中期を境 と し て ， 油壷 鋸山地域にお

け る 傾斜変動は， そ の 傾 向 を転換 し た。
(2 ) そ の 変動は加速度的に進行 し て い る 兆候は な

い。 最近に至 っ て進行が鈍 る 傾 向 が見 ら れな く
も な い 。

(3) 今後の 変動進行を監視判断す る 資料のーっ と
し て ， 連続観測結果の検討を さ ら に続け る 必要
が あ る 。

(村 地震活動につ い て説明 (関谷委員〕
関東大地震後， 丹沢 (1924) ， 北伊立 (1930) ， 

西埼玉 (1931) の顕著な被害地震 (Mミ 7 ) の外
は起 っ て な い 。 房総半島周辺 には地震の群発す る
こ と が あ る 。 今年 5 月 15 日 10時56分の あ と 同地域
を 中心 と し た小規模な余震が発生 し 5 月 26 日 に
終 り ， 6 月 は発生 し て な い 。
以上房総， 三浦地区 の 変動 につ い て の説明 の あ と

質議討論が あ っ た。 結論 と し て ， 問題が多 く 残 っ て
い る と 考え ら れ る の で， 観測を で き る だけ強化す る
こ と と な っ た。 重力測量， 光波に よ る 距離測量， 地
震波測定， 房総南端の ボ ー リ ン グが話題 と な っ た。

3. 地震予知連絡会会報の 出版につ い て
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名称は 「地震予知連絡会会報」 と す る 。 内容は議
事録の 要 旨 ぐ ら い と し ， 部数は 500 部 を 予 定 す



る 。
4 .  次 回連絡会 の 開催は 9 月 初 日 (金〉 と し ， 場所は

事務局 に て選定す る 。

第 4 回 地震予知連絡会

議事録

日 時 昭和44年 9 月 26 日
13時30分 よ り 18時10分 ま で

場 所 気象庁第 1 会議室
出 席 者 鈴木， 高木， 浅 田 ， 宮村， 森本， 力武， 坪川 ，

佐藤(泰) ， 飯 田 (代理) ， 高橋， 須J I I ， 佐藤(茂) ，
諏訪， 関谷， 末広， 柳原， 歌代(代理) ， 荻原，
原 田 ， 橿原 ， 田 島 ， 藤 田 ， 各委員
山 中 〔文部省) ， 中村 (建設省) ， 林 〔地理読) ，
中条 〔地質調〉 外 2 名 ， 相原 (気象庁〕

議 事
1 .  第 3 団連絡会議事録 〔報告〉
2 . 関東地方南部の 観測結果につい て

( 1 )  三浦半島の水準測量結果につい て説明
林 〔地理院〉

前回報告 した房総半島の 動 き と 同様に南上 り に
予想通 り 逆転 し た こ と が注 目 さ れ る D

(3) 関東 甲信越地域の 上下変動につい て説明
林 (地理院〉

網平均計算 し た結果， 一般的に北下 り で房総半
島 の 南部 と 三浦半島の つけ根付近に異常な隆起が
み ら れ る 。

(3) 関東地方南部の 地震活動につ い て (関谷委員〉
7 月 22 日 �26 日 に銚子付近 で一時的な小活動が

あ っ たほ か は常時活動の範 囲 内 の変動で、あ っ た。
(4) 第四紀地殻変動図につい て (高橋委員〉

集成隆起涜降量図に よ れば， 関東南部に洗降の
大 ぎ な所が あ る 。

(5 ) 地震波速度の 測定について報告
(佐藤 (茂〉 委員外担当者〉

大島 房総南端一木更津線上の 地質予想断面に
つ い て説明があ っ た。

地震波速度 と そ の 変化の測定方法お よ び結果に
つ い て 昨年 3 月 か ら本年 3 月 ま で 3 回大島 で爆破
し た波につ い て説明 さ れた。 昨年 と 本年の差は測
定誤差の範囲で有意な変化はみ と め られな い。

3. 今市付近の 観測結果につい て
( 1 )  今市付近の地震活動につい て く関谷委員〉

気象庁の地震観測網に よ る と 今市市南方直経約
10km の 円形地域で 8 月 13 日 2 時47分か ら地震が
発生 し 17 日 頃 ま で続いたが， それ以後 目 立 っ た活
動 は な い 。 震源地は1949年の 場合 と 殆ん ど 同 じ所
で地鳴 り を伴な っ て い た 。 な お足尾付近 で 6 月 か
ら活動が共存 し て い る 。

(2 )  移動観測班の観測状況につ い て
(力武， 宮村委員〉

8 月 29 日 か ら 9 月 6 日 ま で毎晩18時か ら 朝 8 時
ま て、古峰原で、観測 した結果， 初期に は今市だ け で
あ っ たが ， 足尾付近 で沢山 の 微小地震がみ と め ら
れた。

(3 ) 水準測量結果につい て ( 田 島委員〉
地震の 直後に実施 し た水準測量は過去の結果 と

比較す る と 市街地 の 中 心付近 での 隆起 を さ ら に助
長す る 結果を示 し て い る 。
こ の あ と 足尾 ， 今市付近の地震歴， 水準測量につ

い て討議 さ れ， 国土地理院， 震研 で今後 と も よ く 検
討す る こ と に な っ た。

4. 松代ー北信の観測結果につい て
( 1 )  地震活動につ い て 〔関谷委員 ， 相原 (気象庁))

そ の 後特別な現象は起 つ て な い 。 横這い状態を
続け て い る 。 地震観測所の観測 で も 震源分布は変
らず， 数10 日 の 周 期 で震度 m � N の 地震が起 っ て
い る 。

(2) 水準測量結果に つ い て (坪川委員〉
1965年 よ り 現在 ま で、の各点の結果を集録 し た 。

いずれ も 1966年10月 に ピ ー ク が あ り ， あ と はお さ
ま っ て来 て い る 。

(3) ボ ー リ ン グ経過報告 (高橋委員〉
現在 1370m ま で掘進 し て い る 。 途 中 の 電気検

層 ， 地層 の 状況の説明が あ り ， 圧入実験につ い て
は準備中 であ る 。

5. 上高地付近の観測結果につ い て
( 1 )  地震活動につ い て (関谷委員〉

8 月 31 日 焼岳 の 東側一帯 に地震が発生 L 始 め ，
9 月 2 日 頃 ま で顕著な活動を示 したが ， そ の後減
少に 向 っ て い る 。

気象庁 と し て は 9 月 7 日 ま で， 松代地震観測所
が 9 月 8 日 以後火山機動班を派遣 し ， 観測を行 っ
て い る 。 大地震が あ る と 近 く に あ る 火山地域に地
震活動が起 き る 例が多いが， 9 月 9 日 の 岐阜県 中
部地震に伴な う 焼岳付近の地震活動は認め られな
か っ Tこ。

こ の あ と 諏訪委員 よ り 談話形式 で共同記者会見
し た 内容 と い き さ つについ て説明が あ っ た。

(2) 名古屋大学担当 者 よ り 過去の 焼岳付近の地震の
発生状況の説明が あ っ た。 今回 の も の は震源の 位
置がかな り 移動 し て い る 。

(3) 宮村委員 よ り 北信観測所での観測状況 の説明が
あ っ た。

普通の群発型 よ り 小 さ く ， 火山性でな い0
6. 米子仔近の 観測結果につい て

( 1 )  地震活動につ い て 〔移動観測班) (宮村委員〉
8 月 に 2 個班で移動観測を実施 し た 。 群発性が

あ る と 思われ る 。 結果は現在整理 中 で あ る 。
7 .  岐阜県 の 地震につい て

( 1 )  地震活動につい て説明 (関谷委員〉
9 月 9 日 14時15分岐阜県 中部の東経137. 05度，

北緯35. 8度 (再検測の値〉 に M = 7. 0 の 極 く 浅い
地震が発生 し ， そ の 後余震が続い て い る 。
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な お ， 7 月 中旬頃か ら愛知県中部に lVI = 2 . 5� 
3 程度の 微小地震が時 々 起 り ， 8 月 31 日 か ら 上高

地付近に地震が群発 し た り し た が ， 震源地付近で
は地震は発生 し な か っ た。 岐阜地方気象台作成 の
く わ し い地震速報が配付 さ れた。

( 2 )  地震予知観測 セ ン タ ー の 観測報告 (力武委員〕
イ ， 堂平微小地震観測所 で記録 さ わした余震回数
ロ ー 郡上八 幡に お け る 余震記録
ハ . 八幡町におけ る 9 月 23 日 ま での 余震数
ニ . 光波測量観測結果報告
ホ . 観測地点、
へ 被害調査結果 (道路〉
ト 地磁気観測点

以上につ い て それぞれ の付図につい て説明があ
っ た。 M の き め方， 微小地震の合同観測， 阿寺断
層 につ い て 質疑応答が あ っ た。

(3) 名 古屋大の 犬 山 ネ ッ ト の 観測 で余震域をつ か ん
だ。 ま た奥明方の 小学校で、の観測で、余震の深 さ ，
分布を観測 し た 。 8 月 頃に移動班の観測 で前震を
観測 し た 。 (飯 田委員代理)

(4) 阿寺断層 ， 白 ) 1 1 断層帯付近の 地質構造につ い て
(佐藤(茂〉委員〉

今 回 の 地震に関係が あ る と 思われ る 阿寺3 白 川
断層 の 位置， 方向， 付近の 特異な地質， 余震域，
分布 と 地質構造 と の 関係につい て説明が あ っ た。

(5 )  美濃地域の 地震前の傾動速度分布につい て
( 田 島委員〉

震源地の南側 で北西か ら南東へ， 東側 で南か ら
北へそれぞれ割合大 き な上昇を示 し て い る 。
犬山地殻変動観測所の 伸縮計， 国土地理院の重力

測量， 地磁気測量について報告が あ り ， 水準測量は
近 く 実施す る 予定であ る 。

8 .  第四紀地殻変動図 につい て 〔高橋委員〉
(1) 地形学的方法に よ る 隆起量図
(2 ) 地質学的万法に よ る 隆起洗降量図
(3) 集成隆起洗降量図
(4) 断層分布図
(5 ) 摺曲分布図

以上 100 万年の 地殻変動を表わ した図につ い て説
明 が あ っ た。

9 岩手県ーの 関付近の 地震活動につ い て (高木委員〕
8 月 30 日 に M = 3. 5， 深 さ 20 km の 地震が あ り ，

そ の 後地鳴 り を伴 な う 地震がつ づ き 住民が さ まついだ
の で， 気象庁の依頼に よ り 調査を し た 。 過去に も 記
録が あ り 拡が る か ど う か判 ら な い が ， 現在 も 観測を
続行 し て い る 。

仁事務連絡〕
1. 9 月 29 日 に建設省記者 ク ラ フ で レ ク チ ャ ー を 行

い ， 地震予知連絡会会報を配付す る 。
2 地震予知連絡会会報の 配付先に つ い て 了解を得

る 。
3 . 情報， 資料 の と り あっかい に つ い て討議 さ れた。
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4 . 関東南部を 「観測強化地域」 と ← る こ と につい て
Iì. 
付) 観測強化地域の 定義， と 〈 に 3 段階 (特定， 強

化， 集中〕 の 区別 の 明確化
(ロ) 強化地域 と し た場合の 具体的な 内 容の 準備態勢
判 強化地域指定が世間一般に あ た え る 影響
判 予算措置
等にわた っ て討議が行われた 。 そ の 結果， 関東南部
地域 (首都圏〉 にお い て は ， 特定地域 と し てす でに
か な り の 施設の配置 と ， 観測が行われて い る が ， さ
ら に各種観測を実質的に強化 し て い く こ と を 申 し合
わせた。

5 .  次回 は11月 28 日 (金〉 に開催 し ， 場所は国土地理
院に て選定す る 。
〔参考事項〕

建設省記者 ク ラ ブ におけ る レ ク チ ャ ー につい て
(報告〉

日 時 9 月 29 日 13時30分 よ り
出席者 萩原会長， 力武， 諏訪， 橿原 ， 田 島各委員

国土地理院長 出 席記者約40名
内 容 第 4 回 ま での地震予知連絡会の活動状況 の 説

明 を し た。 記者側 よ り 連絡会 の 開催毎に発表
を希望 さ れた 。 そ の 際に は あ ら か じ め建設省
ク ラ ブお よ び気象庁 ク ラ ブ の 両方に連絡す る
こ と に な っ た。

質問， 応答の あ と 専門的事項につ い て科学
担当記者に別室で さ ら に 詳細な説明を加 え
7こ。

第 5 団 地震 予知連絡会

議事録

日 時 昭和44年11月 28 日 1 3時30分�17時30分
場 所 中央官庁渋谷会議所
出 席 者 宇津， 高木， 浅 田 ， 宮村， 力武， 坪) 1 し

佐藤(泰) ， 飯 田 ， 一戸， 岸本， 高橋， 須) I l ，
佐藤(茂) ， 諏訪， 関谷， 末広， 柳原， 歌代 a
萩原， 原 田 ， 橿原， 田 島 ， 藤 田 各委員

議 事

茂木 (震研) ， 笠原 (震研) ， 大国 (中央防
災会議) ， 山 中 (文部省) ， 重兼 (地理院) ，
鈴木 (地理院〉

第 4 団連絡会議事録 〔報告〉
1. 昭和44年度関東南部観測計画につ い て

本 日 の連絡会終了後の レ ク チ ャ ー の 資料 と し て
提出 さ れ る も の につ い て 国土地理院では， 房総， 三
浦， 伊豆半島を重点的にー， 二等水準， 二等重力，
一等磁気測量を行 う 予定であ る と 鈴木 (地理院〉 の
説明があ っ た。

ま た ， 各機関 よ り 事務局作成 の資料につい て補足
説明があ り ， 作業地の 追加 〔震研) ， 観測名 称を一
部訂正 〔地質調〉 した。



2 .  東海地方の観測結果につい て
(1) 水平変動の 解釈 茂木 〔震研〕

太平洋側か ら 内陸に向か う 力が あ る と 仮定す る
と ， 大地震の 起 っ た所は反援 し て太平洋 の 方 向 に
移動 し ， かつ上昇す る 。 残 り の場は圧縮応力が残
り ， 内 陸側に移動 し て い る であ ろ う 。 こ の よ う な
モ デ〉レ に よ っ て原 田 ， 弁沢 (地理院〕 の 変動ベ ク
ト Jレ 図 を解釈すれば， 歪エ ネ ル ギ ー の蓄積や開放

につい て の 情報が得 られ る と 考え る 。
な お ， 内 陸側に 向か う 変動ベ ク ト ル成分の 大 き

い所は既に十勝沖地震の あ っ た東北三陸地方 と 東
海地方が あ る 。 東海地方の圧縮方向 は海溝に直角
な も の と 考え ら れ な い と の質問に対 し ， 伊豆ー マ
リ ア ナ は と く に考慮せず， 第一近似 と し て単純な
も の を考 え た 旨 回答があ っ た。

(吋 光波基線 (身延〉 の観測報告 笠原 (震研〉
糸魚川一静岡構造線を ま た ぎ ， 富土川 流域に あ

る 身延基線場で地殻変動観測の 結果 1 年 9 カ 月
聞に北西に 19mm， 西に 60mm それぞれ延 び て
い る 。

ま た， 東海地方はい ろ い ろ な意味で重要であ る
と い う こ と か ら震研では御前崎等に基線網を 1 �
2 カ 所増設 し た い。

村 上下変動 (水準測量〉 の 報告 〈 田 島委員〉
駿河湾は1889年�1951年の 閣は洗下 し て い る 。

(檀原に よ る 。) 1951年�1967年は掛川以西は沼津
を不動 と 仮定す る と ， 東南海地震の 影響を う け て
一様な 変動 を し て な いが ， 駿河湾は 20�40mm洗
下 し て い る 。 すな わち ， 1902年 よ り 駿河湾沿岸は
2 mm/year� 6 mm/year の涜下が続い て い る 。
東南海地震の前後にた ま た ま 掛川 一三倉 (掛J I I 北
方 20 km) 闘 で水準測量が行われて お り ， 掛J I I lì.
三倉に対 し llcm の 隆起が観測 さ れた。

伺 上下変動 (験潮〉 の 報告 ( 田島委員〉
各験潮場開につい て ， 内浦 と の 相対的な 動 き を

調べた結果， 清水港は年間 7 mm �右下 し て お り ，
水準測量の 結果 と 合 っ て い る 。

(ホ) 地磁気永年変化につい て (藤 田委員〉
1960�1965年聞におけ る 一等磁気測量か ら 求 め

ら れた三成分年変化量の分布につい て説明 し ， 特

に Z の 負 の 異常地の 周辺にMミ 7 級の 地震が対応
し て い る よ う に見 え る 。

付 最近の 地震活動につい て 〈関谷委員〉
東海地方の過去の被害地震を調べ る と ， 伊豆地

方や三河地方の 地震が比較的前震や余震を伴なし 、
やすい の に比べ て 大井川下流域や静岡付近の 地震
は大規模な地震の起 っ た例がな く ， 前震や余震が
殆ん ど記録 さ れて な い。 大規模地震は古い資料の
ため明 ら かではな いが ， 逮1'li灘や伊豆半島南方海
上に起 っ て い る 。

ま た， 日 本付近の 地震の発生の分布に よ る と ，
東海地方は1854年の 大 き な地震以来あ ま り 地震が
起 っ て な い 。

3 .  特定観測地域につい て
い) 過去の 大地震分布の説明 (檀原委員〉

過去にお い て大地震が起 っ た地域を特定観測地
域にす る と い う 考えか ら ， 過去 400 年か ら 100 年
前 ま で、に起 っ た地震区を エ ネ ル ギ ー の蓄積中 と 考
え ， 過去 100 年前か ら現在 ま でに起 っ た地震を開
放 と 考え る と ， 資料に あ る よ う な地域が エ ネ ル ギ
ー 未開放地域 と な る 。

ま た ， こ の 未開放地域の 観測体制につ い て 私見
に よ り 整備 さ れて い る か， い な い かを一覧表に し
た。

(ロ) 二等水準測量計画につい て 鈴木 (地理院〉
二等水準測量は一等に準ず る 精度 の 高い も の で

あ っ て ， 基本， 公共演j量に利用 す る と と も に， 土
地の上下変動を把握す る 。 年間約 2， 000km の 作
業量で昭和48年の 完了時には 10， 000km と な る 。

定常路線 と ， 地震予知観測の た め と く に必要 と
す る 特定路線 と の 2 種類に した。

こ の あ と ， 東海地方を特定観測地域 と し て は ど う
か提案が あ り ， 観測施設の 増設， 三角測量:の不充分
な点につ い て質問， 応答が あ り ， 東海地方を特定観
測地域 と し て再確認す る と と も に， 特定観測につい
て は各 セ ン タ ー 1 名ずつ， 宮村委員， 関谷委員， 橿
原委員 よ り な る 小委員会を開 き ， 強化， 集中地域 も
含め， 定義や指定 の 基準を き め る こ と にな っ た。

4. 北海道お よ び東北地方の観測結果につ い て
μ) 北海道地方 の 水平変動の説明 〈 田 島委員〉

原 田 ， 井沢に よ る 水平変動図 では， 北海道がぬ
け て い る の で， 暫定的に一等三角測量結果を変動
と し て表わ し た 。

60年間では あ る が， 2 m の 変動の あ る も の が東
部に集中 し て い る 。

(ロ) 東北地方の 水準測量につい て 〈 田島委員〉
一等水準測量検測結果集録お よ び傾動速度変化

図の説明 で
① 三陸沿岸に沿 っ て は大 き な 傾動変化 は な い

が ， 石巻か ら 宮古の北にかけ て ゆ る やかな上昇
が あ る 。

② 全体 と し て ， 三陸沿岸は内陸に比較 し て 下 っ
て い る 。

③ 秋 田付近は持続的に上昇 し て い る 。
付 東北地方におけ る 最近の地震活動につ い て

〈高木委員〕
ーの 関西方， 宮城県村 田 町付近， 秋田市西方，

お よ び大曲市付近 と 内陸お よ びそ の 沿岸で比較的
活発であ っ た。

1969年 9 �1O月 の 2 カ 月 の 微小地震の震源分布
が 1926�1966年の M = 4. 0 以上の地震分布 と 対応
し て い る 。

棒軽地方に も 微小地震観測の実施を予定 し て い
る 。

5 .  岐阜県 中部地震の観測結果につ い て
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付) 岐阜県 中部地震につ い て説 明 〈関谷委員〉
今 回 の 地震につ い て の 最終報告は M =6. 6， 震

源は東経 137004' :1: 1七 北緯 35047' ::!:こ 1' ， 深 さ O
であ る 。

(ロ) 水準測量につい て ( 田島委員〉
地震前 の 変動 は ， 東， 南が上昇かげん で， 西，

北が沈下 の 傾 向 を 示 し て いたが， 地震後はだい た
い傾動変化が前の逆にな っ て い る 。

村 重力視j量につ い て (田 島委員〉
地震前後であ ま り 顕著な変化は認め られな か っ

た。
6 . そ の 他

I 併)松代 ボ ー リ ン グ報告 (高橋委員〉
最終的に地下約 2， 000m ま での地層 が判 明 し

た。 ま た ス リ ッ ケ ン サ イ ド は縦横 に 走 っ て い
て ， そ の 面 に カ ル サ イ ト の付着 し て い る も の も
認め られた。 な お， そ の コ ア サ ン プル は会場に
て 回覧 さ れた 。

わ) 松代 ボ ー リ ン グ場付近 の水準測量につ い て
( 田 島委員〉

地理院 では， ボ ー リ ン グ坑に水を圧入す る こ
と に よ っ て の 地盤の 変動を観測す る た め， 最大
100m の 間 隔の 固定点を持つ水準路線を約 6 km
ボ ー リ ン グ場 の 周 囲につ く っ た。

E 関東震災前後の 地震活動につ い て (関谷委員〉
関東， 東海， 北陸， 東北等の 気象宮署 の資料か

ら 主 と し て地震発生前 の 付近の 地震活動につ い て
調査 し た結果につ い て ， ス ラ イ ド を使 っ て説 明 さ
れた。

事務局 よ り 旅費， 謝金 の 支給に つ い て 説 明 が あ っ
た 。

次 回 は 昭和45年 2 月 20 日 (金〉
場所は東大地震研究所 と す る 。

〔参考コ
別室にお い て レ ク チ ャ ー を行 っ た。
出席者 会長， 力武， 諏訪， 橿原委員， 地理院長， 建

設省広報室長補佐(立会) ， 新聞記者約10名
時 間 17時10分�18時15分
概 要 昭和弘年度関東南部の 観測計画の資料配付

東海地方を 特定観測地域 と し て確認 した連
絡会の 討議 内容について説明 を行 っ た。

第 6 団 地震 予知連絡会

議事録

日 時 昭和45年 2 月 20 日 13時30分�17時40分
場 所 東京大学地震研究所会議室
出 席 者 宇津， 鈴木〈次) ， 高木， 浅 田 ， 宮村， 森本， 力

武， 坪川 ， 飯 田 ， 一戸， 三木， 岸本， 高橋，
須川 ， 佐藤〔茂) ， 諏訪(代理) ， 関谷， 末広，
柳原， 歌代 (代理) ， 萩原， 井上， 槙原， 鈴木
〈弘) ， 田 島 ， 藤 田 ， 以上各委員

樺沢， 竹花， 以上臨時委員
山 中 ， 大国， 中村， 以上連絡員
原 田 (地理院長) ， 原 田 〈地理院) ， 大竹 〔東
大震研〉

事務報告
( 1 ) 委員の交代につい て

国土地理院長が霊兼氏 よ り 原 閏氏に交代 の た め ，
井上， 鈴木 (地理院〉 を委員 と し て追加 した。

(2 ) 第 5 国連絡会議事録報告
(3 ) 地震予知連絡会会報第 2 巻 の 発刊， 各委員 に配布

す る 。
議 事
(1) 最近の 地震活動につい て

付) 奄美大島 (Jan. 1) の 地震 (関谷委員〉
名瀬測候所開設以来の 有感地震回数 と 過去 の 大

地震 と 比較 した も の の説明があ り ， 19日年の 地震
はM 8 級の 超大型で， 深い地震であ る 。 な お最近
の 地震活動の 状態 と 地震数の減少の割合は ， 一般
的な余震に比べ て緩慢であ る が ， 発生域は宇津の
余震の統計式 と 一致 し て い る 。

わ) 日 高山脈地震 (Jan. 21) 速報
。 関谷委員報告 : M = 6. 8， 震源は広尾付近 で 深

さ 60km， 震度 V ， 負傷者32名 ， 家屋半壊 1 む
ねの被害が あ っ た 。

。 宇津委員報告 : 本震の 約 1 時間前に前震 と 思わ
れ る 地震が記録 さ れた 。 余震は臨時観測点を設
け ， 観測 中 であ り ， 地震後 5 日 間に MO. 8 以上
の も の が約 1， 000 聞記録 さ れた。 震源分布は現
在解析 中 で あ る 。 水準測量 も 実施す る 予定であ
る 。

。 歌代委員 (代理〉 報告 : 水路部所属 の検潮場の

記録につ い て は特にけ ん著な も の は 見 当 ら な
し 、 。

村 松代群発地震の 経過
。 樺沢， 竹花臨時委員報告 : 昭和40年 8 月 に始 ま

っ た松代群発地震の 最近 1 年間 の 活動状況につ
い て 焼岳周辺の地震 も 含め て説明が あ り ， 最近
回数， 規模 と も に衰退 し て き て い る 。

。 大竹 (東大震研〉 報告 : 北信微小地震， 地殻変
動観測所におけ る 最近 1 年間 の 記録につ い て 説
明 が あ っ た 。

松代周辺地域の微小地震発生回数は， こ の 1
年間 あ ま り 減 じ て は い な い の で今後 も 震度 m �
N 程度 の 地震が発生す る 可能性は残 さ れ て い
る 。

。 高橋委員報告 : 今年 1 月 中旬 と 1 月 末 よ り 2 月
中旬の 2 回にわた っ て水圧入を行い， 3 カ 所で
そ の 影響につ い て観測 を笑施 し ， 現在調査中 で
あ る 。

。 田 島委員報告 : 試錐孔を中心 と し て注入時期を
は さ ん で， 前後 4 回 の精密水準測量を約 6 km
の 路線で実施 し ， そ の垂直変動の 様相 に つ い
て ， あ ま り 変化が な か っ た。
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。 松代群発地震 の 今後 の と り あっ かい につ い て討
議 さ れたが， 連絡会 と し て は ま だ終息につい て
特に意見を発表す る 時期ではな い の で， さ し あ
た り 松代観測所の 談話 と し て 現況を発表す る に
と どめ る こ と に し た 。

'(2) 三浦半島の 水準測量速報 〔 田 島委員〉
昭和43年 2 月 か ら 今 回 (昭和45年 2 月 〉 ま でに横

浜を不動 と し て半島東南部は約 20 mm の 隆起を示
し て い る 。 こ れは 関東大地震以後出下の傾向であ っ
た も の が ， 隆起に転 じた も の で， 最近の 房総半島の
現象 と 類似 し て い る 。

イ3) 東京， 横浜におけ る 震度 V 以上が起 る 発生間隔
(関谷委員〉

純統計的に東京， 横浜の 震度 V 以上 の最大発生
間隔は東京では42年11 カ 月 ， 横浜では78年 8 カ 月
であ る の で累積発生確率は今後次第に増加す る 傾
向にあ る 。

(4) 関東南部 の観測につい て
(力武， 宮村， 坪川委員〉

微小地震， 光波測量， 傾斜計観測， 電
気比抵抗変化観測， 重力測量， 地磁気測
量， 地質調査等につい て ， 主 と し て房総
半島 で予備調査を文部省科学研究費で実
施す る 。

(5) 足尾地区の群発地震に よ る 変動
( 田 島委員〉

今市付近に引続 き実施 し た水準測量の
結果， 標高の 高い所が更に隆起 し て い る
傾向を示 した。

，(6 ) 日 本列島 〔北海道を除 く 〉 最近の 上下
変動図 (井上委員〕

一等水準測量の検測結果を ま と め た
が ， 観測時期の ずれ， 誤差等か ら ， 一様
な変動を表わ し て な い と こ ろ も あ る 。 各
ブ ロ ッ ク 毎に検討 し て ほ し い 。 な お ， 験
潮 に よ る 変動 を参考 ま でに示す。

(7) 九州全域の 最新 の 水平変動図につ い て
〔 田 島委員〉

昭和44年度 で九州全域の 一等三角測量
が終了 した の で， そ の 結果を示す。 中央
構造線をは さ ん で変化が み ら れ る 。

，(8) 観測段階指定規準小委員会報告
議事概要を了承
被害地震分布図につい て (関谷委員〉
地震の周期性につ い て (檀原委員〕
東海道沖地震の 震度分布図につい て

(萩原会長〉
以上につ い て ， それぞれ説明が あ り ，

指定基準， 指定地区につい て討議が行わ
れ， 最終的に次の よ う に確認 さ れた。

観測強化地域 と し て 関東南部， 特定
地域 と し て一東海道がすでに確認 さ れ て
い る が ， 次の諸地区に も 適用 す る 。

北海道東部， 秋 田 ， 山形県西部， 長野県北部お
よ び新潟県南西部， 琵琶湖周辺 ， 島根県東部，
伊予灘お よ び安芸灘， ま た特に経済商工業の 重
要地区 と し て 阪神を追加す る 。 (別図参照〉

こ れ ら の地区の 多 く に は ， す で に 地殻変動観測
所， ま たは微小地震観測所が設置 さ れて い る が ， な
お測地測量等に よ る 地殻変動の検知に努め る こ と に
な っ た。

(9) そ の 他
収) 地震予知連絡会会報の英文名 につい て

事務局 の 一案が示 さ れたが， 気象庁末広委員が
検討す る こ と にな っ た。

(ロ) 昭和45年度地震予知の推進に 関す る 予算につ い
て文部省 山 中連絡員 よ り 説明 が あ っ た。
次 回連絡会の開催 日 は 4 日 27 日 〔月 〕

場所は気象庁 と す る 。
〈参 考〉
(1) 当 日 17時40分 よ り 18時30分 ま で報道関係者に対す
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る レ ク チ ャ ー を行 っ た。 内 容は
仔) 関東南部の 地殻変動
(吋 松代群発地震
付 観測強化， 特定地域 の 指定
(ニ) 奄美大島 の地震活動

につい て会長， 力武 関谷， 檀原各委員 ， 地理院長
よ り 新聞記者12名 に説明 が行われた。

(2 ) 参与報告会の実施
日 時 3 月 初 日 16時 よ り
場 所 中央官庁渋谷会議所
出席者 宮地， 永 田 ， 佐 々 ， 坪井3 和達各参与

会長， 力武， 諏訪， 橿原各 セ ン タ ー長お
よ び地理院長

内 容 地震予知連絡会の現在 ま での経過を報告
し ， 参与 の 意見を う けた ま わ っ た。

第 7 団 地震予知連絡会

議事録

日 時 昭和45年 4 月 27 日 13時30分�16時30分
場 所 気象庁第一会議室
出席者 宇津， 高木， 浅 田 ， 森本， 力武， 坪川 ， 飯 田，

一戸， 三木， 岸本， 高橋， 須J f [ ， 佐藤 (茂) ，
諏訪， 関谷， 柳原 (代理) ， 歌代， 井上， 橿原，
鈴木(弘) ， 田 島 ， 藤 田 以上各委員

議 事

金森 (震研) ， 神沼 (震研〉
原 因 (美) (地理院長) ， 原 田 (健) (地理院〉
大原 (文部省〉 代理， 島 問 (中央防災〉 代理，
松浦 〈建設省〉 代理
中条， 飯塚， 市川 (地質調査所) ， 佐藤(任〉
(水路部〉

1 . 広島県北東部の 地震活動につ い て
1-1 地震活動につい て (関谷委員〕

今年 2 月 28 日 三次盆地北部沓 ヶ 原に小規模な地
震が発生 し 始 め た 。 元来 こ の 地域は地震の群発す
る 地域 と し て知 ら れ ， 過去の 記録に よ る と ， 前
震， 本震， 余震の 明 り よ う な も の と ， 前震が不明
り ょ う で， 余震が顕著であ る も の と が あ る 。

今年の 地震は前者の 特徴を示す地域であ る 。
1-2 地震活動につい て 神沼 〈震研〉

白 木微小地震観測所は沓ケ 原に お い て 昨年， 一
昨年 と 衛星点観測を実施 し て お り ， 今年 も 移動観
測班に よ る 観測 を行 っ た。 こ の地域は前震を伴な
う 割合が著 し く 高い地域であ り ， 3 カ 所の衛星点

観測を行 っ た。 こ れ ら の 観測に よ る 地震活動の推
移 と 震央分布， お よ び今回の地震に関連 し た地元
の 状況につい て説明があ っ た。

1-3 過去の 上下変動につ い て ( 日 島委員〉
広島市か ら 中 国 山地を通 り ， 島根県宍道町にい

た る 水準路線の過去 5 回 の観測か ら上下変動の 様

相 を調査 し た。 気象庁所属 の外の浦検潮所の 平均
海面を基準 と す る 変動量を求めた。 中 国 山地は南
北沿岸部に対 し ， ほ ぼ一様に隆起をつづけ て い る
が ， 県境付近にやや異常 と 思われ る 部分が あ る 。
現在実施 中 の 一等水準測量結果につ い て は次回に
報告す る 。

2 . 関東南部 の 地殻活動につ い て
2-1 三浦， 房総雨半島の 総合上下変動

( 田 島委員〕
原点、を不動 と し て ， 東京原点一東京湾西岸一三

浦半島東洋にいた る 水準路線 の 西側 の 路線は10�
20mm の洗下， 三浦半島東南岸は 10mm 程度の
隆起を示す。 房総半島 も 外房 の 鴨川 ， 和 問付近 で
年閤 14 mm の 隆起にな っ て い る 。 三浦半島 の 東
南岸の 隆起 も 房総中南部を 中心 と す る 隆起地域の1
外周 の 一部 と 見倣せ る 。

2-2 鹿野山一房大山 間 の辺長測量結果
〈 田 島委員〉

今年 3 月 房総半島 の 一等三角点， 鹿野山 と 房大
山 の 辺長を ジ オ デ イ メ ー タ ー 8 型で測定 した。 過
去 の 3 回 の 直接， 間接の測定値 と 比較 し て みた。
1924年以降縮み の 傾 向 に あ る 。 こ れは ， 鋸 山観測l
所の伸縮計に よ る 伸縮の傾向 と も 一致す る 。

2-3 地震波速度の 観測結果 (佐藤(茂〉委員外〉
地震波速度の時間的変化を検 出 す る 目 的 で今年

3 月 中旬に第 3 回 目 の実験を行 っ た。 使用 し た観
測器類， 観測方法は従来 と ほ ぼ 同 じ であ る 。 7 観
測点の走時の比較につ い て報告す る 。

爆破点の 位置， 火薬装 て ん の 水平お よ び深 さ の1
ち がい に よ る 補正を行 っ た。 補正前につい て は 1
回 目 と 2 回 目 の走時差は誤差限界を越え な いが ，
3 回 目 に な っ て急激に速 く な る 傾向がでて い る 。
上記の補正をす る と ， 2 回 目 がお そ く な っ て 3 回
目 に ま た速 く な っ た こ と に な る 。

測定精度， 測定結果の解釈等につ い て金森教授
か ら意見が述べ ら れた 。

2-4 房総南部の磁気測量結果 〈力武委員〉
房総半島南部の全磁力観測を一昨年 と 今年実施

し た結果につ い て 報告す る 。 柿簡に比べ て ほ ぼ一
様な減少が見 ら れ る 。 今回 の 測量結果 と 地理院のp
測定結果 と の 関連比較が な さ れた。

2-5 関東南部の 重力測量結果 (坪川委員〕
昨年11月 �12月 に 国土地理院， 京都大学， 東大

震研の ラ コ ス ト 重力計 6 台に よ る 測定 と ， 今年 3
月 � 4 月 の 震研の 2 台 の ラ コ ス ト 重力計に よ る 三
浦半島 ， 房総半島 の 再測量結果につ い て報告がな
さ れた。

3 . そ の 他
3-1 名瀬の検潮

奄美大島名瀬検潮場におけ る 1957�1969年間 の
平均海面変化 を 調 べ る 。 九州西海岸 の 3 検潮場

(三角， 鹿児島 ， 佐世保〉 の 平均 と の差か ら 名 瀬
は 偏差が大 き く て 確実な こ と は い え な いが ， 1964-
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年 ご ろ 上下変動が転回 し た傾向が あ る 。
3-2 会報の 配付につ い て

増刷を計問 中 であ る の で と く に希望が あれば事
務局に連絡す る 。

3-3 会報第 3 巻 の 原稿依頼 ( >' 切 り 5 月 末 日 〉
3-4 地震予知連絡会の 英語名 を

Coordinating Committee For Earthquake 
Prediction CCCEP) と す る 。
次 回 開催予定は 7 月 6 日 〔月 〉 と し ， 場所は国土

地理院 で選定す る 。
〔参 考〉

気象庁記者 ク ラ ブ で17時30分 よ り 18時10分 ま で報
道関係者約10名 に レ ク チ ャ ー を行 っ た。
出 席者 会長， 力武， 諏訪， 橿原， 気象庁広報関係者
内 容

( 1 ) 広島県北東部の 地震活動
(2 ) 関東南部の 各種調査

ム一品絡連生人予震地回

録

8

事

第

議

日 時 昭和45年 7 月 6 日 午後 1 時30分� 4 時30分
場 所 合同会議所第 1 会議室
出 席 者 宇津， 鈴木(次) ， 高木， 浅 田 ， 宮村， 力武，

坪川 ， 飯 田 ， 一戸， 三木， 岸本， 高橋，
須川 ， 佐藤(茂) C代理) ， 諏訪， 関谷， 末広，
柳原 〔代理) ， 歌代〈代理) ， 萩原， 井上， 橿原，
鈴木(弘) ， 田 島， 藤 田 以上各委員
原 因 (美) C地理院長) ， 山北 (総務部長) ，
原 因 〔縫) C地理院) ， 太 田 (地理院) ， 乾 (文
部省〉

議 事
1 .  相模湾の 海底地形， 地質構造， 地磁気調査

(水路部 ・ 歌代委員代理〉
水路部が最近観測船明洋 で行 っ た相模湾の 海底地

形， 地質構造， お よ び地磁気測量図につい て報告が
あ り ， 海底断層磁気異常 な どにつ い て 質疑応答があ
っ た。

2. 関東南部におけ る 地震活動お よ び検潮に よ る 上下
変動

2-1 地震活動 (気象庁 関谷委員〉
1923年の 関東地震の余震域内につい て 1800年以

降 の 大地震 と それに と も な う エ ネ ル ギ ー の放出を
謂査 し た も の につ い て 説明 が あ っ た。 さ ら に関東
南部お よ び東海地区を経緯度 1 0 毎 に く ぎ っ た各
ブ ロ ッ ク につ い て 1923年以降の 地震活動お よ び放
出 エ ネ ル ギ ー の 変遷を調べた結果， 房総， 三浦半
島 の 属 し て い る ブ ロ ッ ク では関東地震以降の平均
放出 エ ネ ル ギ ー は歴史年代を通 じ て の平均放出 エ
ネ ノレ ギ ー の 数分の l であ る こ と ， 最近数年間 こ の
地区の 地震活動は定常状態であ る こ と お よ び関東
地震の前駆活動につい て報告が あ っ た。

2-2 検潮に よ る 上下変動
(国土地理院 橿原委員〉

関東南部お よ びそ の 周辺地区の検瀬場の 1965年
以降の 月 平均潮位につ い て横須賀を基準に し て調
べた結果， 油還は1968年初頭 ま では出下の傾向 に
あ っ たが ， それ以後上昇に変 っ て い る こ と ， 浜金
谷は検潮場設置の 1968年中期以後横須賀 に対 し て
上昇の 傾 向 に あ り ， 量的には と も か く p 傾 向 は水
準測量 の 結果 と 合 う こ と が報告 さ れた 。 な お ， こ
れに関連 し て 1967年以降観測が 中止 さ れ て い る 伊
東の検潮場の復活が檀原委員 よ り 気象庁に要望 さ
れ， それに対 し て 関谷委員 よ り 説明 が あ っ た。

3. 広島地震につ い て (地震研究所 宮村委員〕
第 7 回 連絡会に報告 さ れた広島県三次市付近の地

震につい て ， 東大震研沓 ケ 原観測所に よ る そ の 後 の
観測結果が報告 さ れた。 5 月 以降地震活動は平常に
復 し て い る が地震活動の 始 ま る 前本年 1 � 2 月 の 状
態に比べ る と ま だやや地震活動が多い よ う であ る 。
こ れ に 関連 し て広 島県側の要望で、 沓 ケ 原観測所に
Visual な記録装置が整備 さ れ る こ と に な っ た こ と
が報告 さ れた。

4. 広島， 島根県水準測量中 間報告
〔地理民 田島委員〉

前 回 の 報告に 引 き つづい て行われた広 島県三次市
の 地震 と 関連 し た水準測量の結果， 震源域に近い水
準点 NO 2319 が前回 の 地震1930年以降2341を基準
に上昇 し て い たのが1964年以後約 2 cm の沼下にな
っ て い る こ と ， お よ び三次市付近に上下 10cm に及
ぶ異常変動が あ る こ と が報告 さ れた。 こ れに 関連 し
て ， 今回 の地震 と 1930年の 地震 と の差 と 水準測量結
果の比較につい て 論議がか わ さ れた後， 地震活動の
観測に は 引 き続い て注意を払 っ て い く こ と が 申 し合
わ さ れた。

5 .  北陸地方上下変動調査 (地理院 田 島委員〉
連絡会で、特定地域に指定 さ れた地域の う ち ， 直江

津 高 田地区 と 琵琶湖周辺 を含む北陸地方の 上下変
動につい て の資料が地理院か ら提供 さ れた 。 こ の資
料で糸魚川 直江津 間 の 路線にやや異常 と 思われ る
変動が指摘 さ れたが， 最近の 資料が不足 し て お り ，
次 固 ま でに こ の地区の資料を さ ら に整理 し て提 出 す
る こ と が要求 さ れ， そ の 上で さ ら に検討す る こ と に
な っ た。

6 .  天文経緯度観測 と 地殻変動
(緯度観測所 須川委員〉

水沢におけ る 過去70年間 の 緯度観測 お よ び世界の
他 の 4 カ 所の デ ー タ ー か ら水沢の練度は減少 しつづ
け て い る が， そ の 量は年間 1000分の 1" を超えな い
程度 と 思われ る 。 一方東京天文台にお け る 経度観測
か ら は東京一 ワ シ ン ト ン 聞 の経度差が縮 ま り つつ あ
り ， 日 本が東南方向に移動 しつつあ る と も 考え ら れ
る 。

7 そ の 他
。 京大阿武山観測所で観測 さ れた1970年 1 � 2 月 の
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京阪神の 微小地震の Bulletin が紹介 さ れた。
。 北海道地方の 1900�1960年 間 の 上下変動図 お よ び

関東大地震に よ る 上下変動図が参考 と し て 配布 さ
れた。

。 地震予知連絡会会報第 3 巻が配布 さ れた。
。 午後 5 時 よ り 第 2 会議室で 新 聞 記 者 に 対 す る

lecture が行われた。

第 9 団 地震予知連絡会

議事録

日 時 昭和45年 9 月 28 日 午後 1 時30分� 4 時30分
場 所 東京大学地震研究所会議室
出 席 者 鈴木(次) ， 高木， 浅 田 ， 宮村， 森本 ， 力武，

坪) 1 1 ， 佐藤， 飯 田 ， 一戸， 三木， 岸本， 高橋，
須)1 1 ， 佐藤(茂) ， 関谷， 末広， 柳原， 歌代，
萩原 ， 井上， 檀原， 鈴木(弘) ， 田 島 ， 藤 田 ，
以上各委員

議 事

原 悶 〈地理院長) ， 今坂(中央防災会議〉 代理，
中村 (建設省) ， 島崎 (震研)

1 . 1926年以後の 日 本付近に お け る 大型地震の 発生分
布につい て (気象庁 関谷委員〉

1926年以後の 日 本付近に起 っ た地震の マ グ ニ チ ュ
ー ド 別 (M> 6. 5 ， M> 7. 0， M> 7. 5) の 分布図 に

つ い て説明 が あ っ た。 記録 の 上では1927年 と 1947年
に それぞれ 1 つずつ 日 本海溝東側 に も 地震が認 め ら
ff1964年以後 ， 本年 8 月 迄 の 最近 の 地震活動 も
資料 と し て提 出 さ れた。

2 . 関東南部の 地震活動お よ び地殻変動につ い て
付) 地殻変動につ い て (地運院 田島委員〉

本年 3 月 か ら 9 月 に 関東南部に おけ る 水平伸縮
調査を実施 し た結果お よ び昨年関東か ら 東北にか
け て実施 し た弧長測量の 結果が報告 さ れた 。

三浦半島お よ ひ'房総半島南部の地域 で、は ， 関東
地震後の 観測に比べ て 12cm � 34cm 縮ん でい る
が ， 三浦半島南端 と 大島 と の 距離は 87cm の伸び
を示 し て い る 。 こ の 変化率は 10-5 程度 で あ る 。
関東北部か ら東北にか け て は ， ほ と ん ど変化 し て
い な い 。

(ロ) 地震変動につい て (震研 島崎〉
日 本各地の 地震発生状況を気象庁か ら の 資料を

含め て デ ー タ ー バ ン ク し て あ り ， 常時使用 で き
る 。 適当 な も の は会報に ま と め て発表す る 。 と く
に 関東南部の 資料につ い て は ， 三浦， 房総南部か
ら相撲 ト ラ フ に か け て の 長楕門地域が空 白 に な っ
て お り ， 過去の 大地震発生 と 関連す る 結果が でて
い る 。

村 地震活動につ い て 〔続報J (気象庁 関谷委員〉
関東南部全域 ( A 地域〉 に発生 し た地震の放出

エ ネ ル ギ ー の変動は1923年 (関東地震〕 以前はか
な り 活発で， そ の 後 は ， 全体 と し て お だやか であ

る 。 関東大地震で顕著な地殻変動の生 じ た房総，
三浦半島， 相模湾沿岸か ら 大島近海の地域 ( B 地
域〉 では， 関東地震の前年にA に比べ て 活発にな
っ た こ と が認 め られた。 最近は B 地域の 地震活動
は と く に小 さ く B/A は O に近い。 ま た A 地域i
で， 放 出 エ ネ ル ギ ー の 消長を被害地震だ け で計算
し た も の と 全 エ ネ ル ギ ー に つ い て計算 し た も の を
参考に報告 し た 。

関東南部の 地震活動を 0 . 1 度毎に く ぎ っ て調べ
た結果， 最近 の 地殻変動の観測 さ れ て い る 房総半
島 の 沖合深 さ 70km に 1968�1969 年にかけ て地震
が ひ ん発 し て い る こ と が注 目 さ れ る 。

震央の 分布では 山梨県 の 東部に地震が群発 し ，
そ の 後東京中部， 埼玉県西部に起 る と い う 前震的j
特徴が あ る の か も 知れ な い 。

伺 関東地方の 微小地震の 震源決定につ い て
(震研 宮村委員〕

震研， 地域 セ ン タ 一 地震室 で実施 し て い る 微小
地震活動監視の た め の 筑波， 堂平， 清澄 と 城山 ，
山北 (臨時〉 の 各観測点 の 地震記録を 7 月 分 よ り
定常的に よ み と り ， 計算， 保管 さ れ， 利用 可能 で
あ る 。
最近 3 カ 月 の 各月 の震央分布図 が提供 さ れた。 先

に の ベた気象庁の 山梨県東部 (8 月 〉 と 埼玉県西部
( 9 月 〉 の 相対的関係が で て い る 。

3 .  東海お よ び北陸地方の 上下変動につ い て
(地理院 田島委員〉

特定地域であ る 御前崎付近 の 一等お よ び二等水準
路線の 観測結果につ い て報告が あ っ た。

一般的に は駿河湾が洗降す る 傾向 を 最近 も 維 持
し ， と く に 目 立 っ た変化は な い。

北陸地方の柏崎一糸魚川 聞 の 水準変動図につ い て
前回宿題 と な っ て い た最近 の 資料を入れて説 明 が あl
っ た。

人為的洗下の は げ し い地区の外側 の 点、 の 変動が最
近 2 年間位に隆起か ら沈降に， ま た沈降の 傾 向 を強
め る 結果を示 し て い る 。

最近10年間に お け る 日 本海沿岸 の験潮場 の輪島に
相対的 な地殻の 鉛直変動速度につ い て参考 と し て説
明 が あ っ た。

4 . 中園地方の 地殻変動につ い て
(地理院 田 島委員〉

前 回 に 引 続い て 中国地方で実施 した一等水準測量
の 結果につ い て報告が あ っ た。

瀬戸内海 と 日 本海を結ぶ路線， 岡 山一鳥取， 岡 山
一米子聞 で瀬戸内海に対 し ， 日 本海側 の 地殻が隆起
し て い る 。 ま た鳥取地震 (1934年〉 以前に見 ら れ る
隆起は広範囲 に も かかわ らず， 地震の 影響を う けた
地点は狭い 。 日 本海沿岸の 宍道 浜 田 閣 の 最近 の 隆
起量は前項 の 験潮 の それ と 同 じ位の量であ る 。

5 .  関東南部 の 地殻変動調査研究につ い て
(防災セ ン タ ー 高橋委員〕

科学技術庁の特別研究促進調整費で関東南部の地
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殻変 動調査研究を実施す る こ と にな っ た経緯， 調査
内容， 担 当機関経費 と 将来の計画等について説明が
あ っ た。

6 南海沖の 海洋観測結果につい て
(水路部 歌代委員〉

昨年 10月 か ら 11月 にかけて観測船明洋に て実施 し
た紀 伊か ら 四国 ま での 海岸か ら 200�300km ま での
調 査結果につい て 発表 さ れた。 調査内容はエ コ ー サ
ン ダ ー ， エ ア ー ガ ン ， プ ロ ト ン お よ び重力計を使用

し た調 査で， 海底地形 図 ， 地質構造図， 地磁気全磁
力 分布 図 につい て 地震 の 震源地付近の海底地形， 磁
気 等につい て説明が あ っ た。

7 . そ の 他
( 1 ) 京大， 三木委員 よ り 京阪神の地震活動の資料が

提供 さ れた 。
(2 ) 地震予知に関す る 報告の資料が提供 さ れた。
(3) 地震予知連絡会会報第 4 巻 の 原稿の募集お よ び

し め切 り は10月 末 日 と す る 。
(引 次 回 開 催 日 時は11月 30 日 (月 ) 13 h 30m よ り ，

場所は気象庁 と す る 。
(5) 17時15分 よ り 震研内第三会議室に萩原会長 ， 力

武， 関谷， 檀原 ， 原 因 院長に よ っ て本 日 の議題の
う ち 主 と し て 関東南部 の地震活動 と 地殻変動につ
い て新聞記者13名 に対 し レ ク チ ャ ー が行われた。

第10 回 地震予知連絡会

議事録

日 時 昭和45年11月 30 日 午後 1 時30分� 4 時30分
場 所 気象庁第 1 会議室
出 席 者 宇津， 鈴木(次) ， 高木， 宮村， 坪川 ， 飯 田 ，

一戸， 三木， 岸本， 高橋， 須川 ， 佐藤(茂) ，
諏訪， 関谷， 柳原 ， 歌代 (代理) ， 萩原， 井上，
檀原， 田島 ， 藤 田 以上各委員

議 事

原 因 (地理院長) ， 原 田 (地理院) ， 大山 〈文
部省) ， 今坂 (中央防災会議) ， 中村 (建設省〉

1. 秋 印県南東部の 地震に おけ る 地震活動お よ び地殻
変動につい て
1-1 地震活動につ い て (気象庁 関谷委員〉

さ る 10月 16 日 東経 140046' ， 北緯 39012' ， 深 さ
O km に M 6. 5 の地震が あ っ た。 こ の地区では，
1896年に も 本震 M7. 5 の 一週間前に M6. 5 の前震
が あ り ， 部 内 的 に は今 回 の 地震につい て も 前震→
本震の線を考え， 特に注意 したが， 余震は正常に
終息 し つ つ あ る よ う であ る 。

1-2 地震活動につ い て (東北大 高木委員〉
今 回 の 地震の 震央は東北大学の観測網で も ， 気

象庁 と ほ ぼ一致す る 。 余震域は本震か ら県境にそ
っ て北方に伸び て い る 。 震源地に近い赤石観測所
の s-p 分布は ， 今年 の 6 ， 7 ，  8 月 に 1 ω 2 秒
の と こ ろ に 山がみ ら れ る 。 過去 1 カ 年の微小地震

の 分布は， 宮城県北部 と 秋 田沖に集中的に発生 し
て い る 。 酒 田付近に 70km よ り 浅い微小地震 の 空
白地域が み ら れ る 。

1-3 地磁気変化につい て 〈震研 坪川委員〉
震研 の移動観測班が震源をは さ ん だ地域で， 地

震前後に プ ロ ト ン磁力計で全磁力の変化を観測 し
たが， 水沢 と の 比較では， 変化はみ られな い。 む
し ろ非常に良 く あ っ て い る と い え る 。

1-4 地殻変動につい て (地理院 田 島委員〉
今 回 の 地震後， 横手一北上簡の水準測量を行 っ

た結果， 1966年の 結果 と 比較 し て 黒沢断層 の 西側
は隆起 し ， 東側は沈下 と な っ て い る が， 童話回 ダ ム
の 影響 も う け て い る と 思われ る 。 1955年�66年聞
に悶路線の川尻 ， 黒沢付近 でみ ら れ る 隆起は今回
の 地震 と 関連 し て い る か も 知れな い 。 同路線 の 過
去 の 記録 と 秋 田 ， 山形特定地域を含めた東北地方
全般の 上下変動図 が参考 と し て提供 さ れた 。

1-5 地殻活構造につ い て (地質調 佐藤委員〉
今 回 の地震後の 現地調査では， 1896年の 陵羽地

震 の 川 舟断層の 東側 に断層線が予想 さ れ る が， 道
路 の ひび割れ な ど の 外は は っ き り し た断層はみ と
め ら れ な い 。 地質構造図が参考 と し て配布さ れ水
準に よ る 上下変動 と 対比 さ れた。
5 そ の後， 気象庁か ら今 回 の地震の 初動方向 〈北

東一南西の 押 し ， 北西一南東の 引 き 〉 について説
明 が あ り ， 全般につ い て討議 さ れた 。

2 .  三浦半島の水準測量結果につ い て
〈地理院 田 島委員〉

11月 に実施 した三浦半 島 の水準測量の 結果， 前 回
(1968年 2 月 �1970年 2 月 〉 半島 の 基部であ る 横浜
(基25) に対 し 南部が隆起 した傾向が今回 (1970年

2 月 �11月 〉 も いぜん と し て継続 し て い る 。 と く に
南東部の 隆起が顕著であ る 。
2-1 原点 の 変動につい て く地理院 橿原委員〕

原点を通 る南北 2 路線の過去10年間の健か ら 原
点、の 動 き を求 め た と こ ろ 2mm/年程度の 沈下がみ
ら れ る が ， 関東南部の 隆起を原点 の 沈下 で説明す
る こ と は量的に で き な い。
5 こ の後， 過去の 三浦半 島 の 上下変動の 記録， 地

盤沈下調査におけ る 原点 の 隆起現象等につい て質
疑がな さ れた。

3 .  御前崎地区におけ る 地殻変動調査につ い て
〈地理院 回 島委員〉

御前崎地区に設置 し た菱形基線の測量結果で旧成
果 と 比較 で き る 一等三角点聞 の距離は1890年�1956
年， そ し て今 回 (1970年11月 〉 も ， いずれ も 縮み の
傾 向 を示 し て い る 。

4 .  全国隣接験潮場の 年平均値の差につい て
〈地理院 藤 田委員〉

海岸昇降検知 セ ン タ ー に登録さ れて い る 験潮場を
海域毎にわけ， そ の 中 の基準験潮場 と の潮位の年平
均値の差を求めた と こ ろ ， 十勝沖， 南海道地震な ど
に つ い て 地震発生の 5 年前位か ら異常な変化がみ ら

- .207 一



れ る 。 1968年十勝沖地震な ど の よ う に変化が でない
例 も あ る 。 最近では異常の み ら れ る 地域は な い 。

5 .  そ の 他 原点の 動 き に 関す る 質疑につ い て
原点お よ び油壷平均海面の結合法， ま た千葉県土

気水準点等か ら の 原点 の 動 き も ， 間程度 であ っ て ，
1 � 2 mm/年の 沈下 と み ら れ る 。

原 問 〈地理院〉
5-1 三浦半島傾斜観測 の 解析 原 田 (地理院〉

昨年か ら 始 め た三浦半島 の 傾斜測定の 結果 ( 5
回実施〉 を地区全体を一つ の板 と 仮定 し て解析 し
Tこ。

ま た こ の 傾斜測定 と 油壷の 水管傾斜計 と の 関係
の 説 明 が あ っ た。

5-2 関東地震前の 日 平均お よ び月 平均潮位
(地理院 田 島委員〉

関東地震前の 油壷験潮記録で前年の 同 月 と の潮
位の 差 し 引 き等か ら み る と ， 1923年の 6 月 か ら 8
月 末にかけ て ， 若干， 土地隆起 し て い る よ う に も
み え る 。 日 平均潮位 (油壷単独の も の ， お よ び油
査一横須賀〉 で は ， 少 く と も ， 地震の 前 日 ま で大
地震を恩わせ る よ う な異常変化は な か っ た。

5-3 京大三木委 員 よ り 京阪神の地震活動の 資料が
提供 さ れた 。

水路部 よ り 前回説明 の あ っ た南海沖 の 調査の資
料図が配布 さ れた 。
次 回 は 昭和46年 2 月 16 日 と し ， 場所は国土地理院

て湛定す る 。
� 17時 よ り 気象庁記者皇室にお い て 萩原会長， 諏訪，

檀原委員 に よ っ て本 日 の議題につ い て ， 新 聞記者11
名 に対 し レ ク チ ャ ー が行われた。

第11 団 地震予 知連絡会

議事録

日 時 昭和46年 2 月 16 日 午後 1 時30分� 5 時
場 所 建設省共済会館
出 席者 宇津， 鈴木(次) ， 高木， 宮村， 力武， 坪川 ，

佐藤(泰) ， 飯 田 ， 一戸， 三木， 岸本， 高橋，
須川 ， 佐藤〈茂) ， 関谷， 末広， 柳原 (代理) ，
歌代 (代理) ， 萩原， 井上， 檀原， 田 島 ， 藤 田
以上各委員

議 事

須 田 (気象庁) ， 原 因 (地理院長) ， 大山 (文
部省) ， 島 田 (中央防災会議〉

1 .  最近 の 地震活動について (気象庁 関谷委員〉
本年に な っ て ， 千葉県北部， 茨城県南西部， 聞東

方沖， 渥美半島沖 な ど の 有感地震がやや多 く 注 目 さ
れた。 日 本全体 と し て は ， 地震活動が特別に活発で
あ る と い う こ と は な い 。 現在， 地震活動の 消長， 回
数， 変動につい て過去の 大地震 と 前後 の地震活動 と
の 関連を調査中 であ る 。

関東北部につ い て は ， 地震活動の 消長 ， 過去の 震

源分布お よ び水戸， 柿 岡 の 地震回数の 変動か ら 考 え
て平均的に地震多発地帯では あ る が， 最近は非常に
静穏であ っ て ， 統計的に も 異常 と は い え な い 。 し か
し ， 今後の 変動は一応注 目 し て い き たい。 ま た ， 1 
月 5 日 の 渥美半島沖の 地震は， 三河地震 (1945年〉
の 南方に発生 し ， 4 日 に前震があ っ た。 三河地震は
M 7. 1 の 本震の 2 目 前に M 6. 0 の 前震が あ っ た の
で， 今 回 も 同型の地震発生を 目 標に ， 一両 日 観測 に
は と く に注意をは ら っ た。
1-2 最近の地震活動につ い て (名 大 飯 田委員〉

i屋美半島沖地震に つい て犬山地震観測所の 記録
では， 余震は非常に早 く お さ ま っ た。 震源は三河
地震の 南方で余震域は楕円形を示 し ， 4 日 の 前震

〈気象庁 も 確認〉 と 5 日 の 朝 の 前震を観測 し た 。
ま た伸縮計に よ る 地殻変動につ い て も 過去 の 岐

阜中部地震 と 根室沖地震の 例 も 含め て説 明が あ っ
た。

1-3 渥美半島沖地震の 余震回数につい て ， 震研和
歌山微小地震観測所 よ り 資料が提供 さ れた。

2.  関東南部の 地殻変動につい て
付) 精密変歪測量の成果 (地理院 田 島委員〉

昨年11月 に実施 した関東南部， 大島お よ び伊豆
半島地域の 精密変歪測量の 結果を 関東震災後の 復
旧に よ る 改算値 (ただ し ， 伊豆半島は伊豆震災後
の復旧に よ る 〉 と 比較 し ， 地殻の 水平伸縮を 求 め
た。 三浦一房総閲， 伊豆一大島 問 は い ず れ も 縮
み， 大島一三浦， 房総聞 は伸びを示 した。

三浦， 房総， 大島， 伊豆聞 の 2 つ の 三角形 よ り
求めた主圧縮軸の方向はいずれ も N よ り W へ約
500 で， 最大ずれ歪 も 3 X 10→ と 同 じ であ っ たo

(0) 水準測量お よ び験潮
(地理院 田 島 ， 藤 田委員〉

。 最近の 房総半島 の 隆起につ い て千葉県庁が地盤
沈下調査の た め に実施 し た水準測量か ら も 裏づ
け ら れた。

。 原点 と 油壷 聞 の 水準測量に よ る 地殻 の 上下変動
におい て三浦半島 の 東西雨水準路線の 比較， お
よ び横浜 口 25) と の比較につ い て 説 明 が あ
り ， と く に1952年頃の沈降の状態につ い て の 考
え方が述べ られた。

。 油査 と そ の 付近の 験潮場 と の 月 平均潮位の 差 よ
り 求めた油壷の地殻変動につい て 説 明 が あ っ
た。

そ の 後， 油査の地殻変動につ い て 水準測量 と
験海 よ り 求 めた場合 の相違点につい て討議 さ れ
た。

3 .  北海道地方 の 上下変動について
(地理院 田 島委員〉

昨年， 斜里か ら海岸沿いに根室を通 り ， 釧路にい
た る 水準測量が実施 さ れた。 そ の 結果 と 1969年の 結
果 (会報第 3 巻参照〉 と 合わせて上下変動 を 求 め
た 。 東海岸に近づ く ほ ど沈降量が 大 き く な っ て い
る 。
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4. 験潮記録に よ る 地殻変動につい て
(地理院 田 島委員〉

新潟地震前後の柏崎 と 鼠 ケ 関 の 月 平均潮位お よ び
日 平均潮位の差を移動平均を と っ て地殻変動を求め
て みたが， と く に 目 立つ変化は なか っ た。

宇和島 と 細島 の 月 平均潮位 よ り 細島の地殻 の 上下
変動を求め て み る と 1968年の 日 向灘地震 CM7. 0) の
地震の 4 年前か ら異常隆起 ら し い傾向がみ ら れ る 0

5 . そ の 他
的 地震前線 と そ の 地震予知への応用

(気象庁 須 田〉
世界中 の 地震発生を統計的に調査 し ， と く に 日

本 の南南東お よ び中部近畿地区 の 地震分布 よ り ，
そ の 震源位置が線状にな ら び ， しか も それが移動
す る 地震前線 (仮称〉 の説明 と そ の 前線の 1975年
の仮定位置に よ る 予知への応用 につ い て述べ ら れ
た 。
。 地震発生の統計処理等につ い て 質疑応答が あ っ

た。
{ロ) 地震エ ネ ル ギ ー について (地理院 檀原委員〉

日 本全域に つ い て 地震エ ネ ル ギ ー蓄積量を緯
度， 経度 1 度毎の ブ ロ ッ ク に分け， あ ら わ し て み
Tこ。

す でに連絡会会報第 2 巻に も 発表 し て あ る が，
今 回 は と く に人為的な要素を少な く し て処理 し て
みた。

村 昭和46年度地震予知計画 関係予算案につ い て大
山連絡員 (文部省〉 よ り 説明 が あ っ た。

在二) 近畿地区の 地震活動 デ ー タ ー ， 7 ， 8 月 分が京
大三木委員 よ り 提出 さ れた。

(ホ) 2 月 15 日 か ら16 日 にかけて発生 し た雲仙岳付近
の群発地震につ い て 速報 と し て気象庁関谷委員 よ
り 説明 が あ っ た。

付 次回 は 4 月 19 日 と し ， 場所は地理院 で 選 定 す
る 。

亡参 考〕
午後 5 時 よ り 本 日 の議題につ い て新聞記者約15名 に

対 し ， レ ク チ ャ ー が行われ， 萩原会長， 力武， 関谷，
橿原， 田島各委員 と 地理院長が 出 席 し た 。

第12 団 地震予知連絡会

議事録

日 時 昭和46年 4 月 19 日 (月 〉 午後 1 時30分� 5 時
場 所 建設省国土地理院
出 席 者 宇津， 鈴木(次) ， 高木， 浅 田 ， 金森， 笠原，

力武， 佐藤， 坪川 ， 飯 田 ， 一戸， 三木，
岸本， 高橋， 須川 ， li義見 (代理) ， 諏訪，
関谷， 末広， 柳原 (代理) ， 長谷， 荻原，
井上， 檀原， 鈴木(弘) ， 田 島 ， 藤田以上委員
大山 (文部省) ， 須 田 (代理 ・ 建設省) ， 原 因
(地理院長) ， 原 回 (地理院) ， 中条(地質調) ，

飯塚 〈地質調〉
1 .  新委員紹介

地震研究所 金森， 笠原委員
地質調査所 議見， 陶山委員
気 象 庁 竹花委員
水 路 部 長谷委員

2 . 第二期会長選出
荻原前会長が再選さ れた。

3 .  前回議事録確認
議 事
1 .  1971年 2 月 26 日 の新潟県南西部の地震につい て

(気象庁 関谷委員〉
2 月 26 日 4 時27分に起 っ た新潟県南西部 (ψ = 370

8' ， ，1 = 138021う 地震 CM =5 . 5 ， 深 さ O km) につ
い て ， 次の よ う に報告 さ れた 。
( 1 ) 被害状況 : 震度 V の 地方 (東頚城郡安塚町， 悶

郡浦川 原村， 大島村〉 に集中 した。
( 2 )  余震の 発生数並び に P-S 分布か ら群発な どの

兆候はな い こ と がわか っ た。
(3) 1926年�1969年の 北陸地方の地震 の 震央分布は

高 田付近 と 新潟県村上市海上沖に頻度 の 高い と こ
ろ が み ら れ る 。 こ れ ら の結果か ら係数 b の値を求
め て み る と ， 松代地震の発生 した時 の 債 と 今 回 の
b の 値は 0. 60 ， 1 .  25 と 差異がみ ら れ る が ， M主主
6 . 3 に収放 し て い る の は興味が あ る 。 ま た今 回 の
震央 と こ の地域の水準お よ び菱形等の 測量計画等
につい て質疑が あ っ た。

2. 最近 の 房総半島の 上下変動お よ び水平変動につ い
て 〈地理院 田 島委員〉

前 回 に 引 き続 き ， 今回 C1971年 2 月 � 3 月 〉 実施
し た 房総半島の水準測量で、は房総最南端 と 中部 の 2
路線が加わ っ た の で， よ り 正確な地殻上下変動分布
が得 ら れた。 前 回 C1969年〉 と 比較す る と ， 房総南
端 では下が る 傾向を示 し ， 中央部では引 き続 き 上昇

(約 1 cm/yr) し て い る 。 変歪測量の 結果， 房総半
島 で は ， 南北方向に圧縮， 東西方向は， わずか の 伸
び を示 し ， 鋸 山 の 伸縮計記録 と も 傾向 が 合 っ て お
り ， 引 き続 き変動は継続 し て い る も の と 考 え ら れ
る 。 ま た ， 東京原点か ら 沼津 ま での水準点変動量
C1970C10�12月 ) � 1961 C 1 � 3 月 )) の 資料が提

出 さ れた。 今後 こ の 路線の変動は， 丹那断層等を考
慮 し な が ら検討す る 必要が あ る 。

3 .  東京観測お よ び関東南部観測 の 中 間報告
(防災セ ン タ ー 高橋委員〉

地震予知計画の 一環 と し て 関東平野の 基盤 (先第
三紀層〉 に ま て建す る 深い ボ ー リ ン グ を行 な い ， そ
の底での観測に よ り 地震の 前ぶれ現象を と ら え よ う
と い う 目 的 の た め ， 東京付近の深層地震観測井工事
を 始め て い る が ， 現在ま でに 3， 150m ま で掘削が進
ん でい る 。 孔 曲 り の 精度 も 20--'2 . 5 0 以 内 に入 っ て
し 、 る 。
。 防災セ ン タ ー観測井 (傾斜計， 地震計〉

岩井断層 の 両側に三つ 〈 う ち一つは嶺岡断層群
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へ〉 設置 さ れた 。
。 地質調査所では房総半島南部の 活断層 を調べ る 。

ま た延命寺断層付近の 断層変位を調べ る 。
。 地理院 では地殻変動観測 (傾斜， 伸縮， 地震計(防

災 セ ン タ ー) ) が館山 で菱形基線， 水準測量が房
総半島南部 で実施 さ れた 。

4.  爆破地震に よ る 地震波速度 の 変化観測
飯塚 (地質調査所)

地震波速度 の 経年的変化を検 出す る た め ， 43年 よ
り 今年 ま で毎年 3 月 大島におい て爆破を行い ， 地震

波速度の変化を調べた。 1969年を基準にす る と ， 奥
野， 浮橋， 上稲子， 奈良 田 ， 伊勢原， 宮 ケ 瀬， 本
宿， 生川 ， 長狭， 畑 に お い て 前年走時の 速 く な っ た
と こ ろ は今 回選 く な り 走時の 変化に各観測点に共通
な傾向が あ ら われた。 し か し伊勢原 〈南北方向〉 は
か な り よ く 収放 し ， 定時はわずかずつ増大 し て い る
よ う に見 え る 。 全体的には ， 顕著な変化はな い こ と
がわか っ た。 爆発点や受信点の位置， 状況の補正の
問題お よ び測量に よ る 伸縮， ずれ と の 関係等につい
て ， 質疑応答が あ っ た。

5. サ ン フ ェ ル ナ ン ド 地震につい て
(気象庁 諏訪委員〉

政府合同調査団中地学専門家 と し て 2 月 28 日 か ら
3 月 4 日 ま で現地を踏査 し ， カ リ フ ォ ル ニ ア 州 内 の
関係諸機関を歴訪 し ， サ ン フ ェ ル ナ ン ド 地 震 の 実
態 ， 災害状況観測体制， 地震情報の作成， 発令， 伝
達状況等， ま た s 特に地学的観点か ら の 観測研究状
況 と 通報体制 の 調査を行 っ た結果につ い て報告がな
さ れた。

第13 回 地震予知 連絡会

議事録

日 時 昭和46年 6 月 28 日 (月 ) 13時30分-17時
場 所 気象庁会議室
出 席 者 宇津， 鈴木， 高木， 金森， 笠原， 森本， 力武，

佐藤， 坪川 ， 飯田 ， 一戸， 三木， 岸本， 高橋，
須川 ， 陶 山 ， 諏訪， 関谷， 柳原 . 竹花， 長谷
(代理) ， 萩 原 ， 井上， 檀原， 田島 ， 原 田 ，
藤 田 以上委員
大山 (文部省) ， 須 田 (建設省) ， 島 田 (中央
防災会議) ， 原 因 (国土地理院長) ， 津村 (東
大震研〉

1 .  前 回議事録確認
2. 連絡会事務局 内 の 人事移動 : 国土地理院の人事移

動に伴 な い ， 田島委員か ら藤 田委員へ交替 した。
3 .  地震予知連絡会は ， こ れ ま で年 5 回 ， 開催 さ れて

い た が ， 緊急 の 場合を除 き ， 年 4 固 にす る 。
4 レ ク チ ャ ー を 明 日 (29 日 〕 行 う こ と が 了 承 さ れ

た。
議 事
1 . 関東南部 の 地震活動お よ び地殻変動につ い て

( 1 ) 関東南部 の 地震活動につ い て
〈気象庁 関谷委員〉

関東地域の 1904年以後の 地震活動を緯度， 経度
と も 0 . 1 度毎の放出 エ ネ ル ギ ー で表わ し B 期間を
1904 年か ら 1923 年 8 月 31 日 〈関東大地震前 日 ま
で) ， 1904年か ら 1970年， 1926年か ら 1970年お よ
び1914年か ら 1970年 ま でに分類 し ， 調査 した と こ
ろ ， 千葉県南東沖に放出 エ ネ ル ギ ー の 空 白 地帯が
み ら れ今後注 目 さ れ る と の 報告が あ っ た。

1926年以後の 関東南部に発生 した全て の 地震に
つ い て の M別度数分布 で も こ の こ と は裏付け ら れ
て い る 。 ま た最近の 房総付近 の 地震につ い て は ，
館山， 銚子等の過去20年間 の 有感地震の発生状況
か ら 考 え て 特に異常 と は考え ら れ な い 。

(2)併) 嶺岡地震観測井に おけ る 目 別地震回数 と P-S
頻度分布 (1971 . 4 . 26-6 . 13)

(ロ) 1971年 6 月 ， 房総半島九十九里浜沖の群発地
震 (防災セ ン タ ー 高橋委員 ， 津村(東大震研))

最近の 南 関東 の 地震活動につい て嶺 岡地震観
測 井 に お け る 日 別地震回数， P-S 頻度分布

(1971 . 4 . 26-6 . 13) (防災セ ン タ ー よ り 〉 お よ
び1971年 6 月 房総半島， 九十九里浜沖の群発地
震 (東大震研 よ り 〕 の 経緯につ い て の報告が あ
り ， 震源の 深 さ 等につい て質疑応答が あ っ た 。

(3) 油壷， 鉱 山におけ る 地殻変動の観測
(東大震研 笠原委員〕

泊壷， 銀 山両地殻変動観測所におけ る 連続観測
の 結果が前回 (1969年 8 月 〉 に引 き続 き報告 さ れ
た 。

泊査では ， 傾斜計の 南北成分は ， そ の 後大 き な
変動がみ ら れず東西成分は1961年頃か ら 始 ま っ た
東下 り の 動 き が1967年頃 と ま り ， 1969年頃か ら 西
下 り の傾向がみ られ る 。 こ の傾向は， 基25を基準
と した場合 の 泊費の水準変動の パ タ ー ン と 良 く 似
て い る 。 伸縮計につ い て は 特記すべ き 変動は見当
ら な い 。

鋸 山 では ， 傾斜計の 南北成分は殆 ん ど動 き が見
ら れず， 東西成分は東下 り の方向に傾 き つ つ あ
る 。 伸縮計の 方は前回 の 報告 と 同様， 東西方向に
伸び南北方向に縮みの傾向がみ ら れ る 。 こ れは，
最近の光波測量 の 結果 と 定性的に一致す る も の と
し て 注 目 さ れ る 。

2 .  中 国 ， 四園地方水平変動につ い て
(地理院 藤 問委員〉

昨年実施 した一等三角測量の 解析に よ る 豊後水道
を挟んだ四国西部， 九州北部の 角変化の 解析に よ る
水平歪につい て報告が な さ れた。 そ の 結果， 豊後水
道を挟む地域では南海地震 (1946年12月 M = 8 . 1)
以後有意な変化は見 ら れ な い が ， 四圏西部 では 2 X
10→ 以上の 水平最大勇断歪の 変化を示 し て い る 。 こ
の 地域の変化は南海地震に伴 な う 変化 と 逆の傾向を
示 し て い る 。 ま た特定地域を足摺岬の最南端 ま で拡
大す る こ と 等につ い て質疑応答が あ っ た。
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3. 全国一等磁気測量か ら求めた経年変化異常につ い
て (地理院 藤 田委員〉

1965年�1970年にわた る 最近 5 年間の一等磁気測
量の結果に よ る 地磁気経年変化異常につい て報告が
あ っ た。 こ の 結果， 帯広周辺， 函館周辺， 能登半
島， 福井県周辺， 房総半島， 鳥取県周辺， 九州南西
部沿岸お よ び南部に お い て異常が み られた。 こ れ ら
の 地域の う ち ， 房総半島， 鳥取周辺では対応す る 地
震はみ ら れ な い 。

な お ， 房総半島には， 南北方 向 の 圧縮力がかか っ
て お り ， 変歪測量の 結果 と も 合 っ て い る 。 基準値か
ら の 化成 の 方法等につい て 質疑応答が あ っ た。

4. 鳥取地方の 地殻変動につ い て
〔地理院 藤 田委員〉

前記鳥取地方は地磁気経年変化異常がみ ら れ る と
の報告に関連 し て ， 鳥 取地方の 地殻上下変動お よ び
水平変動の 調査結果が報告 さ れた。

鳥取地震 (1943年 9 月 〉 以後の 水準測量結果を鳥
取市を 中 心 と す る 東西お よ び南北方 向 の 路線につい
て調査 し た と こ ろ ， 東西路線では鳥取付近の 沈下
は ， 地震時を除 き ， 地盤涜下 と 見 られ る 。 南北路線
では， 鳥取県八頭郡智頭町で約 20km にわた る 小規
模変動が見 ら れ る が ， 1970 年 4 月 ([\1[ = 4 . 3 ， 深 さ
10km) の 小地震が水準路線上に あ り ， 地震前沈下，
地震後隆起 と な っ た と み ら れ る 。

水平変動につい て は ， 1891年お よ び1957年の 二等
三角測量の 結果を用 い て ， 水平最大勢断歪が調べ ら
れ， 鹿野， 吉 岡両断層 を ま Tこい で、い る と こ ろ は歪値
が大 き く 1 X lQ-4 を こ え て お り ， 地震に よ る 圧縮を
示す方向は北東一南西の 方向 で あ る が ， 倉吉以西の
地震の 影響が少な い 地域では圧縮の方向 は ， 北西一
南東 と な り 歪値はお よ そ 3 X lQ- 5 に達 し て い る こ と
が報告 さ れた。

5 .  ( 1 )  三陸大地震前の 地震活動調査につ い て
(気象庁 関谷委員〉

1923年関東地震 と 1933年の三陸沖地震の 発生前
後の 震央分布お よ び地震回数の年変動分布につい
て報告が な さ れた 。 す でに報告 した関東地震の 3
カ 月 前の 鹿 島灘 の小地震の群発は本震 と 距離が離
れて い た の で関東地震の前震 と は異種の も の では
な いか と い う 心配が あ っ たが ， 今回， 震源 の再調
査が行われたの を機会に ， 1933年の三陸沖地震の
前後につ い て も 調査 した と こ ろ ， やは り 本震 と は
か な り 離れた地域に約 2 カ 月 前に地震が群発 し て
い た こ と がわか っ た。

(2 ) 秋 田 ， 青森沖地震につい て
(東北大 高木委員〉

東北地方西部の 秋 田 ， 青森付近の 地震活動につ
き ， 過去の有史以来の 大地震 と そ の 消長， 気象庁
の 最近40年間の 地震活動調査お よ び最近の 微小地
震の活動分布の三つ の 観点か ら報告が あ っ た。 最
近 の微小地震活動の頻度分布は ， 津軽一青森付近

(1971 . 3 . 17�3. 27， 1970. 1 .  9 [\1[ = 4 . 5) お よ び

横手， 湯沢， 庄内一本荘付近 (1971年 6 月 10 日 ~
21 日 〉 に ほ ぼ限 ら れ て い る 。 ま た沼 田付近に は ，
微小地震が あ ま り お き て お らず， 飛島付近で M =
3 の 地震が あ っ た の で注 目 す る 必要が あ る 。 従来
な さ れた飛島の測量等に つ い て 質疑応答が あ っ
た。

6 .  全国一等三角測量か ら 求 めた水平歪につい て
〔地理院 原 田委員〉

日 本全国 の 一等三角測量の 資料 (1883�1909お よ
び 1948�1968年〉 を用 いた地殻の水平歪に 関 し て次
の よ う に報告が あ っ た。
( 1 )  4 X  10-5 を越すひずみは幾っか見 ら れ る が ，

dilatation， 両主軸の 伸縮， 最大勇断歪に 5 X lQ-5
を越す歪は葎在 しな い 。

(2 ) 北海道には負の dilatatíon が あ り ， 札幌西方
で非常に大 き な地殻変動地域が あ る 。

(3) 丹後， 鳥取両地震の 影響が み られ， 地殻変動は
極めて対称的であ る 。 関東地震の 影響は三浦， 房
総半島にみ られ， 地殻変動は逆であ る 。 対称的な
動 き は ， 四 国 の 太平洋岸に も み ら れ る 。

(4) 東北地方は南北に伸び， 東西に縮 ん でい る 。
7 . そ の 他

的 レ ク チ ャ ー は 6 月 30 日 〈水〉 午後 2 時30分 よ り
気象庁に お い て ， 萩原会長， 各 セ ン タ ー 長 の 出席
の も と で、行われた。

(ロ) 連絡会報の 原稿は 7 月 30 日 (水〉 ま で提出する
こ と 。

料 館山地殻活動観測場が 6 月 10 日 開 場 さ れ た 旨報
告 さ れ た。 6 月 29 日 の 案内につい て報告が あ っ
た。

第14 回 地震予知連絡会

議事録

日 時 昭和46年10月 1 日 (金) 13時30分�16時30分
場 所 国土地理院会議室
出席者 宇津， 鈴木， 高木(代理) ， 浅 田， 森本， 力武，

坪J I I ， 飯 田 (代理) ， 一戸， 三木， 岸本， 高橋，
須JI I ， 磁見， 諏訪， 関谷， 柳原， 竹花(代理) ，
長谷〔代理) ， 萩原， 井上， 檀原， 田 島 ， 原 田

議 事

〔代理) ， 藤 田 以上各委員
大 山 〔文部省) ， 津村 〔東大震研) ， 原 因 〈国
土地理院長〉

1 .  昭和46年 8 月 2 日 え り も 岬地震につい て
(北大 宇津委員〉

こ の 地震は え り も 岬観測場で震度 5 を 記 録 し ，
1968年の十勝沖地震域の 北東縁で， こ れ ま で余震が
発生 し な い空 白 部分に発生 した。 [\1[2. 5 を こ え る 前
震は な く ， 余震 も 異常に少なか っ た。

え り も 岬観測所の 記録には地震前に前兆 ら し い動
き が み られ strain step の 方向 と も 合 う がそ の 時点
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に観測者が入坑 し て い る ため完全な前兆か ど う か は
疑がわ し い。

2 .  北海道周辺におけ る 大地震の活動 と 根室南方沖地
震につ い て 〔北大 宇津委員〕

M 8 級の 大地震は太平洋岸 と 千島 ， 日 本海溝の 聞
に そ の 震源域が重な る こ と がな く ， 数十年な い し百
数十年の 間隔 で発生 し て い る 。 根室南方沖は1894年
以後大地震が な く ， 最近 の 10年間 も 地震活動 の 空 白
部にな っ て お り ， 地殻変動の 様相 と に ら み合わせ る
と M 8 程度の地震発生の可能性が考え ら れ る 。

3 北海道北部の上下変動について
〔地理院 藤 田委員〉

北海道北東部 オ ホ ー ツ ク 海沿岸の 一等水準測量の
結果は道東部の 異常洗下の 傾向に比較 し て s 殆 ん ど
変化 し て い な い 。 ま た過去60年間 の東部の水平最大
勇断歪は 1�2 X lO-5 位であ り ， 北西方向への圧縮
と な っ て い る 。

4. 酒 田地区の 地殻水平変動につ い て
〔地理院 藤 田 委員〉

東北地方全般の 過去 60 年間の最大勢断歪は 平 均
1 X lO- 5 であ り 南北に伸び， 東西 の 縮みの傾向を示
し て い る 。

8 月 に実施 し た飛島 を含む酒 田地区の地殻 の 水平
変動 も 東北全般の 傾向 と 一致 し て い る 。

'5 .  関東の 地震活動につ い て 津村 (東大震研〉
地震予知観測 セ ン タ ー 資料に基づ く 7 月 ， 8 月 の

関東地方の 震央分布に よ る と ， 7 月 には九十九里浜
沖 ( こ れは 6 月 の 延長〉 と 山梨県東部， 埼玉県に発
生 し て い る 。 8 月 に は相模湾に発生 し て い る の が注
目 さ れ， 今後さ ら に検討 したい。

6 .  1971年 7 月 以降 の 日 本付近の 地震活動につ い て
(気象庁 関谷委員〉

7 月 には ， 新島地方に顕著な前震を 伴 な う M =
5. 1 (30km) の 地震があ り ， 三陸沖 では 8 ， 9 月 に
も 継続的に発生 し p 山梨県東部に も 浅い地震が発生
し た。 8 月 には え り も 岬南方にM =7. 0 (40km) の
地震が あ り ， こ の 地域は最近数十年間地震の発生の
少な い こ と が注 目 さ れ る 。 9 月 には樺太南西沖に
M = 6 . 9 (20km) の 浅い地震が あ り ， 北海道北部に
30�40cm の 津波が あ っ た。 こ の 地震は有史以来記
録の な い地域の地震 と し て極め て珍 ら し い地震であ
っ Tこ。

7 .  日 本付近 の 地震放出 エ ネ ル ギ ー と そ の変動につい
て (気象庁 関谷委員〕

日 本付近の 地震活動の 変化を調べ る ため ， 0 . 1 度
毎 の メ ッ シ ュ に切 っ た各 ブ ロ ッ ク 毎 の 地震放出 エ ネ
ル ギ 一 分布図を毎月 作成 し て行 く こ と が 報 告 さ れ
た 。 ま た， そ の 資料 に よ り ， 1926年 よ り 1970年 ま で
の ， すべ て の 地震の 放出 エ ネ ル ギ ー を積算 し た と こ
ろ ， 階段状に放出 さ れ， 東北 日 本 と 西 日 本 と は異な
っ た状態で、あ る 。 西 日 本の放出 エ ネ ル ギ ー は1940年
よ り 50年にか け て 東 日 本の放出 エ ネ ル ギ ー よ り 大 き
カミ っ た 。

8 .  九州， 中 国 お よ び 四 国 の 上下変動につ い て
(地理涜 藤 田委員〉

九州， 中 国 に おけ る 最近数年間 の一等水準測量結
果を験潮場の年平均潮位の 経年変化を用 い て調整 し
た。 九州東岸には地震 の 発生 と 関係 の あ る 変動がみ
ら れ る 。 速報 と し て 四 国室芦付近の洗下， 隆起の 速
度が最近にな っ て若干落 ち て き て い る 結果が報告 さ
れた。

9 . そ の 他
的 京大， 名 大 よ り 地震活動， 地殻変動の 資料が提

出 さ れた。
(ロ) 文部省 よ り 47年度地震予知関係概算要求額が報

告 さ れた 。
付 地理院 よ り 関東南部お よ び首都圏精密変歪測量

計画が示 さ れた 。
(斗 連絡会会報第 6 巻 の 配布
同 周期説等に対す る 連絡会の と り あっか い につい

て討議が な さ れた。
〈参 考〕

連絡会終了後p 報道関係者 (12名 〉 に対す る レ ク チ
ャ ー が ， 国土地理院応接室にお い て荻原会長， 各 セ ン
タ ー長に よ り 行われた。

第15 団 地震予 知 連絡会

議事録

日 時 昭和47年 1 月 17 日 〔月 ) 13時30分，......17持
場 所 気象庁
出席者 宇津， 鈴木， 高木(代理) ， 浅 田， 金森， 笠原，

森本， 力武， 佐藤， 坪JI I ， 飯田， 一戸， 岸本，
高橋， 須JI I ， 議見 (代理) ， 陶山， 諏訪， 関谷，
末広， 柳原， 竹花 (代理) ， 長谷 (代理) ， 荻原，
井上， 檀原， 田 島 ， 原 田 ， 藤 田 以上各委員
島 田 ( 中央防災会議〉

議 事

大山 〔文部省) ， 須 田 (代理) (建設省〕
津村 (東大震研) ， 原 田 (国土地理院長〉

1. 関東南部の 地殻変動お よ び地震活動
付) 三浦半島の水準測量 と 傾斜測定

〔地理院 藤 田委員〉
昨年 11 月 に実施 し た三浦半島の水準測量 の 結

果， 三浦半島南部は最近約 2 年間 で横浜周辺 (基
25) に比べ依然 と し て 隆起の傾向を示 し て い る 。
ま た油査付近の 水準測量に よ る 傾斜測定の結果に
つい て も 報告 さ れた。

(ロ) 精密ひずみ測量中間報告 〔地理院 藤 田委員〉
昨年 10 月 � 12 月 に実施 した横浜周辺， 館山周

辺， 大島一巣雲山一昆沙門一房大山の過去 1 年間
の 水平変動につ い て は観測誤差以上の異常変動 は
認め ら れ な い c

付 微小地震活動 (東大震研 津村〕
昨年 9 月 � l l 月 の微小地震活動の報告に よ れ
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ば， 微小地震は 関東一 円 で起 き て い る が ， やや千
葉市周辺 と 震 ケ 浦付近， 横浜付近に多発の傾向が
見 ら れ る 。 ま た相模湾東部付近に も 二， 三起 き た
が特に異常 と 忠、われ る 地震活動はな か っ た。

判 歴史的地震調査 東京の 74年間の 有感地震の変
動 (気象庁 関谷委員〉

神奈川 県災害誌 ( 自 然災害〉 を も と に し て過去
約 1， 000 年間 の 記録を整理 し た と こ ろ ， 巨大地震
の あ と ， 被害地震が続発 し ， そ の後休止期間があ
り 次の 大地震が起 こ る と し 、 う 傾向が あ る よ う に思
われ る 。

(ホ) 元禄16年， 安政 2 年， 明 治27年の 地震の震度分
布 (荻原委員〕

元禄16年， 安政 2 年， 明 治27年の 地震につ い て震
災予防調査会報告等か ら震度分布図を作成 した。

村 明治27年の 地震前後の 水準測量
(地理院 藤 田委員〉

明 治27年の東京地震前後の 東京付近の 水準測量
結果に よ る と 地震前に震央を中心に し て約 15km
にわた り 2 年間 で約 1 cm の沈下を示 し ， 地震後
は松戸か ら 日 本橋 ま で全体 と し て 約 4 cm 沼下
し ， 震央に近い部分が隆起 し て い る 。

洗下の 激 しい と こ ろ の 地質断層につ い て 質疑応
答があ っ た。

2 .  御前崎菱形基線測量結果 (地理院 議 回委員〉
御前崎の 菱形基線測量を昨年11月 に実施 し た結果

1970年10月 �11月 の 測量結果 と 比べ る と 東西方向に
圧縮がみ ら れ る 。 南北方向 では変化は認 め ら れ な
し 、 。

3 松代群発地震の近況 (気象庁 相原〉
松代群発地震につい て ， 松 代 の 月 別 地 震 回 数

M:S4 の 地震の時間間隔の経年変化， 傾斜変化， 仲
縮変化等につい て報告が あ っ た。

松代にお け る 異常な地震活動は殆 ん ど終息 し た と
見 る こ と が で き る 。 最新の須坂市東部の地震の余震
分布等につい て も 報告が あ っ た。

4. 四国地方の 水準測量 (地浬院 藤 田委員〉
四国地方 の 上下変動について 1895年以来1971年 ま

での 4 回 の測量結果に よ る 変動図が示 さ れた 。
安芸市を不動 と した場合の 室芦岬の洗下速度は地

震前 一 7 mm/yr， 地震後 一 5 mm/yr であ る 。
5 .  大地震前後の地震活動 シ リ ー ズ ( ill )

(気象庁 関谷委員〉
東南海地震お よ び南海道地震前後の和歌山 の 局地

有感地震を調べた と こ ろ ， 1920年漬か ら活発化 し た
群発地震がお と ろ え て ， 有感地震群がほ ぼ な く な っ
た と こ ろ で大地震がお き て い る こ と がわか っ た。

現在は有感地震の 回数は少な い 。
東南海， 南海道地震 の 際 の 震央付近の地殻変動，

初動方向お よ び和歌山付近の 局地地震， 震源地付近
の 地殻変動等につ い て質疑応答が あ っ た。

6 .  特定観測地域の放出 エ ネ ル ギ ー
(気象庁 関谷委員〉
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特定観測地域の地震の 放 出 エ ネ ル ギ ー を 0 . 1 0 ご
と の メ ッ シ ュ に わ け た 10" 以上の エ ネ ル ギ 一 分布一

図が提出 さ れた。
7 そ の 他下記の 資料が配布 さ れた。

。 和歌山県付近 の微小地震活動 (東大震研〉
0 1972年 1 月 の主な震度分布図 (気象庁〕
。 東京 の地震予知計画 と 横浜港地区 での 地震探査

〔防災 セ ン タ ー〉
。 爆破地震に よ る 地震構造探査の計画資料〔地質調)
。 昭和47年度地震予知計画関係査定額等の説明 が あ

っ た。 (文部省〉
。 会長お よ び各セ ン タ 一 代表者に よ り 17 時 30 分か

ら気象庁記者 ク ラ ブに お い て レ ク チ ャ ー が行われ
た 。

第16 団 地震予知連絡会

議事録

日 時 昭和47年 4 月 17 日 (月 ) 13時30分�17時
場 所 国土地理院会議室
出 席 者 宇津， 鈴木〈代理) ， 高木(代理) ， 金森， 笠原γ

力武， 佐藤， 坪川 ， 一戸， 三木， 岸本， 高橋，
須) 1 1 ， 磁見 (代理) ， 陶 山 〔代理) ， 諏訪， 関谷，
末広， 柳原， 竹花， 長谷(代理) ， 萩原， 井上，
檀原， 田 島 ， 原 因 〈代理) ， 藤田 以上各委員
島 田 (代理) (中央防災会議) ， 須 田 (建設省入
津村 (東大震研) ， 飯塚 (地質調査所) ，
岩淵 〔水路部) ， 原 田 (国土地理院長〉

議 事
l .  関東地方の地殻変動お よ び地震活動

付) 南関東の地殻変動 (地理院 藤 田委員〕
1971年10月 �12月 お よ び1972年 1 月 � 2 月 にか

け実施 し た 関東南部， 精密ひずみ測量の 結果， 関
東大地震以後 (1924年�26年〉 ほ ぼ北西一南東方
向 に縮みが見 ら れ る が ， こ の 傾 向 は最近の 1 年間J
の 変動量か ら みて加速的に強 ま っ た と は言えず，
観測誤差以上の 有意な変動は認め ら れ な い 。
。 j由査， 鋸 山 におけ る 地殻変動観測 (そ の 3 )

(東大震研 笠原委員〕
1971年中期以後最近 ま での 地殻変動は， 油査の

水管傾斜計で南北成分は変化が な く ， 東西成分は
西下 り を示す。 鋸 山 では南北成分はやや北上 り ，
東西成分では東下 り を示す。

油歪， 銘 山 の 傾斜変動には あ る 種の相関がみ ら
れ る 。

(ロ) 南関東の地震活動 (東大震研 津村〉
1971年12月 ， 1972年 2 月 の微小地震活動は 2 月

に千葉市周辺 で群発地震が あ り ， 2 月 29 臼 以後八
丈島地震 と そ の 余震が 3 月 に も 引 き 続 き 生 じ て お
り ， こ の 余震域の東方約 100km に も 小規模な群一

発地震が生 じ て い る 。
付 爆破地震に よ る 地震波速度変化の観測



第 5 回観測結果速報 (地質調査所 飯塚〉
1971年11月 ， 地震波速度 の変化を調べ る ため ，

第 5 回 の 観測が行われた。 走時の 時間的変化につ
い て特記すべ き 変動は見 ら れ な い が ， 伊勢原 で波
形が二つに分れ る の は地震波 の 伝播路の違い に よ
る の であ ろ う 。

炉) 三鷹菱形基線の 変動 (地理涜 藤 田委員〉
昨年11月 に実施 した測定を含めた三鷹菱形基線

の 辺長変化， 面積変化等か ら 関東大地震後北北西
一南南東 の 方向に圧縮力が働い て お り ， 最大勇断
歪の変化は一様に減少 し て い る こ と がわか っ た。
ま た面積変化等の 異常期 と 東京震度 V 以上の地震
と の 対応が み ら れ る 。

なお最近 の三鷹周辺 の 地下水位につ い て ， 防災
セ ン タ ー 高橋委員 よ り 説明 が あ っ た。

2. 2 月 29 日 八丈島付近の地震につ い て
〔気象庁 関谷委員〉

1972年 2 月 29 日 18時23分， 八丈島北東方沖， 東経
141 0 16 ' ， 北緯 33011ぺ 震源の 深 さ 70km， M 士 7. 0
の 地震が発生 した。 こ の 地震の 震度分布， 被害状況
お よ び八丈島 の有感地震の歴史的変動等につ い て説
明 し た。

3 .  三陸沖の 海底調査につ い て
〔水路部 長谷委員 (代理))

地震多発地帯の海底地形お よ び地質構造を調べ る
た め三陸沖南部の 海底調査を昭和45年 8 月 �10月 に
実施 し ， そ の 結果を説明 し た。

4 能登半島付近の 上下変動 (速報〉
(地理院 藤 田委員〉

1971年 5 月 �11月 に実施 した能登半島西岸 の水準
測量結果を報告 し た 。 こ の 地域は過去1890年以来 6
回水準測量が繰 り 返 さ れ， 1900年M =6 . 6 の 地震，
1933年M = 6. 0 の 地震， 1948年M = 7. 2 福井地震に
よ る も の と み ら れ る 地殻上下変動がみ ら れ， 小松市
付近の洗下現象につい て地理院檀原委員 よ り 補足説
明 が あ り 質疑応答が あ っ た。

5. 1921年以後の 日 本付近 の 大型地震発生の 変動( 1I )
(気象庁 関谷委員〉

日 本付近の 中規模以上の地震の 起 こ る 可能性につ
い て 1926年以来の 統計調査期聞を1921年に さ か の ぼ
り 1970年 ま での 最近50年間にわた る ， 10年毎 の放 出
エ ネ ル ギ ー を各 1 度毎に計算 し ， 1022erg 以上， 10" 
erg 以上で分類 した結果を報告 し た 。

6 .  全国水平歪につい て (地理院 藤 田委員〕
第 1 回一等三角測量値 (1890-08�1949-58) を用

い て 角変化か ら求めた全国水平最大莫断歪の 結果過
去 の 大地震 と 対応 した と こ ろ に大 き な歪がみ ら れ る
が ， 対応 し な い領域が東海地方にみ られ る 。 第 3 回
目 の 一等三角測量 (1949-58�1968-71) の 終了 し た
九州 ， 中 国 ， 四 国 地方の最大英断歪お よ び主歪の圧
縮主軸 の 方 向 の変化の う ち 四国南部には南海道地震
の 影響が顕著に現われて い る 。

7 そ の 他
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μ) 下記の 資料配布が あ っ た。
。 1970年 6 月 �12月 ， 1971年 1 月 � 6 月 の東北地

方の微小地震活動 〔東北大 鈴木， 石井〉
。 和歌山県付近の微小地震活動

〔東大震研 津村〉
。 堂平観測点の八丈島地震 日 別余震回数 ( 3 月 〉

〔東大震研 津村〉
。 近畿地方の 地震活動 と そ の分布 (京大 三木〉
。 房総半島重力観測 (東大震研 坪J 1 1 )

(ロ) 会長お よ び各 セ ン タ 一 代表者十こ よ り 17時か ら 国
土地理院に おい て報道関係者に対す る レ ク チ ャ ー
が行われた。

第17 団 地震予 知連絡会

議事録

日 時 昭和47年 7 月 10 日 13時30分�17持
場 所 気象庁
出 席 者 横 山 ， 鈴木， 高木(代理) ， 浅 田 ， 金森， 笠原，

森本， 力武， 佐藤p 坪} I I ， 宇津， 飯 田 ， 一戸，
三木， 岸本F 高橋， 須川 ， 磁見 (代理) ， 陶 山

(代理) ， 末広 ， 関谷， 諏訪， 柳原， 窪 田 ，
杉浦 〔代理) ， 萩原， 井上， 檀原， 田 島 ， 藤 田
以上委員
津村 (東大震研) ， 佐藤 (国土地理院) ，
南部〈国土地理院長) ， 原 因 (前国土地理院長〉

1 .  前回議事録の 確認
2 新委員 の 紹 介

人事移動の た め 6 月 29 日 付 で竹花 〔気象庁) ， 長
谷 〔水路部) ， 原 田健 〔地理院〕 は委員を解嘱 さ れ，
同 日 付を も っ て新 ら たに窪 田 (気象庁) ， 杉浦 (水路
部) ， 横山 (北大〉 が委員を委嘱 さ れた。

3 .  原 田前国土地理院長お よ び南部国土地理院長か ら
それぞれ あ い さ つが あ っ た。

議 事
1 .  関東南部の地殻変動お よ び地震活動

1) 南関東の 地殻変動 (地理院 藤 田委員〉
1970， 1971 の両年度冬期に実施 し た関東南部精

密歪測量結果 と 関東大地震後の改測 (1924�26)
の比較か ら ， そ の 期 間 の 水平歪を計算 し た。 相模
湾に は 3 x lO-5 を越す最大勢断歪が見 ら れ る 。 こ
の値は広い範屈での平均的な も の であ り ， 局部的
には も っ と 大 き な値があ る か も 知れな い の で， 今
後 も 監視 の 必要が あ る 。 な お関東大地震に よ る 歪
と 今回 の 歪を比較 し て み る と ， の び ， ち i6 み の 方
向がほ ぼ逆転 し て い る 。

2) 南関東の 地震活動
μ) 南関東の地震活動 (東大震研 津村〉

1972年 3 ， 5 ，  6 月 の 関東地方の地震分布を
提出す る 。 相模 ト ラ フ 西側 の 海域 では地震が大
変少な い 。 そ の海域南部， 伊豆半島 と 大島問に
6 月 群発地震が あ っ た。



(ロ) 南関東の 地震活動 (気象庁 関谷委員〉
そ の 後特別 な変化はな い。 大 島 の 噴火 と 群発

地震の 聞に関係 は な い よ う であ る 。 ま た三原山
火 口 底の 上下 と 地震 と の 関係 も な い と 思 わ れ
る 。

3) 関東地方にお け る 電気伝導度異常の 経年変化
(気象庁 柳原委員〉

1897 年以降の柿岡におけ る 地磁気観測 を も と
に， パ ー キ ン ソ ン ベ ク ト ル の経年変化を求めた。
関東大地震の 頃に極小があ り ， そ の後の ピ ー ク を
経て現在再び下 り 傾向 に あ る 。

2 .  田後一三 国 間 の 上下変動 〈地理院 藤 田 委員〉
回後験潮場 〈鳥取県〉 か ら若狭湾を経て三国験潮

場 (福井県〉 に至 る 最近の水準測量の結果， 後者に
むか つ て下 り の傾向がみ られ る 。 ま た豊 岡市付近に
おけ る 最近 の 大 き な沈下につい て討議が あ っ た。

3 .  紀伊半島の上下変動 (地理院 藤 田委員〉
1931年�1947年の水準測量の 結果に よ れば， 紀伊

半島南端 の 串本は南海地震 (1946) 時に 70cm�80
cm 隆起 し た が ， 1947�1968年の結果か ら は ， そ の
傾動は地震時 と 逆転 し て い る 。 1968�1972年の水準
測量の 結果は 串本付近は殆 ん ど動い て い な い が ， 若
干南 さ が り の よ う にみ ら れ る 。

ま た ， 有 岡市付近の洗下， 五条市付近 の 変動の パ
タ ー ン につ い て議論がな さ れた。

4. 四園地方 の 上下変動 (地理院 藤 田委員〉
1971年の 四 国 の 水準測量の結果に よ れば， 1964年

に く ら べ て室戸岬付近は ほ と ん ど動 き が な し 室戸
岬， 足摺岬を結ぶ線の 北側に最大隆起軸が あ る 。 こ
れは三角測量 よ り 見いだ さ れ る 北西一南東方向 の庄
縮 と 一致す る 。 徳島市か ら香川県を経て愛媛県西部
ま で分布す る洗下 の 一部は地盤洗下であ ろ う 。

5. 日 本におけ る 年平均潮位差 (1960�1971)
(地理院 藤田委員〉

各海域におけ る 2 つ の検潮所の年平均潮位差 の 経
年変化を ま と めた と こ ろ ， 年平均潮位差か ら は特に
異常 と 思われ る 地殻変動は見i ら れ な い。 釧路一花
咲， 油壷ー鳥羽な ど， 付近の水準測量の 一般的傾向
と 一致 し な い も の は， 検潮所の 局地的上下変動が考
え られ る の で， 今後新 ら し く 水準点に取付けて み る
必要が あ る 。

6. そ の 他
1) 1972年 4 月 23 日 �30 日 群馬県北部の 地鳴 り につ

いて (気象庁〉
群馬県北部の 四万温泉 を 中心 と す る 地域の 日 向

見鳴動の 経緯につい て説明があ っ た。

2) 水沢の 地震 (緯度観測所〉
1972年 7 月 4 日 水沢 で発生 した地震の 震度， 深

さ につい て説明 が あ っ た。

3) 中園地方の微小地震 (防災研〉
1964年 9 月 か ら 1968年 7 月 ま での 資料を整理 し

た と こ ろ こ の 地域の微小地震分布は主に北西一南
東 と 北東一南西の 2 方向か ら成 り 断層系 と あ っ て

い る 。
な お ， 最近の微小地震活動の累積歪曲線， 観測

地震数の変化， 群発地震等につい て 説 明 が あ っ
た。

4) 佐渡弥彦地方の地殻変動 (東大震研〉
弥彦地殻変動観測所の水管傾斜計の 結果， 海岸

に平行な成分は永年変化がほ と ん どみ ら れず， 海
岸に垂直な方向 は海岸下 り の傾向を示 し て い る 。
水準測量の 結果は 内陸下 り な の で傾斜計 の 結果 と
相違 し て い る 。

な お ， 今後の 岡地方の 水準測量の 計画につい て
説 明 が あ っ た。

5) 近畿地方の微小地震 (京大〉
前 回 に 引続 き 資料 の 配布が あ っ た 。

6) 八丈島 の 験潮 (地理院〉
黒潮 の影響が大 き し 八丈島地震前後 で験潮か

ら の 異常変動は み ら れなか っ た。
7) 八丈島 の全磁力観測 (水路部〉

八丈島 におけ る 地滋気全磁力観測 の 結果， 八丈
島地震前後で顕著な変動はなか っ た。 ま た ， 1971 
�1972年の年平均値の勾配は ， 他の観測点 と 比べ
て ゆ る く な っ て き て い る 。

8) 高知大の観測結果 (東大震研〉
鵜来巣に あ る 高知大高知地震観測所の観測結果

が報告 さ れた。
9) 弟子屈 ， 阿寒地方にお け る 最近の地震活動 と 観

測状況 (北大〉
同地域は1967年M 6 ク ラ ス の 地震が発生， ま た

1971年 3 月 22 日 M4. 3 の 地震が あ っ た と こ ろ であ
る 。 最近 の極微小地震の観測結果 と 今後 の 計画に
つい て説明 が あ っ た。

。 会長お よ び各セ ン タ 一 代表者に よ り 17時か ら気象
庁におい て報道関係者に対す る レ ク チ ャ ー が行わ
れた。

第18 回 地震予知連絡会

議事録

日 時 昭和47年10月 16 日 (月 ) 13時30分�17時
場 所 国土地理院会議室
出 席者 横 山 ， 鈴木(代理) ， 高木(代理) ， 金森， 笠原，

力武， 坪川 ， 宇津， 一戸， 三木 (代理) ，
岸本(代理) ， 高橋， 須川 ， 議見 (代理) ， 末広，
関谷， 諏訪， 柳原， 窪 田 ， 杉浦， 萩原， 井上，
檀原， 田 島 ， 藤田 以上委員
大 山 (文部省) ， 大国 (中央防災会議) ， 渡辺

(建設省) ， 広部 (国土地理院) ， 佐藤裕 (国
土地理院〉

。 前回議事録の 確認、
議 事
1 .  関東南部の地殻変動お よ び地震活動

1) 関東南部の地震活動 (気象庁 関谷委員〉
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1923年の 関東大地震前後に発生 し た地震活動を
も と に 関東中部地域の群発地震を調査 し た と こ
ろ ， 大地震前に主な地震が発生 し て い る 地域は茨
城県竜 ケ 崎付近， 浦賀水道， 鹿島灘 (群発地震〉
であ る 。 ま た大地震後には丹沢， 鹿島灘に地震が
発生 し た 。 最近80年間 の 関東中部の群発地震の地
震回数， 放 出 エ ネ ル ギ ー の変動を み る と ， 最近の
東京， 水戸等の地震活動回数は異常では な い 。

2) 横須賀一千葉県富津の渡海水準測量
〈地理院 佐藤〕

1972年 9 月 に実施 し た三浦半島 と 房総半島を連
結す る 渡海水準測量の結果， こ れ ら の半島 の 間に
は ， 特別な 断層的な変動はな く ， 最近 7 年間両半
島 は ほ ぼ同 じ よ う に変動 し て い る 。 今後 2 � 3 年
ご と に測量を繰 り 返 し ， 地殻変動お よ び地盤洗下
対策に役立て た い。

3) 八王子一 甲府聞の上下変動
(地理院 藤 田委員〉

1972年間路線の 水準測量が終了 し た の で叩84年
か ら の 資料を検討 し た が ， 同地域に は特別に異常
な変動は み ら れ な い 。

2 .  8 月 20 日 山形県 中部の地震 (気象庁 関谷委員〉
1972年 8 月 20 日 19時09分頃山形県中部にお い て

M = 5 . 3 深 さ 20km の地震が発生 し た の で， こ の
地震の 震度分布 ， 被害等につい て 報告が あ っ た 。
な お こ の地震は百数十年ぶ り に発生 し た も の であ
る 。

3 .  佐渡弥彦地方の地殻活動 ( 1I )
〈東大震研 笠原委員〉

弥彦地殻変動観測所の前身であ る 間瀬観測坑の 傾
斜計， 伸縮計の 永年変化を1953年か ら 1970年 ま でに
つい て報告 し た 。 水管傾斜計の 南北成分は特に1957
� 8 年頃か ら 動 き が活発化 し60年頃極大 で64年頃極
小 と な っ て お り ， 新潟地震時の水準測量に よ る 上下
変動の パ タ ー ン と よ く 類似 し て い る 。 東西成分の 動
き は こ れに く ら べ て 数分の 1 程度 であ る 。 両成分を
合成 し た傾動ベ ク ト ル の 主方向は こ の 地方の構造軸
に直交 し て い る 。 土地の 伸縮につい て は縮みの 主軸
方 向 は NE-SW であ る 。 ま た新潟地震前数時間程
度 の 前兆現象は認め られな い 。

檀原委員か ら ， 新潟地方 の そ の 後 の 上下変動に つ
い て ， 補足説明 が あ っ た。

4. 1) 高 田地方の地震活動 (東大震研 金森委員〉
高 田地方の 最近 の地震活動は1971年 2 月 に群

発的に生 じ 1972年 7 月 に も や は り 群発的に地
震が発生 した。 こ の 時前震が14{圏 あ り ， 余震の
大 き さ は M = 3. 2 で小 さ いが こ の 地方は1886年
M = 6 . 1 が あ っ て 以来大 き な地震はな い の で今
後注 目 す る 必要があ る 。

2) 高 田 菱形基線結果( ll ) (地理院 藤田委員〉
高 田 菱形基線は1971年 6 月 ， 1972年 4 月 に 2

度測定 さ れた。 そ の 結果辺 の 伸縮につい て 特別
異常な変化は認め ら れ な い 。 こ の 菱形芸線は高

田市周辺の小地域 の た め ， 1) に述べ ら れた地震
活動 と の 関係は見 ら れ な い 。

5 .  近畿地方の 上下変動 ( ll ) (地理院 藤 田 委員〉
前回に引 き 続 き 福井市~関市間 の上下変動， 兵庫

県和 田 山町~京都市 開 の 上下変動を調べた。 1972年
8 月 31 日 福井県東部の 地震 印= 35053' N ， 1= 136。

46' E ，  d = 10km， 路線か ら の 距離 1= 1 km， M =  
6 . 0) ， 京都府北部の 地震 〈伊 = 35017'N ， 1 = 135037' 
E ，  d= 10km， 1= 20km， M =5 . 1) につい て の 前兆
現象を調べたが， いずれ も 明 確 な も の は見当 ら な か
っ た。 三重県多気町~四 日 市聞 の 上下変動につ い て
も 異常は見当 ら な い 。

6 .  G .  D . P 中間報告 ( 1 ) (地理院 田 島委員〉
1) 北海道東部

1972年に実施 し た G. D . P 計画の一つで、あ る 北
海道東部地方の 高精度 ト ラ パ ー ス 測量に よ る 辺長
と 角観測の 結果を 明 治成果 (1907年〉 と 比較す る
と ， 同地方の南東部で辺長， 角 度 と も 縮みの傾向
を 示すが， 北部では辺長は伸び の傾向を示 し て い
る 。 こ れはおおむね一等三角測量か ら 求めた水平
歪 の 傾 向 と 一致す る よ う であ る 。

2) 関東， 北陸地方
1) と 同様1972年に実施 した関東北陸地方の辺長

測量の結果に よ る と ， 関東中部 の 上城 山以南では
縮みの傾向がみ られ， こ れ よ り 以北の新潟地方で
は際立つ た変動は な い 。 関東南部でみ ら れ る ひず
みが 日 本列島 中央部 ま でお よ ん でい る こ と がわか
っ Tこ。

7 . そ の 他
1) 近畿地方の 微小地震 (京大〉

前回に引続 き 1972年 5 ， 6 ， 7 月 の微小地震活
動 の 資料を提出す る 。 8 月 31 日 京都府北部の 地震
につい て震源 パ ラ メ ー タ ー の違いお よ び マ グ ニ チ
ュ ー ド につ い て報告が あ っ た。

2) 東北地方の微小地震活動 (東北大〉
1971年 7 月 �12 月 ま での微小地震活動 を 深 さ

60km 以浅， 60km 以深に分類 し た資料を提出 し ，
秋田県南東部の 地震の影響等につ い て 説 明 が あ っ
た。
。 “昭和48年度地震予知計画関係要求額調" につ

い て文部省 よ り 説明 が あ っ た。
。 末広委員 よ り 12月 12 日 気象庁で行われ る 地震予

知 シ ン ポ ジ ュ ー ム につ い て説 明 が あ っ た 。
。 会長お よ び各 セ ン タ 一 代表者に よ り ， 17時か ら

国土地理院応接室で報道関係者に対す る レ ク チ
ャ ー が行われた。

第19 団 地震予知連絡会

議事録

日 時 昭和48年 1 月 22 日 (月 ) 13時30分�17時
場 所 気象庁会議室
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出 席者 横 山 ， 鈴木， 高木(代理) ， 浅 田 ， 笠原， 森本，
力武， 佐藤， 坪川 ， 宇津， 一戸， 三木， 岸本，
高橋， 須; 1 1 ， 議見 〔代理) ， 陶 山 (代理) ， 末広，
関谷， 諏訪， 柳原 (代理) ， 窪 田， 杉浦， 萩原，
井上〔代理) ， 檀原， 田 島 ， 藤 田 以上委員
大 山 (文部省) ， 田 中 (建設省) ， 笠原 (J頃) ，
津村 (東大震研〕

。 前回議事録の確認
「関東南部の地震活動 (気象庁)J について ， 関

谷委員か ら 内 容 の 訂正が求め られ， それに従 っ て議
事録を一部訂正 し た 。
議 事
1 .  関東南部の地殻変動お よ び地震活動

1) 南関東精密歪測量結果 (地理院 藤 田委員〉
関東南部の大島を含む精密歪測量 (1972年度作

業〉 が一部終了 し た 。 前 回 の 観測値 と 比べ る と ，
いずれ も 誤差の範囲 内 であ り 有意 な 変動は見 られ
な い 。

2) 1972年12月 4 日 ， 八丈島東方沖地震
(気象庁 関谷委員〉

1972年12月 4 日 19時16分東経 140056'4， 北緯
33018' に震源 の 深 さ 55km， M =7. 3 (程度〉 の地
震が発生 した 。 l同地域では， 2 月 29 日 に も M =
7 . 0 の 地震 (逆断層型〕 が起 き て お り ， こ れ ら に
関 し て地震回数の変化， P-S 分布の変化， 余震の
変化， 震度分布， 被害状況， 津波等につい て説 明
が な さ れた。
。 1972年 2 月 29 日 お よ び12月 4 日 の 八丈島東方沖

地震にお け る 海底地震計を含めた地震観測網に
よ る 各観測点 の s-P 時間， 震央分布， 震源 の
深 さ の決定お よ び こ れ ら 2 つ の 地震 の 経緯等に
つい て ， 東大震研 (笠原j煩〉 か ら説 明 が あ っ た。

。 津波に関 し て 水路部， 地理院か ら 資料が提出 さ
れた。

笠原委員か ら 2 月 29 日 の 地震につい て の 補足
説 明 が あ っ た。

。 1973年 1 月 20 日 以降の 房総半島南東沖の 群発地
震につ い て ， 気象庁， 東大震研 よ り 説 明 が あ っ
Tミ。

3) 南関東の活断層に よ る 微小地殻変動
(地質調査所 垣見〕

活断層 で、あ る 北武断層 (三浦半島〉 を挟む基線
の 測定を1970年か ら 1972年にわた っ て 3 回実施 し
た結果， 南関東の広域的な歪分布の傾向 と おおむ
ね調和す る が， 年間 あ た り の 歪速度や面積変化率
は南関東の広域的 なそれ と 比 べ て 1 � 2 桁大 き
し 、 。

2. 北海道東南部におけ る 上下変動
(地理院 藤 田委員〉

1972年に実施 さ れた北海道東南部地方の水準測量
結果 と 釧路， 花咲の験溜記録 と の比較につい て報告
が な さ れた 。 釧路の地盤沈下を考慮す る と ， 東下 り
の 傾向 と な る 。

3 .  青森県岩木山麓の群発地震につ い て
(気象庁 関谷委員〉

1972年11月 7 日 岩木山麓に地鳴 り を と も な う 地震
が あ り ， こ の群発地震の 1972年11月 か ら の 有感地震
回数の変化， 火山活動 の 記録 と の比較， 東北地方の
群発地震の 記録等の 調査結果につい て報告が な さ れ
Tこ。
。 京都大学一戸委員 よ り ， 同地域周 辺 の 泉温測定 と

巌温泉 にお け る 1971年 3 月 以後の 日 平均地震回数
の 変化等の報告がな さ れた。

。 東北大学鈴木委員 よ り 1972年11月 以降の 同地震の
微小地震観測点におけ る 日 別頻度分布， 震央分布
図 ， 震源の深 さ の 分布等に関す る 説 明 が な さ れ
ナこ。

4. 三陸沖北部の 海底調査
(水路部 杉浦委員 <中島> )

地震多発地帯の 海底地形， 地質調査につ い て ， 前
回発表の南部の調査につづ、 き46年 8 月 �10月 にかけ
て行われた北部調査の 結果が報告 さ れた。

5 .  中部地方の 上下変動 (地理院 藤 田委員〉
1972年に終了 し た大津市一琵琶湖西岸， 大津市一

琵琶湖東岸一関市， お よ び関市一高山市の 水準決i量
の 結果につい て報告が な さ れた 。

こ れに関連 し て京都大学一戸委員 よ り 琵琶湖周辺
の 重力測量結果の報告が あ っ た。

6 .  近畿地方の上下変動 (地理院 藤 田委員〉
1970年�1972年にかけて 行われた近畿地方の水準

測量結果 と 前回 (1964�1968) の結果か ら 算 出 し た
最近約 5 年間におけ る 上下変動につ い て報告が な さ
れた。

7 .  紀伊半島の水平歪 〔地理院 藤 田委員〉
1972年に行われた紀伊半島 中央部の 一等三角測量

結果につい て報告が な さ れた 。
8.  日 本におけ る 全磁力観測

(地磁気 グル ー プ， 東大震研 力武委員〉
日 本におけ る 地磁気観測所を含めた12点の地磁気

全磁力観測の 資料につ い て報告が な さ れた 。
。 1972年12月 に実施 さ れた伊豆大島の重力お よ び地

磁気測量の結果につい て地理院藤 田委員 よ り 報告
が な さ れた 。

9 .  1"東京観測」 と し て の 測地測量
(地理院 藤 田委員〉

「都市直下型」 地震の 予知 の た め の 測地測量につ
い て ム 3 の 方法が提案 さ れた。

10. そ の 他
以下の資料配布お よ び補足説明があ っ た。

1) 1972年 8 月 20 日 19時09分に起 こ っ た 山形県 の 地
震 (M = 5 . 3) につい て

(東北大 高木委員 く代理= 石井))
2) 1973年 1 月 4 日 の 局地地震に伴 な う 佐渡弥彦地

方 の 地殻変動につ い て (東大震研 笠原委員〉
3) 近畿地方の 1972年 8 ， 9 ，  10月 の微小地震の分

布につい て (京大 三木委員〉
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4) 国土地理院測地部の 精密測地測量計画お よ び予
算につい て (地理院 田島委員〉

5) 昭和48年度地震予知計画関係予算額調
(文部省〉

。会長お よ び各 セ ン タ 一 代表者に よ り 17時か ら気象
庁に お い て ， 報道関係者に対す る レ ク チ ャ ー が行
われた。

第20 回 地震予知連絡会

議事録

日 時 昭和48年 4 月 19 日 〔木) 13時30分�17時
場 所 建設共済会館会議室
出 席 者 横 山 ， 鈴木， 高木， 浅 田 ， 宇佐美， 力武，

坪川 ， 笠原， 茂木， 宇津， 一戸， 三木， 岸本，
高橋， 須} I I ， 議見， 末広 (代理) ， 関谷， 諏訪，
柳原， 窪 田 ， 杉浦 〔代理) ， 萩原， 井上， 橿原，
田 島 ， 藤 田 ， 佐藤 以上各委員
大山 〔文部省) ， 田 中 〔建設省) ， 南部 (国土地
理院) ， 笠原JI頁 (東大震研) ， 津村 (東大震研〉

。 次の 委員 の 交代が報告 さ れた。
佐藤 〔東大震研) ， 森本 (東大震研) ， 飯田 (学識経
験者〉 にかわ り ， 宇佐美 (東大震研) ， 茂木 〔東大
震研) ， 佐藤 (国土地理院〉 が新 し く 委員を委嘱 さ
れた。

。 地震予知連絡会運営要項第 4 項に基づ き 第 3 期会長
選挙の 結果， 満場一致で、萩原前会長が再選 さ れた 。

。 前回議事録の 確認、
「近畿地方の 1972年 8 ， 9 ，  10月 の微小地震の分

布につ い て」 一戸委員か ら報告者名 の 訂正が求め ら
れ， それに従 っ て議事録を訂正 し た 。

議 事
1 関東南部の地殻変動お よ び地震活動
( 1 ) 南関東精密ひ ずみ測量結果

(地理院 藤田委員〉
1973年 1 月 か ら 3 月 ま でに実施 し た相模湾北部

お よ び伊豆南部地域の 精密ひずみ測量結果につい
て報告が な さ れ た。

両地域 と も 北西一南東方 向に 1�2 X lO-5 程度
の圧縮を う け て い る 。

(2 )  関東南部の 上下変動 〔地理院 藤 田委員〉
1973年 1 月 か ら 3 月 ま でに実施 し た房総お よ び

三浦半島地域の 上下変動につい て報告 が な さ れ
た。

最近 2 年間 では房総半島東部， 三浦半島西部に
隆起がみ ら れ る が， 最近 7 . 5 年間の 関東南部の 上
下変動 では， 房総中部に隆起が残 り ， 全体 と し て
西南下が り の 傾 向 と な っ て い る 。

(3 )  相模湾におけ る 海底地震観測
(東大震研 笠原 (JI買))

1972年後半に お け る 相模湾， 八丈島東方沖に設
置 し た海底地震計に よ る 調査結果につい て ， S-p 

時間， 震央分布， 地震の深 さ 等に関す る 報告がな
さ れた。

(4) 1972年12月 4 日 八丈島東方沖地震につい て ( II )
〔東大震研 笠原 (順))

前聞 に続 き ， そ の 後約 1 カ 月 間 の 資料 を 加 え
て ， S-p 時間， 震央分布， 地震の深 さ ， 地震の 回
数等に 関す る 報告がな さ れた。
。 房総半島南東沖群発地震に関 し ， 東大震研 (津

村〕 か ら 目 別 回数変化の資料が提出 さ れた。
。 1971年 7 月 か ら 1972年 6 月 ま でに東京大学関係

の観測点に お い て観測 し た関東地方にお け る 深
さ 別震央分布図お よ び東西断面図 につい て東大
震研 (津村〉 か ら報告が な さ れた 。

2 .  中部地方の 上下変動 (地理院 藤田委員〉
1972年に終了 した高山市 下諏訪町， 下諏訪町一

高崎市， 下諏訪町一甲府市， 甲府市一清水市お よ び
掛川市一下諏訪町の水準測量の結果につい て報告が
な さ れた 。

3 .  最近 の 日 本の 地震活動につい て
(気象庁 関谷委員〉

。 1973年 1 月 20 日 か ら 2 月 にかけ て発生 し た房総南
東沖の 群発地震につい て報告がな さ れた。

今 回 の 地震が1909年 3 月 12 日 か ら 31 日 ま で同地
域に生 じ た地震 と 同 じ よ う な起 り 方を し て い る 点
が注 目 さ れ， 前震 と 本震発生の期聞が非常に近い
と い う 共通性の あ る こ と が指摘 さ れた。

。 1972年11月 7 日 か ら青森県岩木山麓に発生 した群
発地震の そ の 後の地震活動につい て報告が な さ れ
た。

。 1973年 4 月 3 日 か ら 6 日 にかけて 北海道根室東方
東経 148 . 50 ， 北緯 43 . 40 を中心 と し て発生 した
群発地震 (本震 M =5 . 5 ， 震源の深 さ 40km) と 9
1973年 3 月 は じ めか ら 4 月 にか け て 岐阜県南部に
発宣 した震源 の 浅い地震につい て報告 が な さ れ
た。

4 . そ の 他
以下 の 資料配布お よ び補足説明 が あ っ た。
( 1 ) 小 田原観測坑井につ い て

〔東大震研 笠原委員〕
(2 )  ? ナ グ ア 地震の調査概報につい て

〔気象庁 田 中〉
(3 ) 琵琶湖周辺におけ る 上下変動につい て

(地理52 檀原委員〉
小松南方の 異常地殻変動につ い て注 目 すべ き 旨

の報告が な さ れた。
(4) 近畿地方の 1972年お よ び1973年 1 月 の 散小地震

の 分布につ い て (京大 三木委員〉
(5 )  東北地方の 1972年 1 月 か ら 6 月 ま での 殺小地震

の 分布につ い て (東北大 高木委員〉
(6 ) 関東， 中部地方にお け る 水平変動ベ ク ト ノレ につ

いて (地理院 藤 田 委員〕
。会長お よ び各 セ ン タ 一 代表者に よ り ， 17時か ら建

設共済会館におい て報道関係者に対す る レ ク チ ャ
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ー が行われた。

第21 回 臨 時地震予知連

絡会議事録

日 時 昭和48年 6 月 26 日 〔火) 14時�17時30分
場 所 気象庁
l出 席者 横 山 ， 高木， 浅 田 (代理) ， 宇佐美， 力武，

I平) I \ ， 笠原， 茂木， 宇津， 三木， 岸本， 高橋，
I義見 (代理) ， 末広， 関谷， 諏訪， 柳原， 窪 田

(代理) ， 杉浦， 萩原， 井上， 檀原， 田 島 ，
藤 田 以上各委員
古川 1 (中央防災会議) ， 大山 (文部省) ， 戸谷

(建設省) ， 高橋 〔気象庁〉
。 前回議事録が確認 さ れた 。
。 高橋気象庁長官か ら あ い さ つがあ っ た。
議 事
1 .  1973年 6 月 17 日 根室半島沖地震につ い て
( 1 ) 根室半島沖地震お よ びそ の 余震活動

(気象庁 末広， 関谷委員〉
1973年 6 月 17 日 根室半島南東沖に発生 し た地震

お よ びそれに と も な う 余震群につ い て報告が な さ
れた。

主震お よ び24 日 の余震はそれぞれ マ グ ニ チ ュ ー
ド 7. 4 お よ び 7 . 3 に改め ら れた。 こ れ ら地震群は

通称 「宇津 の 空 白 地借」 の 北部に発主主 し て い る 。
(2 ) 北海道東南部の地殻変動 (地理院 藤田委員〉

北海道東南部の地殻変動につい て 既に発表 さ れ
て い る も の の 他に新た な 資料 と し て厚岸菱形基線
の 変化 (1971年 7 月 �1972年 7 月 〉 お よ び老者懇
山一辺寒台 と 辺寒台一仁井 田 山 の辺長の年変化が
報告 さ れた 。

ま た根室半島沖地震に と も な う 地殻変動の調査
の た め の 緊急測量計画が発表 さ れた 。

í3) 地震に と も な う 地磁気変化
(気象庁 柳原委員〉

地震後 6 月 21 ， 22 日 に厚床で観測 し た地磁気 と
7L 72年度 の それ と の 比較が発表 さ れた。 伏角に
変化はな い が ， 偏角 が l' ほ ど東へずれた 。 ま た
全磁力につ い て は 厚尿で + 2 r 変化 し て い る が内
陸部では少 しへ っ て い る よ う であ る 。 こ れ ら の 計
算は女満別 を基準 と し て い る 。 な お女満別は柿岡
に対 し て変化 し て い な い。

{4) 験潮か ら みた花咲一浦河の 傾動
〔地理院 藤田委員〉

過去10年間 の 花咲お よ び浦河の 月 平均潮位の比
較 の 変動が発表さ れた 。 最近に な っ て花咲が浦河
に比 し て下が る 傾向 が でて い る 。

(5) 根室半島沖 地震につ い て (名大 宇津委員〉
根室半島沖の地震について過去の例 も ふ く め て

次 の よ う な 報告が あ っ た。
1) 今 回 の 地震お よ び余震は， 根室半 島 の 南東か

ら歯舞諸島沖にか け て 荏在 す る 過 去 10 年 間
(1961 � 1970) の M= 5 . 0 以上の地震の空 白 地

帯に起 き て い る 。 こ の地域はいわゆ る 「宇津の
空 白地帯」 と は別個の も の であ る 。

2) 根室半島1ゅでは， M =7 程度 の 地震がお き た
翌年 よ り 南側に M = 7 . 8�7. 9 ぐ ら い の地震が
起 き た と い う 例が少 く と も 2 つ あ る 。

3) 1) でのベた空 白 地域には， 71 ，  72年度に 3 �
4 個 の 地震が起 き て い る 。

。 以上の報告を も と に ， 今 回 の 根室半島沖地震につ
い て種 々 の議論がな さ れた 。

(6) 地震の 到来確率に つ い て (地震研 力武委員〉
地震の 到来確率につ い て の 本人論文が紹介 さ れ

た。
。会長お よ び各 セ ン タ 一 代表者に よ り ， 午後 5 時30分

か ら気象庁記者 ク ラ ブに お い て報道関係者に対す る
レ ク チ ャ ー が行われ， 次 の 統一見解が発表 さ れた。
「今回 の 根室半島沖地震は一応の 余震活動をへて静

か に な る も の と 思 う 。 し か し ， 本震の規模 (M =
7 . 4) と 余震域の拡が り か ら考 え て ， 今 回 の 余震域
の 南方には ま だ エ ネ ル ギ ー が残 っ て い る 可能性が考
え られ る 。 こ の 地域におけ る 将来 の 地震発生の可能
性につ い て は ， 各機関協 力 の も と に行 う 地震活動，
地殻変動の調査結果を待 っ て判 断す る 。」

第22 回 地震予知連絡会

議事録

日 時 昭和48年 8 月 23 日 (木) 13時�17時
場 所 東京青山会館
出席者 横 山 ， 鈴木， 高木， 浅 田 ， 坪川 ， 笠原，

宇佐美， 茂木， 宇津， 一戸， 三木， 岸本s
高橋， 須) 1 1 (代理) ， 議見 〔代理) ， 陶 山 ，
末広 (代理) ， 関谷， 諏訪， 柳原， 窪 田 ，
杉原 (代理) ， 荻原， 井上， 橿原， 田島，
藤 田 ， 佐藤 以上各委員
市原 (中央防災会議) ， 田 中 (建設省) ， 南部
〔地理院) ， 大竹 (建研) ， 山 田 (震研) ， 秋山
(気象庁) ， 石渡 〔科学技術庁) ， 小見波 〔科学
技術庁〉

。 南部国土地理続長か ら あ い さ つが あ っ た。
。 前回議事録が確認 さ れた 。
議 事
1 .  1973年 6 月 17 日 根室半島沖地震につ い て

付) 根室沖の地震活動 (気象庁 関谷委員〉
今 回 の 根室半島沖地震お よ び余震につ い て次の

よ う な報告が あ っ た。
今 回 の 本震の Ms は NOAA に よ る と 7 . 7 と な

り 相当大型であ る 。 ま た余震域の 広 さ も 過去 の 同
地域での大地震に匹敵す る 。 ま た， い ち ぢ る し い
余震回数か ら考え て も 今度 の 地震は独 立 し た大型
地震 と 考え られ る 。 な お ， 南千島 の 火 山噴火 と 地

内叫Uつμ



震発生につ い て は今の と こ ろ は っ き り し た 因果関
係 は見つか っ て い な い 。

(ロ) 根室半島沖地震前後の地震， 重力お よ び地磁気
観測 (北大 横 山委員〕

北海道東部 での 余震， 重力お よ び地磁気測定の
結果が発表 さ れた 。 過去10年間の 水準測量に よ る
上下変動 と 重力値の変動 と の 問 には明 らかな相関
が あ る 。 地震に と も な う 地磁気 の全磁力変化は女
満別に対 し て厚岸 では - 標茶 では + と な っ て い
る 。

付 北海道東部 の 地殻変動 (地理院 藤 田 委員〕
過去15年間の 北海道全体の 上下変動が報告 さ れ

た。 それ以前の 55年間にみ ら れ る 北海道東部の洗
下 は こ の期間にお い て も 続い て い る 。 地震後の水
準測量の結果に よ れ ば， 道東部は全般に涜下 し
た。 �n路以東は東下 り であ る が厚床以東では若干
東上 り の傾向 が 出 て い る 。 こ れは験潮記録の比較
か ら 得 ら れ る 釧 路に対す る 花咲の洗下 と 一致 し て
し 、 る 。

伺 釧路沖の 地質構造 と 地盤変動
(水路部 杉浦委員 〈代理))

鋭|路沖の 海底地形図 ， 地質構造図お よ び地磁気
全磁力 の分布が報告 さ れた。

(利 根釧地方の第四紀地殻変動につい て
〈地質調査所 議見委員 (代理))

根�n地方の洪積台地であ る 根室面お よ び郵n路面
か ら は ， 南上が り の 傾動が知 ら れ る 。 し か し カ キ
床の標高か ら沖積世には東下が り 傾動 が 知 ら れ
る 。 た と え ば 厚岸 では 5000年 B. P. 以降年平均
一 0. 4mm の洗下を示 し て い る 。

付 根室半島沖地震につ い て (震研 笠原委員 〉
今 回 の 根室半島沖地震の 津波の波源域(羽鳥) ，

メ カ ニ ズ ム (島崎〕 お よ び断層 モ デル 〈安藤〉 に
つ い て の 各報告が 紹介 さ れた。

。 以上の報告を も と に今 回 の 根室半島沖地震につい
て討論が行われた 。

2 .  東北地方の地震活動
併) 最近の東北地方お よ び三陸沖におけ る 微小地震

活動 (東北大 高木委員〉
1972年 7 月 �12月 の東北地方お よ び三陸沖にお

け る 微小地震活動につい て報告が あ っ た。
(ロ) 東北地方におけ る 地震波速度比の変化

(東北大 高木委員〕
最近10年間 の 東北地方に お け る 地震波速度比

Vp/Vs の 調査報告が あ っ た。 新潟地震 と 秋 田県
南東部地震に関 し て は地震前の値の低下が確認 さ
れた。

3 .  関東南部の 上下変動 (地理院 藤 田 委員〉
1971�1973年の 関東南部 の上下変動お よ び1965�

1973年の 上下変動の再計算結果が報告 さ れた。 房総
お よ び三浦半 島 では ， 短周期の 変動は別 と し て ， 大
局的には南西方向 の 洗下が続い て い る 。

4 .  東海地方の 上下変動 (地理院 藤田委員〉

過去80年間の東海地方の 上下変動が報告 さ れた 。
中部山岳地帯南方に最高 30cm 以上 の 隆起が あ る の
に ひ き か え ， 駿河湾沿岸部， 特に大井川河 口 ふ き ん
には最高 20cm 以上の洗下があ る 。

5. 京阪神地方の地震活動
い) 最近 の京阪神地方の地震活動につ い て

(京大 三木委員〉
1973年 2 月 �1973年 5 月 ま での京阪神地方にお

け る 地震活動につい て報告が あ っ た。
(吋 1970年以降の琵琶湖西部地方の地震活動につい

て (京大 三木委員〉
上記に関連 し て ， 京都お よ び そ の 西側地区につ

い て Vp/Vs の変化お よ び振幅比 Ap/As の変化
につい て の 調査結果が報告 さ れた。

6 . そ の 他
Lイ) 古い地震の震源精度 ( 1 )  <関東地方>

〈震研 宇佐美委員〉
1925年 ま での 関東地方におけ る 被害地震の 震源

精度につ い て の報告が あ っ た。
。 根室半島沖地震につ い て 以下の結論が 出 さ れた 。

現在発生中の余震は， 震源域の ひ ろ が り ， 地震
数 と も に ， 本震の規模 (世界中 の 資料を 用 い た
NOAA の債 7. 7) にみ あ っ た経過をた ど っ て い
る 。 したが っ て今後な おかな り の余震の お こ る お
それは あ る が， 今 回 の 地震が同地域の よ り 大 き い
地震の 前震活動 と は考 え に く い 。

今 回 の 地震に よ る 地殻変動は， 北海道東部にお
い て全般的に洗下であ っ たが ， 根室半島につ い て
は ， 東上 り の 伝向がみ ら れ る 。 ま た， 厚岸湾付近
では ， 南北方向に圧縮 の 傾向がみ ら れ る 。

6 月 17 日 ， 24 日 の震源を含む適当 な 断層面 の ず
れを考 え る こ と に よ り こ れ ら の地殻変動の お お よ
そ は説明がつ く 。 し か し北海道東部におけ る 従来
か ら の 大 き な地殻変動は依然 と し て残 っ て い る と
考え ら れ る 。 こ れが将来 の 大地震に直結す る か否
か不明 であ る の で， こ の 点を究明 す る ため ， 今後
関係機関が協力 し て地震活動， 地殻変動な ど の観
測を続け る 。

第23 団 地震予知連絡会

議事録

日 時 昭和48年11月 29 日 (木) 13時�17時
場 所 中央官庁渋谷会議所
出 席 者 横 山 ， 鈴木， 高木， 浅 田 ， 宇佐美， 力武，

坪J I I ， 笠原， 茂木， 宇津， 一戸， 三木， 岸本，.
高橋， 須JI I ， 議見， 陶山 (代理) ， 末広， 関谷，
諏訪， 柳原， 窪 田 ， 井上， 檀原， 田島， 佐藤，
以上各委員
市原 〈中央防災会議) ， 田 中 (建設省) ，
島崎 (震研〉

。 前 回 の議事録が確認 さ れた。
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議 事
1 .  根室半島沖地震につ い て

μ )  1973年 6 月 17 日 根室半島沖地震につい て
(震研 島崎〉

押 し 引 き 分布， 表面波の ラ デ イ エ イ シ ョ ン パ タ
ー ン か ら推定 さ れ る 発震機構， 断層 パ ラ メ ー タ は
次 の と お り 。

断層の型 : 逆断層， 断層面の 大 き さ : 60 X 100 
kmヘ すべ り の量 : 1 . 5 m ， ス ト レ ス ド ロ ッ プ :
32 パ ー ル ， 地震 モ ー メ ン ト : 6 . 7 X 102'dyne.  
cm， dip angle : 27 0 ， dip direction : N400W 

(ロ，) 1973年 6 月 17 日 根室半島沖地震につい て
(北大 横山委員〉

今 回 の 根室沖地震の 断層 の 大 き さ ， 地震モ ー メ
ン ト は予想さ れ る 地震の それぞれ 1/2 ， 1/4， と
小 さ い も の であ っ た と 結論 で き る 。 根釧原野一帯
の沈降を解消す る ため には非弾性的な地殻の ふ る
ま い と い う 考えを導入 した 方が よ い 。

付 根室半島沖地震前後の重力お よ び地磁気変化
(地理院 間島委員〉

根室半島沖地震前後の重力， 地磁気測量の結果
か ら ， 地震に と も な っ た重力， 地磁気の変化が観
測 さ れた。
以上の報告につい て討論が行われ， 次 の 結論がだ

さ れた。
空白地域が ま だ残 っ て い る と い う 調査 も あ り ， ま

た ， 地震の 規模が予想 さ れた も の よ り 小 さ い の では
な いか と い う 報告 も あ る が， 現段階では前連絡会の
統一見解を変 え る 必要は な い が ， 今後 も 調査をつづ
け る 。

:2. 東北地方の地殻変動
収) G D P 高精度 ト ラ パ ー ス 測量結果

(地理院 田島委員〉
G D P ト ラ パ ー ス 測量の 結果が報告 さ れた。
東北地方の地殻の水平変動は， い ま ま での プ レ

ー ト テ ク ト ニ ク ス に よ る 簡単 な モ デル では説明 で
き な い面があ る 。

(ロ) 鼠 ケ 関 ・ 酒 田 ・ 新庄 ・ 仙台関の上下変動
〈地理院 佐藤委員〉

前回高木委員 よ り 報告の あ っ た Vp/Vs 変化地
域での水準測量の 結果が報告 さ れ た 。 直接 Vp/
Vs 変化に関連 した上下変動は検出 で、 き なか っ た。

:3. 関東地方の地震活動 と 地殻変動
μ) 筑波地震観測所におけ る 地震回数の変化

(震研 宇佐美委員〕
1970年 1 月 �1973年 2 月 ま での筑波地震観測所

におけ る 観測に よ れば， 筑波地方の S-P 時間の
短かい地震の 数は こ こ 3 年間減少 し て い る よ う で
あ る 。

〈ロ) 関東地方 と そ の 周辺地域か ら放出 し た エ ネ ル ギ
一 量につい て (震研 宇佐美委員〉

関東地方 と そ の 周辺地域を 10切 10' の メ ッ シ ュ
に分割 し ， 各区画か ら放出 さ れた地震エ ネ ル ギ ー

を1961年�1970年の期間につ い て調査 した。 1966
年以降は エ ネ ル ギ ー放出 量が減少し て い る 。

こ れ ら に 関連 し て気象庁 よ り 銚子周辺 の地震エ
ネ ル ギ ー の放出量の変動， お よ び震研 よ り 1973年
9 月 30 日 ， 10月 1 日 の銚子付近の地震につ い て報
告があ っ た。

判 関東地方の地震活動ーー と く に大地震前後の 活
動につい て (震研 茂木委員〉

大地震前後の地震活動につ い て調査 し た が ， 関
東地方では大地震の直前に房総半島 中部に お い て
地震活動が活発に な る 。

判 丹那お よ び山北地区精密 ひずみ測量結果
(地理院 田 島委員〉

精密測地網作業 と し て丹那， 山北地区にお い て
行われた三角測量に よ る 精密ひずみ測量の 結果が
報告 さ れた。

体) 八王子 ・ 大宮 ・ 高崎間お よ び高崎 ・ 小千谷間の
上下変動 (地理院 佐藤委員〉

八王子一高崎間 の 1932年�1972年の 上下変動お
よ び， 高崎一小千谷聞 の 1894年�1972年の上下変
動が報告 さ れた。

付 東京湾北部 の重力変化 (地理院 田 島委員〉
重力変化量 と 地盤洗下量 と の対応 は 極 め て 良

く ， 重力変化の 勾配は フ リ ー エ ア グ ラ デ イ エ ン ト
の 値 と 一致 し て い る 。

( 時 油萱 ・ 鋸山におけ る 地殻変動観測 〈そ の 4 )
(震研 笠原委員〉

以前の報告に最近 の資料を加えた結果が報告 さ
れた。 油萱， 鋸 山 では東下 り の 変動が進行 し て い
る 。 油護での観測に よ れば， 1965年前後の よ う な
激 しい動 き は超 き て い な い と 恩われ る 。

4 .  中部お よ び東海地方の地震活動 と 地殻変動
併) 遠州灘周辺 の地震活動につ い て

(気象庁 関谷委員〉
1926年�1972年間に遠州灘周辺に起 き たM 5 以

上の地震の 震央分布を調査 したが， 遠州灘に地震
活動の 空 白 域が容在す る 。 こ の空白域の 大 き さ か
ら推定 さ れ る 地震の マ グ ニ チ ュ ー ド は 7 . 6 � 7. 7
であ る 。 ま た， こ の 空 白域の地震波速度比の変化
が報告 さ れた。

わ) G D P 高精度 ト ラ パ ー ス 測量結果
(地理院 田 島委員〉

G D P 高精度 ト ラ パ ー ス 測量に よ る 中部地方の
辺長， お よ び角度変化が報告 さ れた。

北西一南東方 向 に ち ぢみであ り ， 平均的な ひず
み速度は 2 X 10-' /年であ る 。

付 御前崎菱形基線測量結果 (地理院 田島委員〉
御前崎菱形基線の 以前の報告に1973年の新測定

結果が追加 さ れた。 御前崎地方ではほ ぼ東西方向
にかな り 大 き い ち ぢ み の 地殻変動が続い て い る 。

付 信越地区 の 上下変動 (地理院 佐藤委員〉
柏崎一岩室関， 松本一小千谷聞の水準測量の結

果の報告があ っ た 。 豊野町の 隆起の傾向 は続 い て
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い る 。
5 .  近畿地方の 地震活動
仔) 近畿地方北部におけ る 微小地震の 震央分布

(京大 岸本委員〉
鳥取微小地震観測網に よ る 1964年 8 月 �1972年

12月 ま での近畿地方お よ び 中 国東部地方の 微小地
震の 震央分布が報告 さ れた。

(ロ) 京都府中部地震 (1968年 8 月 18 日 〉 に伴 う 地震
波速度 の変化に つ い て (京大 三木委員〉

京都府中部地震前後の地震波速度比につい て詳
細な調査を行 っ たが， 地震波速度比 の変化は認め
ら れ な か っ た。

6 九州地方 G D P 高精度 ト ラ パ ー ス 測量結果
〔地理院 田 島委員〉

九州地方 の 西岸 にお け る G D P 高精度 ト ラ パ ー ス
測量の結果が報告 さ れた。 大部分の辺長が伸び の結
果 に な っ て い る 。

7 .  1973年の 地震活動につ い て (11月 25 日 の和歌山県
の 地震活動) (気象庁 関谷委員〉

北海道東部 と 関東北部に地震の 多発域が あ る 。 前
者 は根室半島沖地震に よ る も の で， 後者は茨城県南
西部， 茨城県沖， お よ び銚子付近の 地震に よ る も の
であ る 。

11月 25 日 に和歌山県で起 き た地震につい て報告が
あ っ た。

8 . そ の 他
的 被害地震震央の在在範閉 〔震研 宇佐美委員〉

日 本付近の被害地震の 震央位置を再調査 した結
果が報告 さ れた。

(司 東京三辺誤u量実施につ い て
(地理院 田 島委員〕

東京直下型地震予知の 目 的で， ピ ル デ ィ ン グを
利用 し た辺長測量につい て報告が あ っ た。 ビ、 Jレ デ
ィ ン グを利用 し た測量が有効な手段であ る こ と が
判 明 し た。

判 連絡会終了後萩原会長に よ り ， 報道関係者に主
と し て 根室半島沖地震 と 東海地方の地震活動 ・ 地
殻変動につい て レ ク チ ャ ー が行われた。

第24 団 地震予知連絡会

議事録

日 時 昭和49年 2 月 28 日 〔木) 13時�17時
場 所 気象庁会議室
出 席 者 横山 (代理) ， 鈴木， 高木， 浅 田 ， 宇佐美，

坪川 ， 笠原 ， 茂木， 宇津， 一戸， 三木， 岸本，
高橋， 須) 1 1 ， 議見 (代理) ， 陶 山 (代理) ，
末広， 関谷， 諏訪， 柳原， 窪 田 ， 杉浦〔代理) ，
萩原 ， 井上， 檀原， 田 島 ， 藤 田 ， 佐藤
以上各委員
大山 (文部省) ， 古川 〔 中央防災会議) ， 田 中
(建設省) ， 杉浦 (科学技術庁) ， 行武 (震研) ，

笠原 ()I頂) (震研) ， 浜田 (防災セ ン タ ー 〉
。 前回議事録を一部訂正 し 確認 し た。
。 気象庁長官 よ り あ い さ つがあ っ た。
議 事
1 . 地磁気全磁 力変化につい て (震研 行武〉

御前崎地方お よ び 日 本全国の地磁気全磁 力 の 1971
�1973年間の変化につい て報告が あ っ た。

2 北海道地方の地震活動
収) サ ハ リ ン ー宗谷地方 の地震活動 (北大 森谷〉

地震活動， 地殻活動か ら宗谷地方にはかな り の
地震エ ネ ル ギ ー が蓄積 さ れ て い る と 思われ る 。

(ロ) 翁11路沖 の 地磁気全磁力異常 (水路部 大島〉
1973年根室半島沖地震震源域の地磁気全磁力異

常の 調査結果が報告 さ れた。
村 1973年根室半島沖地震震源域周辺 の 大地震余震

分布お よ び地震波速度比変化
(気象庁 関谷委員〉

1952年十勝沖地震， 1968年十勝沖地震， 1973年
根室半島沖地震の余震分布， お よ び1973年根室半
島沖地震前後の地震波速度比の 変化が 報 告 さ れ
Tこ。

3 関東地方の地殻変動
い) 関東南部辺長変化 (地理院 藤 田 委員〉

1970年�1973年間 の辺長測量の結果に よ れば関
東南部に お い て は ジ オ ジ メ ー タ ー の観測精度を超
え る 地殻変動は起 き て い な い。

(ロ) 東京三辺測量 (地理院 藤 田委員〉
前回報告 の あ っ た東京三辺測量の結果の 一部が

発表 さ れた 。
4 .  東海地方の地震活動 と 地殻変動

μ) 東海地方の微小地震活動 (震研 笠原順〉
陵上お よ び海底地震計に よ る 微小地震観測に よ

れば， 相模湾に く らべ て駿河湾 の地震活動が活発
であ る 。

(司 八丈島 に お け る 地磁気変化異常
(水路部 大島)

上部 マ ン ト ノレ に部分溶融を考え る と 地磁気変化
異常の説明 が で き る 。

付 遠州灘周 辺 の地震波速度比変化
(気象庁 関谷委員〉

1962 年以降の各気象官署 の 地震記録を 読 み 直
し ， 地震波速度比の変化を調べたが， 明 ら か な 異
常はみ ら れ な い 。

同 東海地方の地震活動 と 地殻変動
(名大 宇津委員〉

犬 山 ， 三河地殻変動観測所におけ る 地殻変動連
続観測結果， 三河地震前後の東海地方の検潮記録
の 解析結果， お よ び， 南海 ト ラ フ 沿いに起 き る 巨
大地震前後の 西 日 本の地震活動 の統計的調査が報
告 さ れた。

(ホ) 伊豆地方の 上下変動 (地理院 藤 田委員〉
最近 5 年間 の 水準測量結果に よ れ ば， 伊豆半島

は大 き な上下変動を し て い な い。
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付 東海地方一次基準点測量に よ る 辺長変化
〈地理院 藤 田委員〕

精密測地網一次基準点測量結果 と 関東地震後の
測量結果 と の比較に よ る 辺長変化が報告 さ れた。

( 時 東海地方一等三角測量に よ る 辺長お よ び角度変
化 (地理院 藤 田委員〉

一等三角測量網に よ る 駿河湾周辺 の地殻変動が
報告 さ れた。

5 . 全 国
付) 全園地震活動状況 〈気象庁 関谷委員〉

今年にな っ て起 き た主な地震の活動状況が報告
さ れた 。

(ロ) 菱型基線測量結果 (地理院 藤 田委員〉
水沢， 長野， 三方 ケ 原 ， 鳥取， 宮崎の 各菱型基

線場におけ る 地殻変動が報告 さ れた。
6. 昭和49年度地震予知関連事業計画

文部省 に よ る 総括説明 の あ と ， 各機関 の 事業計画
が説明 さ れた。

7. 観測強化地域指定
連絡会は東海地方を観測強化地域に指定す る か ど

う か議論 し た結果， 次 の よ う な見解をだ し た。
遠州灘では大地震が過去1096年， 1498年， 1707 

年， 1854年に発生 し て い る が， 最近 120 年聞は発
生 し て お らず， 地震活動の き わ め て不活発な 区域
の存在が 明 らかにな っ て い る 。 地震波速度比 CVp
/Vs) はい ま の と こ ろ 特に異常 と は い え な い が，
明治以来， 駿河湾沿いが涜下， 内陸側が隆起 と い
う 傾向 の 上下変動， お よ びお おむね東西方向圧縮

傾 向 の 水平変動が継続 し て い る よ う にみえ る 。
水平変動は最近加速 さ れた と い う 報告 も あ る 。
同地域の重要性にか んがみ以上の よ う な 諸現象

を さ ら に詳細に調査 し ， 総合的に検討す る ため ，
東海地方を観測強化地域に指定す る 。

1974年 2 月 28 日

第24団地震予知連絡会

8. そ の 他
μ) 日 本 ， 朝鮮 の有感地震 (震研 宇佐美委員〉

歴史時代 の 日 本， 朝鮮におけ る 有感地震の頻度
分布の調査結果が報告 さ れた。

(ロ) 東北地方の 微小地震活動 (東北大 高木委員〉
1967年�1972年の 5 年間 の 東北地方の微小地震

の 震源分布が発表 さ れた。
付 東海道， 南海道地方の大地震の 震度分布

(萩原会長〉
1361年以降に南海 ト ラ フ 沿い に起 き た大地震の

震度分布の調査結果が報告 さ れた。
科 連絡会終了後荻原会長 よ り 報道関係者に対 し て

レ ク チ ュ ア ー が行われた。

第25 田 地震予知連絡会

議事録

日 時 昭和49年 6 月 20 臼 〈木) 10時�17時
場 所 建設省共済会館会議室
出 席 者 横山， 鈴木〈次) ， 高木， 浅 田 . 字佐美， 笠原，

茂木， 檀原， 宇津， 一戸， 三木， 岸本， 高橋.
須J [ [ ， 磁見 (代理) ， 末広 ， 関谷， 諏訪，
柳原， 正務， 杉浦(代理) ， 萩原， 鈴木(弘) ，
村 岡 ， 林， 原 因 (代理〉 以上委員
大山 〈文部省) ， 吉 田 ( 中央防災会議) ， 田 中
(建設省) ， 沢 田 (科学技術庁) ， 村井 (震研) ，
中村 (震研) ， 松 田 〈震研) ， 津村 (震研) ，
笠原 (}I原) (震研) ， 石橋 (東大) ， 三雲 (京
大) ， 井上 (地理院〉

。 前回議事録を確認 した。
。 国土地理院長 よ り あ い さ つが あ っ た。
。 新委員 の 紹介が あ っ た。
議 事
1 .  1974年伊豆半島沖地震

付) 1974年伊豆半島沖地震につい て
(気象庁 関谷委員〉

震度分布， 主震の位置， 規模， 発震機構， 余震
活動につい て気象庁の 観測結果が報告 さ れた。

fロ1) 1974年伊豆半島沖地震の余震活動
(震研 津村〉

地震研究所の 観測網に よ る 余震活動 の調査結果
が報告 さ れた 。 北西一南東方 向 の帯状分布お よ び
天城峠付近の余震分布が顕著であ る o

付 1974年伊豆半島沖地震の 余震活動
(震研 笠原j頃〉

御前崎， :凪 新島に置いた臨時観測点に よ る 余
震活動が報告 さ れた。 新島付近に も 余震活動が あ
る 。

判 1974年伊豆半島沖地震超高感度余震観測概報
(東大理 石橋〉

伊立半島南部に設置 し た 3 点 の 超高感度臨時観
測点に よ る 極微小地震観測の 一部が報告 さ れた。
帯状の余震分布， 深 さ 3 km�lO km であ る の が
特徴的 であ る 。

制 1974年伊豆半島沖地震余震観測
(京大防災研 岸本委員〉

地震直後の 5 月 11 日 か ら始めた静岡市での 臨時
観測に よ る 振幅分布 s-p 分布の報告が あ っ た。

付 1974年伊豆半島沖地震余震観測
(京大阿武山 三木委員〉

静岡県河津町におけ る 臨時観測の結果 の 一部が
報告 さ れた。 観測点に非常に近い所に地震群が あ
る 。

( 時 1974年伊豆半島沖地震余震臨時観測
(名 大 宇津委員〉
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名 古屋大学の 臨時観測iお よ び 各機関 の観測状
況， 今後の計画につい て報告が あ っ た。

例 地殻歪か ら見た伊豆半島沖地震
(震研 笠原委員〉

油蚕， 鋸山， 弥彦， 富士川地殻変動観測所にお
け る 今 回 の地震に よ る 地殻歪の観測結果が報告 さ
れた。

(リ ) 館山地殻活動観測場お よ び伊東験潮場におけ る
地殻変動 ( 国土地理院 林委員〉

館山地殻活動観測場， 伊東験潮場の 観測記録に
よ る 今 回 の地震 の 地殻変動に つ い て 報告があ っ
た。 こ れに関連 し て気象庁お よ び水路部か ら検潮
記録の 報告が あ っ た。

同 伊豆半島沖地震に伴 う 油査 の 電気抵抗変化
(震研 津村〉

前駆的 と み ら れ る 変化は顕著ではな いが， 約 3
時間前 ご ろ か ら零線の変化が大 き い よ う に み え
る 。

判 伊豆半島沖地震で生 じた断層 と 被害
(地質調査所 垣見〉

今 回 の地震に よ る 断層被害につい て の調査報告
お よ び地震断層 の 余効変動に つ い て 報告があ っ
Tこ。

(ヲ) 1974年 5 月 南伊豆地震の 地震断層
〔震研 村井〉

石廊崎地震断層につい て の 詳細な調査報告があ
っ た。

右横ずれ最大 45cm， たてずれ最大 25cm (南側
隆起) ， 長 さ 5 . 5km で、既荏の 断層が動いた も の と
考 え ら れ る 。 こ の 断層 は地形か ら み て過去に も 動
い た形跡が あ り 活断層 と 思、われ る 。

(ワ) 1974年伊立半島沖地震の 断層 モ テツレ
(京大防災研 三雲〉

強震計の記録波形か ら推定 さ れた断層 モ デルが
報告 さ れた。

(カ) 伊豆半島沖地震復旧測量計画
(国土地理院 林委員〕

今 回 の 地震に よ る 地殻変動調査をす る ため の 測
量計画が報告 さ れた。

伊) 1974年伊豆半島沖地震の通信調査に基 く 震度分
布 (震研 津村〉

地震研究所が行 っ た震度 の 通信調査の 結果が紹
介 さ れた。

2 .  関東地方の地震活動 と 地殻変動
付) 三原 山 の 噴火 と 大地震 と の 関係

(震研 中村， 地質調査所 垣見〉
三原 山噴火 と 関東地方の 大地震 と の相関関係に

つ い て の 中村説， 木村説が紹介 さ れた後， こ れ ら
の説につ い て討論が な さ れた。 こ れに関連 し て気
象庁か ら も 資料が 出 さ れた。

(ロ) 南関東の微小地震活動 (震研 津村〉
1974年 4 月 の 房総半島南岸付近地震お よ び 5 月

の 房総半島南東沖群発地震に つ い て 報告があ っ

ナこ。
付 大島におけ る 地磁気， 重力 の変化

( 国土地理院 鈴木委員〉
大島 におけ る 地磁気， 全磁力 の過去 1 年間 の 変

化， 重力 の 10年間 の変化が報告 さ れた。
仲 房総半島沖の地震活動 〔震研 笠原〕

海底地震観測に よ る 房総半島沖の 地震活動の 調
査結果が報告 さ れた。

体) 伊豆半島北部 の 水平変動お よ び上下変動
(国土地理院 鈴木委員〉

一次基準点測量に よ る 伊豆半島北部の地殻歪の
調査結果が報告さ れた。 熱海付近に大 き な歪がみ
ら れ る 。

上下変動 も 小 田原か ら熱海にかけ て 隆起がつづ
い て い る 。

付 伊豆半島北部の地震活動 (気象庁 関谷委員〉
伊豆半島北部の 最近 の地震活動お よ び地震波速

度比の変化につい て報告が あ っ た。
( ト) 東京三辺測量 〔国土地理院 鈴木委員〉

東京三辺測量の ひずみ解析 の 結果の報告が あ っ
た。

(チ) 岩沼ー水戸一松戸間お よ び土浦一銚子一勝浦間
の 上下変動 (国土地理院 林委員〉

上記区間につ い て の 水準測量の 結果が報告 さ れ
7こ 。

(リ ) 岩槻地殻活動観測施設におけ る 地震観測
(防災 セ ン タ ー 高橋委員〉

岩槻で、観測 さ れた微小地震につ い て の報告が あ
っ た。

3. 東海地方の地殻変動
付) 東海地方の 水平変動 ( 国土地理院 鈴木委員〉

相模湾周辺 の 一等三角測量に よ る 水平歪の調査
結果が報告 さ れたが同地域に特に大 き な水平歪は
な い と お も われ る 。

(ロ) 地殻変動集中観測網測量結果 (第 1 回〉
( 国土地理院 鈴木委員〕

御前崎地方の地殻変動観測を 目 的 と し た新 し い
観測網 の 第 l 回 目 の 測量結果が報告 さ れ た。 な
お 5 月 9 日 の伊豆半島沖地震をは さ ん で測量が
行われたが， 地震に と も な う 地殻変動は観測 さ れ
な か っ た。

4. そ の 他
付) 赤金にお け る 地殻変動

〔緯度観測所 須川委員〕
赤金におけ る V M振子の 記録 と 地震の対応につ

い て の報告があ っ た。
(司 い わ き一若松一高崎 間 の 上下変動

( 国土地理院 林委員〉
い わ き 市一会津若松市一高崎市間 の 水準測量結

果が報告 さ れた。
付 近畿地方北部の 微小地震活動

(京大防災研 岸本委員〉
鳥取微小地震観測所の 観測結果に よ る 1973年の
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微小地震の 震央分布が報告 さ れた。
同 連絡会終了後萩原会長 よ り 報道関係者に対 し て

レ ク チ ャ ー が行われた。

会絡連牟九円予震地回

録

mm

事

第

議

日 時 昭和49年 9 月 26 日 (木) 13時30分�17時
場 所 気象庁会議室 ( 3 階〕
出席者 横山， 鈴木(次) ， 高木， 浅 田 ， 宇佐美， 坪川

〔代理) ， 笠原， 茂木， 檀原， 宇津， 一戸，
三木， 岸本(代理) ， 高橋(代理) ， 須川 p 議見
(代理) ， 末広， 関谷， 諏訪， 柳原， 正務，
杉浦(代理) ， 荻原， 村 岡 ， 鈴木p 林， 原 田
以上各委員
大 山 (文部省) ， 吉野， 吉原 (中央防災会議) ，
馬籍 (建設省) ， 沢 田 〔科学技術庁) ， 津村〔震
研) ， 青木 〔名 大) ， 三雲 〔京大〉 s 有住 〔気
象庁) ， 清水 〔気象庁〉

。 前回議事録を確認 し た。
。 気象庁観測部長 よ り あ い さ つがあ っ た。
議 事
1 中国におけ る 地震予知の 現況

(東大 浅 田委員〉
中 国 の 地震予知に つい て 視察 した模様が紹介さ

れた。
2 . 北海道， 東北地方 の地震活動 と 地殻変動

付) 北海道東南部の地殻変動
( 国土地理院 林委員〕

1973年根室半島沖地震後 1 年間 の 地殻上下お よ
び水平変動につい て 報告 さ れた。

(ロ) 岩手県北部の 地震 〔気象庁 関谷委員〉
9 月 4 日 岩手県北部に起 っ た地震につい て報告

が あ っ た。
3. 関東地方の 地震活動 と 地殻変動

付) 茨城県南西部の地震 (気象庁 関谷委員〕
8 月 4 日 の茨城県南西部の地震につ い て報告が

あ っ た。
(ロ) 茨城県南西部の地震 (震研 津村〉

堂平観視u網に よ る 8 月 4 日 の 地震の主震， 余震
の 観測結果が報告 さ れた。

付 茨城県南西部の 地震 〔防災セ ン タ ー 浜 田〉
岩槻深層観測井に よ る 8 月 4 日 の地震の報告が

あ っ た。
炉) 房総南東沖 の地震活動 (気象庁 関谷委員〉

最近の 房総沖の地震活動 と 地震波速度比 の 変化
につ い て 観測結果が報告 さ れた。

制 関東南部 の地震活動 〔震研 津村〉
地震研究所の 観測網に よ る 最近 の 関東南部の 地

震活動につ い て調査結果が報告 さ れた。
ト) 関東南部の地殻上下変動

〔国土地理院 林委員〉

三浦半島お よ び房総半島におけ る 水準測量の 結
果が報告 さ れた。

( ト) 館山におけ る 地殻変動連続観測 ( 1 )
〈 国土地理院 多 田 〉

館 山地殻活動観測場の 伸縮計の解析結果に よ れ
ば， 房総南端では 2�3 X 10-7/年 の 割 合 で南北に
絡ん でトい る 。

4. 1974年伊豆半島 沖地震
μ) 伊豆半島沖地震の余震 と 伊豆半島北部の 地震活

動 (気象庁 関谷委員〉
気象庁観測網に よ る 1974年伊豆半島沖地震余震

活動お よ び伊豆半島北部におけ る 地震活動が報告
さ れた。

(ロ) 1974年伊豆半島沖地震余震の合同観測
(名 大 青木〉

臨時観測班に よ る 余震の震央分布が示 さ れた。
ま た主震の震央 の 位置が推定 さ れた 。

付 石廊崎断層 の 地震後の 運動 〔地質調 垣見〉
断層 は地震時 と 同 じ右ずれ の変動を し て い る

が ， 垂直方向 には有意な変化は な い 。
的 1974年伊豆半島 沖地震余震活動 (震研 津村〉

6 月 1 日 か ら 7 月 20 日 ま での余震分布図が示 さ
れた。

件) 伊豆半島沖地震に伴 な う 地殻上下変動
(震研 萩原〉

伊豆半島南端で実施 し た水準測量 の結果に よ れ
ば同地域は隆起 し て い る 。

ト) 伊豆半 島 の 上下変動 (国土地理院 林委員〕
伊豆半島南部 のー ・ 二等水準路線 の 改測結果が

報告 さ れた。 伊豆半島の南西側が洗降， 南東側が
隆起 し ， そ の差は約 10km の 閲 で 14cm に達 し て
し 、 る 。

5 .  日 本周辺 の地震の放出 エ ネ ル ギ ー
〈気象庁 関谷委員〉

1926年�1973年間に 日 本付近 で発生 し た地震の放
出 エ ネ ル ギ ー の 分布図が示 さ れた。

6. 中部地方の地震活動 と 地殻変動
付) 伊勢湾周辺 の地震活動 (気象庁 関谷委員〉

伊勢湾周辺 の歴史的被害地震の 分布， 最近 の地
震活動， 地震波速度比変化に つ い て 報告があ っ
た。

わ) 1971年12月 中旬四 日 市付近で起 っ た地殻変動
(名 大 青木〉

四 日 市港の検潮記録を詳細に調査 し た が ， 1971 
年12月 中旬に四 日 市付近が約 10cm 洗下 し た と 思、
われ る 。

村 伊勢湾北部の上下変動
(国土地理院 原 因 委員〉

伊勢湾北部 の水準測量 か ら 同湾北西岸 で約 10
cm の沈下が1971年11月 か ら 1972年11 月 の 間 に起
き た こ と が判 明 し た。

7. 北陸， 近畿地方の地震活動 と 地殻変動
付) 北陸地方 の地震活動につ い て (防災研 尾池〉
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北陸微小地震観測網に よ る 2 年 間 の 徴小地震の
震央分布が示 さ れた。

(司 近畿北部 の 微小地震活動 (防災研 尾池〉
鳥取徴小地震観測網に よ る 観測結果の ま と め ，

お よ び今後の解析方法につい て報告が あ っ た。
付 8 月 16 日 の琵琶湖地震につい て

(気象庁 関谷委員〉
8 月 16 日 に彦根付近 で起 き た M4. 8 の 地震 と 琵

琶湖付近の 地震活動に関す る 報告があ っ た。
ぃ� 新潟地方 の地殻上下変動

( 国土地理院 林委員〉
新潟地方 の 水準測量お よ び検潮記録に よ る 地殻

上下変動が報告 さ れた。
8 .  九州地方の地殻変動
収) 九州北部 G D P 高精度 ト ラ パ ー ス 測量結果

(国土地理院 林委員〉
九州北部を東西に横断す る G D P ト ラ パ ー ス 測

量 の 結果が報告 さ れた。
9 . そ の 他

(イ) 50年度予算要求額調査 〔文部省 大山〉
50年度地震予知関係概算要求につ い て調査報告

が あ っ た。
(ロ) 連絡会終了 後荻原会長 よ り 報道関係者に対 し て

レ ク チ ャ ー が行われた。

第27 回 地震予知連絡会

議事録

日 時 昭和49年12月 5 日 (木) 13時�17時
場 所 東京大学地震研究所会議室
出 席 者 横 山 ， 鈴木(次) ， 高木， 浅 田 ， 宇佐美， 坪川 ，

笠原 ， 茂木， 中村， 榎原， 字津， 一戸， 三木，
岸本， 高橋， 須J [ I ， 垣見(代理) ， 陶 山， 末広，
関谷， 諏訪， 柳原， 正務， 杉浦(代理) ， 荻原，
鈴木(弘) ， 林， 原 田 以上各委員
吉原 〔中央防災会議) ， 馬寵， 後藤 (建設省) ，
渡辺 p 沢 田 〔科学技術庁) ， 森村 (消防庁) ，
本谷 (北大) ， 荻原 ， 津村 (東大) ， 井上，
藤 田 (地理院〉

。 前回議事録を確認 し た。
。 地震研究所所長 よ り あ い さ つが あ っ た。
。 新委員 の紹介が あ っ た。
。 地震予知研究推進連絡会議について科学技術庁 よ り

説 明 が あ っ た。
。 ソ 連におけ る 地震予知研究に関す る 文献の マ イ ク ロ

フ ィ ル ム コ ピ ー が配布 さ れた 。
議 事
l .  北海道 の地震活動 と 地殻変動

付) 最近 の北海道周辺の地震活動 (北大 本谷〉
従来地震活動 の なか っ た網走北方沖 の オ ホ ー ツ

ク 海沿岸に発生 し た地震， 札幌付近， 苫小牧付近
の 地震活動につ い て報告 さ れた。
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(ロ) 北海道え り も 岬付近 の地殻上下変動
(地理院 藤井〕

過去 5 カ 年間 の え り も 岬付近の地殻上下変動に
つい て報告が あ っ た。

付 日 高沿岸海域の海底地形 (水路部 杉浦委員〕
苫小牧沖の海底地形図が示 さ れた。

2. 東北地方 の地震活動 と 地殻変動
付) 東北地方の 微小地震 (東北大 高木委員〉

1973年 1 月 � 6 月 の 半年間 の微小地震観測に よ
る と 新 ら し く 鳴子， 鬼首付近に地震活動がみ ら れ
る 。

(司 能代市一酒 田市 聞 の 上下変動 〈地理院 藤井〉
鳥海山付近に特に変 っ た変動はみ ら れ な い 。

付 郡 山市一宇都宮市 間 の 上下変動
(地理院 藤井〉

郡 山一宇都宮 聞 の 水準測量結果が報告 さ れた 。
い) 安 田 町一会津若松市間 の 上下変動

(地理院 藤井〉
会津坂下町付近に変動がみ ら れ る が ， 最近は あ

ま り 変動 し て い な い 。
3 .  関東地方の地震活動 と 地殻変動

μ) 今市市 水戸市 間 の 上下変動 (地理院 藤井〉
今市地震に よ る 変動以外大 き な上下変動は み ら

れ な い。
(ロ) 房総半島の地殻水平変動 〔地理院 原 田委員〉

関東大地震に よ る 水平歪 と 房総半島南部におけ
る 精密測地網測量の 結果に よ る 水平歪が報告 さ れ
た。 嶺 岡 を通 る 帯状 の 歪 の 大 き な地帯 が 杏 在 す
る 。

村 川 崎付近 の地殻上下変動 (地理院 原 田委員〕
国道15号線沿い の 多摩川下流域に年間 1 c m  Iこ

達す る 異常変動がみ ら れ る 。
判 東京一横浜 藤沢間 の 上下変動

(静大 橿原委員〕
川 崎市付近の地盤隆起につい て報告が あ っ た。

刷 川 崎付近 の地質 と 地質構造 (地質調 垣見〉
川 崎市付近 の地質断面 図 s 基盤深度 図， 断層分

布図が報告 さ れた 。
(へ) 東京付近 の地震活動 (気象庁 関谷委員〕

多摩川下流域の地震活動に つ い て 報告があ っ
た。 こ の地域に異常な地震活動は現在の と こ ろ み
ら れ な い 。

( ト) 最近 の 関東地方 の地震活動 (震研 津村)
1974年 6 月 �10月 の 関東地方 の微小地震活動に

つ い て報告 さ れた。 茨城県南西部で地震活動が活
発であ っ たが ， 川 崎市付近には微小地震活動はみ
ら れ な い 。

(チ) 筑波地震観測所に おけ る 地震回数の変化 ( II )
(震研 笠原委員〉

筑波観測所におけ る 地震回数の変化， s-P 時間
分布が示 さ れた。

(リ ) 油牽3 鋸山 におけ る 地殻変動観測 ( そ の 5 )
(震研 笠原委員〉



1973年秋以降 の観測結果の概略が報告 さ れた。
特に大 き な変動はな い。

4. 中部地方の地震活動 と 地殻変動
い) 伊豆半島沖地震余震活動 〔震研 津村〉

下賀茂観測点にお け る 余震の 日 別頻度分布が示
さ れた。 余震は順調に減少 し て い る 。

わ) 伊豆半島沖地震に伴な う 地殻上下変動
(地理院 林委員〉

前回報告 の あ っ た水準測量に よ る 上下変動 と ，
そ の後の測量結果が合わせ て報告さ れた。 南伊豆
町付近で 6 cm 隆起， 松崎町付近で 4 cm 洗降 し
た。 天城山付近には大 き な変動はみ ら れ な い 。

村 伊豆半島沖地震に伴な う 重力 の 潮汐定数変化観
測 〔震研 萩原〉

白浜におけ る 潮汐定数変化 と 三原 山 の微動 の 最
大振幅， 南伊豆におけ る 平均海水面変化 と の 関係
が報告 さ れた。

村 伊豆半島沖地震 と 三原 山 の活動につい て
(震研 中村委員〉

三原 山におけ る 徴動の 日 別最大振幅 と 伊豆半島
沖地震 と の 関係につい て報告が あ っ た。

(村 富 山市一高山市聞 の 上下変動 (地理院 藤井〉
跡津川 断層 を横切 る 水準路線の測量結果が報告

さ れた。
5 中 国 ・ 四国地方の地震活動

μ) 伊予灘， 安芸灘周辺の地震活動
〔気象庁 関谷委員〕

豊後水道北部， 瀬戸内海西部 の地震活動につい
て報告が あ っ た。

6. 連絡会終了後荻原会長 よ り 報道関係者に対 し て レ
ク チ ャ ー が行われた。

第28 団 地震予知連絡会

議事録

日 時 昭和50年 2 月 27 日 (木) 13時�17時
場 所 建設共済会館
出 席 者 横山， 鈴木(次) ， 高木， 浅 田 ， 宇佐美， 笠原，

茂木， 中村， 宇津， ー芦， 岸本， 檀原， 高橋，
須川 ， 垣見 (代理) ， 向 山 ， 末広， 関谷， 柳原，
正務， 大島 (代理) ， 萩原， 鈴木(弘) ， 村岡 ，
林， 原 田 以上委員
大山 〈文部省) ， 渡辺 ， 鶴見 〔科学技術庁) ，
吉野 (国土庁) ， 馬寵， 田 口 ， 後藤 〔建設省入
津村s 村井p 萩原 (幸) ， 脇 田 (東大) ， 三雲
(京大) ， 井上， 藤田 (地理院〉

。 前回議事録を確認 し た。
昨年12月 初 日 に多摩川下流域の地盤隆起運動につ

い て ， 新聞記者に見解を公表 し ， 翌 日 別添通報を地
震予知研究推進連絡会議議長に提出 した件に関 し 了
解を求めた。

議 事

1 .  北海道地方の地震活動 と 地殻変動
1) 北海道地方の 地震活動 (気象庁 関谷委員〕

北海道南方海域の 巨大地震の余震域 の 空 白 域は
1973 年の根室半島地震で一応埋 っ た沖。 内 陸 で
は ， 浅 い地震は雌阿寒か ら弟子屈 にかけ て ， やや
深い地震は 日 高 山脈南部に多い 。

2 . 東北地方の地震活動 と 地殻変動
(気象庁 関谷委員 ， 地理院 藤井〉

1968年の十勝沖地震 の余震は現在 も 顕著であ る 。
会津若松市一東根市間の水準測量結果では山形市一
天童市間 の地盤治下を の ぞ き ， 最近 7 年間特に 目 立
っ た変動はな い 。

3 .  関東地方の地震活動 と 地殻変動
1) 房総付近 の最近 の 地震活動

(防災セ ン タ ー 高橋委員〉
首都圏の 高感度地震観測点 と 川 崎で の 臨時観測

点に よ っ て決定 さ れた最近10 日 間 の 関東地方 の 地
震 の震源が示 さ れた。

2) 関東， 中部地方の地震活動
(気象庁 関谷委員〉

房総南東沖は最近地震が発生し は じ めた と はい
え ， 一定の空 白 域が残 っ て い る 。 ま た遠州灘に も
地震活動の空白域があ る 。 多摩川下流域に捕捉さ
れ る 地震はなか っ た。 ま た伊豆諸島 と 南方海域 の
地震活動 も 報告 さ れた。

3) 関東地方の電気伝導度変化
(気象庁 柳原委員〉

柿岡におけ る 最近15年間 の 電気伝導度 の 変化は
柿岡 での有感地震数の変化 と 関係が あ る よ う にみ
え る 。

4) 鹿野山菱形基線測量結果 (地理院 原 田委員〉
1967年以来 7 田 の実施結果か ら は ， 特に 目 立 っ

た変動は見 ら れ な い 。
5) 多摩川下流域 の地殻上下変動

(地理院 原 因委員〉
最新の水準測量結果に よ れば多摩川下流域 の 隆

起現象は ま だ継続 し て い る 。 特に国鉄南武線ぞ い
では よ り 広範囲に隆起が加速 さ れ て い る 。 な お地
盤洗下観測井 の 結果を考慮に入れ る と ， こ の 隆起
は いわゆ る 深層部に起因す る こ と がわか っ た。 ) I l
崎 ・ 横浜 と 油萱験潮場 開 の 月 平均潮位差は こ の 隆
起現象 と 矛盾 し な い 。 東京 ・ 大阪 ・ 船橋な ど の地
盤沈下地帯に お い て ， かつ て 隆起現象 の あ っ た実
例があ る 。

6) 川 崎地区におけ る 地震観測 の現状
〈防災 セ ン タ ー 高橋委員〉

川 崎市役所， 生 田 ト ン ネ ルお よ び東芝工場内井
戸を利用 した微小地震観測 の状況が報告 さ れた。

7) 大正15年 8 月 3 日 羽 田沖地震の新聞に よ る 調査
(東大震研 宇佐美委員〉

震度分布を調査 し た結果， 震度 V の 地域が関東
平野西北部 ま で細長 く の び て い る 。

8) 房総半島南部 の活断層 〔東大震研 村井〉
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関東南部構造運動 と の 関連で房総半島南部の活
断層につ い て説 明 が あ っ た。

'9) 川 崎 ・ 横浜地域におけ る 重力異常 の 変化
(東大震研 萩原〉

過去 7 年 間 の 重力変化は土地 の上下変動だけ で
は説明 で き な い の で， 地下での物質移動を考え る
必要が あ る 。

10) 川 崎にお け る ラ ド ン お よ び地下水等の測定
(東大理学部 脇 田 〉

川 崎お よ び周辺 での各種井戸 の地下水位は最近
急激に上昇 し て き て い る 。 こ の 急激な上昇量を コ
ン タ ー で現わす と 中 心が最大隆起部 と 一致す る 同
心 円 と な る 。 ま た こ の 2 カ 月 聞に ラ ド ン 濃度 に有
意 な変化はみ と め ら れ な い。

11) 関東地方 の最近 の微小地震活動
(東大震研 津村〉

1974年10月 か ら各月 毎 の 関東地方にお け る 微小
地震 の 分布が報告 さ れた。
勢多摩川下流域の 地盤隆起に関 し て討論 の 結果，

別紙の統一見解が ま と め られた。
4. 中 部地方の地震活動 と 地殻変動

1) 東海神 の爆破地震につい て
(東大理学部 浅 田委員〉

駿河湾海底下の VpjVs 変化を検出 す る た め の
第 1 回爆破実施につ い て の報告が あ っ た。

2) 中部地方の微小地震につ い て
〈名 大理学部 宇津委員〉

1974年 6 月 �10月 中に依然 と し て遠州灘 の 空 白
域に地震は起 っ て い な い。

:3) 佐渡 ・ 弥彦地方 の地殻変動
〈東大震研 笠原委員〉

傾斜連続観測お よ び水準測量結果に よ れば， 弥
彦地方に最近 目 立 っ た変動は な い。 ま た臨時地震
観測に よ れば ， 弥彦山地の き ま っ た領域内 に地震
が起 き て い る こ と がわか っ た。

4) 伊豆半島南 部 の 上下変動 (静岡大 橿原委員〉
伊豆半島 沖地震前に特に 目 立 つ た変動はなか っ

た。 し か し伊豆半島南部全体 の 西北下 り の傾動の
速 さ は地震前に加速 さ れて い た よ う であ る 。

'5. 近畿 ・ 中 国 ・ 四国地方の地震活動
(京大防災研 三雲， 気象庁 関谷委員〉

1854年の 伊賀 の 地震 と ほ ぼ 同 じ場所に， 昨年M =
3. 3 の完全な横ずれ の 地震が起 っ た。

最近に お け る 多 摩川 下流地域の地盤隆起現象
に つ い て

昨 日 ， 地震予知連絡会 は ， 川 崎市お よ びそ の周辺 の
地盤隆起に つ い て の見解を公表いた し ま し た。 国土地
理院は ， 東京一藤沢聞 の 水準測量を毎年行 っ て お り ま
す が ， こ れに よ る と ， 1971年以来川 崎市を中心 と し て
半径数 キ ロ の地域が， 大 き い所で年間 1 セ ン チ程度隆
起 しつつあ る こ と が認 め ら れ ま す。

し か し ， 地盤隆起の顕著な地域が ， かつ て地下水汲

み上げに よ る 地盤洗下 の 著 し か っ た地域 と 概ね一致す
る こ と か ら考え て ， 地盤洗下現象 と の 関連にお い て 生
じた も の でな い か と い う 疑い が持たれ ま す。

微小地震 の発生な ど他の地震前兆 と 思 わ れ る 現象
は ， 現在何 も 観測 さ れて お り ま せ ん。 な お ， 地盤の 隆
起が地震発生に結びつか な か っ た事例 も あ り ， 今 回地
盤隆起が測定 さ れた と い う こ と だけか ら ， こ れが直 ち
に地震の起 る こ と に結びつ く と 考え る こ と は で き ま せ
ん 。

し か し ， J I l 崎地域が社会的に極め て重要な地域で あ
る こ と か ら ， 万が一を考慮 し ， 今 回 の現象の実態をつ
か むた め に ， 関係各機関が協力 し て各種の観測を集約
的に行 う こ と が必要であ る と 考え ま す。

こ の調査の た め に は ， 川 崎市をは じ め と し て広 く 東
京都， 神奈川県 の 地方公共団体， 企業に協力 を願 う こ
と が必要であ り ま すが， そ の ためには， 今 回 の地盤隆
起 の件につ い て予 め 当 連絡会 の見解を公表 し て お く こ
と が， か え っ て根 も な い流言が流さ れ人心を不安に導
か な い方法であ ろ う と 考えた次第であ り ま す。

今後， 各種の研究， 観測が進み必要な資料が入手 で
き ま す と ， 社会に対し よ り 正確な判断を伝え る こ と が
で き る も の と 思い ま す。

ま た ， 仮に今 回 の 隆起が地震に結びつ く も の と し て
も ， 隆起 の 生 じ た範囲か ら考え て ， 決 し て大地震 では
な く ， マ グ ニ チ ュ ー ド と し て 5 な い し 6 であ り ， 中心
お よ びそ の周辺 で震度 5 (強震〉 にな る 程度 と 思われ
ま す。

昭和49年12月 27 日
地震予知連絡会会長

荻 原 尊 礼
地震予知研究推進連絡会議議長

武 安 義 光 殿

第29 団 地震予知連絡会

議事録

日 時 昭和50年 5 月 6 日 (火) 13時30分�17時45分
場 所 建設共済会館
出 席者 阿部， 鈴木(次) ， 高木， 浅 田， 宇佐美， 坪川 ，

笠原， 茂木， 中村， 檀原 ， 宇津， 一戸， 三木，
岸本， 高橋， 須川 ， 垣見 〈代理) ， 陶山， 末広，
関谷， 諏訪， 柳原， 杉浦， 萩原， 村 岡 ，
鈴木(弘) ， 原 田 ， 田島 以上委員
吉原 (国土庁) ， 渡辺， 沢 田 (科学技術庁) ，
井上， 馬鐘 (建設省) ， 村井， 津村， 脇 田
(東大) ， 浜 田 (防災セ ン タ -) ， 鈴木(気象庁) ，
衣笠(地質調査所) ， 井上， 佐藤， 藤 田 ， 瀬戸
(地理院〉

。 委員 の互選に よ り 萩原尊礼が 引 き 続 き 会長 と し て選
出 さ れた。

。 前回議事録を一部訂正後， 確認 した。
議 事
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L 北海道， 東北地方の地震活動 ， 地殻変動につい て
。 阿部委員 (北大， 理〉

浦河で、の 地震観測に よ れば， 1968年 の十勝沖地
震 の 余震活動は衰え， 通常状態にかえ り つ つ あ
る 。

。 田 島委員 (地理院〉
秋 田一釜石間の水準測量の結果に よ れば， 釜石

は1933年の三陸地震以後 3�4mm!y回r の速度 で
洗降 し つづけ て い る 。 こ の傾 向 は検潮 の 結果 と も
調和 し て い る 。

。 高木委員 (東北大， 理〉
三陸地殻変動観測所に お け る 傾斜観測に よ れ

ば ， 姫神では水準測量結果 と 一致 し て い る 。 宮古
で一致 し な い の は設置場所 (半島〉 の影響か も 知
れ な い 。

2 . 多摩川下流域の地震活動， 地殻変動につ い て
。 関谷委員 (気象庁〉

1951年以来の 観測に よ れば， こ の地域で起 る 地
震はふつ う は 30km 以深で起 き て い る 。 したが っ
て現在の 隆起現象の広が り を考え る と こ れは地震
と は関係がな い と 思われ る 。

。 高橋委員 (防災セ ン タ ー 〉
こ の 3 月 23 日 に川 崎付近 で 3 つ の 地震が連発 し

た。 いずれ も 深 さ 30km で M = 3 であ っ た。
。 垣見委員代理 (地質調査所〉

最近 2 年間 ， 東横線東部において急激に上昇 し
た地下水位 と 同地域での総地下水揚水量の減少 と
の 聞には は っ き り と した相関が あ る 。

。 田 島委員 (地理院〉
最近行 っ た三辺測量に よ れば特に大 き な水平ひ

ずみ変化は観測さ れて い な い。 ひずみ の値や方向
は南関東全体の傾向か ら ははずれ な い。

。 脇 田 (東大， 理〉
最近 1 m以上の水位上昇 し た井戸は 旧多摩川河

床上に集 中 し て い る 。 ま た国道 1 号線 よ り 上流 で
は地下水 の ト リ チ ウ ム 濃度が高 く 14C 年代が若い
が ， そ れ よ り 下流では ト リ チ ウ ム 濃度が低 く ，
14C 年代が古い 。 な お ラ ド ン 濃度 に は依然 と し て
変化は認め ら れ な い。

※討論の結果別紙の統一見解が ま と め ら れた。
3. 関東地方の地震活動， 地殻変動につ い て

。 津村 (東大， 震研〉
1975年 2 月 ， 3 月 の 関東地方の微小地震活動に

つ い て報告す る 。 防災セ ン タ ー に よ っ て こ の 3 月
観測 さ れた川 崎市付近 の地震の震源 の位置は も っ
と 北側 に な る 。

。 田 島委員 (地理院〉
千葉県 の水準測量結果に よ れば， 土気を不動点

と す る と 最近半年間に市原市に 2 cm の 隆起があ
ら われ て い る 。

。 田 島委員 (地理院〉
伊東 大磯聞 の水準測量に よ れば1968年 と 1972

年間 の 測量で、現れた熱海付近に見 ら れた隆起が今

度 の 結果では見 られな く な っ て い る 。
。 関谷委員 (気象庁〉

伊豆北部， 神奈川県西部にはM= 6 � 7 の地震φ
が し ば し ば起 き て い る 。 今後は小 田原付近 の 群発
地震を監視 し て ゆ き た い。

。 田 島委員 (地理院〕
水準測量に よ れば， 伊豆半島沖地震後伊豆半島

は南東下が り の傾動を し て い る 。 ま た辺長測定に
よ れば地震時 と 同 じ 向 き の余効変動が 続 い て い
る 。

4 .  中部地方の地震活動， 地殻変動につ い て
。 関谷委員 (気象庁〉

3 月 14 日 愛知， 岐阜県境で起 き た地震につ い て
報告す る 。

。 宇津委員 (名大， 理〉
上記の地震の前後各 1 カ 月 の地震観測に よ れば

前震， 余震はみあた ら な い。 三河地殻変動観測所
で も 前兆 と し て の ス ト レ イ ン 変化は認め ら れ なか
っ た。

。 浅 田委員 〔東大 ， 理〉
東海沖 の海底地震観測結果が報告 さ れた。

。 田島委員 (地理涜〕
今 ま で沈降を続け て き た新潟平野 の 一部に最近

隆起が あ らわれて き た。 こ の 隆起域は地盤沈下地
域の外縁に あ た る 。

。 笠原委員 (東大， 震研〉
新潟県弥彦地方の地殻変動お よ び地震観測につ

い て の報告が な さ れた。
5 .  近畿p 中 国 ， 四 国地方の地震活動， 地殻変動につ

い て
o 三木委員 (京大， 理〉

琵琶湖西岸では1973年以降地震活動 の衰えが著
し い 。

。 笠原委員 (東大， 震研〉
1949年来の松山での地殻変動連続観測 の結果が

報告 さ れた。
6. 九州地方の地震活動， 地質構造につ い て

。 関谷委員 (気象庁〉
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こ の 4 月 21 日 発生 した大分県中部地震の発震機→
構 は 1 月 22�23 日 の 阿蘇北部地震 と ま っ た く 同 じ
で あ る 。 な お こ の地震は こ の地域内 では史上最大
で あ る 。

。 衣笠 〔地質調査所) ， 村井 (東大， 震研〕
上記地震に よ る 被害地域の地質学的， 地形学的

概況が報告 さ れた。 被害は断裂系に沿 っ て い る 。
方向か ら考え る と 2 方向 の 断裂系の う ち の l つが一
地中にか く れた今 回 の地震断層を反映 し て い る の
で あ ろ う 。

。 三木委員 ， 一戸委員 (京大， 理〉
上記地震の 前兆が温泉 に は あ ら われ て い な い 。

地震後変化 し た温泉 の 分布は既杏 の 断層 系 と 関係
ヵ:あ る よ う だ。

。 杉浦委員 (水路部〉



日 向灘 の 海底地形， 地質構造， 全磁力につい て
報告が な さ れた。

。 田 島委員 (地理院〉
上記地震震源に一番近い水準路線につい て 今 ま

での上下変動お よ び重力変化が報告 さ れた。 水準
につ い て は特に前兆 と い え る も の は見つか ら な い
が重力に負 の変化があ る よ う に も 見 ら れ る 。

7. そ の 他
。 関谷委員 (気象庁〉

1974年中 日 本周 辺 に発生 した浅発地震 の分布図
が示さ れた。

。 田 島委員 (地理院〉
伊豆半島沖地震前， 下 回 に お い て は Z の値が ま

わ り の 点 と 逆 の 変化を し て い た よ う だ。 現在盛岡
l 等磁気点 の Z に大 き な異常が見 ら れ る 。

第30 団 地震予知連絡会

議事録

日 時 昭和50年 8 月 7 日 (木) 13時30分�18時
場 所 気象庁
出 席 者 会長 萩原

委員 阿部， 鈴木(次) ， 高木， 宇佐美， 笠原，
緑川 ， 茂木， 中村， 檀原， 宇津， 一戸，
三木， 岸本， 高橋， 須川 ， 小野， 末広，
関谷， 柳原， 正務， 村岡 ， 鈴木 (弘) ，
田 島 ， 原 田

委員代理 垣見 (猪木代理) ， 長宗 (諏訪代
理) ， 桜井 (杉浦代理〉

オ ブ ザ ー パ 一 吉原 (国土庁) ， 渡辺 ， 沢 田
(科技庁) ， 馬鐘， 芦沢， 佐藤 (建設

省入 笠原， 鈴木 〈北大) ， 津村， 脇 田
(東大 ) ， 三雲 (京大) ， 浜 田 (防災 セ

ン タ ー ) ， 瀬戸， 藤 田 (地理院〉
事務局 佐藤， 藤井 ， 宮本， 川村， 坂 問

。 新委員 の 紹介が あ っ た。
。 前回議事録を一部訂正後， 確認 した。
議 事
1 .  北海道， 東北地方の地震活動， 地殻変動につ い て

。 阿部委員 (北大， 理〉
1971年以来 え り も 地殻変動 で得 られた観測資料

に よ る と ， 1973年 の 根室半島沖地震前 4 カ 月 程前
か ら ， 前兆変動 と 思われ る 傾斜ベ ク ト ル の変化が
あ っ た。

。 阿部委員 ， 関谷委員 〈気象庁〉
こ の 6 月 10 日 の 根室東方沖地震 の余震は， 1969 

年 の 北海道東方沖地震の余震域内 に完全に含 ま れ
る 。 ま た ， こ の地震は， 長い周期の波が卓越 し て
お り ， 地震動に比較 し て大 き な津波をお こ した。
1896年の三陸沖地震 と 似た と こ ろ があ る 。

。 田 島委員 (地理院〉
1966�1974年間の東北中央部 の水準測量に よ る

と ， 横手市を基準に し て ， 秋 田市東南部 と 新庄市
付近が隆起 し て い る の に対 し ， 宮城か ら岩手にか
け て の沿岸は沈下 し て い る 。

。 関谷委員
岩手県沖は， 相当 長い期間にわた り ， 巨大地震

の 空 白 域 と な っ て い る 。 こ こ は ， そ も そ も 巨大地
震が起 ら な い と こ ろ な のか ， それ と も 現在エ ネ ル
ギ ー が蓄積 さ れ て い る 途 中 な のか ど う かはわか ら
な い。

。 高木委員 (東北大 ， 理〉
北上地震観測所で決定 さ れ る 最近 の東北地方に

おけ る 微小地震分布につ い て報告す る 。
2 .  多摩川下流域の地震活動 ， 地殻変動につい て

。 田島委員
今年 1 月 か ら 6 月 ま でに川 崎市中心 部 で 最 大

2. 5cm の 隆起が あ っ た 。 隆 起 の コ ン タ ー は， 過
去数年間につ い て の も の と 相似であ り ， 隆起 の速
度は増加 し て い る 。 ま た ， 水平変動が最近あ る と
は い え な い 。

。 垣見委員代理 (地調〉
多摩川下流域 での地下水位は ， 依然 と し て上昇

し て い る が上昇率は鈍化 し て い る 。 扇島爆破実験
の結果は ， 現在解析中で あ る 。

。 関谷委員 ， 津村 (東大， 震研) ， 浜 田 〈防災 セ ン
タ ー 〉

多摩川下流域 の地震活動にその変化はな い 。
。 脇 田 (東大， 理〉

多摩川下流域の地下水中 の ラ ド ン 濃度に変化は
な い。 ま た ， 同地域では， 引続 き 古い水が容在 し
て い る 。 こ れは， よ り 深い と こ ろ か ら 水道 (みず
み ち〉 を還 っ て 供給 さ れ て い る の であ ろ う 。

。 茂木委員 (東大， 震研〉
地震研 と し て も 多摩川下流域 の地下水調査を は

じ め た の で， そ の う ち 結果が発表で き る であ ろ
う 。

3 .  関東地方 の地震活動 ， 地殻変動につい て
。 津村

1975年 4 月 � 6 月 の 関東地方の微小地震 の活動
に は， 特に変 っ た こ と は な い。

。 笠原委員 〈東大， 震研〉
東京一三浦半 島 聞 の水準測量結果を時関空間表

示 し た結果を報告す る 。
。 宇佐美委員 (東大， 震研〉

1974年の筑波地震観測所に おけ る 日 別地震回数
の 5 日 間移動平均値につ い て報告す る 。

。 関谷委員
東京湾北方地域にお い てM 5 以上の地震は， 最

近20年聞はそれ以前に比 し減少 し て い る よ う だ。
ま た ， 茨城県南西部 と 千葉県北部 の地震多発帯中
間部の利根川沿に空 白域があ る 。 こ の空 白 域はか
つて被害地震が し ば し ば起 っ た と こ ろ で あ る 。

4 .  中部， 近畿， 中 国 ， 九州地方の地震活動等につい
て
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。 田 島委員
東海地方 の 精密測地網一次基準点観測結果に よ

る と ， 1884�1974 年 間 の勇断ひずみ変化は 1�3
X lQ- 5 程度 であ り ， 最大圧縮の方向はだいたい北
西一南東方 向 に そ ろ っ て い る 。

。 宇津委員 (名大， 理〉
昨年 6 月 か ら 本年 2 月 ま での東海地方 の 微小地

震観測に よ れば， 遠州灘には依然 と し て地震は発
生 し て い な い 。 ま た， 多数の地震波 path を処理
す る こ と に よ り ， 岐阜県中部地震， 伊豆半島沖地
震な ど を は じめ と し て ， 地震の前に Vp が減少す
る こ と が あ る こ と を確めた。

。 岸本委員 (京大 防災研〉
1974年の 近畿地方北部 の微小地震の分布を報告

す る 。 同 じ く 1961�1974年聞の微小地震分布を コ
ン タ ー で表現 し た も の も 示す。 丹後地震， 鳥取地
震の余震が ま だ続い て い る こ と が注 目 さ れ る 。

。 関谷委員
こ の 100 年来地震活動 の 空 白 域であ っ た浜 田付

近に こ の 5 月 か ら地震が 起 り 始 め ， 6 月 5 日 M
4 . 6 が発生 し た。 こ れは前震一本震 タ イ プの地震
活動 と 思われ る 。

。 田 島委員
浜 田付近で 6 月 下旬に実施 し た水準測量結果を

報告す る 。
。 関谷委員

こ の 4 月 21 日 の大分県地震の震央最終位置お よ
び余震分布を報告す る 。

。 田 島委員
大分県中部地震に と も な う 土地上下変動お よ び

重力変化を報告す る 。
。 笠原委員

発足以来 5 年に な る 富土) 1 1 地殻変動観測所 の 観
測結果を ま と め て報告す る 。

。 一戸委員 (京大， 理〉
1964�1975年間 に琵琶湖一周 の重力測量を 5 回

行 っ た結果を報告す る 。 京大原点、を基準にすれば
全体 と し てず っ と 重力は増加 しつづけ て い る 。

。 佐藤 〔地理院〕
九州 中部地方につい て空中写真お よ び現地調査

か ら みつけ ら れた断層地形を報告す る 。
5 .  日 本被害地震地籍図

。 宇佐美委員
日 本に お い て有史以来震度 V 以上を こ う む っ た

地域お よ びそれを与えた地震の震央につい て報告
す る 。

6 . 爆破地震に よ る 地震波速度 の観測 〔第 8 回観測 ま
での結果〕
。 小野委員 (地調〉

相模湾地域につ い て今 ま での と こ ろ 変化はみ ら
れない 。

7. 四国南方大陸斜面 の海底地質構造
。 桜井委員代理 (水路部〉

測量船昭洋に よ る 海底調査 の う ち ， 地形 ・ 地質
に つ い て の結果を報告す る 。 室戸岬沖合大陸棚
周辺の海底地形は陸上 と 傾動 の 向 き が一致 し て い
る 。

8 . 四国， 中園地方におけ る G D P 精密 ト ラ パ ー ス 測
量結果
。 原 田委員 (地理院〉

こ の地域にお け る 今 ま で 3 回 の 一等三角測量 と
今 回 の結果をあわせ， 各辺長 の年度変化を報告す
る 。

9 .  全国検潮場の年平均潮位
。 佐藤

そ の後の全国年平均潮位差を今 ま での結果 と あ
わせ て提出す る c

第31 回 地震予知連絡会

議事録

日 時 昭和50年11月 20 日 (木) 13時30分�18持
場 所 東京大学構内好仁会会議室
出席者 会長 萩原

委員 阿部， 鈴木〔次) ， 高木， 宇佐美， 笠原，
坪川 ， 茂木， 松 田 ， 橿原， 宇津， 一戸，
三木， 高橋， 須) 1 1 ， 末広， 関谷， 諏訪，
柳原， 正務， 杉浦， 村 岡 ， 鈴木 (弘) ，
E 島 ， 原 田

委員代理 脇 田 〈浅 田代理) ， 尾池(岸本代理) ，
垣見 〔猪木代理) ， 中井 (小野代理〉

オ ブ ザ ー パ 一 吉野 坂元 〔国土庁) ， 大 山
(文部省) ， 渡辺， 鶴見， 沢 田 (科技庁) ，
馬謹 (建設省) ， 津村， 萩原 〔東大) ，
三雲 (京大) ， 浜 田 (防災 セ ン タ ー 〉

事務局 佐藤， 瀬戸， 藤井， 宮本， ) 1 1村， 坂 田
。 委員 の 異動につ い て報告が あ っ た。
。 前回議事録を一部訂正後， 確認 し た。
。 事務局提案に よ る 下記作業部会 の 設置が承認 さ れ ，

委員 の 中 よ り 各部会長が任命 さ れた。
1) 特定地域 (萩原) 2) 関東く含首都圏 ・ 伊立>
(茂木) 3)東海 (浅 田) 4)北海道<根室>
(宇津〉

な お ， 部会 メ ン バ ー の 選 出 は ， 各部会長に一任 さ
れ る こ と にな っ た。

議 事
l .  北海道， 東北地方の地震活動， 地殻変動につい て

。 原 田委員 (地理院〉
1973年の根室半島沖地震直後 の測量に よ り ， 浜

中町は弱11路市に対 し て 8cm 沈下 したが， 2 年た
っ た本年 9 月 の測量では， さ ら に同 じ傾向 で l cm
程度沈下 し た こ と がわか っ た。 こ れは ， 検潮記録
よ り 知 ら れ る 傾 向 と 矛盾 し な い。

。 高木委員 (東北大， 理〉
最近の東北地方 の徴ノト地震活動につ い て報告す
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る 。 テ レ メ ー タ 観測化に と も な い ， カ バ ー す る 地
域はふ え て い る 。 特に， 処理時聞が短 く な り 1 日
分の記録を 1 時間 で処理 で き る よ う に な っ た。 ま
た ， 男鹿お よ び 仁別地殻変動観測所 の こ の 7 年間
の 観測結果 も 報告す る 。

。 田 島委員 (地理院〉
青森県中部か ら 秋 田県北部にか け て は ， こ の 7

年間一部都市地域の地盤沈下を除 い て 特に大 き な
上下変動は な い。 ま た， 新庄付近には 3 cm 程度
の 隆起がみ ら れ る 。

2. 関東地方， 多禁川下流域におけ る 地震活動 ， 地殻
変動につ い て
。 関谷委員 (気象庁〕

相模湾周 辺 の 地震活動につい て ， 過去90年間に
つ い て調査 し た結果， こ の地域では ， 1923年関東
大地震の 前に地震活動が高 ま っ て い た こ と がわか
っ た。 現在は た いへん平静で あ る 。

。 津村 (震研〉
こ の 8 月 伊豆に発生 した群発地震は， 一時お さ

ま る かに み え た が ， 10月 下旬 よ り 再び活発にな っ
て き た。 最大地震は M =4 に近い。 ま た， 上尾，
鴻巣付近に は深 さ 20km 程度 の地震が よ く 起 き て
し 、 る 。

。 松 田 委員 (震研〉
今回群発地震の発生し た伊豆遠笠山地域は ， 右

ずれ成分を と も な っ た 2 つ の正断層 に は さ ま れた
地溝帯 と な っ て い る 。 こ の構造は ， 火山性の も の
であ り ， 大分県地震の震源域 と よ く 似て い る 。

。 笠原委員 (震研〉
油査に比べ て ， 鋸山 の傾斜計 EW.成分の西上 り

の傾向は大 き く でて い る 。 房総半島南端野島岬 で
実施 さ わして い る 簡易傾斜観測結果につい て も 報告
す る 。

。 瀬戸 (地理院〉
最近 の館山地殻変動観測場伸縮計の NE-SW

成分は ， 昨年10月 こ ろ か ら伸び に転 じ て い る 。
。 浜 田 (防災 セ ン タ ー〉

最近 の 多摩川下流域の微小地震活動に特に変化
は な い。 Vp/Vs ， p 波 residual を調べた結果異
常は発見 さ れ な か っ た。

。 田 島委員
多摩川下流域におけ る 隆起現象は ゆ る やか に な

っ て い る が ま だ続い て い る 。 多摩川流域の水平歪
観測に よ れば， こ の 50年間 の ひずみ変化の 値お よ
び主軸の 向 き は ， すでに得 ら れて い る 南関東全体
の 広域的ひずみ場 と よ く 一致 し て い る 。 尼崎市
で も 地盤沈下地域で再隆起 の あ っ た事例を報告す
る 。

。 脇 田委員代理 (東大， 理〉
多摩川下流域 〈国道 1 号線付近〉 の 地下水塩素

イ オ ン 濃度が最近低下 し は じ め て い る 。 こ れは ，
最近に な っ て下層か ら の 水脈が絶たれた こ と に よ
り ， 今 ま で卓越 し て い た 「古い水」 にかわ っ て ，

多摩川 か ら の 「新 し い水」 が再流入 し て き た こ と
に よ る と 考え ら れ る 。

。 垣見委員代理 〈地調〉
最近竣工 した川 崎地区地下水位， 水質観測井 の

概要につい て報告す る 。 ま た ， 多摩川下流域にお
け る こ の 数年間 の 地下水塩素 イ オ ン 濃度の 増大
は ， 地下水位勾配の変化に よ っ て古 く か ら あ っ た
塩水型地下水が横方向か ら 押 し寄せ て き た こ と に
よ る と 思われ る 。 ま た， 多摩川 旧河道付近 で He
濃度が大 き い こ と は p 地下にお け る 断層 の 在在を
示唆す る 。

。 萩原 〔震研〉
こ の 8 カ 月 聞に多摩川下流域にお い て は 最大

一20 マ イ ク ロ ガル を越え る 重力変化が あ っ た 。 変
化 の 中心は隆起の 中心 と ほ ぼ一致す る が， 重力変
化 の 値は土地隆起に よ る 変化の 大 き さ を超 え て い
令 。

3 .  中部地方の地震活動 ， 地殻変動につ い て
。 宇津委員 (名大， 理〉

遠州灘には ， そ の 後 も 依然 と し て地震は お き て
い な い 。 前回報告 し た P 波速度の 小 さ い 区域を表
示す る 試み につ い て計算結果を報告す る 。

。 笠原委員
前回紹介 し た地殻上下変動の 時空間表示方式に

も と づ き ， 駿河湾沿岸 を は じ め， 全国 5 カ 所につ
い て処理 した 。

。 藤井 (地理院〉
伊豆半島に お け る 精密測地網観測結果に よ れ

ば， 達摩山付近には北伊豆地震後今 ま で50年間に
1 X 10-4 の 最大勇断ひずみ変化が認 ら れ る 地域が
あ る 。 ま た ， 伊豆半島沖地震に と も な う 南伊豆の
水平変動， 最近 5 年間の丹那菱形基線 の 変化 も 報
告す る 。

。 佐藤 (地理院〉
精密測地網観測に よ る 三河地方の こ の90年間 の

水平ひずみを報告す る 。 三河地震の 水平変動図に
よ る と . 南か ら 北への大 き い衛上げが卓越 し て い
る よ う だ。 三河地震後は ， 大 き な変化はみ ら れ な
L 、 。

。 杉浦委員 (水路部〉
遠州灘の 海底地形， 地質構造お よ び地磁気異常

につい て報告す る 。 南海 ト ラ フ の北東端の 駿河湾
への 鋭い切れ込みが 目 立 っ て い る 。

。 原 因委員
こ の 2 年間 に寝室村は ， 柏崎市に 対 し て 2 cm

程度隆起 し て お り ， それ以前の傾向 と は逆転 し て
い る 。 佐渡の 小木一両津聞 に は こ の70年間たい し
た上下変動はお き て い な い 。

。 笠原委員
阿寺断層 を ま た ぐ 3 つの 基線網につい て ， 1966 

年以来の 観測結果を報告す る 。 一部につい て は ，
系統的変化があ る よ う に も 見 え る 。 1969年の 岐阜
県中部地震に関連す る 断層が地形学的に発見 さ れ
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た。 こ れ は 余震分布面 の 地表への延長 と 一致す
る 。

。 三雲 〔防災研〉
上宝地殻変動観測所の 発足以来の 観測結果を報

告す る 。 1968�69年にか け て ひずみに大 き な変化
が あ っ た よ う だが， こ れは 岐阜県中部地震に関連
し て い る の では な い か。 同 じ く 上宝にお け る 地震
と 地球潮汐 の振幅変化の 関係 を調査 し て みたがは
っ き り し た も の はみつか っ て い な い 。

4. 近畿地方の 地震活動， 地殻変動につ い て
。 =雲

屯鶴i阜地殻変動観測所の 発足以来の 観測結果を
報告す る 。 と く に ， き わだ っ た変化はみつか っ て
い な い。

。 尾池委員代理 (防災研〕
鳥取微小地震観測所の 観測網に よ っ て と ら え ら

れた近畿地方の 微小地震活動 の パ タ ー ン を時期毎
に表示 し た も の を報告す る 。 こ れのみか ら推定 し
た地震活動線がすで、にわか っ て い る 地震断層や活
構造に一致 し て い る こ と が多い。 対応す る も の が
表面に見 出 さ れな い場合は地下にか く れて い る の
であ ろ う 。

。 三木委員 (京大， 理〉
琵琶湖周辺 の 地殻活動に関 し50年度か ら 3 ヵ 年

計画 の 研究を実施 し て い る が ， た と え ば， 水準測
量の結果に よ る と ， 1975�1971年間 に北小松は堅
田に対 し て ひ き つづ き 3 cm 近 く 隆起 し て い る の
で， 今後 も 各種 の 観測を実施す る 。

。 宇佐美委員 〈震研〉
琵琶湖北方三方五湖付近の 地震性地殻変動に関

す る 古文書がみつか っ た の で報告す る 。
5. 九州 ， 沖縄地方の地震活動， 地殻変動につ い て

。 関谷委員
1946年の 南海道地震に と も な い ， 本震を含む余

震域 と 速 く はなれた九1'1'1に も 九重， 熊本， 雲仙に
沿 う 余震が発生 し た。 しか も ， 細か く み る と ， 活
動は東か ら 西へ と 移動 し て い る 。 な お ， 本年の 阿
蘇地震お よ び大分県中部地震は ， 空 白 地帯に起 き
た も の で あ る 。

。 関谷委員
本年 9 月 末 よ り えび の付近に群発地震が発生 し

て い る が ， こ の地域は， 1968年の群発地震域の 東
方数 km に あ る 。

。 関谷委員
本年 9 月 25 ， 26 日 ト カ ラ 列島宝島付近に群発地

震が発生 し た。 宝島におけ る 最大震度は 4 � 5 で
地割れ等が発生 した。

。 藤井
大分県中部地震発生の前年に湯布院地区の 改測

が行われ， 1899�1974年間に最大弟断ひずみ変化
が 5 X 10- 5 以上に達 し て い た こ と がわか っ た。 地
震後の 改測に よ り 断層付近 ではひずみがほ ぼ解消
さ れた。
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。 原 田委員
1960�1975年 の 沖縄本島 中 部 の 水準測量では，

有意な変動は な か っ た。

第32 団 地震予知連絡会

議事録

日 時 昭和51年 2 月 19 日 (木) 13時30分�18時
場 所 建設共済会館
出 席 者 会長 萩原

委員 阿部， 鈴木(次) ， 高木， 浅 田 ， 宇佐美，
笠原， 坪) 1 1 ， 茂木， 松 田 ， 檀原， 宇津，
一戸， 三木， 高橋， 須)1 1 ， 小野， 末広，
関谷， 諏訪， 柳原， 正務， 高崎， 鈴木
(弘) ， 原 田 ， 藤 田

委員代理 三雲(岸本代理) ， 垣見 (猪木代理) ，
桜井 〔杉浦代理〕

オ ブ、 ザ ー パ ー 金子 (国土庁) ， 林 〔文部省) ，
渡辺 ， 橿 田 (科技庁) ， 馬鐘 (建設省入
脇 田 ， 津村 (東大) ， 浜田 〈防災 セ ン
タ ー) ， 中井 (地調) ， 杉中 ， 鈴木 (気
象庁) ， 林 (地理院〉

事務局 佐藤， 瀬戸， 藤井， 宮本， 川村，
坂 田

。 委員 の 異動お よ び各分科会委員につい て事務局 よ り
報告が あ っ た。

。 前回議事録を数 カ 所訂正後， 確認 した。
議 事
1 .  北海道 ・ 東北地方

。 阿部委員 (北大， 理〉
根室半島基線網の光波測量結果に よ れば， 南北

方 向 の 2 本 の みが こ の 1 年間 に 1 cm 短か く な っ
て い る 可能性があ る の で今後 も 注 目 した い 。 豊富
町では今 ま で、 も 時に群発地震が あ っ たが ， 昨年暮
か ら有感地震がか な り 起 き ， 最大震度は 3 であ っ
た。 現在は平静で あ る 。 津別町で も さ い き ん群発
地震が あ っ た。

。 鈴木 (気象庁〉
北海道内陸部に発生す る 浅 い地震の ま と めを報

告す る 。 内陸部にM 7 以上の地震は発生 し た こ と
は な い が ， ち ょ っ と し た地震が渡島半島 ， 道東部
な どに よ く 起 き て い る 。

。 高木委員 (東北大， 理〉
昨年11 月 以来の 東北地方の 微小地震 の 分布につ

い て報告す る 。 沼 田 沖や盛岡西部には一直線に地
震が分布 し て い る と こ ろ が あ る の が興味深い 。

。 藤 田委員 (地理院〉
最近 8 年間に， むつ市は八戸市に相対的に約 8

cm 隆起 し て い る 。
2. 関東地方

。 浜 田 (防災セ ン タ ー 〉
川 崎市平間に完成 した微小地震観測施設の概要



お よ び観測結果を紹介す る 。 s-P が 4 秒程度 で深
さ 20km 程度 の も の が横浜 よ り に数個 あ る 。

。 藤井 (地理院〉
水準測量に よ れば， 過去 1 年聞 に川崎市中心部

は 25 mm 以上隆起 し て い る 。 しか し 昨年 6 月 の
結果を基準にす る と 最近にな っ て 隆起は停止 し は
じ めた よ う で あ る が ， 季節変動の 可能性 も あ る の
で今後 も 調査 の 必要があ る 。 ま た最近 1 年聞に有
意 な ひ ずみ変化は認め られて い な い 。

。 垣見委員代理 (地調〕
昨年 2 回行 っ た 扇 島爆破地震観測結果を比較 し

たが， 観測誤差を越え る よ う な地震波速度の 変化
は な か っ た。 多摩川 旧河道にあ る 観測井水位は そ
の後 も 一様に上昇 し続け て い る 。 地質調査所 の 観
測井に よ る 地下水位 ・ ラ ド ン 観測の 結果につ い て
も 報告す る 。

。 津村 〈震研〉
遠笠山付近 では昨年来徴小地震が群発 し て い る

が ， 本年 1 月 には大城峠北方に も 群発 し は じ め ，
2 月 に な る と 東伊豆町奈良本方面に も 有感地震を
含む群発地震が発生 し た 。 そ の 後伊豆 ・ 大島問錫
域に も 群発地震が起 き は じめ て い る 。 関東地域全
体 と し て は ， 昨年12月 駿河湾 に起 っ た 3 つ の地震
以外， た い し て変 っ た こ と は な い。

。 笠原委員 〈震研〉
遠笠山 を 中 心 と す る 放射基線網の概要につ い て

報告す る 。
。 佐藤 (地理院〕

前回報告 した伊豆半島精密測地網観測に一部観
測 ミ ス が あ る こ と がわか っ た の で， 訂正す る 。 そ
の結果 1 X 10-4 と い う 達摩山付近 の 最大勢断ひず
み は消滅 し たが ， 修善寺町付近には 4 X 10-5 を超
す値が残 っ て い る 。 ま た水準測量の 中 開発表に よ
れば， 天城湯 ケ 島 町は土肥町に対 し . 1 年半 の 聞
に 4 cm 以上隆起 し て い る 。

。 松 田委員 〈震研〉
遠笠山 の グ ラ ー ベ ン と 北伊豆地震に よ る 断層 の

端部 と は直接関係 な い よ う であ る 。
。 関谷委員 〈気象庁〉

伊豆群発地震に つ い て報告す る 。 東伊豆町では
2 月 9 日 の M = 3 . 4 が最大 で地元 の震度は 4 に達
し た。 昨年12月 御蔵島付近に地震が群発 し ， 最大
は M = 6 . 0 で 2 回発生 した。 三宅島に火山性地震
が誘発 さ れ 1 日 だけ活動 した。

。 浅 田委員 〈東大， 理〕
伊豆東部の群発地震観測の た め ， 池地区に臨時

観測点を設けたの で概要を報告す る 。
3.  中部， 近畿地方

。 関谷委員 〈気象庁〉
信越地方に 今 ま で起 っ た地震を 4 地域に分け て

みた。 上越市付近ではM 6 前後 でか な り の被害を
与 え る 地震がひ んぱんに起 き て い る 。 し た が っ
て ， 地震予知の観点か ら は今後 と も こ の程度 の 地

震を念頭に置い て お く 必要があ る 。 長野市付近 で
は ， 善光寺地震の よ う な規模の 地震は め っ たに起
ら ぬ と い っ て よ い 。

。 正務委員 (気象庁〉
松代群発地震の近年の活動状況につい て報告す

る 。 地震回数は1971年頃 ま では単調減少であ っ た
が現在は横ばいであ る 。

。 瀬戸 (地理院〉
中央構造線を ま た ぐ 豊橋菱形基線測量に よ る

と ， 最近 5 年聞 に特別 な ひずみ変化はみつか ら な
いが， やや， 東西圧縮の 傾 向 が見 られ る 。

。 三木委員 (京大， 理〉
琵琶湖周辺 の 隆起を調査す る た め ， 水準測量 と

微小地震観測を行 っ て い る が， そ の 中 間報告を行
う 。 上下変動の 折れ曲 り や地震の 分布は， 既葎の
断層線 と 関連があ る よ う だ。 51年度は で き れば光
波測量や ラ ド ン 観測 も 行い た い。

。 笠原委員
紀伊半島 の上下変動を， 既に紹介 した方式 で時

空間表示 した結果を示す。
。 藤 田委員 (地理院〉

北陸地方舞鶴市一黒部市の G D P 精密 ト ラ パ ー
ス 測量結果を過去 2 回 の 一等三角測量結果 と 比較
した。 北陸沿岸ぞい に圧縮傾向がみ ら れ る が， 測
量方式の違いな どを考慮す る 必要があ る 。

4. 九州地方
。 桜井委員代理 (水路部〉

九州西岸沖の海底地形 ・ 地質構造 ・ 地磁気 の 異
常につい て報告す る 。 男女海盆付近 の地磁気異常
(> 200r) は根の深い も の であ る 。 ま た 問海盆に

は B 級お よ び C 級の活断層が確認 さ れた 。
。 瀬戸 (地理院〉

鹿児島付近 の 今 ま での 上下変動につ い て ま と め
た も の を報告す る 。 桜島西北部に あ た る 部分は，
こ の 10年来隆起 し続け て い る 。 桜島の下方に マ グ
マ が貯 ま っ て い る の であ ろ う 。

5. 各機関 の 51年度事業計厨の概要が報告 さ れた。
6. 火山噴火予知連絡会 と の 連絡を緊密 に す る こ と が

申 し合わ さ れた。

第33 団 地震予知連絡会

議事録

日 時 昭和51年 5 月 24 日 (月 ) 13時30分�18時
場 所 気象庁会議室
出 席 者 荻原会長， 井上国土地理院長， 小林(気象庁〉

観測部長
委員 原 因 ， 小林， 阿部， 鈴木(次) . 高木，

浅 田 ， 宇佐美， 笠原， 坪J I l . 茂木，
松 田 ， 力武， 橿原， 宇津， 一戸， 三木，
岸本， 高橋， 須J I l . 垣見， 末広， 関谷，
諏訪， 河村， 江 田 ， 杉浦， 高崎，
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鈴木(弘) ， 藤田
委員代理 中井 (小野代理〉
オ ブ ザ ー パ 一 山本， 吉原， 生 田 ， 高尾 (国

土庁) ， 若松 〈文部省) ， 橿間 (科学技
術庁) ， 渡辺， 芦沢， 佐藤(文) (建設
省) ， 津村， 脇 田 ， 萩原 (幸) ， 石橋(東
京大学) ， 大井 田 (名 古屋大学) ， 浜 田

(防災 セ ン タ ー) ， 林 (地理院〉
事務局 佐藤〈裕) ， 瀬戸， 藤井， 蒲 田 ， ) 1 1 村，

井上， 石Jl l ， 堀
q 委員 の 異動お よ び連絡事項につ い て事務局が説明 し

た。
。 地震予知連絡会会報の 発行を社団法人 日 本測量協会

に委託す る こ と を承認 した。
。 前回議事録を訂正， 追加後， 確認 した。
議 事
1 .  北海道地方

。 阿部委員 (北海道大学理学部〉
1952年十勝沖地震の余震域を気象庁の地震月 報

で再計算 した 。 こ の 余震域 と 1973年根室半島沖地
震の余震域 と の 聞には空白部はない 。

2 . 東 北 地 方
。 高木委員 〈東北大学理学部)

前回に引 き 続 き 2 月 か ら 4 月 ま で東北地方 と そ
の周辺での微小地震は， こ こ 3 カ 月 間 じ パ タ ー ン
で起 っ て い る 。 ま た， 秋 白 沖 で微小地震がやや活
発イじ し て い る 。

。 須川委員 (緯度観測所〉
三陵地方で ラ コ ス ト 重力計に よ り 土 10 μ gal 精

度 の重力測量を行 っ た。 将来 の く り 返 し!測量の 基
礎 と したい 。

:3 . 関 東 地 方
。 萩原 (幸) (東京大学地震研究所〉

1973年を基準 と す る と ， 房線半島中央部に + 2
r の全磁力の増加が あ り ， こ れは北西一東南方向
の応力が働 い て い る こ と の証明か も しれない 。

。 関谷委員 (気象庁〉
房総南東沖 では1973年頃か ら地震活動がやや異

常であ り ， 地震波速度が少々 変化 し て い る よ う で
も あ る 。

。 杉浦委員 (水路部〉
房総1中の 海底地形 と 地質構造に関 し て ， 今 ま で

の 知識を さ ら に増加す る よ う な調査結果を得た。
20万分の 1 図が完成 し てい る 。

匹。 茂木委員 〈東京大学地震研究所〉
昭和50年 2 月 と 12月 の 夢の 島爆破実験観測に よ

る と ， 地震波速度に変化は なか っ た。
。 宇佐美委員 (東京大学地震研究所〉

安政 2 年江戸地震に関 し ， 新 し い資料を追加す
る こ と に よ り ， 震度 5 の線が 引 け た。

。 藤 田委員 〔地理院〉
多摩川下流地域にお い て は ， 従来隆起の は げ し

か っ た角状の 隆起が な く たE り ， よ り 多数の水準点
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の 台型の 隆起に変 っ たが， いぜん隆起 しつづけて
い る 。

。 萩原 (幸) (東京大学地震研究所〉
川 崎地域にお い て は ， こ こ 1 年間 で， 重力は少

々 減少 し た。 フ リ ー エ ヤ ー 的か， ブ ー ゲ的かは不
明であ る が， 地盤の 隆起がつづい て い る こ と はた
し か で あ る 。

。 茂木委員 (東京大学地震研究所)
川 崎の深層地下水の こ こ 1 年間 の 状況につい て

は ， 温度が約 l OC 上昇 した以外は電導度， pH 等
は不変であ る 。

。 垣見委員 (地質調査所〉
川 崎にお い て は ， 深井戸の観測で地下水位がや

や上昇 ぎみであ る が ， 大部分の井戸は各 デ ー タ と
も 不変で あ る 。

。 浜 田 〈防災 セ ン タ ー 〉
川 崎 では微小地震の数， 地震波速度は不変であ

る 。 現在は 1 カ 所の井戸で観測を続行 し て い る 。
。 茂木関東部会長

川 崎につい て は一応 こ れ ま での 経過 か ら 考 え
て ， 地盤隆起が地震 と 直接結びつ く 可能性はか な
り う すい と の 結論を 出 し たい 。

。 事務局 よ り “多摩川下流域の呉常隆起に関 す る 調
査結果につ い て" を読み上げ討論後， 関東部会案

(別紙 1 ) の と お り 承認 さ れた。
。 藤 田委員 (地理院〉

水準原点， 藤沢聞 の 水準測量に よ る と ， こ こ 1
年間変化はな い 。 三浦半島は， 今 ま で と 同様に西
南が下 り ぎ み の 上下変動が あ る 。 水平方 向 に は ，
関東南部は相模湾 と 同 じ程度に南東一北西方 向 に
圧縮 さ れ て い る 。

。 関谷委員 (気象庁〉
北伊豆地震の 前震， 余震， 伊東群発地震等， 伊

豆地方の 地震につい て説明 す る 。 こ の地域は前震
を伴な う 地域であ り ， 今後 も 観測を継続， 強化 し
Tこ い。

。 津村 (東京大学地震研究所〉
関東平野では栃木県古峰 ケ 原付近 で少 し微小地

震が多 く な っ て来たが， 他は静かであ る 。 伊豆半
島 では， 昨年10月 頃か ら遠笠山， 今年 2 月 頃か ら
北川付近で微小地震が続い て い た。 現在は少な く
な っ たが遠笠山南方でなお発生 し て い る 。

。 佐藤 (地理院〉
伊豆半島で土肥を基準に した水準測量の 結果に

よ る と ， 冷川 i峠では 7 年間に 15cm の 隆起が観測
さ れた。 こ の 隆起の大部分は こ こ 2 年聞 に起 っ た
よ う で あ る 。 水平方向 では1973年11月 か ら 1976年
4 月 ま で の 間 に東西 ま たは北西方向 に 1 X 10- 5 の
変位が観測 さ れた。

。 藤井 (地理院〉
1930年の 伊東群発地震時におけ る 土地隆起域や

隆起量の広が り 方や変化の しかたについ て説明 し
た 。



。 萩原 (幸) (東京大学地震研究所〉
こ こ 1 年 4 ヶ 月 間 で冷川 峠 付 近 で 重 力 が 32

μ gal フ リ ー エ ヤ 一 的に減少 した。 モ テ、Jレ計算に
よ ればp 地下 10 km の と こ ろ の 半径 3 � 4 km の
球 の 中 で 100 パ ー ル の圧力変化が あ っ た こ と に相
当 す る 。

。 笠原委員 (東京大学地震研究所〕
伊豆半島 内 の光波測量に よ る と こ こ 2 年間に ，

奈良木中心の基線網には変化な いが， 遠笠山中心
の 基線網には変化が 出 て お り ， 観測を継続す る 。

。 檀原委員 (静岡大学〕
伊東市の 水準点 9338 の 異常隆起に着 目 し て ，

付近を重力測量 し ， 重力異常図 を作成 し た。
。 垣見委員 (地質調査所)

伊豆大 島 で の 爆破実験に よ る と ， 隆起域を と お
る 測線につ い て 明 瞭な地震波速度の 変化は な か っ
た。 そ の他伊東市付近の活断層図， 重力 図 ， 地温
図を提示 した。

。 宇津委員 (名古屋大学理学部〉
駿河湾 の 中 に地震波速度に と っ て不連続な と こ

ろ が あ る 。 昭和49年11月 か ら 昭和50年12月 ま での
間 に は ， 大島 ・ 水見色聞には地震波速度の 変化は
な い 。

。 浅 田委員 (東京大学理学部〉
東伊豆で地下水の ラ ド ン の 連続観測を し た い 。

。 茂木関東部会長
伊豆地方は小火山群地域で、 あ る 事を頭に入れて

①隆起現象②微小群発地震③地殻変動域の 広が り
な どに つ い て 考え る と ， ①大地震の前ぶれか②単
な る マ グ マ活動 の 表われかは今の と こ ろ 判定出来
な い 。 部会では地震波速度や地震活動等の 観測を
強化 し た い と の 意見が あ っ た。

。 “伊豆半島東部におけ る 地盤隆起お よ び群発地震
につ い て " (別紙 2 ) を決定 し た。

4. 中 部 地 方
。 大井 田 (名 古屋大学理学部〉

昭和50年 7 月 � 9 月 に駿河湾周辺 で地震観測を
行 っ た。

。 茂木委員 (東京大学地震研究所〉
東海地方か ら紀伊半島にかけて全磁力は増加 の

傾向 に あ る 。 八 ヶ 岳 と 標準観測所 と の差 も 同傾向
に あ る 。 も っ と 詳細な磁気測量を行いたい 。

。 末広委員 (気象庁〉
東海地方 5 カ 所で51年 4 月 か ら埋込式体積歪計

が作動を始めた。 そ の 内 ， 石廊崎， 御前崎な ど に
つ き 出 し た測量点 で は 4 月 の 1 月 間 に ， 3 X 10-6  
の圧縮を記録 し たが， 計器の 初期経年変化か も し
れず観測を続行す る 。

。 佐藤 (地理院〉
東海地方の 精密測地約測量の 結果を紹介 した。

恵那地方につ い て は全体に圧縮 ぎみであ る が相対
的には北西ー南東方 向 の 圧縮が， 卓越 し て い る が
歪量は大 き く な c 、 。
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。 宇津委員 (名古屋大学理学部〉
犬山で昭和49年か ら 傾斜計， 伸縮計の記録の僚

向が北西方向か ら南西方 向 に変 っ て来た。 ま た ，
一宮の 水位， 三河の 仲縮， 傾斜について現況が報
告 さ れた。

。 浅田東海部会長
今 ま で東海地震 と し て そ の可能性が考え られて

き た地震は遠1'1'1灘地震 と い う よ り 駿河湾地震で あ1
る 可能性が強い と い う 意見があ る の で今後検討 し
f.:;.1， 、 。

。 笠原委員 (東京大学地震研究所〕
4 月 中旬頃佐渡弥彦地方に最大M 4 の 地震が あ

っ た。
5 田 近畿 ・ 九州地方

。 三木委員 〈京都大学理学部〉
琵琶湖周辺 の 上下変動は な い 。 微小地震 と 湖水

位 と の 関係 を今後 も 継続的に調査 したい 。
。 瀬戸 (地理院〉

九州南部鹿児島湾周辺は前回報告 と 同様に上昇
の傾向 に あ る 。

。 三木委員 (京都大学理学部〉
鳥取， 北陸， 宇治各観測所に テ レ メ ー タ ー を導

入 し た こ と に つ い て 報告 し た。
。 宇津北海道部会長

札幌で部会を 開 い て次 回 の 連絡会で 報 告 し た
L 、 。

。 次 回 の 開催 日 を 8 月 23 日 (月 〉 にする 。

(別紙 1 ) 
多 摩川下流域の異常隆起に関す る
調査結果 に つ い て

昭和49年末， 地震予知連絡会は多摩川下流域の地盤
が異常隆起 し て い る こ と を報告 した。 従来， 地震前に
地盤の 異常隆起が観測 さ れた例 も あ り ， こ の 隆起が地
震に結びつ く 現象であ る と すれば， 何等か の異常が現
われ る と 思われ る 諾項 目 につ い て 関係諸機関に よ っ て
観測調査が行われた。

現在 ま で の 観測結果に よ る と ， ①地震活動， ②地震
波速度， ⑤地下水の ラ ド ン 含有量， ④地殻水平歪等に
つ い て ， いずれ も 異常が観測 さ れて い な い。 地震予知
に関する われわれの 知見か ら判断す る と ， 多摩川下流
域の 隆起が地震の 発生に結びつ く 公算はかな り う すい
と 言え る 。

し か し ， 地盤隆起そ の も の は依然 と し て継続 し て お
り ， そ の原 因 は地下水の 状態に関連が あ る と 推定 さ れ
る が， 確か な こ と は不 明 で あ る 。 日 本の大都市はほ と
ん どが平野部に位置 し て い る の で， こ の種の 地盤異常
隆起の 原因を究明 す る こ と は ， 日 本の 地震予知の推進
に極めて大切であ り ， 今後 と も 諸君重の 観測は継続す る
必要があ る 。

(別紙 2 )
伊豆半島東部に お け る 地盤 隆 起



お よ び群発地 震 に つ い て
水準測量に よ る と 伊豆半島中東部一帯に1969年 よ り

1976年ま で の 7 年聞に十数 セ ン チ メ ー ト ル に 及 ぶ 地
盤の 隆起が観測 さ れ て い ま す。 ま た昨年10月 か ら伊豆
半島中部の遠笠山 を中心に微小地震が群発 し て お り ま
す。

こ の地域は地質年代的にみて新 し い火山活動地域で
あ る ため ， こ の よ う な 隆起や微小地震は し ば し ば起 り
得 る 現象 と も 考え ら れ ま すが ， こ れ ら諸現象の相互関
係を よ り 一層 明 ら か にす る ため ， 各種の 観測を実施す
る 必要があ る と 考え ま す。

昭和51年 5 月 25 日
地震予知連絡会会長

萩 原 尊 礼
地震予知研究推進連絡会議議長

久 良 知 章 慣 殿

第34 団 地震予知連絡会

議事録
日 時 昭和51年 8 月 23 日 (月 ) 13時30分�18時
場 所 東京大学好仁会会議室
出 席 者 萩原会長， 大島 国土地理院長， 大沢東京大学

地震研究所長
委員 阿部， 鈴木(次) ， 高木， 浅 田 ， 宇佐美，

坪川 ， 笠原， 茂木， 松 田 ， 力武， 檀原，
字津， 一戸， 三木， 岸本， 高橋， 小野，
垣見 ， 末広， 諏訪， 河村， 江 田 ， 高橋，
鈴木 (弘) ， 原 因 ， 藤 田 ， 細 山 ， 桜井

(杉浦代理〉
オ ブ ザ ー パ 一 三雲， 津村， 浜 田 ， 脇 田 ，

石橋， 萩原 (幸) ， 村井， 金子(史) ， 林
連絡員 金子， 生 田 ， 高尾 ( 国土庁) ， 若松

(文部省) ， 久武， 坂 田 (科学技術庁) ，
渡辺 ， 西尾 ， 下松 (建設省〉

事務局 佐藤， 瀬戸， 藤井， 蒲 田 ， ) 1 1村 ，
井上， 石J l i ， 中根， 堀， 斎藤

。 前回議事録を訂正後， 確認 した。
。 会長が， 新国土地理院長を紹介 し た。
議 事
1 .  北海道， 東北地方

。 瀬戸 (地理院〉
北海道東部におい て ， ラ コ ス ト 重力計に よ っ て

行われた最近 2 回 (1973年 と 1976年〉 の重力測量
結果を比較 した。

釧路市付近に仮不動点を取 る と 別海町付近 の 重
力が 0 . 2 mgal-，...O. 3 mgal 減少 した。

。 桜井 (水路部〉
北海道南岸沖の海底地形図， 地質構造図が完成

した。 襟裳岬沖か ら 八芦沖にかけ て の地形， 地質
の 特長を説 明 す る 。

。 阿部委員 (北大〉

第 3 次地震予知計画 の 一環 と し て の北大地震計
テ レ メ ー タ ー 装置お よ び 同装置に よ る 北海道地方
震源決定試作図を紹介す る 。

。 宇津北海道部会長
部会報告書は ， ほ ぼで き て い る が ， 次回 の 連絡

会 ま でに完成 さ せ る 。
。 高木委員 (東北大〉

地震計 テ レ メ ー タ ー 装置に よ る 微小地震震央分
布図を紹介 し ， 旧 シ ス テ ム に よ る 分布図 と 比較す
る 。 7 月 5 日 の鬼首地震につ い て そ の余震や地震
波走時の o-c につい て報告す る 。

。 細山臨時委員 (緯度観〉
赤金観測室 の V M型水平振子傾斜計に よ る 地球

潮汐の観測結果 と 地震発生 と の 関係を吟味す る 。
調査には M2 分潮が適 し て い る よ う であ る 。

2 . 関 東 地 方
。 津村 (東大震研〉

2 月 5 日 の活断層沿い と 見 ら れ る 栃木県西部群
発地震， 6 月 の 山梨県東部地震の 前震， 余震， 7 
月 の伊豆半島中東部群発地震 8 月 18 日 の 河津地
震の前震， 余震について報告す る 。

。 藤井 (地理院〉
房線半島南部の 各水準路線の く り 返 し測量結果

につい て報告す る 。 ま た， こ れ ら と 験潮記録か
ら ， こ こ 2 年 ぐ ら い の 問 に勝浦は隆起 し て い る よ
う であ る 。 ま た ， 館山菱形基線 の過去 4 回 の 測量

結果に よ る と ， 有意な変化は観測 さ れ て な い 。
。 茂木委員 (東大震研〉

川 崎周辺地域の深層地下水調査に よ る と 6 つ の
井戸の 内 ， 2 つ の 井戸にお い て ， 山梨県東部地震
の 1 週間後に， 水混， 電導度， 水質に い ち ぢ る し
い変化があ っ た。 今後 も 調査を続行す る 。

。 浜 田 (防災 セ ン タ ー 〕
川 崎におけ る 微小地震観測に よ る と ， 臨時観測

開始以来， 25km よ り 浅い地震は起 き て な い し ，
地震波走時の o-c， Vp/Vs 等に も 変化は な い 。

。 藤 田委員 (地理院〕
川 崎におけ る 地盤の上下変動 と 地下水位変動の

関係につい て和達 の 式を拡張 し て説明 す る 。
。 村井 (東大震研〉

山梨県東部地震の人家震害図を作成 し た。 断層
破砕帯付近に被害警が多い 。 ま た ， 河津地震の人家
被害 も 紹介す る 。

。 末広委員 〈気象庁〉
山梨県東部地震の震度分布図， 前震余震震央分

布図， 発震機構等につ い て 紹介す る 。
。 末広委員 (気象庁〉

こ こ 2 年間の伊豆半島に お け る 地震活動の 変
化， 河津地震の 震度分布図を紹介す る 。 ま た ， 間
半島域の 1930年頃の地震活動 の 移動 の 仕方 と 最近
の地震の起 こ り 方の 間 に類似性が見 ら れ る 。

。 藤 回委員 (地理院〉
山梨県東部におけ る 精密測地網測量結果に よ る
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と ， 過去50年間 の 変動 と し て南東一北西方向の歪
が卓越 し て い る 。

。 浜 田 (防災 セ ン タ ー 〉
7 月 末か ら伊豆半島に設置 し岩槻に テ レ メ ー タ

ー し て い る 地震計記録に よ り 河津地震の 前震 ( 同
震源分布図〉 を 報告す る 。

。 宇津委員 (名大〉
河津地震の 余震は減衰が少 し お そ く ， b 値 も

0. 7 と 標準 よ り 小 さ い。
。 佐藤 (地理院〉

伊豆半 島 の 各水準路におけ る 誤li量結果お よ び験
潮記録結果に よ る と ， 全体 と し て 隆起の パ タ ー ン
は変わ ら な い が ， 少 々 西上 り の 傾向が見 ら れ る 。

精密変歪測量の暫定結果に よ る と ， 伊豆半島 と
伊豆大島聞は 10cm 程度縮ん で、い る よ う であ る 。

。 萩原 (幸) (東大震研〕
伊豆半島で の 重力測定結果に よ る と ， 中東部 の

隆起域は南西方向 に移 っ た よ う であ る 。
。 垣見委員 (地質調〉

5 月 以来 ， 毎 月 行 っ て い る 地下水観測 に よ る
と ， 水位， 水温， 水質， ガ ス 質， ラ ド ン 等につい
て特に異常 は な い 。

。 脇 田 (東大〉
伊豆半島中東部の地下水 ラ ド ン 観測に よ る と ，

4 月 以降変化は な い。
。 茂木関東部会長

部会 と し て は ， こ れ ま で の 研究の ま と め よ り
は ， 現状対応， 特に， 伊豆等の研究に力を入れた
L 、 。

。 伊豆半島東部に お け る 地殻 ， 地震活動に関す る 部
会 と し て の 見解につい て ， 討論を行い ， 別紙 1 の
よ う な メ モ を ま と めた。

3 東 海 地 方
。 佐藤 (地理院〕

御前崎地区の 各水準路の 測定結果や験潮記録に
よ る と ， 同地区は駿河湾に平行に沈下 し て い る 。
ま た， 放射基線測量の 結果を紹介す る 。

。 末広委員 (気象庁〉
遠州灘周辺 の過去の大地震に よ る 未破壊域にお

け る 1950年代後半か ら 1960年代 の 地震活動を ， も
し関谷に よ る 「異常地震活動開始か ら地震発生ま
での期間 と M の 関係(1976) J に あ て は め る と ， 同
地区での 大地震はだいぶ先 と 考え られ る 。

。 末広委員 (気象庁〉
ボ ア ホ ー ル歪計観測に よ る と ， 御前崎は圧縮率

は減 っ て き た が ， いぜ、 ん と し て 縮み ， 石廊崎， 伊
良湖崎は変化な し ， 静岡 はわずか な縮み， 三 ケ 日
は縮みを示 し て い る 。 各観測は， 遠方地震や地球
潮汐 も 記録で き る 程安定 し て い る 。

。 石橋 (東大〕
安政東海地震 ， 東南海地震の 断層 モ デル等を定

量的に考察 し た 。 測地測量等の 結果を見 る と ， 歪
の 限界に近づい て い る と 考え て も おか し く は な

し 、 。
。 宇津委員 (名大) ， 三雲 〔京大防災研〉

8 月 中旬御岳南東部で群発地震が あ り ， 名 古屋
大学， 岐阜大学， 京都大学で観測 し て い る 。 阿寺
断層 と の 関係は， 現在不 明 で あ る 。

。 浅 田東海部会長
部会各委員に よ る と ， 駿河湾は独立では地震は

起 さ な い と し 、 う 意見 も あ り ， そ う だ と す る と 次の
地震は 100 年後 ぐ ら い か も し れ な い。 10年以 内 に
地震が起 る か ， 100 年後か を今 の と こ ろ 地球物理
学的には決定で き な い 。 清水， 御前崎聞で地震波
速度がお そい の で今後 も 調査を続け る べ き だ。

。 萩原特定部会長
特定部会報告 (別紙 2 ) を行い ， 討論後， 承認

さ れ る 。 部会委員に浅 田 ， 茂木， 高橋の各委員を
追加す る 。

4目 北陸， 近畿， 九州地方
。 会長が記者 レ ク チ ャ ー に 出 席 し 鈴木委員が議長

に な り ， 議事を続行す る 。
。 三雲 (京大防災研〕

今年 2 月 19 日 か ら 3 月 4 日 ま で の 間 ， 富山県西
部で地震活動が あ っ たが ， 付近の活断層 と の 関係
は不明 で あ る 。

。 岸本委員 (京大防災研〕
昨年11月 か ら の 山崎断層 を ま た ぐ 伸縮計の 記録

につ い て報告す る 。
。 岸本委員 (京大防災研〉

前か ら の 続 き と し て の 近畿北部 の 昨年の 地震活
動につ い て報告す る 。

。 藤井 (地理院〕
白 浜菱形主主線の再測定結果に よ る と ， 微小な仲

びを示 し て い る 。 ま た ， 大分県中部の 重力再測定
に よ る と ， 地震を は さ ん で 0. 15mgal の 重力減少
が あ っ た。 ま た ， 大分県中部地震の 断層 モ デル を
紹介す る 。

。 藤井 (地理院〉
米国地質調査所発行 の 「南加州 におけ る 地震予

知研究」 と L 、 う ノマ ン フ レ ッ ト を紹介す る 。
。 本会運営要綱の 改正案 〔別紙 3 ) を事務局 よ り 提

出 し ， 討論後， 承認す る 。
。 次回は11月 29 日 (月 〉 に 開催す る 。

別紙 1
伊豆東部に お け る 地殻， 地震活動 に つ い て の メ モ

1 伊豆東部におけ る 地盤隆起につ い て ， 現在実施中
の 水準測量に よ れば前回 の測量以後約半年聞 に特に
著 し い 隆起 の 進行は認め ら れ な い。

2. 群発， 微小地震は， 依然 と し て消長 を繰 り 返 し な
が ら続い て い る 。 そ の活動地域は， 従来 どお り 主 と
し て 隆起地域の南部にあ り ， 8 月 18 日 2 h 19mにM
=5 . 4 の 地震が河津付近に起 っ た が ， こ れは前記の
活動区域内 に含ま れ る 。

3 . こ の地殻お よ び地震活動が大 き い地震に結びつ く
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か ど う か を調査す る た め に 次 の 諸観測を実施中であ
る 。
( 1 )  地震観測
(2) 水準測量
(3 )  光波測量
(4) 連続歪観測お よ び傾斜観測
(5) ラ ド ン 測定
(6 ) 地下水調査
(7 ) 地磁気， 地電流測定
(8) 重力測量

別紙 2

特定地域部会報告
51 . 8 .  23 

部会設置以来， 3 回 の 会合におけ る 討論は多岐に互
っ たが ， 主 と し て検討 さ れた の は ， 特定地域の見直 し
お よ び追加 の是非につい て で あ っ た。 慎重討議の結
果， 現状不変で意見が一致 し た。

以下に 2 ， 3 の 項 目 につ い て ， 簡単に付記す る 。
1 . 予知を対象 と す る 地震は， 首都圏等人 口 調密地域

につ い て はM 6 ， それ以外 の 地域につい て はM 7 以
上 と し ， 近い将来地震の起 る 可能性が高 い と 考え ら
れ る 地域を可能性の 程度に応 じ て 特定観測地域， 観
測強化地域， 観測集中地域に区分す る な ど の いわゆ
る 地震予知戦略は変 え な い 。

2 .  特定観測地域の表示方式
特定地域の表示に関す る 原典は， 連絡会会報第 3

巻 「特定観測地域等 の選定に い た る 経過」 の 中に示
さ れて い る 図で あ る が， 特定地域を示す輪郭が経度
線， 緯度線に平行な長方形で描かれ て い る た め ， あ
たか も 境界がは っ き り 指定 さ れ て い る か の よ う な 印
象を一般に与え易い。 丸印 あ る い は楕円形な ど の 方
が良い の で は な いか と 思われ る が， 既に こ の 図には
6 年間 の実績が あ り ， 今 こ こ で急に表示方式を変え
な ければな ら な い程の積極的 な 理 由 は見出 し難い 。

3 .  特定観測地域の見直 し
既に得 られて い る 測地測量， 地震活動， 活断層な

ど の 知識に基づい て危険地域 と 思われ る 幾つかの 地
域， た と え ば中央構造線に沿 っ た地域等を洗い 出 し
てみた。 洗い 出 した以上， こ れ ら の地域を従来の特
定観測地域に追加す る の が筋か も し れないが ， 現時
点で新たに特定地域を発表す る こ と は社会的には地
震発生がか な り 切迫 し て い る 地域 と 受け取 られ易
く ， しか も ， 何れ の地域につ い て も 切迫度 の評価は
ま だ殆 ん ど 出 来 て い な い こ と ， ま た， 新たに特定地
域に指定 し な く て も 現在の ま ま で テ ス ト フ ィ ー ル ド
と し て デ ー タ を積み重ね る 方が よ り 効果的であ る こ
と ， 更に， 現特定地域 の 中 には指定を取 り 消せ る ほ
ど安全 と 思われ る 地域 も な い た め ， 今敢えて特定地
域につ い て メ ス を入れ る 必要は な い と 判断 し た。

4 .  当 部会は今後 も 継続 し ， 前記戦略が 円滑に遂行 さ
れ 1 日 も 早 く 予知の実用化に近づ く た め の具体的方
策について討議を重ね て ゆ く 。

!3U紙 3
地 震予知連絡会運 営 要綱 (案〉

地震予知の実用化を促進する こ と を 目 的 と し て ， 地
震予知に関 す る 業務を実施 し て い る 関係機関等が提供
す る 情報を交換 し ， ま た， こ れ ら の情報に基づい て地
震予知に関す る 総合的判断を行 う ため ， 地震予知連絡
会 (以下 「連絡会」 と い う 。 〉 の運営要綱を下記 の と
お り 定め る 。

記
1 .  連絡会は， 委員30人以 内 で組織す る も の と し ， 必

要に応 じ て 臨時委員を置 く こ と がで き る 。
2 .  委員お よ び臨時委員は ， 学識経験者お よ び関係行

政機関 の職員 の う ち か ら建設省 国土地理院長がそれ
ぞれ委嘱す る 。

3 .  委員 の任期 は ， 2 年 と し ， そ の欠員が 生 じ た場合
の補欠委員 の任期は， 前任者 の 残任期間 と す る 。

4 .  連絡会に会長を置 き ， 委員 の 互選に よ っ て こ れを
定 め る 。 会長は ， 会務を総理す る 。

会長に事故が あ る と き は ， あ ら か じ め会長が指名
す る 委員がその職務を代理す る 。

5 .  特別 の 事項を謁査検討す る 必要が あ る と き は ， 連
絡会に作業部会を置 く こ と がで き る 。

作業部会は， 委員及び臨時委員で構成す る 。
作業部会には， 部会長を置き ， 部会長は ， 会長が

指名す る 。
6 .  連絡会に会務につい て意見を求め る た め ， 参与を

置 く こ と がで き る 。
参与は ， 会長 の推せ ん に よ り 建設省国土地理院長

が委嘱す る 。
7. 連絡会は ， 必要に応 じ 会長が招集する 。

部会は， 部会長が招集す る 。
8 .  連絡会が行 っ た総合的判断に 関す る 報告， 発表は

必要の つ ど建設省 国土地理院が行 う 。
ただ し ， 大中小地震につい て の事実に関す る 地震

情報は ， 気象庁が報告， 発表す る も の と す る 。
9. 連絡会 の 運営 に関 し ， 必要な事項 は ， 連絡会の議

を経て会長が定め る 。
10 . 連絡会 の 庶務は， 建設省 国土地理院におい て処理

す る 。

第35 団 地震予知連絡会

議事録

日 時 昭和51年11月 29 日 (月 ) 13時�19持
場 所 建設共済会館
出 席者 萩原会長 ， 大島国土地理院長

委員 阿部， 鈴木(次) ， 高木， 浅 田 ， 宇佐美，
笠原 ， 坪川 ， 茂木， 松 田 ， 力武， 檀原，
宇津， 一戸， 三木， 岸本， 高橋， 細山
(須J I ! 代理) ， 小野， 垣見， 末広， 関谷，
諏訪， 河村， 江 田 ， 杉浦， 高崎， 鈴木
〈弘) ， 原 田 ， 藤 田

- 239 -



お よ び地震活動につ い て 」 の討論を行い， 別紙 1
の よ う に決定 し た。

オ ブ ザ ー パ ー 田治米， 伊神， 青木， 脇 田 ，
石橋， 岡 田 ， 萩原 (幸) ， 津村， 石 田 ，
中井 ， 鈴木(雄) ， 永 田 ， 鷲崎， 柳原，
大塚， 大橋

2 . 東 海 地 方

連絡員 生 田 ， 小堀， 高尾 (国土庁) ， 若松
(文部省) ， 援問 (科学技術庁) ， 渡辺，
西尾， 宇都宮 (建設省〉

事務局 佐藤， 瀬戸， 藤井， 蒲 田 ， ) 1 1 村，
羽田野， 井上

b 前回 の議事録を確認 した。
議 事
1 . 伊豆半島地方

。 茂木関東部会長
部会の討論では ， 伊豆半島の地殻変動， 地震活

動は鈍化 し て い る よ う で あ る が ， 今後 も 観測を続
行すべ き で あ る と い う 結論であ る 。

。 津村 (震研〕
伊豆半島東部 の群発地震につ い て ， 8 ， 9 ， 10 

月 の震央分布図を紹介 し ， 河津地震の 余震な ど の
特長につ い て述べ る 。

。 石 田 (防災 セ ン タ ー 〉
中伊豆地方の 地震に よ る Vp ;Vs 値につ い て報

告す る 。
。 関谷委員 〈気象庁〉

伊豆地震につい て ， 松代地震や伊東群発地震の
と き のM別積算度数分布図 と 比較す る と ， 今 聞 の
地震は小群発地震であ る 。

。 笠原委員 (震研〉
遠笠山 中心の 放射基線におけ る し 4 ， 9 月 の

測定結果の比較に よ る と ， 4 � 9 月 で南， 西方向
が延び て い る 。

。 佐藤 (地理院〉
伊豆半島の上下変動は， かつ て は ， 冷川 峠が隆

起 の 中心で あ っ たが， 章受近の半年間では， そ の南
西方向に隆起の 中心が移 り ， 水平変動は西， 南方
向 が延び て い る 。 ま た ， 伊豆半島， 伊豆大島， 房
総半島問の 測距に よ る と ， 大 島一伊豆半島では，
最近 5 年聞 に距離の縮みが見 られ る 。

。 藤井 (地理院〉
伊豆半島の 1967�1976年間 の 地殻変動の解釈の

ひ と つ と し て 断層 ク リ ー プ モ デ、Jレ を紹介す る 。
。 萩原 〈幸) (震研〉

1974年12月 か ら の 伊豆半島内 の 重力変化に よ る
と ， 冷川 峠の重力減少に続い て そ の 周辺が減少
し ， 隆起は半島全域に広が っ た よ う であ る 。

菅引におけ る 全磁力は， 鹿野山 を基準に と る と
河津地震前に + 5 r ス テ ッ プ状に変化 した。

。 垣見委員 〈地質調査所〉
5 月 か ら の 伊豆半島 内 の 水井戸観測に よ る と ，

河津地震前に流出量減少に よ り 温度が下 っ た り ，
ラ ド ン 濃度に も 地震に関連の あ り そ う な変化 も 見
られた と こ ろ も あ る が， 大 き な変化でな い 。

。 関東部会提出 の 「伊豆半島東部におけ る 地盤隆起
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。 東海部会長が部会にお け る 東海地震につ い て の 検
討内容を報告 し た。

。 宇津委員 (名 大〉
1975年10月 か ら 1976年 9 月 ま で の 東海地方の 震

央分布図 と 三河地殻変動観測所にお け る こ こ 1 年
間 の 資料を紹介す る 。

三河の 記録に有意な変化はな い。
。 伊神 〈名大〉

稲武爆破に よ る 地震波速度 の 観測に よ る と ， 前
回の 大島爆破の 時 と 同様に ， 駿河湾 内通過波は約
1 秒お く れ る 。 ま た ， それを説明す る モ デル も 紹

介す る 。
。 末広委員 (気象庁〉

東海地区に設置 し て あ る 歪計の う ち ， 御前崎の
は11月 に原因不明 の 異常圧縮を示 し て い た 。 同時
刻傾斜計に も 同様な異常記録が あ っ た。

。 関谷委員 (気象庁〉
御前崎地方の 震央分布図 を見 る と 全 く 地震の な

い空 白 域が見 られ る 。 ま た ， 東海地震の予想震源
域の 地震活動 の 調査 も 報告す る 。

。 岡 回 〈震研〉
富士川地殻変動観測所の 伸縮計記録の傾向は ，

1973年以後変わ っ て い な い。 糸魚川静岡構造線の
活動状況を表 し て い る か も し れな い 同観測所での
観測を続け る 。

。 檀原委員 (静大〉
静大 ， 東大震研の実施 し た小笠町放射基線測量

結果に よ る と ， 2 年 9 カ 月 間の歪は， 観測誤差 の
範閤 内 で あ る 。

。 藤 田 委員 (地理院〉
東海地方の 一等地磁気点の 地磁気経年変化を報

告す る 。
。 脇 田 (東大〉

東海地方で1976年 6 月 頃， ほ と ん ど の井戸で ラ
ド ン の 異常が観測 さ れた 。 伊豆半島では ， 地震前

後で ラ ド ン 濃度に有意な変化は な い 。
。 佐藤 〔地理院〉

御前崎地方では水平の 有意な変動は， こ こ 1 年
間 な い 。 ま た ， 駿河湾を ま た ぐ三角測量結果を再
調査 した結果につ い て報告す る 。

。 羽 田野 (地理院〉
赤石 山地は平均隆起速度 よ り 早 く 隆起 し ， 駿河

湾は早 く 沈下 し て い る 。 ま た ， 大宮断層 の変位速
度 も 早 く ， 駿河湾 ト ラ フ の 陸上延長 と 考え られな
い こ と も な い 。

。 杉浦委員 (水路部〉
駿河湾 ト ラ フ ， 南海 ト ラ フ におけ る 表層堆積層

につ い て ， そ の特長等を紹介す る 。
。 力武委員 (東工大〉

各種の資料別に東海地震につ い て ， 地震再来集



積確率試算結果を報告す る 。
。 宇佐美委員 (震研〉

東海地方の歴史地震の 追加資料を紹介す る 。 安
政地震は， �永地震 よ り 大 き か っ た よ う で あ る 。

。 坪川委員 (震研〉
過去45年間 の地震記録か ら年間地震発生回数 と

継続期間 と を組合せ て 「東海地震」 につい て 吟味
す る 。

。 討論の後， 別紙 2 1"東海地震につい て」 を決定 し
た。

3 .  北海道， 東北地方
。 阿部委員 (北大〉

日 高南部に重点、を お い た 震央分布図を紹介す
る 。

。 高木委員 (東北大〉
東北地方での M 3 以下の 微小地震の 8 �10月 の

震央分布図 と ， p 波走時を報告す る 。
4 関 東 地 方

。 宇佐美委員 〔震研〉
筑波地震観測所におけ る s-p 値別 の地震回数

図を示す。
。 藤 田委員 (地理院〉

房総半島は， 南北圧縮 ぎみであ る 。 ま た ， 山梨
県東部地震に よ る 地殻変動を報告す る 。

。 垣見委員 〔地質調査所〉
12月 10 日 伊豆大島での爆破実験予定につ い て 公

表す る 。
。 宇津北海道部会長

別紙 3 l'こ よ り 部会報告書の結論の 要旨を説明す
る 。

5 .  北陸， 近畿地方
。 会長， 浅 田 ， 茂木， 関谷， 宇佐美， 高橋， 垣見，

宇津， 原 田 の 各委員 と 津村は記者 レ ク チ ャ ー の た
め退室 し ， 鈴木 (次〉 委員が議長 と な り ， 会を続
行す る 。

o 笠原委員 (震研〉
阿寺断層地域にお け る 光波測量結果に よ る と ，

最近， 有意な変位はな い 。
。 宇津委員 (名大〉

8 月 中旬か ら続い て い る 木 曽 御 岳南南東 の 群発
地震につ い て ， 震央分布図 ， 回数等を報告す る 。

。 末広委員 (気象庁〉
木 曽 群発地震につい て ， 気象庁観測網で の 観測

状態を報告す る 。
。 一戸委員 (京大) <三木委員 の 代読 と し て>

琵琶湖 の 水位 と 地震発生の 間には， 目 だ っ た関
係は な い 。

。 岸本委員 (防災研〉
中国地方の微小地震の震央分布図を紹介す る 。

ま た ， 山崎断層 の 微小地震活動 と 安富 の伸縮記録
等 と の 関係を報告す る 。

。 松 田委員 〔震研〉
寛文 2 年の地震に伴 う 若狭湾岸三方五湖付近 の

土地隆起につい て ， 古文書， 活断層 の結果を報告
す る 。

6. 中 国 ， 九州地方
。 杉浦委員 〔水路部〉

島根県沖の 海底地形図 ， 海底地質構造図を紹介
し ， そ の 特長を報告す る 。

。 藤 田委員 (地理院〉
九州地方の水準測量結果を報告す る 。

。 末広委員 (気象庁〉
10月 か ら発行 し て い る 地震旬報を紹介す る 。

。 次 回 は ， 2 月 21 日 (月 〕 の予定 と す る 。

別紙 1
伊豆半島東部 に お け る 地盤 隆 起
お よ び地震活動 に つ い て

伊豆半島では ， 各省庁の独 自 予算お よ び科学技術庁
の 特別研究促進調整費に よ り 継続的に諸観測が行われ
て い る 。

1 .  測地調j量 (上下， 水平〉 お よ び重力測量に よ る
と ， 隆起域は ， やや西方に拡が っ て い る が ， 全体
と し て 隆起運動はやや鈍化 し て い る よ う に 見 え
る 。

2 .  8 月 18 日 の 河津地震の余震は， 順調 に減少 し ，
従来の 微小群発地震活動 も 次第に静穏化 しつつ あ
る 。

3 .  隆起の 中心付近の地下水の水位 ・ 水温 ・ ラ ド ン
濃度等に は . ほ と ん ど変化が認め ら れ な い。

従 っ て ， こ の地域の活動 は ， 現在の と こ ろ ， 静穏に
推移す る 可能性が大 き い と 思われ る が ， 簡単に結論を
下せ る 段階で は な い た め ， 諸観測は今後 も 継続 し て 行
い ， 地殻活動 の推移を監視す る 。

別紙 2
東海地震 に つ い て

地震予知連絡会では， 東海地方の遠州 灘で最近 120
年間大地震が発生 し て お らず ， 地震の 空 白 域の序在が
明 ら かに な っ て い る こ と ， 及び 明 治以来の東海， 駿
河湾沿岸 の 地殻上下変動及び地殻水平歪の様相か ら 同
地域の 社会的重要性を 考慮 し て ， 昭和 49 年 2 月 東海
地方を観測強化地域に指定 し ， 各機関の協力の も と に
調査観測を実施 し て来た。 現在 ま でに確認 さ れた こ と
は

1 .  古文書等の 記録か ら 1854年の 安政東海地震の 震
源域は ， 遠州灘か ら駿河湾 内部にお よ ん でい た。

2. 1944年 (昭和19年〉 東南海地震の 震源域は， 余
震の分布 と 地殻変動等か ら遠州灘西部にお よ ん で
い る こ と が推定 さ れ る が ， 御前崎J中には達 し て い
な い。

3 御前崎南方沖か ら駿河湾内に か け て の地域に
は ， 安政東海地震以後大地震が起 こ っ て い な い 。

4. 御前崎か ら駿河湾西岸にかけ て ， 明 治以来， 顕
著に沈降が認め られ， ま た， 駿河湾を 中心に西北
西一東南東の 水平圧縮が観測 さ れ て い る 。
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等であ る 。
現在 ま で の 観測結果に よ れば， 発生時期を推測で き

る 前兆現象 と 思われ る も の は見 出 さ れ て い な い。 しか
し ， 現在の 観測態勢は ， 充分 と は言 え な い の で， 駿河
湾周辺 を含む東海地方の観測を さ ら に強化 し ， 監視を
続けて行 く 必要があ る 。

別紙 3
51 . 11 . 29 

北 海 道 部 会 報 告
51年 2 月 19 日 ， 5 月 24 日 ， 6 月 22 日 〈札幌) ， 8 月

23 B ， 10月 1 自 の 5 回部会を開 き ， 検討の結果， 部会
報告書を ま と め た。

地震予知連絡会北海道部会報告書
一北海道東部に お け る 地震予知上の 問題-

1 .  1973年根室半島沖地震の残 し た問題
2 .  北海道東部の 地学的特徴
3. 北海道東部局辺 の地震活動
4. 北海道東部にお け る 近年の地殻変動
5. 北海道東部におけ る 今後 の 大地震発生の可能性
6.  北海道東部にお け る 観測の現状 と 今後の計画

(以上， 本文39枚， 表 3 ， 図16)
結論の要旨 : 1973年根室半島沖地震は ， 1952年以降北
海道~南千島沖に起 っ た一連 の 大地震 5 個に比べれば
小柄であ る が ， 残 さ れ て い た空 白 域を ち ょ う ど埋め て
お り ， 地震活動をみ る 限 り では こ れを以 て活動が完了
した と い え る 。 断層 の すべ り 量が他の 5 個 の 地震の 半
分で あ る の で， すべ り 残 した分を解消する よ う な地震
が起 る と い う 考え も あ り 得 る が ， 次の活動期 ま で持ち
こ た え る こ と も 考え ら れ る 。 明 治以降の 8mm/年程度
の速度の 沈降は永続す る と は考え ら れず， いずれ何 ら
か の 形で隆起が起 り ， それ ま で の沈降を 回復す る と 思
われ る 。 こ れが も し 1 回の地震 と し て起れば M7. 5 以
上の大地震 と な る であ ろ う が ， それは次の活動期に起
る こ と も 考え られ る 。 ま た ， ク リ ー プ的に徐 々 に起 る
こ と も 考え ら れ る が ， 現在 ま で の 観測では決定的 な こ
と は い え な い 。 結局， 近い将来 ， 道東沖に1973年の 地
震以上の 大地震が発生す る と す る 積極的な証拠はな い
が ， ま っ た く 安心 と も い い切れな い 。 な お ， M 7 程度
の地震は近 い将来起 る 可能性は十分あ る 。 道東部 の 現
象 の 解明 の た め に も ， M 7 級以上の地震の前兆現象 の
観測 の た め に も ， [""特定観測地域」 と し て 観測 ・ 艶視
を続け る べ き で あ る 。

第34団連絡会の議を経て ， 連絡会の運営に関 し必要
な 事項を下記の よ う に定め る 。

記
1 . 。 連絡会に会務につ い て 意見を求め る た め ， 参与を

置 く こ と がで き る 。
。 参与は会長の 推せん に よ り 建設省 国土地理院長が

委鶏す る 。
2 . 。 特別 の 事項を調査研究す る 必要が あ る と き は ， 連

絡会に作業部会を置 く こ と がで き る 。

。 作業部会は ， 委員 お よ び臨時委員で構成す る 。
。 作業部会には ， 部会長を置 き ， 部会長 は ， 会長が

指名 す る 。
。 作業部会は， 部会長が招集す る 。

第36 団 地震予知連絡会

議事録

日 時 昭和52年 2 月 21 日 (月 ) 13時�18時30分
場 所 気象庁会議室
出 席 者 萩原会長， 大島国土地理院長， 小林気象庁観

測部長
委員 阿部， 鈴木(次) ， 高木， 浅 田， 宇佐美，

笠原， 坪川 ， 茂木， 松 田 ， 力武， 檀原，
宇津， 一戸， 三木， 岸本， 高橋， 須) [ 1 ，
小野， 垣見 ， 関谷， 諏訪， 河村， 江 田 ，
杉浦， 高崎， 鈴木(弘) ， 原 因 ， 藤 田

オ ブ ザ ー パ ー 津村， 萩原 〔幸) ， 三雲， 溝上，
浜 田 ， 細山

連絡員 平畑， 遠山 (文部省入 小堀 (国土庁) ，
佐伯， 黒子， 清水， 坂 田 (科学技術庁入
渡辺 ， 佐藤 (文) ， 下松 (建設省〉

事務局 佐藤(裕) ， 瀬戸， 藤井， 蒲 回 ， 井上，
掘

。 会長が今回の オ ブ ザ ー パ ー を紹介 した。
。 前回の議事録を 確認 した。
。 文部省 〈遠山〉 が 「第 3 次地震予知計画の再度一部

見直 し につ い て (建議)J の 骨子を説明 した。
。 科学技術庁 (黒子〉 が 「昭和52年度地震予知関 係予

算案の概要」 の 説 明 を し た。
。 科学技術庁 (清水〕 が 「東海地域の地震予知体制の

推進につい て (案) J の説明 を し た。
。 「東海地域の 地震予知体制の推進につ い て (案)J が

判定会の要綱 の 第 5 項を除い て承認 さ れた。 当連絡
会 と し て は， 引 き 続 き 地震予知推進本部で討議 さ れ
る 第 5 項関連事項につ い て は ， 会長が特定地域部会
にはかつ て ， 地震予知推進本部 と 折衝す る こ と で会
長に一任 さ れた。

。 当連絡会に 2 名 の 副会長を置 く こ と と し ， 会長が指
名 す る こ と を承認 した。 ①浅 田委員 ， ②力武委員 を
副会長に指名 した。

。 連絡会の運営に関 し ， 必要な事項は ， 昭和44年 4 月
付地震予知連絡会運営要項 (連絡会報第一巻末〉 を
改め る こ と な く ， そ の第 7 項に よ り ， そ の都度追加
運営事項 と す る こ と と した。 第34回連絡会で承認を
得た参与， 作業部会に関す る 運営事項 も こ の趣旨に
し たが っ て取扱 う こ と が承認 さ れた。 (別紙 1 )

o オ ブ ザ ー パ ー に関す る 規約， 本会議の議題， 議事進
行に関す る こ と を ， 特定地域部会で検討す る こ と を
承認 した。

議 事
1 . 中 国 ， 九州地方
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。 佐藤 (地理院〉
出雲地方の 上下変動につ い て は ， 最近， 特に異

常はない。
。 藤 田委員 (地理院〉

九州中部の上下変動につい て は ， 最近， 熊本に
対す る 延 岡 の 隆起が認め ら れ る 。

。 杉浦委員 (水路部〉
九州南方沖の海底地形図 ， 地質構造図， 地質断

面図を報告す る 。
2 北陸， 近畿地方

。 津村 〔震研〕
1972�76年の 新潟県南西部では活摺曲部に少 々

微小地震が見 られ る 外は ， 特に異常はない 。
。 藤 田委員 〔地理院〉

新潟地区 G D P 測量結果を報告す る 。
。 三雲 (防災研〉

上宝におけ る 地殻変動連続観測は ， 歪計記録だ
けに変動 (74年後半か ら縮み〉 が 出 て い る が ， 原
因不明 で あ る 。

ま た， 跡津J I I 断層を ま た ぐ光波測量結果につ い
て報告す る 。

。 三木委員 (京大〕
花折断層の光波測量結果を報告す る 。 ま た ， 琵

琶湖水位の解析に よ れば ， 同湖は東上が り ， 西下
が り であ る 。

。 溝上 (震研〉
1 月 16 日 の和歌山市付近 の極浅発地震は， 10年

前 と 同様な サ イ ス ミ シ テ ィ ー ギ ャ ッ プを埋め る よ
う にお き て い る 。

。 関谷委員 〔気象庁〕
1 月 16 日 の和歌山市付近の地震発生 地 域 の 約

100 年間 の 状態につ い て報告す る 。
。 佐藤 (地理院〕

和歌山市付近の地殻上下変動につ い て は， こ こ
5 年位， 特に異常 は な い 。

ま た ， 山崎断層を ま た ぐ光波測量結果 に よ る
と ， 地殻歪は ， 断層の走向 と 調和的で あ る が小 さ
L 、 。

。 三木委員 (京大〉
山崎断層 の 安富観測室におけ る 伸縮記録を報告

す る 。
3 東 海 地 方

。 宇佐美委員 (震研〉
冊子 「安政元年11 月 4 日 東海沖地震に関す る 静

岡県調査報告」 を紹介す る 。
。 関谷委員 (気象庁〕

東海地域の地震活動は1961年か ら65年頃 ま では
活発で あ っ たが， 現在は ， 定常的で あ る 。

ま た， 同地域の歪計記録は三 ケ 日 の変化が少な
く な り ， 傾斜計記録は全体 と し て ， 変化が小 さ く
な っ て き た。

。 佐藤 (地理院〉
湘南， 東海， 三河地方の 上下変動につい て報告
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す る 。 豊明市を基準 と す る と ， 三ケ 日 ， 豊橋あた
り が少 々 隆起 し て い る 。

。 宇津委員 (名大〉
三河の伸縮計記録に よ る と ， 3 日 位前の 雨で微

小地震が起 る 時が あ る 。 ま た ， 犬山地殻変動観測
所の昨年の記録を追加報告す る 。

。 瀬戸 (地理院〉
東海地方の 変動地形調査の 続 き と し て ， 入 山瀬

断層南方の地震山お よ び航空写真 に よ る 御前崎付
近 の 活断層につ い て報告す る 。

。 藤 田委員 (地理院〉
駿河湾の水平歪は ， 世界 の 水平歪の 平均限界歪

と 比較す る 限 り にお い て は ， 特に大 き い と は し 、 ぇ
な い 。

。 浅 田 東海部会長
7 月 ま でに部会 と し て今 ま で の ま と め と 評価を

試み る 。
。 津村 〔震研〉

伊豆半島の 群発地震は ， 奥野で の 観測に よ る と
減 っ て き た。

。 関谷委員 〈気象庁〉
伊豆半島東部の地震は， 鎌 田 で の 観測に よ る と

減 っ て きた。
。 垣見委員 (地質調〉

大島爆破に よ る 地震波速度観測 (第10凹〉 に よ
る と ， 変化は な い 。

。 藤井 (地理院〉
伊豆半島の上下変動は， こ こ 半年間ほ ぼ停止 し

て い る 。 ま た ， こ の 隆起は伊豆西岸にはお よ ん で
い な い 。

。 河村委員 〔気象庁〉
中伊豆での シ ュ ラ ン ベ ル ジ ャ ー 法 ， 夕、 イ ポ ー ル

法に よ る '75年 8 月 と '76年11月 の 比抵抗測定に よ
る と ， 変化は認め られな い 。

。 萩原 (震研〕
伊豆半島におけ る 重力変化か ら す る と ， 山間部

(冷川 峠， 天城〉 で の 隆起は横ばい ， 周辺部で の
隆起は停止 し て い る 。

。 垣見委員 (地質調〉
伊豆半島東部の 地下水観測 に よ る と ， ラ ド ン 濃

度に変化は な い。 ま た ， ガ ス 中 の 水素が減 っ て き
た の で、火山活動が低下 し た と も 思 え る 。

。 三木委員 〈京大〉
中伊豆町の 自 噴泉 の温度が O. 50 �1 oC 上昇 し ，

1 o�20C 下降 し てか ら河津地震が起 き た よ う に見
え る 。

。 杉浦委員 (水路部〉
伊豆半島東部沖の 海底地形図を紹介 し ， 特徴を

報告す る 。
。 浜 田 (防災 セ ン タ ー 〕

中伊豆， 地蔵堂におけ る 地震観測につい て報告
す る 。 ま た ， 房総の 傾斜計は 0. 5 秒/月 の 変化を
示 し て い る 。



。 茂木関東部会長
伊豆に 関 す る 部会検討の結果を報告 し ， 承認 さ

れ る 。
5. 関 東 地 方

。 津村 (震研〉
伊豆で の地震活動は， 特に異常は な い 。 ま た ，

北関東で の 地震活動は活発だが震源が散在 し て い
る 。

。 笠原委員 (震研〉
小 田原市 の 井戸に よ る 傾斜観測は ， 山梨県東部

地震で ス テ ッ プ状の 記録を示 し た。 野島崎の傾動
は ， 最近変化は な い 。 ま た ， 油査の新観測坑につ
い て報告す る 。

。 藤 田委員 (地理院)
水準測量結果 と 験潮記録に よ る 泊蜜の上下変動

の 聞 には ， 従来か ら大 き な不一致が あ っ た 。 油萱
験潮記録に適切な水温補正を行 う と ， こ の矛盾は
な く な る 。

。 藤井 (地理院〉
川 崎地区の水準改測量に よ る と ， 川 崎 (015-

021 付近〉 は ， そ の後 も ほ ぼ一定 の 隆起を続け て
い る 。

。 垣見委員 〈地質調〉
田島観測井 CJ I I 崎〉 で の 地下水位は ， 49 年に

7. 5m ， 50年に 3 . 5m ， 51年に 1 . 5m 上昇 し た。
'6 .  北海道， 東北地方

。 阿部委員 (北大〉
初動 と 地殻構造 よ り 電子計算機で決定 し た北海

道周辺 の 震源分布図を紹介す る 。
。 藤井 (地理院〉

根室半島沖地震後の 北海道東部水準改測測量結
果を報告す る 。

。 高木委員 (東北大〉
東北地方の浅発地震震源図 と 各観測点で の地震

波速度 の o-c を報告す る 。
。 関谷委員 〈気象庁〉

11月 12月 の 青森県脇野山付近 の 地震活動 につい
て報告する 。

7. そ の 他
。 宇佐美委員 〈震研〕

文部省科学研究費に よ り 東大史料編纂所 と 協 同
で新 し く 収集 ま たは解説 した古文書につ い て ， 中
間報告をす る 。

。 松 田委員 〈震研〉
内 陸 の 要注意活断層系図 を紹介す る 。

。 細 山 (緯度観〉
地殻変動検出 の た め の地球潮汐に関連す る 海洋

潮 汐 の 振幅の 時間的変化に つ い て ， 解析を始め
た。

。 次回 は 5 月 23 日 (月 〉 と す る 。

別紙 1
第34， 36回連絡会の 議を経て， 連絡会の運営に関 し

必要な事項を下記の よ う に定め る 。
記

1 .  連絡会に会務につ い て意見を求め る ため ， 参与 を
置 く こ と がで き る 。

参与は ， 会長の推せ ん に よ り 建設省国土地理院長
が委j属す る 。

2 .  特別の 事項を調査研究す る 必要があ る と き は ， 連
絡会に作業部会を置 く こ と がで き る 。

作業部会は ， 委員及び臨時委員で構成す る 。
作業部会には ， 部会長を置 き ， 部会長は ， 会長が

指名す る 。
作業部会は ， 部会長が招集す る 。

第37 回 地震予 知連絡会
議事録

日 時 昭和52年 5 月 23 日 (月 ) 13時30分�18時
場 所 東京大学好仁会
出 席 者 萩原会長， 大島国土地理院長， 東京大学地震

研究所長
委員 阿部， 高木， 浅 間 ， 宇佐美， 笠原 ，

茂木〔清) ， 津村， 松 田 ， 力武， 檀原，
字津， 一戸， 三木， 岸本， 高橋， 細 山
(須川 代理) ， 小野， 垣見 ， 末広， 渡辺
〔偉) ， 関谷， 諏訪， 河村， 茂木(昭) ，
高崎， 原 因 ， 藤 田

オ ブ ザ ー パ ー 萩原 (幸) ， 浜 田
連絡員 城野， 生 田 (国土庁) ， 飯田 (文部

省) ， ) 1 1 島 (科学技術庁) ， 源辺 (徳) ，
森， 松本， 宇都宮 (建設省〉

事務局 佐藤(裕) ， 石井， 藤井 ， 蒲 田 ， 塚原 ，
掘

。 前回の議事録を確認 した。
。 第 5 期の 委員 を紹介 した。
。 委員 の 改新 に と も な い ， 会長の 改選を行い ， 前期

に引 き置 きJ 葦塵東京大学名誉教授を会長に選出 し
た 。

。 会長が茂木関東部会長， 浅 田東海部会長を 引 き 続い
て指名 し た 。

議 事
1 .  北海道， 東北地方

。 阿部委員 (北大〉
北海道周辺 の 地震分布図 を示す。 最近の活動 と

し て は ， 日 高 山脈南部に地震が起 き て い る が ， 根
室沖では活動が小 さ い。

。 佐藤 (地理院〉
幌延地区の二次網改測結果につ い て報告す る 。

。 高木委員 (東北大〉
東北地方の 地震活動 の 中では， 山形沖そ の 他が

目 立 つ て い る 。 P 波の ( 0 ) ー ( c ) で は ， 異常が
見 られな い。

2 . 関 東 地 方
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。 津村委員 〔震研〉
北関東に比較的深い地震が あ る 。 東京湾， 伊豆

付近の 地震活動は普段 と 同 じ で あ る 。
。 藤 田委員 〈地理院〉

東京都周 辺 の 水準測量結果につ い て報告す る 。
川 崎地区は， そ の後 も 隆起が続 い て い る 。

。 石井 (地理院〕
メ コ メ ー タ M E 3000 に よ る 歪測量の結果お よ

び首都圏精密変歪測量の 結果につい て報告す る 。
。 茂木 (沼〕 委員 (水路部〕

房総件の 海底地形図， 地質構造につい て報告す
る 。

3 .  伊豆半島地方
。 津村委員 (震研〕

伊豆半島 の地震活動はs 河津地震以来， 低下 し
て い た が ， 最近の 4 月 9 日 ， 5 月 4 日 には ， 活発
な地震活動が見 られた。 ま た ， 震源分布につ い て
報告す る 。

。 浜 田 (防災 セ ン タ ー 〉
岡部， 中伊豆での 地震計記録， 傾斜計記録を報

告す る 。 ま た ， 地震計記録か ら s-p を報告す る 。
。 関谷委員 (気象庁〉

伊豆半島東部の地震活動は ， 4 月 9 日 ， 5 月 4
日 に30�60回の地震が記録 さ れた が ， 全体的に見
て ， 活発化 し て い る と は い え な い 。

。 藤井 〔地理院〕
験潮場の 潮位記録に よ れば， 伊東付近の 隆起は

74年頃か ら 始 ま り ， 76年か ら は横ばい状態で あ っ
たが， 最近 4 月 には少 し 上昇 し た。 伊豆半島中部
の 辺長測量の結果は ， 徳永村， 万域岳付近な ど中
央部が伸び ， 周辺地域は縮み の 傾 向がみ ら れ る 。

。 荻原 (幸) (震研〉
伊豆半島東部の全磁力変化の 分布図 を 紹 介 す

る 。 ま た ， 全磁力 の 経年変化異常 と 地震活動に は
相関が見 ら れ る 。

。 垣見委員 (地質調〉
伊豆半島東部の地下水位観測に つ い て 報告す

る 。 ま た ， ラ ド ン濃度 の 変化は降水量 と よ く 対応
し て い る 。 水素濃度 の 変化 グ ラ フ を紹介す る 。

。 茂木関東部会長
伊豆半島には 4 月 ， 5 月 に有感を含む地震活動

があ り ， 最近の伊東 の 隆起 と 関連が あ る と 恩われ
る 。 大局的にみ る と 伊豆半島 の地震活動は低下 し
て い る が今後 と も 監視を続け る 必要が あ る 。

4 . 東 海 地 方
。 関谷委員 (気象庁〉

判定会等の資料 と し て地震頻度分布図を紹介す
る 。 ま た ， 東海地方の地震につ い て ， 伊豆沖で は
前震あ り ， 駿河湾沖では前震な し の パ タ ー ン が見
ら れ る 。

。 関谷委員 〔気象庁〉
東海地方に設置 し た歪計お よ び傾斜計の 観測記

録を報告す る 。

。 佐藤 (地理院〕
水準測量に よ る と 掛]1 1 に対す る 御前崎 の 沈下

は ， 73年の 測量以降， 速度を増 し て お り ， 験潮記
録 と も 一致 し て い る 。 ま た ， 駿河湾 を は さ ん だ辺:
長測量の結果を報告す る 。

。 藤 田 委員 (地理院〉
尾張お よ び伊勢志摩半島地区の 水平歪分布を朝長

告す る 。
。 垣見委員 (地質調〉

東海地方での ラ ド ン 濃度 ， 地下水位の 観測につ
い て報告す る 。

。 浅 田東海部会長
御前崎の地殻活動につ い て は ， あ と 1 . 2 年様

子を見て し 、 く 必要があ る 。
5 .  北陸， 近畿， 中部， 中国 ， 九州地方

。 岸本委員 〔防災研〉
鳥取， 阿武山で、観測 し た地震の震源図を ま と め

て 紹介す る 。
。 関谷委員 (気象庁〉

5 月 2 日 の 島根県中部でお こ っ た地震(M = 5 . 2:
�5 .  3) につ い て ， 震度分布， 過去 の地震活動を
報告す る 。

。 津村委員 (震研〉
上記地震の余震活動は， 順調に低下 した。

。 三木委員 (京大〉
四国地方の地震活動は中央構造線が 境 界 と な

り ， そ の 南でお こ っ て い る 。 深度分布か ら は浅い
地震 と 深い地震 と に区分で き る 。

。 笠原委員 〔震研〉
松山地方の地殻変動は ， 水管傾斜計記録に よ る

と ， 74年以降北下が り を続け て い る 。
。 藤 田委員 〈地理院〉

九州地方の 上下変動図を示す。 ま た ， 最近延岡4
付近に隆起が見 ら れ る 。

。 宇津委員 (名大〉
地震記録の テ レ メ ー タ 集中につい て報告す る 。

6 . そ の 他
。 宇佐美委員 (震研〉

東大史料編纂所 と 協 同 で新たに収集あ る い は解
読 した地震関係古文書につい て紹介す る 。

。 宇佐美委員 (震研〉
新たに収集 し た史料に よ る 小 田原地震(1853年〕

につい て の被害， 震度分布を報告す る 。
。 力武委員 (東工大〉

地震予知情報の実際的分類につ い て ， 試案を紹
介す る 。

。 三木委員 (京大〉
西宮付近の地震 (1976 年 9 月 ， M = 3. 0) の前

震， 余震分布につい て ， 報告す る 。 ま た ， 前震のJ
Softness は小 さ い。

。 萩原会長が閉会を宣言 し た。
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第38 回 地震予知連絡会
議事録

日 時 昭和52年 8 月 26 日 (金) 13時30分�18時45分
場 所 建設共済会館
出席者 萩原会長， 大 島国土地理院長

委員 岡 田 ， 鈴木(次) ， 高木， 石橋 〔浅 田 代
理) ， 笠原 (慶) ， 茂木 Cì育) ， 津村，
松 田 ， 力武， 橿原 ， 宇津， 一戸， 三木，
岸本， 高橋， 須川 ， 小野， 垣見， 末広，
渡辺 (偉) ， 関谷， 諏訪， 河村， 茂木
(沼) ， 高崎， 鈴木 (弘) ， 原 田 ， 藤 田

オ ブ ザ ー パ ー 溝上， 荻原 (幸L 山科
連絡員 平畑 〔文部省) ， 斎藤(国土庁) ， 笠原

〔敬) (科学技術庁) ， 下松， 野 口 ， 渡辺
(徳) (建設省〉

。 会長が開会を 宣 し ， オ ブ ザ ー パ ー を紹介 し た。
。 前 回 の 連絡会議事録を一部追加記載後確認 し た 。
議 事
1 .  ユ ネ ス コ 地震予知会議準備会報告

。 力武委員 (東工大〕
ユ ネ ス コ の 国 際地震予知会議準備会の 報告をす

る 。 1979年 3 月 を め ど に本会議が開かれ る 予定で
あ り ， 1978年 9 月 に組織委員会の 開催が計画 さ れ
て い る 。

2. 中 国 の地震予知視察報告
。 鈴木委員 (東北大〉

中 国 の地震予知の視察報告をする 。 日 本 と は学
術的には差は な いが ， 予知の成功は社会， 政治状
態に負 う と こ ろ が 多い よ う に思え る 。

3 .  北海道， 東北地方
。 岡 田委員 〔北大〉

最近の 北海道周 辺 の 地震活動には， 異常は認め
ら れ な い。 ま た ， 有珠山噴火に伴 う 地震活動 と 観
測 体制につい て報告す る 。

。 高木委員 (東北大〉
東北地方の 微小地震活動につい て報告す る 。 金

泰山観測点に よ り 福島県沖の 震源決定が良 く な っ
た 。 弘前市付近 と 山形県 内陸部に群発が 目 立つ。
P 波走時異常 ( O - C ) は ， 以前 と 変 ら な い 。

。 佐藤 (地理院〉
男鹿半島 の 水準測量に よ れば， 半島先端部に隆

起があ らわれてい る 。
。 藤 田委員 (地理院〕

秋 田地方の G D P 測量結果お よ び過去か ら の水
平変動につ い て 報告す る 。

4. 関 東 地 方
。 津村委員 (震研〉

最近の 関東地方の微小地震活動につい て報告す
る 。 今年 6 月 に九十九里沖， 続い て勝浦沖に群発

地震が起 こ っ たが ， 従来 と 同 じ よ う に広い範閣で

起 こ っ て い る の が特徴で あ る 。 伊豆半 島 ば s 従来
と 同 じ活動であ る 。

。 佐藤 〔地理院〉
今市一桐生聞 の水準測量結果に よ る と ， 特に隆

起は見 られない。
。 高橋委員 (防災 セ ン タ ー 〉

岩槻で観測 さ れた東京湾 を 中心 と した微小地震
につ い て ， S ，  P の起 こ り 方に特徴的な も の が あ
り ， マ グ ニ チ ュ ー ド 4 � 5 の地震発生 と 関連が あ
る と 思われ る の で今後 も 監視す る 。

。 茂木関東部会長 (震研〉
川 崎地盤隆起につ い て ， 恒石 の 浮力 モ デ、ノレ を 紹

介す る 。
。 佐藤 (地理院〉

最近 の 川 崎付近 の 半年間毎 の 上下変動を報告す
る 。

。 関谷委員 〔気象庁〕
今年 6 月 ， 房総東方沖で、発生 し た地震活動 の推

移 と ， そ の 時に銚子， 勝浦等で、観測 さ れた歪変化
につい て報告す る 。

。 関谷委員 〔気象庁〉
関東南部の歪計観測vこ よ る と ， 網代観測点では

ロ ー カ ル な ゆ っ く り し た ス テ ッ プ状の 変動が観測
さ れた。

。 高橋委員 (防災 セ ン タ ー 〉
テ レ メ ー タ 観測に よ る 房総東方沖の群発地震の

震源図 ， お よ び 岩井， 館 山 の傾斜変化を報告す
る 。

。 佐藤 (地理院〉
水準測量に よ る と 最近 の 房総半島 の傾斜は外房

か ら 内房に傾 く 傾向 が あ り ， 今 ま で、の傾斜 の 方 向
と ちが っ て い る 。

。 茂木委員 〈水路部〉
1/2万精密測量に よ る 相模湾北西部 の海底 地 形 図
お よ び地質構造につい て報告す る 。

。 石橋代理委員 〔東大〉
房総沖， 相模湾， 駿河湾にか け て の地震の発生

に は ， か な り の規則性がみ られ， そ の大 き さ に も
関連性が認め ら れ る 。

。 茂木関東部会長 (震研〉
房総東方沖の群発地震につ い て ， 関東部会で検

討 し ， 1" こ の地域では ， 近年， 群発地震が発生 し
て お り ， 今年 6 月 の群発地震 も 一連 の も の と 考え
ら れ る 。 こ れは ， す ぐ に結びつ く と は考えに く い
が ， 地震の空 白 域 も 認め ら れ る と こ ろ か ら ， 更に
総合的な調査を進め る 。」 と の 結論を得た。

5 . 東 海 地 方
。 宇津委員 〈名大〉

東海地方の微小地震観測に よ る 震源分布図 に よ
る と 伊豆 静岡 にかけて地震の活動がみ ら れ る 。
ま た， 地震波速度 の 有意 な 変化は見 られな い 。

。 関谷委員 (気象庁〉
東海地方の地震活動は ， 現在， 定常的で あ る 。
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。 関谷委員 (気象庁〉
東海地方の歪計連続記録に よ る と ， 特に異常な

変動は見 ら れ な い 。
。 佐藤 (地理院〕

豊明 ~掛川 聞 の 水準測量に よ る と ， 三 ケ 日 の 隆
起が 目 立 つ て い る 。 ま た ， 東海地方の最近の 上下
変動では御前崎の 沈下速度が早 ま っ て お り ， 潮位
記録か ら も それが見 られ る 。

。 垣見委員 (地質調〉
東海地方で の 地下水の水質， ラ ド ン 観測の結果

お よ び テ レ メ ー タ に よ る 観測結果を報告す る 。
。 藤 田委員 (地理院〉

濃尾地方の過去 90 年間 の 水平歪の 分布に よ る
と ， 養老断層に沿 っ て歪の大 き い と こ ろ が分布 し
て い る 。

。 笠原委員 〔震研〉
嘉保年間に発生 した地震に関す る 新資料を紹介

す る 。
6 .  北陸， 近畿， 中 国 ， 四国， 九州地方

。 岸本委員 〔防災研〕
北陸， 鳥取， 阿武山で観測 した微小地震の 分布

に よ る と p 北陸， 北近畿， 東中国地方の活動は定
常的で あ る 。

。 岸本委員 (防災研〉
有珠山 の 火 山活動 と 西南 日 本の地震活動に相関

性があ る よ う に見 え る 。
。 溝上 (震研〉

和歌山市周辺 の地震活動につ い て は ， 一連 の パ
タ ー ン が認め ら れ ， 今回の群発地震活動 も そ の線
上で起 っ て い る 。

。 山科 (震研〕
島根県中部地震の 余震活動につ い て ， 頻度お よ

び震源分布を紹介す る 。
。 藤田委員 (地理院〉

島根県中 部地方の水準測量に よ る と ， 宍道湖周
辺 に隆起が見 ら れ る 。

。 藤 田委員 (地理院〕
愛媛県中部地方 の 最近の上下変動には， 有意な

変動は見 ら れ な い 。
。 関谷委員 〔気象庁〉

4 月 か ら 7 月 にかけて の熊本市付近の群発地震
につい て ， 活動 の推移を報告す る 。 ま た ， 発震機
構は ， こ の地区に普通に見 ら れ る 型で あ る 。

。 原 因委員 (地理院〉
西部 日 本で過去 3 回行われ て い る 一等三角測量

結果か ら得 ら れた水平変動お よ び歪の 分布を紹介
す る 。

7 .  伊豆半島地方
。 関谷委員 〔気象庁〉

伊豆半 島 の地震活動は， 1 日 数回程度以下であ
る 。

。 佐藤 〔地理院〕
伊東~沼津聞 の 最近の水準測量に よ る と ， 大室
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山付近に隆起が見 ら れ る 。
。 笠原委員 〔震研〕

伊豆半島東部の 地下水調査の結果を報告す る 。
。 垣見委員 (地質調〕

伊豆半島で の 地下水中の溶手 ガ ス 組成観測に よ
る と ， 九 濃度 の変化は， 地震活動 に対応 し て い
る 。

。 河村委員 (気象庁〉
伊豆半島におけ る 地磁気観測に よ る と ， 今年の

1 月 � 2 月 に菅引一松崎の全強力差に 5 r 程度の
変化がみ ら れ る 。

。 茂木関東部会長 (震研〉
御前崎 の沈下速度が早 ま っ た こ と は ， 伊豆半島

沖地震の効果 と 見 られ， 駿河湾の 西岸に伸び る 構
造線に沿 っ て ， 徴小地震が活発で あ り 3 東海地震
が起 こ る と すれば， そ の 構造線の 南倶uであ ろ う 。

8 . そ の 他
。 藤 田委員 (地理院〉

中 国 の 海域地震お よ び唐山地震に伴 っ て ， 地議
気観測 の結果に大 き な変化が見 ら れ る 。

。 事務局か ら ， 東京都で ま と めた 「東京都にお け る
ラ ド ン 観測資料」 を紹介す る 。

。 次回 の 開催は ， 11月 28 日 (月 〉 と す る 。

第39 団 地震予 知連絡会

議事録

日 時 昭和52年11月 28 日 (月 ) 13時30分�17時30分
場 所 気象庁会議室
出 席 者 萩原会長， 大島国土地理院長

委員 岡 田 p 鈴木(次) ， 高木， 浅 田， 宇佐美，
笠原， 茂木(清) ， 津村p 松 田 ， 力武，
檀原， 宇津， 一戸， 三木， 岸本， 高橋，
須} I ! ， 小野， 垣見， 末広， 渡辺 〔偉) ，
関谷， 諏訪， l可村， 茂木 (昭) ， 高崎，
鈴木〔弘) ， 原 田 ， 藤 田

オ ブ サ、 ー パ ー 荻原 (幸) ， 青木 (治) ， 浜 田
連絡員 斎藤， 伊藤 〔国土庁) ， 吉 田 ， 坂 田

(科学技術庁) ， 下松， 佐藤〔文) ， 渡辺
(徳) (建設省〉

事務局 佐藤(裕) ， 石井， 藤井， 蒲 田 ， 石川 ，
塚原， 青木 〔和〉

。 会長が開会を宣 し ， オ ブ ザ ー パ ー を紹介 した。
。 前 回 の 連絡会議事録につ い て ， 一部訂正 した後， 確

言忍 し Tこ。
議 事
l .  北海道， 東北地方

。 岡 田委員 〔北大〉
北海道周辺で の 最近の地震活動を報告す る 。

。 岡 田委員 (北大〉
根室， 弟子屈地方で の辺長測量に よ る と ， 弟子

屈 では伸び， 根室では 目 立 っ た変化が見 ら れ な か



っ た。
。 佐藤 (地理院〉

有珠山周辺で の 水準測量の結果に よ れ ば， 有珠
山 の 山 ろ く 部では上下変動が少な く ， 山地に入 る
と 変動が大 き く な っ て い る 。

。 高木委員 (東北大〕
最近の 東北地方の微小地震活動は 全般 に 低 い

が ， 活動 の パ タ ー ン は今 ま で と 同 じであ る 。 秋 田
県沖， 青森， 山形県では昨年来活動が高 ま っ た。
P の o-c は 以前 と 同 じ債を続げて い る 。

2 . 関 東 地 方
。 津村委員 (震研〉

関東地方の最近の 微小地震活動で は ， 小 田原市
付近， 伊立半烏， 茨城県南西部， 大島付近に活動
の 活発な所が見 られた。 1971年来， 深 さ 5 �40km 
に発生 し た地震の震源分布図か ら は房総半島沖に
地震の 空 白 部が見 ら れ る 。

。 笠原委員 (震研〉
傾斜観測に よ る と ， 泊査では顕著な変動はな

く ， 鋸山につい て は ， 最近の 2 � 3 年傾斜 の 向 き
が変化 し て き た よ う であ る 。

。 藤 田委員 〔地理院〉
三浦半 島 の 傾斜変動は， 日 本海溝， 相撲 ト ラ フ

沿い の 大地震発生 と 関連性があ る と 思われ る 。
。 浜 田 (防災 セ ン タ ー 〉

現在 ま での 関東地方での地震波速度変化の 観測
か ら は ， 地震前兆 と し て の 明 瞭な変化は見 ら れ な
か っ た。

。 高橋委員 〔防災 セ ン タ ー 〉
房総半島南部に お け る地震観測， お よ び傾斜観

測 の 結果につい て報告す る 。
。 関谷委員 (気象庁〉

房総半島沖で の 浅発地震の活動の う ち ， あ る 領
域の時間的推移をみ る と ， 1973， 1974 年 お よ び
1977年の地震活動は ， 異常であ っ た よ う に 思 え
る 。

。 関谷委員 (気象庁〉
網代で の 歪連続観測では， 1977年 7 月 お よ び 8

月 に地震を伴わ な い ゆ っ く り と した変動が観測 さ
れた。

。 茂木 〔昭〉 委員 (水路部〉
相模湾， 相模灘付近の海底地形お よ び海底地形

構造につい て報告す る 。
3 伊豆半島地方

。 津村委員 (震研〉
伊豆半島の最近の微小地震活動では， 9 月 に丹

那断層 の 南側に地震が発生 したほか， 東， 西海岸
地域お よ び大島に近い地域で活発な活動がみ ら れ
ナこ。

。 関谷委員 (気象庁〉
伊豆半島お よ び大島付近での最近の地震活動 の

推移を報告す る 。 ま た ， 真鶴の北部に発生 し た地
震 (1977年11月 6 日 ， M = 3. 9) の 前に ， 網代で

異状な歪変化を記録 した。
。 高橋委員 (防災 セ ン タ ー 〉

中伊豆 と 岡部で観測 し た地震活動につ い て報告
す る 。 阿部での地震活動お よ び s-p 分布に 目 立
っ た変化は な か っ た 。

。 笠原委員 (震研〉
光波測量の 結果に よ れば， 伊豆半島北東部での

水平変動は， 依然 と し て続い て い る 。
。 藤井 (地理院〕

伊豆半島 の上下変動の 時間的推移を報告す る 。
最近， 半年間 に湯 ケ 島付近で 2 cm 陵起 した 。 験
潮結果では ， 伊東に隆起はみ ら れ な い 。 代表的な
水準点で の 変動は， 1975�1976年頃に大 き く ， 最
近はやや頭打ち にな っ て い る 。

。 垣見委員 (地質調〉
伊豆半島東部におけ る 地下水観測に よ る と ， 河

津地震を契機に水温の低下 し て い る 井戸が見 ら れ
る 外は ， 特に異常な変化 は な い 。

。 茂木関東部会長 (震研〉
房総半島沖の最近の地震活動につい て は ， 海底

地形 と の 関連性が見 ら れ る 。 1953年の地震の前兆
と し て地震活動そ の他に若干の変動があ っ た。 ま
た ， 伊立半島 の地震活動は ， 低下 し て お り ， 地殻
変動速度は ， ひ と 頃の 1/3 に小 さ く な っ て い る
が， な お ， 注意を要す る 。

4. 東 海 地 方
。 宇津委員 (名 大〉

東海地方の 微小地震活動は特に変化 は な い が ，
浅い地震では静岡市周辺等で， やや深い地震は愛
知， 静岡県西部で 目 立 つ て い る 。

。 関谷委員 (気象庁〉
東海地方の地震活動は ， 1977年 8 月 に静岡市，

御前崎付近に地震が あ っ たほか， 深 さ 別では変化
が な か っ た。 駿河 ト ラ フ 沿い の 異常地震活動 と 本
震 と の 関係につい て考察 し た の で紹介す る 。 東海
地方に限 っ て言えば， 前震継続期間 と マ グ ニ ヂ ュ
ー ド が比例 し て い る 。

。 関谷委員 (気象庁〉
東海地方での 歪連続観測結果では大 き な変化が

なか っ た。
。 佐藤 (地理院〉

水準測量の結果では ， 三 ケ 日 付近で隆起が見 ら
れ， こ れは最近数年間 の 現象 と 思われ る 。 ま た ，
駿河湾沿岸で、の潮位変化を報告す る 。

。 一戸委員 (京大〉
各機関共同 で実施 した重力測量の結果で、は ， 変

化が精度 と 同程度では あ る が ， 系統的な分布を示
し て い る 。

。 浅 田東海部会長 〔東大〉
地震予知連絡会東海部会資料を作成 し た の で紹

介す る 。
5 .  北陸， 近畿地方

。 笠原委員 (震研〉
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新潟県小千谷， 弥彦におけ る 光波測量の 結果を
紹介す る 。

。 佐藤 (地理院〉
富山市一青海町聞 の 水準測量か ら は ， 有意な変

動が見 られなか っ た。
。 三木委員 (京大〉

最近の地震活動分布図に よ る と ， 淀川沿い ， 琵
琶湖南部， 養老断層沿い に活動が あ る よ う にみ え
る 。

。 岸本委員 (防災研〉
1977年 9 月 初 日 に 山崎断層 の 南側に発生 し た地

震につい て ， 安富町周辺で観測 した前兆諸現象を
報告す る 。

。 茂木 (昭〕 委員 (水路部〉
紀伊水道付近の海底地形お よ び海底地質構造に

つ い て報告す る 。 由良瀬戸南部の 断層 は s 中央構
造線 と 思われ る 。

6. 中 国 ， 四国地方
。 津村委員 (震研〉

中 国地方西部の 最近の地震活動に よ る と ， 三瓶
山付近の地震以後， 余震活動が続い て い る ほ か ，
庄原， 三次市境界 の地震後の 群発が 目 立つ。 出雲
地方には， 2 カ 所で、臨時観測を始めた。

。 関谷委員 (気象庁〉
鳥取地震前後， お よ び最近 ま で、の地震活動につ

い て報告す る 。 島根県北東部の 最近の地震活動 も
1950年以降の活動の延長 と 思われ る 。

。 佐藤 (地理院〉
出雲地方での水準測量に よ る と ， 米子付近に隆

起 の 中心が見 え ， 験溺の 結果 と も 矛盾 し な い 。 ま
た ， 出雲地方での光波測量結果を報告す る 。

。 佐藤 (地理院〉
池 田 ， 阿波地区での 中央構造線を ま た く

動tは主， 断層 の動 き と は調和であ る が ， 量 と し ては
かな り 小 さ い 。

。 宇津委員 〔名大〕
高感度地震観測点の 分布図を紹介す る 。

7. そ の 他
。 宇佐美委員 (震研〉

新たに収集， 解読 した地震関係古文書を紹介す
る 。

。 次 回 の 開催は， 翌年 2 月 20 日 (月 〉 と す る 。

ム一品絡連牟ハ予震地図
録

的
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日 時 昭和53年 2 月 20 日 (月 ) 13時30分�18時
場 所 湯島会館
出席者 荻原会長， 高崎国土地理院長

委員 岡 田， 鈴木(次) ， 高木， 浅 田， 宇佐美，
笠原 (慶) ， 茂木 (清) ， 津村， 松 田，
力武， 檀原， 青木〔治) ， 一戸， 三木，

岸本， 高橋， 須川 ， 小野， 垣見， 末広，
渡辺 (偉) ， 関谷， 諏訪， 河村， 茂木
(昭) ， 鈴木 (弘) ， 林， 原 田 ， 藤 田

オ ブ ザ ー パ 一 村井， 宇津， 萩原 (幸) ， 三雲，
東野， 金森

連絡員 伊藤， 斎藤 (国土庁) ， 笠原 〔敬) ，
坂 田 (科学技術庁) ， 平畑 (文部省) ，
宇都宮， 松本， 渡辺 (徳) (建設省〉

事務局 佐藤， 石井， 藤井， 柿沼， 川村，
石川 ， 塚原， 青木 〈和〉

。 荻原会長が開会を宣 し ， オ ブ ザ ー パ ー を紹介 した。
。 事務局か ら人事異動に伴 う 委員 の 変更 の 報告が あ っ

た。
。 前回議事録 (案〉 を一部訂正の後， 承認 し た c
。 昭和53年 1 月 27 日 聞かれた特定部会の議事録につい

て そ の 内 容 の 審議を行 っ た あ と 確認 し た。
議 事
1 .  北海道， 東北地方

。 岡 田委員 〔北大〉
北海道地方の過去 1 年間 の地震分布では， 石狩

湾北部に浅い地震が 目 立 っ て い る 。 ま た， 1977年
12月 頃か ら釧路， 根室市付近に有感を含む地震活
動があ り ， 活動度に変化があ っ た よ う であ る 。

。 高木委員 (東北大〉
1977年11月 か ら翌年 1 月 ま での東北地方の浅発

地震の活動では三陸沖に活動が 目 立 つ て い る 。 日
本海沖では ， 沖合 100 km 付近に起 っ てい る の が
特徴であ る 。 ま た， 過去 6 カ 月 間 の 各観測所での
P-time residual には有意な差が見 ら れ な い。

。 宇佐美委員 (震研〉
古文書資料に よ っ て 明 ら か に な っ た東北地方に

発生した地震の頻度分布お よ び震度分布図を報告
す る 。 十勝i中 の地震につ い て は ， ほ ぼ 100 年に 1
度 の 繰 り 返 しが見 られ る 。

2 .  関 東 地 方
。 津村委員 (震研〉

関東地方の微小地震活動につい て報告す る 。 昭
和52年11月 に真鶴の地震， 伊豆大島の群発地震が
発生， 昭和52年12月 には ， 東京湾中部の活動が注
目 さ れた 。

。 高橋委員 (防災 セ ン タ ー 〉
東京湾北部に発生す る 波形 の 特異な地震 と 主地

震発生 と の 時 間 ， 空間的な 関係等につい て報告す
る 。

。 関谷委員 (気象庁〉
関東地方南部の歪観測結果を報告す る 。 勝浦町〉

観測点では， 今 ま で に な い縮み変化を示 し た。
。 藤田委員 (地理院〉

最近の 川 崎地区 で の 隆起現象は頭打ち に な っ て
L 、 る 。

。 垣見委員 (地質調〉
川 崎市付近での水位上昇は 横ばい に な っ て い

る 。 ま た ， 塩分濃度は小 さ く な っ て い る 。
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。 茂木 (昭〉 委員 (水路部〉
相模灘の全磁力観測結果に よ る と ， 伊豆大 島南

西部に複雑な コ ン タ ー が見 ら れ る 。 ま た ， 同地域
で の海底地形， 地質構造につ い て報告す る 。

3 .  伊豆大島近海地震関連
。 津村委員 (震研)

伊豆半島での 微小地震活動につい て は ， 1977年
の 後半か ら現在にかけ て 北西一南東方向 の 発生パ
タ ー ン が見 られ， ま た ， 天城峠付近に も 活動が見
られた。 さ ら に ， 伊豆大島近海地震前後の地震活
動お よ び余震分布， 頻度分布を報告す る 。

。 津村委員 (震研〉
伊豆大 島 に お け る 今 回 の地震の余震観測結果を

報告す る 。
。 笠原委員 (震研〉

伊豆大島近海地震の発生パ タ ー ン お よ び断層 モ
デ、Jレ の 計算結果 を報告す る 。

。 笠原委員 (震研〉
油萱， 鋸山観測所で、観測 さ れた ス ト レ ー ン ・ ス

テ ッ プ と 断層 モ デルか ら計算 さ れ る 歪量 と の比較
結果を報告す る 。

。 村井 (震研〉
今回 の地震の 断層運動は ， 稲取か ら 北西にかけ

て ， 最大 1 m の 右横ずれな どを含め， 数 カ 所見つ
か っ た。 余震は ， 稲取か ら 西北西に 向 う 活断層上
に分布 し て い る 。

。 青木委員 (名大〉
今 回 の地震前後の地震活動 ， 余震の推移を報告

す る 。 ま た， 前震の b の値は 0. 54 で あ っ た 。
。 関谷委員 〔気象庁〕

関東， 東海地方での歪計具常記録の時間的 パ タ
ー ン を報告す る 。 石廊崎で は ， 1977 年 12 月 か ら
急 な 縮みを示 し た 。 ま た ， 伊豆大島で、観測 し た前
震， 余震の P-S 分布を見 る と ， 本震の前に伊豆
半島に向 っ て地震の広が り が見 られ る 。

。 高橋委員 (訪災 セ ン タ ー 〉
地蔵堂， 岡 部 ， 中伊豆 ， 岩槻の観測施設で決め

た地震の 分布を報告す る 。 ま た ， 岩井， 岩槻で観
測 し た傾斜変化を報告す る 。

。 垣見委員 (地質調〉

津， 伊東一油査 問 の 験潮結果に変化は なか っ た。
伊豆半島東部の地震断層を ま た ぐ辺長測量では ，
地震に伴 っ た変動が観測 さ れp 駿河湾を ま た ぐ辺
長 に は ， 変動がな か っ た。

。 藤井 (地理院〉
伊豆大島近海地震お よ び河津地震前の伊豆半島

におけ る 地殻歪を報告す る 。 地震の前に河津町付
近の地殻 に は ， 著 し い ふ く ら みが見 ら れた。

。 萩原 (震研〉
伊豆半島での辺長測量の結果に よ る と ， 地震断

層に伴 う 伸びが観測 さ れた 。
。 荻原 (震研〉

重力観測に よ る と 熱川付近で地震に伴 う 土地の
沈下が見 ら れ， 冷}I I 峠付近では， 依然 と し て 隆起
を示 し て い る 。

。 荻原 (震研〉
伊豆半島の全磁力観測に よ る と 地震前後で の 顕

著な変化は な か っ た。
。 萩原 〔震研〉

フ ラ ッ ク ス ゲ ー ト 型磁力計で観測 した地磁気変
化， お よ び地電流変化を報告す る 。

。 河村委員 (気象庁〉
鹿野山 ， 柿岡{直に準拠 し た伊豆半島の全磁力観

測では ， 1977年の 11月 後半か ら変化が 認 め ら れ
る 。

。 力武委員 (東工大〉
今回 の地震をは さ ん だ全磁力変化につ い て報告

す る 。
。 三木委員 〔京大〕

中伊豆町 の 自 噴泉 で の 水温観測に よ る と ， 1977 
年12月 中旬か ら ， 夕方か ら の温度低下 と s 短周期
の動揺が観測 さ れ る よ う に な り 9 地震発生 ま で続
L 、 7こ 。

。 浅 田委員 (東大〉
中伊豆地区の観測泉 で の ラ ド ン 量変化は， 1977 

年12月 20 日 頃か ら変化 し ， 1978年 1 月 か ら は大 き
な変化を示 し て お り ， 今 回 の地震の前兆 と 思われ
る 。 ま た ， 御前崎の 地下水位観測では p 地震前後
で著 し い変化を示 し た。

。 坂 田 (科技庁〉
特別研究促進調整費に よ る 「伊豆大島近海地震

に関す る 特別研究」 につい て紹介す る 。
伊豆大島近海地震の地震断層を ま た ぐ辺長測量

に よ る と ， 現在の と こ ろ 有意な余効変動は観測 さ
れ て い な い 。 大 島爆破に よ る 速度変化観測には差
は な か っ た。 ま た p 南伊立爆破に よ る 振幅比観測
で は ， 北に向か う 測線で大 き な{直を得た。

4 . 東 海 地 方

。 東野 〔地質調〉
伊豆半島で の水温変化， 水質変化につい て報告

す る 。 姫 ノ 湯観測井での ラ ド ン 濃度 の 変化は注 目
さ れ る 。

。 佐藤 (地理涜〕
水準測量に よ る と ， 河津町付近に今回 の地震に

伴 っ た変動が み ら れ る 。 修善寺， 湯 ケ 島付近に
は ， 土地隆起が依然見 ら れ る 。 ま た ， 田子一焼
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。 青木委員 (名大〉
東海地方の 微小地震活動に よ る と ， 駿河湾 の北

部にはp あ いかわ らず地震がな い 。
。 関谷委員 (気象庁〉

駿河 ト ラ フ 以西の地震活動は定常的であ る 。
。 関谷委員 (気象庁〉

東海地方の歪計観測に よ る と ， 石廊崎， 御前崎
の測点で伊豆大島近海地震に伴 っ た と 息われ る 変
化を記録 し た 。

。 笠原委員 〔震研〉



富土川観測所にお け る 地震前後の歪， 傾斜変化
につい て報告す る 。

'0 松 田委員 (震研〉
石廊崎断層 の延長線上の駿河湾西岸部で古い 断

層が 1 � 3 km 程 く い ちが っ て い る こ と が判 明 し
7こ。

。 佐藤 (地理院〉
駿河湾北部にお け る 距離測量結果では， ほ ぼ東

一西の圧縮が進行 し て い る が， 伊豆半島中部の 隆
起が影響 し て い る と 思われ る 。 御前崎地区での水
平変動には， 北西一南東の圧縮が見 ら れ る 。

。 藤 田委員 (地理院〕
東海地方での 明治か ら の 水平変動には ， 北西一

南東の圧縮が見 ら れ る 。 ま たp 最近 3 年間 の 測量
で は ， 変動の傾向がわか ら な い 。

。 宇佐美委員 (震研〉
宝永， 安政地震の 改訂後の 震度分布図を紹介す

る 。
5 .  中部， 北陸， 近畿地方

。 津村委員 (震研〉
長野県北部に起 っ た地震 (1978年 1 月 29 日 〉 の

震源分布， 頻度分布につい て報告す る 。
。 青木委員 (名大〕

犬山地殻変動観測所で の 伸縮， 傾斜 の 経年変化
を報告す る 。

。 三雲 〔防災研〕
富 山県南部か ら 岐阜県北部にか け て の 最近の地

殻活動に よ る と ， 跡津川 断層沿い お よ びそ の延長
上に地震が起 っ て い る 。 乗鞍岳 ， 御岳 山南方に も
活動が見 ら れ る 。

。 岸本委員 (防災研〉
北陸地方， 近畿北部地方， 中 国地方東部での地

震活動 で は ， 山崎断層 に沿い活動が活発 で あ っ
た 。 ま た ， 日 本海側 の 活動 も 目 立 つ た。

。 藤 田委員 (地理院〉
精密測地網測量の 結果に よ る と ， 伊勢湾を ま た

い だ地区での歪は小 さ い 。 ま た ， 根尾谷断層に沿
っ て歪は大 き く 注 目 さ れ る 。 ま た， 若狭湾 ， 琵琶
湖周辺 の 水準測量結果を報告す る 。

>6 .  中 国 p 九州 ， 琉球地方
。 津村委員 (震研〉

最近 3 カ 月 間 ， 中 園地方西部では， M 4 を越え
る よ う な地震は なか っ た。 三次市北方， 三瓶山東
方の地震活動は相変 らず続い て い る 。 ま た， 増設
した宍道観測点で の s-p 分布を報告す る 。

。 藤井 (地理涜〉
中 園地方東部の 重力 ブ ー ゲ異常 図を紹介す る 。

。 茂木 (昭〉 委員 (水路部〉
速吸瀬戸の海底地形， 地質構造お よ びそれ ら に

基づ く 中央構造線の推定位置につい て報告す る 。
。 関谷委員 (気象庁〉

琉球列島の過去の被害地震を示す。 1771年に地
震の あ っ た石垣島南方には ， 最近， 地震活動は な

く 注 目 に値す る 。
7. そ の 他

。 宇佐美委員 (震研〉
新たに収集 あ る い は解読 し た地震関係古文書を

紹介す る 。
。 次 回 の 開催予定 日 は ， 昭和53年 5 月 22 日 (月 〉 と

す る 。

第41 団 地震予知連絡会

議事録
日 時 昭和53年 5 月 22 日 (月 ) 13時30分�18持
場 所 虎 ノ 門共済会館
出 席 者 萩原 〔尊〉 会長， 高崎国土地理院長

委員 岡 田 p 鈴木(次) ， 高木， 浅 田 ， 笠原，
茂木(清) ， 津村， 松 田 ， 力武， 橿原，
青木(治) ， 一戸， 三木， 岸本， 高橋，
須JI I ， 小野， 垣見 ， 渡辺 ， 関谷， 田 ，
河村， 桜井 〔茂木 (昭〉 代理) ， 鈴木
(弘) ， 林， 藤 田 ， 須 田

オ バ ザ ー パ ー 萩原 (幸) ， 宇津， 山 口 ， 井野
連絡員 城野， 小宮 山 (国土庁) ， 坂 田 〔科学

技術庁) ， 平畑， 飯 田 (文部省) ， 土肥，
宇都宮 (建設省〉

事務局 佐藤， 石井， 藤井， 柿沼， 井 内 ，
塚原 ， 松嶋， 津沢， 青木(和) ， 加納

。 荻原会長が閉会を宣 し ， オ プ、 ザ ー パ ー を紹介 した。
。 前回議事録 (案〉 を一部訂正の う え ， 承認 し た。
。 人事異動に伴 う 委員変更の報告が あ っ た。
。 国土庁の 城野震災対策課長か ら大規模地震対策特別

措置法案要綱 (案〉 の説明が あ っ た。
議 事
1 .  北海道， 東北地方

。 岡 田委員 (北大〉
北海道 と そ の周辺の地震活動に つ い て 報告す

る 。 1978年 3 月 に エ ト ロ フ 付近で群発地震があ っ
た 。 内陸部では， 深 さ 33km 未満の地震が起 き て
い る 。 ま た， 樽前 山付近に火 山活動に伴 っ た地震
が発生 した。

。 関谷委員 (気象庁〉
1978年 3 月 の北海道東方沖地震の 震源位置お よ

び前震の活動につ い て報告す る 。
。 須 田委員 〔地理院〕

最近 8 年 間 の帯広~釧路間 の 上下変動につい て
報告す る 。 帯広側を不動点 と すれば， 1 年間 に 2
cm の割合いでお11路が沈下を示 し て い る 。

。 高木委員 (東北大〉
東北地方での 1978年 2 月 か ら 4 月 ま で の 徴小地

震活動は ， 全体 と し て従来の活動状況 と 同 じで あ
る が ， 鳴子町， 栗駒山付近で群発活動 が 見 ら れ
る 。 ま た ， 2 月 20 日 の 宮城県沖の地震 と 地震活動
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の 空 白域につい て報告す る 。
。 関谷委員 (気象庁〕

宮城県沖の 地震 と 余震活動変化につい て報告す
る 。

。 須川委員 (緯度観〉
宮城県沖の地震 の 前後にお け る 三陵地方南部の

重力変化につい て報告す る 。
。 高木委員 〈東北大〕

東北地方の地殻変動観測所での傾斜お よ び伸縮
計記録には1973年， 75年頃に異常な変化が見 られ
た。

2 . 関 東 地 方
。 茂木関東部会長

5 月 20 日 に関かれた関東， 東海合同部会では ，
房総半島沖， 伊豆半島 の地震活動お よ び川 崎市で
行われた地盤隆起の測量結果につい て ， 報告お よ
び検討が な さ れた 。

。 津村委員 (震研〉
関東地方の 最近 3 カ 月 間 の 微小地震には， 顕著

な活動は ， 認め られなか っ た。 4 月 に房総半島の
東方沖に群発地震， ま た銚子市付近で M = 5 程度
の地震が発生 し た 。

。 関谷委員 〈気象庁〉
1978年 4 月 の 千葉県東方沖の地震につ い て ， 前

震， 余震の活動を報告す る 。 ま た ， こ の地震の 前
後に勝浦の歪計に変化がみ られた。

。 須 田委員 (地理院〕
水準原点~大宮~船橋閣 の 水準測量結果では，

全般的には ， 変化が な い 。 水準原点~千葉原点で
は ， 千葉原点側にやや沈下がみ ら れ る 。

3 .  伊豆大島近海地震に関す る 変動
。 津村委員 〈震研〉

1978年 1 月 か ら 4 月 ま で の 各月 毎 の地震活動に
つ い て報告す る 。 伊豆大島近海地震の余震は， 順
調 に減少 し て お り ， 発生パ タ ー ン は変化 し て い な
L 、 。

。 関谷委員 〈気象庁〉
鎌 田で観測 した伊豆半島付近の地震活動を報告

す る 。 石廊崎 の歪計記録には， 今年 3 月 に も 変化
が あ り 注 目 し て い る 。 網代で の歪計記録には ， 地
震後， 混泉 の 影響が あ る か も 知れ な い。

。 笠原委員 〈震研〉
伊豆大島近海地震の発生機構の 研究に よ る と ，

前震の発生後にそれ よ り 数 km 西方で本震が発生
し た と 考え ら れ る 。 ま た ， 断層 モ デル の パ ラ メ ー
タ を報告す る 。 伊豆半島 の 陸上での 断層活動の モ
ー メ ン ト は ， 海域の も の に比べ て 1 桁小 さ い。

。 松 田委員 (震研〉
伊豆半 島 の 陸上に あ らわれた断層 は ， 海に向か

つ て変位量が大 き し 断層線は二重の雁行を示 し
て い る 。

。 萩原 (震研〉
伊豆大島近海地震前後の 伊豆半島で の重力変化

は， 水準測量結果 と 良 い一致 を 示 す。 重力変化
は， 密度 2. 0 gr/=' に対す る ブ ー ゲ 一 変化で説
明 さ れ る 。 ま た ， 重力変化の 時間的な推移を報告
す る 。

。 山 口 (震研〉
伊豆半島 の船原， 柿木に お け る 地下水位の 観測

では， 伊豆大島近海地震の前に前兆的変化が見 ら
れ る 。

。 力武委員 (東工大〉
伊豆大島近海地震 と 動物先行現象の ア ン ケ ー ト

調査結果を報告す る 。
。 高橋委員 (防災 セ ン タ ー 〉

伊豆大島近海地震前後の地震活動につ い て m値
を求 め る と ， 本震直前の m値に有意な差が認め ら
れ る 。

。 石井 (地理院〉
水準測量の 結果に よ る と ， 伊豆半島中部では，

地震後 も 隆起が残 っ て い る 。 ま た， 今年 3 月 に行
われた精密測地網測量の 結果では， 伊豆半島の 東
側には大 き な 変位が あ る が， 西側では小 さ い。

。 垣見委員 (地質調〕
伊豆半島におけ る 地形調査か ら得 られた地震断

層 の 変位量お よ び基線測量に よ る 辺長 の変化につ
い て報告す る 。 今回 の地震後に大 き な余効的変動
は なか っ た。

。 萩原 (震研〉
伊豆大島で の 地磁気観測に よ る と ， 伊豆大島近

海地震前後に変化が認め られ， 永年的変化は期待
値に比べ異常であ る 。

。 力武委員 (東工大〉
伊豆半島西部での 全磁力分布につ い て ， 地震前

後に変化が あ っ た。
。 垣見委員 (地質調〉

伊豆半島におけ る 地震前後の 地下水位変動を報
告す る 。 ま た， 伊豆半島中部の 断層線に沿 っ て土
壌 ガ ス 中 の He， CO. 含量の測定では， 地震前 2
カ 月 前か ら 変化が あ っ た。

4 . 東 海 地 方
。 浅 田東海部会長

5 月 20 日 に開催さ れた東海部会の議事を報告 し
た 。

。 青木委員 (名大〉
東海地方の 最近 4 カ 月 間 の微小地震活動につい

て は ， 特に活発化 した と は 言 え な い 。 やや深 い
地震で、浜名 湖西部に発生 し て い る の が 目 立 つ て い
る 。

。 青木委員 (名大〉
豊橋市二川地区での光波測量結果を報告す る 。

。 関谷委員 (気象庁〉
東海地方の 最近 5 カ 月 間 の地震活動につ い て報

告す る 。 ま た ， 同地方での 歪計観測では特に 目 立
っ た変動はな い。

。 石井 (地理院〉
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富沢町か ら 静岡市に至 る 水準測量の結果では，
富沢町に比べ静岡市が沈下 と な っ て い る 。 東海地
方北部では， 水平歪量が 山地側ほ ど小 さ く な っ て
し 、 る o

d 井内 〔地理院〕
東海地方で の 沼面相当面の高度分布につい て報

告す る 。
。 桜井 (水路部〉

駿河湾北部の海底地形， 地質構造につ い て報告
す る 。 ま た， 音波探査に よ る 駿河湾深部での地質
構造につい て報告す る 。

。 松 田委員 〈震研〉
安政東海地震を起 した断層の 陸上部分 に つ い

て ， 調査結果を紹介す る 。
'5. 北陸， 近畿， 中 国 ， 九州地方

。 笠原委員 (震研〕
弥彦観測点 で の 傾斜変化を報告す る 。 オ ー ト レ

ベ ル に よ る 観測で、は異常変化は見あ た ら な い 。
。 石井 〔地理院〉

山崎断層 を ま た ぐ水平変動の観測では特に大 き
な変化 は な い 。

。 津村委員 (震研〉
中国地方西部の 最近 3 カ 月 間 の地震活動につい

て報告す る 。 島根県中部地震 (1977年 5 月 2 日 〉
の余震活動 は ， 今年 1 月 以降南西側に拡大 し ， 三
瓶山周辺での活動が活発化 し て い る 。

。 須 田委員 (地理院〉
中国地方で の水準測量結果を報告す る 。 ま た ，

九州地方の上下変動 コ ン タ ー 図を報告す る 。
。 次回 の 開催予定 日 は ， 昭和53年 8 月 21 日 と す る 。

第42 回 臨 時地震予知連

絡会議事録
百 時 昭和53年 6 月 21 日 (水) 15時�18時
場 所 虎 ノ 門共済会館
1出 席 者 萩原会長， 高崎国土地理院長

委員 岡 田， 鈴木(次) ， 高木， 浅 田 ， 笠原，
茂木〔清) ， 津村， 松 田 ， 力武， 檀原，
青木， 一声， 三木， 岸本， 高橋， 須J f [ ，
小野， 垣見， 末広， 渡辺 ， 田 ， 河村，
茂木 (昭) ， 林， 藤 田 ， 須 田

オ ブ ザ ー パ 一 宇津， 荻原 (幸〉
連絡員 城野， 柳 田 〈 国土庁) ， 飯 田 ， 平畑

〔文部省) ， 坂 田 ， 山 本 (科学技術庁) ，
土肥， 佐藤 (文) ， 楢府 (建設省〉

事務局 佐藤(裕) ， 石井， 柿沼， 井 内 ， 塚原，
松嶋， 青木， 加納

。 会長が開会 を 宣 し た。
議 事
1. 宮城県沖地震につ い て

。 渡辺委員 (気象庁〉

今 回 の地震は ， 震度分布では昭和11年に発生 し
た地震 (M = 7. 7) の 分布 と ほ ぼ同 じ も の で あ っ
た。 ま た ， 前震 と 余震の活動につ い て報告す る 。
余震は順調に減 っ て い る 。 ま た， 各地の P 波初動
か ら 求めた地震の メ カ ニ ズ ム につい て報告す る 。

。 高木委員 〔東北大〉
本震後， 6 月 19 日 ま で の 余震活動につ い て報告

す る 。 活動は ， 25km か ら 60km ま での プ レ ー ト
の 境界 に平行な も の と ， 25km 以浅の垂直方向 の
も の と に分け ら れ る 。 ま た ， 深 さ 別 の地震活動に
つ い て報告す る 。 P 波に対す る o-c では， 宮古，
金華 山 の 測点での変化はなか っ た よ う で あ る 。 北
上観測点で の b 値お よ び斎川観測点 で の地震観測
結果を報告す る 。 ま た ， 地殻変動の 観測結果を報
告す る 。

。 笠原委員 (震研〉
宮城県沖地震の 津波記録等に よ る と ， 1892年 2

月 20 日 に発生 し た地震 と 良 く 似て い る 。
。 笠原委員 (震研〕

地震研究所構内 での低倍率の地震計記録か ら推
定 し た宮城沖地震の メ カ ニ ズ ム に つ い て 報告す
る 。

。 宇津 〔震研〉
宮城県沖に 2 カ 所の地震空 白 域が あ る 。 1897年

2 月 20 日 の地震は， 津波に比 し て 震度が大 き か っ
たが， そ の後 5 カ 月 後に沖合に M= 7. 7 の地震が
お こ り ， 津波が大 き か っ た。

。 宇津 〔震研〉
日 本海溝沿い の地震発生に先だっ 内陸部の地震

活動につ い て ， 瀬野 (東京大学理学部〉 の 研究を
紹介す る 。

。 茂木 (清〉 委員 (震研〕
日 本海溝沿 い の地震活動につ い て ， �とか ら南に

活動が移動す る 傾向が見 ら れ る 。
。 茂木 (昭〉 委員 (水路部〉

宮城県沖の海底地形は， 全体に平坦であ り ， 北
北西一南南東方向 の顕著な 断層が認め ら れ る 。

。 石井 〔地理院〉
東北地方の水準測量の結果では ， 太平洋側が年

間 4 � 5 mm の 沈下を示 L て い る 。 ま た ， 一等三
角測量の 改測結果では， 三陸地方で変動ベ ク ト ル
が大 き い。

。 佐藤 (裕) (地理院〉
潮位観測 の 結果では ， 大船渡， 相馬 に比べ鮎川

が沈下を示 し て い る 。 鮎; 1 1で の 経年的な変化で
は ， 1933年の三陸沖地震以後に沈下の傾向が あ ら
われた。 ま た， coseismic な変化は ， 鮎川で認め
ら れ な か っ た。

2. 特定観測地域 の 見直 しについ て
荻原会長が ， 特定部会お よ び 同 ワ ー キ ン グ グル ー

プでの討議結果につ い て ， 説明す る 。 宮城県， 福 島
県東部地域につい て ， 検討 した結果， 宮城県， 福 島
県東部地域につ い て は ， こ の地域の沖合い の地震は
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2 へ 3 個続け て起 こ る 傾 向 が あ る こ と ， 地震活動が
北か ら 南に転化す る 傾向 が あ る こ と ， ま た ， 日 本海
溝沿いに地震の 空 白 域が認め られ る こ と に よ り ， 特
定観測地域に準 じ た観測の 強化を行 う こ と で一致 し
た 。 当該地域を含めた全国的な特定観測地域の見直
し につ い て は ， 次 回 の地震予知連絡会を 目 途に結論
を 出 す よ う ， 更に討論を重ね る こ と で一致 した。

第43 回 地震予 知連絡会

議事録
日 時 昭和53年 8 月 21 日 〈月 ) 13時�17時45分
場 所 気象庁第 1 会議室
出 席 者 萩原 (尊〕 会長， 高崎国土地理院長

委員 阿部， 鈴木(次) ， 高木， 浅 田 ， 笠原，
茂木(清) ， 津村， 松 田 ， 力武， 檀原，
青木. 戸， 三木， 岸本， 高橋， 須川，
小野， 垣見， 渡辺 ， 関谷， 回 ， 河村，
茂木(昭) ， 西村， 林， 藤 田 ， 須 田

オ ブ ザ ー パ 一 宇津， 萩原 (幸) ， 井野 (静
岡 県〉

連絡貝 塚原， 山 本 (科学技術庁) ， 柳 田 (国
土庁) ， 飯田， 平畑 (文部省) ， 森，
土肥 〈建設省〕

事務局 春 山 ， 石井 ， 藤井， 柿沼， 川村，
多 田 ， 吉 田 ， 松嶋， 青木， 津沢

。 荻原会長が開会を宜 し ， オ ブ ザ ー パ ー を紹介 した。
。 人事移動に伴 う 委員変更の報告が あ っ た。
。 第41 回 ， 第42回 (臨 時) 議事録 (案〉 につい て ， 第

42回議事録 の 一部 を 訂正の う え承認 した。
議 事
1 .  特定観測地域の 見直 し につい て

。 藤 田委員 〈地理院〉
昭和53年 1 月 27 日 か ら数回にわた っ て 開かれた

特定部会， 同 ワ ー キ ン グ ・ グル ー プに よ る 特定観
測地域見直 し原案作成経過を報告 し 同原案につい
て

付) 昭和42年 7 月 に決めた 4 つ の 選定基準 の う
ち ， 地震多発地域を最近地殻活動の 活発な地
域に変更 し た こ と 。

伊) 従来の地域選定は総論で き め ら れ て い た
が ， 今 回 は ， 選定基準が 2 つ以上を満たす地
域 と した こ と 。

村 地域別選定理 由 につ い て (別紙 1 参照〉
の 各項 目 に わた っ て報告す る 。

討議 の 結果， 原案通 り 承認 さ れた。 た だ し ， 地
域 の境界を示す線は， か な り ば く 然 と した も の で
あ る こ と が確認 さ れた。 (別紙 2 参照〉

。 三木委員 (京大理〉
こ れ ま で 「要注意」 と 指摘 さ れた場所 (資料 :

地震予知連絡会報〉 につい て報告す る 。
2 .  北海道， 東北地方

。 阿部委員 〈北大〕
北海道 と そ の 周 辺 の 最近の地震活動 (1978年 5

月 �. 8 月 〉 につい て報告す る 。
最近 33km よ り 浅 い地震が活発にな っ た。 こ れ

と 同様な現象は1973年 6 月 17 日 根室半島沖地震の
前後， 有珠山噴火の 1 カ 月 前に あ っ た。 以上， 特
に注 目 すべ き こ と はな い 。

。 高木委員 〈東北大〉
東北地方お よ びそ の 周 辺 の 徴小地震活動 (1978.

年 5 月 � 8 月 〕 に つ い て報告す る 。
宮城県沖地震は， 今 ま で地震活動が少なか っ た

と こ ろ に起 き た の が特徴であ る 。
宮城県沖地震に伴 う 地下の 電気伝導度 の 時間的

変化につい て報告す る 。
。 関谷委員 〈気象庁〉

1978年 5 月 16 日 の 青森県東部の地震につ い て報
告す る 。

。 須 田委員 (地理院〉
東北地方の水平変動 ( G D P 高精度 ト ラ パ ー ス

測量〉 につい て報告す る 。
3 .  1978年宮城県沖地震に関す る 変動

。 浅 田委員 (東大理〕
宮城県沖地震の発震機構， 海底地震計に よ る 宮

城県沖余震の 観測結果を報告する 。
。 関谷委員 (気象庁〉

1978年宮城県沖地震の 発生直前の地震活動 と 余
震お よ び発震機構等につ い て報告す る 。

。 石井 〈地理院〉
牡鹿地区の水平変動につい て報告す る 。

。 垣見委員 (地質調〉
1978年宮城県沖地震 と 地下水位変動につ い て報

告す る 。
4 .  関 東 地 方

。 津村委員 (震研〉
関東地方の地震活動 (1978年 4 月 � 6 月 〉 につ

い て報告す る 。
。 関谷委員 (気象庁〉

関東地方南部 の地殻歪の 連続観測結果につ い て
報告す る 。

5 . 伊 豆 地 方
。 津村委員 (震研〉

伊豆半島付近の 微小地震 (1978年 5 月 � 7 月 〉
につい て報告す る 。

伊豆大島近海地震の 東西方向 の 余震は減少 した
が ， こ れに関連し て発生した 内陸部の微小地震活
動は， 依然 と し て活発で あ る 。 こ れは ， 1976年の
河津地震の 余震の お き た ゾ ー ン を含む。

。 高橋委員 (防災 セ ン タ ー 〉
中伊豆におけ る 最近の 微小地震回数につい て報

告す る 。
。 関谷委員 (気象庁〉

伊豆半島周辺 の地殻歪の 観測結果 と 地震活動に
つ い て報告す る 。
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従来の 伊豆半島北部の地震には前震が と も な う
傾向があ る 。

。 笠原委員 (震研〉
伊豆半島北部におけ る 光波測量 (その 5 ) につ

い て報告す る 。
。 石井 (地浬院〉

伊豆半島地方の 上下変動につ い て報告す る 。
伊豆半島西海岸で松崎町 の 北方に最近 2 cm あ

ま り の 隆起がみ られ る ほか， 大 き な 変化は な い 。
。 萩原 (幸) (震研〉

伊豆半島北部地域におけ る 全磁力観測 ( 4 ) に
つ い て報告す る 。

。 茂木 (昭〉 委員 (水路部〉
伊豆大島近海地震震央付近の海底地形， 地質構

造調査結果につ い て報告す る 。
。 高橋委員 (防災 セ ン タ ー 〉

静岡県岡部町におけ る 傾斜 ア レ イ 観測， お よ び
静岡県阿部町に お け る 水圧破壊法に よ る 地殻応力
測定につい て報告す る 。

。 茂木関東部会長 (震研〉
午前中 にお こ な われた関東部会につい て報告す

る 。
伊豆大島近海地震が起 っ た あ と 特に著し い変化

は な いが ， こ れ ま で の 観測を続け る と L 寸 結論で
あ っ た。

6 . 東 海 地 方
。 青木委員 (名大〉

東海地方の地震活動お よ び長野県御岳南群発地
震の活動につ い て報告す る 。

東海地方の地震活動は静か で あ る が， 北側はや
や多 く な っ て い る 。 阿寺断層につい て は全 く 静か
で あ る 。

。 関谷委員 〔気象庁〉
東海地域の地震活動お よ び東海地域の 地殻歪の

連続観測結果につい て報告す る 。
。 田委員 (気象庁〉

東海沖に設置 した海底地震計の 敷設につ い て 中
間報告す る 。

昭和49年度か ら製作開発 し て き た海底部の 装置
が完成 し た の で， 7 月 25 日 か ら敷設を始め 8 月 7
日 に作業完了 した。 装置全部順調に動い て い る 。
10月 よ り 御前崎で 6 成分の観測 モ ニ タ ー 開始予
定 ， 来年度は東京に電送予定であ る 。

。 石井 (地理院〉
東海地方の地殻変動 (水準， 験潮， 放射基線〕

につい て報告す る 。
駿河湾西海岸 の 沈降は1974年あた り か ら加速さ

れ ， 現在 も こ の傾向が続い て い る 。
。 藤 田委員 〔地理院〕

M�と7. 5 の大地震におけ る M と T の 関係につい
て報告す る 。

。 浅 田東海部会長 (東大理〉
午前中に行われた東海部会につ い て報告す る 。

地理院の水準測量結果明 ら かに な っ た1974年 こ
ろ よ り の御前崎の沈下加速につ い て い ろ い ろ検討
した。 こ れは重大な こ と な の で， 今後 と も 注意深
く 観測すべ き であ る と 結論さ れた 。

。 荻原会長
地理院の 水準測量の結果を み て部会では大 き い

地震の長期的前兆 と み る か ど う か の 結論を 出すに
はいた ら な か っ た。

昭和51年11月 29 日 の統一見解， す な わ ち ， 1"現
在 ま で の 観測結果に よ れば発生時期を推定で き る
前兆現象 と 思われ る も の は見 出 さ れて い な い 。 し
か し ， 現在の観測態勢は充分 と は言え な い の で，
駿河湾周辺を含む東海地方の観測を続け て行 く 必
要があ る 。」 は変 ら な い 。

。 萩原会長
掛川 p 御前崎間 の 傾斜は， 1974年 こ ろ 以 降 よ り

速度を増 し た よ う に思われ， こ れは非常に重要な
こ と であ る か ら ， 今後 も 種 々 の 観点か ら検討 し て
行 き たい。

7 .  北陸， 近畿以西地方
。 岸本委員 (防災研〉

北陸， 近畿北部， 中 国東部地域の地震活動 (1978
年 1 月 ---' 6 月 ) ， 6 月 4 日 三瓶山付近の地震 (M =
6. 1) につ い て報告す る 。

。 関谷委員 〈気象庁〉
6 月 4 日 の三瓶山地震につ い て報告す る 。

。 津村委員 (震研〉
中 国地方西部の最近の地震活動につい て報告す

る 。
。 石井 (地理院〉

出雲地方の地殻変動(水準〉 につい て報告す る 。
。 須 田委員 (地理院〉

出雲地方の水平変動 ( G D P 高精度 ト ラ パ ー ス
測量〕 につい て報告す る 。

。 茂木 (昭〉 委員 〔水路部〉
沖縄付近の海底地形， 地質構造 につ い て報告す

る 。
8 . そ の 他

。 檀原委員 (静大〉
log r と M の 関係式につい て 報告す る 。

。 次 回 の 開催予定は， 昭和53年11月 20 日 (月 〉 と す
る 。

別紙 1
地 域 別 選 定 理 由

北 海 道 東 部 大地震が想定 ざれ た 地震活動の
空 白地域に ， 1973年根室半島沖地震

(M 7. 4) が起 り ， 空 白 は一応埋め
られた と 思われ る が， 陸上部におい
て は地震に伴 っ た顕著な地殻変動は
な く ， 現在 も 地震前の 大 き な地殻の
歪みが残 っ た ま ま でい る 。

秋 田 県 西 部 ・ こ の地域は ， 歴史時代にM 7 級の
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山形県西北部 被害地震が発生 し て い る 。
最近地震活動が活発化 し て
お り ， 男鹿半島に北西上 り
の 地盤傾動が み ら れ る 。

宮 城 県 東 部 ・ 三陸沖では 日 本海溝沿い
福島県東部 に 巨大地震が発生 し ， 宮城

- 福 島県沖では沿岸沿いに
M 7 級の地震が し ば し ば発
生 し て い る 。 こ の地域の地
震活動 は ， 南方 ま たは東方
に移動す る 傾向が あ る 。 ま
た ， こ の地域に地震活動の
空 白 部がみ ら れ る 。

新潟県南西部 ・ こ の地域では， 歴史時代
長野県北部 にM 7 級の大地震が発生 し

て い る 。 越後平野か ら 善光
寺平 ま で の 信濃川沿岸に は
活摺曲 p 活断層が多い 。 最
近は， 隣接地区に1964年，
新潟地震 (M 7. 5) が発生
し て い る 。

長 野 県 西 部 ・ こ の地域に は ， 活断層が
岐阜県東部 密に分布 し て い る 。 隣接

地域に福井地震 (1948年 M
7. 3) ， 北美濃地震 (1961年
M 7 . 0) ，  岐阜県中部地震

(1 969年 M 6. 6) が発生 し
て お り ， 最近 こ の方面で地
震活動が活発化 し て い る よ
う に みえ る 。

名 古屋 ・ 京都 ・ こ の地域に は 歴 史 時 代
大 阪 ・ 神戸地区 に ， M 7 級の被害地震が発

生 し て お り ， ま た ， 活断層
が密集 し て い る 。

養老断層沿いに比較的大
き な水平歪， 琵琶湖西岸に
北上 り の地盤傾動が見 られ
る 。

社会的に特に重要な地域
で あ る 。

島 根 県 東 部 隣接地域では 浜 田 地 震
(1872年 M 7. 1) ， 鳥取地震
(1943年 M 7. 4) ， 北丹後地
震 (1927年 M 7. 5) が発生
し て お り ， こ の地域には歴史時代に
大地震が起 っ た記録が あ る 。

明治以来三瓶山東方に緩慢な地盤
隆起が継続 し て お り ， 最近， 三瓶山
周辺で地震活動が活発であ る 。

伊予灘 お よ び こ の地域では ， M 7 級の地震が し
日 向灘周辺 ば し ば発生し て い る 。

こ の地域の地震活動はお よ そ30�
40年 く ら い の 間 を お い て活発化す る

別紙 2

可。
観測強化 ・ 特定観測地域一覧図

新潟 県 南 西 部長 野 県 北 部

長 野 県 西部岐 阜 県 東 部i

。
。

凡 ßið

怒悪霊 : 観測強 化地域
名古屋 ・ 京都 大阪 ・ 神戸地区貯帽再司Sぶぶ当 . 特定 観測地域

1 伊千 'TI1 日 1句 部 同 払

。 D

傾向がみ ら れ る 。 九州東岸に は g 南
上が り の地盤傾動がみ ら れ る 。

第44 回 地震予知連絡会

議事録
日 時 昭和53年11月 初 日 (月 ) 13時30分�17時30分
場 所 湯島会館 (文京区湯島〉
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出席者 萩原会長， 高崎国土地理院長
委員 阿部， 鈴木(次) . 高木， 浅 田 ， 宇佐美，

笠原， 茂木 〈清) . 津村， 松 田 ， 力武，
橿原， 青木， 一戸， 三木， 岸本， 高橋，
須1 1 1 . 小野， 垣見， 渡辺， 関谷， 田 ，
河村， 茂木 (昭) ， 西村， 林， 藤 田 ， 須 田

オ ブ ザ ー パ ー 宇津 (震研) . 安芸(M.I .T.) ，
井野 (静岡県〉

連絡員 山本 (科学技術庁) . 斎藤 (国土庁) ，
飯 田 ， 平 田 (文部省) . 土肥 (建設省〉

事務局 春 山 ， 宮崎， 藤井， 柿沼， 川村，
吉 田 ， 松嶋， 青木， 津沢

心 第43団地震予知連絡会議事録 (案〉 を一部訂正 の う
え承認 し た。

。 萩原会長 よ り 昭和53年10月 20 日 の地震予知連絡会臨
時部会開催の主旨説明 が お こ な われ， 岡部会議事録
(案〉 を承認 し た。

議 事
1 .  北海道， 東北地方

。 阿部委員 (北大〉
北海道周 辺 の 最近の地震活動 (特に1978年10月 ，

11月 の 函館群発地震〉 につい て報告す る 。
。 須 田委員 (地理院〉

北海道東部地方の 上下変動につ い て報告す る 。
。 高木委員 (東北大〉

東北地方お よ びそ の周辺の 微小地震活動 (1978
年 8 月 �10月 〉 に つ い て報告す る 。

1978年宮城県沖地震の 余震活動が み ら れ る 。
岩崎村 (深浦〉 付近で非常に活発な地震活動が

み ら れ る 。
心 関谷委員 (気象庁〉

東北地方お よ びそ の 周 辺 の 微小地震活動 (1978
年 8 月 �10月 〉 につい て報告す る 。

昭和53年 9 月 13 日 か ら始 ま っ た深浦付近の群発
地震の地震発生回数は ， 昭和53年11月 15 日 以降非
常に少な く な っ て い る 。

。 高木委員 〈東北大〉
深浦地方におい て移動観測班が実施 し た地震，

傾斜， 磁力計な ど の 結果を報告す る 。
，0 宮崎 (地理院〉

青森県深浦付近の 上下変動につ い て報告す る o
o 宮崎 (地理院〉

三陸， 常磐地方の上下変動につ い て報告す る 。
岩沼を不動 と し て ， いわ き市方向に連続的な上

昇傾向 が み ら れ る 。 ま た ， い わ き 市周辺に地盤沈
下 の 反動に よ る と 思われ る 急激な 隆起現象がみ ら
れ る 。

。 須川委員 (緯度観〉
1978年宮城県沖地震前後の 重力変化につい て報

告す る 。 と く に め だ っ た大 き な 変化は な い 。
心 力武委員 (東工大〉

宮城県沖地震 と 動物先行現象に つ い て 報告す
る 。

2 . 関 東 地 方
。 津村委員 〈震研〉

関東地方の地震活動 (1978年 7 月 � 9 月 〉 につ
い て報告す る 。 伊豆半島以外は変 っ た活動はみ ら
れ な い 。

。 茂木 (清〉 委員 〈震研〉
気象庁の 関東， 東海の地震資料を長 い 自 で み

て . 6 年間 ご と に プ ロ ッ ト し て み る と ， 関東の南
か ら東にかけ て 1966年か ら1971年に か け て は非常
に静か で， それ以前の 6 年閣 は活発で あ っ た。 最
近 の 6 年間では. 1972年 の 八丈島東方沖地震以後
非常に活発であ る 。

。 須 田委員 (地理院〉
千葉県東部地方の水平変動につい て報告す る 。

精密測地網に よ る 水平歪につ い て は ， 銚子地方の
変動は少な く ， 茂原地方に変動がみ ら れ る 。 こ れ
は ， 茂原付近の地盤沈下に よ る も の と も 思 わ れ
る 。

。 高橋委員 (防災 セ ン タ ー 〉
本年 4 月 よ り 下総の観測井が観測を開始 した。

そ の 結果， 観測出 来 る 地震の数が増え た 。 震源位
置 の 決定に震研， 岩槻の 観測を加 え た 結果を報告
す る 。

。 高橋委員 (防災 セ ン タ ー〉
川 崎付近の地震活動 (1977年 4 月 �1978年10月 〉

につ い て報告す る 。 最近. 1 1 1崎付近で深 さ 10km
�40km の と こ ろ にM 2 � 4 の 無感地震がひ ん 発
し た 。 今後 も 観測を続け る 。

。 関谷委員 (気象庁〉
関東南部の査計 の 変化に つ い て 報告す る 。 勝

浦， 銚子の歪計に変化がみ ら れ， そ の後， 銚子沖
に M4. 4 の地震が発生 し た。

。 関谷委員 (気象庁〉
昭和53年10月 7 日 の長野県西部王滝付近 の地震

(M 5 . 3) 発生前後の地震活動につ い て報告す る 。
こ の付近では， 本年 5 月 こ ろ よ り 地震が 始 ま り ，
ほ と ん ど 閲 じ場所でお こ っ て い る 。 現在は， ほ と
ん ど静かに な っ て い る 。

。 青木委員 (名 大〉
御岳付近の 群発地震 と そ の う ち の 最大地震につ

い て 報告す る 。 こ の地震の前兆現象 と 思われ る 観
測結果につい て報告す る 。

。 橿原委員 (静大〉
山梨県東部におけ る 1891年か ら最近 ま で の地震

エ ネ ル ギ ー の累積につい て報告す る 。
3 . 伊 豆 半 島

。 津村委員 (震研〉
伊豆半 島 の 微小地震活動 (1978年 8 月 �10月 〉

につい て報告す る 。 8 月 30 日 に奥野で約30回 の 徴
小地震があ っ てそ の 日 の 夕方に稲取 の 沖で微小地
震が あ っ た。 奥野では現在 1 臼 1 回程度で あ る 。

昭和53年10月 22 日 石廊崎 と 新島 の 中 間 で最大M
2 の群発地震が あ っ た。
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本年11月 9 日 か ら湯河原で観測を開始 し た 。
。 河村委員 (気象庁〕

伊豆松崎にお け る 全磁力観測に つ い て 報告す
る 。

。 垣見委員 (地質調〉
伊豆半島 にお け る ラ ド ン 濃度の長期観測結果に

つ い て報告す る 。
。 垣見委員 (地質調〕

伊豆地域の活断層周辺におけ る 土壌 ガ ス の 変化
につい て報告す る 。

。 小野委員 〔地質調〉
地質調査所で新 し く 作成 し た 日 本活断層図等に

つ い て説 明 す る 。
4 . 東 海 地 方

。 宮崎 (地理院〉
駿河湾北部変動地形調査につ い て報告す る 。

。 高橋委員 (防災 セ ン タ ー 〉
静岡県岡部町に お け る 地殻傾斜の 群 列 観 測

(1978年 5 月 �1978年10月 〉 につい て報告す る 。
同地方に お い て ボ ア ホ ー ル型傾斜計の 観測を

2 ， 5 km 間 隔 の 3 点で観測 を 開始 した。
。 青木委員 〔名大〉

東海地方の微小地震活動の 分布 (1978年 8 月 11
日 �1978年11月 10 日 〕 につい て報告す る 。

養老断層沿いに最近群発地震が お き て い る 。
前か ら お き て い る 知多半島 の つけねの 群発地震

は続い て い る 。
天竜川 を境 と し て ， 西側 は活発， 東側 は不活発

で あ る 。
伊豆大島近海地震の前後にお い て ， 天竜川東側

の地震回数が非常に少な い 。 伊豆大島近海地震の
と き は ， 静岡 の 方が静かに な っ て 9 地震が済ん だ
あ と 活発 と な っ た 。

。 青木委員 (名大〕
三河地殻変動観測所におけ る 地殻変動の 連続観

測につい て報告す る 。
。 関谷委員 〔気象庁〉

東海地域の歪計 の 変化につ い て報告す る 。
石廊崎の歪計に梨本付近で発生 し た 地 震 (M

3 . 3 ，  2 . 9 ，  3 . 5) の 2 日 く ら い前に変化があ っ た。
他 の 歪計は， 平穏で定常的な 変化を し て い る 。 た
だ し ， 地震の と き に は ， 変化はな か っ た。

。 関谷委員 〔気象庁〉
東海地方の地震活動につい て報告す る 。
気象庁の地震計でみ る か ぎ り では ， 駿河湾北部

(奥〉 は地震が起 き て い な い。 ま た ， 駿河湾 ト ラ
フ 以西 の浅い地震 (O km�20km) ， お よ び 30km
�60km の地震の 起 り かた ， お よ び歪計は， 定常
的な静かな活動 で あ る 。

。 宮崎 (地理院〕
東海地方の地殻変動 〔水準測量， 辺長測量〉 に

つ い て報告す る 。 掛川 を不動 と し て三 ケ 日 方 向に
やや上昇 の 傾 向 が み ら れ る 。

1977年か ら1978年 ま で 1 年間 の御前崎付近 の水
準測量 の 結果では変化 は み ら れ な い。

御前崎地方の 1977年 2 月 か ら現在 ま で の 5 聞 の
辺長測量の 結果では変化はみ ら れ な い 。

。 一戸委員 (京大理〕
東海地方の重力変化 (第 2 報〉 につ い て報告す

る 。 過去 1 年聞 の 変化を み る と ， 静 岡 ， 大井川流
域に プ ラ ス 20 μgal の 目 玉がみ られ る 。

5 .  中部， 近畿以西地方
。 宇佐美委員 (震研〕

飛越地震 と 跡津川 断層 につ い て報告す る 。 飛越
地震 と 名 づけた の は ， 安政 5 年 2 月 26 日 の地震の
こ と であ る 。

高 山 の郡代の資料 よ り 被害分布図 を作成 し た。
。 宮崎 (地理院〉

近畿地方北部の 上下変動につい て報告す る 。 上
中か ら若狭湾に沿 っ て敦賀 を経て琵琶湖北岸 ま で
の水準測量結果では ， こ の 聞におけ る 変動はiま と
ん ど な い。

。 須 田委員 〔地理院〉
近畿地方北部お よ び 中 部 の水平変動につ い て報

告す る 。 近畿地方北部の 明 治か ら昨年 ま での水平
歪につ い て は ， 丹後地方の丹後地震の影響を除 い
て ， ほ と ん ど変化がみ ら れ な い。 近畿地方中 部 の
明 治か ら 昨年ま での水平歪はほ と ん ど な い が ， 中
央構造線近 く に あ る 金剛 山付近に若干変動がみ ら
れ る 。

。 茂木 〔清〉 委員 〔震研〉
九州カミ ら 中 国地方にかけ て の 最近の地震活動に

つ い て報告す る 。
M 6 以上の浅い被害地震は， 大分， 阿蘇， 三瓶

山地震にみ られ る よ う に移動線上に 沿 っ て北進 し
て い る 。 南の方には， M 6 以上の地震は全 く お き
て い な い 。

。 茂木 (昭〉 委員 (水路部〕
鳴戸海峡の海底地形， 地質構造につい て報告す

る 。 大磯崎 と 淡路島南端を結ぶ線上に構造線が あ
る よ う に思われ る 。 こ れは ， 陸上で推定 さ れ て い
る も の と よ く あ っ て い る 。

。 茂木 (昭〉 委員 (水路部〕
宮古， 八重山諸島付近の海底地形， 地質構造に

つい て報告す る 。 宮古島の 東側に非常に き れい な
地溝がみ ら れ る 。 こ れ は ， 多分断層 に よ っ て 出来
た も の と 思われ る 。

6 . そ の 他
。 宇佐美委員 (震研〉

新たに収集 あ る し 、 は解読 し た地震関係古文書
( lV ) につい て報告す る 。 (資料〉

。 宇津 (震研〉
地震予知の適中率 の 計算 (伊豆大島近海地震を

例 と し て〉 につい て報告す る 。
。 関谷委員 〔気象庁〉

1977年お よ び1978年に発生 し た 日 本近海の主な
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地震につい て報告す る 。 昨年は静かで、あ っ たが ，
本年は社会的に注 目 さ れ る 地震が多か っ た。

7 . 報 告
。 力武委員 (東工大〉

訪中地震予知調査団活動概要に つ い て 報告す
る 。

国 際地震予知 シ ン ポ ジ ユ ウ ム 組織委員会 ( ユ ネ
ス コ 主催〉 につ い て報告す る 。

地震危険度に関す る 第 2 回国際諮問委員会につ
い て報告す る 。

。 事務局 (春山〕
事務局提案
1 .  地震予知連絡会10周年記念発刊物に関す る {牛

1) 編集委員長は， 会長 と す る 。
2) 編集委員は， 会長一任 と す る 。

2 .  萩原会長の叙勲に対す る 記念品 の 贈呈につい
て 。

以上， 了承 さ れた。
。 次 回 の 開催予定 日 は ， 昭和54年 2 月 19 日 〈月 〉 と

す る 。

第45 回 地震予知連絡会

議事録
日 時 昭和54年 2 月 19 日 (月 ) 13時30分�18時10分
場 所 虎 ノ 門共済会館 〈港区赤坂〉
出 席者 萩原会長， 高崎国土地理院長

委員 阿部， 鈴木， 高木， 浅 田 ， 宇佐美，
笠原， 茂木(清) ， 津村， 松 田 ， 力武，
檀原 ， 青木， 一戸， 三木， 岸本， 高橋，
須川 ， 小野(吉) ， 垣見， 渡辺， 関谷，
回 ， 河村， 茂木〔昭) ， 林， 藤 田 ， 須 田

オ ブ ザ ー パ 一 宇津〔震研) ， 小野〔晃) (地質
調) ， 三雲(防災研) ， 萩原 〔幸) (震研) ，
井野 (静岡〉

連絡員 中野 (科学技術庁) ， 城野， 小林 (国
土庁) ， 飯 田 ， 平畑 (文部省) . 土肥(建
設省〉

事務局 春山， 宮崎， 藤井， 多 国 ， 柿沼，
川村， 吉 田 ， 松嶋， 青木 ， 津沢

。 萩原会長が開会を 宣 し ， オ ブ ザ ー パ ー を紹介 し た。
。 第44回地震予知連絡会議事録 (案〉 を一部訂正 の う

え承認 し た。
議 事
1 .  北海道， 東北地方

。 阿部委員 (北大〉
北海道周辺 の地震活動 (1978年11月 �1979年 1

月 〉 につ い て報告す る 。 1978年10月 末か ら の 函館
付近の 群発地震， 1978年12月 6 日 の 国後付近の地
震， 1979年 1 月 の鵡川付近お よ び え り も 岬沖地震
と 比較的活発で あ っ た。

。 阿部委員 (北大〕

1975年以後1978年 ま で の ， 北海道え り も 地域。
地殻変動につ い て報告す る 。

。 関谷委員 (気象庁〕
正 ト ロ フ 付近で発生 し た M 7. 7 の地震 (1978

年12月 6 日 〉 に つ い て報告す る 。 震源 の 深 さ は約
100km で， こ の地震に よ る 津波は観測 さ れ な か っ
た 。

。 須 田委員 〔地理院〉
北海道東部地方重力測量の結果につい て報告す

る 。
。 高木委員 (東北大〕

東北地方お よ びそ の周辺 の 微小地震活動につい
て報告す る 。 昨年 9 月 よ り 発生 し て い る 青森県西
方 (深浦〉 の 群発地震は， そ の後減衰 し て い る が
な お続い て い る 。 太平洋側では， 1978年宮城県沖
地震の 余震活動は少な く な っ て周辺に拡が っ て い
る 。 な お ， 日 本海溝付近で は活発であ る 。

。 関谷委員 (気象庁〉
1978年 9 月 13 日 か ら始 ま っ た青森県深浦付近め

群発地震の 11月 以降の 活動につ い て報告す る 。
2 . 関 東 地 方

。 津村委員 〈震研〉
関東地方の 微小地震活動 (1978年10月 �12月 〉

に つ い て報告す る 。 伊豆半島を除い て は， それ程
変 っ た こ と は な い。

。 笠原委員 (震研〉
i由牽， 銀 山 にお け る 地殻変動観測結果につ い て

昭和53年12月 末 ま でを前報に 引 き続 き 報告す る 。
。 関谷委員 (気象庁〉

前回以降の 関東南部の歪連続観測につ い て報告
す る 。 勝浦の岩盤の 吸水性が著 し く ， 計器周辺の
岩盤が吸水 し膨脹す る こ と が ， 大 き な縮みを記録
す る 原 因 と な っ て い る と 思われ る 。

。 宮崎 〔地理院〉
南関東地方(伊豆大島p 房総， 三浦， 伊豆半島〉

で実施 した辺長測定の結果につい て報告す る 。
。 宮崎 〔地理院〕

館 山地殻活動観測場におけ る 伸縮計の 観測結果
につい て報告す る 。

。 津村委員 (震研〉
北信微小地震 ・ 地殻変動観測所で、観測 した1973，

年�1977年の松代を 中 心 と した信越地域の地震活
動につ い て報告す る 。

3 .  伊豆半島地方
。 津村委員 (震研〉

伊豆半島周辺の地震活動 (1978年11月 �1979年
1 月 〉 につい て報告す る 。 1978年11月 23 日 10時43.

分 ご ろ ， 稲取付近に M= 5. 0 の地震が発生 し ， 余
震を伴 っ た。 翌24 日 以降， 伊東市川奈崎沖に群発
地震が発生 し 始め ， 12月 8 日 こ ろ ま で顕著な活動
が続いた。 今 回 の地震活動は， 1930年の 伊東群発
地震 と 同 じ よ う に短時間に集 中 した活動 と 静穏状
態の く り かえ し と し 寸 経過が特徴的であ っ た。 最
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大地震は ， 12月 3 日 22時16分 ご ろ 富戸付近に発生
し CM = 5 . 4) ， こ れに伴 っ て活動域が南の 方に拡
大 した。

q 高橋委員 (防災 セ ン タ ー 〕
1978年11月 � 12月 の伊豆半島におけ る 群発地震

活動につい て報告す る 。
。 関谷委員 (気象庁〉

1978年11月 23 日 か ら ) 1 1 奈崎沖に地震が群発 し 始
めたが， そ の地震の活動経過， 発震機構等につい
て報告す る 。

。 宮崎 (地理院〉
伊豆半島東部地方の徳永村， 初島， 玄岳周辺の

精密変歪測量結果お よ び伊東験潮場の潮位観測結
果等につい て報告す る 。 伊東験潮場付近では土地
の 隆起が認め ら れ る 。

。 萩原 (幸) C震研〉
伊豆半島東海岸におけ る 最近の重力変化につ い

て報告す る 。 1 978年12月 お よ び1979年 1 月 に連続
2 回 の 重力測定を実施 した。 こ れ ら の 測定値を
1978年 2 月 お よ び 6 月 の測定値 と 比較 し て ， 水準
点 9340， 9341 付近で - 20�30 μgal 程度 の 重力
減少がみ ら れ る な ど の 結論を得た。 今後， こ の付
近の重力 の 時 間的推移を調べ る ために 1 カ 月 l 回
程度の再測 と 小型 TEM 傾斜計の設置を考え て い
る 。

。 荻原 (幸) C震研〉
伊豆半島東部地域の菅引 におけ る 全磁力連続観

測 と 1978年 2 月 に実施 した伊豆半島東部の全磁力
測量結果に つい て報告す る 。

。 茂木 (昭〉 委員 (水路部〉

く ら い前か ら 異常な変化を示 した。
御前崎におけ る 地下水位の連続観測結果につ い

て報告す る 。
青森県岩崎付近におけ る地下水の成分につい て

報告す る 。
。 関東部会報告 茂木 (清〉 部会長

昭和54年 2 月 16 日 地震研究所に お い て 開催 さ れ
た関東部会での検討結果は次 の と お り であ る 。
1) 伊東市南部におい て昨年11月 末以降 M5. 4 を

含むかな り 活発な群発地震が発生 し ， そ の後，
漸時減衰 し て い る 。

2) 重力測量， 験潮の 結果に よ る と 伊東市南部に
局部的な 隆起が認め ら れ る よ う であ る 。 ま た ，
初島を含む伊東地域での精密変歪測量に よ る と
伸びがみ ら れ る 。

3) 伊豆半島北東部に は ， 1973年の 精密測地網 1
次基準点測量結果に よ れば， 1930年の 北伊豆地
震以後著 し い水平歪がみ ら れ る 。

4) 1974年の 伊豆半島沖地震の次にそ の 北側 で伊
豆大島近海地震がお こ り ， 今 回 は ， さ ら に そ の
北 の 伊東市南部で活動が観測 さ れて い る 。
以上検討の結果， 関東部会では， I伊豆大 島近

海地震の 震源域の北側の地域は今後注意 し て み ま
も る 必要があ る 。」 と い う 点で意見が一致 し た 。

こ れ ら の観点 よ り ， こ の地域で観測を強化す る
こ と と し て ど の よ う な観測がで き る かについ て意
見を交換 し た 。

。 春山 (事務局〉
関東部会で検討 した観誤1項 目 につ い て事務局が

集めた各機関 の実施計画 (昭和54年度分〉 につ い
て報告す る 。相模灘付近の 地磁気全磁力異常分布につ い て報

告す る 。 4. 東 海 地 方
。 垣見委員 (地質調〉

丹沢山地に お け る 応力解放法に よ る 現場応力測
定につい て報告 す る 。 丹沢 山地 の 中央部に お い
て ， 地表 よ り 7 m ま での深度で応力解放法に よ る
応力測定を行い ， 広域応力場に調和す る と 思われ
る ほ ぼ南北方向圧縮の 応力値を得た。

。 小野 (地質調〉
爆破地震に よ る 地震波速度変化の 観測 (1978年

12月 13 日 お よ び 1 979年 1 月 19 日 の実験〕 につ い て
報告す る 。

。 三木委員 〔京大理〉
伊豆半島 〔土肥， 河津， 蓮台寺〉 で の 1978年11

月 23 日 の地震の 前後におけ る 温泉水の温度変化に
つ い て報告す る 。

， 0 垣見委員 (地質調〉
伊豆， 東海地域にお け る 地下水水質 の長期観測

結果につい て報告す る 。
コ 浅 田委員 (東大理〉

伊豆半島におけ る ラ ド ン濃度の連続観測の 結果
に つ い て 報告す る 。 1977年 5 月 か ら1979年 1 月 ま
で の 期 間 中 にお い て ， 伊豆大島近海地震の 2 カ 月
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。 笠原委員 (震研〉
富士川観測所の 伸縮計 と 傾斜計 に よ る 観測結

果お よ び高感度微小地震計 に よ る 地震観測結果
(1978年 6 月 よ り 3 点で〉 について報告す る 。

。 松田委員 (震研〉
富土川断層に関 し ， 主に ボ ー リ ン グ デ ー タ に よ

り 推定 し た地下の地質構造を報告す る 。
。 垣見委員 〔地質調〉

駿河湾北岸の 星 山丘陵 と そ の周辺に発達す る 大
宮断層， 安居山断層， 入 山断層 の地形， 地質か ら
見た最近の 活動度 ( いずれ も A 級 と 推定 さ れ る 。〉
につい て報告す る 。

。 高橋委員 (防災 セ ン タ ー 〕
静岡県志太郡岡部町にお け る 地殻傾斜の 群列観

測につい て報告す る 。
。 青木委員 (名大理〉

東海地方微小地震活動 (1978年11月 11 日 �1979
年 2 月 10 日 〉 に つ い て報告す る 。

。 関谷委員 (気象庁〉
東海地方の前回以降の地震活動につ い て報告す

る 。



。 関谷委員 (気象庁〉
東海地方の前回以降の 歪連続観測につ い て報告

す る 。
。 宮崎 (地理院〉

東海地方の水平変動につ い て報告す る 。
。 須 田委員 (地理院〉

東海地方の 重力測量につ い て報告す る 。
。 津村委員 (震研〉

重力異常分布につい て報告す る 。
。 須 田委員 〈地理院〉

近畿地方南部の水平歪につ い て報告す る 。
。 津村委員 (震研〉

中 園地方西部におけ る 1978年 8 月 �1979年 1 庁
の 間の地震活動につ い て 報告 す る 。 こ の 期間 ，
1978年 6 月 4 日 に発生 し た M6. 1 の地震の余震が
続 く と と も に浜 田~大 田付近の 微小地震活動が活
発化 し て い る 。

。 須 田委員 〈国土地理院〕
山 口 ， 福 岡地方の 高精度 ト ラ パ ー ス 測量結果に

つ い て報告す る 。

本州南岸お よ び四国東部に あ る 国土地理院 ， 気
象庁お よ び水路部所属の 検潮所の 記録に気圧 〈月
平均潮位に対 し) ， 年周変化お よ び各海域の 平 均
的な潮位偏差を補正 し ， グ ラ フ を作成 し た の で報
告す る 。 6 . そ の 他

5. 中部， 近畿以西地方
。 三雲 〈防災研〉

中部地方北西部の 最近の地震活動 (1978年 1 月
�12月 ) ， 特に飛騨地方北部〈跡津川断層を含む。〉
か ら 富山県南部に お け る 地震活動状況を報告す
る 。

。 三雲 (防災研〉
上宝地殻変動観測所におけ る 地殻変動連続観測

結果 (1978年 ま で) ， 跡津川 断層西端 の 天生 に お
け る ボ ア ホ ー ル傾斜計に よ る 結果お よ び1971年~
1978年の跡津川断層にお け る 光波測量結果を報告
す る 。

。 岸本委員 〈防災研〉
北陸 (防災研) ， 阿武山 〈理) ， 鳥取 〈防災研〉

の 3 微小地震観測網で決定さ れた1978年の後半 の
サ イ ス ミ シ テ ィ と そ の特徴につい て報告す る 。

。 茂木 〈昭〉 委員 〈水路部〉
若狭湾沖の海底地形， 地質構造， 地磁気全磁力，
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。 阿部委員 (北大〉
制振装置の な い地震計の 特性を考慮 し て ， 地震

波の振幅 と 周期か ら ， 明 治31年 よ り 大正14年にか
け て発生 し た 日 本の被害地震の マ グ ニ チ ュ ー ド を
再決定 し た の で報告す る 。

。 宇津 (震研〉
1885年か ら 1925年 ま で の お も な地震につ い て 紅

の値を震源位置 と と も に再検討 し て い る が， 被害
地震お よ びM 7 以上の地震の カ タ ロ グ の 一部がで
き た の で報告す る 。

。 宇佐美委員 〈震研〉
安政東海地震の 震度分布につい て報告す る 。

。 宇佐美委員 (震研〕
新たに収集あ る い は解読 した地震関係古文書の

表 (VlI) につ い て報告す る 。
。 次回の 開催予定 日 は ， 昭和54年 5 月 21 日 〈月 〉 と

す る 。
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