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今期間，関東・中部地方とその周辺でM4.0以上の地震は102回，M5.0以上は15回，M6.0以上は２回発
生した。このうち最大は，2003年11月12日に東海道沖で発生したM6.5の地震であった。 

2003年11月～2004年4月のM4.0以上の震央分布を第１図に示す。 
主な地震活動は以下の通りである。 

 
（1）茨城県沖の地震活動（第２図） 

2003年11月15日にM5.8（最大震度４），2004年3月11日にM5.3（最大震度４），同年4月4日にM5.8（最
大震度４）の地震が発生した。いずれの地震の発震機構も太平洋プレートの沈み込む方向に圧力軸を持

つ逆断層型で，プレート境界地震と考えられる。この地域では，M7程度の地震は約20年に１回程度発生
しており，前回の活動は1982年7月23日のM7.0である。1990年代中頃から後期に一時活動は低調であった
が，現在は活発さを取り戻しつつある。 
 
（2）伊豆半島東方沖の地震活動（第３，４図） 

2004年4月24日から伊豆半島東方沖で小規模な地震活動が始まり，４月25日から27日にかけて活発にな
った（最大M2.0，無感）。東伊豆の気象庁体積歪計では，10-7程度の縮み変化が現れ，大室山北（産総研）

の地下水位や岡，徳永（いずれも防災科研）の傾斜計にもそれぞれ変化が現れた。これらの現象はダイ

クモデルでほぼ説明できる。なお，今回の一連の活動は５月２日頃収まり，現在は通常の活動レベルに

戻っている。伊豆半島東方沖でまとまった活動は，2003年６月（最大M2.3）以来であり，今回の活動域
は前回のやや北西側に位置する。1997年以降でみても，それぞれの活動域の中心は棲み分けている。 
 
（3）その他の地震活動（第５～15図） 

2003年 
 11月12日 父島近海          M6.4，震度１ 

11月12日 東海道沖          M6.5，深さ398 km，震度４ 
11月23日 千葉県東方沖        M5.1，深さ39 km，震度４ 
11月28日 静岡県西部         M3.3，深さ41 km，震度１ 
12月19日 新潟県沖          M4.4，震度４ 
12月22日 佐渡付近          M4.7，震度４ 
12月31日 新島・神津島近海      M4.4，深さ12 km，震度４ 

 
2004年 
  １月６日  熊野灘          M5.4，深さ37 km，震度４ 
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  １月11日  長野県中部         M4.0，深さ8 km，震度４ 
  １月27日  八丈島近海         M5.0，深さ72 km，震度３ 
  ２月４日  箱根山付近［神奈川県西部］ M3.0，深さ2 km，震度１ 
  ２月26日  伊豆大島          M2.5，深さ4 km，震度１ 
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第１図(a)  関東・中部地方とその周辺の地震活動（2003年11月～2004年1月，M≧4.0，深さ≦700 km） 

Fig.1(a) Seismic Activity in and around the Kanto and Chubu districts (November, 2003～January, 2004, M≧4.0, depth≦700 km). 

－175－ 



 
第１図(b) つづき（2004年2月～4月，M≧4.0，深さ≦700 km） 

Fig.1(b) continued (February～April, 2004, M≧4.0, depth≦700 km). 
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第２図(a) 茨城県沖の地震活動 
Fig.2(a) Seismic activity off Ibaraki prefecture. 
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第２図(b) 茨城県沖の地震活動 

Fig.2(b) Seismic activity off Ibaraki prefecture. 
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第２図(c) 茨城県沖の地震活動 

Fig.2(c) Seismic activity off Ibaraki prefecture. 
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第３図(a) 伊豆半島東方沖の地震活動 

Fig.3(a) Seismic activity at eastern off Izu peninsula. 
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第３図(b) つづき 
Fig.3(b)  continued. 
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第４図(a) 伊豆半島東方沖の地殻変動 

Fig.4(a) Crustal deformation at eastern off Izu peninsula. 
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第４図(b) つづき 
Fig.4(b)  continued. 
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第４図(c) つづき 
Fig.4(c)  continued. 
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第５図 千葉県東方沖の地震活動 
Fig.5 Seismic activity at eastern off Chiba prefecture. 
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第６図 伊豆大島の地震活動 
Fig.6 Seismic activity in Izu-oshima island. 
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第７図(a) 新島・神津島近海の地震活動 
Fig.7(a) Seismic activity in and around Nii-jima-Kouzu-shima island. 
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第７図(b) つづき 
Fig.7(b)  continued. 
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第８図 八丈島近海の地震活動 

Fig.8 Seismic activity in and around Hachijo-jima island. 
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第９図 父島近海の地震活動 

Fig.9 Seismic activity in and around Chichi-jima island. 
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第10図 箱根付近［神奈川県西部］の地震活動 
Fig.10 Seismic activity in and around Hakone [in the western part of Kanagawa prefecture]. 
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第11図 新潟県沖及び佐渡付近の地震活動 
Fig.11 Seismic activity off Niigata prefecture and around Sado island. 

－192－ 



 
 

第12図 長野県中部の地震活動 
Fig.12 Seismic activity in the central part of Nagano prefecture. 
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第13図 静岡県西部の地震活動 
Fig.13 Seismic activity in the western part of Shizuoka prefecture. 
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第14図 東海道沖の地震活動 
Fig.14 Seismic activity off Tokaido. 
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第15図 熊野灘の地震活動 
Fig.15 Seismic activity in the Sea of Kumano. 
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