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４－１　関東・中部地方とその周辺の地震活動（2005 年 5 月～ 2005 年 10 月）
Seismic Activity in and around the Kanto and Chubu Districts 
(May 2005 - October 2005)

気象庁地震予知情報課

Earthquake Prediction Information Division, JMA

今期間，関東・中部地方とその周辺で M4.0 以上の地震は 191 回（うち 58 回は房総半島南東沖

の三重会合点付近の地震活動），M5.0 以上は 30 回（同 7 回は房総半島南東沖の三重会合点付近の

地震活動），M6.0 以上は 6 回であった．

2005 年 5 月～ 10 月の M4.0 以上の震央分布を第 1 図 (a) 及び第 1 図 (b) に示す．

主な地震活動は以下の通りである．

（1）千葉県北西部の地震活動（M6.0，最大震度５強，本巻「2005 年 7 月 23 日千葉県北西部の地震

（M6.0）の活動概要」の頁参照）　

（2）茨城県沖（M6.3，最大震度 5 弱）及び茨城県南部の地震活動（第 2 図）

茨城県南部では 2005 年 7 月 28 日に M5.0（深さ 51km，最大震度 4，第 2 図（a））及び 10 月 16

日に M5.1（深さ 47km，最大震度 4）の地震が発生した．また，茨城県沖で 2005 年 8 月 8 日に M5.6（深

さ 46km，最大震度 3）及び 10 月 19 日に M6.3（深さ 48km，最大震度 5 弱）の地震が発生した（第

2 図（b））．これらの地震の余震活動は低調または順調に減衰している．

大竹・笠原 (1983) は，茨城県南部とその東方沖で発生する顕著な地震に同時性が見られること

を指摘している．このため，1923 年 8 月以降の茨城県沖（M ≧ 4.3）と茨城県南西部（M ≧ 4.0）

の地震活動を指数化してみた ( 第 2 図 (c)，指数化については本巻「東海地域とその周辺地域の地

震活動（2005 年 5 月～ 2005 年 10 月）」の注 ) 参照 )．基準とした期間は 1923 年から 2005 年 10 月

25 日までで，3 年間の時間窓を 1 年ずつずらして計算した．茨城県南部と茨城県沖の地震活動指数

を重ね合わせて比較してみると，全期間を通じては活動の山谷が似ているが，1925 ～ 30 年や 1960

年前後のように重ならない時期もある．

（3）その他の地震活動（第 3 ～ 16 図）

2005 年

月日 震央地名 規模（M） 深さ（km） 最大震度

5月 8日 栃木県南部 4.5 10 4 （第 3図）

5月11日 山梨県中西部 4.0 17 3 （第13図）

5月15日 栃木県南部 4.8 9 4 （第 3図）

6月 1日 東京湾 4.3 28 3 （第 6図）

6月20日 千葉県北東部 5.6 51 4 （第 4図）

6月20日 岐阜県美濃中西部 4.6 9 3 （第15図）

6月20日 新潟県中越地方 5.0 15 5弱 （第 9図）
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7月 9日 新潟県中越地方 4.3 11 4 （第10図）

7月10日 八丈島東方沖 5.8 55 3 （第 7図）

7月27日 八丈島東方沖 5.5 （第 8図）

7月31日 山梨県東部 4.4 22 4 （第14図）

8月21日 新潟県中越地方 5.0 17 　5強 （第11図）

9月 9日 千葉県東方沖 5.0 38 2 （第 5図）

10月 3日 石川県加賀地方 4.5 1 2 （第12図）

10月23日 日本海中部 6.1 411 2 （第16図）
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第 1 図（a） 関東・中部地方とその周辺の地震活動（2005 年 5 月～ 2005 年 7 月，M ≧ 4.0，深さ≦ 700 km）

Fig.1 (a) Seismic Activity in and around the Kanto and Chubu districts （May 2005 - July 2005, M ≧ 4.0, depth ≦ 700 km）.

関東・中部地方とその周辺の地震活動(2005年5月～7月，M≧4.0)
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第 1 図（b）　つづき（2005 年 8 月～ 10 月，M ≧ 4.0，深さ≦ 700 km）

Fig.1 (b) Continued （August 2005 - October 2005, M ≧ 4.0, depth ≦ 700 km）

関東・中部地方とその周辺の地震活動(2005年8月～10月，M≧4.0)
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第 2 図（a）　茨城県南部の地震活動

Fig.2 (a) Seismic activities in the southern part of Ibaraki prefecture.
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第 2 図（b）　茨城県沖及び茨城県南部の地震活動

Fig.2 (b) Seismic activity off Ibaraki prefecture and in the southern part of Ibaraki prefecture.

８月８日，10 月 19 日茨城県沖及び 10 月 16 日茨城県南部の地震

震央分布図（2000 年１月以降，M≧2.0） 

茨城県沖及び茨城県南部の領域ａ及び

ｂで次の地震が発生した． 

①・[領域 a]2005 年８月８日 00 時 06 分、

茨城県沖Ｍ5.6（深さ 46km，最大震度

３）． 

・太平洋プレートの沈み込みに伴う地

震． 

②・[領域 b]2005 年 10 月 16 日 16 時 05

分、茨城県南部Ｍ5.1(深さ 47km，最

大震度４)． 

・フィリピン海プレートと陸のプレー

トの境界で発生した地震． 

③・[領域 a]2005 年 10 月 19 日 20 時 44

分，茨城県沖Ｍ6.3（深さ 48km、最大

震度５弱）． 

・太平洋プレートと陸のプレートの境

界で発生した地震． 

①，②，③のいずれの地震もｍ余震活動

は低調または順調に減衰している． 

領域ｃ内の断面図（Ａ－Ｂ投影） 

領域 b

Ａ

Ｂ

領域 b内のＭ－Ｔ，回数積算図 

（深さ 40～60km） 

領域 a

領域 c

Ａ Ｂ

同上（2005 年 8 月～，Ｍすべて） 同上（2005 年 8 月～） 

領域 a内のＭ－Ｔ，回数積算図

（深さ 0～150km） 

③

①②

①②

③

①
② ③
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第 2 図（c） つづき

Fig.2 (c) Synchronism of seismic activities off Ibaraki prefecture and in the southean part of Ibaraki 
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第 3 図　栃木県南部の地震活動　

Fig.3　Seismic activity in the southern part of Tochigi prefecture.

気象庁作成 

震央分布図（1923 年８月以降，M≧4.0） 

５月８日，15 日 栃木・群馬県境付近［栃木県南部］の地震 

震央分布図（1997 年 10 月以降，M≧1.5） 

今回の地震

領域ａ

栃木・群馬県境付近［栃木県南部］で，2005

年５月８日 15 時 04 分に M4.5（深さ 10km，最大

震度４）と５月 15 日 15 時 55 分に M4.8（深さ９

km、最大震度４）の地震が発生した．発震機構は

ともに西北西－東南東方向に圧力軸を持つ横ず

れ型で，この付近の地震によく見られるタイプで

ある．両地震とも，やや活発な余震活動を伴った

が，現在は通常の活動レベルに戻っている．  

栃木・群馬県境付近では定常的な地震活動がみ

られるが，M4.0 以上の地震は 2001 年３月 31 日

（M5.2）以来である． （  ） 

領域ｂ内のＭ－Ｔ，回数積算図 

領域ａ内のＭ－Ｔ，回数積算図 

今回の地震 

領域ｂ 

Ａ

Ａ

 1923 年８月以降の活動をみると，今回の地震の震

央付近では，M4.0 以上の地震が比較的数多く発生し

ており，最大は 2001 年３月 31 日の M5.2 の地震であ

る． 

なお，領域ｂの東側の活動は 1949 年の今市地震と

その余震活動である．（  ） Ｂ

Ｂ

領域ａ内の最近の活動状況 

（４月以降，Mすべて） 

群馬県 

栃木県 



－177－

－
1
7
7
－

第 4 図　千葉県北東部の地震活動

Fig.4　Seismic activity in the northeastern part of Chiba prefecture.
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第 5 図　千葉県東方沖の地震活動

Fig.5　Seismic activity east off Chiba prefecture.
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第 6 図　東京湾の地震活動

Fig.6　Seismic activity in Tokyo Bay.

気象庁作成 

震央分布図（1923 年８月以降，M≧3.5，深さ 20km～50km）

６月１日 東京湾の地震 

震央分布図（1997 年 10 月以降，M≧1.5） 

今回の地震

領域ａ

2005年６月１日に東京湾でM4.0以上の地震

が連続して発生した．M4.0 以上は以下のとお

りである． 

・ 19 時 05 分（深さ 29km，M4.1，最大震度２）

・ 19 時 39 分（深さ 28km，M4.1，最大震度２）

・ 20 時 44 分（深さ 28km，M4.3，最大震度３）

発震機構はいずれも南北方向に圧力軸を持

つ逆断層型で，フィリピン海プレートと陸のプ

レートの境界付近で発生した地震と考えられ

る．地震活動は６月２日の午前中までにほぼ収

まった． 

東京都多摩東部から東京湾にかけては，深さ

20kmから30km程度のフィリピン海プレート上

面付近の活動域がいくつかあり，今回の地震は

東京湾の活動域内で発生したものである．

（  ） 

領域ｃ内のＭ－Ｔ，回数積算図 

領域ｂ内のＭ－Ｔ，回数積算図 

（深さ 15km～35km のみ） 

今回の地震

領域ｃ

Ａ

Ａ

 1923 年８月以降の活動をみると，東京湾付

近のフィリピン海プレートに関係すると考え

られる地震（深さ 20km～50km）はそれほど多

くなく，M4.0 以上は 10 回程度である．最大は

1962年９月 24日の M4.9の地震である．（  ）Ｂ

Ｂ

領域ａ内の断面図（Ａ－Ｂ投影） 

領域ｂ

地震活動の状況 

（６月１日以降，Mすべて）

Ａ

Ｂ

今回の地震
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第 7 図　八丈島東方沖の地震活動（①）

Fig.7　Seismic activity east off Hachijo-jima Island.
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第 8 図　八丈島東方沖の地震活動（②）

Fig.8　Seismic activity east off Hachijo-jima Island. ������
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第 9 図　新潟県中越地方の地震活動

Fig.9　Seismic activity in the Mid Niigata prefecture.
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第 10 図　平成 16 年（2004 年）新潟県中越地震の余震活動

Fig.10　Aftershocks of “the Mid Niigata prefecture Earthquake in 2004”.
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第 11 図　新潟県中越地方の地震活動

Fig.11　Seismic activity in the Mid Niigata prefecture.
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第 12 図　石川県加賀地方の地震活動

Fig.12　Seismic activity in Kaga district of Ishikawa prefecture.
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第 13 図　山梨県中西部の地震活動

Fig.13　Seismic activity in the central and western part of Yamanashi prefecture.
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第 14 図　山梨県東部の地震活動

Fig.14　Seismic activity in the eastern part of Yamanashi prefecture.
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第 15 図　岐阜県美濃中西部の地震活動

Fig.15　Seismic activity in the central and western part of Mino area in Gifu prefecture.
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第 16 図　日本海中部の地震活動

Fig.16　Seismic activity in the central part of Japan Sea.
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