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Abstract　The 　writers 　and 　their　collaborators 　have　made 　study 　on 　the　distributめ n 　of 　seis エnic

intensity　in　Kant6 　diStrict．　They　inquire　of 　a　few　thousand 　persons　the　intensity　who 　live　in　the

wooden 　houscs　with 　second 　story ．　The 　data　on 　the 三ntensity 　arc 　collccted 　soon 　after 　an 　earth ，

quake　occurs ．正n　this　paper，　fbllowing　earthquakes 　 are 　 refferrcd
，
　i．e ．　local　 earthquakcs 　 of

western 　Tokyo （1979）and 　east −off　Chiba　Prefecture（1979）；dcstructive　ones 　ef 　Kant6 （1923）
and 　Nishi−Saitama （1931）．　Approximate 　location　and 　magnitude 　of 　those 　earthquakes 　arc 　as

fbllOWS；

＼ 、．Location 　of 　epicenter

　Magnitude （M ）
丶 丶．

丶

M ＞ 6

M ＜ 6

The 　westsidc 　of 　Saitama
Prcfecture

The 　Nishi−Saitama
earthquake

The 　western 　Tokyo
earthquake

The 　southside 　of 　Saitama
Prcfecturc

The　Kant6 　earthquake

Tlle　cast ．off 　Chiba
Prefecture　earthquakc

　The 　distribution　of　seismic 　intensity　of 　those 　earthquake 　shows 　that 　straight
，
　Iong　and 　narrow

zones 　are 　severe 　or　sensitive 　to　the 　 earthquakes 　 which 　are 　named 　the 　abnormalous 　scismic

vibrated 　zoncs （E 　Tsunoda ，1980），For　instance，　violent 　motion 　was 　felt　along 　the　margins 　of

diluvial　upland 　and 　fault　zones 　in　the 　Kant6 　mountainl ．and 　in　case 　of　the　western 　Tokyo

earthquake ．　Similar　distribution　was 　shown 　in　the 　destructive　Nishi−Saitama 　earthquakc ．　Sevcre

vibrated 　zone 　was 　foし皿 d　along 　the 　northeast 　coast 　of 　Tokyo 　Bay 　in　case 　of 　thc 　cast −off 　Chiba

Prefecture．　Similar　irregular　distribution　of 　intensity　is　f（）und 　in　the 　Kant6　earthquake ．

　 Most 　of 　those　anormalous 　seismic 　vibrated 　zones 　runs 　in　northwest −southeast 　direction　 which

is　the　general　trend 　of 　the 　basement　complex 　of　Kant6 　Plain
，
　and 　 under 　some 　of 　them

，
　faults　of

the 　basemcnt 　complex 　are 　fbund ，　fbr　instancet　the　Ayasegawa 　fault．　So　it　must 　be　intimately

related 　with 　the　faults　developed　in　the　basement．

　 While　some 　zones 　such 　as 　the 　Iwatsuki−Kasukabe 　 abnormalous 　seismic 　 vibrated 　 zone 　run 　in

northcast −southwest 　direction．　The　geological　meaning 　of　these　zones 　is　left　to　be　solved 　in

future．　As　already 　pointed　out
，
　the 　

＄hock　is　also 　severe 　in　the 　area 　wherc 　th三ck　peat　is　deposited．

1． は じめ に

最近 ， 震害予 測図 （サ イ ズ ミ ッ ク ・マ イ ク ロ
・ゾーニ

ン グ ・マ ッ プ ； selsmic 　microzoning 　map ）の 作成が各地

＊
埼玉 大学教養部　College　 of 　 Liberal 　A エ ts，　Saitama　University，

　255，Shlmo −okubo ，　Urawa ，　Sa呈tama ，338　Japan

で 試み られ る よ うに な っ た （た とえば ， 自然災害科学総

合研究班，1979）．こ れ は ， 地震防災 とい う点 か らみ て ，

こ れ か らの わ れ わ れ の 重要 な 課 題 に な る と考 え られ る．

　震害予測図を作成す る た め に は ， 地震を多面的 に検討

し な けれ ばな らな い が ， 現在の と こ ろ ， 地 震の と きの 地

盤 の 挙 動 につ い て の 基 礎 的資料は きわ め て不 足 して い る
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とい え よ う．そ の 原 因 と して は 2 つ の こ とが 考 え ら れ

る ，ま ず第
一に ， 地盤震動にか な りの 地域性が あ る こ と

は 以前 か らよ く知られ て い る （金井，1973）に もか か わ

らず ， そ の 具体 的 な資料 が 乏 しい こ とで あ る， こ の た

め ， 資料 の 有効な 統計処理 を行 な え な い こ と が多い ．第

二 の 原因 は ，地震 に よ っ て 生ず る 諸現象が地 震ご と に異

な る は ずなの に ， そ れ らの 対比 や 比 較 を き ち ん と行 な わ

ない 場合 が 多い ．こ れ で は ， 地 震の もっ 「個性 」 が明 ら

か に で き な い ば か りで な く， そ の 発生 原 因 や メカ ニ ズ ム

も平均化 され た もの し か 期待 で きない の で は あ る ま い

か，

　筆者 らは，ア ン ケ
ー

ト調査 を主体 と し て，関東地 方 の

地震震動調査をすす め て い る が ， その 一
部 は すで に報告

した （角田
・「奥多摩地震」調査 グル

ープ，1979； 角 田，

1980）．こ れ らに よ る と，関東平野西部 地 域 で は，震動 現

象 に か な りの 地域性が あ る よ うにみ え る．す な わ ち ；

　 a ・ 河角 の 震度階 の 修正 表 （宇佐美， 1974） を 用 い

て，有感地震時の 同域 に お ける 震動特性 を調 べ る と，よ

こ 揺 れ の つ よ さ に関係 な く，最初 に，下 か ら突きあげら

れ る よ うな衝撃を感ず る 場所
＊
があ る，

　b・ こ の よ うな揚所は， ふ つ う， 非常に 限 られ た 区域

一 帯状区域
一

で ， それ らは地形 の 急遷 す る 所， 断

層 ，地 質系統 の 境界 な ど と
一致す る こ とが多い ．

　 C ． 地震の 規模や震源 の 位置 な ど に よ っ て，こ れ らの

区域の あ らわ れ 方 は多少異な る が ， 北西
一南東方向の 定

向性 を も っ た もの が顕著で あ る．こ れ と直交す る 方向 の

もの もわず か に あ る．

　d ． 中
・古生界の 分布す る 地域 で 発生 した 浅発の 小 地

震 （た とえ ば，1979年 5 月 5 日の 「奥多摩 地 震 」； 角田 ・

「奥多摩地震」調査グル
ープ，1979）の 場合 ， 上述の 区

域 は か な り広域 に あ らわ れ ，「奥多摩地震区」 と呼 ぶ 特

定の 震動域 と な っ た ．．

　上 に述 べ た よ うに ， 筆者 らの 調査 に よれ ば，本地域 に

お け る地震の 震動 は か な り顕著 な 地 域性を も っ て い る．

し か も，
こ の 現象が観察され る 広 が りは わ ず か に数 km

幅の 地域 に 限 られ ， か つ ，そ の 塊界 は か な り明瞭 で あ

る。こ の 点 か ら考 え る と，上 述 の 異常震動域 は ，数 100

km2 の 広 さで あ らわ れ る，い わ ゆ る 異常震域 とは 別 の も

の で あ る．す な わ ち ， 前者 は 深 さ20〜50km の 有感 の 浅

発地 震 の と き に み られ る 現象 で あ る の に 対 し て ，後者 は

有感の 深発地震で例外 な く現 わ れ る か らで あ る。こ の 両

者の ち がい は，前者が地殻内部 の 特殊性 ， た とえ ば，ブ

V ッ ク ご と に 異 な る 地質構造 に よ っ て 生ず る 特異 な 震動

現象と考え られ る （角田，1980）の に対 して，後者は，

島弧の 上部 マ ン トル の 異常構造 に 起因す る 地殻 の 広域な

異 常震 動 とみ られ る （宇津，1980 ）．

　上 述 の こ と を考 え る と，実際の 地震震動 に 関す る 資料

を集積す る こ と，お よび ， 浅発地震 の 震度分布が地質や

地殻 の 構造 と どの よ うに 相関す る の か を検討す る こ と の

二 つ の 点は，こ れ か らの 地震震動研究 の 大きな 課題 に な

っ て い くもの と考 え られ る．

　小 論 で は，ま ず，「東京西 部地 震
1）」 の 震動区 ， 異 常震

動帯
2）

な ど と 「西埼玉 地震
3）
」 の そ れ らと を比較 し た．

そ れ は ， 両者 の 震央 の 位 置が 「埼玉 平野 」 （藤本 ，
1954 ：

堀 口 ，
1980）の 西方 に あ り， か つ

， 震源 の 深 さ も と もに

20km よ り浅 い ．した が っ て ， 調査地域 か らみ れ ば，こ

れ らの 地震 の 方向や深 さが ほ ぼ一
定 で ， 異 な る の は ， そ

の 大 き さ （÷ マ グ ニ チ ＝・・一ド）で あ る．そ こ で ，そ れ ら

の 地震 に よ っ て 現 わ れ る 震度分布を調べ れ ば， 地 震 の 大

き さ に よ る 地震 の 応答 の 異同点 が明 らか に な る と思 わ れ

る．同 じよ うに して ，調査地域の 北方 ， 東方 ， 南方 ， 直

下 の そ れ ぞ れ で 生 じ る大き さの 異な る地震ご とに震度を

調 べ て い け ば，本地 域 の 地 震 に対す る地 盤 の 応 答 が解析

され る と考 え られ る．小論 で は ， 上述 の 地 震 の 他 に ，

「埼玉 平野」 の 南方 に震央 を もつ ，二 つ の 浅発地震，す

な わ ち ， 「房総半島沖地震
5）
」 とい う小 地 震 と，「関東地

震
G）
」　とい う大地震を比較 し た．対象 と した 地域 は ， 資

料 の 制約 か ら， 埼 玉 県 に か ぎ っ た，

　以上 の こ とか ら，小論 で は ，   小地震 の 震度分布 が 大

地震 の そ れ と対応す る か否 か ，   地盤震動 の 卓越方向 が

あ る の か 否か ，  震度分布 と地形や地質 の 構造 とが 関係

す る か 否か に つ い て 検討す る．

∬．資料の 精度 と資料整理 の 方法

＊
こ の よ うな場所 は 異常震城 （角 田

・「奥多摩地 震」 調 査 グル ープ，
1979） と呼 ばれ て い た が，筆者の 1人 の 角 田は，その 後 の 報告 （角

国，198の で ，異常震動域と改め た．

　小論 で 調査の 対象と した 地震の 震源 の 位置，規模 ， 発

生時期 ， 調査者 と調査方法 の い ずれ も が異 な る．そ れ ぞ

れ の 資料の 精度と資料整理 の 方法 を述べ て お か な い と，

議論が混乱す る の で ，

’
本項 で は ， そ れ らの 事項 を記述す

1＞ 1979 （昭和M ）年 5 月 5 剛 6時24分 に 発生．震源は ，北緯35
°
48
’，

　東経 139
°
17
’，深 さ 20   ．筆者 ら （角 田

・
「奥多摩地 震」調査グル ー

　プ，1979） は 「奥多摩地 震」 と呼称 した ．
2）　新称 ．後 述．
3） 1931 （昭和 6 ）年 9 月21H 午前 lrtv20分 3，3秒 に発生 ．震源は 埼玉

　県比企郡 1J・川町 付近，深 さ 20   以内 （熊谷 測候所，1932） とy・わ れ

　 る．
の　本論 で使用 す る大地 震 と小地 震 とい う用 語 は，マ グ ＝ チ ＝一ド 6，0
　 を基 準値 と して 分 けられ た もの であ る．
5） 1979 （昭和54）年 10月28Hl4 時39分 に 発生．震央は 千葉県勝浦市 の

　 南々 西 42   地点 で 7 浅発 の小地震 で ある，
6） 亘923 （大止 12） 年 9 月 1 目午前置1時58分に 発生，震央 が相模湾 の北

　西隅 付近 の ，浅 発の 大地震 で あ る．
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る，

　a ． 気象庁の 震度階 と河角の 震度階との 対比 ； 最初に

述 べ て お か な けれ ばな らな い の は，気象庁 の 7 震度階と

河角の 12震度階との 対 比 で あ る ．こ れ らの 震度階の 作成

された 当時 の 生活様式や建物構造と現在の そ れ とは か な

りの 違 い がみ られ るが ， 小論 で は宇佐美 （1974＞ が用 い

た対比表を引用 し て お く （第 1表）．

　b ・資料整理 に 用い た地形図 の 縮尺 は 20万分の 1 に統

一
した．こ れ は 後 で 述べ る よ うに ， それぞれ の 震度分布

の 調査精度 が相当違 っ て い る た め に ， そ れ らの うち で 最

も粗 い 精度 の 調査 （「関東地震」の 調査） に ， 全体 の 精

度を合 わ せ ざ る を得 な か っ た か らで あ る．

　C・ 「関東地震」 の 調査精度 と資料整理 の 方法 ； 「関東

地震」 の とき に調査地域 が どの よ うに 震動 し ， そ の 震度

分 布 は ど の よ うな もの で あ っ た か につ い て の 直接的な 資

料 は 集 め られ な か っ た．そ こ で ， 森川 （1969） と同 じ よ

うに ， 震度分布 を建物 の 被害 の 程度 とそ の 被害分布か ら

求 め る こ と に し た （第 2図）．建造物 の 被害 に つ い て の 資

料
＊
は 「埼 玉 殀究」第22号 に 紹介 され て い る （小 池，1971）・

そ の 報告で は，1923年 9月 1 日現在の 「現在戸数」 「住

家」 と 「非住家」 の 全壊 ・半壊 の 戸数 が，当 時 の 町村 ご

とに示 され て い る．こ の なか で ， 「人 が 実際 に住 ん で い

て，そ れ な りの 家屋構造 と建物強度を も っ て い る 」 と考

え られ る 「現在戸数」 と 「住家 」 を資料 と し て 用 い た．

そ して ，震動に よ る建物被害の 比率 は次の 式 か ら算出 し

た ：

〔艨
卷黠嬲 騰 〕

・ 1・・ （％）

た だ し，こ の ％ は それぞれ不定形を した 町村 （第 2図）

ご と の 値 で あ る．ま た ，こ の 建物被害の 比 率を，気象庁

と河角 の 震度階を参考に して 分類す る と，第 1表 の よ う

に な る （第 1表）．こ の よ うに して 求 め られ た 家屋 倒壌率

の 分布，す な わ ち，震度分布 をそ の まま図化す る と， 震度

分布 の 形状が 町村の 区画 の 形 に 影響され る と思 わ れ る，

　この た め ， 小論で は，町村の 形が震動分布 の 方向性を

規定 しな い よ うに ， 南北方向と東西方向に lkm 間 隔 で

線 をひ き ， 調査地 城 を 1km2 の メ ッ シ ュに 区分 け した．

　そ し て ， そ の メ ッ シ ュ ご とに，上述 の 震度 を 記 入 し

た，こ れ に よ っ て，多少 で は あ るが，町村の 区画 の 形や

配置 に よ る ， 震度分布 の 形状へ の 影響を と り除くこ と が

で きた （第 2図）．

第 1表 　家 屋 倒 壊 率 （％）・ 気 象 庁 震 度 階 ・ 河 角

　 　 　 　 の 震 度 階 の 関 係

家 屋 倒 壊 率 （％）

0　〜　 45

　〜　89

　〜　19

20 〜 26

27 〜 39

40 〜 63

気 象庁 震度 河 角 の 震度

中　　 震 　　　　 6　〜7．4

強　 　 震 7．5〜7．9

同　　 上 8

裂　　震

激 　　震

9le

同　　 上 11

＊
こ の 資料 の 原典 は，1923年 （大 正 12年） 9 月 14H に，震災予 防調査

会 が埼玉 県に 罹災状況 の 調査 を依 頼 し，同県が その 結果 を1司調 査 会へ
提出 した 報告書で あ る ，現 在，こ の原典 は埼玉 県立浦和図書館文書館

所蔵 の 埼玉 県行政文 書（大正 14年，25県治 部雑款）に収 め らh て い る．
筆者 らが 引用 した の は ，小 池信

一
氏が原典 か らと L）だ し，「埼玉 研 究」

第22号 に紹介され た資料 で ある．

　 小 論 に お い て は ， 「西埼玉 地震」の 震度分布 を表 示 す

る とき も，こ れ と同 じ方法 を 用い た．

　d．「西 埼 玉 地 震 」 につ い て ； 本地 震 に よ る 調査地域

の 各地点 で の 震動 の 特徴は 「西埼玉 強震報告」 （熊 谷 測

候所 ，
1932） に詳 し くま とめ られ て い る．こ の 報告書 は

埼 玉 県農務課や保安課 ， 県 下 の 町村役場と小学校 ， 各地

の 気象観測所 な ど か らの 報告をも とに作成され ，そ の 震

度階 は気象庁 の もの に準 じて い る．震度階は 町村単位 で

示され て い る の で ， 「関東地震」の それ と同 じ よ う に 表

示 した （第 3 図）．また，同報告書 に 収 め られ て い る地面

の 裂か の 方向と墓 石 の 転倒方向 とを引用 し て ， 調査地域

の 各地点 に お け る 震動 の 特徴 の 把握 に つ と め た　（第 4

図）．

　 e， 「東京西 部地 震」 と 「房総半島沖地 震」 につ い て

こ れ らの 地震 の 震度 は ， 前述 した よ うに ， 河角 の 震度階

の 修正 表 （宇佐美 ，
1974＞ に準拠 して い る ．そ し て ， 木

造 2階建 の 家屋内 で 余 り激 し い 動作を し て い な か っ た 人

た ち へ の ア ン ケ
ー

トを基 に，調査地域 の よ こ 揺れ に よ る

震度分布を 調 べ た．こ れ と と も に，た て 揺 れ の 分布 も調

査 した．こ れ らの 資料を 20万 分 の 1の 地形図 に 記 入 し

て，調査地 域の 震度分布図 を作成 し た　（第 5 図，第 6

図）、

皿 ．埼玉 県の 地 形 と地 質の 諸要素の 区分

　関東地方の 西部 に位置す る埼 玉 県 は ， 東西 に長 くの び

た 台形 に近 い 形を して お り， 地形
・地質的 に は西 の 山地

と東 の 平野 と に 2大別 され る （第 7 図）．西 の 山地 は関東

山地 の 北部に あた り，

一般に秩父山地 と よばれ ， 東の 平

野 は関東平野 の 西部 にあ た り， 埼玉 平野 と呼ばれ る こ と

が多 い （藤本 ； 正954
， 堀 口 ； 1980）・こ の 山 地 と平野 の 境

界は，児玉 。寄居 ・武蔵嵐山 ・越生
・
飯能 を結ぶ 線 に ほ

ぼ沿 っ て お り， 比較的 は っ きりした 地形 の 差を示 して い

る こ と が 多 く， 古 くか ら八 王子 構 造 線 （藤本 ； 1926，
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グ

丶

　

！
一

、

匚コ A

翻 B

鬮 c

圏 D

A ；河 角 の 震 度 3 ，

　第 6 図 「房 総 半 島 沖 地 震 」 の 震 度 分 布

B ；同 震度 4 ， G ；同震度 5 ，
　 D ；顕著 な 初動（上 下 動）が 感 じ ら れ た 区 域．

YABE ＆ AOKI ；1926）と し て 知 られ て い る，

　秩父山地を大観す る と，南西部が高 く，関東 山 地最高

峯 の 奥千丈岳 （2，
　600m ）お よび 金峯山（2，595m）・国師岳

（2，
592m ）な ど 2

，
　500m 以上 の 山峯があ り ， こ こ よ り北東

方へ順次高度 を下 げ，山地縁 辺 部 で は 200〜300m の 標高

を示す地形を して い る，秩 父 山 地の 内部をみ る と， ほ ぼ

中央 に 秩父盆地が位置 し， こ こ よ り北西方向 に山地を横

断 し て 山 中地溝帯がつ づ い て い る ．上述 の よ うな地形差

の 凸凹は 傾動運動あ るい は侵食輪廻 の 進行段階の ち がい

に よ る と考え られ る か ら，秩 父 山地は
一

般 に
一

続きの 地

塊山地 と され て い た （今村 。井上 ； 1933，谷 津 ； 1950，

藤本； 1951，1954，式 ； 1964，森川 ； 1968）・

　 し か し，秩 父 山地内部 の 顕著な凹地形を示す山中地溝

帯 と秩父 盆 地 の 南西部 と北東側で は，秩 父 山 地 の 地形 に

大 き な差 の あ る こ とに 着 目し た 堀 口 （1973） は ， 秩 父 盆

地 の 南東方向の 飯能付近まで 凹地形 が認 め られ る こ とに

よ り，新 た な 地形 区 と し て 「秩父 凹地帯」 を提唱 し た ．

さ らに，秩 父 山地を北西
一

南東方向に 横断す る 秩父凹地

帯の 南西側 を奥秩 父 山地 ， 北東側を多野
一

外秩父山地 と

呼ぶ こ とに した
＊

（第 8図）．

　秩 父 凹地帯南東部の 秩 父一飯能問 につ い て は，高麗川

上流と名栗川 には さま れ た地域で あ り， 正 丸峠付近 よ り

跳望 され る現地形 にお い て も ， 切峯面図に お い て も識別

され る 凹地形 で あ り，北側 は苅場坂峠 か ら顔振 峠 にか け

て の 尾根，南側 は名粟川一小沢峠一青梅を結ぶ線で境さ

れ る．こ の よ うな地形的特徴ばか りで なく， 凹 地帯 は地

質構造上 の 境界で もあ る，つ ま り，巨視的 に み れ ば，同

城 は い わ ゆ る 「南帯 と北帯」 とい う古生界 の 2 っ の 構造

帯 の 境界部 に あた る，さらに ， 凹地帯 の 北縁部 は地層 の

傾斜が急で ， 断層 の 転位も著 しい ．ま た，高麗川 河床 で

白亜 紀層が発見 され て い る　（渋谷 ・堀 口，1967）こ と

と， そ こ が山中地溝帯 の 延長部に あ た る こ とを考え あ わ

せ る と，秩 父 凹地 帯 は 中生代 の 地 溝 帯 で あ る と も考 え ら

れ る．

　埼玉 平野 は 関東平野の 中で も低地 の 広 く発達す る と こ

＊
埼玉 県 の 地形区分 として は，秩父凹 地帯南東部は外秩父 山地に入 れ

られ てお り，多野 外秩父 山地 は荒川 を境と して 上武 山地 ，外秩 父 山 地

に区 分 され て い る （村本 ： 1975，堀 口 r1980 ）．

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Geological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

The 　Geologioal 　Sooiety 　of 　Japan

万 吉史雄 ・堀 口角 田30

朝
ヨ

敏
部
鼠

二
．

鞍
朝
巨

叙

誨
m

国

．
署

ヨ

慧

蕎
賦
頃
o
．

調

嘲

駅

蕎
呱
隣

蠡
瑁
臨
口

．
（
瞳

組

帳

FMq

．
膕

 

奨
億

δ
．

糎

ミ

僞
呱

巴

署

姙
…
∩

〜

笛

要
革

駆

劇
嶋
く

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

傘

凶

e

蟹

齪

紺

凄

翻

e

箪

置

 

降

掻

甄

区
卜

蕪

　

　

　

　

二

蠹
耄

工

髑
麟

o

羇
鬮
」

驪
鸚

凵

羈
騨
。

翳
o

鬮
圜

・゚

鬮
團

く

［
凵

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Geological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

The 　Geologioal 　Sooiety 　of 　Japan

関 東 地 方 に お け る大 地 震 と小 地 震 の 震度 分 布の 比 較 31

驪 難 父魄 Eiコ秩父麟 囮 上武 雌 颶 轍 山地［皿 艨 匚 ］舘 低地

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第 8 図 秩 父 山 地 と 秩 父 凹 地 帯

ろ で ，西縁の 秩 父 山地 に 接す る 地 域 よ り丘 陵 ・台地 ・低

地 の 地形 に 区分す る こ と が で きる （第 7図）・

　 こ の 平野地域 の 地形 お よび表層地質 に つ い て は，堀 口

（197生，1980） に ま とめ られ て い る．ま た，堀 口 （1974）

は こ の 地域の 段丘 面 の 変動 に 注 目し ， そ の 差異 に よ っ て
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 く しぴ さ

四 つ の ブ ロ ッ ク （武蔵野
一

入間ブ ロ ッ ク ， 櫛挽
一

本庄 ブ

ロ ッ ク，大宮
一館林ブ ロ ッ ク，妻沼ブ ロ ッ ク） に 区 分

し ， ブ ロ ッ ク の 境界 お よび そ の 変動 の 方向を 示 し て い

る．

　1974年以降 ，
い わ ゆる活断層研究が 活発 とな り，関東

平野西縁部 の 台地 ・丘陵ある い は 山地 の 地形を切 る 活断

層が指摘 され，活断層研究会 （1980） に よっ て ま とめ ら

れ た．しか し ，
こ れ ら活断層の 研究 は平野 西縁部 に と ど

ま り，平 野 中央部 の 大宮台地 に つ い て は降起軸を指摘す

る に と どま っ て い る．

　関東新生代構造研究グル ープ （rg77） は ， 関東地 方 に

お け る新生 代未期 の 構造 運 動 に つ い て 検討す る な か で ，

常総粘土層の レ ベ ル を追跡 し ， 平野内部 の ブ ロ ッ ク運動

を指摘 して い る．こ の 考 え は さ ら に 小 玉 ・鈴 木 （1979a）

に よ りひ きつ がれ 広域にわ た る常総粘土層の 構造等高線

図がえ が か れ，新 しい ブ ロ ッ クの 境界を示 して い る．こ

れ らの 研究結果 の 概要は ，日本地質学会主催 の 討 論 会

「地震災害 に 関す る地質学的諸問題」 に お い て 堀 口 ・樋

口 （1979）お よび小 玉 ・鈴木 （1979b） に よ り報告 され

第 2 表 　埼 玉 県 下 の 主 要 な 断 層 お よ び 構造 線
一

覧

No ．

12345

　
」

678910

断 　 層 　 名

深 谷 断 層
1）

櫛 挽 断 層
1）

平 井 断 層
1）

江 南 断 層
1 ）

今 市
一

菅谷 断 層
1）

リ ニ ア メ ン ド ）

象 ケ 鼻一朝 日根 断 層
2＞

リ ニ ア メ ン ト
1）

出 牛一黒 谷 断層
s）

り a ア メ ン ト
1＞

・唄
11il2111314

断 　 層 　 名

15 臨栗耀 ・

678Q

）

O

11

寛

⊥

19

ら

越 生 断層
i）

秩 父 駟 地 帯 北 縁
4）

浦 1LI口 断 層
1）

名 栗 断 層
1）

立 川 断 層
1）

所 沢 聖 圭也霊 園 断 層
1＞

荒 川 断 層
1）

綾瀬川 断層
5）

久 喜断 層
5）

1） 活断 層研究会，19BO ： H 本 の活断 層，　 p，363，東京大学出版会，
2＞ 前田 四郎 ，1954：関朿山 地 東部の地 質構造，千葉大 文理 紀 要，1，
　 160−165，
3＞　　i度盲置景 隆

・
新井重三 ・

林　　卩隹
一，　1950：秩父盆地第三紀層 の 地質

学的研 究，秩 父 自然科 博研 報，1，29−92，
4） 堀 口 万 吉，1973：関東山 地北東部の地 形 に つ い て ．埼 玉 大 紀 要

　 （自然編み 8，83−89．
5＞ 清水康 守

・
堀 口 万吉，19Sl：大宮台地北東部に お け る元 荒川構造

帯 （新称）に つ い て．地質学論集，20号，95−102．

た，

　以上の 報告 と と もに ， 最近 の 資料を加 え る と ， 秩 父 山

地東縁部 に い た る地域の 断層 と構造線 は ， 第 9 図お よ び

第 2表 の よ うに ま とめ られ る．
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［］ A 團 B 團 C 懸 D 覊 E 鬮 F 驪 G 圃 H 膕 1

　　　　　　　　　　　　 第 9 図 　埼 玉 県 下 の 主 要 な 断 層 お よ び 構 造 線

　　　　　　　　　 凡 例 A 〜1 は 第 7 図 と 同 じ．数 字 は 第 2表 と対 応 し て い る．

IV．埼玉 県の 震 動 区，異 常震 動 帯 ，異 常震 動 域

　前述 し た よ うに，筆者 らは 「東京西部地震」 の 震度分

布 の 調 査 か ら，「奥多摩震動 区 」 とい う震動特性 を も っ

た 区域を提唱 し，「飯能
一所沢線」 と呼ばれ る 異常震動

域を設定 した．さ らに，埼玉 平 野 （堀 口，1980） と よば

れ る 埼玉 県東部の 低地 帯 の な か で も、い くつ か の 異常震

動域の 存在の 可能性 を示 唆し た （角田・「奥多 摩 地 震

調査グル ープ，1979）・

　そ の 後 の 資料 も あ わ せ て 上 述 の 地 震震動 を検討 し た 結

果 （第 3 表），
つ ぎに述 べ る よ うな 震動区の 区分 と ， 新 し

い 異常震動帯 の 設定 が 可能 とな っ た の で ， 以下 に そ れ ら

を記述す る ．

　　 A ．埼玉 県の 震動 区

　河角の 震度階 に基づ い て ，横波 に よ る震動 の つ よ さ

（ほぼ S波 によ る 震動の 加速度 の 水平成分の 大 き さ）で 埼

玉県内 の 震度分布を区分すれ ば，以下 の よ うな五 つ の 区

域 に 分 け られ る　（第10図）； す な わ ち，   秩 父
一

飯能
一

狭 山
一

入 間の 各市 に 囲 ま れ る 地域
串
に お け る 震度 の 大 部

分が，河角の 震度 5 で あ り，こ れ を狭義 の 「奥多摩震動

区」 とす る．  三 鷹
一

所沢
一

狭山
一

入間 の 各市 に 囲まれ

る 地 域 で は，震央 （東京都青梅市付近，北緯35°48’東経

139°11’〉 に近 い に もか か わ らず，河角の 震度 4 が ほ とん

ど で あ り，ご く限 られ た地点 （狭山 丘陵南端 の 芋 窪付

近） で の み ， 震度 5 が 記録 され た に すぎな い ．こ の 区域

を 「武蔵野震動区」 と名 づ ける．  所沢
一

飯能
一秩 父一

　 　 　 　 お 　に し

群馬県 の 鬼石 町
一

同新町 一
本庄

一
熊谷

一
鴻巣一岩槻一越

ケ 谷 の 各都市 に 囲 ま れ た 区域 （た だ し，本庄台地 と櫛挽

台地 と江 南台地 の 1部一 い ずれ も 第 1，5 図参照 一

は除く）は，河 角の 震度 4 くらい の 揺れ を感 じ た．こ の

区域を 「埼玉 南西 部震動 区 」 と呼 ぶ ．  前述 した 本庄台

地付近 で は ほ とん ど揺れ を感 じな か っ た が，こ こ を 「本

庄震動区」 とす る．  本庄一熊谷
一

鴻巣
一

岩槻
一

越 ケ谷

以北の 埼 玉 県で の
一

般的 な 震度 は，河 角 の 震度 3 以下 で

＊
こ の 南縁 は東 京 都 町 田市 と山 梨 県 の 上 野 原町 を む すぶ線 に あ た る と

考え られ る （角 田
・「奥 多摩地震 」 調査 グル ープ ，19フ9）．
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関 東 地 方 に お け る 大 地 震 と小 地 震 の 震度分 布 の 比 較

あ っ た が ， こ の 区 域を 「埼 玉 北東部震動区」 とす る，

　B ．埼 玉県の 異常震動帯 と異常震動域

　上述 の 震動区の 境界 で は，顕著 な た て 揺 れ の 初動を感

じ た所 が 多 い ．こ の よ う な 場所は異常震動域 （角田 ，

198e） と して 規定さ れ た が，そ の 後 の 調査 の 結果 （公表

準備 中 ） を み る と，  異常震動 を感ず る 場所 は 狭長 な帯

状区域 で あ る こ と，  こ の よ うな場所 は 埼 玉 県内に 何 ケ

所 もある こ と（後述），   そ こで は，強弱 の 差 は あ るが ，

地 震 の 際 に何 らか の 異常現象 を生ず る こ と，  そ こ で 発

生す る 異常震動 は 著 しい た て 揺 れ だ け の 場合も あ る し，

つ よ い 横 ゆれ し か 感 じ られ な い 場合 もあ る，ま た ， そ の

両者を共 に 体感す る こ ともある ．こ れ らの こ とか ら， 異

常震動帯の あ らわ れ る場所はほ ぼ固定 し て い るが ， そ こ

で の 震動 は きわ め て多面 的 な 特徴 が あ る ．そ こ で ， 小論

で は ， 上述 の 諸特性 を考慮 し ，　 「異常震動域 」 を再定義

し て 用い た い ，す な わ ち，異常震動 の あ らわ れ る 区域 の

形状 に よ っ て 「異常震動域 」 を区分 し ， そ の 震動が 狭長

な帯状区域 に集中して い る と き を 「異常震動帯」 と呼

び，そ れ が あ る 広域区域に あ らわ れ る とき （た と えば ，

「東京 西 部地 震 」 の 「奥多摩震動 区 」）を 「異常震動域」

と呼び た い ，

　「異常震動帯 」 を こ の よ うに定義す る と，本地域 に は 以

下 に述 べ る よ うな 「異常震動帯」 が存在す る．す な わ

ち ，   「奥多摩震動区 」 と 「武蔵野震動区」 を区切 る境

界で ， か つ
， 上述 の よ うな 著 し い た て 揺 れ の 初動 を感 じ

た 区域 を 「狭 山一入 間異常震動帯」，   こ れ ら二 つ の 震動

区 と 「埼 玉南西部震動区 」 との 境界 の 異常震動帯 を 「秩

父
一

三 鷹異常震動帯」，   「埼 玉南西部震動区」 と 「埼玉

北東部震動区」 とを境す る 震動帯 を 「熊谷
一岩槻異常震

動帯 」 と名づ ける．こ の 他 に，不明瞭な が ら も，寄居町

と群馬県 の 鬼石 町 と をむ すぶ 線上 の 地点で も， 顕著な た

て 揺れ の 初動 を感 じた 所が断続 し て い る の で ， こ の よ う

な場 所 を 「寄居一鬼 石 線」 と 呼称 し て お く．同様な場所

は ， 坂戸市をふ くむ NW −SE方向 の 線上 ， お よび ， 上福

岡
一

大宮 の 両市をむ すぶ 線上 に も散在して い る の で ，こ

れ ら を，・そ れ ぞ れ 「坂戸線」， 「上福岡
一

大宮線」 と呼ん

で お く．

　 以上 の 他 に ，「東京西部地震」 で は ， よ こ 揺れ の 特 に

つ よく現 わ れ た 区域 が あ っ た ，こ れ らの 区域 の 形 は帯 状

で あ り， 小 論 で い う 「異常震動帯」 に ふ くまれ る．そ れ

らは 震動区の 縁辺 部に集中 して い る が，「奥多摩震動 区」

で は ， 「飯能
一青梅異常震動帯 」 （第10図 の H − 0 ）が 顕

著に あ らわ れ て い る・「武蔵野震動区」 で は ， 「狭 山異常

震 動 帯 」； 「埼玉 南西 部震動 区 」 で は ， 「秩父 凹地帯北 縁

異常震動帯 ， 」 「越生一高萩異常震動帯」， 「高麗川
一

鶴ケ
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島異 常震動帯 」，「所 沢一川 越異常震動帯，」 「入 間異常震

動帯」 ， 「上福岡
一

大宮異常震動帯」； 「埼 玉 北 東 部 震 動

区1で は ， 「行田異常震動帯」， 「騎西異常震動帯」， 「羽生

一
久喜 異 常 震 動帯 」，「春 日部一岩槻異 常震動帯 」，「岩槻

一草加異常震動帯 」，「越 ケ 谷 異常震動帯」な ど があ る．

V ．討 論

　A ，「東京西部地震」の 異常震動帯の 分類

　地震波 が 沖積層の 所 で 著 し く振 幅 を増す現象 は S 波多

重 理 論 で 説明 され る こ とが 多い （金井，
1973な ど）・し か

し，最近 で は，崖な どの 地形 に 著 し い 高度差の あ る所 で

の 震動 の 振幅増加現象や，沖積層 の 基盤 の 形状 に 支配 さ

れ た地表 の 震動 の 増大 （神 山，
1975＞などに も注意 が む

け られ る よ うに な っ た，こ うし た点 を考 える と，地震震

動 の 振幅 が増大す る 原因 と して，沖積層の 有無や 沖積層

の 層厚変化 の 有無 な どの ，主 と し て，震動す る母体 ある

い は場の 物性 と か構造を 考 え る こ とがで き る．ま た，段

丘崖や断層崖 な ど の 地形形状 が振幅増加の 素因 にな っ て

い る か も し れ な い ，さ らに ， 埋没断層や地下 谷 の よ う

な，沖積層 の 基盤 の 形態が そ の 原因 と も考え られ る ．

　 IV，で 述 べ た よ うに，異常震動帯 は地形や地質 の 構造

単元 の 境界部に一致 して い る か，ま た は，近接し て い

る ．こ の よ うな 両者 の 位置関係 に は 十 分 に注意 を払 う必

要 が ある と思わ れ る ．そ こ で 小論 で は ， 地震震動 の 振幅

増大現 象 を 三 つ の 基本型 に 分類す る．そ れ らは ，  震動

す る母体が沖積層 で あ る た め に，隣接す る地域よ り震度

が 大きい 場合をA 型 ，   段 丘崖や断層崖， 丘 陵や台地の

縁辺 部 な どの 区域 が そ の 他 の 地域 よ り震度 の 大きい 場合

を B 型 ，   埋 没 した 断層 ， 台地縁地 ， 谷地形 な ど があ る

た め に，そ の 直上付近の 地表 の 震動 が 増大 したと考えら

れ る 場合を C 型 とす る．もちろ ん ，こ れ らの 混合型 と 考

え られ る AC 型，　 AB 型，　BC 型 な ど もあ る と思 わ れ る．

　上 述 の よ うな分類を基準 と す れ ば，「東京 西 部地 震」

の 異常震動帯 は次 の よ うなタイ プ に 分け ら れ る，た だ

し ， 現在の と こ ろ ， 地下地質の 情報が 不足 し て い て A 型

と C 型 の 識別は困難 で あ る，そ こ で 小論 で は AC 型 と し

て
一

括 して お く（第 10図）．こ こ で は ， 異常震動帯 の 名称

の み を列挙す る ；

　 AG 型 一行 田，岩槻一春 日部，越 ケ谷 ，岩槻一草加，

上福岡
一

大宮．

　 B 型
一

羽生
一

久喜， 騎西 ， 東松 山一
川越，越 生一高

萩 ， 秩父凹地帯北縁．

　 混合型
一

高麗丿1ト 鶴 ヶ 島 ， 飯能
一

青梅 ， 狭山 ， 入間．

　 こ こ で ， 羽生
一

久喜異常震動帯 と騎西異常震動帯を B

型 に含 めた の は ， 明際 な地形 の 線構造 が 認め られ る （清
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水 ・堀 口 ，
1980）か らで あ るが ， そ の 地形形状 が 地震波

の 振幅 に 関係 し て い る か 否か を定量的に 検討 した わ け で

は な い ．ま た ，こ の 二 っ の 異常震動帯 の 地質条件 は A 型

の そ れ と同 じで あ る の で ， そ の 意味 で は ， む しろ ， 混合

型 に含めた 方が よい の か もしれ ない が，小論で は，前述

の 理 由か ら B 型 と し た．さ ら に ， 東松山
一

川越異常震動

帯や上福岡
一

大宮異常震動帯 な ど の よ うに，揚所に よ っ

て 異常震動帯 の 両側の 地質条件が か な り異っ て い て ，い

くつ か の 型 の 組 み 合わ せ の よ うにみ られ る もの もあ っ た

が ， こ れ は混合型 に は含めなか っ た，

　上 述 の よ うに タ イ プ 分け され た異常震動帯 の 方向 は ，

大き くみ て，二 つ あ る．こ の 中 で も卓越 して い る の は

NW −SE 方向の も の で あ り，NE −SW 方向 の もの は わ ず

か 三 ケ所しか な い ．前者の 配 置 の 閔 隔 はお よ そ 3km 〜

〜　8km で あ り， そ れ らの 長さは約 8km 〜60　km で あ る．

　 し た が っ て ，上 に述 べ た こ とか ら，本地域 に は，顕著

な 震動特性 を も っ た帯状区域が発達 して い る こ と，そ れ

ら の 発達す る方向は 二 つ あ る が， そ の うち の 一方が特に

は っ き り し て い る こ と ， そ れ らの 異常震動帯に区切 られ

た 震動区が 形成 され る こ と，震動区の 縁 辺 部 に 発 達 す る

異常震動帯 の うち， 内側の もの は よ こ 揺れ の 著しい もの

で あ り， 外側 の そ れ は たて 揺 れ の 顕著なもの で あ る こ と

な どが ま と め られ る ．

　次に，以上 の よ うな 「東京西部地震」 の 震動特性が，

他 の 地 震で は どの よ うに現 わ れ るの か を検討 した い ．そ

の 場合，震動特性 の 現わ れ方の ち が い が，地震の 規模 の

大小 に よ る もの な の か，そ れ と も，地震発生 の 場所 の 違

い に よ る も の な の か につ い て 調べ て み る．まず， 前者の

場合 ， 地震発生 の 場所 が近接し て い て ， 規模の 異 な る二

つ の 地震 の 震動特性を比較す る こ とに よ っ て，そ の 検討

を行 い た い ．

　 B ．「東京西部地震」 と 「西埼玉 地震」の 震動特 性 の

比 較

　 まず ， 2 っ の 地震 の 震央 は ， 南北方向に 約 30km 離 れ

て い て ， 震源の 深 さは ほ ぼ同 じ （地下 10〜20km ）で あ

る，そ の 規模 は，前者がM 二4．7，後者がM ＝7、0と見 積

られ て い る．

　 い ま，前述の 熊谷 一岩槻異常震動帯 と秩 父一三 鷹異常

震動帯 とで 囲 まれ る地 域 （ほ ぼ，「東京 西 部 地 震」 の 「埼

玉 南西部震動 区 」 に相当す る地域）の な か で み る と，

「東京西部地震」 で は震央 と反対側 の 北西隅 （「本庄震動

区 」） の み が，他 の 区 域 に比 べ て ，河 角 の 震度 で 1 だ け低

い 場所で あ っ た （第11図）．こ れ と反対 に ， 「西 埼玉 地 震」

で は上 述 の 地域の 南東隅 の み が ， 気象庁震度の 中震 （他

は強震）で 震度 の 小 さい 区域 で あ っ た （第 12図）。そ の 震

度 の 境界 は ， ほ ぼ 「狭山異常震動帯」 の 延長部 と一
致す

る ．さらに ，大宮台地南端部 で も震度 の 小 さい 区域 が あ

らわ れ る が，そ の 境界 は ， 「東京西部地震」 の と き 出現

した 「上福岡
一

大宮異常震動帯」 とほ ぼ
一

致す る、その

上，「西埼 玉 地震」 で も っ とも震度の 大 きい 区域 は，い ず

れ も，「東京 西部地 震」 の 異常震動帯 （「熊谷一岩槻異常

震動帯」 と 「寄居
一鬼石線」）と一致して い る か，ま た

は，ご く近 接 して い る場所 で ある．また，顕著なた て 揺

れ の 初動の あ らわ れ た 地域も互 い に 共通す る こ と が多い

（第 13図），

　以上 の こ とか ら，震源 の 位置 が 互い に 近接 し て い る，

大小 二 つ の 地震の 震動 の 特徴は次の よ うに ま と め ら れ

る ；

　  　両者と も，震度の 分布密度 か ら区分され る 「震動

区 」 が 認 め られる．

　  　「震動区」 の 境界に は，大体，「異常震動帯 」 が発

達す る．

　   　両者 の 「震動区」や 「異常震動帯」 の 位置 は一
致

して い る か，また は ， 近接す る ．

　   　本地 域 に は，地震の 大小 に か か わ らず，余 り揺れ

な い 区域 （「埼玉南西部震動区」 の 南東部，すな わ ち，広

義の 武蔵野台地）と，震央の 位置や地震の 規模の ち が い

に よ っ て 震度の 異 な る 区域，い つ も震動 の 著 し い 区 域

（熊谷 一岩槻異常震動帯周辺
＊
） とがあ る，

　 こ れ と同様な こ とが，「関東地 震」 （第14図〉と 「房総

半島沖地 震」（第11図）との 問で もい え る．つ ま り，こ れ

ら二 つ の 地震 の 震央は，と もに，本地域 の 50〜6ekm ほ

ど南
一南々 西 に あ るの で ， 地 震の 発生 した位置と方向は

ほぼ同 じ で ある とみ て よ い ．とこ ろ が，地 震の マ グニ チ

ュ
ードは ， 前者が 7．9で 後者は 5．5と見積られ て い て，そ

の エ ネル ギーを比 べ る と ， 前者は後者 の 約4
，
000倍 の 大

きさで あ る．

　 こ れ ら二 つ の 地震 の うち ， 小規模 な 「房総 半 島 沖 地

震」の 震度分布の 模様は，た と えて み れ ば，「破 れ た障

子 」 の よ うで あ る （eg　11図）．つ まり， 障子の 桟 に た とえ

られ る よ うな，NW −SE 方向 と NE −SW 方向の 2 系 統

の 「異常震動帯」 に仕き られ た 「震動域」 が ， あたか も

「破れ た 障子紙」 の よ うに散在 して い る よ うな震度 分 布

を 示 す ．著 しい た て 揺れ を伴 う初動 が 認 め られ た 「異常

震動帯」 も数 カ所 で観測 され たが ， そ の 場所 は 大宮台地

南端 の 浦和市 と中川低地中央部 の 岩槻市 とで あ る．

　 一方 ，大規 模 な 「関 東地 震」 の 震動 に よ る 家屋 の 倒壊

は，「大井台」 や 「大宮台地」 などに 隣接す る 台地 の 縁

辺部で 顕著で あ る （第 14図）．中川低地 の 券 日部市や草加

＊
小 藤 （1929） が 「岩槻地震帯」 と呼ん だ区城，
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市 ， 荒川低地 の 浦和市や志木市や川越市な どが そ の 区域

に あ た る，

　 調 査 の 精度や 震度 の ち が い が あ る の に もか か わ らず，

二 っ の 地震 で 顕著 な異常震動 の あ っ た 区域 の うち の 低地

部分 の もの は大体
一

致 し て い る （第 14図）．「関東地震」

に お け る 台地部分 の 家屋倒壊率 の 資料 （第 2図）の 精度

が粗い の で ，「房総半島沖地震」 の そ れ と対応 させ て 議

論す る こ とはで き な い が，埋 没 ロ
ーム 台地 （堀 口，1980）

に あ た る 「騎西 異 常震動帯 」 （第 10図 ）で は，二 っ の 地 震

とも異常震動を記録 して い る 点が 注 目され る．

　以 上 の よ うに，震央や震源 の 位置が 互 い に近接して い

れ ば，強 弱 の 差 は あ っ て も，そ の 震度分布 の 形 状 は大 略

同 じで あ る と考 え られ る．

　 C ．「東京 西部地震」 と 「房総半島沖地震」 と の 震度

分布の 比較

　以上の 考察で は ， 震源 が比較的近 くに あ っ た とき の 地

震の 大小 に よ る震度分布 を検討した が，以 下 に，地震の

規 模 が 同 じ位で ，震 央の 位置 の 異 な る場合 の 震度分布 を

調べ る．

　「房総半島沖地震」 の 震央 は 埼玉県か らみ て 南々 東 に

あ り，「東京 西 部地 震 」 の そ れ は 同 県 の 南西 に あ るか ら，

こ れ らの 二 つ の 方向 は ほ ぼ直交す る．しか し，両者の 震

源 の 深 さは 10〜20km で 大差が ない ，この よ うな条件 の

とき，両者 の 震 動特性 を 比較 した結果 は，以 下 の よ うに

ま とめ られ る （第 16図）；

　1・ 震動の な か で ，よ こ 揺れ の 度合 い を 比 べ る と，

「東京西 部地 震」 の 「飯能
一

青梅 」，「狭 山」，「狭 山
一

入

間」， 「越生 一高萩」， 「上福岡一
大宮」，

「熊谷
一岩槻」，

「岩槻一草加」， 「越 ケ谷」， 「岩槻一春 日部」 な ど の 異常

震動帯 の 1部ま た は全 部が，そ れ らの 周囲 に比 べ て よ こ

揺れ が著しい ，こ の 点か ら考え る と， 本地域で は ， よ こ

揺れ の 顕著な 「異常震動帯」 の 分布密度と震 度 の 大 小

は，震源 の 位 置 に よ っ て 若干 異 な る こ と もあ るが，そ の

基本的な 分布の 形は 変わ らない とい え る．そ れ らの
一
般

走向は NW −SE 方向で あ る が，場所 に よ っ て は ， そ れ ら

に 直交 す る NE −SW 方向の もの も発達す る，と くに ， 震

央付近 で は ， こ れ ら二 っ の 方向 の 異常震動帯 が 同 じ位 の

っ よ さで あらわ れ る．そ の た め ， そ れ らに と り囲まれ る

よ うに し て ， 方形 の ， 孤立 した 小 さな 「震動域 」 が い く

つ も で きる こ とが あ る 、

　2． 「震動域」 の 境界 は明瞭で ， そ の 広 さは 大体 4x

7km2 位 が一
般的で あ る．

　 3・　 た て 揺れ の 著 しい 「異常震動帯」 と ， よ こ 揺れ の

顕著 な そ れ とは 互 い に 近接 し て お り， か つ ， ほ ぼ平行 で

あ る．前者の 走向は NW −SE 方向が卓越 し て い る が ，

41

NE −SW 方向 の もの もあ る．そ れ らの 分布密度は 震央 に

近い ほ ど高い が ， そ の 分布様式 は必 ず し も同心円状に は

な っ て い な い ．震央付近 で は か な り広 域 に ブ ロ ッ ク 状の

「異常震動域」
＊が あ ら わ れ る こ と もあ る が ，一般的に は，

そ の 形 は 帯状 で あ る．

　 以 上 の こ と か ら，次 の 点 が 注 目 され る ；

　 イ ．小 地震の とき に は，激しい よ こ 揺れ の あ らわれ る

異常震動帯 と顕著 なた て揺れ の 初動 を感ず る異常震動帯

とがあ る．

　 ロ ．そ の 両者は 互 い に近接 し て， ほ ぼ 平行に 分布す

る．

　 ハ ，小 地 震 の 震源 が 異な る と，あ る 地震 で は よ こ 揺れ

の 著 しい 異常震動帯 が た て 揺れ の 明瞭 なそ れ に 転化す る

こ とがあ る，

　 二 ．上 述 した よ うな 震動特性 を もつ 区域 は，小地震の

ときに つ ね に は っ き り現 わ れ る とは か ぎ ら な い ，む し

ろ， 1回 ご とに分布形態が異な る とい え よ う，しか し，

ご くわ ず か に し か感 じ られ な か っ た 異常震動現象 も資料

に加 えて み る と， か なり定 っ た区域 に 集中 し て い る 現象

の ように み える．

　 こ うし た異常震動現象の 集中す る 区域 が ， 角田 （1980）

の 考 えた よ うに ， 現在 の 地殻の あ る 種の 不連続面だ とす

れ ば，本地域 は それ らの 不連続面 に よ っ て ブ ロ ッ ク状 に

寸断され て い る こ と に な る ．た と え て み れ ば ， 余 り し っ

か りして い ない 「寄せ 木細工 」の ような地質構造 に な っ

て い る とい えよ う．こ の グラ グラ した 「寄せ 木細工 」様

の 地質構造 が地震 に よ っ て 揺す られ る と ， 個々 の 「寄 せ

木 」 に当 る地質構造単元がそ れぞ れ別々 の 震動をす る こ

と に よ っ て ，い くつ か の 地震地塊が形成され る と考 え ら

れ る．

D ．異常震動帯と第四系 の 基盤 の 構造 との 関係

　前述 した よ うに ， 台地 の 縁辺部や崖の 近傍 ， 断層谷や

山地 と丘 陵の境界部な どの 地 形要素は 震動 に大 きな 影響

を与え る，本地域で NW −SE 方向の 異常震動帯の 発 達

が よ い の は こ の た め で あ る と考え られ る．すなわ ち， 本

地域 に は NW −SE 方向の
一
般走向 を もっ た 台地群 ・

関

東 山地 の 線構造 な どが発達し，異常震動帯の 位置 は そ れ

ら と ほ と ん ど
一

致し て い る か らで あ る．しか し，異常震

動帯 の なか に は，NW −SE 方向に直交した り，斜交し た

りす る もの が ある．しか も，地表 の 地 形 の 線構造の
一般

走向や台地群 の そ れ とは ほ とん ど関係な い と考 え られ る

もの が ある ．それ は 「上福岡一大宮異常震動帯」 で あ

＊ 「奥多摩震動区」 （角田
・

「奥多摩地震」調査 グル ープ，1979）な ど

が こ れ に 当 る．
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44 角 田 　 史 雄 ・堀 口 　 万 吉

り，NW −SE 方向に配列す る 台地 と低地 とほ ぼ 直交す る

方向に伸び て い る．こ の 方向 と平 行に発 達す る 明瞭な 地

形 要素 は 見当 らず，そ の 上 に，入 口 密集地帯の
一

般走向

と も直交す る．し た がっ て，「上福岡
一

大宮異常震動帯」

に 関係 す る と考 え られ る地 形 お よ び地質 の 各要素 は観察

で き な い し ， 震動 の ア ン ケ
ー

ト調査 に よ る地域的な偏り

と も考 え られ な い ．

　 以上 の こ とか ら，「上 福 岡一
大宮異常震動帯 」 の 地 下

に は，地表で の 異常震動をひ き起す原因 とな る よ う な基

盤形態 ， た と えば，埋没谷 か埋没断層崖の 存在が推定 さ

れ る．こ の よ うな推定の 傍証 と して は ， 大宮台地 に 発達

す る NE −SW 方向の 線構造 （清水 ・堀 口 ， 1981）と基盤

の 断層 （角 田 ・埼玉 人 工 地 震観測グル ープ，1981） との

位置 が ほ ぼ一致す る こ とや ， 関東山地東縁部の 基盤 岩中

に は同方向の 断層系 （角田，
1978）が発達す る こ と な ど

の 事実が あ る ，なぜ な らば ， こ れ ら の 地 質 構 造 が 関東平

野 の 第四 系 の 基盤岩中に も発達 して い る と考え れ ば ， 上

述 の こ とが 説明され る し， V −C 項 で 推論 し た 「寄 せ 木

細 工 」 の よ うな地質構造 の 説明 も可能で あ る，

　E ．震度分布と第四系との 関係

　地 表 と地 中 で の 地 震震動を比 べ る と，後者の 方が振幅

が小 さい （井上 ，
1934）．こ の た め ， 地表 に近 い 所に分布

す る第四系，と くに完新統 は 地盤 の 震動 と密接な 関係を

もつ ．実際 ， こ の こ とは 「関東地震」 を は じ め ， 各地 の

地震 で 証明され て い る．しか し ， こ れ だけで 次 の 現象を

説明 で き る で あ ろ うか．つ ま り， 「関東地震」 に お い て

は ，中川低地 の 家屋倒壊率 が 荒川低地 の そ れ よ り もは る

か に 高い ．さ らに，倒壊率 の 高い 区域 の 面積をみ る と ，

中川低地 の 方が は る か に広 い （第14図）．こ の よ うな傾向

は ， 「房総半島沖地 震」 で も変 わ らなか っ た （第ll図），

埼 玉 県の 南方に 震源 の ある 場合 ， マ グ ニ チ ュ
ードに大 小

があ っ て も，調査地域 の 震度分布 の 形 は変 わ ら な い こ

と， 中川低地 の 方が 荊 1胝 地 よ り大 きい 震度を もっ こ と

がわ か っ た．

　
一

方 ， 上述 の 2 っ の 沖積低地 の 完新統の 分布やそ の
一

般的層厚 は余 り違 っ て い な い ．こ の こ とか ら， 2 っ の 沖

積低地 の 震動 に 差 が あ る の は完新統 の 分布や層厚 が 異 な

る か らで は な くて ，第四 系全体 の 分布 と堆積 の 形態の 違

い が そ の 原 因 とい え るの で は なか ろ うか，こ うした場の

違い に よ る 卓 越 波 の 成長 の 違 い が基本 に あ っ て，そ の 上

に，地 中 よ り地表 の 地震震動 の 振幅が増幅す る （井上，

1934） とい う原 因 が加わ っ た た め に，上述の 2 っ の 低地

の 震動 が 大 き く異 な っ た の で は なか ろ うか ．

　こ の 他 ， 低地 に も異常震動帯が あ る，な か で も，元荒

川構造帯 （清水
・
堀 口，1981）や綾瀬川基盤断層 （角田

・埼玉人工 地震観測 グル
ープ，1981）の 発達 して い る 場

所に あ る もの
， 「岩槻

一
草加異常震動帯」や F越 ケ 谷異常

震動帯」， が注 目される，また，「羽 生 」， 「騎西」， 「羽生

一
久喜」 な どの 各異常震動帯 は 埋 没 した 自然堤防や埋没

U 一
ム 台地 で あ る．さ ら に，「熊谷

一
岩槻異常震動帯」

の 中央部 に は 埋没泥炭地が あ る ．こ の よ うに ，異常震動

帯 は 地 下 地質 と地 下構造 に深 く関係 し て い る よ うに み え

る，

W ．ま　 と　 め

　 小論の記述 を列挙すれば 下記 の よ うに ま とめ られ る ；

　 A ．筆者らは ， 「関東地震」， 「西埼玉 地震」 とい う 大

地 震 （マ グ ニ チ ュ
ード 6 以上 ） お よび ，「房総半島 沖 地

震」， 「東京西部地震」 とい う小地震 （マ グ ニ チ ュ
ード6

以下）の 震度分布 を 調 べ た．

　 B ．「東京西部地震」の 震度分布を調 べ る と， 調査地域

に は NW −SE 方向の 異常震動帯が 卓越 して 発達す る ，
NE −・SW 方向の そ れ も存在す る ．

　 C ．「西 埼玉 地震」 と 「東京西部地震」 の 震央は い ず

れ も調査地域の 西部 に あ る，こ れ らの マ グニ チ ュ
ードは

異 な る が，震度分布 と異常震動帯の 分布は ほ ぼ 同 じで あ

る．こ れ と 同 じ よ うに ， い ずれ も調査地 の 南方 に震央を

もっ 大小 2 つ の 地震，「関東地震」 と「房総半島沖地震」，

の 震度分布 も同 じよ うな 形状で あ っ た．

　D ．調査地域の 地盤 の 震動に よ る異方性 を み る た め

に，「東京西部地震」 と 「房総半島沖地震」 の 震度 分 布

を比 較 した．その 結果 ， 異常震動帯の 分布は 基本的 に は

変わ らな か っ た．と こ ろ が ， よ こ 揺れ に よ っ て 区分 され

る 震動域 の あ らわ れ 方 と震動 の 特徴 は大 き く異 な る．

　E ．関東 山地 の 内部や東縁部に発達す る 異常震動帯 は

断層谷 とか，台地や 凹 地帯 の 縁辺 部 な どの 地形急遷箇所

に 集 中す る．

　F ．中川低地 と荒川低地 に お い て は ， 調査地域 の 南方

に 震源が あ っ た場合，地 震の マ グ ニ チ ュ
ー

ドの 大小 に か

か わ らず，前者 の 震度 が大 きく， か っ ，広範囲 に わ た っ

て 大 き な値 の 震度 が 分布す る．沖積低地 に発 達す る 異常

震動帯 は，埋 没泥炭地，埋 没 自然堤 防，埋 没基 盤 断層 な

どの 発 達 す る場所 に集中す る ．

藤本 治 義 ，

　地 質雑 ，

　　　　，

　県．
堀 口 万 吉 ，
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