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今後，各研究が進む に つ れ て こ こ に 書か れ た 内容

が さ ら に 具体的な行動計画 に結びつ い て い くとす

れ ば，南海地震の発生予測 ， 被害軽 減策 は成功を

収め る こ と に な る だ ろ う。

美，1996）。 ま た 隆起海岸 の 地形学的な研究か ら

も こ れ は裏付 け られ て い る （吉川，1964；米倉 ，

1968 ）。 最近 は，考古遺 跡 の 発掘 調査か ら得 られ

た液状化現象 （寒川 ，1992，図 1−1）や津波堆積

物 （佃 ・他 ， 1999）の 年代決定が 行わ れ ， 地震 の

1．南海 トラ フ 沿い に起 き る次の 巨大地震

　　　　　　　　　　　　　　　 安藤　雅孝
’

　東海沖，紀伊半島沖 ， 四 国沖を走 る南海 ト ラ フ

に 沿 っ て，フ ィ リピ ン 海プ レ ートは ユ
ー

ラ シ ア プ

レ
ートの 下 に沈 み込む 。 フ ィ リ ピ ン 海 プ レ

ー
ト は

ふ だ ん は ユ
ー

ラ シ ア プ レ
ートを

一
緒に 引きず り込

む 。 こ の 引きず り込みが限界を 越え る と ， 巨大地

震が発生す る 。
こ れ らの 巨大地震 の うち ， 最新 の

もの は 1944 年東南海地 震 と 1946 年南海地震で

ある。 684年 白鳳 の 地震以来，
11 回の 巨大 地震 の

発生が歴史 に 残され て い る 。

　南海 トラ フ沿 い で は，次 の 巨大地震が起 き る の

は 近 い と言われ て い る 。 南海 トラ フ に次 に 起 こ き

る地震は，ど の くらい 近い の か ， そ の 時期推定 の

幅はど の 程度な の か
，

そ の 大 き さ と破壊域 の 位 置

の 予測 の 幅は ？こ れ らの 問題に つ い て ，

一
問
一

答

形式で 議論を進め て みる。

　1．1 次の地震の 発生時期の 予測

　（1）問 ：南海 ト ラ フ 沿い に，巨大地 震
t ’

が 同 じ

　　　 断層 に繰 り返 し発生 して きた証拠 は ？

答 ： 同 じ断層面上 に 地震が繰 り返 さ れ ， そ の 変形

が地形に まで残 される ほ ど成長する と，活断層 と

認識さ れ る こ とが多 い 。 岐阜県の 北部を流れ る高

原川 は，跡津川断 層 に 2．7km も鉤型 に 曲げ られ

て い る 。 こ れ は み ごとな地形で ，断層 に よ る ず れ

とみ れ ば す ぐに 理解で きる。2．7km の 屈曲は少な

くとも数百回 の 地震が繰 り返 し跡津川断層上 に 発

生 し た た め に 生 じたもの で あ る 。 こ の よ うに 繰 り

返 し地震が発生 するの は，プ レ
ート境界で も同様

で あ る 。 南海 トラ フ で 繰 り返 し巨大地 震が発生 し

た こ と は 歴 史資料 か ら明 らか で あ る （例 え ば，

Imamura ， 1930；Ando ，1975；寒川 ，
1992 ；宇 佐
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図 1−1 南海地震 と 東海地震 の 発 生 時期 西 暦 は 資料

　　　 か ら求め た 発生時期．縦線 は遺 跡 で 検 出さ れ

　　　 た地震跡 の 年代幅 を 示す．1．ア ゾ ノ，2船 戸，

　　　 3．宮ノ 前，
4神 宅，5黒 谷川古 城，6．古城 ， 7．

　　　 中島田，8．黒谷川宮 ノ 前，
9．黒谷川那須，10．

　　　 小阪邸跡，ll．池島福万寺，12．石津太神社，

　　　 13．下田， 14．藤並，15箸 尾，16．川辺，17．田 井

　　　 中，18．下内膳，19．東畑廃寺，20．尾張国府跡，
　　　 2L 門闇沼，22地 蔵越，23．田所 ，

24．御殿 二 之

　　　 宮，25袋井宿，26．坂尻，27．鶴松，28．原 川 ，
　　　 29．上土，30．川合 （一部著者加筆）．
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図 1−2　過去 3 千年 の 巨大地震 の 年代，寒川 （1992 ）
　　　 に 加 筆 考古遺跡 （寒川）， 津波堆積物 （佃 ・

　　　 他），乱泥流堆積物 （池原）に 基 づ き筆者が ま

　 　　 とめ た もの ，

編年 は過去 5000 年 に まで さか の ぼ ろ う と して い

る （安藤 ，
1998 ，図 1−2）。

　（2）問 ： 南海 ト ラ フ の 巨大地震の繰 り返 し間 隔

　　　　に は，統計的な規則性が 見 られ るの か ？

答 ： 地震 の 繰 り返 し間隔の モ デ ル と して は，1）規

則性が ま っ た くな い （ラ ン ダ ム ーボ ア ソ ン 分布），

2）い つ も同 じ間隔 で 起 こ る，こ れ ら二 っ が 極端 な

例と して考え られ る。 南海 トラ フ の 巨大地震 に 関

して は，ラ ン ダム で も等間 隔 で もな い こ と が 明 ら

か で あ り ，
こ れ は統計的に も裏付 け られ て い る

（島崎 ・他，1998 ）。 通常は こ れ ら二 っ の 型 の 中問

と考え られ る。 島崎 ・他に よ れば，歴 史的 に知 ら

139

地

震
の

大
き
さ
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図 1−3　時間予測モ デ ル に よ るt 次 の 地震ま で の 間隔．
　　　 地 震 の 大 き さ は 相対 的 な も の で あ る

　　　 （Shimazaki 　and 　Nakata に 筆者加筆）．

れ て い る地震の間隔に対 して は ， 対数正規，二 項

分布， ワ イ ブル 分布な ど い ず れ で も，モ デ ル 間 に

優劣は み られ な い と の こ とで あ る 。 島崎 ・他 は ，

南海地震か ら発生年代が分か っ て い る内陸地 震ま

で も含め て ，標準偏差 を 0．23 と求め て い る 。 し た

が っ て 繰 り返 し間隔の バ ラ ッ キ はそ れ ほ ど高 い も

の で は な い らしい
。

　 （3）問 ：次 の 南海地震 まで の 時聞は ？

答 ： 時間予測 モ デ ル （time 　predictable 　model ：

Shimazaki　and 　Nakata，1980）を採 用 す る と，

前 の 地震 （1944 年東 南海地震や 1946 年南海地震）

か ら 70 年程度 と短 くな る 可 能性が あ る （安藤，

1998，図 1−3）。時聞予測モ デ ル に よ ると ， 次 の地

震ま で の 時間は，前回の地震 の 大 きさ に よ り決 ま

る
。

こ れ ら二 っ の 地震 の マ グ ニ チ ュ
ー ドは 8 を越

える巨大地震に分類さ れ るが，そ れ 以 前 の 地震で

あ る，1854 年安政地震や 1707 年宝永地震と比べ

る と．
“
小粒

”

で あ る （例え ば Ando ，1975 ）。 震

度分布を比 べ ると南海地震は安政地震と比 べ て コ

ン ター一
っ 分だ け小さ な方へ ずれ て い る 。

つ ま り

の 南海地震 の 際 に震度 5 の と こ ろは安政地 震 で は

震度 6 で あ っ た 。 ま た ， 1946 年 南海地震 の 有感
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余震数が極端に少な か っ た こ とや 津波 も小さ か っ

た こ と が知 ら れ て い る。 地震 の 大 きさ を比較す る

に は ， 地震 モ ーメ ン ト な い し，断層面上 の す べ り

を比較す る必要が あ る 。 海底付近 で 観察さ れ る土

地隆起や沈降 そ れ に津波 の 浸水波高がなか で も

信頼性が高 い 。前者は観察 される場 所が 限 ら れ て

い る が ， 津波 は広域 に わ た り記録が 残 っ て い る 。

た だ し こ の 場合 に は繰 り返 し発生 す る地震 は

characteristic 地霞 で ある こ と が要求さ れ る
。

　（4）問 ： と こ ろ で時間予測モ デ ル とは ？

答 ： 次の 地震 まで の 間隔は ， 前 の 地 震 の 大 き さ に

比例す る との 考え。前の 地震 の 大 きさが何 らか の

方法で わか る とす れ ば，地震予知 に は 「明 る い 」

モ デ ル で あ る 。
こ れ に 対照的な モ デ ル は 「す べ り

予測モ デ ル 」で ある。 っ ま り，次の 地 震 まで の 間

隔が次 の 地震の 大 きさに 比例す る と の 考え で あ る

（Bufe 　et　aL ，1977）。 前 の 地震の 際に応力 （有効

応力）が ゼ ロ ま で 下が り， そ の 後 に 経過 し た 時間

が 次 の 地震 で 解放さ れ る歪 エ ネ ル ギ
ー （応力）に

比例する との 考え で あ る 。

　 （5）問 二時間予測 モ デ ル は ど の よ うに して 作 ら

　　 　　 れ た の か ？

答 ： 地殻変動の 量 など地震 の 大き さ が定 量的 に わ

か る ， 過去の 地震の デ ータ を基 に 組み 立 て られた

もの で あ る。
Mogi （1985） は岩石破壊実験 の 結果

を基 に 以下 の よ うに説明 して い る 。 っ ま り，岩石

の 破壊強度まで 応力 が 達 す る と破壊 （地震）を起

こ し，地震に よ り下が っ た 応力を回復す る た め に

は，降下 した 応力に 比例す る回復時間が必要 で あ

る。
1707 年宝永地震 と 1854 年安政地震 の 間隔は

147 年 で あり， そ の 後 の 1946 年昭和 の 地震 ま で

は 92 年 で あ る。地震 の 大 き さ は 宝永 地震 の 方が

安政地震よ り 50 ％ ほ ど大 きか っ た と推 定 さ れ る 。

「す べ り予測 モ デ ル 」 は こ れ ら の
一連 の 地震発生

間隔と大 きさを説明する こ と は で きな い 。

（6）問 ：時間予測 モ デ ル に よる推定 に は どの程

皐
断層面上 の すべ りが 似た よ うな パ ターン を 示 す 地震 の こ

　 と 。

学会 誌 ・企画 委員会　関西地 区 ：来た るべ き南海地 震 に 備え る

　　　　度 の 幅が あ る の か ？

答 ：次 の 地震 まで の 間隔 は目安 を与 え る もの で ，

もち ろ ん決定論的な もの で は な い
。 南海 地震で も

古 く ま で 逆 の ぼ るとかな りバ ラ ッ キが あ り，2 〜

3 割程度の バ ラ ッ キ で は収 まらな い
。 Kumagai

（1996）は，過去 1000 年 の 地震 に対 して 発掘調

査 の 成果 （寒川，1992）を取 り入れれ ば時間予測

モ デ ル で も説明可能 と考えて い る 。

　 （7）問 ：南海 トラ フ 沿い の 巨大地震で は連鎖的

　　　　に発生す る可能性は あ る の か ？

答 ：東か ら西へ と連鎖的 に 発生 し た例 は 1944 年

東南海 と 1946 年南海地震，1854 年 に 32 時間お

い て 発生 した安政地震 ，
1360 年の 地震 と 1361 年

の 地震，1096 年 と 1099 年 の 地震 と 4 組 の 例が

知られて い る 。 1707 年宝永 地震 は 東 と西 に 同時

に起 きた の で 連鎖的に起きたか どうか はわ か ら な

い
。

　1．2　過去の南海地震

　（1）問 ： 南海地震 の 歴史 に 見落としは ない の か ？

答 ： 1605 年慶長地震よ り古 い 地震の 間隔は ， 200

年程度 と な り長 い 。 実際に 間隔 は 長か っ た と の 考

え もあ るが，単 に 歴史か ら漏れ て い る と の 考え も

ある 。 最近話題 に な っ た こ と は ，
1498 年 （明応）

の 地震 は ， 西 日本で も起 きたとの 考 え が 出さ れ た

（これ は後に否定 され た）。 さ ら に 上 記の よ う に ，

史料に対す る 新た な解釈 に よ り新しい 「南海地震」

が 書き加え られ る こ とが あ る （例え ば 1099 年 康

和地震，下記 の 問い 参照）。
さ れ に寒川 （1992 ）の

よ うに，発掘調査を通 して 新た な地震の 発見が あ

る 。

　 （2）問 ： 今後 ， 古文書か ら過去 の 南海地震が 見

　　　　つ け だ さ れ る 可能性は ？

答 ： 都司 （1999b）の 資料 を 下記 に引用す る 。 「平

安鎌倉時代の 日 記 で い ま もお りお り京都 奈良 の 新

資料が 見い だ さ れ る こ と が あ る 。 た だ し，江戸 時

代 の 事例の よ うな高い 期待 は寄せ ら れ な い 。 例 ：

「外記 日記」（前田育徳会）， 「実躬卿記」（京都静嘉

堂文庫），また ， 荘園支配関係の 資料 に，四国紀伊
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半島 の 異変 を記 す記録が発掘され る可能性があ る 。

1099 年康和地震が 京都 ・ 大阪 の ロ ーカ ル な 地震

で はな く南海地震で あ る と認定さ れ た の も東洋文

庫 内 の 「紙背文書」に よ る もの で あ っ た 。 貴族 の

荘園支配文書，お よ び寺院文書が 唯一期待 で き る

史料源で ある。 中国， 韓国の 記録が 傍証 す る 可能

性が あ る
。 」（都司， 1999b）。

　 （3）問 ： 古文書以外 に過去 の 地震を読み とる方

　　　　 法は な い か ？

答 ：考古遺跡か らの 液状化現象か ら数多 く地 震が

読 み取 られ て お り， 地震 の 位置や年代 の 推定 に役

立 っ て い る （例えば寒川，1992，1997）。 こ れ ら

に つ い て は ， 月刊 「地球」号外 24 巻 「南海地震」

に まとめ られ て い る の で 参照 して い た だ き た い 。

また津波が もた らす堆積物 ， 乱泥 流の 堆積物 の 年

代決定が 行わ れ て い る 。 乱泥流とは，海底に たま っ

た堆積層が ．地震に よる強い 揺れ に よ り，崩壊 を

起 こ し て 流れ出 した もの と考え られ て い る 。 四 国

沖 に は，駿河湾に流れ る富士川 を源 流 とす る堆積

物が多 い
。

　 （4）問 ： 自然現象の調査研究か らは何か新 しい

　　 　　 こ とが わ か っ た か ？

答 ： 高知県須崎の津波堆積物 か らは，ほ ぼ 100 年

程度 の 地震が 6 回が見 つ か り， 歴史地震 の 間隔 に

ほ ぼ一致 し た。こ こ で 注 目す る こ と は， こ れ らの

堆積物か ら明 らか に され た年代は，歴史資料か ら

求め られ た地震間隔と近 い 値 が得 られ た 点 で あ ろ

う。 っ ま り過去に お い て 地震 の 間隔 が現 在 に 比 べ

長 か っ た り短 か っ た りした こ とは な い と の 点 で あ

ろう。

一
方，乱泥流か ら は ，間隔 は ま ち ま ち で か

な り短 い もの もあ る 。 年代決定 の 信頼性 と乱泥流

の 起源 に っ い て は今後 の 検討が必要 で あ る 。

　 （5）問 ：過去 の 南海地震 の 共通性 は ？

答 ： 1）室戸半島や 潮岬な ど海 に 突 き出た と こ ろ

が 隆起 し，高知 や 田辺 な どやや陸側 で 沈下 す る地

殻変動，2）津波の襲来，3）温泉 の 変化な ど が 共

通 した地震現象 で あ る （宇佐 美 ， 1996）。 こ の よ

うな特徴 を用 い て ，記 述され た地震現象か ら南海
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地震 と判断 で き る
。

　 （6）問 ： こ れ ら 3 っ の 特徴か ら南海地 震 は ど

　　　　 ん な 地震だ とわ か る か ？

答 ： 陸側が海側に の し上が る低角逆断層地震 の 典

型的な特徴を持っ
。 1923 年関東地震，1960 年チ

リ地震 1964 年 ア ラ ス カ地震な どが こ の 例。広域

に地殻変動を引き起 こ す こ とか ら断層 の 規 模 は数

百キ ロ メ
ー

ト ル に 達す る は ず で あ る 。 地震前後で

広域に 地下 水 や温泉 の湧水量 が 変 わ る （川辺，

1991）こ とも，低角逆断層地震 で あ る こ と を 示 唆

する 。

　 （7）問 ： 過去の 南海地震 の 強震動や 津波 は同 じ

　 　 　 　 か ？

答 ：地震毎 に 少 しず っ 異 な る の が特徴 。 特 に 違 う

の は 1605 年 の 慶長 の 地震。 津波 の 報 告だ けが残

され て い る 。 1992 年ニ カ ラ グ ア沖 の 地震 （M8 ．O，
Kanamori 　and 　Kikuchi，1993 ）の よ う な slow −

slip　earthquake で はな い か との 説もあ る 。 1707

年，1854 年，1944 年，1946 年の 地震 で は
，
1707

年は最大， 安政 の 地震 は中規模 t 昭和 の 地震 は小

規模 で あ っ た 。 断層面上 の すべ りの 速 さと大 きさ

がが異な っ た （Ando ，1975）の だ ろう。

　 1．3 次の 南海地震はどの ような もの か ？

　 （1）問 ：次の 地震 の 大 きさは ？

答 ：地震の 大き さ は
， 壊れ る前に わか る の か ？こ

れ は まだ決着が っ い て い な い 。 た だ し，南海 ト ラ

フ に沿う地震 で は ，
マ グ ニ チ ュ

ー ド 7 と 8 の 間に

地 震が起 きて い な い
。 地震 の 数 （N ） と大 き さ

（マ グニ チ ュ
ー ド

， M ）の間に は，

　　 N ＝ loa
− bM

（Gutenberg −Richterの 関係）が成 り立 っ こ と が

知 られ て い る。N は マ グ ニ チ ュ
ー

ド M 以下 の 地

震数の 積算和，α は 定数で あ る。もち ろ ん 対象 と

す る地域で ，十分に サ ン プ ル で きた場合の 話 で あ

る 。 図 1−4 は，南海 ト ラ フ に お け る 過去 100 年 に

わ た る地震 の 数とマ グニ チ ュ
ー

ドの 関係を示 した

もの で ある。図か ら明らか な よ うに M7 と 8 の 間

に地震が 起きて い な い
。 b 値 は

一
般 に 1 に 近 い の
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図 1−4　（上）1900 年 以降に，南海 ト ラ フ 沿 い に 発生

　　　 した M ＞ 5．5以上の 浅発地震の
，

マ グニ チ ュ
ー

　　　 ドと積算頻度 の 関係．マ グニ チ ュ
ー

ド 7 と 8

　　　 の 間に地震 は 起 きて い な い の が 特徴．（下）

　　　 マ グ ニ チ ュ
ードと 時間 の 関係 ，1944年 と

　　　 1946年 に マ グニ チ ュ
ー

ド 8 ク ラ ス の 地震 が

　　　 起 きて い る が ， そ の 他 は すべ て マ グ ニ チ ュ
ー

　　　 ド 7以 下 の 地震 で あ る．

で ，
M8 の 地震が 1個起 きる と き に は，　 M7 ．5 は 2

個。 M7 は 10 個起 き る はず で あ る 。 南海 ト ラ フ

の地震で は Gutenberg−Richter の 関 係 は 成 り立

た な い
。 さ らに，M6 ．5 と M7 の 間 の 地震 は ほ と

ん ど が 余震で あ る。 した が っ て ， 南海 ト ラ フ で は

地震が は ず み で た また ま大 きくな っ て 巨大地震 に

成長する，とは考え に くい 。 断層上 の 破 壊が マ グ

ニ チ ュ
ー ド 7 に 達 した ら，そ の 後は 止 ま らず マ グ

ニ チ ュ
ード 8 の 大 きさに まで 達す る の だろ う。 地

震発生 の 準備が で きた と きに ，M8 の 地 震 が発生

す る と考え られ る。した が っ て ，中途 半端な 地震

で は な く M8 以上 の 地 震を 予測す る必要 が あ る 。

　（2）問 ： 強震動 と津波 は 過去と同 じ様 な も の を

　　　 想定す る 必要が あ る か ？

答 ： 日本 の 歴 史上 知 られ て い る 大地 震 は，1707

年宝永の 地震 で あ る 。 断層 の 長さ 600km に わた

り，ほ ぼ同 じ時に起きた もの と考え られ る （10 分

学会誌 ・企 画委員会　関西地区 ；来た るべ き南海地震に備 え る

以内か ？）。
こ の 時 の 津波 と強震動 はか な り大 き

い 。 しか し，1946年昭和の地震の 強震動 は，1707

年 と 1854 年地震 に 比 べ ，小さ か っ た よ うで あ る 。

したが っ て 昭和の 地震を想定地震にす る と， 小 さ

す ぎるか もしれ な い 。

　（3）問 ：次の 地震が，ゆ っ くりとす べ る 「津波

　　　 地震」の 可能性は あ る の か ？

答 ： 起 こ る か否 か は，正直な と こ ろ わ か らな い 。

もし，1605 年慶長地震が津波地震で ， か つ 同 じ断

層面上 に 起き た な らば，そ の 可能性 はあ る。 また

1605 年 の 地震が海溝付近 の 堆積層の 中に 出て き

た断層の 可能性 も否定で き な い （例え ば 1972 年

ク リル 地震，Fukao ，1979）。こ の よ うな 断層は

音響反射断層か らも見 っ けられて い る。こ の 場合

は，短周期地震計 に よ る観測 で は 監 視で き な い 。

広帯域地震計に よ る 監視が必要で あ ろ う 。 断層 の

破壊過程 の シ ミュレ ーシ ョ ン か ら，同 じ断 層面上

で も条件の違い に よ り，2 種類 の 地震 を起 こ しう

る こ とが 示唆さ れ て い る 。 今後 の 課題で もあ る。

　（4）問 ：前 の 地震か ら の 間隔 が 90 年 よ り短 く

　　　 な る可能性は ある の か ？

答 ：
一

番短 い 地震間隔 は ， 1854 年 安政地震 と

1944 年東南海地震 の 90 年間。 もしこ れが 最短 の

地震間隔を与え るな らば，次の地震 は
一

番早 くて

2034年 とな る 。 歴史上 は 90 年よ り 短 い 例 は知 ら

れ て い な い 。 が，都司 （1999a）に よ る と ，
1185

年 の 京都の地震 （宇佐美 ，
1996，p．36）は南海地震

の
一

つ で あ る可能性が高 い ら し い 。 こ の 場合，そ

の
一

つ 前 の 地震は 1099 年 で あ り，そ の 間隔は 86

年とな る v 今後，1185 年 の 地震 に つ い て は検討 さ

れ そ の 詳細 が 明ら か に なるで あろう が t 歴史資料

か ら新 しい 発見 が ま だ あり得 る の は 興 味深 い 。都

司 に よ れ ば 1185 年 の 地震 の 規模 は極め て 大 規模

で あ る可能性が あ る 。
そ の 次 の 南海地 震 が 1361

年 （間隔 176年）で ある こ と を 考え る と， 時間 予

測 モ デ ル に 適合する と指摘 して い る 。

（5）問 ： 南海 ト ラ フ 沿 い の 巨大地 震 の 発生 に は

　　 季節性や他 の 現象との 関連 が あ る の か ？

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japan Society for Natural Disaster Science

NII-Electronic Library Service

Japan 　Sooiety 　for 　Natural 　Disaster 　Soienoe

自然災害科学 ∴   Sl8 ・2 （1999 ）

答 ：684 年の 白鳳 の 地震以 来 11 個 の 地震が 発生

して い る が，そ の うち 5 個 は 12月に 発生 して い

る 。 特に 4 月か ら 8月ま で の 5 ヵ月閤は 1 個 も発

生 して い な い 。季節性に っ い て の 議論 は 昔 か らあ

るが ，その 妥当性 と メ カ ニ ズ ム は明 らか で な い
。

岡田 （1978）は ， 南海 ト ラ フ の M ＞ 6．5 の 地震を

1870 年か ら調べ て ，地震の 発生 と潮流 の 関係が

あ る と指摘 して い る。 それ に よる と黒潮 は大蛇行

期と直進期 とを繰り返すが南海 トラ フ の 大地 震は

直進期に発生 しやす い として い る 。 大蛇行期 に は

東海沖で 海底面へ の 垂直圧力の 変化が 生 じる。

　 （6）問 ：現在 の 歪み蓄積 の 状況 は ？

答 ：海洋プ レ
ー

ト の 沈み 速度 は 極 め て
一

様 で あ る

こ とが知 ら れ て い る （Ozawa 　et　al．，1999；Kato，

1998）。 プ レ
ート境界面 の 応力蓄積 は ほ ぼ時間 に

比 例する もの と考え られ る。 したが っ て 応力蓄積

に 急激な 変化 が な い もの とすれ ば ，M8 の 地 震ま

で に 必要 な 準備 に は あ る程度 の 時間が 必要 で ある。

こ れが ，地震間隔に最小値を持 っ 理 由で あ ろ うと

考え られ る。

　 （7）問 ： 次の 南海地震 は 予知可能か ？

答 ： 可能性は あ るだ ろ うが，本当 の と こ ろ は わ か

らな い
。 現在の と こ ろ，南海地震 に描 く シ ナ リオ

は，東海地震予知 で 想定 され て い る （吉 田 ・他，

1998）もの と同 じで あ る 。 直前の ゆ っ くり した変

動を種 々 の 手法を用 い て 捉 え る こ と が 必 要 で あ ろ

う。 東南海地震前に は ， 静岡県掛川 で ゆ っ く りし

た変動 （1 〜 2 日 ）が 起 き た こ と が ，精密測地測

量 か ら知 られ て い る （Mogi ，1986）。 こ れが短 期

予知 の 可能性の 一
っ の 根拠 とな っ て い る 。 ただ し，

東南海地震 の 最初の 破壊 （震源） は新宮市 の 沖だ

か ら， 掛川の 直
「
ドの 動 きが新宮市付近の 破壊 を誘

発 した とは考え難い 。 ゆ っ く りと した変動 は，掛

川 か ら新宮 ま の 広域に起 きた と考え る 必要があ る。

こ の よ うな広域 な 「ゆ っ く り し た す べ り」が本当

に起きた の か，そ して次回 も起きる の か を検討す

る の は今後 の 課題 で あ ろ う 。
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2 ，南海地震津波の 特徴 と被害軽減対策

　　　　　　　　　　村上　仁士   上 月　康則
S

　2．1　 まえが き

　南海道沿岸 の 集落で は， 海溝性 の 巨大 地震 に伴

う大津波 に よ り幾度 と な く壊滅的 な 被 害を受 け て

きた 。 なかで も同 じ集落が繰返 し大 き な 津波被害

を受けて い る こ とが 目立 っ
。 そ の 直接的 な 原因 は，
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地震発生か ら津波の第 1波 の 到達時間が 早 か っ た

こ とや 津波高が大 きく，陸上 に氾 濫 して 物的ま た

は 人的被害を与えた こ とと考え られ る。 同 じ集落

で 繰返 しこ うした こ とが 起き る の は ， 津 波発生 の

波源域が変わ っ て も，そ の沿岸域に 津波が集中 し

やす く，被害を受けやす い 仕組み に な っ て い る か

らと もい え よ う。

　昭和 21 年の南海地震 （M8 ．0）か ら半世紀が過

ぎ， 次 の 南海地震 は こ れ よ り も規模が大 きく，次

世紀 の 前半に は起 きると い わ れ て い る が ， ど こ で

起 きるか わ か らな い
。

　 こ こ で は，まず過去 の 南海地震津波の被害状況

に っ い て 略述する 。
つ い で 次 の 南海地震津波を想

定 して ，任意の 波源域か ら津波が 発生 した 場合，

南海道沿岸 の ど の 領域が危険か，津波到達時間 ，

津波の 集中度や 波高 の 特性を基 に南海地震津波 の

特徴を述 べ る。さらに人的被害予測の
一

例を示 し，

人的被害軽減対策 に も若干ふ れ る 。

　2．2　過去に おける南海地震津波

　（1）江戸時代以前 の 津波

　684 年 の 白鳳地震 （M8 ．4）で は，高知で 地盤沈

下に よ り 12　km2 が海中に沈み ，
こ の 地震 に 伴 う

津波 で 貢物 を運 ん で い た船が多数沈没 した と 日本

書紀に記され，記録 に残る最古の 津波が高知 を襲 っ

た 。

　887 年 の 仁和地震 （M8 ，6）で も， 四 国 ， 紀伊 半

島，大阪湾一帯を大津波 が 襲 い，多 く の 溺死 者 を

出した 。 1099 年 の 康和 （承徳）地震 （M8 ．0）で は ，

高知市潮江の 田畑が 10　km2 水没 し て い る 。 津波

の 記録 は な い が 地震や 地盤 沈下 の 規模か ら考え ，

津波 も起 きた と推測で き る 。 1361 年 の 正 平地震

（M8 ．4）に よ る津波は，大阪，高知，徳島各沿岸 に

大 きな被害を 与え て い る 。

　徳島県海部郡由岐 で は，1，700 戸 の 家屋 の 流 失

が 太平記に も記 さ れ，高知県香美郡の 正 興寺で も

津波で古文書が流失 した記録 が残 っ て い る。

　（2）江戸時代以降 の 津波

　江戸時代以降に な る と各地に多 くの 被害記録 が

残 され て い る ため ，
こ こ で は四国 の 津波 の 人 的被
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