
The Geological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

The 　Geologioal 　Sooiety 　of 　Japan

地 質学論 集 　第 工2号 　117− 127 ペ ージ　1976 年 3 月

根 尾 谷 断 層 と 濃 尾 地 震

村　松　郁　栄＊

L　 根 尾 谷断層 の 用語 につ い て

　
・
明治 24年 （1891年）10月 28 日午前 6 時 37分 に中部 日 本

に 大地 震 が 発生 した ．こ の 地震は美濃地方と尾 張地方 に

大被害を与えたの で 濃尾 地震 と呼ばれ て い る．外国語 で

は Mino −Owari 　Earthquake と 書 か れ る こ とが 多 い ．

こ の と き に，北 は 福井県足羽郡野尻 か ら南 は岐阜県可児
　 か たび ら

郡帷子 に 至 る長 さ 80km の 大 断層が 生 れ た ．こ の 断層

を根尾谷断層と呼 ぶ ．根尾谷 に最 も著 しい 断層が 現 わ れ

た の で い つ とは な しに そ う呼ばれ るよ うに な っ た よ うで

あ る．

　世 界 的 に 有 名とな っ た 小 藤文 次 郎 の 論 文 （1893）

「On 　the 　Cause　of　the 　Great　Earthquake 丘n 　CentraI

Japan」 に は Great　Faultと記されて い る だけで あり，

小藤 と 同時 に 詳 細 な 断層 の 追跡を行な っ た大森房吉 の 報

告 （王894）　「土地 の 変動並 に 羨濃 ， 越前最 激震地 の 概

況」 に も根尾谷 の地変 と い う項を設けて詳しい 記述が 為

され て い る が，根 尾 谷 断層とい う言葉 は使 わ れて い な

い ．

　昭 和 2年 に書かれた 中村新太郎 の 論文 （1927）に は 濃

尾地震 の と きに で きた 断層 全 体 に対して 根尾断層 とい う

呼 び方 が さ れ，英文で は Neodani 　FauIt と書かれ て お

り，す で に こ の 呼称が通用 して い た 感 じが ある．こ こ で
　 　 み ど o

’
は，水鳥地区 に お け る主 要 断 層 を水 鳥 断 層と呼ん で い

る．同 じ く昭 和 2年 に 水鳥地区に で きた 主要断層が 国 の

天然記 念物に 指定され 「根尾谷断層」と名づ けられた の

で あ るが ， そ の と き の 文部省 の 調 査 報 告 書 （1927） （こ

の 報告 は 王925年に佐藤伝蔵 に よ っ て書か れ た ） に は 濃尾

地震 の 断層全体が 根尾 谷断層と呼ばれ て お り，水鳥の 主

要断層 が こ の 大断層を象徴的に 示 して い る もの と して そ

の 名を 頂戴 した 様子 が 伺われ る．こ の 断層が道路と交わ

る 所に 建 っ て い る石碑 （昭和 2 年建立）に は 天然記念物

根尾 谷断層 とい う文字が刻まれ て い る．こ こ で ，根尾 谷

断 層 とい う言 葉 は 2通 りに使 わ れ る こ とに な っ たわけで

ある．

　リヒ ター
の 大著

‘‘Elementary 　 Seismology”（！958）
に は 濃尾地 震 の 断層全体に 根尾谷断層と い う言葉が 用 い

られて おり， 天 然記念物 に 指定 され て いる断層 に は水鳥

の 断層 とい う言葉 が用 い られ て い る．

　さ らに ，近 年活 断層の 研究が 盛 ん となり， 濃尾地震の

ときの 断層は 大 き く 3 つ の 断層 に 分 け られ， そ れ ぞ れ

が昔から動き続 けて い る 澑 断層 で ある こ とが 松 田 時彦
（1974）に よ っ て 明らか に された．そ こで 松 田は それ ぞ

　 　 　 　 　 　 ぬ く A

れ の 活断層 に 温見断層，根尾谷断層，お よ び梅原断 層 と

い う名前を 付 けた ．した が っ て ，根尾 谷断層とい う言葉
は 3 通りに 使わ れ る こ とに な っ た ．

　水鳥地区の主要断層は そ の 後昭 和27年に 国 の 特別 天 然

記念物 に 指 定 され，また ， 昨年 （1974年）来 ， 国鉄醇見

線 が そ こ を構切 る工 事を始めて 問題 とな っ て い る．この

ような時 に根尾谷断層とい う言葉が 幾通 りに も使 われ て

い た り，また ，特別天然記念物の 部分が幾通 りに も呼ば

れ て い るの は混乱を起し易い．固有名詞 と い うもの は 必

要で あり，名前が付け られ た経緯とい う もの に も重要な

意味が あ る の で ，そ れを踏まえ た合意 と統
一

が必要で あ

ろ う．

　こ の 報告で は，対象を は っ きりさ せ るた め の 霽葉を用

い る の で 御了 解 い た だ きた い ．

2． 根尾谷断層

＊
岐 阜大学教育学 部

　明治簸 年 の 濃尾地震 の とき に地表に 現われた 断 贋 の 全

体を 根罵 谷断層 と呼ん で い る．大地震 の とき に は到 る所

で 土地 の 亀裂 や 陥没 ・隆起が 生 ず る．と くに 河jliの 堤防

や道路に は こ の よ うな 地変が著しい ので あ るが，そ の 原

因 は 分 り易く底が 知 れ て い る．とこ ろが ，道 路 で あれ ，
田 ん ぼ で あれ ， 山で あ れ，地形 ・地物に 無関係に 延 々 と

速 な る亀裂 も発生す る ．こ れ は局部的に は 堤防 の 崩れ な

どに 比 べ る と小さい が ， 巨大 なカを感 じさせ る無気味 な

もの で あ る．した が っ て ， 地震直後に現地調査 に 趣 い た

何人 か の 研 究者は こ の 地変に 注 目 しそれを追跡 した．そ

の 中で もよ くま と め られて い る の は小 藤文 次 郎 の 論文

（1893）と大 森房吉の報告 （189C）で あ る．さ ら に ，後

に な っ て 別 所 文吉 （1967）が 昭和 5 年か ら昭和 45年まで

ほ とん どそ の 生涯を か けて こ の 断層を追跡調査した．ま

た ， 松 田 時彦 （1974）は 活断層とい う新 しい 観点か ら こ

の 断層 を追 跡 調査 した．以下 に こ れ らの 報告をまとめ て

紹介す る ．濃尾 地震 か らすで に84年を経過 して い るが ，

特別天 然記念物として 保存 され て い る水鳥地区 の 断層 だ
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けで な く，実に 到 る所 に こ の 大断層 の 跡が 今 もな お 残 さ

れて い る．したが っ て ，現在 の 姿 を も加えて こ の 大断層

の姿を紹介しよ う，

　第 1図は 陸地測量 部 に よ っ て 測 定 され た 濃尾 地震前後

の 水準測量結果 （1903）と大森 に よ っ て 追跡測定された

根尾谷断層の 変動とを併せ て 画 い た 地殻変勁で あ る （村

松 ， 1963）． こ こ に は規模 の 比較 の た め福 井地震 の 垂 直

変動 （NAsv ，！950）を も画い て み た．根尾 谷 の 水鳥，金

原 付近は最 も大きな変動を示 したけれども水準路線が 通

っ て い な か っ た の で変動の コ ン ターを引くこと はで き な

い が ， こ の 付近 は鋏 の 支点 の 泣置に 相当 し，最 も大き な

歪力を受け て い た と考え られ る．松 田 （1974）は岐阜 ・

犬山間 の 大きな隆起を第 2 図の ような横ずれ断層 の 端の

効果 と考え た．また，水鳥地 区の 異常な 変動は 第 3 図の

第 1図　濃尾地震 （1891）の 垂直変動お よ び 裾井地 麗 （1948） の 垂 直変動分布 図
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　 第 2 図 蘭 の 根

　　　　　 尾谷断層

　　　　　　 モ デ ル

丶
第 3 図 松 田の 水鳥地区断層モ デル

珊

第 4 図 濃尾地震の とき にで き た水鳥の 主要断層，すな わ ち国定特別天然記 念物根尾 谷断層 〔瀬古安太郎

　　　　撮影，小藤文次郎 の 写真よ り少 し東 （第 6 図 の A ノ

点）か ら撮影．瀬古写真館 （岐阜市）提供〕

第 5 図　水鳥地区北部 の 東西断層，落差は現在もな お 5m 近 い ．三 角台地 上 に 見え る大屋 根は 西光

　　　　寺．台地の 中腹 （写真の 左方） に見 え る森 は 安立 神社．（1975年 9月21H 撮影，村松）
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第 6 図　水鳥地区の 地形 と 濃尾地震の 断層

　 A 点 ；小藤文次郎の 写真を撮 っ た 地点．

　At点 ： 第4 図の 撮影地 薫．

　B 点 ：第 5 図の 東西 断層 の 撮影地 点．

よ うに 蹟ずれ断層の くい ちがい に よ る圧縮効果と考え ，

杉村 （個入 的談活）は張力 の 効果も可能と考 え た ．

　第 4 図 に 天然記念物 に指定されて い る水鳥地区 の主要

断層 の 写真 を，第 5 図 に 水鳥地区北部 の 東西断層 の 写真

を示 した ．こ の 2 つ の 断層 と根尾 川 沿 い に 南北に 走 っ た

断層 とで水鳥の広大な 三 角台地が生れた の で あるが ， そ

の 全体 の 状態を 第 6 図 の 地形図に 示 した ．こ の 三 角形 の

角 に 西光寺 の 裏山が あ、り ， こ の 小丘 は 高位段丘 面に 対 し

て比高 10m の 崖を形成 して お り，主要断層 に 連 な っ て

い る．こ の 小 丘 の 北 側 も ま た 束 西 断 層 と連 な っ て い る ．

こ の 小丘 は お そ ら く， か っ て の 地震 に よ る 三 角台地 の 跡

で あろ う．また，主要断層 の 延長上 に は ケ ル ン コ ル の 地

形が あり，そ れ は第4 図の 写真に も現われて い るが，活

断層 の 特徴を 示 す もの と言われ て い る （井関 ， 守屋，

1968）．

　根尾川沿 い の 断層 は今は 第 5 図 の 写真 の よ うに 謹岸工

事 で 隠 され て い るが，盛 り上 っ た 様子 は よ く伺 え る．こ

の 断層 は根尾谷を 北上 して 能郷白山まで 続い て い る が，
　 　 　 　 　 　 　 　 いき し よ

水鳥の す ぐ北方 の 板所で は小径 が 4 本平行 して 屈曲 して

お り，バ ス 道 路か らよ く見 え る．さ らに，水 鳥 の 北 西

3km に あ る中村 地区で は第 7 図に 示した よ うに 横ず れ

の跡が よ く残 っ て い る．
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 き ん ぼ ら

　水鳥 の 南方約 5km の 金 原 で は 田ん ぼ の 畦が 約 soe　m

に わ た っ て くい ちが っ て い る．これ もバ ス 道路 に 平行 し
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 かわ iち

て い る の で よ くわ か る 。金原 よ り南東に峠を越え て 川内

に で る と断層 線 に 沿 っ て 広大 な 湿地帯が あ り，清水 が 湧

出して い る．さ らに ず っ と南東 に 下り，岐阜市北方の 高

富で は断 層 の 北 側 が 2m 沈下 し 220 ヘ ク タール の 湖が

第 7図　中村 の 左横ずれ の 跡，畑の 小径 お よ び境が平行 して ず れ て い る．（1975年10月19日撮影，村松）
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第 8 図 高富 の 断層 と東 ・西深瀬 の 潴水 （濃尾 地 震

よ り 1年後 の 小藤文次郎 の ス ケ ッ チ）

で きた．第 8 図は小藤 （1893）が 地震の 翌年に 面い た ス
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し ん か わ

ケ ッ チ で あ るが，こ の 湖水の 水を撲 くた め に すで に 新川

が 作られ て い る．現在は鳥羽川 の 河床を上げて 川水 を南

下 さ せ て い るの で，こ の ス ケ ッ チ に 見 られ る よ うに鳥 羽

川に流入 して い た 東深瀬の 支流 は新川 に連 な り，西 深 瀬

の 支流は鳥羽川 の 下を くぐっ て （すな わち，第8 図の ○

印の 所で 川の 立体交差とな っ て い る）新川に 連 な っ て い

る t 新 川 は こ こ で は 鳥 羽 川 よ り約 2m 低 く，2km ほ

ど南下 して よ うや く鳥羽川に 注い で い る．

3．濃尾地震 の 震度分布

　濃尾地震 の 規摸を見 る た めに 第 9 図 に 震度分布 と地震

断層 を 示 し，関東地震 の そ れらと並べ て 示 した．震度分

布 は ， 比較 の た めで あ る か ら両地震 と も同 じ規準に 従 う

こ と と し，震度 5 （破線）は 木造 住 家 に被害 （壁の 亀裂，

落下 ， 瓦 の 落下 な ど）が で た地 域 ， 震度 6 （実線）は木

造家屋 に倒潰す る もの が で た地域 ， 震度 6 の 申の 斜線部

　　 第 9 図　濃尾 地震 と 関東地震 の 震度分布

実　線 ：住家の 倒潰がで た地域 で 気象庁の 震度 6の

　　　　 コ ン ターと ほ ぼ一
致．

斜 線 部 ：住 家倒 潰 率 1 ％以 上 ．

点　線 ；住家 に被害の あ っ た 地域 で 気象庁 の 震度 5

　　　　の コ ン ター
とほ ぼ一

致． （すべ て 当時の 市

　　　　町村単位）

第 10図　地震断層と大被害の で た 県 （国，府） と の

　　　　位置関係，濃尾 地震 と 関東地震 の 比 較

は住 家倒 潰 率 が 1％以 ．ヒの 地域として コ ン ターを画い

た．両地震 お よび各震度 と も当 時の 市町村を単位と し

た ．こ れ らの 震度 5 お よ び 6 の コ ン ターは気象庁か ら公

刊 されて い る震度分布の 5 お よ び 6 と両地震 と もほ ぼ一

致 して い る．断層 は，濃尾 地震に つ い て は根尾 谷断層 と

第 1 表　濃尾地震と関東地震 の 1次災害 （全壊お よ び圧死）お よび 2 次災害 （全 焼 お よび焼死）の 比較
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圧 死 者
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，452

5
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全焼住家

　 4，428

　 　 　 86
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焼 死 者

　 　 387

　 　 　 7

23，ア9658
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地震時の 人 口

現 在 の 入 口

岐阜市　 2．8万　　名古屋市　16．5万　　横浜市　　42万　　東京市　 217万
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岐阜 ・名古屋間 の 潜在断層を ， 関東地震 に つ い て は安藤

（1971） の 求 めた断層を示した 。両地震 の 規模 は すべ て

に おい て ほ ぼ等 しい ．

　な お ， 第 1表 お よ び第10図 に地震の破壊力 （すな わ ち

1次災害）と断層 との 関係を 示す 1例を 示 した．

　第 10図お よび 第 1 表を見ると地震断層と 1次災害との

関係 は ま こ とに よく対応して おり， 断層と地震動の 強さ

との 閧 係を よ く示 して い る．そ して ，2 次災害 の 原因 は

東京市と横浜市の 人 口 密度に あ っ た こ と も明白とな る．

つ い で に現在の 人 口 も示 して お い たが ， こ れ らの 資料は

震 災対策 の 参考 と な るで あ ろ う．

　なお ， 濃尾地震 に よ っ て 岐阜県は潰滅的被害を受げ，

災害復 旧費は年予算 の 12．5倍に 達 した とい う．ま た ， そ

の 復 旧費 の 使途をめぐり， 20年間君臨 した 小 1畸県知事が

退任するとい う事態さえ生れた．こ の 詳細は中野効四郎

著岐阜県 の 歴史 （1970）の 中の 唄 民意識の 高揚
”

の 項

に 記 され て い る．

4． 地 下 の断層

　 4− 1 水鳥断層 の 地下構造

　 地震断層 の 威力 は地下 の 岩盤を断 ち切 っ て 地下深 くま

で達して い る所 に ある．こ の こ とは昨年の伊豆半島沖地

「
震 で も如 実 に 示 さ れ．最大 50cm に す ぎな い 断 層 が そ

の 上 の 建物 ， 道路 ， 樹木 を 長さ 10km に わた っ て 破壊

し，山崩れ を もひ き起 した．濃尾地震 の 断層も同様 で あ

っ た が，そ の 破壊力 は は るか に 大き く， 根尾谷 の 諸部落

は ほとん ど全家屋が 倒壊 し， そ の 他 の 地域で も断層周辺

は す べ て 80％以上 の 倒壊率とな っ て い る．水鳥西光寺の

過去帳を見 る と，

“

こ れ よ り震災即死亡
”

と記 され て46

名 の 名が連 ね られ て お り， この う ち12名が水鳥部落の 人

で あ っ た．

　しか し，水鳥 の断層 は本物 の 断層で はない の で はない

か とい う疑問が 生 れ た ．延 々 と続 く根尾 谷断 層 はす べ て

北東側が落 ちて い るの に こ こ だけが南西落ちだ か らで あ

る．そ の 後，津屋弘逵 （1937） は これ を深 く刻まれ た根

尾谷 に 厚 く堆積 した 粗鬆 な堆積物に生 じた 陥 没 の 現 象 で

あろうと解釈した ．こ の 解釈が比較的普遍化して い たよ

うで あるが ， 筆者は梶田， 杉村らとともに疑問を抱き，

電気探査 に よ る 地下構造 の 調査を実施した （村松 ほ か，

1964）． 測 定 点は第 H 図に 示 した 22点 で あり， 各点 に

第 11図　水鳥 三 角地帯 に おけ る電気探査測定点およ

　　　　び ボー
リン グ地点 （No ．2〜4）
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第 12図　水鳥断層付近 の 電気探査 に よ る地下構造断面図
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第 13図　水鳥断層付近 の ボーリン グに よ る 地下構造断面図 （鉄道建設公団提供）

100m の 測 線を作 っ た が ， 測 定結 果は極めて 良好で あ

り， 第 12図 に 示すよ うな構造を求 め る こ とが で きた ．斜

線を施 した 岩盤 （粘板岩）は 高位段 丘 の 崖面 に 露出 して

い た た め 解釈 も容易で あ っ た ，第 12図 よ り， 断層直下 で

は岩盤も地表と ほ とんど同 じ落差 の くい ちがい を示 して

い る と考え る こ とが で き る．そ の 後 ， 鉄道建設公団 の 行

な っ た樽見線予定線上 （第n 図の NQ ．2
，
　No．3，　N 。．4）

の ボーリ ン グ結果を入手した が，そ れ に よ る断面は第 13

図 の よ う に な り， 電気探査 の 結果 とよ く
一

致 して い る．

　大地震 とともに 水鳥の 三 角台地 が 形成 さ れた こ とが 人

入 の 耳 目 を驚 か せ た 様子 が 当 時の 記 録 に記 され て い る

一

o

夥鑑．
’
・

　 ●　　　 嚠　　　　 ■　　　   　　　　　
●　　　　　　の

・

ご塑 ｝

禦 ．

 辺

2。

通
4。

蘋

が，今は そ の 西方に 児 え る高位段 丘 の 半分 に も足 りな い

小さな 崖 に しか 見え な い ．しか し地下を見 る とき，段丘

崖 の 底 の 深 さは せ い ぜい 20m に すぎない が，断層 の く

い ちが い はは るか に 深 く， 少 な くとも数千皿 に 達 して い

る と推定 さ れ るの で あ る．そ して ， こ の断層を形成 した

力は前に述べ た 松 田 の 圧縮力，杉村 の 張力あるい は筆者

の 鋏の 支点部の ように い ろい ろ考え られ るが，その 研究

は第 5 節 に 述べ るように 地震動加速度 の 極限値の 探究 に

通ず る もの と思われ る．

　4− 2　根尾谷断層と微小地 震 の 分布

　1963年 に 6 つ の 大学 に よ る根尾谷断層付近の 微小地震

観測が 実施 され ， そ の 後も名古屋大学と陂阜大学 との 観

測も行なわれ ， さらに 広範囲の 観測が進め られて 来た．

こ れ らの 結果 に よれば ， 微小地震 の 分布 は根尾谷断層 に

沿 っ て 密に 越 っ て お り，と くICそ の 西南測に多い ．第 14

図は大井 田 ら （1971）に よ っ て まとめられた 微小地震 の
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第 14図　申部地方 （根尾谷断層周辺） の微小地震分布

○ ：深 さ く 25km ， ● ： 深 さ 彡 25　km
， 点線は断層．

　（大井田徹ほか，19ア1 に よ る）

1
l　　　 i　　　 ［　　　 …
TO　　　 100　　　 1000　　 】ooeo　日

　本震後 の 経 過 B 数

第 15図　濃尾 地震と新潟地震 の余震経過 ．図 の 黒丸は

　　　　濃尾地震の 余震 の うち，岐阜で 有感 だ っ た も

　　　　の の グ ラ フ ．白丸は新潟地震の 余震． （宇津

　　　　徳治 ， 1969 に よる）
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分布で あ り，深さ分布も詳 し く求 め られ て い る．

　
一

方，余震分布の観測も精度が高 くな り， 断層理 論 の

進歩と相挨 っ て ， そ の 分布 は震 源 とな っ た 断層面 を表わ

して い る こ とも次第に 明らか とな っ た ．と くに，昨年 5

月 9 日 の 伊豆 半島沖地 震で 両者 の 関係が 明「僚に 示 され

た （唐鎌 ほ か，1974），さ らに，濃尾 地震 以 来今 日 まで

の 岐阜測霞所 （気象台） に お ける有感地震 の 数 は 第 工5図
の よ うに な っ て お り （宇津，1969）， 余震法則に合致し

て い る の で，今 も なお 濃尾地震 の 余震が 続 い て お り ， 第

14図 に 示 され た 微小 地震 も濃尾地 震 の余震 と見 な され

る．さ らに，egl−t図の 深さ 25　km 未満の 北西部の 地震

が 濃 尾地震 の 余震 で あり，三 河地方の 深 い 地震 は別系統

の 地震 で あ ると考えられ る，した が っ て，濃尾地震 の と

き の断層の 深さ も 25km 未満で あっ た と考え られ る．

5．濃尾地震 の 解析的再 現

　　 断層 の 動きに よ っ て 発生す る地震波が 遠地地震の 記録

　 を よ く説明す る こ とが わか り，さ らに 近地地震 の 記 録 を

　 も説 明 す る こ とが わ か っ て きた ．ま た，そ の 計算方法も

　急速 に 進歩 した ．また，根尾谷 断層全体 に わ た っ て，濃

　 尾 地 震 の とき の 変動量が 菘 田 （1974）に よ っ て 詳しく再

　 現 され た ．さ らに，微小地震 の 分布 か ら根尾 谷断層の 深

’
さも知 られ る よ うに な っ た ．こ れ らの 値を使 っ て 三 雲 健

　 と安藤雅孝 （1975）は 濃尾 地 震 の 解析的再現 を 試み たの

　 で あ る．こ の 断層 モ デ ル の 概略を 第 16図 に示 した．

　　 こ こで は震源 と して の 断層モ デ ル の 様 々 な 場合 に 対す

　 る 地殻変動 と地震動が 計算 されて い るが ，観測事実すな

　 わ ち濃尾 平野 各 地 の 石灯籠や墓 石 の 転倒方向，水準測

　量，岐阜お よ び名古屋測候所 の 地震計記録を満足 す る 断

　 層 モ デ ル は 隈 られ て くる．結論 と して は，濃尾地震 の と

　きの 破壊は 根尾谷断層の 北端付近か ら始 ま り，各地点で

　は 1m ！sec 程度の 辷 り速 度で 断層 を形成しな が ら 2．5

　 kmlsec 以 内 の 速 さで 次 々 と南東方に伝播 し， 川内を 越

　え た 所で 2 つ に分岐 して ， 1 つ は東方 へ 惟子まで ， 1つ

　は南東 へ 岐阜を 経て一
ノ 宮あ るい は それ 以 遠 まで 進ん で

　30〜犯 秒 か か っ て 完了 した もの と考え られ る．そ して ，

　 こ の 地 方の 地下構造を参照すれ ば， 断層 の各部 か ら発 し

　た 地震 波は タテ波速 度約 6km ／sec ，ヨ コ 波速度約 3．5

　 km ！sec で 拡 が っ た こ と に な り ， その 結果濃毘 平野 の 各

　地 で は剃 7図に示すよ うな地震動に 見舞わ れた こ と に な

　 る．

　松 田 に よ っ て ， 当時，関市山崎部落の 南方の 津保川南

側で 仕事を して い た 入 の 次の よ う な 話 が 報告 さ れ て い

る ，“

地震を感 じて 部 落を 見 る と土 ほ こ りが 上 っ て い た ．

帰 ろ うとす る とすで に橋 は な く，や む な く川を渡 り河原

　　

　
ロT　ロ N

凶

）

第 工6図　濃尾 地震の 断層モ デ ル ．矢印は 断層 の 西南側

　　　　の 相対変位量を示す．点線は水準路線．　 （三

　　　　雲 ・安藤の モ デ ル を簡略化 した）

を 越え た 所で ふ り返 ると，さ き に 水の あっ た 所が 河原 に

なり， それまで 河原 で あ っ た 所に水が流れ て い た
”． こ

の 地 点が 根尾谷断層線上 に あ るの で ， 松 田は こ の 話か ら

家屋が 倒壊するよ うな地震動が 来 て から数秒ない し十数

秒後に 断贋が 生 じたと推定 して い るが ，上記の 断層モ デ

ノレは こ の 語を もう ま く説明で き る．

　 しか し，こ れで 濃尾 地震の 破壊力を再現 で きた わけで

は ない ．よ うや く再現 の 可 能性 が確 め られた段階で あ

る．そ の理 由は ， 第 1に ， 濃尾地震 の 破壌力は周 期 1秒

前後の 大加 速 度をも っ た 震動 に よ る所が 大きい と考 え ら

れ，こ れが 地震計の 記 録 に も現 わ れ て い るが ，三 雲らの

解析で は まだ こ の震動が扱わ れ て い な い ．こ の よ うな震

勤 は断層 面が滑 らかで な い 動きをす る こ と （そ の 様子は

大森の 報告 に も記載さ れて お り， 伊 豆 半島沖地震 の 断層

面で も確認された ）， 水鳥地区の 断層の ような異常部分

が 生ず る こ と な ど か ら発生し，そ れが 厚い沖積層で 増幅

さ れ る とい う過 程を辿 ると考え られ る が，こ れ らの 過程

を 再現す るだ げの資料がまだ整 え られ て い な い か ら扱 い

難 い の で ある．

　第 2 に ， 濃尾地震 の 岐阜 お よ び名古屋 の 記録は 地震動 ．

の は じま りの部分にすぎず，大震 動は振 り切 っ て しま っ

た た め記 録 されて い な い ．したが っ て ，計 算 さ れた 大震

動を確認 すべ き根拠が な い ．震度 6 の 強 震 動の 完全 な地

震計記 録は 1971年サ ン フ ェ ル ナ ン ド地震 の とき の パ コ イ
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第 17図　濃尾地震断層 モ デ ル （第 16図） に よ る各地

　　　　点 の 水平動計算値．数字は 初動が 到達 して

　　　　か らの 時間 （単位は 秒）

マ ダ ム に お け る記録が 1例あ るだ けで あ るが 地震 の規模

が小さい ．した が っ て ， 大地震 の 破壊的震動をわれわれ

はまだ知 らない と言 っ て よい 状態 で あ る。こ の 問題の 解

決 は ま だ 容易で は な い が ，こ の よ うな記録が得 られ る と

きは大震災に見舞わ れ る とき で もあ るか ら手を こ まね い

て そ の 時を 待 っ て い るわ け に は い か な い ．した が っ て ，

解析的再現 の 進歩 は耐震構造の 設計 の 上で 極 めて 重要で

ある．　　　　　　　　　　　　　
一

　た だし ， こ の 論文に は震災対策上注 目すべ き成果が あ

る。そ れ は第 17図の 岐阜の 地震動 に見 られ る よ うに
“ 2

〜3 秒 間 に 60　cm の 動き
”

が 起 り う る と い う こ とで あ

る．こ の よ う な震動が もし 2〜 3波も続い た ら高層 ビル

や超高層 ビ ル に と っ て 極め て危険の よ うで あり ， 建築学

者 の 注目す る 所とな っ た．

6． 根尾 谷断層 と地震予知研 究

　濃尾 地震は明瞭 に 前震を伴 っ て い る．第 13図 は DAVI ・

soN （1921）が MILNE の
“ Great　Catalogue　of 　Japa・

nese 　 Earthquakes” に ある 1890 − 1891 （10月27日） の

期間 の 地震を緯度，経度 10ノ毎の 100個 の マ ス の 冲 に記 入

した地震活動分布図で ある．第 工9図は 同 じく濃尾地震後

（1891， 11月 ， 12月）の 地 震分布で あり，両者は よ く似

て い る ．岐阜測候所の 資料 （1894）に よれ ば，大地 震 の

5 年前 よ り ， 激震域とな っ た地帯に 沿 っ て有感地 震が多

くな り，大地震 の 年 （1891） に は岐阜測候所で 20回を数

え て い る．こ の 資料は第18図 と符号す る ．

　地下水 の 変 化 に よ る 地震 予知 はダ イ ラ タ ン シ ー理論

（また は シ ョ ル ッ 理 論）や中国の 地震 予知 に よ っ て クロ

ーズ ア ッ プ され ， 川 崎に お け る予知発表の 際に も地下水

が検討の 中心 とな っ た，根尾谷断層 に お い て は 金原か ら
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第 18図　濃 尾地 護 前 1年 10ヵ 月間 の 濃尾地 震 震 源 域付

　　　　近緯度 ・経度 100分の範囲 に お ける 地震活動

　　　　（数字は緯度 ・経度 10分 の マ ス の 中の 地震数）．

　　　　点線は根尾 谷断層 ．期間 ： 1890．1，1− IB91．

　　　　10．27．（DAv エsoN ，
1921 に よ る）
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第 19図　濃尾地震 の 余震分布．　 期間 ： 1891．10．18一

　　　　工891．12．31，コ ン タ
「

の 数字 は 図 18と同 様 ，

　　　　（DAVIg．　ON ，
王92且 に よ る）

川内に かけて ， 現在 も地下水が湧出して 広 い 湿地帯が 形

成され て い る．こ の こ とは余震活動と同様 に S4年を経 た

今 日 なお ， 地下の 断層面 に お け る活動が 続 い て い る こ と
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を 暗示 して い る．

　濃尾 地震 （M ≒ 8）の よ うな大地 震 は 稀 に しか 起 らな

い けれ ども M ＝7 の 地震 は一般 に そ の 10倍 ，
M ・・6 の

地震 は 100 倍の 頻度で起 り，古文 書 に よれ ば こ の 近 くに

2 つ の 中規模被害地震 が 記 録 され て い る．した が っ て こ

の 地下水は予知研究 の 対象とされ るべ きもの で あろ う．

7． あと がき

　 濃尾地震か ら84年を経て ， 断層 と地震 と の 関係が よ う

や く明 らか に されつ つ あ る今日 ，大森房吉の報告の 冒頭

に書か れ た 次 の 言葉は われわれに あ る感銘 を 与え る．

　
“

こ の章に記 載す る所は頗 る煩 に 過ぐるが 如 くな れ ど も

若 し人 の 震 源 を 論ぜん と す る こ と等あれ ば参考 とな る べ

き や を思 い て勉めて詳細に 記述せ り読者之を諒 せ よ
” ．

　 そ の 詳細な記述 は ， 松田 の論文 に も見られ るよ う に ，

現在に生きて い る 貴重 な 遺産で あ る ．そ こ に は ，第 5節

で も触 れ た よ う に現在 の 研究毅階で はまだ活用 で きな い

で い る重要な記 述さ え含まれ て い る，

　 しか し ， それ に も増して 重要 な遺産は根尾谷断層 そ の

も の で あろう．こ の大断層 は 最大級の地震の震源で あ

り，し かも完全 に 陸地 に ある の で ，ま さ に農源研究 の 宝

庫で あ る．われ われは震源に っ い て まだ 僅 か な 知識を 得

・た にすぎない の で ，研究 を 深 め る と同時に ， この 宝庫を

で きる だけそ の ままの 姿で 後世 に遺す こ と も考え ね ばな

らない ．現在 ， 不用意な開発の 波 に よ っ て こ の大断層 も

到 る所で 急速 に そ の 俤を変 え られ つ つ ある こ と は ま こ と

に 残念 で ある ．
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Ikuei　MURAMATU

（Abstract）

　　A 　great　earthquake 　occurrecl 　in　central　Japan　on 　 the 　earthquake 　caused 　disastrous　damage 三n 　Mino 　and

October 　28th
，

…891
，
wh   agreat 　fault　appeared ．　As　　Owari 　provinces　especial 王y，　it　 was 　 called　the 　Mino ・
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Owari  earthquake  or  Nobi  earthquake.  The'fault

became later called  the  Neodani  fault, because remark-

able  crustal  movements  appeared  in Neeclani region,

   At  present,  in 84 years after  that  time, it has been

prevecl that  the  source  of  an  earthquake  is a fault.

Moreover, some  detailed suryeys  of the Neodani. fault

were  carried  out,  some  m6dels  of  the faulting brocess
were  proposed and  an  analytical  reappearance  of  the

Nobi  earthguake  has been  put to the test.

   In this paper, the  author  describes the  process of

the  investigation rnentioned  above,  some  of  the figures

ofthe  fault well  preserved now,  detailed distribution of

the  seismicintensity  of  the  Nobi  earthquake  by  rneans

of  the data of  damage  in which  unprinted  
'data

 are

contained  and  the  flistributions  of  foreshocks apd

aftershocks  of  the  Nobi  earthquake.  He explains  in

this way  the  magnitude  and  the  charactevlstics  of  the

Nobi earthquake  and  points'out  some  Problems on

future investigation which  are  containect  in the Neo-

dani fault.


