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Fault　Blocks　and “Seismic　Vibrated　Blocks” in　the　Kanto　District

Fumio　TSuNODA

Abstract　Numerous　active 　faults　are 　developed　in　the　Kanto　district，　 Some 　of　them 　are 　estilnatbd

to　be　act 三ve 三n 　the　past 　tens　of 　thousands，　 The 　activities 　of 　faults　are 　testified　by　fiexures　of 　the　late
Pleistocene　Jδs6 　clay 　folmation　and 　by　the　terrace　defo  ations ，　 Unusual　large　displacements。f　the
bench　Inarks 　observed 　in　the　 mid −stream 　 of 　the　Tone　 river 　are 　indicative　 of 　a　great　 motion 　of 　the

ground　taking　 now ．　 The 　active 　 fault　blocks，　 which 　 are 　defined　 by　 active 　 faults　are 　 repeatedly

subjected 　to　the　differential　movement 　in　the　end 　of　Pleistocene．

　　In　our 　investigation　of　the　seismic 　intensities，　these　active 　fault　blocks　are 　thought　to　be　quite
sensitive 　in　the　events 　of　the　felt　earthquakes ，　 In　spite　of　their　close 　location，　the　seismic 三nt   sities

were 　sometimes 　different　in　each 　active 　fault　block．　 Each　fault　block　can 　be　treated　as　one
“
seismic

vibrated 　block．J’

　 　 　 　 　 　 　 　は　 じ　 め 　 に

　Koto （1929）は沖積低地 と洪積台地 とが 入 りくん
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 い わつま

で 発達す る埼玉 県東部地域 に ，「岩槻強震帯」と命名

した狭長な強震動域 を提唱 した 。 当時は震源 （ほ ぼ

震央に 当た る）分布域 と強震動域 と の 区別は余 り

は っ き りして い なか っ た とは い え，強震動が特定区

域 に 限 っ て 発 生 す る こ と を指摘 し た 点 は 卓見 で あ

る 。 そ の後 、 地盤 の 異常震動 （寺田，1925） や特異

な震度分布域 （異常震域 ：国富 ， 1933他）などが報

告さ れ たが ，
こ れ らの 点は余 り追 求 さ れな い ま ま現

在 に 至 っ て い る．

　一方 ，
こ れ と は別に

， 関東平野の 中 。古生界基盤

の 構造が地質学 に検討 さ れ は じ め る （石井， 1962）

と， 同域の 地下に発達す る構造線 の 位置や形態が数

多 くの 研究者の研究対象と な っ た （畠山， 1964 ；山

下 ， 1970；吉田 ， 1977：鈴木 ， 1980；矢島 ， 1981）．

こ れ と と もに ， 震源分布 と深部 の 地質構造 との 関係

（鈴木 ， 1968：藤田 （和）・岸本 ， 1972；金森・安藤 ，

1973；尾池，1976：溝上 ・中村，1976：鈴木ほ か，

1981）が さ ま ざ ま な 角度か ら追求 さ れ て き た 。 な か

で も， 震源分布 と地塊運動 と の 時間的空間的関係を

‡ 埼玉 大学教養部．College　 of 　Liberal　 Arts，　 Saitama
University，255，　Shimookubo，　Urawa 　 City，　Saitama，
338Japan ．

系統的に把握し よ う とす る研究 （鈴木 ， 1968）が注

目され る．

　　　 　　　 1．異常震動帯 と震動 区

　上述の よ うに ， 最近に な り ， 震源分布 と地質構造

との 関係を調 べ る研究が増 えて きてはい るが、震度

分布 と地下構造 との 関連を追求す る よ うな研究例は

ほ とん どみ られな い ．しか し，断層運動 と か地塊の

運動 と地震の発生を関連づ け よ う と すれ ば ， ほ ぼ必

然的 に地盤 の 震動や変位 に つ い て も論及 せ ざ るを得

な い はずで ある．そ こで筆者らは ， 地盤震動の つ よ
　 　 　 　 　 かわすみ

さ の 尺度 を河角 の 震度階 に 求 め，関東平野地域 に お

け る有感地震 の 体感震度分布を調べ た 。 ま ず筆者 ら

は ， 1979年 5 月 5 日 16時 24 分 に発生 した 「東京西

部地震」（震央位置 ；東nc　13gell’ ， 北緯 35“48’

， 震源

の深さ ；20km ，
マ グ ニ チ ュ

ー
ド ；4．7） （気 象庁 ，

1979a） の 震度分布が 地質構造 と相関性を もつ か 否

か を検討 し た （角田
。「奥多摩地震

宰

」調査グ ル ープ
，

1979）p そ の 後 ， た て揺れ初動が著 し い とい う特徴を

もつ 異常震動 と中 。古生界基盤中 の 断層 の 震動 との

関係 （角田 ， 1980）や ， 震央位置と規模の 異な る 地

震 に 対す る 埼 玉 県東部地域 で の 震動特性 と地形 ・地

質・地質構造と の関係 （角田 ・堀口 ， 1981）， 強震動

拿筆者 らが 呼称 した 「東京西部地 震」の 調査 の た め の 名称
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と沖積層の層厚分布お よび中 ・古生界 の 基盤断層分

布 との 関係 （角田
・海野

。坂本 ， 1981）， 1982年 3 月

7日 08時 14 分 の 「鹿島灘地震」の 関東平野東部地

域 に お け る震度分布お よび前述 の 「東京西部地震」

の 震度分布 と の 対比 （角田 ・「鹿島灘地震」調査 グ

ル ープ
，

1982）な どが 行われ た．そ の 結果，下 記 に

ま とめ られ る よ うな事実が 明らか に な っ た ；

　a 、
：関東山地東縁部の 古生層分布域に発達す る断

層の なか に は ， 有感地震の とき， 著 しい たて 揺れ初

動 の 観測 さ れ る もの が あ る．

　a2 ：著し い た て揺れ初動 は どの 地点で も観測 さ れ

る 震動特性で は な い の で ， そ の震動 を異常震動 と呼

称す る と， 異常震動 は巾 1，0〜2．Okmt 長さ数 km か

ら 10数 km （ま れ に は 数 10　km に わ たる もの が あ

る 〉 の 帯状区域 に 限 っ て あ らわ れ る．た だ し ， 震源

の深さが 30km より浅い 浅発地震 で は，震央近傍の

広さtw　10　km2 の ほ ぼ長方形 の 区域全域 で 異常震 動

を観測す る こ と が あ る．

　a3 ：異常震動 を発生す る帯状区域 を異常震動帯 と

す れ ば，それ ら は関東平 野 西部地域 （関東山地東縁

か ら利根川 に か けて の 地域）や関東平野東部地域（利

根川以東の 地域）で も発達 し ， そ れ ら の
一

般走向 は

前者が北西
一

南東方向，後者が北北西
一南南東方向

で あ る。こ の他 に ， 北東
一

南西方向や 南北方 向の も

の もある が ， 発達 は悪 い （第 1図）．

　a4 ：関東平野地域 で 発達す る異常震動帯 の 分布は

第四系の層相や 層厚の分布と は あ まり関係が認め ら

れず、む しろ，第四系の下 に埋没し て い る先第四系，

と く に中 ・古生界中の 基盤断層 の分布 と の 対応が よ

い よ うに 思わ れ る （角田 ・海野 ・坂本 ，
1981）．

　a5 ：方向 の 異 な る 異常 震動帯 に 囲 まれた区域で

は ， 地盤震動の つ よ さ （小論で は ， ほぼ 河角 の 震度）

がほぼ同 じに なる。この よ うな区域を震動区と すれ

ば， 関東平 野 地域 で は ， 広 さ tw　km2 か ら 10　tw　km2 の

震動区が 存在 す る．そ れ らの 長軸の向きや 形態は さ

ま ざ ま であるが ， 利根川中流域 に発達する元荒川構

造帯 （清水
・
堀 口 ， 1981）近傍で は ， 他の 地域 よ り

小規模 な震動区が発達す る．

第 1図　関東平野地域の 異常震動帯 （太実線）．地形境界線 は台 地 と低地 の 境 を示す．
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　a6 ：関東平野北西隅を震央 とす る大小 2 つ の 浅発

地震，つ ま り 1931年 の 「西埼 玉 地震」と 1979年 の

前述した 「東京西部地震」に よ っ て形成さ れ た震動

区の位置や形は ほ ぼ同じ で あっ た．い い か えれば
，

震動区は地震 の 規模 に よらな い
一

種 の 震動単元 で あ

る か も し れ な い
。 そ こ で ， 同域南端部を震央 とす る

大小 2 つ の 浅発地震 ，
つ まり 1923年 の 「関東大地震」

と 1979年 の 「房総半島沖地震」を調べ る と， 同様な

こ とが 実証さ れ た （角田 ・堀 口 ， 1981）．した が っ て ，

震動区は，地震 の 規模や位置 に よっ て変化 しない と

こ ろ の ， 震動の 単元 で ある と結論さ れ る．

　 上 述 の こ と よ り広 さ数 km2 か ら 10 数 km2 の 震動

区の存在は確認で きたが ， そ れ以上 の規模の震動区

が存在す る の か否か は確か め られ て い ない ．また ，

筆者 は異常震動 の 発生 を古生 層基盤以 深 の 地 質構

造 ， と くに ， 基盤断層の震動 に求め、「震動地塊」と

い う名称 を用 い た こ とが あ る （角田 ，
1981）が ， そ

れを十分に検討した わ けで は な い ．小論で は ， これ

らの 点を考察す る。

　　　　　 2 ．関東平野地域 の 断層地塊

　関東平野地域 に お ける 先第四系基盤 の構造に つ い

て は ， 前述した ように ， 数多 くの研究が あ る．小論

で は ， これ らの 研究を基 に して，現在 もなお 地下数

km くらい まで開離 して い て ， 地 震の と き に 震動す

る可能性 の あ る 断層を抽出 して み た い ．

　ま ず ， 地表近 くで 断裂 が 確認 さ れ ，
か つ

， 第四系

を切 っ て い る断層を抽出す る．た と えば， 鬼怒川中

流に発達す る 「鳥山町東方の 断層」（活断層研究会，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あや せ

1980）や，埼 玉 県東部 の 綾瀬川流域 に発達す る断層

（清水 ・堀 口 ， 1981＞な ど に 注目す る．あ る い は，

水準点の 異常に大き い 変動地点 で あ る利根川中流域

（lrnamura，　A．， 1934）とか ， 第四 系 の海成粘土層が

著し く撓曲し て い る場所 （小玉 ほ か ， 1981）や ロ
ー

ム台地 の 傾動方向の 変換軸 （堀 口，1974）な どの ，

更新世末期 に変位や変形 の き わ め て 激 しい 地点 を抽

出す る．つ ぎに，そ れ らの 変形要素 （撓曲軸 ， 傾動

の 変換軸 ， 断層線 な ど） の 直下 の情報の あ る もの を

選びだ し ， 地表か ら地下数 km まで の 「開離」 の 確

認を行う．ただ し，こ の 場合の 「開離」は断層面 の

そ れで は な く，断層帯全体 が 震動 で き る よ う な状態

に あ る とい う位 の 意味で 用 い る．た と え ば ， 前述 の

「鳥山町東方の 断層」 に対 して は ， その 直下 に推定

され る 「烏山撓曲崖」 （畠山，1964）を考え ， 鬼怒川

中流域で は
， 地下 2km ぐらい まで 地盤 が 「開離」

さ れ て い る と考え る の で あ る．同様 に ， 綾瀬川流域

の ロ ーム 層を切る断層 （清水 ・堀 ロ ，1981） に 対 し

て は 「綾瀬川基盤断層」（角田 ・埼玉人工地震観測グ

ル
ープ，1981），利根川中流域 の 水準点変動地 点 に 対

して は そ の直下 の 「地震基盤月の段差 （長谷川 ほ か ，

1981）， 傾動の転換軸に対して は そ の直下に推定さ れ

た地震基盤の段差 （長谷川ほか，1981）， 東京湾北東

岸の顕著な地形崖線や海成粘土層の著 しい 撓曲に対

して は そ の 直下 の 基盤断層 （楡井ほ か
，
1977）をそ

れ ぞ れ対応さ せ る．

　これ らの断層あるい は断層帯は ，

一般 に
， 地表近

くで の落差 よ り基盤内で の そ れ が は る か に大 き い ．

た と えば，前述した綾瀬川流域 で は，地表近 くの 第

四系の落差が約 6m で ある （清水 ・堀口 ， 1981）の

に 対 して ， 地下 の 「綾瀬川基盤断層」の それは 800m

に も達す る （角田 ・埼玉人 工 地震観測グ ル ープ，

1981）．また，地表近 くの 断層と基盤中の それ とはほ

ぼ鉛直の 同一面内 に あ る の が一般的 な傾向で あ る．

以上 の こ と か ら， これ らの 断層ある い は断層帯 は少

な く と も 2回以上 の 差動運動 を経て形成 され た こ と

が わ か る．い い か えれ ば，地表近 くに 発達する断層

は，基盤 の 断層が 再活動す る こ とに よ っ て形成 さ れ

た と もい え よ う．こ の こ と は，ご く最近 この 断層沿

い に 差動運動があ り， それ に よ っ て断層面近傍が破

砕さ れ た状態に あ る こ と も意味す る と思われる．

　上記 の 断層群 に は， 断層線 の 方向 に よっ て 分類 さ

れ る 3 つ の 系統が ある．もっ と も卓越 し て い る の は

北西
一

南東方向 の断層系で あ り，
こ の 系統の 断層は

本地域全域で発達す る．本地域東部で は 北北西
一

南

南東方向お よび南北方向の 断層系が顕著 で ある．北

東
一

南西方向の もの もきわめて わず か で は ある が存

在す る （た と えば，嶋 ほ か
，
1976；楡井 ほか

，
1977）．

　上述 した こ とか ら， 関東平野地域の 「開離」した

断層は 3 系統あ る い は そ れ 以上 あり，そ れ らが現在

に 至 るまで 断続的 に 活動を繰 り返 して い る と結論さ

れ る． こ の 場合 ， 特定の 断層系の み が再活動 を繰 り

返 し て い る の で は な く， ほ とん ど す べ て の 系統の 断

層が再動し て い る の で あ るか ら， 地史学的時間の 中

で は，そ れらの 断層 に 囲 まれた地塊が互 い に 差動運

動 を繰 り返 して い る と し て差 し支え な い で あろ う．

事実，堀 口 （1974）は関東平野北西縁部 に 発達す る

ロ ・・一ム 層 の 埋没深度 か ら同域 の 地塊状の傾動運動を

実証 して い る．ま た ， 小玉 ほ か （1981）は関東平野

地域に分布す る海成の 常総粘土層 の 変位 ・変形 か ら，

同域の更新世末期 の 地塊運動 を明 らか に した．

＊p 波の 速 度か ら区分さ れ る速度 層で ，通常 ， 5．6km ／sec．
古生層 に対比 され る （嶋ほか ， 1976）
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第 2 図 1979年 7 月 2 日 11 時 28分 32．0秒 の 「茨城 県南 西 部地 震 」（震 央位置 ； 東経

139
°
58’01”， 北緯 36

°
01’OO”， 震源の 深 さ ；60　km ，

マ グ ニ チ ュ
ード ；4．1） の 震度分布 と震

動区．2重 丸の 位置 が震央 で ， 斜線 と極太実線 は 異常震動の 発生 した 区域．点線 は震動区

界で ， ア ミ の 部分 は震度 2 （気象庁 の 7震度階 に よ る震 度）の 震 動区．数字 は 震度．

　　　　　 3 ．関東平野地域の 震動地 塊

　広さ数 km2か ら 10数 km2ぐらい の 震動 区に つ い

て は前 に 述 べ た の で
，

こ こ で は よ り大き な規模の震

動区 の 存在 の 有無を確か め ， か つ
， 震源 の位置 と震

度分布
’

と地震 の 規模 な どの 関係 か ら震動区 の
“

根 っ

こ
”

の部分 に つ い て 考察す る e

　筆者は ま ず 60　× 80　km2位 の 規模の 震動 区 の存在

を確 か め るため，震央位置 を茨城県南西部に定め た．

っ ぎ に ， 1979年 7月 2 日午前 11時 28分 32秒 の 「茨

城県南西部地震」（震央位置 ：東経 139°58’Oln， 北緯

36eoroo”

， 震源の 深 さ ；60　k皿 ，
マ グニ チ ュ

ー
ド ；

4．1） （気 象庁 ，
1979b ） と 1980年 2 月 2 日 18時 57

分 15．5秒 の 「北 関 東 地 震」（震 央 位 置 ：東 経

139“51’Ol””， 北緯 36
°06’01”

， 震源 の 深 さ ；50　km ，

・気 象庁 の 7 震度階 に 基づ い た 霞度

マ グ ニ チ ュ
ー

ド ；4．2）（第 3 図）の 震度分布 （気象

庁，1980b）の広が りを比較する．こ の両者 は震央距

離が 20km 余 り し か 異 な っ て お らず，震源の 深 さ や

マ グ ニ チ ュ
ードな ど も ほ とん ど同じ で あ る か ら ， 規

模や性格の似か よっ た地震が ほぼ同 じ場所で発生 し

た と考 えて よい で あ ろ う．こ の 2 つ の 地震に よ る震

度 （気象庁の 7 震度階に よる震度） は ， 茨城県の 水

戸や柿岡の 測候所 ， 宇都宮測候所 で 震度 2 ， 東京測

候所 で 震度 1， 横浜測候所 で 震度 0 と な っ て い て 同

じで ある．埼玉 県の 熊谷測候所 と群馬県の前橋測候

所 の 震度 は 2 つ の 地震 で 異 な っ て い る が ， ほ ぼ 同様

の 震度分布 とみ て よ い と 思 わ れ る．い ず れ に し て も ，

震度 2 の領域 と それ以外 の 領域 とで 分 けられるべ き

で あ る．こ れだけ の 資料で は精確な震度 の 区界は 設

け られ ない が ， 河角の 12震度 階 と気象庁の 7震度階

と の 対比表 （宇佐美，1974） を基 に 筆者ら の 調査資
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第 3図 1980 年 2 月 2 日 18時 57分 15．5秒 の 「北関東地震」 （震央位置 ；東経 139°5101 ”

，

北緯 36°06’Ol”， 震源の 深 さ ；50　km ， マ グニ チ ュ
ー

ド ；4，2）の 震 度分布 と震動区 凡例は

第 2図 と同じ．

料 （未公表）を加えると， 震度 2 とそれ以外の震度

との 区界は ， 高崎 ， 熊谷 ， 岩槻などを通 り， 筆者 ら

の 提唱 した 「熊谷
一

岩槻異常震動帯」 （角田 ・堀 口
，

1981）と一
致 す る．こ の こ とは ， 震源の位置 と地震

の 規模が同 じで あ れ ば ， ほ ぼ 同じ震度分布が期待さ

れ る こ と と ， 震動 区 の広が りや形態 も似て くる こ と

を意味 して い る の で あろ う．さ らに い えば ， 震央か

ら震動区界 まで の距離は南西側よ り北東側 の 方がは

る か に長い ．つ まり， 震源 か ら発射 された地震波は

震央 か らみ て非対称 に伝播 し て い る よう に み える．

発震機構 に よ っ て も波の 伝播 の し か た は変わ る と思

われ る が ， 次 に紹介す る例で もこ の こ とが い え る の

で ， 地震波 の 伝播経路 ，
つ ま り， 地質構造や地殼 の

構造 に異方性が ある た め に 生ずる現象 と考えた い ．

　こ の 場合 ， も っ とも考えや す い の は，地表か ら地

下数 10km ま で連続 し て い る 「弾性的な不連続面」，

つ ま り， 地表近 くの 「開離し た」断層帯に連続 する

「深部裂 か」（ベ ロ ウ ソ フ，1971）あ る い は 「深部断

裂」（鈴木ほ か ， 1982）の よ うな もの が上述の地殼構

造の異方性をもた らして い る こ とで ある．い ずれ に

して も， 60× 80km2 以上の 広 さの 区域が ほ ぼ 同じよ

うな揺れ の つ よさで震動し て い る の で あ る か ら ， 上

述 の 震度 2 の 区域 は 1 つ の 震動区で ある と結論 され

る． こ の 区域 を 「常総震動区」 とすれ ば ， この震動

区の中に は ， より小 さな震動区が 存在す る こ とも確
か で あ る（角田・「鹿島灘地震」調査 グル ープ

，
1982）．

　上述の大 き な震動区 （た と え ば
， 「常総震動区」）

と そ の 内部の 小 さな震動 区（た と えば ， 「稲敷震動区」

（角田 ・「鹿島灘地震」調査グル
ープ

， 1982）） との

関係は まだ明 らか でな い が ， 次の よ うな こ とが考 え

られ る．す な わ ち ， 「常総震動区」の な か の 小 さな震

動区内に震 央 をもつ 地殼内地震
ホ

で ，か っ
，

マ グ ニ

＊ 震 源の 深 さ が 40km 以 浅の 地 震
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チ ュ
ー

ドが 3前後 の 地震 で は ， 地震波 の 速度成分を

記録で き る区域が 上記の 小さ な震動区内に限られ る

か
， あるい は，隣接する震動区 に の み限 られ る こ と

が 多い ．こ れ ら の例 と し て ， 1980年 3 月 9 日 12時 27

分 31．9秒の 「南関東地震」が ある．こ の 地 震 は 震央

が 東9e　140”13’ ， 北nC　35“57’

に あり， 震源の 深さ 40

km ，
マ グニ チ ュ

ー
ドは 2．9で あるが ， 上下動 の 速度

成分は柿岡，水戸 ， 銚子 な どで の み記録さ れ た （気

象庁 ，
1980d ）．こ の 地震は ， 前述し た「鹿島灘地震」

で 発現 した 「東茨城震動区」内に震央を もつ 地殼内

地震で ある が ， 地盤 の 震動は こ の 震動区 と隣接する

「那珂震動 区」で の み記録さ れ た こ と に な る．同様

な 現象 は ， 1980年 5 月 12 日 11時 14分 44．0 秒の

「北 関 東 地 震」 （震 央 位 置 ；東 経 139°52’， 北 緯

36“49 ， 震源 の 深 さ ；le　km ，
マ グニ チ ュ

ード ：3．2）

で も観測さ れ て い る （気象庁， 1980e）．以上 の こ と

か ら， 「常総震動区」の よ うな大き な震動区の 区界ほ

ど明僚な 「弾性的な不連続面」あるい は 「深部裂 か 」

で は な い に し て も ， 何 らか の 地殼内の地質構造 上 の

弱線 が 小 さ な震動区 の 区界を形成 して い るもの と考

え られ る．

　した が っ て ， 震動区 の 規模は ， 破砕帯 の 巾 と長さ，

破砕された時期の新旧， 差動運動の 繰 り返 され た 回

数 な ど で 区分 さ れ る と こ ろ の地殼内の構造的弱線 に

よ っ て規定され て い る． こ れ らの 震動区 と構造的弱

線 とが ， 有感地震 の ときの 震動単元 と して の 「震動

地塊」を形成す る もの と考え られ る．もち ろ ん，よ

り規模の 大 き く，か つ ，よ り深部で 発生 し た 地震 の

場合は ， よ り広域に わ た っ て の 「震動地塊」の震動

が あ る もの と思われる．その 1例 として は ， 1980年

第 4 図 1980年 9 月 25 日 02時 54分 23．1 秒 の 「関東南東岸地震」（震央位置 ； 東経

140’13’01”

， 北緯 35931’01”， 震源の 深さ ；80km ，
マ グ ニ チ ュ

ード ；6，1）の 震度分布 と震

動 区．数字が 気象庁の 7 震 度階 の震 度 ア ミ の 部分 が震度 4 の 震動区．極太 実線 と斜線 の

部分 は 異常震 動 の 発 生場所．
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9月 25 日 02時 54分 23．1秒の 「関東南東岸地震」

（震央位置 ：東経 140°13’01「「

，北緯 35e31’Ol’f
，震源

の 深 さ ：80k蹤1，
マ グ ニ チ ュ

ード ：6．1）（気象庁 ，

1980f ）があ る．こ の 場合 ， 柿岡，宇都宮，熊谷 ， 東

京 ， 横浜の各測候所は震度 4 で あ っ たが ， 水戸 と銚

子 の それ で は震度 3 で あ っ た（第 4 図〉．したが っ て，

この と きの震動区界は柿岡と水戸の 間 ， お よび ， 東

京 ・横浜 と銚子 の 問 に そ れ ぞれ想定 さ れ る．逆 に ，

厂銚子近海地震」（1979年 10月 13 日 21時 45分 29，

0秒発生，震央位置 ；東me　140°52’， 北緯 35°49’

， 震源

の 深 さ ；30km ，
マ グニ チ ュ

ード ；4．9）の場合 ， 水

戸と銚子が震度 3で あ り，宇都宮，横浜，東京，熊

谷な どで は震度 1以下で あ っ た （気象庁 ， 正980a）．

「震動地塊」 の揺れ の つ よ さ こそ 違 うが ， 震動区塊

は前述 の 「関東南東岸地震」の それ と同 じで あ っ た．

「関東南東岸地震」と震源の 位置が 同じ で ， 地震の

規模の 異な る 「東京湾岸地震」 （1980 年 2 月 4 日 22

時 10分 11，9秒に発生．震央位置 ：東me　140“08’Ol”

，

北緯 35
°
32’Ol” ， 震源 の 深 さ ；70　km ，

マ グ ニ チ ュ
ー

ド ；4．2）の 場合 ， 東京湾岸地域 と水戸周辺地域 の み

が 震度 1で あ っ た （気象庁， 1980c）， （第 5 図）．こ

の 2 つ の例か ら もわ か る ように ， 関東平野地域で は ，

規模の 大 きな地震 で は互 い に同じような強 さで揺れ

る が ， 小地震で は 互 い に独立 して別々 な挙動を示す

震動地塊が存在 して い る とみ られ る．

　　　　　　 4 ．断層地塊 と震動地塊

　関東平野地域で もっ と も数多 く異常震動の観測さ

れ る区域は，埼玉県東部地域である．なかで も， 大

宮台地 か ら利根川 中流 まで の 巾 15km ほ ど の 帯 状

区域で集中的 に発生す る．こ の 区域 の 近 くで の 浅発

地震 の発生回数 が 多 い の もそ の一因で あ る が ， そ れ

以外の地域で発生し た有感地震 で も異常震動 をよ く

体感 で きるの は 次 に述 べ るような理 由 に よ る と考 え

」6
°

丶

0

第 5 図 1980年 2 月 4 日 22時 10分 11．9秒 の 「東 京 湾岸地 震」（震 央位 置 ； 東経

140
°
08’Ol”，北緯 35

°
3701 ” ，震源 の 深 さ ；70　km ，

マ グニ チ ュ
ード ；4．2） の 震度分布 と震

動区．凡 例 は 第 4 図 と同 じ で あ る が ，有感区域 が と び離れ て い る こ と に 注 意．
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られ る．つ まり， こ の 区域は異常震動 の 発生要因 と

考 え ら れ る 基盤 断層の 密度が高 く （清水 ・ 堀 口 ，

1981），
か っ

， 上述 した ように ，浅発地震 の 震動区界

に な る こ とが 多い た め で あ ろ う．これ と同様な地質

学的 ・地震学的特徴は東京湾北東岸地域 で もみられ

る．した が っ て ， 東京湾北東岸地域か ら元荒川流域

に か けて の ， 北西
一

南東方向で 巾 15km ぐらい の 帯

状区域は ， 地表近 くの小断層 ， 地下数 km に お ける

中・古生界 中の 基盤断層，地下数 10m まで の地殼 の

弱線な ど の 発達密度が 非常に高 い 区域で あ る とい え

る．地下数 10km まで 発達す る と考 えられ る こ の 地

質構造お よ び地震震動上 の 不連続帯を 「関東基盤 断

裂帯」と呼称す る．

　 「関東基盤断裂帯」は地下 40〜50km に 震源 をも

つ 地震 に 対し て は ， 何ら か の 形 で震動区界に な り得

る が，震源 の 深 さ が 80km で マ グニ チ ュ
ー

ド6．1 の

「関東南東岸地震」で は 震動区界に な ら な か っ た．

した が っ て ， 「関東基盤断裂帯」の 発達深度は 深 くて

も地下 40〜50km ぐらい まで で あろう．その 他 の よ

り小規模な震動地塊の 境界 ，
つ ま り， 震動区界 の 発

達深度は前述の 「北関東地震」 の例を み て も， た か

だ か 地下 20〜30km ぐらい まで と考え られ る．した

が っ て ， 「関東基盤断裂帯」は，現在 の 関東平野地域

に 発達す る断層地塊や震動地塊 の 区界の うち で も っ

と も基本的 で ，か つ
， もっ と も規模の大き い 区界で

あ る．この他 ， 東京湾北部の南西岸か ら利根川河口

に かけて の 北束
一

南西方向 の 帯状区域 と ， 霞ケ浦 の

北浦沿い の北西一南東方向の帯状区域も注目さ れ る

が，基盤地質 の 調査が 不十分 で あ り，こ れ か ら の 検

討を 要 す る区域で あ る．ま た，「鳥 山澆曲崖」の よ う

な南北方向の 基盤構造に対応す る震動区界 は きわ め

て不明僚で あ り，
こ れ らに対応す る地下 ta　10　km の

構造 的不連続面 は未発達なの か もしれない ．

　震動地塊 の 形成時期 に つ い て は ， 異常震動帯 と常

総粘 土 層 の 変形軸 。泉谷泥層 （楡井 ， 1982＞の 等深

線の急傾斜軸 。常総粘土層を切 る 「綾瀬川断層」の

断層線との
一

致 か ら ， 楡井ほ か （1981）の 「活地塊」

と同 じように ， 上総層群 ・下総層群 の 堆積後 で ある

と考え られ る．

　上 に 述 べ て きた ように
， 関東平野地域 に 発達す る

断層地塊は更新世末期に顕在化 し ， そ の うち の
一

部

は完新世 に 再動 して い る （堀 口，1974， 1981）．さ ら

に ， そ れ らの活地塊 （楡井ほか
， 1981） として 運動

す る地塊 の うち の い くつ か が ， 震動地塊 と して 地震

時に挙動す る も の と考えられ る．こ の 意味 で は ， 「活

地塊」 と 「震動地塊」 とは ほ ぼ 同義語だ と考え られ

るが ，将来の 検討課題で あ る．

　 この 小論 をま と め る に あた り， 埼玉大学教養部 の

堀 口万吉氏 ， 地質調査所の鈴木尉元氏 と小玉 喜三 郎

氏 ， 千葉県公害研究所 の楡井　久氏 と樋口茂生氏 ，

埼玉 県立岩槻高校 の 清水康守氏，都立渕江高校の 足

立久男氏 の 方々 か らは多大 の援助 と御教 示 を賜わ っ

た．新潟大学積雪地域災害研究 セ ン タ
ー

の 藤 田 至 則

氏 か らは貴重な御意見をい た だ い た．構造地質研究

会 と地震震動研究会の 方々 に は，種々 御討論い ただ

い た．以上 の方々 に深 く感謝い た し ます．

　研究 をすすめ る に あた り， 埼玉大学教養部 の 後藤
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