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平成 28 年（2016 年）熊本地震及び関連情報
「第一報」余震分布と周辺の地質［2016 年 4 月 15 日］

地࣭ௐࠪ૯߹ηϯλー �ʣ

IUUQT���XXX�HTK�KQ�IB[BSET�FBSUIRVBLF�LVNBNPUP�����ɹΑΓసࡌ

平成 28 年（2016 年）4 月 14 日に発生した熊本地方の地震
の関連情報

2016 年 4 月 14 日 21 時 26 分頃，熊本県熊本地方を震

源としたマグニチュード 6.5（気象庁暫定値）の地震が発生

しました．産総研地質調査総合センターでは，地震の発生

を受けて，組織的な対応を取るため「緊急地震調査対応本

部」を設置しました．地質調査総合センターでは，ウェブ

サイトを通じて本地震に関する研究情報を発信して参りま

す．

ウェブサイト開設後，2016 年 4 月 16 日午前 1 時 25

分頃に，さらに規模の大きな地震が発生し，活発な地震活

動は熊本県阿蘇地域，大分県別府地域にも広がっていま

す．地質調査総合センターでは，今回の九州中部地域を中

心とする地震活動などに関する調査結果等につきまして

ウェブサイトを通じて，ご紹介していく予定です．

ୈ �ਤɹ࢈�૯ݚγーϜϨε地࣭ਤʹɼࠓճのຊ震の震ԝͱ͓Αͦの
༨震のΛॏͶͨのɽ

ɹɹɹɹ�ઢののؙڀݚཱࠃ։ൃ๏ਓࡂՊֶٕज़ڀݚॴ
)J�OFU 地震؍ଌγεςϜのࣗಈॲཧ݁ՌʹΑΔຊ震ͱ༨震
ʢ����  �݄ ��  ͰʣΛࣔ͢ɽ·࣌�

余震分布と周辺の地質

点線の枠内の丸は国立研究開発法人防災科学技術研究所Hi-net地震観測システムの自
動処理結果による本震と（2016年4月15日9時まで）を示す。基図はシームレス地質図。

阿蘇山

雲仙

本震

ୈ �ਤɹ
�ୈ �ਤのઢのの֦େਤɽ
ؙڀݚཱࠃ։ൃ๏ਓࡂՊֶٕ
ज़ڀݚॴ )J�OFU 地震؍ଌγεςϜ
のࣗಈॲཧ݁ՌʹΑΔຊ震ͱ༨震
ʢ����  � ݄ ��  � ͰʣΛࣔ·࣌
͢ɽجਤ��ສの�地࣭ਤ෯ʮ۽
ຊʯʢ����ʣͱʮീٴͼ࡚の
Ұ෦ʯʢ����ʣΛ༻ɽ

1）産総研 地質調査総合センター Geological Survey of Japan, AIST（2016）2016 Kumamoto Earthquakes: report 1.
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ୈ �ਤɹ�ฏ��ʢ����ʣ۽ຊ地震の�݄��࣌�����の地震ʢ.����ʣɼ�݄��࣌����の地震ʢ.����ʣの震ԝʢオ
Ϩϯジのؙɿؾிఆղʣٴͼ༨震の震ԝʢ੨ؙʣɽ༨震ɼڀݚཱࠃ։ൃ๏ਓࡂՊֶٕज़ڀݚॴ )J�OFU
地震؍ଌγεςϜのࣗಈॲཧ݁Ռʢ����  � ݄ ��  ʙ࣌� �݄ ��  �� ʹʣ࣌ ΑΔɽؙのେ͖͞Ϛάχνϡー
υʹൺྫ͍ͯ͠Δɽઢ׆அΛද͢ɽجਤɼ�� ສの̍ຊγーϜϨε地࣭ਤʹΑΔɽ

平成 28 年（2016 年）熊本地震及び関連情報
「第二報」2016 年 4 月 15 日からの九州中部の地殻活動関連情報

［2016 年 4 月 16 日］
地࣭ௐࠪ૯߹ηϯλー �ʣ

IUUQT���XXX�HTK�KQ�IB[BSET�FBSUIRVBLF�LVNBNPUP�����ɹΑΓసࡌ

2016 年 4 月 15 日からの九州中部の地殻活動関連情報

を掲載します．

熊本県から大分県にかけて活発になった地震活動情報，

南阿蘇村の斜面崩壊，阿蘇火山に関する情報を掲載します．

九州中部の地震活動と周辺の地質
地震は日奈久断層帯北部から布田川断層帯北部，阿蘇山

1）産総研 地質調査総合センター 

を経て別府－万年山断層帯分布域に連続する．別府湾から

九重・阿蘇を経て島原半島に至る延長約 200 km，幅 20

～ 30 km の範囲には溝状の地質構造が存在し，「別府－島

原地溝」と呼ばれている．余震分布は，おおまかには「別

府－島原地溝」沿いに分布している．ただし，地溝南部に

も延びている．

Geological Survey of Japan, AIST（2016）2016 Kumamoto Earthquakes: report 2.
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20 万分の 1 地質図に震央分布を示した図（震源地域周辺）

ୈ �ਤɹࠓ�ճの地震の震ݯͱͳͬͨಸٱஅଳాஅଳɼനѥلのՃମʢஅଳのೆଆʣジϡϥلのมؠʢಉஅଳの
ଆʣ͔ ΒͳΔٰྕ෦ͱ۽ຊฏീฏͱのڥքʹҐஔ͢Δ׆அͰ͋Δɽ�݄ �� の地震ʢ.����ʣの震ݯಸٱஅଳ্ʹɼ�
݄ �� の地震ʢ.����ʣాஅଳ্ʹҐஔ͍ͯ͠Δɽ੨ؙڀݚཱࠃ։ൃ๏ਓࡂՊֶٕज़ڀݚॴ)J�OFU 地震؍ଌγεςϜのࣗ
ಈॲཧ݁ՌʹΑΔ震ԝΛࣔ ʢ͢����  � ݄ ��  � ʙ࣌ �݄ ��  �� ఆղʹΑΔிؾʣɽオϨϯジ৭のؙ࣌ �݄ �� ʹൃੜ͠
ͨ.��� の地震ٴͼ �݄ �� ʹൃੜͨ͠.��� の地震の震ԝΛࣔ͢ɽجਤɼ�� ສの �地࣭ਤ෯ʮ۽ຊʯʢ����ʣʮീٴͼ࡚
のҰ෦ʯʢ����ʣΛ༻ɽʢ����  �݄ �� ʀ׆ಈのਐలɼ震ݯҐஔの࠶ղੳʹͱͳ͍ɼ࠷৽の震ݯਤʹमਖ਼ʣ
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20 万分の 1 地質図に震央分布を示した図（阿蘇カルデラ周辺）

ୈ �ਤɹ�� �� ݄ �� ʹ.���� の地震͕ൃੜͨ͠ޙʹɼ
ѨોΧルσϥपลͰ地震׆ಈ͕ൃ׆Խ͠
ͨɽ震ԝѨોΧルσϥの෦ʹूதͯ͠
͓Γɼͦの౦ʵೆํʹԆͼͯ
͍Δɽ

� �ؙ ڀݚཱࠃ։ൃ๏ਓࡂՊֶٕज़ڀݚॴ
)J�OFU 地震؍ଌγεςϜのࣗಈॲཧ݁Ռ
ʢ����  � ݄ ��  � ʙ࣌ � ݄ ��  �� ࣌
·Ͱʣɽؙのେ͖͞Ϛάχνϡーυʹൺ
ྫ͍ͯ͠Δɽجਤɼ�� ສの � 地࣭ਤ
෯ʮ۽ຊʯʢ����ʣʮେʯʢ����ʣΛ༻ɽ

20 万分の 1 地質図に震央分布を示した図（別府周辺）

ୈ �ਤɹ�� � ݄ �� ʹ.���� の地震͕ൃੜͨ͠ޙʹɼେݝผࢢ༝ࢢͰ地震׆ಈ͕ൃ׆Խͨ͠ɽ震ԝผʵສࢁஅଳ্ʹҐஔͯ͠
� ͓Γɼͦのํʢ౦౦ʵʣಉஅଳのͱௐతͰ͋Δɽ�
ɹ� ؙڀݚཱࠃ։ൃ๏ਓࡂՊֶٕज़ڀݚॴ)J�OFU 地震؍ଌγεςϜのࣗಈॲཧ݁Ռʢ����  �݄ ��  ʙ࣌� �݄ ��  �� Ͱʣɽ·࣌
� ؙのେ͖͞Ϛάχνϡーυʹൺྫ͍ͯ͠Δɽجਤɼ�� ສの �地࣭ਤ෯ʮେʯʢ����ʣʮதʯʢ����ʣΛ༻ɽ
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南阿蘇村の斜面崩壊について

ୈ �ਤɹ�����  � ݄ �� ະ໌の .���ʢ ؾ
ிʹΑΔʣの地震ͰɼೆѨોଜ
पลͰଟ͘の่͕͚Ε͕ൃੜͨ͠ɽ�
ଆのࣼ໘Ͱڮʹ͔͔ΔѨોେࠇ
ಛʹେنͳ่յ͕ൃੜͨ͠ɽ͜
͜ѨોΧルσϥのԑͰҎલのઌ
ѨોՐࢁʢ�� ʙ �� ສલʣの༹ؠ
Ր͕ؠࡅ͢ΔɽΧルσϥนҰ
ൠʹࣼٸͰɼࠓճのΑ͏ͳେ͖ͳ
地震ಈͰ่յ͢Δ͜ͱ͕͋Δɽ͜の
΄͔地ࠈԹઘͳͲのԹઘ地の่յɼ
ٸΒͳΔ͔ྲྀؠの༹ࢁΧルσϥՐޙ
のͰ͋Δɽਤɼ͖ͨى地Ͱࣼ
Րࢁ地࣭ਤ�/P��ʮѨોՐࢁ地࣭ਤʯ
ʢ����ʣΑΓɽ

ୈ �ਤɹ่յ地पลʢୈ �ਤのԫ৭͍ઢʣの֦େਤʢجਤɼՐࢁ地࣭ਤ�/P��ʮѨોՐࢁ地࣭ਤʯʢ����ʣʣɽ
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平成 28 年（2016 年）熊本地震及び関連情報
「第三報」緊急現地調査報告 [2016 年 4 月 18 日 ]

നᖛى٢ �ʣ・ɹ �ʣ・ؙࢁɹਖ਼ �ʣ・٢見խߦ �ʣ

IUUQT���XXX�HTK�KQ�IB[BSET�FBSUIRVBLF�LVNBNPUP�����LVNBNPUP���������IUNMɹΑΓసࡌ

2016 年 4 月 14 日及び 16 日に発生した地震にともない，

震源域にあたる熊本県上益城郡益城町及び周辺地域におい

て，同月 16 日と 17 日の二日間，地表変状の概要把握を

目的とした緊急調査を実施した（第 1 図）．調査は 16 日未

明の M7.3 の地震の発生後である．調査の結果，震源域付

近に位置する日奈久断層帯北部の高野－白旗区間と布田川

断層帯の布田川区間において断続的に連なる地表地震断層

を確認した（第 1 図）．また，布田川断層帯の宇土区間に

おいても地表地震断層の可能性がある地表変状が見出され

た．いくつかの地点では，メジャーとコンパスを用いた簡

易測量により変位量を計測した．観察された地表地震断層

を含む地表変状を簡単に紹介する（写真 1 ～ 16）．

なお，広島大学の中田　高名誉教授，京都大学の後藤浩

之准教授並びに株式会社パスコの小俣雅志氏には地表地震

断層の出現位置についての貴重な情報を提供していただい

た．

1）産総研 地質調査総合センター 活断層・火山研究部門

ୈ �ਤɹ�
地ௐࠪʹ͓͍ͯ֬ೝ͞Εͨݱٸۓ
地ද地震அٴͼ地දมঢ়の
ɽجਤɼࠃ地ཧӃൃߦの
அਤʢా΄͔ɼ����ʣɽ׆ݍࢢ

SHIRAHAMA, Y., MORI, H., MARUYAMA, T. and YOSHIMI, M.（2016）2016 Kumamoto Earthquakes: report 3.
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地表地震断層と判断した地点の写真

ࣸਅ �ɹ�ಊԂूམのాാʹ見ΒΕΔӈԣͣΕมҐͱͣΕʹΑͬͯੜ
ͨ͡ϞールτϥοΫɽࣸਅ౦ํࡱ͔ͯͬʹӨɽஅ
੨͍ϏχールϋεのӈΛ௨Γɼࢁதଓ͘ɽനҹ
அҐஔɼҹมҐηϯεΛද͢ɽʢ����  � ݄ ��
ࡱӨʣ

ࣸਅ �ɹ�ಊԂूམのాാʹ見ΒΕΔӈԣͣΕมҐɽࣸਅํ
のӈԣͣΕมҐྔ࣌ͨ͠ʹ४جಓΛܣӨɽࡱ͔ͯͬʹ
 ����DNɽʢ����  �݄ �� ࡱӨʣ

ࣸਅ �ɹ�্ ूམのฮಓ࿏ʹ見ΒΕΔॖมܗɽࣸਅೆ౦ํ
Өɽ্ԼมҐྔࡱ͔ͯͬʹ ���DNɽஅ/��& ํ
ʹଓ͘ɽʢ����  �݄ �� ࡱӨʣ

ࣸਅ �ɹ�Լूམํʹ見ΒΕΔӈԣͣΕมҐͱ
ϞールτϥοΫɽࣸਅ౦ํ͔ͬʹ
ӨɽӈԣͣΕมҐྔࡱͯ ����DNɼ্Լ
มҐྔ���DNɽʢ���� �݄ ��ࡱӨʣ

(FPMPHJDBM�4VSWFZ�PG�+BQBO�"*45
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ࣸਅ �ɹࡾ�ूམのാʹ見ΒΕΔॎͣΕมҐɽࣸਅ౦ํʹ
Өɽ্ԼมҐྔࡱ͔ͯͬ ���DNɽԞʹ見͑Δަࠩۙ
ʹಉ༷のมҐ͕࿈ଓɽʢ����  �݄ �� ࡱӨʣ

ࣸਅ �ɹ�Լूམํʹ見ΒΕΔ /��8のࠨԣͣΕΛͱ
ͳ͏ਫాのᎡۂมܗɽࣸਅํࡱ͔ͯͬʹӨɽ
্ԼมҐྔ �� ʙ ���DNɼࠨԣͣΕมҐྔ ���DNɽ
ʢ����  �݄ �� ࡱӨʣ

ࣸਅ �ɹ�Ҫूམʮӹொொຽ͍͍͜のՈʯறंʹ見ΒΕΔӈԣ
ͣΕมҐɽࣸਅํࡱ͔ͯͬʹӨɽӈԣͣΕมҐ
ྔ �� ʙ ���DNɽʢ����  �݄ �� ࡱӨʣ

WNW

ࣸਅ �ɹࡾ�ूམೆのਫాʹ見ΒΕΔӈԣͣΕมҐɽࣸਅ౦
ӨɽஅΨーυϨールのΈ෦͔Βࡱ͔ͯͬʹํ
ಓ࿏Λ௨ΓɼԞのਓՈのӈΛ௨աͯ͠ɼࣸਅ �ͱ࿈ଓ͢
Δɽʢ����  �݄ �� ࡱӨʣ
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ࣸਅ �ɹ�ूམଆのਫాʹ見ΒΕΔӈԣͣΕมҐͱϞールτϥο
Ϋɽࣸਅ౦ํࡱ͔ͯͬʹӨɽʢ�����݄��ࡱӨʣ

ࣸਅ ��ɹ�ूམଆのਫాʹ見ΒΕΔӈԣͣΕมҐɽࣸਅೆೆ
౦ʹࡱ͔ͯͬӨɽ࡞ߞΛج४ʹͨ࣌͠のӈԣͣΕมҐ
ྔ ���DNɽʢ����  �݄ �� ࡱӨʣ

ࣸਅ ��ɹ�൧খֶߍೆのࠃಓ ��� ߸ઢʹ見ΒΕΔॎͣΕมҐɽࣸ
ਅೆํࡱ͔ͯͬʹӨɽ্ԼมҐྔ ���DNɽ
ʢ����  �݄ �� ࡱӨʣ

ࣸਅ ��ɹ�ूࢁམํのฮಓ࿏ʹ見ΒΕΔӈԣͣΕมҐɽࣸਅ
ํࡱ͔ͯͬʹӨɽʢ����  �݄ �� ࡱӨʣ

ࣸਅ ��ɹߴ� ूམのਫాʹ見ΒΕΔӈԣͣΕมҐɽࣸਅೆํʹ
ӨɽӈԣͣΕมҐྔࡱ͔ͯͬ ���DNɽʢ����  � ݄
�� ࡱӨʣ
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ˡࣸਅ ��ɹ�্ ूམのฮಓ࿏ʹ見ΒΕΔӈԣͣΕมҐɽࣸਅ౦ߴ
のӈԣͣΕมҐ࣌४ͱͨ͠جΛߔӨɽଆࡱ͔ͯͬʹํ
ྔ ���DNɽʢ����  �݄ �� ࡱӨʣ

ࣸਅ ��ɹ�۳ౡूམೆԑԊ͍のฮಓ࿏ʹ見ΒΕΔ্ԼมҐΛͱͳ
͏։ُޱ྾ɽࣸਅ౦౦ํࡱ͔ͯͬʹӨɽ্ԼมҐ
ྔ͓Αͦ ���DNɽُ྾౦ೆํのాാʹஅଓతʹ
ɽʢ����  �݄ �� ࡱӨʣ

ࣸਅ ��ɹ
�۳ౡूམೆํの地ܗతߴ·Γͱਫాͱ
のڥքʹੜͨ͡ೆ্͕Γの։ُޱ྾ͱ
ೆଆのᎡΈ্͕ΓʹΑͬͯੜͨ͡ࡤの
มܗɽࣸਅೆํࡱ͔ͯͬʹ
Өɽ্ԼมҐྔ͓͓Αͦ ���DN ͔
ͦΕҎ্ɽ地ڥܗքʹͦͬͯೆ্͕Γ
のᎡΈͱ։ُޱ྾͕࿈ଓతʹ見ΒΕ
ΔɽനҹᎡΈのܗঢ়Λද͢ɽʢ����
 �݄ �� ࡱӨʣ

参考資料
池田安隆・千田　昇・中田　高・金田平太郎・田力正好・高沢信司：都市圏活断層図［熊本］，国土地理院技術資料 D.1–

No.368， （2001）
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平成 28 年（2016 年）熊本地震及び関連情報
熊本地震による地下水資源への影響について [2016 年 4 月 26 日 ]

ொాɹޭ �ʣ・খণ �ʣ・ؙҪರঘ �ʣ

IUUQT���XXX�HTK�KQ�IB[BSET�FBSUIRVBLF�LVNBNPUP�����LVNBNPUP���������IUNMɹΑΓసࡌ

1）産総研 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

熊本市やその周辺の市町村の地下には，第 1 帯水層（浅

層）と，第 2 帯水層（深層）という主に 2 つの帯水層が存

在します．例えば江津湖周辺では，第 1 帯水層の基底面

は標高 －20m付近，第2帯水層の基底面は－200m付近（第

1 図参照）にあります．そのうち，地下水資源として重要

なのは第 2 帯水層の地下水です．

従来の研究により，第 2 帯水層の地下水の主な涵養域

（地表から水が浸透して第 2 帯水層に入っていく地域）は

白川中流域であることがわかっています（第 2 図の “ 涵養

域 ” と描かれている領域）．第 2 帯水層内の地下水位の分

布図によると，涵養域である白川中流域から概ね南西に向

かう地下水の流れが生じていることがわかります（第 2 図

の矢印）．地表まで到達している断層は熊本市街地の南に

位置していますので，熊本地域全体の地下水資源に劇的な

変化が生じるとは考えにくい状況です．ただし，地震によ

る地殻の伸縮や強い地震動によって，一時的な地下水位の

変化や地下水の濁りが観測されることもあり，今後も注意

深い観測が必要です．

なお，図は水文環境図 No.7「熊本地域」（2014）に収録

されており，原図は熊本県・熊本市（1995）より引用して

います．

ୈ �ਤɹ�ୈ �ଳਫのجఈ໘ਤɽ� �
地ԼਫݯࢿΛᡢ͍ͯ͠Δଳਫʢ地Լਫの༰ΕのͱͳΔ地࣭ʣのԼ໘ਂͰ͢ɽ
ଳਫのਂॴʹΑͬͯେ͖͘ҟͳΓ·͢ɽஅのҐஔ۽ຊ۽・ݝຊࢢʢ����ʣ
ʹΑΓ·͢ɽ

MACHIDA, I., ONO, M. and  MARUI, A.（2016）2016 Kumamoto Earthquakes: related information.
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ୈ �ਤɹ�ୈ �ଳਫの地ԼਫҐߴઢਤɽ� �
ଳਫの地ԼਫのਫҐʢਫѹのΠϝージʣͰ͢ɽ� �
地Լਫߴઢʹަ͢ΔํʹɼਫҐの͍ߴ΄͏͔Β͍΄͏ͱྲྀΕ·͢ɽ

関連情報

産総研・地質調査総合センターでは，地質図及び阿蘇火山中岳の 2014 年からの一連の噴火に関して，以下の関連情

報を公開しています．

九州地域の活断層と震央分布（地質図 Navi） （https://gbank.gsj.jp/

geonavi/geonavi.php?lat=32.92678&lon=131.08112&z=10&b

asemap=Google_Terrain&layers=&ol=activeFaults,GsjKumamot

oQuake）

阿蘇火山地質図 （日本の火山データベース）（https://gbank.gsj.jp/

volcano/Act_Vol/aso/index.html）

阿蘇火山地質図 （凡例のみ）（https://gbank.gsj.jp/volcano/Act_Vol/

aso/map/legend04.html）

衛 星 画 像：2016 年 4 月 20 日（11:08:16 撮 影 ASTER 画 像 を 地

質 図 Navi に 追 加（https://gbank.gsj.jp/geonavi/geonavi.ph

p?lat=32.97172&lon=130.90328&z=10&basemap=Google_

Terrain&layers=&ol=eqKumamoto_ASTER-VA）

地質図（地質図 Navi）：20 万分の 1 地質図幅「熊本」「八代及び野

母崎の一部」（https://gbank.gsj.jp/geonavi/geonavi.php?lat=32

.70895&lon=130.76165&z=13&layers=1044,1172,seamless_

geo_detailed）

20 万分の 1 日本シームレス地質図詳細版全国統一凡例（https://

gbank.gsj.jp/seamless/legend_shosai.html）

20 万分の 1 地質図幅「熊本」（https://www.gsj.jp/data/200KGM/

JPG/GSJ_MAP_G200_NI5211_2004_200dpi.jpg）

20 万分の 1 地質図幅「八代及び野母崎の一部」（https://www.gsj.jp/

data/200KGM/JPG/GSJ_MAP_G200_NI5212_2010_200dpi.

jpg）

20 万分の 1 地質図幅「大分」（https://www.gsj.jp/data/200KGM/

JPG/GSJ_MAP_G200_NI5205_2015_200dpi.jpg）

阿 蘇 火 山 中 岳 の 噴 火 情 報（ 火 山 研 究 情 報 ）（https://www.gsj.jp/

hazards/volcano/asokazan2014/）

阿蘇山（日本の火山データベース）（https://gbank.gsj.jp/volcano/

Quat_Vol/volcano_data/J33.html）

火山地質図 No. 4「阿蘇火山地質図」（地質図カタログ）（https://

www.gsj.jp/Map/JP/volcano.html）

火山地質図 No. 4「阿蘇火山地質図」（地質図 Navi）（https://gbank.

gsj.jp/geonavi/geonavi.php?lat=32.89509&lon=131.04321&z=

12&layers=820,seamless_geo_detailed）

平成 24 年 7 月九州北部豪雨による熊本県，阿蘇カルデラ北東部で発

生した斜面崩壊の地質学的背景（https://www.gsj.jp/hazards/

landslide/120712aso.html）

※いずれの URL も 2016 年 5 月 11 日確認

https://gbank.gsj.jp/geonavi/geonavi.php?lat=32.92678&lon=131.08112&z=10&basemap=Google_Terrain&layers=&ol=activeFaults,GsjKumamotoQuake
https://gbank.gsj.jp/volcano/Act_Vol/aso/index.html
https://gbank.gsj.jp/volcano/Act_Vol/aso/map/legend04.html
https://gbank.gsj.jp/geonavi/geonavi.php?lat=32.97172&lon=130.90328&z=10&basemap=Google_Terrain&layers=&ol=eqKumamoto_ASTER-VA
https://gbank.gsj.jp/geonavi/geonavi.php?lat=32.70895&lon=130.76165&z=13&layers=1044,1172,seamless_geo_detailed
https://gbank.gsj.jp/seamless/legend_shosai.html
https://www.gsj.jp/data/200KGM/JPG/GSJ_MAP_G200_NI5211_2004_200dpi.jpg
https://www.gsj.jp/data/200KGM/JPG/GSJ_MAP_G200_NI5212_2010_200dpi.jpg
https://www.gsj.jp/data/200KGM/JPG/GSJ_MAP_G200_NI5205_2015_200dpi.jpg
https://www.gsj.jp/hazards/volcano/asokazan2014/
https://gbank.gsj.jp/volcano/Quat_Vol/volcano_data/J33.html
https://www.gsj.jp/Map/JP/volcano.html
https://gbank.gsj.jp/geonavi/geonavi.php?lat=32.89509&lon=131.04321&z=12&layers=820,seamless_geo_detailed
https://www.gsj.jp/hazards/landslide/120712aso.html
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2015 年ネパール・ゴルカ地震による
歴史的建造物の被災状況

ϓϥμϯ・オϜ �
・Ճ౻ᛨҰ �


1）応用地質株式会社　2）産総研　名誉Ϧサーチャー

a   લɹb   ͷ � Χ݄ޙʢ� ݄ʣ   D   ͷޙʢ�� ݄ʣͷࡱӨɽ
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b
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ୈ �ਤɹ�ΧτϚϯζ・μルόル�
�γϰΝࣉӃɹ.BKV�%FWBM

ୈ � ਤɹ�ΧτϚϯζ・μルόル�
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a b
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ୈ �ਤɹ�ΧτϚϯζ・μルόル�
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a b

a
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完全に倒壊
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ୈ �ਤɹόΫλϓル・μルόルɹϰΝελル・υΡルΨʢ7BTUBMB�%VSHBʣࣉӃ

ୈ �� ਤɹόΫλϓル・μルόルɹϑΝγ・σΨʢ'BTJ�%FHBʣࣉӃ

ୈ �� ਤɹχϟλϙϥʢ/ZBUBQPMBʣࣉӃʢࠨʣͱόΠϥϰφーτʢ#IBJSBWOBUIʣࣉӃʢӈʣ

ˎ写真のઆ明は，本߸の加藤・ϓラμン「ωパールのジΦ・

地震ฝ見」を参照されたい．
PRADHAN Om and KATO Hirokazu（2016）Damaged historical 
monuments in Nepal caused by 2015 Nepal-Gorkha earthquake.
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ネパールのジオ・地震瞥見
　加藤碵一 1）・プラダン・オム 2）

１．まえがき

2015 年 4 月 25 日にネパールの首都カトマンズ北西方

のゴルカ（Gorkha）付近で，震源の深さ約 15 km，Mw 7.8

の地震（第 1 図左星印）が生じ，ネパール・ゴルカ地震と

称される．さらに同年 5 月 12 日には，カトマンズ東方（本

震の震源域東端付近）でMw 7.3の最大余震（第1図右星印）

が発生し，多くの人的・物的被害が生じ，今，なお復旧の

途上にある．これを契機として筆者らは応用地質株式会社

の計らいで関係者らと現地調査を実施し，当該地の地形地

質や被災・復旧状況やネパール側の地質調査機関について

瞥見する機会を得た．詳細な報告は別途投稿中（早川ほか，

キーワード： ネパール・ゴルカ地震，高ヒマラヤ，レッサーヒマラヤ，サブヒマラヤ，
シワリク，地震被害

１）産総研 名誉リサーチャー
２）応用地質株式会社

2016）であるが，それとなるべく重複を避け，視点を変

えてここでさらに紹介する次第である（本号口絵参照）．

２．ネパールの地形・地質・テクトニクス

ネパールは，地形と地質・テクトニクスが密接に関連す

る．すなわち北側のヒマラヤ山脈は，インド亜大陸とチ

ベット高原を隔て，緩やかに南方に凸な弧を描いて平走す

る 3 つの山脈，すなわち南から北へ，サブヒマラヤ・レッ

サーヒマラヤ・高ヒマラヤに区分される．それらの境界は，

いずれも北側上がりのスラスト（MCT・MBT）が画してい

る（第 1 図）．

 

 

中国（チベット自治区） 

インド 

5 月 12 日の最大余震の震央 

高ヒマラヤ 

レッサーヒマラヤ 

サブヒマラヤ 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

5 

第 1図　ネパールの地質略図（酒井，2015 に加筆）．
　　　　�1：花崗岩類，2：チベット・テーチス堆積岩類，3：高ヒマラヤ及びレッサー・ヒマラヤの結晶片岩類，4：カリ・ガンダキ超グループ（ナ

ワコット・コンプレックス），5：タンセン　グループ（含ドゥンリ層），6：山間盆地及び前縁盆地堆積物，7：第四紀堆積物（テライ平原）．
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Ճ౻ᛨҰ・ϓϥμϯ・オϜ

2. 1　テライ平原
ώマラϠ地域の隆ىにىҼする第ߋل࢛৽ੈ以߱のް

い未ݻ結Տ成ଯੵからなる．さらに南方のインドଆで

はΨンジス（Indo-Gangetic）平野に連なる．Main Frontal 

Thrust（MFT，主前ԑスラスト）が，本平野北ԑを画し，

．のサブώマラϠとの境քをなしている߲࣍

2. 2　 サブヒマラヤ Sub Himalayas･ 前（外）ヒマラヤ（シ
ワリク山地 Siwalik Range）

標高 900 m 前後（～ 1,200 m）をなす．৽第لࡾ中ظ中

৽ੈ・৽ੈないしそれ以 （߱第ߋل࢛৽ੈॳظ）のώマ

ラϠ山຺の急ܹな隆ىにって，その前ԑຍ地に流出し

たいわΏるϞラοセଯੵ（シϫϦΫ層：成の動২化

ੴをଟ産．第 2，3 図）を主とし（一部ҟ地性ؠմを含む），

層ްはࢉੵ 6,000 m 以上に達する．北ԑで主境քスラス

ト（Main #oundary Thrust：M#T）によって，߲࣍のより

．いレοサーώマラϠと境される（第̍図）ݹ

2. 3　 レッサーヒマラヤ Lesser Himalayas・低ヒマラヤ
Lower Himalaya

高ώマラϠの南前ԑをなす標高 2,000 ～ 5,000 m の北

西ʕ南東性の山地（第 4 図）で，南ԑを M#T によって，北

ԑを主中央スラスト（Main Central Thrust，MCT）で境さ

れ（第 1 図），主に変成・変ܗを受けたଯੵؠ （ྨメタଯੵ

斜面では，୨田が֤地؇．からなるྨؠや結থ質（ྨؠ

にみられる（第 5 図）．レοサーώマラϠ南部の標高 1,000 

～2,500 m の山地はマϋーόーラト山地（Mahabharat 

Lekh（Range）， ML）とশされ，100 万年前以߱隆ىがஶ

しく，現在でも年 1 ～ 2 mm 上昇しているといわれる．

カトマンζຍ地は，本地帯で ML の北ଆに位置する山間

ຍ地で，そのܗ成には ML の隆ىがີに関༩している．

（StÖcklin，1980ʀSakai et al ., 2006）．

ୈ �ਤɹೆʹγϫϦΫࢁ地ΛΉɽ

ୈ �ਤɹγϫϦΫのՏ・࠭ɽ

ୈ �ਤɹ�ϨοαーώϚϥϠ͔ΒํのߴώϚϥϠԕʢΧτϚϯζ
ํΑΓʣɽ

ୈ �ਤɹϨοαーώϚϥϠ地ҬͰྑ͘見ΒΕΔ୨ాɽ
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ネパールのジオ・地震瞥見

（1） ϨοαーώϚϥϠɾϝλଯੵྨؠ -FTTFS )JNBlBZBO 

.FUBTFEJNFOUTɿ下位から Kuncha Group（主にઌカンブ

ϦΞքのްく単調なϑϦοシュ༷ؠ૬で，Ԙ基性ؠがซ入

している），Nawakot Group（ઌカンブϦΞք～下部ݹ生

քの一部ٯసした浅ւ性ଯੵؠ （ྨ第 6 図）で，Ԙ基性ؠ

がซ入している），及び Tansen Group（二・ੴܥ～৽

第ܥࡾ中৽統のྨؠ۵ࡅを主とする）と重なる．

（2） Ϩ ο α ー ώ Ϛ ϥ Ϡ ݁ থ 質 ؠ ྨ -FTTFS )JNBlBZBO 

$SZTUBllJOFTɿ カ ト マ ン ζ φ ο ϓ を 構 成 し， 下 位 の

#himphedi Group（主としてઌカンブϦΞքのଯੵىؠ源

の変成ؠ（৭ยؠ）で，部分的にϛグマタイト化・ยຑ

が؏入）をؠ化している．Ֆቋؠ Phulchauki（Phulchoki） 

Group（上部は，前～中ݹظ生代のੴփ質ؠを主とし，下

部は，ؠ۵ࡅやそれらがわずかに変成したؠੴ）がෆ合

に෴う（ݹ生代火成ྨؠについてはׂѪ）．

ୈ�ਤɹ/BXBLPU�(SPVQの࠭ؠʹ見ΒΕΔ�छのଯੵߏʢBʣʢCʣɽ�

（ b ）

2. 4　高ヒマラヤ Higher Himalayas
大ώマラϠ（Great Himalayas）ともশされ，Τベレスト

（8,844 m）を࢝めଟの 6,000 m 以上のϐーΫを༗し，

い．北ԑは，南チベοト・デΟタοチメݹ成年代がܗも࠷

ント（South Tibetan Detachment，STD）で画され，地下深

部とその北方にはςチスଯੵからなるςチス帯が分布す

る．

（1） νϕοτɾςνスଯੵྨؠ 5JCFUBO 5FUIZT SFEJNFOUT�

5JCFUBO TFEJNFOUBSZ ;oOFɿ化ੴにΜだ上部カンブϦ

Ξܥ～二ܥのଯੵྨؠと主に浅い中生代成ଯੵྨؠ

を主とするが，後ऀにはΞンϞφイトや矢ੴ（ベレムφイ

ト）を๛に産出するジュラلੴփؠがڬまれる．

ؠώϚϥϠ݁থ質ߴ （2） )JHIFS )JNBlBZBO $SZTUBllJOFTɿ

ઌカンブϦΞل基൫をなす高変成ؠで，ยຑؠ・ϛグマ

タイト・ᛠؠ・結থ質ੴփؠなどを含む（第 7，8 図）．

ୈ �ਤɹੴӳ຺のൃୡ͢ΔߴώϚϥϠ݁থ࣭ؠɽ

ୈ�ਤɹ�݁ থ࣭ؠยཧઅཧのൃୡ͕ஶ͘͠ɼؠմͱͯ͠੬ऑ
Ͱɼୈ�ਤԣのԊ͍ಓ࿏Ͱ地震ʹΑΔ่յ͕見ΒΕΔɽ
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2. 5　ヒマラヤ地域のテクトニクス
ώマラϠ山຺は，後ظ白ѥل（約 7,000 万年前）に北上

を開࢝した IAP（インド・ΦーストラϦΞ・ϓレート）と

北ଆに位置していた EUP（ϢーラシΞ・ϓレート）間の大

ϓレート同࢜のিಥにより生じた．ݹ第࢝لࡾ৽ （ੈ約

5,000 万年前）になると，ւ底のଯੵ層が᧞ۂ隆ىし，ま

た周ԑ部で火山活動が活発化していき，インドѥ大と

ϢーラシΞ大の間にあったςチスւを全にดした．

૬対的にൺ重がܰかったଯੵྨؠは，ւ༸ϓレート下に

はまずに隆ىしώマラϠ山຺をܗ成した．現在でも IAP

は北上し，隆ى上昇がܧ続して地震のଟ発地帯となってい

る．

ώマラϠ֤帯を画する，ないしその内部を細分する上ड़

の西北西 – 東南東性のスラスト܈（MFT，M#T，MCT）は，

地下深部にߦくにつれてさらに斜をݮずるϦストϦοΫ

断層の性質をもち，大部分が MFT に収れΜしていくとਪ

定されている（例えば，ञҪ，2015 参照）．

3. カトマンズ地域の地形・地質

3. 1　カトマンズ地域の地形
レοサーώマラϠ内に位置するカトマンζຍ地（ڦ୩）

は，東西約 30 km，南北約 25 km，平ۉ標高 1,340 m で，

南北ԑを東西性の活断層で画された第ل࢛構造ຍ地であ

る．本ຍ地は，地ܗ的には南を ML で境され，北はシό

ϓϦ山地（Shivapuri Lekh）で高ώマラϠからִてられてい

る．ຍ地周辺から流入するࢧ流は，ຍ地中央でόグマςΟ

（#agmati）川に合流し，୩の南ԑの࠷高（標高約 1,200 

m）の地点で ML をって，Ψンジス平野に南流する．シ

όϓϦ山地南山では，ݦஶなԭੵઔ状地と湖成ஈٰが発

達し，ML 北斜面では，زつかのԭੵઔ状地性ஈٰが分布

する．ຍ地内では，ݹいॱに大きくΰカルφஈٰ・ςΟϛ

ஈٰ・パタンஈٰに区分されるが，高位ஈٰは，ຍ地南ԑ

の一部に発達するのみで，これは ML の隆ىに関連すると

ղされている．（Yoshida and Igarashi，1984）.

3. 2　カトマンズ地域の地質・地形・テクトニクス　
ΧτϚϯζຍ地（ڦ୩）ٴͼपลͷج൫ྨؠ：カトマンζ

ຍ地は，前ड़のカトマンζ・コンϓレοΫスにଐする変

成ؠφοϓとその上位に載るςーチスଯੵྨؠから構成

されるカトマンζ・φοϓ上に位置する．྆グルーϓの

全層ްは，13 km に達する．カトマンζڦ୩の北斜面は，

主にยຑؠ・ยؠ質Ֆቋؠからなるが，ଞの斜面やڦ୩

中央部ではऑ変成を受けた Phulchauki Group からなる．

#himphedi Group とՖቋؠ体は，カトマンζڦ୩の分水

քの֎ଆで南方に࿐出する．

ΧτϚϯζຍ地（ڦ୩）ͷඃ෴（৽౷ʙୈܥ࢛）ɿຍ

地底の基൫をෆ合で෴って以下の第ܥ࢛（一部৽統）

ୈ �ਤɹ�ΧτϚϯζຍ地தԝ෦の֗ࢢ地ʢΧτϚϯζத৺෦の ��LNʹҐஔ͢Δٰの্ʹͯݐΒΕͨεϫϠϯϒφーτ
4XBZBNCIVOBUI ӃΑΓ౦ΛΉʣɽࣉ
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が分布する．従来，研究ऀによって区分がҟなることがଟ

く，またຍ地南北部で対ൺが必ずしも明確でないが，こ

こでは，主に࠷近のهड़にґڌする．なお，カトマンζ

市中央部におけるϘーϦングデータでは，約 550 m 地

下で基൫ؠに達している（ञҪ΄か，2000ʀSakai et al ., 

2012）．なお，以下現地ޠの発Իがෆ明確な合は，ӳࣈ

表現を༏ઌし，ิॿ的にカφ表هを付す．

（1）5FSFCIJS ɿ主にຍ地南部に分布し，基൫上にෆ

合で載る࠷下位のいわΏる基底ؠであるが，対ൺには՝

がる（Dongol，1987ʀShrestha et al ., 1998ʀYoshida 

and Igarashi，1984ʀYoshida and Gautam，1988ʀSakai 

et al ., 2001ʀSakai，2001）．

（2）-VLVOEol ɿ従来৽ੈとされてきたが（例えば，

Yoshida and Igarashi，1984），࠷近の৽ੈ～ߋ৽ੈ境

քの見し（2.58 Ma）を考ྀすると΄とΜどが前ߋظ৽ੈ

に૬する可能性が高い．基底の上にՏ成～湖成のమ

߭層（一部ަࢦ），ऑݻ結の೪土・シルトからなり，全体

的に同時ҟ૬をఄする．中部の主体をなす༗ػにむࠇ

৭೪土質ଯੵは Kalimati clay（後ड़）ともশされ，ຍ地

中央下でްくなる．

（�）*UBJUJ ɿຍ地北部では，Lukundol 層の上位に位置

し，྆層の境ք年代は約 0.97 Ma（Sakai et al ., 2006）と

されている．ຍ地南部では，細かい༗࠭టޓ層をなす

Sunakothi 層（Kalimati 層の上位）の上位に部分的に浸৯境

քをもって重なる．また，ຍ地内での対ൺもෆ明確で（Φ

ンラοϓ・ަࢦ関），ஈٰ面（ଯੵ）とそのڅ源である

地層との関もෆ明確である．

 （�） 5IJNJ ɿ主にຍ地北ԑ部に分布し，Itaiti 層中部に

対ൺされる．後ߋظ৽ （ੈ4 ～ 5 万年以上前）の湖成～൙

ཞ原上のՏ成ଯੵである（名取΄か，1980）．カトマン

ζの東南東約9 kmのςΟϛ地域の࠭࠾の࿐಄（第10図）

では，水平に近い層状シルトや࠭層の܁りฦしからなり，

全ൠに中৽ੈの白Ӣ母Ֆቋؠ༝来とࢥわれる白Ӣ母ยをଟ

量に含む．࠭層中には，֤छのラϛφの発達がஶしい部分

があり，࿐಄上部には 40 cm ްのࠇ৭೪土層を 2 ຕڬむ．

（5） ,BlJNBUJ ɿຍ地中央底では，ΰカルφ（Gokarna）

層・ςΟϛ層・パタン（Patan）層（後ड़）とަࢦするްさ

200 m 以上に達する༗ػ質にΜだࠇ৭の湖成೪土質ଯ

ੵをఄするカϦマςΟ（Kalimati，注：ωパールޠで

Kali は「ࠇ」，Mati は「೪土」を意ຯする）層が෬在する

（Yoshida and Igarashi，1984ʀKatel et al ., 1996ʀSakai 

et al ., 2006, 2008）．また，ຍ地南部ではόグマςΟ川の

ややれた྆؛域などに分布する．ڦ୩におけるఱવΨス

の発生は，地表下の೪土質ଯੵが๛な༗ػ質を含むこ

ୈ �� ਤɹςΟϛのγルτ・࠭ɽ

ୈ �� ਤɹパλϯのແཧγルτɽ

とをࣔࠦする（名取΄か，1980）．

（6）ஈٰଯੵɿ

ຍ地ೆԑɿ高位ஈٰଯੵは，上位にްさ 5 m 以上に

達する෩化৭土を載ͤており，֘地域の隆ىにىҼ

するݹ࠷のஈٰであることをࣔࠦしている．ルΫンドル

（Lukundol）層及び基൫ྨؠをෆ合に෴い，下位にはシ

ルトや࠭のബ層をڬ在するが，主に pebble-cobble 大の基

൫ؠ༝来のՏ成ѥԁからなる．

ຍ地ԑɿカトマンζຍ地グルーϓ࠷上部は，ΰカルφ層

（Տ成～湖成のラϛφの発達したΞルコーζ࠭・シルト・

೪土・ϐートを主とし，ްさ 60 m 以上で 2 ຕのްいట層

をڬむ．後ߋظ৽ੈ後ظ 50 ～ 40 ka ఔ）・ςΟϛ層（Տ

成～湖成のΞルコーζ࠭・シルト・೪土・ϐート・．部

分的に小規模なΫロスラϛφやコンϘϦュート層が発達．

ްさ 40 m 以上）・トΫϋ（Tokha）層（およそ 30 m ް，23

～ 14 ka）・パタン層（Տ成～湖成のラϛφの発達したΞル
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コーζ࠭・シルト・೪土・ϐート．30 m 以上．第 11 図）

からなり，΄΅水平に分布する．ςΟϛ層は，ΰカルφ

層下半部にΦンラοϓし，14C 年代値で 35 ～ 24 ka ఔ

をࣔࠦする．パタン層は，ςΟϛ層下半部にΦンラοϓし

17 ～ 10 ka で，後ߋظ৽ੈ࠷後ظ（～৽ੈ࠷ॳظ）であ

る（Sakai et al ., 2012）．

（�） ຍ地ॆరଯੵɿカトマンζڦ୩は，カトマンζຍ地

グルーϓ（Kathmandu #asin GroupʀSakai, 2001）と総শ

される第ߋل࢛৽ੈ後ظの，ଆ方変化のஶしい層ް 600 

m 以 上（～ 650 m ʴ ）（Moribayashi and Maruo，1980）

のట～࠭質のຍ地ॆరଯੵ（下部：状Տ川ଯੵ，中

部：ట質の湖成ଯੵ，上部：湖成デルタとՏ川のଯੵ）

が分布する．Sakai et al .（2006）によれば ML がߋ৽ੈ中

約）ظ 1 Ma）に隆ىを開࢝し，北を流下した土ੴ流ଯੵ

やઔ状地ଯੵがݹパグマςΟ川をͤきࢭめた結果，ݹ

カトマンζ湖が生したという．

3. 3 カトマンズ盆地及び周辺のネオテクトニクス
おおまかにෳ向斜をなす基൫（カトマンζ・コンϓレο

Ϋス）に沿って発達するとਪ定されるຍ地底の西北西 – 東

南東性の断層܈は，カトマンζຍ地（のܗ成や第ل࢛のς

ΫトニΫス）を構造規੍しているといわれる．ଈち，ຍ地

北ԑでߋ৽ੈ層をる活断層である Kalphu 断層（Kalphu-

Dhan Khola 断層と同一）とຍ地南ԑを画す活断層である

Chandragiri 断層（Chandragiri Thrust Fault や Kathmandu 

south fault と同一）である．後ऀは，ຍ地南方の ML 構

成層がカトマンζຍ地の第ل࢛ଯੵにি上するスラス

トで，ଞのซするスラスト܈と斜をҟにし（南斜），

それらとΞンςΟセςΟοΫな位置にある．したがってこ

れによって，ML は北方のシόϓϦ山地（ॱং֎ি上断層

（out-of-sequence スラスト）の上൫が断層ંれۂがり᧞ۂ

によってܗ成されたランϓ（ramp）上にあるとղऍされて

いる）と同༷にϙοϓΞοϓ pop up とみなされる．さら

に྆ऀ間に位置する߱域であるカトマンζຍ地は piggy-

back ຍ地とみなされている（Sakai et al ., 2012）．なお，

Chandragiri 断層の平ۉ変位は 1 mm/yr とਪ定されて

おり（Saijo et al ., 1995ʀYagi et al めて活発でۃ，（2000 ,.

あるといえる．

4.　 鉱山・地質局（Department of Mines and Geology ，DMG）

DMG は，֤国の地質調査ॴに૬する府ػ関で，ω

パール国内の地ٿՊ学的研究や߭資源୳査を୲する．

1926 年 に「 ᕲ ᕱ・ 地 質 ࣄ  ॴ（O⒏ce of Irrigation and 

Geology）」として発し，1942 年に分ׂされ「߭山ࣄ

ॴ（O⒏ce of Mines）」となった．さらに，1961 年に「߭

山ہ（#ureau of Mines）」となりۀを֦ுした．1962 年

に「ωパール地質調査ॴ（Nepal Geological Survey，NGS）」

がಠཱした研究ॴとして৽設された．1976 年に྆ऀが

合 ซ し て，  ・ۀ 通 ・ 供 څ ল（Ministry of Industry，

Commerce and Supplies）ࡿ 下 の「Department of Mines 

and Geology」と な り， 現 在 に 至 っ て い る（ 現  ۀ ল

Ministry of Industry）．スタοϑは，346 ਓで，そのうち

268 ਓが研究・技術スタοϑである．ちなみにカウンター

パートとして対応してくれたのが，෭ہ長֨で地ٿՊ学部

長を݉ねる Dr.Soma Nath Sapkota であった．

組織は，地ٿՊ学部（Geoscience Division），߭ 資源

部（Mineral Resources Division），技術・ߦサーϏス部

（Technical and Administration Services Division）か ら な

る．また，地震センター（National Seismological Centre，

NSC）を࣋ち，ੴ༉୳査ৼڵ計画（Petroleum Exploration 

Promotion Project，PEPP）を重点的に実施している．

地ٿՊ学部は，地質図幅՝（Geological Mapping Section，

GMS），応用地質՝（Engineering Geological Section），環境・

都市地質՝（Environmental and Urban Geology Section），

ϦϞート・センシング՝（Remote Sensing Section），ؠੴ・

߭՝（Petrology and Mineralogy Section），地質技術実ݧ

՝（Geo-Technical Lab Section）からなる（このଞ，「調査・

画՝ا Survey and Planning Section」）．࣍にزつかのトϐο

Ϋを紹介する．

地質ਤ෯՝ɿωパールの地質図幅࡞成，ωパール・ώマラ

Ϡの地ٿՊ学的調査・地質情報の出版公表を実施している．

ωパールਓ地質Ոによる地質図幅調査は，1960 年代後ظ

の NGS の時代に開࢝され，その後 DMG にܧঝされてい

る．࠷ॳは主に中央部（レοサーώマラϠ地域）と Churia 

range の広域地質図（縮ई：1 =˅ 1 mile）が 1967 ～ 1980

年に࡞された．第二ஈ֊として，1980 ～ 1985 年に

ฤ図が࡞成され，レοサーώマラϠやシϫϦΫ地域の層

ং構造が明らかにされた．その後，1：250,000 地質図

（Geological Map of Kathmandu & Central Mahabharat 

Range, 1980ʀGeological Map of Central 8estern 

Nepal，1983ʀGeological Map of Eastern Nepal，1984ʀ

Geological Map of Central Nepal，1985ʀGeological Map 

of Mid 8estern Nepal，1988）がߦץされた．また，全ω

パールをカόーする 1:1,000,000 地質図（1980，1993，

1994，1996）が出版された．高ώマラϠ，ωパール東及

び西ԑ地域の図幅࡞成が，1985 ～ 1990 年に実施された．

同༷に高ॴ域のチベοト・ςーチスଯੵຍの予察的調査が，
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1990 ～ 1992 年にߦわれた．また，Mineral Exploration 

Development #oard（MED#） / DMG によって中央西部ω

パールの 1：50,000 地質図幅のߦץが࢝まった（Geological 

Map of part of Tanahun，Gorkha & Nawalparasi Districts，

1997 ΄ か ）． こ の ଞ，Geotectonic Division & Mineral 

Deposits of Nepal（1：200,000，1980），Photogeological 

Map of a part of Central Nepal（1：100,000，1982）， 

Mineral Resources Map of Nepal（1：1,000,000，1993）

΄かの主図もߦץされている．

ࠃ ཱ 地  η ϯ λ ーɿ ω パ ー ル の 地 震 観 測 （National 

Seismological Network，NSN） උ は，1978 年 に カ ト

マンζຍ地南ԑの Phulchoki hill top にϑランスの the 

Laboratory de Geophysique Applique（LGA）の ڠ 力 に よ

り地震観測点が設けられたことに࢝まる．NSN は，現

在 Department Analyse, Surveillance and Environment

（DASE）との連ܞによって 21 かॴの周ظςレサイスϛ

οΫ・スςーシϣンが設置されて全国をカόーし，M2 ఔ

以上の地震データを観測している．観測データはカト

マンζの NSC と #irendranagar, Surkhet の広域地震セン

ター Regional Seismological Centre にૹられデータॲ理

とղੳがߦわれている．ωパール全土のඍ小地震の震央

マοϓ（1：1,000,000 及び 1：2,000,000）が出版されて

いる．また，աڈ 3 年にわたって，DASE とΞメϦカの 

California Institute of Technology（CALTECH）のڠ力によ

って大ϓレートのӡ動や地殻変ܗをるために全国֤地

に 22 かॴの GPS スςーシϣンが設けられている．

ੴ༉୳ࠪৼܭڵըɿաڈ 30 年間，二国・ଟ国間ڠ力によ

ってςライ平原とシϫϦΫ山地において計 5,000 km2 に

及Ϳ 10 ୳査ブロοΫを設定し，調査が実施されている．

ઌカンブϦΞل後ظ～৽第لࡾ前ظ中৽ੈのทؠ層を対象

としている．これらは Total Organic Content（TOC）が 2

～ 20 � である．とくにシϫϦΫ山地では๛なஷཹ層タ

イϓのؠੴをڬみ，背斜やスラストによる構造トラοϓが

発達している．また，ఱવΨスやੴ༉ᡢにదするྑ好な

地質状況が，ςライ・シϫϦΫ地域下に発達する෬在スラ

スト～᧞ۂがトラοϓとしてظされている．また，西ω

パールでは Melpani 中に（下部中৽統～ܥ上部白ѥ）ؠ࠭

はݻ体状のϋイドロカーϘンがຬたされている．現在，本

ϓロジェΫトのチーϑは上ड़の Dr. Sapkota である．

地質ௐࠪॴͱͷ関ΘΓɿカトマンζ地域のͻっഭした೩料

情؇のため，DMRࣄ は水༹性ఱવΨス߭চの地質学的・

߭চ学的・地ٿ化学的・地ٿ理学的調査研究を計画し，

JICA を通じた要に応じて，地質調査ॴから技 4 名を

1979 年 5 ～ 6 月にݣした（名取΄か，1980 参照）．

5．カトマンズ地区の歴史建造物の被災・復旧状況

国土地理院によるਓ衛星観測データղੳによると（国

土地理院，2015），ωパール・ΰルカ地震によって生じた

10 cm 以上の地表変位が観測された地域は，カトマンζ

北方を中心とした東西約 160 km の範囲に達し，ಛにカト

マンζ北方から約 30 km 東方にかけての領域の地殻変動

がݦஶで，࠷大 1.2 m 以上変位した．࠷大余震による࠷

大変位は 70 cm 以上であった．一ൠに大きな地殻変動が

見られる領域は余震分布と調的であるとされているが，

斜面ݐ・ࡂ造ඃのਙ大さ分布とは必ずしも一கしな

い．વのことであるが，地震動や地殻変位の大きさだけ

でなくそれらの震との関連性が影ڹしている．

以下に紹介するカトマンζຍ地のྺݐ࢙造（ੈքҨ産

を含む）は，震性はຆど考ྀされておらず，それらの位

置するඍ地ܗのҧい（小ٰ上か地上か等）やೈऑ地൫の

状況による༳れのࠩҟが大きく影ڹしている印象を受けた

（本߸ޱֆ参照）．

μルόール広（Durbar Square）は，カトマンζڦ୩

内の 3 つの主要都市（ݹ都）カトマンζ Kathmandu，パ

タ ン Patan， ό Ϋ タ ϓ ル #haktapur に ֤ ʑ あ る Ԧ ٶ 広

（μルόールは，ωパールޠで「ٶఊ」を意ຯする）

である．今回にݶらずաڈの地震，例えば，1934 年 1

月 15 日のωパール東部の高ώマラϠ山຺域で発生した

Ϗϋール・ωパール地震（M8.1）によってもਙ大なඃ

方ෆ明ऀߦ・ऀࢮ） 1 万ਓ以上，カトマンζຍ地ではݐ

ஙの約 20 � がഁ壊）を生じ，ଟくのྺ࢙的ݐ造がඃ

国中で，詳細はෆ明なことがଟ，している（時はࡂ

い．Himalayan Earthquakes，1934 Mw 8.1 #ihar / Nepal 

earthquake 15 January 1934– ΞメϦカ合ऺ国のڞ同研究

 関 Cooperative Institute for Research in Environmentalػ

Sciences 内の HP）．චऀらによる今回の地震前，約 3 か

月後（7 月）及び約半年後（11 月）における代表的なݐ造

．ֆとともに以下に紹介するޱ߸例を本ࣄ

5. 1　カトマンズのダルバール広場及び周辺地域
カトマンζ市街域は大きく環状ಓ࿏によって囲まれて

いる．その中の中心街の 1 つであるタメル地区南に位置

するμルόール広のݐ造も大きなඃを受けた．例

えば，ஶ名なౝ（ストΡーパ）で，9 ஈの࿃נ֊ஈの基

ૅ上に 17 設されたݐにلੈ 3 層֊からなるシϰΝࣉ院

Maju Dega（17 太ߖのマοラԦே時にόΫタϓルのلੈ

設）や広南に位置する同じくݐによって 17 لੈ

にݐ設された 5 層֊からなる Trailokya Mohan のౝ部は
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存している．11全に壊し，基ૅのみ 月にはנྨ

は大部分ఫڈされていたが，෮ڵのめどはたっていない

ֆ第ޱ） 1 図）．

広北ଆに位置するシϰΝ・パルϰΝςΟࣉ院 Shi-

Parvati Temple は，18 にόϋドΡーظコルカԦே後لੈ

ルԦによってݐ設された（パルϰΝςΟঁਆは，シϰΝਆ

の࠺）．地震で 3 層のౝは全に壊し，4 ஈの࿃נ基ૅ

（広い一ஈ目は，౿のスςージとしても用いられた）上

にཱてられた本఼（一֊正面に 5 つのドΞがあり，真Μ中

のみ開いている．2 ֊の૭からシϰΝとパルϰΝςΟの࠼

৭像が֎をோめている）は，一部ଛইを受けて（上に

取り付けられたԫ金৭の 3 つの小ઑౝはແࣄ）பで応急

的にࢧえられている（ޱֆ第 2 図）．

όサンタϓールࣉ院 #asantapur Temple（όサンタϓー

ル・μルόール）は，18 てられた．広でݐ中頃にلੈ

も高い࠷ 9 層のόサンタϓールౝは，地震で上部 2 層が

壊し，म෮中である（ޱֆ第 3 図）．

μラϋラౝDharaharaTowerの࠷ॳのݐ造は1832年で，

高さ 61.88 m であった．ωパールのट૬Ϗムセン・タパ

がݐてたため，Ϗムセンౝ #himsen Tower とも呼ばれた．

Ϗϋール・ωパール地震で壊した後，ݐ࠶されたが，今

回の地震で࠶び崩壊した（ޱֆ第 4 図及び本文第 12 図）．

スϫϠンブφートࣉ院 Swayambhunath Temple は，カ

トマンζ市街地中心部から西約 2 km に位置する小ٰ上

にݐてられた 1 院といࣉの教ݹ࠷にるωパールلੈ

われる．ԐがみついているのでԐࣉ Monkey Temple と

もଏশされる．高さ 15 m のԫ金৭のストΡーパのઌか

ら本来なら࢛方八方ுられたローϓにチベοト教で用

いられる 5 ৭のف旗（タルチϣ）が結ばれていたが，地

震後はுられていなかった．ౝ本体には֎部から目ཱつଛ

ইは見えなかったが，近ྡのシカラ Shikra ༷式のౝの

1 つは全壊した．ࣉ院にొる 365 ஈといわれる急なੴஈ

はすでにम෮されていたが（第 14 図），周囲のݐ造には

地震による崩壊がり，े分に෮چされていない．

5. 2　パタンのダルバール広場及び周辺地域
カトマンζຍ地南西部，όグϫςΟ川南؛のஈٰ上に位

置するパタンは，サンスΫϦοトޠでラϦトϓル Lalitpur

（ඒの都）とも呼ばれるωパール第ࡾの都市で，カトマン

ζຍ地内でݹ࠷の都市といわれ，ॅຽの΄とΜどがωϫー

ルである．町の֎ଆ࢛方にはΞシϣカԦが 3 ݐにلੈ

てたとされるౝが置されている．ここのμルόール広

は，17 ～ 18 てられたマοラԦேのҨݐにかけてلੈ

構である．ωパールのੴ像中では࠷もすばらしいとධՁさ

れている 17 ～ 18 っている像をͤفのマοラԦがلੈ

たੴபがཱっている．ϰΟシュϫφートࣉ院と 17 にلੈ

院は，一部応急的にࣉてられたੴ造りのΫϦシュφݐ

の࣋ࢧでࢧえられているが，֎見的にはਙ大なଛইは受

けていないようであるが，ౝは壊した（ޱֆ第 6 図）．

一方，1705 年にݐ造されたϋϦ・シャンカールࣉ院（ϰΟ

シュψとシϰΝの྆方のਆ性を࣋つϋϦ・シャンカールを

る）の 3 層のౝは全壊し，࠲部だけが存している（ޱ

ֆ第 7 図）．

ୈ �� ਤɹμϥϋϥౝʢࠨのࣸਅϏϋール・ネパール地震લɼӈのࣸਅϏϋール・ネパール地震͞ݐ࠶ʹޙΕͨౝの༷ࢠʣɽ
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ୈ ���� ਤɹ�ΧτϚϯζ֗ࢢの ��LN ౦ʹҐஔ͢ΔϘμφーτ
#PVEIBOBUI の �� େのε࠷Εͨネパール͞ݐ࠶ʹلੈ
τΡーパʢதԝのࣸਅ地震લのঢ়گʣɼ地震Ͱଛই
Λड͚ ͍ͨͯ͠ޢͰपғʹ͙ΒΛΜͰอ݄࣌�
͕ɼ�� ݄ʹ地໘ʹ߱Ζ͠म෮ۀ࡞Λ͍ͯͨ͠ɽ

ୈ ���� ਤɹ地্ʹ߱Ζ͞Εम෮தのετΡーパ্࠷෦の෦ɽ

ୈ ���� ਤɹ�่ յͨ͠ౝのݐஙࡐɽ࿃נのଞʹɼࠨʹੵΈॏͶΒΕ
ͨ݁থยؠΛܗՃͨ͠ฏੴ͕େྔʹ༻͍ΒΕ͍ͯͨ
͜ͱ৽ͨͳ見Ͱ͋Δɽ

ୈ ���� ਤɹ໋ߝͳ͠の෮ࣄچʢϘμφーτʣɽ

5. 3　バクタプルのダルバール広場及び周辺地域
カトマンζの東約 12 km，ຍ地東に位置するόΫタ

ϓルは，9 にωϫールによってஙかれ，その後ظ後لੈ

12 ～ 18 の間，ट都のͻとつとしてӫえた．別名「όلੈ

ドΨΦン #hadgaon」（信ڼの街・ؼґऀの町）とも呼ばれ

る．広入りޱに 17 像がࢠࢰ造されたੴ造のݐにلੈ

ある（第 15 図）．

μルόール広から細い小ಓでつながっているトΡマ

デΟー広のόイラブφート #hairavnath 院は，17ࣉ ੈ

てられ，その後ݐॳめにل 1718 年にブパςΟンドラ・

マοラԦにより૿ஙされたώンドΡー教のࣉ院（本ଚのό

イラブは，シϰΝの化）で，1934 年のϏϋール・ωパー

ル地震で大きなඃを受けたため，その後にݐ࠶されたも

のである．࠷ॳにݐてられたときは 1 層，その後の૿ங

で 2 層に，地震後のݐ࠶で 3 層に造りかえられたが，今

回の地震で基ૅ部分をして全壊してしまった．

55 の૭のあるچԦٶは，1427 年にϠΫシャ・マοラ

Ԧの統ظ࣏間にݐてられ，17 にブパςΟンドラ・マοلੈ

ラԦによってݐ࠶された 3 層のݐで，ωϫールݐஙの

を含めると૭がޱといわれ，その名通り入り࡞ܼ 55 あり，

それͧれの૭には៛ີなூࠁが施されている（現在は国ཱ
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ୈ �� ਤɹ地震の ɽگঢ়چʢӈʣの֊ஈの෮ޙʣͱࠨʢޙ݄͔�

ୈ �� ਤɹ�ʮࢠࢰʯのੴ૾ɽੴմの͗ܧന͘ิम͞Ε͍ͯΔ͕ɼ
෦ͱମ෦のͣΕम෮͞Ε͍ͯͳ͍ɽ٭

ඒ術ؗ）．地震では一部ඃを受けたが，7 月にはطにנ

はย付けられており，関連するݐは応急的にபにࢧ

えられていた．11 月には，さらにபのが૿していた

ֆ第ޱ） 8 図）．

ϰΝスタラ・ドΡルΨࣉ院 Vastala Durga Temple は，

ϢニーΫな八֯ܗをしたݐだったが，地震で全壊し࠲

と入りޱのがるのみとなっている（ޱֆ第 9 図）．

ϑΝシΟ・デΨࣉ院 Fasi Dega Temple は，シϰΝਆを

ไじるࣉ院だが，地震で֊ஈのੴ像はແࣄだったが（ੴ

մの͗ܧ目部分は，一部白くิमしている．第 16 図），

白いౝ部分は全壊した（ޱֆ第 10 図）．

ニ ャ タ ϙ ラ ࣉ 院 Nyatapola Temple は 高 さ 30 m の 5

で（重ౝޒ）てݐ֊ 18 てられたカトマンζݐॳめにلੈ

ຍ地で一൪高いݐである．ӈྡのόイラϰφートࣉ院

#hairavnath Temple（17 てられたが，1934ݐにلੈ 年

のϏϋール地震で壊しその後ݐ࠶された）や広中央

部の 1427 年にݐ造されたμοタトレϠࣉ院 Datta-traya 

Temple（本ଚのμοタトレϠは，ブラϑマー，ϰΟシュψ，

シϰΝのࡾਆが一体化したとされる）とともに，近ྡのݐ

では全に壊したものがあるが，֎見的にはݦஶなඃ

ֆ第ޱ）は受けなかったようである 11 図）．

ୈ �� ਤɹϑΝγΟ・σΨࣉӃج൫の֊ஈԣのಈΛͬͨੴ૾܈ɽ
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新刊紹介

隕石でわかる宇宙惑星科学　

দా।Ұ < ஶ >

　本ॻは，ஶऀが 1994 年にஶしたʰ地ٿ・宇の大ٙ，

KK ベストセラーζ発ߦʱとともに，一ൠ向けのܒॻと

してॻかれたものです．この紹介ཝを見てくださる地質に

関される方ʑは，ߨԋ会で「太ཅܥのՊ学」とか「地ٿ

の生」などの内༰を含Μだߨԋをґཔされるࣄがଟいか

と像します．その中で，どうしても質としてのᯁੴに

৮れる必要が出てきます．その時，ੴ質ᯁੴには，H， L， 

LL，Τンスタタイトコンドライトがありʜ，などと࢝め

てしまうと，その一ݴで，ௌऺのࣖの前にシャοターが߱

りてしまいそうです．文ܥの学生も含む，一ൠ教養の授ۀ

でもࣅたような状況ではないでしΐうかʁ

　ではどのようなಋ入๏が考えられるかʁそのώントがこ

の本にたくさΜ含まれていそうな気がします．この本は，

地質学のϓロが，おྡの星Պ学の内༰を（公ຽؗや一ൠ

教養教ҭで）紹介する時にとてもศརな本とࢥわれます．

　そのような時の一方๏として，紹介ऀは，ᯁੴの値ஈ

は，名ݹの東急ϋンζで，いくらしているかをࣔし，金

1 g の値ஈとൺֱし，その高Ձなᯁੴをखに入れるために，

られているམ下のසや時ࠁを見ͤ，それからيಓ要ૉ

のਪ定に࣋ちࠐむなどௌऺのڵຯと合わͤ，注意をऒき付

けるなどの方๏にґっています．

　この本は，まさにそのख๏で，ߨԋऀにとってのΞンチ

ϣコ本としてえる要ૉにあ;れています．全体は̐つの

ষに分かれ，その第̍ষ「ᯁੴがやってくる宇とはʁ」

は̓つのઅに分かれ，その一つ「宇の広がり」では，ۜ

ՏܥとΞンドロメμがক来িಥする可能性がॻかれてい

ます．なͥわかるかʁそのিಥはどのようなものかʁそれ

େࡕେֶग़൛ձɼࡕେϦーϒル ��
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ఆՁɿ���� ԁ �੫
*4#/ɿ����������������
#� ʢ���� ʷ ���� ʷ ���DNʣ
��� ϖージ �ιϑτΧόー

ͧれが，ௌऺをきさͤない主になるとࢥわれます．ま

た，小としてૠ入されている「ఱ地造の日」ではچ約

ॻからのとともに，地質学にもなじみがଟい，ΞϑϦ

カのマϦڞ国にわるઆも紹介されています．

　第̎ষは「ᯁੴのڷނである太ཅܥ」についてさま͟ま

なٙが紹介されています．その内，第̑અ「月について」

では，地ٿと月の関について༷ʑなઆが紹介され，ಡऀ

の方ʑがよくご存の「ジャイΞントインパΫトઆ」につ

いても，月の化学組成のデータから，どのようなিಥであ

ったと考えるのがଥなのかʁなͥかʁがෳのԾઆをൺ

ֱしながらઆ明されています．

　第̏ষ「ᯁੴ・ክ星のෆٞࢥ」では，第̎અ「ᯁੴのམ

ち方とその量」において，1998 年ਆށにམ下した，ਆށ

ᯁੴはॳ，ܯ察のՊ学査研究ॴにӡばれ，（ςロʁ）

でなくてはりऀࣄとの関連性が調られたなど，݅ࣄ

ಘないࣄฑにも৮れられています．

　サイΤンスとして࠷も面白い（ٯにॳॻいたようなߨ

ԋ会では紹介しにくい）のは「ᯁੴ中のμイϠϞンドとそ

のى源」と「رΨス同位体Պ学࠷大のಾ」の̎અでしΐう．

ここはචऀが࠷も力を入れて研究された内༰です．ᯁੴ中

のμイϠϞンドは，িܸѹ力で࡞られたか，それとも気૬

成長かʁ本ࢽのಡऀには，μイϠϞンド生成の地質に関

連したࣝをお࣋ちの方もଟいとࢥわれるので，ここの「な

ͥそう考えられたのかʁ」の理ల開は，ͥͻおಡみき

たいॴです．

　                                 （ 名 ݹ  大 学　 田 中　 ߶ ）
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ຊւ༸σーληϯλー（J0%$）ઃཱ 50 प年ʹ関ΘΔւ্อ҆ிදজʹ͍ͭͯ

牧野雅彦（産総研　地質情報研究部門）

ւ上อ安庁ւ༸情報部ւ༸情報՝でӡӦをߦっている日

本ւ༸データセンター（JODC）は，1965 年（ত 40 年）

4 月にཱし，2015 年（平成 27 年）に 50 周年をܴ

えました．JODC はզが国の総合的なւ༸データόンΫと

して国内֤ւ༸調査ػ関によってಘられたւ༸データの

収ू，理，提供をߦってきました．ཱ 50 周年をܴえ

て，JODC の長年のޭ࿑ऀに対してւ上อ安庁長によ

る表জ式が 2016 年（平成 28 年）2 月 9 日にߦわれまし

た．表জ式はբϲ関のւ上อ安庁長ࣨにてߦわれ（写真

̍，̎ ），産総研，ւ༸研究開発ػ構，ߓ湾ۭߓ技術研究ॴ，

東北大学大学院理学研究Պ，ւ上ࣗ衛ୂ対જ資料ୂ，東京

大学大気ւ༸研究ॴ　ಓ田　๛教授の 5 関，1ػ ײਓがݸ

ँ状をもらいました．

産総研は JODC に地質調査総合センターが発ߦするւ༸

地質図等の΄か，約 37 万点の水深・重力ҟৗ・࣓気ҟৗ

等のデータ，中国センターのށ内ւのை流観測データ等

をଟ年にわたり提供してきました．

産総研（地質調査ॴ）におけるւ༸地質調査研究の開࢝

はত 20 年代までさかの΅ることができ，約 70 年のྺ

された࢝っていますが，本֨的な組織的研究が開࣋を࢙

のはত 40 年代とのことです（水野，1982）．時のՊ

学技術庁ಛ調අ等による研究՝は，現在のものに通じ

ຯ深いです．たとえば，「日本ւに関する総合研究」（তڵ

 44 年 – 45 年）では地質調査ॴは۶ં受信方式

出構造୳査置の開発と山湾におけるԻ୳査を୲ݕ

し，ւ上อ安庁ւ༸情報部の前である水࿏部は北ԭの

地ܗ・地質構造調査を୲していました．さらに，「深ւ

底資源開発に関する基ૅ的調査研究」（ত 45 年 – 46 年）

では，地質調査ॴは地質に関する基ૅ的調査研究を，水࿏

部はւ底地ܗ地質に必要なثػ開発を୲していたそうで

す．

ւ༸情報部のパンϑレοトによると「日本の経ࡁをࢧ

えるւ上ަ通にෆ可ܽなւ図などのߤւ用ߦץを，140

年にわたって提供し，近年ではւに関するଟ༷なニーζに

応え，ւをར用するために必要な情報を提供しています」

とあります．ւ༸情報部は 1871 年（明࣏ 4 年）に設置さ

れ，地質調査総合センターよりも 11 年ૣくւ底地ܗの調

査をߦってきました．

産総研は国の的基൫උ計画に従い，զが国周辺ւ域

の地質調査をߦい，ւ༸地質図等の࡞成によって地質情報

の提供や৽たなニーζの開をߦっています．ւ༸地質調

査では࠷৽の調査技術を用いてޮ的な調査を計画・ਪਐ

し，ւ底資源開発や環境อ全にཱつւ༸地質情報を提供

していきたいとࢥいます．さらに，JODC50 周年というػ

会に連བྷを一層ີにし，ւ༸データの提供に関するڠ力を

強化していきたいとࢥいます．

後に，චऀは約࠷ 25 年前に日本周辺の地࣓気データ

のฤूでւ༸情報部のय़日部長，長山՝長（ݩ JODC セン

ター長），大島ݩ水࿏部長と一ॹにߦい，文等で成果発

表したことがあります（Honkura et al ., 1991）．時，大

ࣸਅ �ɹ�ւ্อ҆ிࣨʹ͓͚Δදজࣜの༷ࢠɽɹɹɹɹɹɹɹ�
�͠ڙྉΛఏࢿଟʹΘͨΓւ༸ʹؔ͢Δଟ͘のݚ૯࢈
ւ༸ใۀʹͨ͜͠ݙߩͱʹΑΓँײঢ়Λࠤ౻༤ೋ
ΑΓ͍͖ͨͩ·ͨ͠ɽ

ࣸਅ̎ɹւ্อ҆ிװ෦ͱのه೦ࣸਅɽ

ニュースレター
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シュレスタ   ガウラブ・内田洋平（産総研　地圏資源環境研究部門地下水研究グループ）

2016 年 3 月 16 日（火）～ 18 日（）の 3 日間，ベトφ

ム・ϋϊイにおいて，CCOP-GSJ/AIST-NA8API 地下水ϓ

ロジェΫトの会ٞが開࠵されました．会ٞには，CCOP 加

ໍ国から 12 ϲ国（カンϘジΞ，中国，インドωシΞ，日本，

ؖ国，ラΦス，マレーシΞ，ϑΟϦϐン，タイ，ベトφム，

ϛャンマー，パϓΞニューΪニΞ）と CCOP が参加ہࣄ

しました（写真 1）．本会ٞは 2014 年に開࢝した地下水

ϓロジェΫトϑェーζᶙの年࣍会ٞです．ベトφム・地下

水資源ہ（NA8API：National Center for 8ater Resources 

Planning and Investigation）がϗストػ関として࠵ڞしま

量のデータをѻうことができる計ػࢉがແく，ฤूۀ࡞に

大変ۤ࿑したࢥい出があります．ه೦ॕլ会（写真̏）で

はָしくջかしいͻと時をաごさͤていただきました．関

．いたしますँײのօ༷にऀ

ࣸਅ̏ɹ+0%$�� पه೦ॕլձʢখాܒࡱ͕ࢯӨʣɽ

した．

は，（1）開会，（2）ϑェーζᶙϓロジェΫトの概要ࣄٞ

及び現状આ明，（3）֤ 国のカントϦーレϙート，（4）デΟ

スカοシϣン，（5）ಛ別ߨԋ，（6）८ݕという内༰でし

た．日本からは，内田༸平（産総研地質調査総合センター

（GSJ）/ ϓロジェΫトϦーμー），シュレスタ  Ψウラブ

（GSJ）の 2 名が参加しました．

開会ѫࡰに引き続き，内田༸平氏よりϑェーζᶙϓロ

ジェΫトの概要及び現状આ明がありました．本ϑェーζ

では，CCOP・GSJ 地質情報総合ڞ༗シスςム（GSi）ϓロ

จɹݙ

Honkura, Y., Okubo, Y., Nagaya, K., Makino, M. and 

Oshima, S. （1991）　 A Magnetic Anomaly Map in the 

Japanese Region with Special Reference to Tectonic 

Implications Reference to Tectonic Implication, J. 

Geomag. Geoelectr, 43, 71–76.

水野ಞ（1982）ߦ　地質調査ॴにおけるւ༸地質研究のྺ

．と現況．地質ニュース，no. 337，57–69࢙

ニュースレター
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ジェΫトとϦンΫすること，CCOP 地下水データベースは

データベースの対象国を֦ॆすることと，データベース

を Open 8eb GIS シスςム上に構ஙすることを目ࢦしてい

ます．しかし，地下水観測シスςムやデータベースの開

発現状は国ʑでҟなっており，本ϑェーζでは 3 つのグ

ルーϓに分けて活動をߦっています．また，現時点におけ

る GSi ϓロジェΫトの一環として地下水ϙータルの構ங状

況・データ入力༷式等についても，આ明をߦいました．

今 回 の カ ン ト Ϧ ー レ ϙ ー ト の ς ー マ は “Recent 

Groundwater Issues and Their Action Study in Each 

Country” で，֤国における࠷近の地下水，及びそれ

らのに対する地下水研究などについて発表がߦわれま

した．

2 日 目 の 午 前 は，3 つ の グ ル ー ϓ（D# Group ᶗ，D# 

Group ᶘ，Public Policy Group）に分かれて，֤グルーϓ

の 2015 年の活動状況及びデータベースのコンパイル状

況の確認，2016 年のデータベース構ஙの目標について

ٞをߦい，֤グルーϓのϦーμーより報ࠂがߦわれまし

た．

午後は，ಛ別ߨԋとして，シュレスタから “Groundwater 

Management Using Geo-Information System” とする発

表がありました．ߨԋでは，地下水データベースと GIS

（地理情報シスςム）のようなۭ間情報技術を組み合わͤ

て活用することにより，流域規模における地下水理が可

ࣸਅ �ɹશମू߹ࣸਅɽ

能であるとの紹介があり，活発な質ٙ応がߦわれまし

た．引き続き NA8API の #ui Du Duong 氏から “Managing 

Transboundary 8aters in Vietnam –Opportunity for 

Cooperation” の発表がありました．中国，カンϘジΞ，ラ

Φスと国境をするベトφムでは，国境地帯周辺における

地下水調査の重要性が認ࣝされており，ςレϏہからも取

．が来ていましたࡐ

3 日目は NA8API の主࠵で，ベトφム・ϗンՏ流域に

おける८ݕがߦわれました．ϗンՏ流域では，ラςライト

を含む土࠭の࠾取がߦわれており，ଟくの土࠭ӡൖધがՏ

をߦき来していました．また，流域には「Տ川水」にまつ

わるઆもଟくっており，それらのઆを今もえる

．院にはଟくの参ഈ٬が๚れていましたࣉ

CCOP-GSJ/AIST 地下水ϓロジェΫト会ٞにॳめて参加

して，東・東南ΞジΞॾ国における地下水研究の現状や，

水文データベースのඋ及びサブϓロジェΫトである「

帯地域における地中シスςムの研究」について把握する

ことができ，参加された֤国の研究ػ関・研究ऀとの連

的にۃੵ，会にもなりました．今後はػを深めるܞ CCOP

水文データベースの構ஙと GSi ϓロジェΫトとの連ܞにߩ

います．また，東南ΞジΞ地域におけࢥしていきたいとݙ

る地中ϙςンシャルධՁ研究にもணखしたいと考えてお

ります．
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ɽฏ��͢·͍ͯ͠ࢪදজΛຖ࣮ࣄ༲ΛਤΔͨΊɼฏ��ΑΓཧߴؾ࢜Ͱ৬һのݚ૯࢈

͕त༩͞Ε·ͨ͠ɽ地࣭ௐࠪ૯ࣄ�݅ʹରͯ͠ཧۀԉࢧ・ཧ・�݅ͱɼӡӦۀڀݚͨͬߦΛݙߩஶͳݦ

߹ηϯλー͔ΒʮΞジΞʹ͓͚ΔԊ؛Ҭ地࣭ڥのղ໌ʯͱ͢Δۀڀݚʹରͯ͠ᜊ౻จلट੮ڀݚһ͕ɼʮݚ

ঘओࢠһɼ͓Αͼ݉ڀݚओ࢙һɼ൘ஐڀݚओ࡞ल౻ޙʹରͯ͠ۀஙʯͱ͢ΔߏཧγεςϜのهڀ

ڀݚһ͕त͠·ͨ͠ɽ

地࣭ใڀݚ෦のᜊ౻จلट੮ڀݚһɼࡏݱのଯੵաఔϘーϦϯάʹ͍ͯͮجσルλのৄࡉͳ૬ͱൃୡ

աఔΛ໌Β͔ʹ͠ɼΞジΞԊ؛Ҭの地࣭ʢͱ͘ʹΞジΞのσルλͱԭੵʣͱਓؒ׆ಈ・ީؾมಈのӨڹͳͲʹؔ

͢ΔڀݚΛͯͬߦɼੈքのσルλڀݚΛେ͖͘ਐలͤͨ͜͞ͱɼ·ͨɼਓؒ׆ಈのσルλのӨڹʹؔ͢ΔڀݚΛ

ਪਐ͢Δ͜ͱʹΑΓσルλのڥอશʹ͢ݙߩΔͱͱʹɼڞಉڀݚूڀݚձの։࠵Λ௨ͯ͡ਓࡐҭʹେ͖

ʮϕτφϜのϝΨσルλʹັͤΒΕͯʯ͕ࣄهධՁ͞Ε·ͨ͠ɽ͜の༰のҰ෦Λհͨ͘͠ߴͱ͕ͨ͜͠ݙߩ͘ ɼ

(4+地࣭χϡーε�����݄߸ʹ͞ࡌܝΕ͍ͯ·͢のͰɼੋඇ͝ҰಡԼ͍͞ɽ

·ͨɼ地ڀݚڥݯࢿݍ෦のޙ౻ल࡞ओڀݚһͱ׆அ・Րڀݚࢁ෦の൘ஐ࢙ओڀݚһɼ͓Αͼ地࣭

ใڀݚ෦の݉ࢠঘओڀݚһの�໊ɼهڀݚཧγεςϜʹؔ͢Δۀϑϩーのඋ・ߏஙʹ͓͚Δۀ

ʹରͯ͠ɼγεςϜߏஙΛڞͨͬߦಉάルーϓϝϯόーͱͱʹत͠·ͨ͠ɽͪ͜Βɼڀݚෆਖ਼ʹΔจՊ

লΨΠυϥΠϯのվఆલ͔ΒڀݚϊーτのཧʹΔݕ౼ΛਐΊɼهڀݚのݕೝҰݩཧのಠࣗのΈΛ

औΓࠐΜͩ৽͍͠Έͱ৽ͨͳنఔΛඋͨ͜͠ͱ͕ධՁ͞Ε·ͨ͠ɽ

तࣜ�݄�ʹߨ༺ڞಊͰߦΘΕɼதുྑ࣏ཧࣄ͔Βදজঢ়ͱه೦͕त༩͞Ε·ͨ͠ɽ�

産総研理事長賞受賞

齋藤文紀・後藤秀作・板場智史・兼子尚知

तࣜޙのॕլձʹͯɼ地࣭ใڀݚ෦ͱҰॹʹه೦ࡱӨɽ
ʢޙ౻ओڀݚһग़ுதのͨΊܽ੮ʣ
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