
昭和 36年 8月 19日

北美濃地震調査報 とと恭
仁I

I 調査報告掛

*1..概観

昭和36年 (1961) 8月 19日14時 33分ころ，福井・

岐阜・石川県境付近を震央としてかなり大きな規模の地

震が起り，福井・岐阜・石川・富山の各県で死傷者51名

など，かなりの被害があり，また震央に近い地域で、は地

割れ，がけくずれなどが生じた.地震月報酬器による震

源位置，震源、時，各地の震度などは次のとおりである.

震央:36
0

01'土01'N，136
0

46':t:01'E，深さ Okm，震

源時:14時 33分 29.9秒:::!:O.2秒(JST)， M=7. O. 

USCGSでは 36.00N，136.50E，深さ:約 17km，震源

時 14時 33分 30.6秒，M=71
/2 (Pasadena)と報告し

ている

各地の震度

町.福井，飯田，敦賀，名古屋，舞鶴，津，亀山，豊岡.

(長野)大平，泰阜，玉滝，諏訪川岸. (名古屋)横

須賀，津島， (金沢)中宮，女原，鳥越， 目附谷，大

杉，新保，白峯. (岐阜)可児川，白鳥，荘川，黒川，

白川，葛原，今尾，東横山，下呂，春日，板取. .(彦

根)水口. (津)阿下喜，四日市，鈴鹿，桑名. (神

戸)城崎. (福井}大野，武生，三方，朝日，勝山，

I罰浜.

m.高山，金沢，岐阜，富山，彦根，.輪島，京都，長野，

浜松，高田，甲府'.奈良，大阪，神戸. (富山)伏木'.

石動，小屋平. (福井) 下回， 山口， 熊川. (熊谷)

三峯. (神戸)生野南， 西脇， 未野， 村岡，出石，

志筑，篠山. (津)上野，松阪，伊勢，名張，粥見，

田引. (彦根)政所，土山3 竹生島， 日野，多羅尾，

勢 TheKitamino Earthquake of August 19， 1961 
(Received July 16， 1962) 

州地震課長宗留男，金沢茂夫.

骨州地震月報に発表される震源，震源時などは和達そ

の他の P波および S波の走時表を基準 lとして

Geigerの方法で求められた値であり， magnitude 

は坪井の式によって求めたものである.

550.345 

八幡，市場，中之郷，堅田. (岐阜)古川，気良，小

坂，美濃，夏厩，樽見，馬瀬，関ケ原，金山，神岡，

高根，萩原，恵那，丸山，高山，付知， J!J上，久々 野，

八幡，捧斐川，河合，旗鉾. (金沢)大聖寺， 小松，

柳田，湯涌，美川，宇ノ気，門前，三井. (長野)野

尻，開田，富士見，朝日，大桑，三岳，伊那，赤穂，

清内路，平岡. (横浜r長又，真鶴. (静岡)本川根，

吉原，清沢，藤枝，佐久間，牧ノ原，袋井. (岡山)

上長田. (大阪)岸和田，鳳，天王，東郷.・(甲府)

山中，須玉，小淵，増富，御岳，三富 (名古屋)伊

良湖，蒲郡，内海，西尾，安城，岡崎，挙母，大沼，稲

橋.

1 軽井沢，静向，船津，御前崎，尾鷲，姫路，三島，

洲本，岡山，横浜，潮岬，高松，徳島.' (名古屋)瀬

戸，富岡，下回. (岡山)小中原，西大寺，和気;矢

掛，倉敷，奥津. (静岡)興津，舞阪，三倉，下回，

田沢，大河内. (甲府)万力，上吉田，韮崎，南部.

(大阪)上之郷. (横浜)金田，松田. (長野)'上田，

信濃坂，大正池，会田，入山辺，宗賀，木祖，平谷.

(金沢)宇出津. (彦根)今津，吉槻. (津)長島，木

の本，飯高，宮川，奥津，度合，玉郷，入鹿，鳥羽，

浜島，吉津. (神戸)香住，明石，上郡: (松江)志

学. (前橋)草津，五科. (高松)引田，土庄. (富山)

大山，砺波，愛本. (岐阜)白鳥，気根，下麻生.

1 .松本，秩父，網代，熊谷，和歌山，柿岡，広島，松

山. (高松)豊浜，長J~. .'C長野)広津， (横浜)都田.

(岡山)笠岡，周匠，下砦部，久世. (和歌山)日置，

下里，岩出. (水戸)笠間. (広島)可部，神辺. (静

岡)原.

今回の地震の震央は，昭和23年 (1948) 6月 28日の

福井地震 (M=7.3) の震央より数 10km東によった山

間部ーであり，その規模は福井地震より、やや小さい.また

明治 24年 (1891)10月 28日仙台以北を除く日本中で有

感， 死者7273名と有名な根尾谷断層を生じ， 日本地震

史のうち内陸部に発生した最大地震と目される濃尾大地
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高T福FaIkKa11Y1 a井山ma 

h m  s μ μ μ μ s μ sl μ s 

1 1433 40.3 -2，000長 -6，000卦 -2，000恭 9，200 5.1 10， 000 5. 11 6， 500 4. 2 iS 33m 47.7s 

2 40.8 + 300快 十10，700長 -2，200特 * -1令 う+骨 17，800 4.6 iS 33m 48. 2s 

3 
金
Kanaza沢wa 43.3 + 200後 + 700栄

栄養 骨* ネ9，000 2.1 S 33m 50.-s 

4 
敦
Tsurug賀阜a 45.5 + 272 十 262 - 150 22，000 4.6 17，0003.8 11，400 3.8 S 33m 55.4s 

5 
岐
Gifu 45.8 - 550長 + 800長 22，300 3.6 12，000 4.3 15，500 3.6 iS 33m 59.1s 

6 T
富
oyam山a 47;2 -1，400後 - 700栄 - 600特. * * *う+ 11，700 3.0 134m 05. _s 

7 彦Hikone根 48. 7 十 155 + 38 67 10，300 4.2 12，800 5. ，9 5，500 5.0 iS 34m OO.Os 

8 
N松M名aagt市osuym屋a 本oto 

50.9 十 78 (十) 37 23，000 3.3 23，500 3.8 7，600 4.7 S 34m 04.ーへ 134m 11.一日

9 、 51. 4 - 400骨 -2，000後 - 700骨 6，100 5.3 8，200 5.5 3，900 4.8 S 34m 08. _s 

I飯ida 
田

10 52. 1 (+) (-) (ー)

11 舞Maizur鶴u ※ 55.5 十 117 十 183 - 144 8，100 6.0 5，300 4.9 8，300， 4.4 iS 34m 12.4s 

12 松Matsus代hiro ※ 56. - (-) 

13 車mey都l:na ※ 56.5 - 295 - 105 + 214 14，300 4.5 8，800 6.0 1，900 3.8 iS，34m 14. _s， 134m 20. _s 

14 札あo]to 
57.4 十 330 十 247 -170 8，200 4.3 12，600 4.5 4，800 4.5 S 34m 16. 7s， .J 34m 27.-s 

15 1m島a ※ 57.5 ート 300長 + 61 +' 200奨 3，500 8.6 7，500 6.7 2，500 6.2 

Nま長augano 野
※ 

16 57.8 - 400骨 -1; 300骨 -1，200骨 8，500 5.5 14， 700 5. 1 4，400 3.8 
※ 

17 58.一 84 19 + 61 11，600 4.1 8，300 4.1 3，200 3.6 iS 34m 17.-s 

18 浜Hamam松atsu 34 01.一 17，500 4.8 18，500 4.1 4，800 4.6 iS 34m 20.-s 

19 T高akada田: ※ O. 10 66 - 155 - 260 7，500 4.1 3，100 4.8 2，000 4.6 S 34m 25.-s 

20 T豊oyook岡a ※ 01. 3 + 230 十 380 - 330 5，700 7.3 4，400・5.'1 3，000 5.4 S 34m 24.一円 134m 38. _S 

K甲ofu 
府

21 01. 7 - 690 2，600 - 7，000 5.5 S 34m 21:0s 

22 奈Nara 良 02.3 + 12 6 8，000 4.1 7，300 6.81 2，5003.91 iS34m 24. _S 

第 1相 以 外 の 相
Z 

振

E 

大動

Z E 

初

N 
現所湘山山観号番

N 



-1.3 195. 9 6. 0 7，200 6. 9 7，800 110 140 1ー95 1ー02.8 ト十※ 
静岡
Shizuoka 
大阪
Osaka 
船津
Funatsu 

23 

+1.1 191. 1 S 34m 30. _8， 134m 40. _S "* う令4. 7 31，000 391 390 1ー398 1十04.9 1+ ※ 

-0.1 195. 8 5. 3 3，400 2. 1 3，900 4. 5 4，200 395 05.2 1十

+0.5. 207. 9 i 34m 10.48， iS 34m 32. 78 (十)(+ ) 07.3 

-0.4 213. 4 S 34m 32.一日330 10 1ー07.51+ 

O. 1 214. 2 6. 01 iS 34m 30. 2S 4， 100 5. 0 4，800 5. 0 8，400 423 small 07.5 

-0.5 227. 6 p骨 34日1 11. 58， iS 34m 32. 9s 44 19 1十55 1 07.6 1ー

十O.3 212.8 7.5! eS 34m 31.-8， i 34m 35.-8， 1 341l146.-s 4，300 5. 9 5.9[ 16，500 6，500 520 290 1ー360 1ー08. 0 1+ 

-0.2 229. 1 p昔 34m12.5s，iS 34m37.-s， 134m55.-8 29 32 1ー21 1+ '09.01+ 

性
油
掘
器
棚
封
州
問
損
昨

+1.1 227. 1 5. 01 S 34m 34. _S， S 34m 37. _S 1，300 3.、O4，500 4. 2 3，500 710 192 1ー10.61+ 

+0.4 255. 1 5. 91 iS 34m 37. 6s 420 120 11. 0 
※ 

-0.1 244.0 100 100 1ー69 1ー11. 5 1+ 

-0. 3 240. 1 

248. :3 

5. 01 S 34m 42. _S 2，900 5. 9 5，500 5. 9 4，900 105 48 1ー51ー11.71+ 

O.ー9.71 iS 34m 37. _S 2，400 7. 0 2，800 7. 0 2，500 12.一

+1.2 253. 4 3. 71 S? 34m 44. _8 1，300 4. 1 5，500 4. 0 3，200 67 49 1ー99 -1+ 13.1 1+ 

十0.2282. 1 4. 01 iS 34m 53. _8 1，300 8. 3 2，000 8..5 3，500 32 274 1ー22 1ー16.3"1+ 

"* 278. 6 4. 1 4， 900 4. 2 9，600 5. 9 8，300 140 320 1ー16. 4 

-0.5 305.0 3. 31 S? 35m 01. _8 700 4. 8 1，000 2. 9 1，000 16. 7 ※ 

0.0 274.5 3. 7 4，200 3.2 4，300 4. 5 6，200 、、，ノ(-) 16.9 IC +) 

十3.ー297. 7 p骨 34m 23. _5， iS 34m 57.-8 20 + 17.ー※ 

-1.2 303.8 4.51β…7
S 2，100 3. 8 3，300 6. 1 6，300 19 51十46 1ー17.2 1ー※ 

-0.2 291. 4 48 55 1ー37 1ー17.41ー

+0.1 287. 6 p特 34m 20~ 48， S 34m 46. 48 5. 1 2， 100 7. 2 1，800 25 54 1ー61ー17.7 1ー

A 
CJl 

-0.6 

-0.4 

310. 4 

313. 8 700 11. 41 S 34m 54. 6s 700 12.4 2. 5 800 9 23 1ー

18.ー

18.5 

※ 

※ 

神戸
Kobe 
秩父
Chichibu 
前橋
Maebashi 
尾鷲
Owase 
1~IJ FIlI 1崎
Omaezaki 

航路
Himeji 
三島
Mishima 
相 )11
Aikawa 
網代
Ajiro 
熊谷
Kumagaya 

和歌山
Wakayama 
洲本
Sumoto 
大島
Oshima 
東 京
Tokyo 
西郷
Saigo 

横浜
Yokohama 
岡'山
Okayama 
潮'岬
Shionomisaki 
新 潟
Niigata 
宇都宮
Utsunomiya 
富 崎
Tomisaki 
柿 岡
Kakioka 
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sl P長 34m25.1， eS 34m 56.18， 
4. 31 eS 35m 01. _8 

IP特 34m27. 18， iS 34m 54. _8， 
4.01 1 S 35m 03.. _8， 135m 20. _8 

p長 34m29.88 

振

E 
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F I日
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Z 
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誤IJ

米子
Yonago 
高松
Takamatsu 
水 戸
Mito 

観

48 

3，000 7.0 4，000 6. 4 3，500 22 1ー18.61+ 、 171十

1 S 34m 59. _8， iS 35m 07.98， 
5.21 

1 135m 34.ー日

4.91 eP兼 34m31. 28 

1 eP骨 34m31. _8， S 34m 59. 68， 
5.51 1 S 35m 08.88 

600 15.71 eP骨 34m36.48， eS 35m 18.-8 

+0.1 

-0.1 

338. 8 

337.4 900 4.5 2，300 6. 7 2，100 

16 22 1ー

32 12 1+ 

21. 6 

21. 8 1+ 

※ 

※ 

-0.6 

+2.ー

-1.1 375. 1 900 13. 7 800 11. 0 2 41ー26.4 ※ 

懸-0.5 382.4 p骨 34m38.ー，S 35m 23.-8 (-) 28.8 ※ 

蹴

~ 

書色-1.-390.0 500 8. 0 8.91 14，000 5，100 14 21 1十31.ー|十
N
吋
部

N

4

-0.3 404. 1 4.71 S 35m 15. _8， S 3~m 28. _8 2，000 6. 8 2，600 6. 2 1，800 4 F
D
 

3 1+ 31. 0 1+ ※ 

松江
乱1atsue
白河
Shirakawa 
剣山
Tsurugisan 
銚子
Choshi 
福島
Fukushima 

小名浜
Onahama 
山 形
Yamagata 
室戸岬
Murotomisaki 
l高知
Kochi 
酒 田
Sakata 

49 

50 

51 

333. 8 

343.6 

500 

2，200 

8. 9 

6. 5 

1， 100 

3，100 

8. 1 

6. 5 

1， 700 

3，500 

8 41ー41ー22.2 1ー

23.ー

※ 

※ 

52 

53 

54 

55 

十1.0

-0.2 

382. 7 

403.0 

p長 34m38.38， eS 35m 08. _8 

400 13.11 P脅 34m41. 28， S? 35m 30.58 

7. 01 i 34m 448， S 35m 23. _8 

4.4 

4. 4 

1，300 
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4.4 

6. 9 

1， 100 
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52 

4 

21 1ー

41ー

18 1ー

っ“

30.4 1ー

30.5 1ー※ 

56 

57 

，t.. 
58 

-0.1 417.5 5. 11 i34m 50. _8 eS 35m 298 2，000 5.1 4，200 5. 7 3，000 8 32. 7 ※ 

+0.1 433. 7 S 35m 16.-8 22 34 1ー

-1.ー

433.4 

444. 1 
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U
 

437.4 12 17 1ー13 1+ 35.9 1十※ 

+0.1 483. 5 p長 34m53. _8， eS 35m 34. _8 5 71ー21ー41. 3 1ー※ 

0.0 495. 3 4.81 P特 34m55.88， iS 35m 34.98 1，200 6. 9 1， 700 6. 9 1，600 3 5 1+ 42.21+ '※ 

-1.5 502. 1 4.51 P特 34m58. 38， iS 35m 34. _8 700 7.2 2， 100 8. 3 900 18 21 1ー13 1+ 42.81+ ※ 

-1;5 

-0.6 

eP骨 34m468， eS? 35m 13. _8， 
eS? 35m 42. "":8 

S 35m 24. _8 

8. 9 900 6.2 1，400 

3 

( --) 

う守

502.0 

561. 4 

563. 9 

21 1+ 

21ー

eS 35m 35. _8， 

1 I 150出 10.71180問 10.71即時 10.31i 35m 16.18， iS _35m 50.88 

141 

(-) 

33.31+ 

34.3 1ー

35.ー

5.31 i 35m 17， _8， S ~6m 00， _8 1. 200 5. 3 5， 100 6. 8 6，600 
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51ー

※ 

※ 

※ 
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41十

43.4 
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広 島
Hiroshima 
八丈島
Hachijojima 
仙台
Sendai 
松 山
Matsuyama 
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宇和島
Uwajima 
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秋・田
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盛 岡
乱1orioka
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沸
描
甚
醐
叫
甜
凶
附
越
市

71 A阿so蘇san山 59.0 1，800 7.0 400 '- eS36m -04. _6， i 36m 29. _6 616. 8 -0.5 

72 青Aomor森i 35 00.5 1- 6 I~ 8 1- 5 200制時 12.9 280骨州 11. 0 150制令 10. 8 635. 0 -1.ー

73 福Fukuok岡a 01.ー十 42 1，800 6.8 1，000 7.0 500 5. 2 eS 35m 59. _6， i 36m 27. 76 642. 7 -3. -

74 主lma品賀。 02.9 十 10 1+ 9 1- 5 S 36m 11. _6， i 36m 37. _6 660.5 -0.5 

75 佐Saga 05. 9 十 6 十0 6 7 4，1000 4.3 3，100 4.0 700 3. 1 668 -0.5 

76 
宮IB厳z4u1y}Raazraa原崎ki 

06.9 十 180 十 120 - 140 423 3.5 672 十o.6 

77 07.9 (+ ) (+ ) 450 8. 2 400 8. 7 200 6. 1 eS 36m 24.06 709 十o.1 

78 H函akod館ate 11. 4 eS 36m 25. _8 728 ーーo.4 

79 
長FhhZog森raa sa碕ki 

13. 2 400世骨片 9. 7 520骨怯持 4. 8 250制時 4. 8 eS 36m 31. _6， iS 36m 50. 76 731 -0.4 

80 16.一 280長兼後 6. 4 180狩砕片 6. 8 180-)(-)<哨 6.8 eS 36m 43.一日 748 --1.ー

81 室Murora蘭n 19.5 eS 36m 46.26 789 -1.9 

寿Suttsu 
都

82 20. 9 eS 36m -56. _6 808 一1.5

83 T富omie江 23.6 + 5 420長特長 7. 9 370長特長， 7.9 150長持持 3. 9 eS 36m -46. _8 828 -0.4 

84 U浦rakaw河a 28.8 (ー) (-) 860 

85 T苫om小ak牧omm 30.0 700 10.0 500 11. 3 200 4. 5 844 

86 
札3広I4a1propoor幌尾o 

32.5 8 7 7 128長長特 10.2 203長光栄 12. 8 64州法 11.7 eS 37m 03. _6 874 o. 0 

87 32. 9 eS 37m 05.-8 895 十o.3 

88 ，帯Obihir広o 39.9 948 -0.2 

89 R留umoi茄 13.，4 + 2 (十) 十 2 973 

90 旭Asahik川awa 45.ー eS 37m 42.16 985 

長Na津呂
91 gatsuro 3， 700 8. 1 7，0006.3 2，000 4.7 

92 s下himon関oseki 1，500 7.0 500 7.3 800 4. 2 

93 U温nz泉end岳ake 1，100 6.4 1，000 7.1 800 4. 9 

01 

ι‘ 
-.:] 

初動振幅の欄の長印は強震計で読んだもの，また o'tp欄の快印は Pの発現11寺が原報告そのままのものであることを示す.

最大振幅中州はスケーノレアウト，後五ポは Wiechert式地震計，他は強震計による.※印は震央決定に使用した資料であることを示す.

(注〕



48 験震 時報 27巻 2号

第 1図 北美濃地震，震度分布図

(地震月報による)

震 (Mキ 8.4)の震央はこの地震より数 10km南よりと

なっている.

北美濃地震について，気象庁管下の地震観測官暑のう

ち大部分の記象紙を集めて読取りを行ない調査した震

央は地理的に，ほぼ本州の中央部にあり観測点もほとん

どすべての方位に分布し，特に震央に比較的近いところ

では観測点の数も多く験震学的には興味あるものど思わ

れる.またここ数年来各地で「爆破地震動研究グルー

プ」による地下構造の探求が行なわれ，たまたま震央に

近い御母衣の爆破により東西に向って測線を設けて観測

が行なわれ，震央付近を中心とした東西方向の地下構造

が推定されている.これは今回の地震について波の走時

を解析する上にきわめて好都合な資料で、ある.

~ 2. 走時および震、原

2. 1 読取りの精度

第 1表に験測の結果その他を示してある.相の読取り

にあたっては，明らかに異なった波の立ち上がりと思わ

れるものだけを読取った. したがって， 例えば S波の
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第 2，図

立ち上がりがあまり明りょうでないものなどは験測して

ない utpの欄は今回読取った P相の発現時 (tPR)と

各原官署での読取値 (tpo) との差 (tPR-tpO) を示し

たものであり，第 2図は，その頻度図である.全体とし

て tPRの方が幾分前を読取っている傾向がある. また

両者の値の差が土 2秒以上のものもあるが， 約 70%弱

のものは土O.6秒以内である

この場合読取値に差 (tPR と tpoとの差) が生ずる

原因として次のようなものが考えられる.すなわち

(1) 1分の長さのとり方の相違

(2) 時刻補正値(ムt)の求め方の相違

(3) 相判定の個人差および測定上の個人誤差

(4) 験測またはムtの補正などの純然たるあやまり

などである. (1)の場合は，おもに記録ドラムの廻転の不

均一によるものであるが特に不良で、ない限りそんなに太

きくはならない. (2)についてはムtを求める場合に

interpolation によるか extrapolation によるかで， か

なりの差がでてくることがある. (3)の原因によるもの

が一般に最も多い.宇田川 (1950)の調査によると，初

動の読取り値について iPの場合で 0.3-0.6秒，eP，の

場合では 0.9-1.2秒の個人誤差があったと報告されて

いる. 記象紙上 1分の長さはいずれも大体 30mm古汀

後であるから O.1秒は約 0.05mrriに相当する. 長さの、

測定には O.lmm目盛の standardscale を使用してい

るので長さ測定の個人誤差はあまり大きくはならない筈

である.‘一方，相判定の相違は比較的大きな時刻差をあ

たえる可能性がある.立ち上がりが極めて急激でない場匂

合，または波の勢力が弱くなった場合など互に違った相

を読取るために，読取値の個人差が大きくなることがあ，

る

一。
第2図で utpが約土1秒以内のものでは， (1)， (2)によ

るものもあるが，ほとんど(3)によるものでありその大部

分は必然的個人誤差と考えられる.土1.5秒以上のものs

については，比較的近距離では(4)または(3)の原因によるu

ものであり，震央距離の遠い所のものはほとんど(3)のう

ち相判定の相違によるものである

2.2 P波の走時

第 1表の P 波を使って， trial and errorの方法で，

観測値がもっともよく満足されるような震央を求める

と36
0

03'N，136
c
43'E付近になる. これによって P波

の走時図をつくると第 3図のようになる(実際にはこの

図は，最終的な震央に対する、走時図である)• もし地殻

構造に地域差があれば比較的近距離では走時が複雑にな

る可能性がある. 上記の仮想震央の推定には 600-700 

- ti --
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kmまでの資料を使用した. らの観測値を同時に，しかも好都合に満足させることは

現在，本州の中央部については「爆破地震動研究クツレ 困難である.またPn直線からはずれている観測値はPn

ープ」によってその地殻構造が詳細に調査されている から約2秒遅れ Pnに平行な直線を引くと大体この線

(爆破地震動研究グループ， 1961，三雲その他 1961). 上にのっているように見える(第3図の点線). この点

特に御母衣の爆発では東西両方向に測線を設けて観測が については後で述べる.

行なわれ，それぞれ地殻構造が推定されている.それに 第 1層内を伝搬したと思われる波 (Pg)は，明らかで

よると，水平成層構造を仮定した場合次のように求めら ないが，神戸，室戸岬，酒田などに現われている相はそ

れている. (第6図に大体の測線を点線で示してある} の走時が約 5.5km/secの速度で伝搬しているとみられ

東方測線について・ ー るのであるいは~Pg に相当するものかも知れない.第 3

VPl : 5.5km/sec， 

VP2 : 6.0kril/sec， 

H1 : 4-6km 図に黒三角でプロットしである.これらのことから震源

H2 : 35. 6km，関東地方東部 は第 l層内にあるものと考えられる.

VP3 : 7.9km/sec， では3L6km

西方測線(北方)について

V Pl : 5. 5km/sec， 

VP2 : 6. Okm/sec， 

VP3 : 7.5km/sec， 

H1 : 2.4-13km 

H2 : 27.6km 

西方測線.(南方)について

2.3 P波の地表面入射について

前項に述べたよう巳，震源が第 1層内にあるとして2

番目の P波転向円の半径は 130kmくらいになるようで

あるが，第3図で甲府 (21)，奈良 (22)などは最初の波

がP骨直線にのるとも考えられ定時から P枠か Pnか

を区別するのは困難である.

V Pl : 5. 5km/sec， 

VP2: 6. Okm/sec， 

VP3 : 7.5km/sec， 

H1 : 2. 4'":"' 15. 3km 次に P波初動の地表面入射について調べる. 第4図

H2 :約 28km，御母衣より約 は P波初動について u/却をムに対してプロットした

200km以遠では次第に浅

くなり淡路島付近で約20

km 

ただ、し，VPl> VP2' VP3はそれぞれ第 1，第2，第3

層中の P波の速度，Hl> H2はそれぞれ第 1--第2層，

第 2-第3層不連続面までの深さである.また，第3層

は mantle上部と考えられている

第 3 図によると，震央距離(~)が約 120km までは速

度約 6.0km/secの波が最初の波として現われており，

約 130km以遠では約7.7km/secのものが最初に現われ，

6.0km/secに対応する波が laterphaseとして観測され

ている. これらはそれぞれ第2層を伝搬した P波およ

び第3層中に屈折した P波に相当するものと考えられ

る.これらをそれぞれ P長および Pnとする.

ムく140kmおよびム>400kmでは P波の発現時は

それぞれ P長および Pnの直線に比較的よくのってい

るがその中間のものではばらつきが大きい.

地震発生時現在，熊谷，網代，水戸，石巻などには電

磁地震計が設置してあり，記録ドラムの廻転，刻時時計

の精度など好条件で，観測誤差の小さい官署であるはず

である.事実， これらの観測所でも :P波の立ち土がり

はめいりように験測された.これらの観測所だけをとり

上げてみると水戸(50)，石巻(65)は大体 Pnの線上にの

勺ているが，網代(34)，熊谷(35)では Pnから約2秒遅

くなっている.震央位置を操作することによってこれ

;;[ 
“I.l';刷、→:。
(t).(~Æ-'y"Z6 

-1 

:。 → 
:0で言。 01

2，0ト日
山~~。!.n' も。a

1，0ト

.:l (E1ll}---lo 

第4図 u/wとムとの関係

ものである.ここで U は水平合成振幅， ω は上下振幅

である.第4図には 3成分とも殆んど同じ周期で明白

に現われている観測所についてだけ示しである.また図

中の直線は震源が第 1層内にあるとした場合，第2層お

よび第 3層に屈折した波について期待される理論値

(Walker (1919)または松沢(1932)による)を， (Vp/VS)2 

=3.0および 2.6の場合，すなわち，ポアソン比 (σ)=

0.25およびO.1875の場合について示したものである

ただし，第 1， 第2および第3層内の P 波の速度をそ

れぞれ5.5km/sec'， 6.0km/secおよび7.7km/secと仮

定しである.福井，高山の値は特に大きくなっている

が，その他のものは σ=0.1875の場合の理論値に比較

的よく一致している.

第 4図によると，ムが 130km以内のもの(松本まで)

はすべて u/ω は 2.3以上の値になっているが，舞鶴，

亀山，輪島以遠では大体1.1-1.6の範囲になっており，

異なった種類の波，この場合は第 2層内に屈折したもの

-- R -
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と第3層内に屈折したものの区別を示しているものと考

えられる.すなわち 2番目の転向円はこの間にあると考

えられる. ここで京都ではムは輪島とほとんど同じで

あるが u/ω は 2.4となり，これはム<130kmの観測

所における波と同種類のもの (P勺として期待される値

である.走時の上からも京都(第 3図(14))はP骨であ

っても不自然ではない.

甲府(21)，奈良(22)については不明であるがこれらに

ついては後で議論する.

2.4 P波から求めた震央

まず， Hodgson's 2nd methodにより P特相を使っ

て震央を求める 100km<ム<130kmの P波および

ム>200kmで P骨に対応する laterphase合計 19の

観測値によって求められた結果は次のとおりである.

360 05.0'土3.3'N 

1360 42. 6' +0. 9' E 

tp骨二 (32.28::t:O. 98
) + r "'"' ~ 

5.89十 0.07

ただし，ム>200kmで立ち上がりのあまりあきらかでな

(1) 

いものは1/2として取扱った.

次に，130km<ム<51Okmの聞の Pn波によって同様

に計算すると，

360 04.4'土0.9'N 

1360 43. l' ::t:O.9' E 

tp叫=(37. 98::t:O. 38) +ム
7.68土0.05

となる.この計算に使用した資料は第 1表中観測所名

に※印をつけた 35である

p持から求めた震央も Pnから求めたものも距離にし

(2) 
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第 5図 各波の走時図
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て約1.2-1. 5kmの差で一致している.今回の調査では

(2)の結果を震央として採用する. (1)および (2)で求まっ

たP骨および Pnの見掛けの速度を 2.2の「爆破地震動

研究グループ」による第2層および第 3層中のP波の速

度と比較してみると ，P骨では今回のものが幾分小さく，

Pnでは東方測線に対するものと西方測線に対するもの

との中間の値になっている.

2.5 他の相の走時

Pn相から求められた上記の震央によって， 第 1表の

すべての相についての定時図を第5図に示してある.験

測した波は，P波の他に S長および 8nと居、われるも

のおよび S波よりおくれて極めて明白に大きな振幅で

現われている波群 (I相としてある)である

これらの各相のうち P汽 S汽 8nおよび I相につい

て，すべて直線とみなして最小自乗法で係数を決めた結

果は次のとおりである.

p長:t二 (33."0土0.17)十ム (3) 
5.93土0.04， 

S昔:t= (34. 3:t:0. 24)十 ム (4) 
3. 59:t:0. 03 ， 

8n : t二 (42.0土0.44)十 ム (5) 
主.40土0.08， 

1 :t=(35.1土0.15)十ム (6) 
2. 92:t:0.01 

p特はすべての資料を含んでおり 8長相はムキ100

km以上のものについて計算し S骨と 8nの区別がむつ

かしい距離のものは除いてある.また， 8波については，

立ち上がりが iであるかどうかによって weightを付

けてある

地殻構造としては水平成層構造を仮定しフ (2)一(5)で

求められた各波の速度はそれぞれ各層中における真速度

とする.

震源、を第 1層内にあるとすれば，P波の第 2転向円の

半径 D は P持および Pnから 127.9km になる • Pg 

波に相当する波の観測が十分でないので層の厚さ，震源

の深さを観測から求めることはできないが，爆破グルー

プの調査の結果から， 第 1層の厚さを約 6km，第 2-

第 3層の境界面までの深さとして西方測線のうちの北方

のものに対する値を採用して約27kmとし，転向円の半

径 D または P骨および Pnの原点走時から深さを求め

ると約 5kmになる.また震源時は 33m32s・と求まる.

以上の結果，この地震の震源および震源時として次の

とおり求めちれた.

震源時 8月19日 14h33m32s

震央 :36004.4' N 136043. 1'" E 

深さ:約 5km

速度 2.92km/secの I相と名付けた波は，どのよう

な種類の波であるかよくわからないが 8g波に相当する

ものとすれば速度が小さすぎるようである.恐らく表面

波であろうと思われる

~ 3. P波走時の地域差について

これまでの議論では，Pn相より約2秒遅れて現われ，

第2図の点線で表わされている P波については深く触

れないできた.震央決定のだめにもこれらの値は除外し

た.前にも述べたように震央位置を移すことによって他

の観測値と同じに扱うことは困難である.また観測誤差

として棄却することもできない 次にこれらの資料につ

いて考えてみる

d 
.6 

第 6図 P波走時の異常の地理的分布図

黒丸は P波走時が白丸の地点

よりも約 2秒おそい地点を示す

これらの値を与えている観測所を地図上にプロットし

てみると第6図のように 2つの地域に限られている. 1 

つは，関東地方北部，同西半部，中部地方東部および新

潟を含む地域であり，他の 1つは大阪，神戸，洲本，和

歌山，奈良および四国東部を含む地域である.

このように地域的に走時の遅くなる原因として，これ

らの地域に到着する波は，速度の小さい層を多く通って

くるか，その経路が他よりも速度の小さい部分を含んで

いるか，あるいはその両方が加わったものであるかなど

考えられる.爆破研究グループの結果によると第2層中

のP波の速度は全ての地域で 6.0km/secであり，第3層

内の速度は東方では 7.9km!sec， 西方では 7.5km/sec 

である.また第 3層までの深さは測線によって異なり東

方測線にそっては大きくなっている.これらの結果を参

照して，今回も第 2層が厚くなっていると考える.

第7図のような 3つの modelが考えられるが， 第 6

図で OA，OBで固まれる地域 (E地域とする)および

OC，ODで固まれる地域 (SW地域とする)に分けて

議論する.

- 10-
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第7図地殻構造のmodel..各下部の構造

に対する型式的走時を示す

'・ 535"00-1 

jJ30 
0 100 JOO 

-一一歩l!.(~I'It) 

必国

第8区I E地域に対する P 波走時

(1) E 地域

第 3図から， 飯田より近い P相およびこの地域に対

する Pぃ相の走時だけをとり出して第8図に示じである.

この地域のうち北寄りの部分を除u、て関東地方中央部に

到る方位についてみると，Pnは震央距離約 300kmを

境にして互に平行な 2つの直線にのっているように見え

る.この場合第 7図の (a)または (c)の modelのうちい

ずれでも説明できるが (c)model を採用する.第 3層内

の P波の速度は他地域と同じく 7.68km/secとすれば

これら遅い P波の観測値に対応する走時は第 3図のPn

直線よりも 2.2秒遅くなり転向点までの距離は 185.4km

となる.前節で求めた震源によって第 2層の厚さを求め

ると 31.4kmとなり，第3層までの深さは約 37kmとな

る.すなわち，第 3層までの深さとして関東地方西部ま

では約 37km，関東地方東部では他の地域と同様に約27

kmとすれば走時は満足される.約 37kmという値は爆

破から求められた値とよく一致しており，関東地方東部

において浅くなっていることも同じ傾向を示している.

またこのように考えると，甲府は転向円内にあることに

なる.第8図の走時曲線で甲府は P長の直線にのっでい

るとみて不自然はなく 2.3の初めに述べた問題も解決さ

れる.甲府の値は次に述べる京都のものと共に(3)式を求

骨御母衣の爆破から求められた西方測線のうち南方の

ものは，ほぼこの地域に含まれているが， この値は

爆破から得られたものよりも大きい.

めた場合の P特の資料として使用しである

小名浜に至る方位で、は，層の厚さはほとんど同じとし

て (b)modelを考えればよい.

新潟については，強いて説明すれば (a)modelを採用

すればよし、が，今.回は詳しく議論しないことにする

(2) SW地域

E地域と同様にこの地域に対する最初の P波の走時

をかくと第9図のように，他地域の Pnよりも 2.0秒お

くれて大阪から室戸岬までの値はほとんど 1直線上にの

調見 Z 

3，ω 

3>∞ 

JJ30L 

第9図 SW地域に対する P波走時

マている.高知，清水の観測値は速い方の直線にのって

いるので (1)の場合と同様に (c)model を採用すれば，

転向点までの距離は 182.8kmとなり， 第 3層までの深

さは， 震央から四国東部までは約 37kmへそれ以遠で

は他の地域と同じく約 27kmとすれば Pnの走時は満足

される.

第 9図によると，京都，奈良では Pnではなくてまだ

p骨が最初の波として現われる距離になり P殺の直線

によくのっている.したがって地表面入射振幅の項で、述

べた京都の u/wも理解される. また第 9図では大阪の

P波は P骨か Pnか走時上からは区別できないが第4

図によって Pnと考えられる

また，姫路では大阪，神戸などよりも少し早く現われ

.. 
3500 

，，'OO 

ぷ〆
，.，. 

ノダ必

./〆。

/川〆一

.，.. 

/。
〆~。

ィイ'

/ 
/ 

勧L，.v‘
]j"3d 

第10図 E地域， SW地域を除いた地域

に対する P波走時
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第 11図 P波初動押し引き分布

ているがこれは地域的に 2つの構造の漸移地域として中

間の厚さの層を考えれば説明できるであろう.

第3図から以上 (1)，(2)の地域の資料を除いて最初の，

P波の走時をプロットしたのが第10図で、ある.すべての

観測値はよく 2本の直線で表わされている

P波について， このように地域的な差があれば S波

についても同じ地域について差がでるはずであるが S

波の観測からは地域差は見つけられなかった.これは S

j皮の初まりの読取りが P波のように良い精度で行なわ

れないためと思われる.

~ 4. P波初動

4. 1 押し引き分布

P波初動の押し引きを地図上にプロットすると第 11

図のような分布になるえ第 1表のほか， Novo-Sakh-

.alin_sk (47
0

01'N， 142043'E)では，iP _: 14h 36m 228 (J 

ST)，初動方向:+2.7μ(N-S成分)， +4μ(E-W成分)， 

+3.5μ(Z成分)と報告されている.

図中の節線は，象限型発震機構を仮定し，節面の dip

.870

および 600

の場合のものであるが，名古屋における

初動は downであり，これらの節操で「押し」、「引き」

の分布は満足されない.前に求めた地殻構造および震源

によって初動分布を満足するような節線を引くことは困

難である.ただ名古屋での初動方向は次に述べるように

かなりかたよっているので，地殻構造が局地的に複雑に

‘なっているということも考えられる.

4.2 初動方向のかたより

D'  . II~I 
-

U'" ¥11 
… 初動 l 

岐阜強震計記録

P波初動の方向は，途中に地殻構造の不均一な部分が

存在する場合などでは，震源の方向と多少かたよること

がある.

敦賀， 松本， 舞鶴および名古屋の強震計記録から P

波の初まりの部分について水平2成分を合成し質点運動

の模様を調べてみた. 第 12図(a)，(b)， '(c)， (d)の各上

部は水平成分を拡大トレースしたものであり，下の部分

はこれらの合成図である.合成図ではその傾向をみるた'

め適当な大きさになるよう単位は任意にとってあり，ま

た(b)および (d)図の合成図では，初まりの部分とあとの

部分はそれぞれ違った尺度で表わしである.・図中の数字

は，立ち上がりから l秒ごとの時間を示すものである.

味震源に比較的近い岐阜，金沢，名古屋などでは，初

動部分が短周期の波で始まっており，強震計記録に

よ{>と，周期約 4.......5秒の波に，極く短周期のもの

が重なっている.第 1表で強震計から読取ったもの

は，上図の例のように短周期の波はならしたものを

初動として読んである. (地震記録例(アート紙)

参照)

- 12-
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第 12図 (d)

線および点線の矢印はそれぞれ震央の方向および初動方

向である

敦賀，松本および舞鶴では周期 1-2秒の波が重なっ

ている部分もあるが，いずれも周期約 6-8秒の波が現

われており P波初動の方向は多少のかたよりはあるが

ー大体震央の方向に向いている.一方，名古屋において

はこの 3か所に較べて複雑になっており，立ち上がりか

昔乙の 2つは報告された資料による.

ら約 2秒たった後は大体震央の向きに動いているが，立

ち上がりから約 1秒くらいの聞はむしろ NNEの方向に

動いている.震央方向からのかたよりは前の 3か所のも

のよりも相当に大きくなっている.そして周期も他に較

べて初動の部分では短かい. (上下成分は示してないが，

立ち上がりから1.1秒く『らいまでは down，1.7秒くら

いまで up，ついで downと続いている)• これは，立

ち上がりの部分では波が重なって複雑になったか，ある

いは，初めの部分の波は NNEの方向からやって来たも

のであり，続いて NNWの方向から別の波が来たもの

と考えられる.

第3図は 19日17h07m ころの余震の場合の初動方向

であるがこの場合も名古屋では本震の場合と同じ方位に

約 200

かたよっている.図中の数字は震央の方位と初動

トーー-ー
10μ4 

乙ピ/ぞ10

Aν 
9
6
 

+
l
t
L
O
+
 

宅

7
4

p
t
l
o
-
，
 

i
h
u
o
 

第 13図 19日17h07mとろの地震の初動分布

の方向との差で，正符号は初動方向が震央の方位に対L

て時計廻りにかたよっていることを示している.その他

20日llhllm ころの余震 (36000'N，136039'E) でも名

古屋の初動はN方向からの「引き」波でありへいずれ

の場合も 20。前後のかたよりがある.

これらの例から， 名古屋で観測された P波初動は，

震源から地理的の最短距離を通って来たものでなく何ら

かの原因で北寄りにかたよった方向から来たものと考え

られる.そしてもし， lOkmくらいの回り道をしたとし

尤も走時の上で特に不自然になることもない(第3図参

照). 

第 1表から P波初動の方向を地図上に記入してみる

と(図は省略)， このほかにも振幅の読取り.誤差範囲以

上のかたよりを示していると思われる地点もあるが，こ

の問題についてはこれ以上議論しないでおく.

~ 5. 最大振幅

第 14図は強震計または Wiechert式地計震で観測さ

- 14，ー
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第 14図最大振幅

れた最大振幅のうち周期 10秒以内のものについて， 水

平合成振幅と震央距離との関係を示したものである.た

だし振幅は振動倍率の補正をしてある.また，地理的に

震央から東にある官署と西にある官署はそれぞれ東日本

(白丸)，西日本(黒丸)として分類して示しである.図中

の斜線は最大振幅を使って magnitude を求める坪井

の公式M =logA+l. 73 logムー0.83(Aは水平最大振幅

の合成値〉による直線である magnitudeにして約 6.6 

から約7.8の聞のバラツキを示しているが，距離による

減衰は大体坪井公式によって表わされている

S 6. 余震

第2表は 9月-上旬までの日別余震回数を示したもの

で，資料はすべて地震月報にのっているものである.第

15図は本震発震後 1時間ごとの， また第 16図は同様に

24日寺間ごとの余震回数を示したものである.余震のうち

もっとも大きかったのは 19日17h07m ごろのもの (震

源時 :17h07m 15. 6s， 36000' N， 1360351 E， h: Okm)で

M=5.2である. その他 magnitude 5. 0以上のものが

1回，5.0>Mミ4.0のものが 2回あった.

本震直後から 1961年 12月末日までの余震のうちで，

震源時の誤差が O.5秒以内の精度で震源の求められたも

の(ただし， 11月 12月には震源の求められる程度の余

震はなかった)の震央をプロットすると第 17図のよう

にほぼ NNW-SSEに長軸を有する長円内に分布してい

るとみなされる(図中に点線で示してある). この区域

を余震域と考えるとその面積 A(km2
)は約 7.9x102km2

第 2表 日別余震回数表

月日|有感 1無感|合計 [1月日|有感|無感|合計

8 19 22 93 115骨 9 1 O 

20 17 57 64 2 1 

21 13 16 29 3 1 1 

22 1 5 6 4 O O 

23 O 5 5 5 O O 

34 5 6 11 6 0' 

25 1 5 6 7 1 

26 2 2 4 8 O 1 

27 1 7 8 9 O O O 

28 1 3 4 10 O 5 O 

29 O 1 

30 O 1 

31 1 4 

骨 14h48m M=5. 0， 15h25m Mニ 4.6，17h07m M=5. 2 

(梢顕著)， 22h15m M=4. 3を含む

n 

40 

30 

20 

10 

↓2 4 ~ a.~ 12.叫 1. 18 20以娩 2' Zg 30 32九 3638 判

定 住活時期{崎町)

第 15図 本震後 1時間ととの余震回数

となる. 本震の magnitude(M) と余震域の面積 (A)

との関係を表わす宇津一関の式(1956)

logA=M-4 

に上記の A の値を代入すると本震の magnitudeM=  

6. 9となる(各官署から報告された最大振幅を使って坪

井の公式で、求めた本震の M は 7.0である)

震源の深さは 0-40kmの範園に分布しているが 70%

以上のものは Okmと求められている. 震源を求める場

合には和達その他の，深さ okm， 20 km， 40 km， 60 km， 

- 15-
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第 16図 本震後 24時間ごとの余震回数
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第 17図余震震央分布図

などの走時表を基準にしており，求められた深さは，こ

れらのうちのいずれかの値を与えるようになる.実際に

はこれらの中間の深さのものも存在するわけであるが，

計算によって求められた値をその地震の深さとして第

17図の長軸 a bおよび短軸 cdを通る鉛直面に震源の

位置を投影ずると第18図のようになる.これによると，

化

o 0 轡加∞倒炉。0>00ヌ矛

;∞ o 0 0∞<llPJ〆

に--0・0-ー-.Q-ノ

:0ω 喝@勾Q:Pf0)001 

iωo  0 ∞ o 0 0;0 

-0・ 0------ーーー 0-/

第四図余震震源の垂直分布

NNW 
合一一ーー

余震の立体的分布

余震の起っているのは第 17図の余震域のうち SSEの区

域では浅く，長軸にそって NNWの方向に行くに従っ

て 40kmの深さまでおよんでいる.すなわち，第17図お

よび第四図から立体的余震分布は第 19図に模型的に示

したような型になっている

き7. むすび

今回の北美濃地震について各観測所の原記象紙を集め

て再験測して震源，波の走時などについて調査した.

PへPn，S六 Snがよく観測された.その他Pg波と

思われる波が観測された所もあるが，その走時を調べる

に十分な資料は得られなかった.、震央は Pnから求め，

また御母衣爆破の際の「爆破地震動研究グノレープ」によ

る調査結果(特に層の厚さ)を参照した.

おもな結果は次のとおりである.

(1) 
( 360 04. 4'::::!=0. 9' N 

震央 11360 43: I'土0.9'E 

深さ: 約 5km

- 16.-
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震源時 8月 19日14h 33m 32s. 

震源の深さは，各層の厚さを爆破地震動研究グノレー

プの調査結果にできるだけ一致させるように求め

fこ.

(2) P骨および Pnの速度として 5.9km/secおよ

び 7.7km/secと求められたが，P長の速度は，今ま

で求めもれている 6.0km/secより小さい. これは

later phaseとしての P悼の出現が最初の Pn波の

時刻と向精度で読取りが行なわれないことが原因し

ていると考えられる

(3) 震央からみて，東~南東の地域および南西の地

，域では，Pn相の走時は他の地域に較べて遅くなっ

ている.このことからこれらの地域では他の地域よ

りも地殻の厚さが厚いと考えた.これらの地域では

地殻の厚さ約 37km，他の地域では約 27kmとすれ

ば P波の走時は満足される.

P波の走時から白河および福島でも少し遅れてい

ると考えられ(第2図参照)， これらも中間の地域

として説明されるかも知れないが，今回は一応観測

誤差として取扱った

(3) S特波および Sn波の速度はそれぞれ 3.6km/

sec，および4.4km/secと求められた.

その他 2.9km/secの速度の顕著な相が現われてい

11 現地踏査報告

るが，これは表面波と思われる.

(4) P波初動の押し引き分布を完全に満足するよう

な節線を引くことはむずかしい.ナこだ名古屋の初動

は複雑であり，しかも震源から北寄りにかたよった

経路を通ってきたものと思われる.地殻構造に局地

的不均ーがあり初動分布が複雑になることも考えら

れる

参考支献

1) G.W. Wa怯er，1919: Surface ~eflexion of 

Earthquake Waves， Phil. Trans. 218， 373-393 

2) 松沢武雄 1932 :平面波の表面反射の一例，地震

4， 125-139 

3) 宇田川孝吉， 1950:地震記象の験測の時間に関す

る誤差，験震時報 14，35-38 

1) 爆破地震動研究グノレーフ0，1961:爆破地震動観測

による日本中部の地殻構造，第 1部御母衣爆破地

震動の観測，地震 14，150-167 

5) 三雲健その他， 1961:爆破地震動観測による日本

中部の地殻構造，第 2部御母衣爆破地震動の観

視11，地震 14，168-188 

6) 宇津徳治，関彰， 1956:余震区域の面積と本震の

エネルギーとの関係，地震 7，233-240 

北美濃地震の発生した昭和36年 8月 19日から 25日 踏査を行なうた.担当者は次のとおりである.

までの聞に，各官暑が岐阜・福井・石川の各県にわたり

踏 査 山
山

I
i
J
 

域 日 当 者

地 震 課市川政治

東京管区技術課上坂慶正

岐阜地方気象台川名智雄

白 鳥 通 報 所 郡 司 直

グ 宮崎実夫

福井地方気象台中島信之

点〆 中村道輝

// 田中 同リ
p 服部節男

金沢地方気象台 岩田育左右
A〆 宮村親美

メY 内山丈夫

岐阜県
と Lる みほろ

白鳥石徹白 大杉林道一御母衣

福井県‘

大野一朝日一石徹白

勝原一下打波←下小池

石川県

白峯

白峯一市の瀬別当出合

8月21日-24日

8月21日-23日

8月24日-25日

8月19日

8月20日-22日
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当県下における北美濃地震による被害は，がけ崩れが

主で，住家の倒壊したものは全然みられなかった.これは

該地方が山岳地帯で地盤が非常に良く，かつ降雪量が多

いので，家屋は一般に堅固に作られているためだろう.

震験

県車岐

60 

S 1. 

6km の大杉林道沿いで，落石が河原にまで達して道路

が全くふさがれてしまった個所が 11カ所， これより小

規模のもの 32カ所以上にもおよんでいた. この道路に

は，ほぼ道の走向(主、として東西方向)に大小さまざま

のき裂が入っていた. そのうち，長さ 10m幅 10--15

cm以上にもおよぶものが 30か所以上もあった.また，

福井県境にある願教寺山の山頂の西側が広範固にbたっ

て崩れ落ちているのが望見された.また，北部の白川村

第 2御母衣ダム工事現場では，落石のため工事中の作業

員四名が生き埋めとなり死亡した.このほか，白山中居

神社脇の橋脚にはいったき裂，白鳥町千田野部落の火葬

場石造かまどの破壊，同歩岐島悲願寺前の長良川沿いの

国道，およびコンクリート護岸にはいった，き裂などが'

建造物の受けた主な被害であった.石垣などの小崩壊は

千田野部落，歩岐島部落に，また，路面上にはいったき

裂は前谷~石徹白聞の県道上の所々にみられた.

岐阜県中部震度分布図第 21図

岐阜県踏査地図

しかし，この地域の山(安山岩，流紋岩などからなっ

ている)は，相当に風化が進んで、いるうえに，昭和 34年，

35年の台風， 36年の集中豪雨により地表の岩石がゆるん

でいたため，これが今回の地震動により崩壊，落石して

道路をおおったり，家屋を押し流すなどの被害を起し

た.筆者らが踏査したうち， 山崩れ， がけ崩れの最も

多かった個所は白山中居神社から白山登山路に至るやく

第 20図

岐阜県白鳥町道路の被害(主として白鳥町役場の調査による)第 3表

考
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路面き裂長さ 220m

5か所，交通途絶

害

路側決壊

路面，路側き裂

落 石

路側面決壊

路面き裂，落石

被所

滝

島

近

分

所

線

付

岐

谷

在
ヶ

長
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霧

追

西

全
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(国道)

(県道)

(グ)

線

線

線

道

岡

グ

社

庁

高

白

神

林

一

'

居

阜

徹

中

山

石

白

線

落石 40か所以上
き裂 30か所以上

5か所

20か所

6か所

1か所

長さ 60m
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建造物の被害

場所|被 害|備考

二f 田

長

// 

歩 岐

石 f散
ノY

// 

メY

ノY

里子

j竜

島

白

火葬場かま破損

住家傾斜

納 屋全壊

石 垣破損

干高 落 下

橋 脚き裂

石 垣破損

石 碑転倒

壁のき裂

× 山くずれ

国がけくずれ

き裂

第 22図被害分布図

1 

l 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

多 数

白鳥町石徹白部落では壁にき裂のはいった住家が多か

った.

余震は石徹白で本震から 21日までに 30回以上感じ

た.このうちのあるものは遠雷のような地鳴り(北々西

方面から聞えた)を伴った.また第 2御母衣ダム工事現

場では 19日に 17回以上， 20日に 40回以上， 21日から

:22日朝までは一時間にゃく 3回くらいの割合で余震を感

じた(第 4表参照). 

踏査結果

白鳥町大島部落

震度 ;IV 時計は止まらなかった.

余震 19日 14h37m，14h39m， 17h07m， 20h12m， 22h 

16m の5回を観測した.

地鳴り本震の際は地鳴りを聞かなかったが，余震中に

は地鳴りを伴ったものがあった(方向不明)

その他;地下水の変化，被害は全くなかった.

白鳥町

震度 ;IV 地鳴り北々西の白山方面から遠雷のような

地鳴りを聞いた.

その他;地下水の変化被害は全くなかった.

白鳥町歩岐島

震度 ;IV 被害 同部落，悲願寺前の長良川沿いの国

道(昭和 35年 16号台風により決壊，最近補修が完了し

たばかりである)の盛り土の部分に，ほぼ道の走向に長

さやく 60m竺幅5-10cmのき裂がはいった. また，悲

願寺の道沿いの石垣の一部が崩れ落ち，一部は崩壊寸

前の状態になっていた.そのほか，同寺の向きが多少変

った.ただ、し，この石垣は古いもので不安定なものであ

る.

白鳥町千田野

震度;IV，被害;千田野は歩岐島の東にあり，白鳥町

より 300mくらい高い，世藻土でおおわれた盆地状の地

域である.同部落の各所で田の石垣が崩れ落ちた(この

地域は台風16号のときも各所で地すべりを起しており，

石垣なども相当ゆるんでいたらしい). 部落内にあった

墓石(高さ約 2m，下から1.5mくらいまでの基石はコ

ンクリートで固定しである)の頭部が東へ約 5mm移動

していたまた，同部落東端のがけふち近くにある火葬

場の石垣かまどの南および北側部分が破壊Lていたが，

それをおおうブロック積みの小屋にほ被害が全然みられ

、なかった. また， 部落西部の蓑島宅は西方へ約0.5cm

ほど土台石から移動し，風日場のタイルの一部がはげ落

ちた.また，この付近の家屋はほぼ東西方向にゆさゆさ

動揺し，しょう油びんが互にぶつかり合って割れたとの

ことである

余震;21日朝までに，遠雷のような地鳴りを伴った余

震を 10数回感じた.

その他;地下水に変化は認められなかった

白鳥町前谷~白鳥町石徹白

震度 ;IVないしV，被害;前谷から石徹自に至る県道

上の魚返橋下方約 500mのところに大落石 (6x6x4m3

くらいの岩(流紋岩)がすっぽり抜け落ちていた)が発

生していた.また，霧谷上方 100mくらいのところでも

2カ所がけ崩れがあり，このため交通は途絶した.この

/付近の 3カ所で，道路の中央に長さ 5-lOm，幅 10-20

のき裂が道路の走向方向にはいっていた.このほかに

も，相当の個所で、路上に小落石，小き裂がみられた.

石徹白川流域(白山中居神社~小谷堂~鬼神)

骨町役場の調査では長さ 200m余となっている.筆者

らが調査する前日，降雨があったため割れ目が一部

埋まったのかも知れない.

-"19ー
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震度;町，被害;鬼神付近(岐阜・福井県境付近)の

県道の数カ所で落石が発生した.そのうち，の一個所は比

較的大規模なもので，このため交通は途絶した(この付

近も山の表面の岩石(流紋岩)の風化は相当進んでいる

うえ伝， 34年， 35年の台風 36年 6月の集中豪雨でゆ

るんでいる)• 石徹白下在所南はずれの民家のモノレタノレ

塗りの壁が一部はげ落ちていた.また，石徹白部落の中

心部にある太子堂の石碑(非常に構造が不安定，写真参

照)はNNE方向に倒れた.また付近の寺では墓石に倒

れたものはなく，高さ 90cm，底部の円周 89cmの石燈

ろうが西にゃく 2cm移動した(これと対になっている

他の南側のー基は移動もしていなかった.同寺では壁に

ひびがはいったり，什器が倒れたりした.このほか，小，

学校や多くの民家でも壁にき裂がはいっていた.また，

谷屋旅館の振子時計のうち，東むきのものだけが止まっ

た.同家の南側と東側に積みあげられた薪のうち，東側

のものだけが崩れ落ちた.これらから，石徹白では東西

方向の振動が卓越したものと思われる

余震;白鳥町役場石徹白支所員の話しによると， 20日

から 21日までのあいだに約 30回余震があったらしい.

筆者らが石徹白地区を調査していた 23日""，24日にかけ

て， 23日6時 26分(震度 1)，24日5時 08分(震度II)， 

5時 16分(震度II)，9時 17分(震度 1)，20時 00分

(震度II)震度を感じた.

地鳴り;主震のとき，遠雷のような音が小池方面から

聞えた.余震の際にも「ドン」という地鳴りを伴ったも

のもあった.

その他;地下水に変化はみられなかった.

白山中居神社付近

震度 V，被害;この付近から北の地域で、は山崩れな

どの被害が目立った.

白山中居神社の参道口(南北むき)にある，東西むき

の一対のこま犬(材質:石英)のうち，東側のものが西

北西に約 300

回転していた西側のものはすでに補修に

とりかかっていたため詳細は不明で、ある.また，この近

傍の鳥居は全然被害を受けていなかったが，参道脇の一

対の石燈ろうの上部が東と西へそれぞれ落下していた.

同社で、はこのほか，前を流れる朝日添川(石徹白川支、

流に渡した木橋が，橋脚の崩壊のため落下したり，手洗舎

がてん倒したり，拝殿前の石垣が崩壊するなどの被害を

受けた.

白山中居神社~白山登山路銚子ケ峰付近(大杉林道)

震度 vないしVI，被害;中居神社脇の石徹白川にか

けられた宮川橋のコンクリート製橋脚(高さ約 5m，幅

約 3m)の西側に，ほぼ垂直にき裂がはいった(き裂は

上にむいて口を聞いており，その割れ目の最大幅は約15.

cmに達している).同社西側から石徹白川ぞいに走る大

杉林道(幅約 3m)では山崩れによる被害は特にひど

く，白山登山路口に至る約 6kmのあいだで40カ所以上

の個所に山崩れによる落石があり， そのうち 20カ所:

余で、は落石が河原に達するほど大規模なもので(底辺

20""'30m，側面の長さ 20""'30m)， このため道は完全に

石でおおわれていた.道路面上のき裂は，おもに道の走』

向沿いの，谷側に近い盛土部分にはいっており，その数一

は，幅約 15cm，長さ 10-30mのものが 30カ所以上に

もおよび，小き裂は至る所に認められた.また，対岸の句

山にも随所に山崩れの跡が望見された.

白山登山路上，おたけり坂の手前から銚子ケ峯前方ま三

での尾根上の 3カ所にき裂が発生していた.すなわち，

海抜約 1300mの地点で，走向 NE，長さ約 20m，幅 20"

cm くらいのものがあり， そり上方， 海抜 1400mぐら

いのおたけり坂付近で，同じく NE方向に長さ約 100m

の聞に幅 15-50cmのき裂が断続的にはい!っていた.こ

のき裂は中央部で写真に示すように，水平方向べ20-30、

cm 滑ったような様子をしていた.更に， 北の神鳩の洞

の午前(海抜 1450m)付近にも， NNEの方向に長さ約

25 m， 幅 10-15cmのき裂が出来ていた. 約の二本の

き裂の上盤が谷側に滑り落ちるような様子をしていたの，

に対し，ここのき裂は上盤が押しかぶさった，いわゆる

逆断層的な様子をしていた. この面の傾斜角は約 45。で、

あった

白山登山路の西側の，岐阜・福井県境にある願教寺山

(海抜 1690m) の山頂の福井県小池部落側が，相当な

、範囲にわたって崩れ落ちているのが望見された.

余震;本地域を踏査中の 23日10時 06分ころドス

ンという地鳴りを伴った震度 Iの余震を感じた.

朝日添川流域(石徹白川支流〉

震度 V，被害;白鳥町石徹白支所員の調査によるとわ

朝日添川沿いの朝日添林道で，堰堤の破損，山崩れ，道

路面のき裂などの被害が発生じた.

前谷~御母衣

震度 mないしIV，被害;前谷から御母衣へ通ずる国

道沿いの高鷲村西洞で道路面にき裂がはいった程度で，

この聞にはほとんど被害は発生していない.荘川役場職

員によると，同所付近の震度はE程度で，本震の際，地

鳴りを聞いていない.

御母衣ダムサイト付近の各所で落石が発生したが，こ

の付近は工事のため平常でも時々落石のある不安定な所:

- 20ー
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である.地震のためダムの湛水面は相当激しく振動し，

その最大振幅は約 1mに達したらしいが，ダム自体には

イ可ら損傷がなかった. このダム(ロックヒノレダム)は

'0. l2 g (g 重力加速度)までの地震加速度に耐えられ

るよう設計されていることから，この付近の震度はVに

は達していなトことがわかる.また，ダムのすぐ北にあ

る住宅街中，埋立地に建てられた家で、すわりの悪いもの

は倒れたが，岩盤上の家では電燈が激しく動揺する程度

で，ともに被害は発生しなかった.

地鳴り;本震の際，ダムサイト付近にいた人は地鳴ιり

を聞いたが，その方向は不明である

白川村大白川第二御母衣ダム建設工事現場付近

震度 V，被害;工事現場付近にがけ崩れが各所で

発生し，その落石のため工事中の四名が生き埋めになり

死亡した.地震直後電源開発株式会社によりがけ崩れ個

所の調査が行なわれた.それによると，がけ崩れは十数

カ所で発生し，最もひどい所で落石推定量が2万立方米に

もおよんだ.地震後 5分くらいから，工事場下を流れる

大白川ににごった水が流れて来たことから，上流でもが

け崩れが発生したものと想像される.

この付近は主として安山岩，石英斑岩よりなるが，風

イ七が相当進んでいて不安定であったため，この様な大が

け崩れが各所で発生したものと思われる
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山腹を切り開いて作った道路の随所に，その走向沿い

にき裂がはいった.石徹白川ぞいの大杉林道のき裂は谷

側の部分にはいっていたのに対し，ここのき裂は山体側

にはいっていだ.

余震;大がけ崩れの発生した工事現場で，電源開発株

M
A
X
i
-
-
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岐
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県
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・
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徳
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県

第 23図福井県踏査地名

④ 土砂，がけ，山の崩れ

落石

第4表 震央付近の有感余震表

日時分|観測地名|日時分|観測地名|日時分|観測地名 11 日時分|観測地名

19 14 34 (本 震)1192318 大白JII-fbI$現場 11 20 05 20 I大白川ダム工事現場 大白川ダム工事現場

37 白鳥通報 所 55 35 I 11 21 04 ノY

49 /1 20 00 10 ノY 06 00 11 11 A〆

17 06 大白川ダム工事現場 30 ノY 04 11 58 11 

12 11 01 33 A〆 38 メY 21 06 03 ノY

34 ノY 43 A〆 08 35 メY 50 11 

50 グ 02 11 〆Y 11 30 グ 09 31 白鳥通報所

18 00 グ 15 A〆 53 メY 16 25骨 千 田 野

19 50 11 38 グ 12 40 11 22 ? 白 d烏 町

20 10 ノゲ 51 11 13 35 11 22 02 55 ノゲ

24 ノY 53 ノゲ 50 メY 23 0626 石 f散 白

21 05 グ 54 A〆 15 50 メY 10 06骨 白山登山路

47 A〆 04 00 11 16 15 メY 24 05 08 石 f散 白

22 10 ノゲ 05 11 17 23 メY 16 ノゲ

16 白鳥通報所 09 グ 26 グ 09 17 グ

23 02 大白川ダム工事現場 28 Jゲ 44 グ 20 00 白 '烏 町

13 ノグ 48 A〆 11 11 

17 ノ7 05 15 ル' 20 11 A〆 50 11 

骨は地鳴り(ゴー，ズドン)をともなったもの

- 21-
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式会社の岡崎清氏は 19日19時から日時ころまで，有感

余震の観測を行なったそれによると，第4表に示すよ

うに 19日に 17回以上， 20日に 40回以上， 21日から 22

日朝までは時間に約3回の割りで余震を感じた.

~ 2. 福井県

踏査経路:大野一勝原-湯上一下山一谷戸口一朝日一

後野一朝日前坂一三面一小谷堂一石徹白一上在所方面

大野一朝日間

勝原から九頭竜川沿いに上流へ進むにしたがい，落石

増加し，約3kmで直経4m位の岩・(花筒岩)を混えた

土砂く子れがあり，ここから幅 10cmぐらいの地割れが

続いた.湯上付近は落石が多く，スノーセットの約30m

下流寄りに小型自動車が 1台大破していた.土砂くずれ

は仏原付近3か所，湯上一帯，湯上，下山間3か所，下

山1カ所であった.

朝日

朝日部落では，ちょうし，コップ，瓶類が東の方向に倒

れ，振子時計で止まったものもある.地下水は出の良くな

ったもの，悪くなったもの，止まったものなど様々である.

朝日一朝日前坂間;石徹白川に沿って後野まではとこ

ろどころに落石があった.

朝日前坂

後野一朝日前坂聞は軽い落石があった.朝日前坂部落

では民家の石垣が所々くずれ，醤油瓶，仏だんの花立や

ローソク立がほとんど南西方向に倒れたとのこと.墓石

は上部の石が 320度の方向に転落，また山の斜面の平板

状の墓石(基部75度一215度)は 175度(南)の方向

に倒れれいた.墓石の転倒率は 100%であった.

三面、

朝日前坂一三面聞は土砂くずれとがけくずれが 3か所

あった.

小谷堂

三面 小谷堂聞は落石，地割れが連続しており，大き

な土砂くずれ，がけくずれは 3か所あった.小谷堂の墓

石は全部倒れた.

小谷堂一県境

がけくずれ2か所.地割れ，落石は三面付近より.程度

が弱かった.

石徹白(岐阜県)

山の斜面に地割れが見られた.石垣の破損が多し，墓

石の転倒率約 80%であった.

石徹白字上在所(岐阜県)

守山神社のこま犬は重心が西南西に約 9cm移動し(推

定)時計廻りに回転してU、た.この付近は石垣の破損多

く，地割れも出来ていた

発光現象，余震，地鳴り，地下水

発光現象は踏査範圏内ではあったと言うことは聞かれ

なかった.地鳴りは本震の発震時に石徹白，小谷堂，三

面方面で強く聞き，そのた朝日でもあった.石徹白，小

谷堂，三面では 19日より 20日にかけて時々聞いた.石

徹白，小谷堂， 三面の余震は 19日........20日にかけて頻繁

におこっていたが， 21日からその回数は少なくな'った.

朝日では余震の程度は弱く，回数も少なかった.なお地

下水η変化は不明である

踏査経路:勝原一下打波一上打波(木野，桜久保)一一

中村一中洞一鳩ケ湯一小池奥平一下小池

勝原一下打波

所々落石が見られた下打波部落では，地鳴りは，上

流方向(北東)に聞き，柱につかまる程のゆれ方であっ

fこ.

下打波一上打波

上打波の下流 1kmより地割れが多くなり， 巾20cm，

長さ 60mにおよぶものがあった. 上打波部落より次第

に建物の被害，石燈ろうの倒壊が見られた.

中村中洞

中村部落 (23戸)までの聞は，地割れが所々にあり，

建物は落石により若干被害があった程度，墓石の転倒，

移動は 20%. 中洞部落 (14戸)は墓石の転倒率は 100%

であった.わらぶき家屋 (10戸)は全部の柱が土台から

約 3cm反時計廻りに動いた. また土蔵の白壁に多数き

裂があった.

鳩ケ湯

中村より鳩ケ湯まで、は所々落石s山崩れ，道路のき裂

がはげしく，地割れの落差の大きいものは約30cmで，

その長さは相当長く実測不能.鳩ケ湯部落 (2戸)のか

やぶきの一戸はほとんど動いていないが，柱時計の振子

が落下した克ぶき 1戸は半壊した.地鳴りは北東方向・

に築いた石垣が南へ崩れ落ちていた.

下小池

峯をすぎた小池側下り斜面には道路に直交して地割れ

があった.北東側下り，幅 90cmで北西から南東に向け

て長さ数百mの見込みで、ある.小池部落では 9棟中 6棟

が土台石より柱がずれた.墓石は全部倒れたが方向はパ

ーラバラであった.また願教寺山北西部の台地付近-帯は

特に大規模な山崩れが見られた.下小池で、は本震前の14

t 時 27分頃 30秒くらし、の聞かくをおいて 2目前震があ

り，本震時および余震時の地鳴りはほとんど地下または
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南南東方向に聞いたとのことであった.また 19日20時

頃から 21時頃の問， 北東方面に電光のようなものを 5

回認めた.当時余震は 5分おき位で(長いもので 30.分)

地震直後地下水の吹き出した所2か所で 48時間ほどに

ご、っていた. 地震当時小池部落より上方 4kmの地点で

登山者が遭難し，死亡 1人，重傷2人，軽傷3人が出た.

大野市街地より大野市湯上まで L大野通報所担当)

西勝原の第一発電所までは落石が多く，道路のき裂も

あった.

、魚止め付近では電柱が2つに折れたり，下方が干切れて

落下してしまったりしている.落石のうちでも大きいも

のは 2m近くもあった.湯上では道路 100mにわたり，

4......5条のき裂があった.垂直沈下約 30cm，水平移動

20 cm. その先 300mも1......3条の地割れがあった.国

鉄パスの運転手によると，朝日~石徹白聞の道路および

その間の山は，広範囲にわたって沈下している所があり，

人聞が入れる位の口幅で落差も 30cm程度あったと言う

話である

小池奥平

小池奥平部落度での道路は無数の地割れで歩行困難.

大木が根こそぎ倒れでいた.奥平では南東から北西の方

向に築いた石垣が南へ崩れ落ちてU、た.

~ 3. 石川県

発震後しばらくして白山方面で地変著しいとの報告が

あり，同日 19時ころ 1名が白峰に急行した.この頃震度

Iの余震が数分おき，地元民の話によれば震度Hのもの

たまたま下山して来た県土木部職員にあい，別当出合付

近から観光新道，砂防新道にかけて崩壊が多数あり 1

......2mの地割れや多数の余震などをきき取り，一応報告

のため帰台した.翌 20日2名が出発した.

踏査経路;白山下一白峯一風嵐一市の瀬一別当出合一

三ツ谷一白峯

白山下異常認められず.

白峯

本震の前に遠雷に似た地鳴りがあった.家屋の被害は

ないが，棚上のものがかなり落下Lた.墓石60のうちゃ

く10基がずれたが落下したものがない.

風嵐

被害は全くみとめられない.

市の瀬

この手前で飯場 1棟が落石のため破壊された.そのほ

かコンクリートにひびが入った程度で、被害はない，ただ

発電所の導水管にひびが入札発電不能となる.また，

手取川洪水慰霊碑が落下した.

三ツ谷

全村7戸であるが，全部柱基石が西南西方向に 3......5

'cm変位し棟木が下ったが，倒壊家屋はない.墓石落下.

道路の状況

白山下から風嵐まではパスが運行出来る.風嵐から市

の瀬まではやく 12km幅 3mの道路で，牛首川に沿って

一方はの 50......70mの断崖，一方は雑木の密生した山が迫

り， 所々垂直に近い崖となっているが， 風嵐を過ぎ約

1kmのところに長さ 6m幅 10cm内外のき裂が道路に

沿っている.ここから落石がつザき路上に散乱してい

る. 名勝扉風岩の 50畳敷もある巨岩が 4つ5つに割れ

て転り行手をふさいでいる.さらに進むと天狗壁の大崩

壌がある. 高さ 50m幅 30mが赤土巨岩と共に牛首川

になだれ込んで、いる.宮谷の出合付近までの間に 2か所

の大崖くずれがあり，横9m縦 5mにおよぶ大岩石が道

l 路をふさいでいる.名勝百万貫の付近から分校までは大

きな崩れはないが，分校から市の瀬の中間に，途中切れ

ている所もあるが大きく見て 100mにわたる大山崩れが

あり，道路は完全に埋り，上をのり越えて行くことも出

第 24図 石川県踏査地図 ω 来ないので， .20m下の河原に下って市の瀬に行く

市の瀬部落の中にはき裂は 3......5か所で少いが，六万

が2時間おきくらいにあった. 19時 20分ころ市の瀬に 橋を渡っていよいよ登山道にかかると落石は足の踏み場

向ったが，地底をゆるがす山鳴りが断続し， 2km前進し もないくらい散乱し，別当出合に至る 4kmの間は大崩

て扉風岩，天狗壁など 3か所にわたる大崩壊の現場付近 かいが 5か所くらいあり，大きく上を廻って行かねぼな

を探査中，余震による崩壊があり，危険で進めず，暗夜 らない.軍道は市の瀬より 2kmさきで完全に埋り，切

で充分な踏査も出来ないので 20時 30分ころ後退した. り聞いた道はまた一つの山になって先は見えない.猿橋
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付近で始めて北東から南西にかけ道路に沿って，長さ 6

m，落差最大40cmの一見断層らしいものがあったが，

谷側がくずれた形跡がある. 猿橋を過ぎさらに 1kmく

らいの所，幅 3.5mの道路の山手より1.5mの所に南々

西一北北東の走'向に長さ 46m落差別-100cmの断層ら

しきものがある.ここでは谷側はブッシュになってお

り， 30mくらい谷へ下って見たが崩れた形跡は見当らな

かった.

この地点からさらに 50m進むと， 全行程唯一か所だ

け道路を横切った断層らしきものがある.東西 4m， 6 

m間隔に落差 10-20cmのものが本見られた.ここから

別当出合までの聞に道路に沿って大体南西一北東の走向

に10m，11m， 25m， 41rilの長さわたり，落差最大 40

cmくらいのものが 4か所見られ石. 別当出合付近はも

ともと高さ 100mの大ガレ場であるが，この崩壊はすさ

まじく，谷を埋めたような観がある. 21日昼ころここに

到着したがまだまだ余震は10分おきにあり，その上濃い

ガスがかかり，ガスの中で落石のひびきが至る所にして

危険を感じたので，遂に頂上行きを断念した.

なお文中落差のあるき裂を便宜上断層らしきものと書

いたが，これは検討の結果このような谷すじに沿った地

形の複雑な所では断層と確定することは甚だ疑問で延長

線上の平野部でたしかなものが発見されれば別だが，今

の所単なるき裂と見た方がよいと思われる

.またこの様な断層らしきものはその後新聞社の踏査に

'よると別山と室堂中間の天池付近の大扉風の所に，北々

西一南々東の規模も前と似たようなものが 1か所あるよ

うである

聞き込みによると市の瀬の旅館の入が本震の最中広白

山を望見したとき，火柱を見たという

また本震当日，白山登山中の金大理学部学生松岡弘義

氏(白山室堂観測員)は白山頂上(翠池)付近において

12時-12時 30分の聞に震度E程度の地震を感じ，その

際，池の水面の波立ちと岩石の小崩壊を見た.また21日

朝下山の際頂上付近の紺ケ池の水面が 1-1. 5m低下し

ていることを確認した.

~ 4. 被害状況

'‘震度N(中震)を示した北陸西部や岐阜地方にどの被

害が著しく，死者7人のほか，重軽傷者 40数人を出した-

sさらに国鉄越美北線(福井一勝原)の牛ケ原一越前大野

間の，線路が 200mほど曲うたり，浮上ったりしたた

め，北陸本線のダイヤも乱れた.以下被害の状況を各県

別に述べる心

石川県の被害

主として白山方面で発生した. (白峰一市の瀬線)落

石，道路き裂など 12か所. (岩間一瀬戸線)15m欠壊.

(市ノ瀬一別当出合線)落石，道路き裂. (金沢 岐阜)

落石多し (白山登山路)き裂， 崩壊により寸断， 土砂

崩れあり.石川郡白峰村北陸電力市ノ瀬発電所は落石，

地盤沈下(約40cm)，えん堤沈下のため発電機能停止.

加賀市地方では，高圧線2か所，電灯線 10か所切断.

福井県の被害

大野，勝山方面に多く発生した.被害は，被害一覧表

のとおり.

岐阜県の被害

震源に近い奥美濃(長良川上流白鳥以北)および庄川

上流(支流大白川)を中心に起り，中でも御母衣(みぼ

ろ)発電所工事現場における土砂崩れにより多-くの死傷

者を出した.この方面では各所で山崩れ，地割れなどが

あった模様で道路も郡上一白川線，郡上 石徹白線など

不通となった地割れは白鳥町長滝以北の高岡線以西，

山崩れがけ崩れは高鷲村西部地区以西，石徹白地区，落

石は高岡線国道以西，道路損壊は白鳥町前谷以西石徹白

(特に大杉林まで)に起った墓石転倒は白鳥町長滝一

高鷲以西，石徹白地区に多く，とくに石徹白地区では

20-30%が倒れた.なほ，高鷲，石徹白地区で遠雷のよ

うな地鳴り，山鳴りが続いた.

富山県の被害

19日22時20分すぎ中新川郡立山町御前沢の関西電力

黒部第4発電所ダムサイトにかなり強い余震があり，落

石のため 6人が重軽傷を負った.以下各県の被害を総括

すると第5表のとおりである

第5表被害一覧表

被害項目 |石川県|福井県|岐阜県|富山県|合計

死者(人)

負傷 者 { 人 )

家屋全壊(戸)

家屋半壊(戸)

家屋一部破損(戸)

非住家被害 (戸)

水田流出埋没(he)

畑流出埋没 (he) 

道路損壊(所)

山くずれ(所)τ

鉄道被害(所)

通信施設被害(所)

匂擢災世帯数

4 I 1 I '3 I 8 

7 ! 15 l' 15 6 I 43 

211  
2 j 

2 

4 

12 

3 

一24-=-
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市ノ瀬別当聞の地割れ (北国新聞提供) 別山天池一御舎利山(北国新聞提供)

市ノ瀬，別当出合聞の地割れ (北国新聞提供)



市瀬入口三 ツ谷橋 (北国新聞提供)

別当出合の落石 (北国新聞提供)

別当出合の落石 (北国新聞提供)



北美濃地 震写真集

石徹白川 宅川橋橋脚のき裂

(東京管区気象台技術課)(気象庁地震課)

魚 止 附近 (福井地方気象台)

乙ま犬の回転

(東京管区気象台技術課)(気象庁地震課)

鬼神付近のがけくずれ

(東京管区気象台技術課) (気象庁地震課)

歩岐悲願寺前の道路のき裂

(東京管区気象台技術課)(気象庁地震課)

トンネ Jレ入口の自動車 (福井地方気象台)



北美濃地震記録例

室戸岬 (Wiechert式地震計)，酒田(普通地震計)

および岐阜 (強震計)


