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　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstract

　　For　the　purpose　of　studying　the　underground　structure　in　the　south－eastern　part　of

the　Kanto　plain　and　the　Miura　peninsura，a　seismic　prospecting　survey　traverse　with
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a1e㎎th　of42km　wascarried　outbetween　Midori　Ward　in　Yokohama　City　and　Miura

City，Kanagawa　Prefecture．　The　exp1osion　sites　were　three　in　number，and　the

observation　sites　were　sixty．The　main　resu1ts　of　this　survey　are　summarized　as

follows：

（！）The　underground　structure　of　the　investigated　area　is　approximate1y　divided　into

two　parts：the　south　and　the　north　near　the　roots　of　the　Miura　Peninsura，（2）The

north　is　characterized　by　a　simple　structure　consisting　of　three　gently　s1oping，aImost

horizonta11ayers　with　P－wave　seismic　velocities　of2．O，2．3，and3．0km／s　respective1y

（top　to　bottom），and　a1ayer　with　a　P－velocity　of4．7km／s　under　these1ayers．The4．

7km／s　layer，whose　lowermost　point　is4km　deep　beneath　the　surface，is1ocated　in　the

vicinity　of　KonanWard　in　Yokohama　City，（3）Inthe　south，there　arethree1ayerswith

P－wave　velocities　of2．3－2．4，3．6and4．7km／s　respective1y．The3．0km／s1ayer　found

in　the　north　disappears　can　be　assumed　to　change　to　the3．6km／s　layer　instead．The

uppermost　depth　of　the3．6km／s1ayer　is　about0．5km，which　displays　upheaval

structure　near　the　middle　of　the　Miura　Peninsura．The　P－wave　ve1ocity　of3．6km／s

is　comparable　to　that　of　the　Hayama　group　in　the　Pa1eogene　period　or　the　Miocene．

The　upheava1structure　of　the3．6km／s1ayer　corresponds　with　that　in　the　geological

structure　of　the　Hayama　Group，（4）The　underground　structure　obtained　from　the　P

－wave　velocity　profile　in　this　study　is　in　harmony　with　the　supposed　geo1ogical

StruCture、

Key　words1exp1osion　seismic　prospecting，underground　structure，eastern　Kanagawa　Prefec－

　　　　　ture．
キーワード：爆破地震探査，地下構造，神奈川東部

1．はじめに

　首都圏地域の地下構造の調査は，地盤の震動性状の予測，堆積層の下に潜在する断層の検

知及び地質構造の研究等に基礎的なデータを提供するものであり，本地域の地震予知や地震

防災研究にとって，その解明は重要な意義を持っている．首都圏南西部では，首都圏基盤構

造研究グループ等により，かなりの数の人工地震探査が行われ，地下構造の様相が明らかに

なりつつある（瀬尾・小林，1980；山中・他，1986．1988．1991；首都圏基盤構造研究グルー

プ，1989）．しかし，横浜市南部から三浦半島にかけての神奈川県南東部に関しては，市街地

であるための観測条件の悪さや，地質構造の複雑さのために，十分な解析は行われていない．

　本報告では1984年！1月25日に横浜市緑区と三浦半島先端部を結ぶ測線において国立防

災科学技術センター（当時）が実施した，人工地震による屈折波地下構造探査の解析結果と，

地質構造等との関連について述べる．

2．人工地震の観測

　主探査測線は，図1に示すように，横浜市緑区荏田町と三浦市初声町を結びほぼ南北に延

長する長さ約42kmの測線で，北からA，B，Cの3爆破点を持つ．この主測線とは別に，

B点（逗子市池子町）から北北東方向（東京都夢の島方向）に横浜市金沢区幸浦町にまで延

一24一



人工地震による神奈川県東部地域の地下構造調査一一鈴木ほか

T　O　K　Y　O

N　O　S　H　l　M　A

　　　　　　A　　　　　　●
　　　　　　1●

　　　　　　10・　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B　A　Y

　　　　　　　・　YOKOH＾M＾

　　　　　　　汽

　　　　　　　　　　YOKOSUKA　　　　　　　　、●一　　　　　、吋
　　　　　　　　・、＼MIURAPENlNSURA

三篶∵簑〆

0　　　　5　　　10kπ1　　　　　M－1］R＾

　　　　　　　　、

図1　　探査測線位置図．数字は観測点番号を示す（表

　　　　2及び3参照）．

Fig．1　Location　of　the　survey　line，Numerals　show

　　　　observation　point　number（see　Tab1e2and3）．

びる長さ約8kmの副測線を設け，B点爆破及び1984年11月11日に行われた夢の島爆破

（首都圏基盤構造研究グループ，1989）を観測した．副測線は東京湾側への構造変化を調べ

るために設けたものである．爆破の諸元は表1に示されている．観測点は主測線46，副測線

14の合計60点である．各観測点では固有周期2Hz及び4．5Hzの上下動地震計を1台づつ

約50m離して設置した．これとは別に，各爆破点の近傍では約100m問隔で6個の地震計を

設置して観測した．観測点及び爆破点の位置は図1と表2及び3に示されている．主探査測

線は後に示すように，いままで本地域で実施されたいくつかの爆破探査測線と交差している．

また，三浦半島中央部を北西一南東に横断する葉山隆起帯（三梨・矢崎，1968）及び数本の

活断層（太田・他，1982；活断層研究会，1991）を横断している．

　表2及び3には爆破点からの距離，初動走時も示す．図2～4に得られた観測波形のいく

つかを示す．各トレースの振幅は任意のスケールである．爆破点B及びCからの爆破ではか
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表1　　爆破点位置及び爆破時問．

Tab1e．1　Locations　and　origin　times　of　explosions．

NAME LATITUDE LONGITUDE　　HEIGHT　　DEPTH　　CHARGE

　　　　　　　　　　　（m）　（m）　（k9）

　　ORIGIN　TlME

Y　M　D　H　M　S

35．32’2217”13卯34‘13．！”

351831．1　1393623．4

350957．8　1393756．3

41　　112　　450

28　　111　　300

38　　111　　450

1984！1

198411

198411

25020200．166

25021200．537

25022200．337

表2

Tab1e．2

主測線における観測点位置及び初動走時．

Locations　of　observation　points　and　trave1times　of　initia1motions　for　the　main

survey1ine．

NO STAT1ON LOCATlON ＾一巨XPLOSlON B－EXPLOSlON C－EXPLOSlON
LATlTUDE LONGlTUDE H（m） △（㎞） ↑（S） △（㎞） T（s） △（㎞） T（s）

A－1 港北ニュータウン 35032122．6”ユ39㍗4’13．2“ 43 O．OO O．05 25．8ユ 7．28 41．82

A－2 ’’ 353220．6 ユ393413．2 44 O．09 O．08 25．72 41．73

A－3 ’’ 353218．5 1393419．2 44 0．！6 O．11 25．65 7．28 41．66

A－4 ’’ 353216．4 1393422．4 47 O．20 O．！4 25．61 7．26 4ユ．62

A－5 ’’ 353214．3 1393425．4 48 O．28 O．18 25．53 7．26 41．54

A－6 ’’ 353212．2 1393428．5 52 O．36 O．21 25．45 41．46

1一ユ 東方公園 353147，8 ユ393423．O 62 1．王o O，61 24．71 7．ユ6 40．72

1－2 ’’ 353146，3 1393425．1 62 1．15 O．62 24．66 40．67

2－1 池辺町 353125．7 1393420．3 4！ 1．75 o．94 24．06 40．07

2－2 〃 353124．7 1393418．1 41 1．80 O．95 24．Oユ 6．95 40．02

3－1 都田中学校 353112I9 1393425．2 28 2．17 1．16 23．64 6．84 39．65

3－2 ’’ 353ユ12．1 1393423．3 26 2．19 1．17 23．62 39．63

4－1 鶴見川堤防 353038，6 1393425．O 8 3．20 1．68 22．61 38．62

4－2 ’’ 353038．5 1393425．9 8 3，20 1．70 22．61 6．72 38．62

5－1 東本郷第一公園 353015，1 1393432．4 46 3．96 2．06 2ユ．85 37．86

5－2 〃 353014．4 1393431．8 46 3．98 2ユ．83 37．84

6－1 鴨居赤坂団地 352955．5 1393438．9 40 4．58 2．38 2ユ、23 6，46 37．24

6－2 ’’ 352953．7 1393437．7
4ユ 4．63 2．39 21．18 6．44 37．ユ9

7－1 西菅田団地 352938一ユ 1393441．5 40 5．12 2．61 20．69 36．70

7－2 ’’ 352937，O ！393441．8 40 5．16 2．61 20．65 6．39 36．66

8－1 羽沢稲荷公園 3529ユ6．4 1393440，6 60 5．76 2．91 20．05 6．27 36．06

8－2 ’’ 352913．6 1393439．8 6C 5．85 2．96 19．96 6．24 35．97

9－1 上菅田町 352854．6 1393447．6 68 6．里7 3．19 19．34 35．37

9－2 ’’ 352853．7 1393447．O 72 6，48 3．20 19．33 35．34

10－1 上星川小学校 352821．O 139345ユ．6 65 7．50 3．57 18．3ユ 6．OO 34．32

1O－2 ’’ 352819．4 1393449．7 65 7．5左 3．58 18．27 5．98 34．28

11－1 坂本小学校 352740．O ！393455，4 17 8．77 4．01 ！7．04 5．73 33．05

11－2 ’■ 352739．2 ！393459．7 17 8．80 4．02 ユ7．Oユ 5．72 33．02

12－1 仏向町 352718．4 1393508．O 48 9．48 4．22 16．33 5．59 32．34 8．9ユ

！2－2 ’’ 352718．1 1393510，4 48 9．50 16．3ユ 32．32

13－1 初音ケ丘 352639．6 1393512．8 44 ！0．68 4．63 15，13 5．41 31．i4 8．68
13－2 ’’ 352639．6 1393515，4 34 10．69 4．63 15，12 5．40 31．工3 8．67
！4－1 狩場町 352619．4 ！393535．！ 48 11．36 4．85 14．45 5．20 30．46

14－2 ’’ 3526ユ8．9 1393533．O 48 ユ1．38 4．89 14．43 5．20 30．44

15－1 永田中学校 352550．6 1393526．5 46 12．21 5．07 13，60 5．1O 29．61

！5－2 ’’ 352547．9 1393526．6 46 ユ2．29 13．52 5．06 29．53

16－1 永田山王台 352524．5 1393522．9 5皇 ユ3．OO 5．27 12．81 4．89 28．82 8．22
16－2 ’’ 352523，7 1393523．8 55 ユ3．03 5．27 12．78 4．88 28．79

17－1 別所小学校 35245！．3 1393509．4 51 13．96 1！．85 4．64 27．86 8．OO

17－2 ’’ 352450．8 王393510，3 51 ユ3．99 5．62 11．82 4．64 27．83 7．99
18－1 大久保 352422．4 ！393534．6 26 ユ4．94 1O．87 4．40 26．88 7．78
18」2 ■■ 1352421．1！l13131－1 24 ユ4．95 10．86 4．38 26．87 7．78lll14111
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表2　続き．

Tab1e．2　Continued．

NO STATlON LOC＾T1ON パEXPLOSlON B－EXPLOS1ON C－BXPLOSlON
LAT1TUDE LONGlTUDE H（m） △（㎞）　T（s） △（㎞） T（s） △（㎞） T（s）

19－1 南台小学校 352338．3 1393542．5 35 16．32 9．49 3．94 25，50 7．48

19－2 ノ’ 352336．3 ！393542．1 35 16．38 9．43 3．90 25．44

20－1 臼野公園墓地 352309．7 1393537．O 50 17．15 8．66 3．62 24．67 7．36

20－2 〃 352309．7 1393536．4
5ユ 17．16 8．65 3．62 24．66 7．33

21一ユ 洋光台北公園 352254．9 1393603．8 48 17．71 8．lO 3．48 24．ユ！ 7．14
21－2 ’’ 352254．8 1393603．O 48 17．7工 8．ユ0 3．46 24．ユユ

22一ユ 洋光台第2小学校 352221．6 13936！3．1 45 18．75 7．06 3．12 23．07 6．92
22－2 ’’ 352221．5 1393615．1 44 18．76 7．05 3．12 23．06 6．90
23－！ 上中里 352201，O 1393641．1 57 19．47 6．34 2．85 22．35 6．74

23－2 ’’ 352159．9 1393643．1 58 19．51 6．30 2．83 22．3ユ 6．72
24－1 氷取沢小学校 352ユ44．4 1393642．O 60 19．97 5，84 2．65 21．85 6．60

24－2 ’’ 352143．2 1393641．1 60 20．OO 5．81 2．63 2ユ、82 6．57
25－1 能見台 352129．3 1393643．2 70 20．44 5．37 2．45 21．38 6．46
25－2 ’’

352129．O 1393645．O 74 20．45 5，36 2．44 21．37 6．44
26一ユ 釜利谷 352041．5 ！393636．4 ！且 21．85 3，96 1．76 19．97 6．09
26－2 ’’

352041．1 1393637．2 6 21．87 3．94 1，75 19．95 6．09
27一ユ 釜利谷小学校 352023．8 1393638．5 8 22．39 3．42 1．5ユ 19．43 5．95
27－2 〃 352023，6 1393639．9 7 22．42 3．39 1．51 19．40

28－1 釜利谷南 352007．5 ！393646．2 4 22．93 2．88 ユ．3ユ 18．89 5．84
28－2 ’’ 352006．9 ！393645．1 5 22．94 2．87 1．30 18．88

29－1 大道中学校 35！942．O 1393613．4 ユ2 23．63 2．18 1．oユ ユ8．19 5．66
29－2 ’’ 351939，1 13936ユ3．9 12 23．72 2，09 O．96 18．10 5．62
30－1 六浦町 351917．5 1393631．5 41 24．43 1．38 O．66 17．39 5．45
30－2 ’’ 3519！5．6 1393633．7 41 24．49 1．32 O．63 17．33 5．42
31一ユ 六浦南 351859．1 1393641．7 14 25．02 O．79 C．42 16．80 5．33
31－2 ’’

351856．4 1393641．2 15 25．ユO O．71 O．40 16，72 5．28
B－6 池子 351845．2 1393622．O 39 25．38 0．43 O．23 16．44 5．23
B－5 ’’

351839．O 1393616．4 25 25，55 0．26 O．ユ4 16．27 5．工9

B－4 ’’ 351837．1 1393614．5 22 25．60 O．2ユ O．ユ！ ！6．22 5．ユ6

B－3 ’’ 351832．8 ！393615．5 20 25．74 O．08 O．04 16．09 5．09
B－2 ’’

351832．2 1393618．3 20 25．76 O．05 O，03 16．06 5．09
B－！ ’’

351831．1 ユ393623．5 30 25．81 O．OO O．OO ユ6．01

32－1 池子小学校 351812．O 1393618，O 53 26．38 O．57 O．29 15．44 4．97
32－2 ’’ 35ユ810．1 1393617．5 53 26．44 O．63 O．31 15．38 4．95
33－1 沼間 35ユ751．6 1393624．3 25 27．03 1．22 O．53 14．79 4．75
33－2 〃 351748．8 1393623．O 15 27．11 1．30 O．57 14．71 4．70
34－1 南郷 35ユ7！4．1 1393622．6 74 28．16 2．35 1．14 13．66 4．40
34－2 ’’ 35ユ7！2．8 1393623．3 73 28．20 2．39 1．15 13．62 4．37
35－1 二子山南 351633．5 1393633．3 56 29．43 3．62 ！．50 12．39

35－2 ’■

351632．1 1393635．8 58 29．48 3．67 1．51 12．34 3．98
36－1 栗坪 351602．！ 1393644，9 51 30．44 4．63 1．77 1ユ．38 3．83
36－2 ’’ 35！600．2 1393648，O 37 30．51 4．70 1．80 エユ．3ユ 3．82
37－！ 上山口 3515皇5．O ユ393704．1 45 31，02 5．21 1．98 10．80 3．78
37－2 ’’ 351543．7 王393704．4 50 31．07 5．26 10．75

38－1 葉山ゴルフクラプ 351519．O 1393658．4 184 31．81 6．00 2．28 ユO．O工 3．61
38－2 ’’

351517．2 1393658．O ユ79 31．86 6．05 2，29 9．96 3．59
39－1 四ツ谷 351446．6 1393644．7 ユ0！ 32．72 6．91 2．57 9．10 3．28
39－2 ’’ 35！444．8 1393643，2 108 32．77 6．96 9．05 3．27
40－1

’
土
滝 351414．3 1393724．7 107 33．86 8．05 2．86 7．96 2．96

40－2 ’’

351411．3 1393723．8 92 33，95 8．ユ4 2．87 7．87 2．94
41－1 芦名 351339．1 1393709．9 46 34．88 9．07 3．18 6．94 2．68
41－2 ’’ 351338．4 1393704．5 46 34．89 9．08 6．93
42一ユ 武山 351304．9 1393756．4 4 36．06 ユ0．25 3．4ユ 5．76 2．43
42－2 ’’

351304．9 I393752．4 3 36．07 10．26 3．42 5．75 2．43
4ト1 長井 351210．5 1393759．4 17 37．74 i1．93 4．02 4．08 1．82
43－2 ’’ 351208．2 1393801．3 1ユ 37．81 12．00 4．05 4．01 1．78
44－1 和田 35ユ129．2 ユ393732．8 25 38．93 13．12 4－42 2．89 1．25
44－2 ’’ 35ユ127．1 1393729．6 26 38．98 ！3，17 4．44 2．84 1．19
45一ユ 下宮田 351105．3 1393758．9 3 39．75 13．94 4．63 2．07 O．93
45－2 ’’

351104．0 1393802．3 3 39．80 13．99 4．66 2．02 O．90
46－1 三崎口 351038．5 ユ393755．ユ 38 40．55 14．74 4．83 1．27 O．59
46－2 　’’一　一 351033．4 1393754．O 37 40．71 14．90 ！．11 O．5ユ

C－6 二戸 35ユO05．8 ユ393739．O 29 4ユ．52 15．7！ 5，06 O．31 O．ユ8

C－5 ’’ 351004．5 1393742．7 34 4ユ、57 15．76 5．07 0．25 O．ユ6

C－4 ’’ 351003．ユ 1393746．ユ 35 41．62 15．81 5．09 O．20 OI13
C－3 ’’ 351002．3 1393750．5 37 4ユ．66 15．85 5，09 O、ユ6 O．11
C－2 ’’ 351000．6 1393758．4 51 41．74 15．93 5．11 O．08 O．09
C－1 ’’ 350957．7 ユ393756．4 41 41．82 ユ6．Oユ 5．15 O．OO O．07

一27一



防災科学技術研究所研究報告　第5ユ号　1993年3月

表3　　　副測線における観測点位置及び初動走時．Y－EXPLOSIONは1984－11．11に行われ

　　　　　た夢の島爆破を示す（首都圏基盤構造研究グループ，1989）．

Table．3　Locations　of　observation　points　and　travel　times　of　initial　motions　for　the

　　　　　supp1ementary　survey　line．Y－EXPLOSION　is　Yumenoshima　explosion，which

　　　　　was　carried　out　on　Nov．11．1984（Research　group　on　underground　structure　in

　　　　　the　Tokyo　metropo1itan　area，1989）．

N0 STAT10N LOCATION B－EXPLOS10N Y－EXPLOSlON

LATITUDE LONGlTUDE H（m） △（km） T（s） △（㎞） T（s）

B－2 池子 35．18’32．2” 139036‘18．3” 20 O．00 o．oo 39．70
9
． 95

47－1 六浦駅 35 19 04． 9 139 36 50，O 16
1
． 24

47－2 ’’ 35 19 05．4 139 36 49．8 ！2 1．25
o
． 60

48－1 六浦東 35 19 17．4 139 37 OO．8 2 1．71 0．80

48－2 ’’ 35 19 19．O 139 37 02． 9 2 ！．78 O，83

49－1 金沢八景 35 19 35． 6 ！39 37 12． 5 ユ8 2．34 1．02

49－2 〃 35 19 36．O 139 37 13． 1 ユ8 2．36 1．03

50－1 金沢八景駅 35 19 44． 5 139 37 23． 1 5 2．72 1．20

50－2 ’’ 35 19 45．4 139 37 22．7 4 2．74 1．21

51－1 金沢高校 35 ！9 54．O 139 37 16． 6 5 2．89 1．31

51－2 〃 35 19 35．8 139 37 20．2 5 2．92 1．32

52－1 八景小学校 35 20 07． 3 139 37 29．ユ 2 3．40 1．52

52－2 〃 35 20 07．O 139 37 32． 7 2 3．43 1，53

53－1 金沢文庫 35 20 11．0 139 38 01． 9 38 3．93 ！．77

53－2 ’’ 35 20 14． 1 139 38 04． ！ 38 4．04 1．81

54－1 称名寺 35 20 24．O 139 37 59． 2 9 4．23 1．88 35．47
9
． 25

54－2 〃 35 20 27．0 139 37 56．3 16 4．26 1．89 35．44
9
． 23

55－1 西柴小学校 35 20 38． 6 139 38 11．9 38 4．78 2．14

55－2 〃 35 20 41．O 139 38 12． 5 44 4．85 2．17

56－1 長浜 35 20 54．7 139 38 11． 2 70
5
． 19 2，38

56－2 ’’ 35 20 56． 5 ！39 38 07． 9 68 5．20 2．37

57－1 並木第4小学校 35 21 06． 3 139 38 38．6 4 5．85 2．65 33．85 8．99

57－2 〃 35 21 08． 3 139 38 42．7 4 5．96
2
． 68 33．74

8
． 98

58－1 並木中学校 35 21 20．8 139 38 40．9 4 6．28 2．80 33．42
8
． 93

58－2 ’’ 35 21 24． 6 139 38 41．6 4 6．38 2．85 33．32
8
． 93

59－1 幸浦 35 21 39． 7 139 39 05．7 3 7．09
3
． 13

59－2 ’’ 35 21 42． 9 139 39 05．8 3
7
． 17

3
． 17

60－1 幸浦海岸 35 22 07．8 ！39 39 30． 9 2
8
． 15

3
． 51 31．54

8
． 62

60－2 ’’ 35 22 10． 1 139 39 32． 9 2
8
． 25

3
、 53 31．45

8
． 59

なり遠方まで良好な初動が得られているが，爆破点Aからのシグナルは予想よりかなり小さ

く，爆破点から13km程度までしか初動を読み取ることができなかった．図5及び6に主測

線及び副測線の走時曲線を示す．図5には明瞭な後続波の走時も同時に示している．B，C

問では初動以外に明瞭な後続波は見あたらない．

3．地下構造

走時曲線の解析によって得られた地下構造を図7に示す．まずA，B問では，A，B爆破
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Fig．2

A点爆破の主測線の観測波形．

Observed　seismograms　on　the　main　survey1ine　for　A　explosion．
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Fig．3

B点爆破の主測線の観測波形．

Observed　seismograms　on　the　main　survey1ine　for　B　explosion。
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Fig．4

C点爆破の主測線の観測波形．

Observed　seismograms　on　the　main　survey1ine　for　C　explosion一
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図6　　副測線の走時曲線．白丸及び黒丸はそれぞれB点爆破

　　　及び夢の島爆破（Y）の走時を示す．

Fig．6　Trave1time　diagram　for　the　supp1ementary　survey

　　　1ine．Open　and　solid　circles　show　travel　times　for　B

　　　and　Yumenoshima　explosion（Y），respective1y．

点からの第1層のP波の見掛け速度が2．0km／sであり，後続波も遠方まで明瞭に追跡でき

ることから，第1層の速度を2．O　km／sとした．第2層は，A，B爆破点からの見掛け速度が

それぞれ2．35及び2．25km／sであるので（図5），2．3km／sとした．第2層の後続波もかな

り明瞭に追跡できる．第3層はAからの見掛け速度が3．O　km／s，Bからが2．7km／sである

が，重力探査結果（駒沢，1985）や推定地質構造（三梨・菊地，1982）から，B点寄りの地

域では南上がりの地下構造が推定されるので，3．0km／sを採用した．第4層については，B

からの見掛け速度4．7km／sがあるだけで，Aからの屈折波は観測されなかった．しかし，山

中・他（1991）によれば，本地域の基盤層の速度として4，7km／sが共通的に得られているの

で，ここでも4．7km／sを用いた．なお，山中・他（1988）の報告では，基盤層の速度として
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Fig．7　The　underground　structure　for　the　main　survey　line．Broken　line　and　parenth－

　　　esized　velocity　is　estimation．

4．8km／sを採用しているが，どちらを用いても結果に大きな変更はない．第5層はBから15

km以上の観測点で観測される5．5km／sの見掛け速度をそのまま用いたものであり，この層

についてはかなりの任意性が伴う．

　次にB，C問について述べる．A，B問で厚く分布する2．O　km／s層は，B点の近傍にごく

薄く分布するだけであり，第1層としては，2．3km／sないし2．4km／s層が分布しているも

のと解釈した．第2層の3．6km／s層はB，C問ではぎとり法を用いて得られたものである．

A，B問に厚く分布する3．0km／s層は，この問では確認できないので，3．6km／s層に変化

したものと解釈した．3．6km／s層上部は，B，Cの間に2つの高まりを持つ複雑な構造を有

しており，最浅部は逗子市と葉山町の境界付近で，深さは約0．5kmである．この最浅部と底

部との落差は約0．5kmである．3．6km／s層の下位層は，見掛け速度4．5km／sの走時を持つ

層であるが，この層もA，B問と同じ4．7km／s層と仮定した．しかし，その走時は終端部付

近でしか認められないので，中問部の深さは推定である．B，C問は走時がかなり複雑であ

り，また，明瞭な後続波も無いので，構造の解析には多少の任意性を伴うが，基本的な構造

は図7から大きくは変わらないと考えられる．

　副測線の構造を図8に示す．この測線は片測線に近いため，第3層までは主測線のA，B

問で得られた速度構造をそのまま用いて解析した．各層ともB点から夢の島方向に向かって

緩く深くなるような構造が得られた．夢の島爆破点からの6km／sの見掛け速度を持つ波は

基盤層を通ってきたものと考えられるが，その真速度や深度を推定するデータに乏しいので
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　　DISTANCE　FROM　B（km）
　　　　　　　　YUMENOSHIMA－　　B
　　0　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　10
　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
　　　　　　　　　　2．O㎞／s
○

向　　　　　　　　　2・3㎞／s
勺　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
→

＝　　　　　　　　　3．O㎞／s

言
目　2　　　　　　　　　　　　　　　　2

図8　　副測線の地下構造．

Fig．8　The　underground　structure　for　the

　　　supP1ementary　Survey1ine．

図8には示していない．次に今回得られた構造と，いままで報告されている構造とを比較し

てみる．図9（b），（d）は山中・他（1991）による構造である．これらの測線は我々の測線

とA，B間で交差している．交差位置を黒三角で示す．山中・他（1991）のE　S－Y　S測線（図

9（d））では，上から1．8，2．3，2．9及び4．7km／sの4層が見られるが，これらは我々の

2．O，2．3，3．O及び4．7km／sに相当する．それぞれの深さもほぼ一致している．山中・他（1991）

のNT－D　K測線（図9（b））では，上から2．0，2．9，4．7及び5．5km／sとなっている．

このうち2．0km／sは1．8km／sと2．3km／s層の平均化された速度とされている．それぞれ

の深さは我々のものよりも約500m浅くなっているが，大よその傾向は類似している．また，

山中・他（1991）によれば，横浜市南部に基盤層（4．7km／s層）の最深部があり，その深さ

は約4km（図9（d））で，これも我々の結果と一致する．図9（c）は笠原・他（1976）

による飯能一港北測線であり，南端部はA点とほぼ同じ場所である．この結果も今回の構造

と良い一致を示す．このように我々の解析結果は，横浜市北部及び中部に関して他の結果と

よく調和している．

4．議　　論

　今回得られた速度構造と地質構造との関係を考察する．矢島・他（1986）によれば，関東

平野南西部の地質構造は，先新第三系の基盤の上に新第三紀から第四紀までの地層が厚く堆

積したものである．新第三紀以降の地層は三梨・菊地（1982）によれば，三浦層群（中期中

新世一鮮新世），上総層群（後期鮮新世一前期更新世）及び相模層群（中一後期更新世）に区

別される．一方，三浦半島においては，半島を横断する葉山隆起帯を主に構成する葉山層群

（古第三紀一中新世）を中心として，その南北により新しい三浦層群や上総層群が分布して

いる（三梨・矢崎，1968；三梨・菊地，1982；見上・他，1986；小玉・三梨，1986）．図10は，
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U　○
同

勺

→1
雪

穴　2
目

A　　　H　D B　　　KNFKTFTKF　　MsFC

？

派 1

2

□1目2図3目4皿5E≡ヨ6

図10　主測線に沿った推定地質構造．HDは保土ケ谷井を示す（図9（a）参照）．1：相模層群

　　　　（上部更新世），2：上総層群（鮮新世～更新世），3：上部三浦層群（上部中新世～鮮

　　　新世），4：下部三浦層群（中新世），5：葉山層群（古第三紀～下部中新世），6：活

　　　　断層，MHUB：嶺岡一葉山隆起帯，KNF：衣笠断層，KTF1北武断層，TKF：武山

　　　　断層，MSF：南下浦断層．

Fig．10Estimated　geo1ogical　structure　a1ong　the　main　survey　line．HD　shows　Hodogaya

　　　　we1l，which1ocation　is　indicated　in　Fig．9（a）．1：Sagami　group（upper　Pleistocene），

　　　　2：Kazusa　group（P1iocene　to　P1eistocene），3：upper　Miura　group（upper　Miocene

　　　　to　P1iocene），4：lower　Miura　group（Miocene），5：Hayama　group（Paleogene　to

　　　　1ower　Miocene），6：active　fault，MHUB：Mineoka－Hayama　upheaval　belt，KNF：

　　　　Kinugasa　fault，KTF：Kitatake　fault，TKF：Takeyama　fault　and　MSF：

　　　　Minamisitaura　fau1t、

これらの報告を総合して作成したA，C間の地質断面図である．横浜地域と三浦半島では地

質構造がかなり異なるので，A，B間とB，C問とを区別して地質構造と速度構造との対比

を行う．

　まず，A，B問では，相模層群やローム層等の中・後期更新世の地層（厚さ数10m以下）

を除くと，最上位には上総層群が分布する．測線近傍で掘削された保土ヶ谷井（図9（a）

のHD）の地質柱状図（菊池，1962）によれば，深度約900mまでが上総層群であり（図7），

2．0km／s層の下限深度とほぼ一致している．また2．0km／s層がB側へ向かって薄くなる傾

向は，上総層群の構造（三梨・菊地，1982）とよく類似しており，2．O　km／s層は主として上

総層群に対比されるものと考えられる．

　A爆破点の北西約15kmにある府中観測井（図9（a），（c）のF　C，深さ2750m）の地

質と速度検層の比較によれば，府中観測井の音波速度2．4km／sの層は主として三浦層群上

部に対比される（鈴木・他，1981）ので，2．3km／s層は三浦層群上部に対比されるものであ

ろう．3．0km／s層に関しては，府中観測井の検層結果では，2．9～3．2km／s層が三浦層群下

部に相当しており，本層は三浦層群下部に対比される．4．7km／s層に関しては，府中観測井

の速度検層では，四万十北帯に属する基盤（先新第三紀層，深度2020m以下）のP波速度と

して，4．3～5．4km／sが得られており（鈴木・高橋，1985），また，笠原・他（1976）による

府中観測井を通る屈折波探査（図9（C））では，この層に相当する速度として4．5～4．6km／
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sが得られている．矢島・他（1986）は，横浜地域の地下には，関東山地南東部に露出する四

万十北帯の地層が延長していると推定している．これらのことから，4．7km／s層は府中観測

井の基盤層と同じ，四万十北帯に属する先新第三紀層と考えられる．

　次にB，C問について述べる．本地域の地表部では部分的に上総層群，相模層群が薄く分

布する以外は，三浦層群及び葉山層群が主として分布している（見上・他，1986；小玉・三

梨，1986）．図10に見られる相模層群に相当すると考えられる速度層は，爆破探査では認め

られない．2．3ないし2．4km／s層は主として三浦層群及び葉山層群上部に対比されると考え

られる．葉山層群中に掘削された深さ450mの孔井での速度検層結果（塚原・他，1983）に

よれば，2．4km／s程度のP波速度が得られているので，葉山層群の上部が2．3ないし2．4

km／s層に対比されるのはまちがいない．3．6km／s層はB付近から北側では3．0km／s層に

変化すると考えられる．この層がB点南側でドーム状に隆起した頂部の位置は，ちょうど葉

山隆起帯の中軸部に相当し，3．6km／s層の隆起と葉山隆起帯の存在とが密接な関係にあるこ

とを示している．同様な関係は房総半島でも見られる．すなわち，葉山隆起帯の延長部であ

る嶺岡隆起帯（小玉・他，1986）を横切る測線においても，図9（e）で見られるように，

3．4km／s層の盛り上がりが見られる（長谷川・駒沢，1990）．3．4km／s層や3．6km／s層は

関東平野の他地域では観測されておらず，葉山一嶺岡隆起帯の周辺のみに分布する速度層で

あり，隆起帯を構成する地質が他地域とは異なったものであることを推定させる．本層に対

比される地層としては葉山層群相当層が想定されるが，試錐データがないので確定はできな

い．しかし，今回同時に実施した岩石試料の弾性波速度測定では，葉山層群中から採取した

新鮮なサンプルのP波速度は2．8ないし4．O　km／sであったので，3．6km／s層が葉山層群に

対比される可能性は大きい．3．6km／s層の下位に分布する4．7km／s層については，北部と

同じ四万十北帯に属するものか，あるいは異なるものかは不明である．

　東京湾内ではマルチチャンネノレ反射法による構造探査が行われている（加藤，1984）．その

結果の一部を図9（f）に示す．測線位置は図9（a）のT　R　Sである．反射波の解釈によ

れば，TAからT　Fまでの6層に区分され，TA層が相模層群，TB及びTC層が上総層群，

TD層が三浦層群に対比されている．この結果を副測線の構造（図8）と比べると，2．0km／

s層がTC層に，2．3km／s層及び3．O　km／s層がTD層に相当するものと考えられる．この結

果は，陸上部で推定された地質構造と速度構造の対比結果と調和的である．

　次に，B，C間における活断層の分布と速度構造との関係を考察する．推定地質断面図（図

10）によれば，本測線と交差する活断層は衣笠（KN　F），北武（KT　F），武山（TK　F）

及び南下浦（MS　F）の4断層である．このうち衣笠断層は活断層研究会（1991）では活断

層に認定されていないが，太田・他（1982）では活動度IIまたはIIIの活断層と記載している．

図10では一つの断層は一本の線で示しているが，実際は地表では複数の断層に分かれている

例が多い．衣笠断層と北武断層の間は，断層を介して三浦層群と葉山層群が接しているが，
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速度構造ではその部分で3．6km／s層が下方へ落ち込んでおり，これらの断層が3．6km／s層

にまで及んでいる可能性を示唆している．すなわち，3．6km／s層は，両断層に挾まれた部分

で地溝状に低くなっていると推定される．また，武山断層の部分で316km／s層が南側へ低下

しているのも，断層の存在を示唆するものかも知れない．南下浦断層の部分では，断層を示

すような速度構造の変化は認められない．今回の調査は観測点の問隔が1km程度であるの

で，これ以下の細かい断層の構造を推定するのは困難である．断層の解明を目的にした，細

かな速度構造調査を行えば，より詳細な断層の実体が明らかになるであろう．

5．まとめ

　神奈川県南東部の横浜市緑区と三浦市を結ぶ測線において，爆破地震動による屈折波地下

構造探査を実施し，大局的なP波速度構造を得ることができた．

　本地域では，三浦半島の付け根付近を境にして，南北で地下構造が異なっている．北部（A，

B問）では，上部から2．O，2．3及び3．0km／s層が水平に近い緩い角度で分布し，その下に

4．7km／s層が分布する比較的単純な構造となっている．4．7km／s層は本地域の先新第三系

基盤と考えられ，その最深部は横浜市港南区付近で，深さ約4kmである．4．7km／s層の地

質は四万十北帯に属するものと推定される．

　一方，南部（B，C問）は北部と異なり，地下構造はかなり複雑である．本地域は上部か

ら2．3ないし2．4，3．6及び4．7km／s層が存在し，北部に分布する3．0km／s層が南部では

3．6km／s層に変化するものと考えられる．3．6km／s層は葉山層群に対比され，B，Cの中問

で2つの盛り上ったピークを持ち，そのうちB寄りの最浅部は逗子市と葉山町の境界付近に

あり，深さは約0．5kmである．この部分は地質構造上の隆起帯（葉山隆起帯）に該当してお

り，地質構造の隆起部が速度構造にも表れている．2つの隆起部の間は，三浦半島を北西一

南東に横断する活断層のうち，衣笠断層と北武断層の問に挾まれた部分に対応し，3．6km／s

層が下がる様な構造は，2本の断層の間が地溝状に落ち込んでいることを示唆している．推

定される地質構造と，今回得られた速度構造は良く調和している．
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