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日本における強震観測はSMAC型強震計の開発とともに1950年代に始まり、1968年十勝沖地震や1978年宮城県沖
地震など貴重な強震記録が取得され、デジタル方式への移行など多くの技術的発展にも支えられ、産官学によ
り強震観測が行われてきた。1995年兵庫県南部地震では国内の地震としては初めて断層近傍の強震記録が取得
されその後の研究開発に大きな貢献を果たした一方、地震直後の初動への活用という観点で様々な不備が浮き
彫りになった。この教訓に基づき地震調査研究推進本部（以下、地震本部）が設置され、日本の地震調査観測
は大きな転機を迎えた。全国強震観測網K-NET（Kyoshin Net）は、強震観測事業推進連絡会議での提言を受け
て防災科学技術研究所（以下、防災科研）により他の地震観測網に先駆けて整備が開始され、その後発足した
地震本部により基盤観測網の一つに位置づけられ、2016年6月に運用開始から20年を迎える。また、防災科研で
は鉛直アレー方式を採用した基盤強震観測網KiK-net（Kiban-Kyoshin Net）も運用している。これらの観測網
は構築当初よりオープンアクセスを前提としていたことが大きな特徴として挙げられ、インターネットによる
地震直後のデータ公開に先鞭をつけた。 
防災科研が一貫して注力してきたことは記録を確実に取ることに加え、記録をより早く取得することで
あった。そのため観測網に使用する観測機器を独自に開発しこれまでに三世代にわたる機器を展開してき
た。1996年度に運用を開始した第一世代のK-NET95（Kinoshita, 1998）およびSMAC-MDK（Aoi et al.,
2004）は、地震発生直後にデータセンター側からダイアルアップすることによりデータを回収し、イン
ターネット経由で公開した。2003年度から更新を開始した第二世代のK-NET02/02A（藤原・他, 2007）および
KiK-net06（Aoi et al., 2011）は、気象庁の震度計検定に合格し正式に震度計としての機能を備え、震度情報
ネットワークに組み込まれるとともに、現地の観測機器が地震を自動的に検知し観測点側からのダイアルアウ
ト機能を付加することでデータ取得に掛かる時間を格段に短縮することに成功した。またリアルタイム震度
（功刀･他, 2008, 2013）等を現地機器で計算し送信する機能を有した。2012年度から更新を開始した第三世代
のK-NET11/11AおよびKiK-net11/11A（功刀･他, 2014）は2011年東北地方太平洋沖地震などで経験した大地震発
生時の厳しい観測状況を鑑み、観測の信頼性をより高めるための取り組みが行われた。大規模な観測網の展開
により大震幅の強震動がしばしば取得されるようになったことから、第一世代ではそれぞれ2000 galであった
最大計測可能範囲が、第二・三世代ではそれぞれ4000 gal・8000 galに拡張された。これにより、震度（相当
値を含む）7を4回、6強及び6弱を188回、また、2008年岩手・宮城内陸地震のKiK-net一関西観測点における
4022 galをはじめとして1000 gal を超える記録を計42回記録した。また、第二世代以降（除くK-NET02）では
長周期まで良い特性を持ち「トビ」が少ない水晶ヒンジを持つ加速度センサーJA40GAを採用し、第三世代では
直交三成分に加え斜交成分を計測する加速度計を加えた四成分観測を採用するなど、高性能かつ信頼性の高い
観測を実現している。強震観測は従来イベントトリガー方式と現地ため込み方式の組み合わせにより頻度の低
い強震動を確実に記録することに主眼が置かれてきたが、近年の観測技術や通信環境の劇的な向上により確実
性を損なうことなくリアルタイムの連続観測が可能となってきた。現在、強震連続観測データを防災情報とし
てより有効に活用する事を目指し、データの一部は緊急地震速報に活用されているほか、強震動指標に関して
は強震モニタ（青井･他, 2011）という形で誰もが今の揺れを知ることが可能なシステムとして公開されてい
る。また、震源情報を用いることなく「揺れ」から「揺れ」を直接推定する手法の開発（例えばHoshiba et
al, 2013；中村・他, 2014）が行われており、新たな観測技術や解析技術の開発の重要性と有効性は今後ます
ます高まると考えられる。 
これまで国内外では、多くの先人の努力により長年にわたり強震観測が続けられてきている。短期的な研究成
果を挙げることが重要視される風潮があるが、新しい技術を取り入れつつも、兵庫県南部地震や東北地方太平
洋沖地震のような数年ないし数十年に一度の極めて頻度の低い重要なイベントを確実に記録することも非常に
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中央防災会議は、内閣の重要政策に関する会議の一つとして、防災基本計画の作成や、防災に関する重要事項
の審議等を行っており、また、専門調査会を設置して専門的事項を検討している。この検討においてK-NETの観
測記録が重要となる。 
専門調査会における活用例としては、震源モデルの検討とその再現性を評価するための活用が挙げられる。例
えば、「首都直下地震対策専門調査会」の地震ワーキンググループ報告書1)（平成16年11月）では、2000年神
津島地震のK-NETによる観測記録の最大速度振幅と地下構造の対比、また有限差分法を用いた再現計算結果と観
測波形との対比を行っている。その後の専門調査会においても、再現計算結果との対比としてK-NETの観測記録
を用いた（例えば「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する専門調査会報告」2)）。 
地震動の推計には、地盤の評価が重要であるが、そこでもK-NETのデータが必要となる。モデル化した表層地盤
における増幅を評価する方法として、深さ30mまでの地盤の平均S波速度と地震波の増幅率（震度差）との関係
を用いるが、内閣府(2012)3)では、距離減衰式から導き出される震度とK-NETの観測による震度との差を震度差
として求めている。 
特に有限差分法等を用いた３次元の計算を行う長周期地震動に大きく影響を及ぼす深部地盤モデルの構築の際
には、K-NET、KiK-netの観測記録から求められるＨ／Ｖスペクトルを用いている。深部地盤モデルの修正にあ
たっては、上記観測H/V スペクトルの長周期側のピークを観測卓越周期とし、その観測卓越周期と深部地盤モ
デルから計算される理論卓越周期が一致するように深部地盤モデルのS 波速度層の層厚の調整を行うこととし
た（横田ほか,2011）4)。 
地震防災において、地震動予測結果を活用するにあたっては、その再現性の評価が重要であり、その再現性を
検証するのにK-NET、KiK-netの観測データが重要な役割を担う。 
本発表では、これら我が国の地震対策におけるK-NETデータの活用の動向について紹介する。 
1) 中央防災会議「首都直下地震対策専門調査会（第１２回）」溝上委員説明資料２－２ 
2)日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する専門調査会報告 巻末資料２ 長周期地震動関連 
3)南海トラフの巨大地震モデル検討会（第１５回）資料3「AVS30と震度増分について」 
4)横田・ほか(2011)：長周期地震動の距離減衰および増幅特性、日本地震工学会論文集 第11 巻、第1 号．
 

K-NET、防災、強震動
K-NET, disaster mitigation, strong motion

 

SCG61-02 日本地球惑星科学連合2016年大会

©2016. Japan Geoscience Union. All Right Reserved. - SCG61-02 -
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周期2～10秒程度の長周期地震動は、超高層建物や免震建物の固有周期と同程度であり、これらの建物の設計用
長周期地震動策定のため、国土交通省の建築基準整備事業により、2008～2012年度の5年間、建築研究所との共
同研究として長周期地震動の検討を行った。国土交通省は、その検討結果を踏まえて検討を進め、2015年12月
に「超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動への対策案について」に関する意
見募集(パブコメ)を行っている。ここでは、主に、パブコメで用いられているK-NET強震記録等を用いた経験的
長周期地震動予測に関する技術的、研究的内容について記述する。 
はじめに、K-NET、KiK-net、気象庁87型電磁式強震計、気象庁95型震度計、工学院大学で観測された多数の記
録を用いて、長周期地震動を含む周期0.1～10秒の加速度応答スペクトルと位相スペクトルの地震動予測式(経
験式)を作成した。用いたデータは、6.5≦MJ≦8.2、震源深さ<60kmの51海溝型地震の震源距離<400kmの約
10000の地震-観測点ペア、6.0≦MJ≦7.3の26地殻内地震の震源距離<350kmの約6000の地震-観測点ペアであ
る。応答スペクトルの予測式は、Mw2項とMw項を考慮し、断層最短距離をパラメータとした式であり、震源近傍
での飽和の効果が考慮されている。位相スペクトルは、微分である群遅延時間の狭帯域での平均値と分散で表
現され、これらの予測式は、M0と震源距離をパラメータとした式となっている。本研究で提案した位相スペク
トルに関する予測式は、これまでにない新しいものであり、これにより時刻歴波形が経験的に計算できるよう
になった。いずれも式も、関東平野ではフィリピン海プレートの地震の方が経験的サイト係数が大きい傾向が
あったため、両プレートからの地震に対して、異なる経験的サイト係数を推定している。これは、関東平野の
3次元地下構造の影響を経験的に取り込んだともいえる。 
予測式では10～20km間隔程度の強震観測点で経験的サイト係数が算出されているため、3大都市圏では任意の建
設地点でのサイト係数を算出するための回帰式も算出した。1～10秒の経験的サイト係数は、S波の1次元理論地
盤増幅率とは異なっていたため、地震基盤から工学的基盤までのS波の固有周期の1/4(Tzと呼ぶ)でモデル化し
た。そして、経験的サイト係数がTzを用いてバイリニア型で良くモデル化でき、これが、表面波のメディアム
レスポンスにより解釈できることを示した。また、地下構造が急変している地域、例えば、神戸、房総半島先
端付近などは、直下の地下構造を用いたTzでは十分なモデル化ができないため、Tzの補正を行なって経験的に
3次元効果を考慮した。Tzの算出には地震本部の約1kmメッシュの地下構造モデルを用いている。なお、周期
0.1～1秒の短周期帯域では、工学的基盤相当の観測点での経験的サイト係数の平均値を全国一律の工学的基盤
のサイト係数として用いた。 
作成された応答スペクトルと位相スペクトルの予測式を用いると、巨視的断層面とそのM0が与えられれ
ば、1km間隔の任意地点での周期0.1～10秒の波形を作成することができる。巨視的断層面はセグメント毎に設
定し、セグメント毎の波形を、破壊時間遅れを考慮して足し合わせることで、連動する巨大地震に対する波形
も計算できる。そして、2011年東北地方太平洋沖の地震のK-NET、KiK-netの強震記録のシミュレーションを通
して、手法の巨大地震への適用の妥当性を検証した。また、地震本部の長周期地震動予測地図で検討されてい
る東海地震、東南海地震、南海地震に対する差分法による計算結果と平均的に整合することを確認した。 
国土交通省の2015年12月のパブコメの中では、内閣府が検討している安政東海地震(Mw8.6)、宝永地震
(Mw8.9)の巨視的断層モデルを用いて、この手法により3大都市圏と静岡県で長周期地震動の計算を行い、それ
を設計用に簡略化して、大阪圏3区分、中京圏3区分、静岡県3区分、関東圏1区分の加速度波形10波のデジタル
値を公表している。3区分のスペクトルは、現行の設計用スペクトルである告示スペクトルの極めて稀に発生す
る地震動のレベルに対して、その区域で卓越する長周期の周期帯域が2倍、1.5倍、1倍となっている。 
謝辞：本研究では、K-NET、KiK-net、気象庁87型電磁式強震計、気象庁95型震度計、工学院大学の強震記
録、気象庁の震源情報、F-net及びGlobal CMTの地震モーメントを用いました。記して、感謝致します。
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１．はじめに 
首都圏では、南海トラフや相模トラフにおける大規模地震発生時に、深い地震基盤の影響でやや長周期地震動
が大きく増幅される可能性が指摘されている。そのため、たびたび地下構造調査が行われ、地下構造モデルが
整備され、やや長周期地震動のシミュレーションに活用されてきている。ただし、地震動予測精度の向上のた
めには、観測された記録をもとに地下構造モデルのブラッシュアップを行っていくことが望ましいと考える。 
2015年5月30日に小笠原諸島西方沖の深さ682 kmで、マグニチュード8.1の地震が発生した。この地震は震源が
深く距離があるため、方位特性の影響も少なく地震基盤から実体波が入射した場合の地盤応答が期待でき
る。また、マグニチュードが大きいことから、やや長周期帯域でも良好な入力が期待できる。本研究では、首
都圏のK-NET、KiK-netで得られた記録を用いて、やや長周期帯域（周期2～10秒程度）のスペクトル増幅率の検
討を行った。 
２．使用したデータ 
検討に使用したデータは、神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、茨城県のK-NET、KiK-netの加速度記録と東京
湾岸にある東京電力の火力発電所に設置された速度型強震計の記録である。KiK-net及び速度型強震計では、ほ
とんどの地点がP波部分でトリガーされているが、ほとんどのK-NETの地点ではS波部分でトリガーがかかりP波
部分の記録が欠けている。ただし、本研究では、S波部分を対象とした検討を行うためどちらでも問題はない。 
３．堆積層中での伝播性状 
KiK-net観測点の地表記録・地中記録を積分した速度波形を用いて、S波部分の伝播時間の確認を行った。平野
内部にある大深度の地中記録では、地表で特徴的な形状を示す波群の入射波及び反射波が確認された。入射波
と地表、地表と反射波の時間ずれは、地盤構造から計算される値と整合的である。また、東京・江東地区にあ
るK-NETの高密度観測点を用いてS波部分（81.92秒）のF-K解析を行った。その結果、やや長周期帯域の波動
は、南側から6km/sを超える速度で伝播していることが確認できた。これは、地震波が高角度で入射しているこ
とを示している。 
４．岩盤点とのスペクトル比 
まず、各波形のS波部を含む81.92秒を抽出し、FFTを用いてフーリエスペクトルを作成した。なお、平滑化に
は、幅0.05HzのParzenウィンドウを用いた。次に、各地点の地表のフーリエスペクトルをTKYH13（檜原南）の
地表で除することにより、各観測点のフーリエスペクトル比を作成した。TKYH13は、平野西側の関東山地に位
置し、地中（深さ100m、Vs=2400m/s）と地表でやや長周期帯域では増幅が見られず、基盤岩における記録と見
なすことができる。観測点を西から東へスペクトル比を調べると周波数にもよるが東京湾岸で10倍程度の値と
なる。例えば周期8秒付近の振幅の増加を関東地域の基盤深さ［地震調査推進本部など］の変化と比較する（図
参照）と、関東山地から東京湾岸にかけては深いほど振幅が大きくなり良い相関を示している。しかし、千葉
県南部、千葉県北部などでは、基盤深さの割に増幅が大きい結果となった。また、周期が短くなると地震基盤
深さとの相関が悪く、より浅い構造に支配されていることがわかる。 
５．議論とまとめ 
スペクトル比をS波に対する地震基盤からの増幅率と考え、既往の地下構造モデルから計算される増幅率と比較
を行った。その結果、東京湾岸から東側の観測点で今回のスペクトル比の方が有意に大きい傾向が見られ
た。一方、地表／地中のスペクトル比は地下構造モデルから計算される値と整合的であった。このことは、各
地点の基盤入射波が基準としたTKYH13より大きかったことを意味する。首都圏の範囲でも、プレートの構造の
影響で異常震域のような空間変化が出ている可能性がある。 
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地震発生直後に迅速に被害状況を把握することは、より適切な初動体制を確立するための意志決定や災害対応
を行う上で極めて重要である。防災科学技術研究所では、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）の課題
「レジリエントな防災・減災機能の強化」において、災害発生直後の初動対応の意思決定支援等に資すること
を目的として、K-NETをはじめとする全国規模の強震観測網のデータを活用して、大地震による広域にわたる災
害が発生した場合でも被害全体をリアルタイムに推定、状況を把握することで概観でき、かつ詳細な推定によ
り町丁目単位、個別建物レベルでも利用可能な、リアルタイム地震被害推定・状況把握システムの研究開発を
実施している。本研究では、研究開発の中心となるシステムの概要及び、被害推定に必要となる全国を対象と
した建物モデルや人口モデルのデータベース構築、被害推定・状況把握に係わる手法の開発について述べる。 
被害推定に用いる建物モデルは、全国をほぼ網羅し現地調査によって作成されている住宅地図データを用い
て、250m四方のメッシュに分割したエリア毎に、建物構造分類や建築年等の被害推定に必要な属性を持つモデ
ルを構築する。建物構造は、住宅地図データから一棟毎の建物種別を利用して、住居系と業務系の分類と建物
の構造判定（木造、S造、RC造）を行う。建築年については、固定資産概要調書の建築年次区分を用いて、全国
の市町村毎に年次区帯別の残存率を算出することで推定する。人口モデルは、国勢調査、経済センサス、社会
生活基本調査等の統計データと、地図データの建物形状･種別・建物内業種情報、携帯電話のGPSの位置情
報、学校毎の就学生数データを用いることで、統計的な時間帯別の人口移動を考慮した建物内滞留人口モデル
として構築する。 
地震動の推定については、全国を対象に計測震度データに対して、AVS30による増幅を考慮した面的推定を行う
他に、関東及び東海地域においてはK-NET観測点において連続観測を行うこと等により、リアルタイム震度や周
期別の地震動情報を取り入れ、広域地下構造モデルに基づく高精度の地震動推定を行う。 
こうして得られる地震動を入力とし、前章で述べた建物モデルに被害関数を適用することで全壊等の建物被害
推定を行う。被害関数は、建物の大半を占める木造家屋と、人口集中部（都市部）に多い非木造建物や高層建
物では、被害と対応する建物の周期帯が異なることを考慮する。すなわち、周期特性を考慮した建物の耐力分
布及び建物被害程度に対応する、層間変形角をパラメータとした建物モデルを設定して地震応答解析を行
い、入力地震動と建物被害程度を関係付けることで構築する。更に、被害状況を早期にかつ精度よく把握する
ために、被害の推定情報を、時間的空間的に断片的であるが、正確性の高い実被害情報を用いてベイズ更新す
ることで融合させ、被害推定の精度向上あるいは情報の確定化をする手法の検討を進めている。 
ここで述べたモデルや手法については、リアルタイム地震被害推定・状況把握システムに順次取り入れ、地震
動分布、震度曝露人口分布、建物・人的被害分布等の推定結果を数値データ等の2次利用可能な形式で自治体等
の災害対応の意思決定を支援する利活用システムにリアルタイムに提供していく予定である。 
謝辞 
本研究は、総合科学技術・イノベーション会議のSIP（戦略的イノベーション創造プログラム）「レジリエント
な防災・減災機能の強化」（管理法人：JST）によって実施された。なお、リアルタイム地震被害推定･状況把
握システムで用いている地方公共団体及び気象庁の震度データは気象庁より提供して頂いている。
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2011年東日本大震災では東京の震度は５であり、大きな被害が無かったにもかかわらず、ターミナル駅周辺な
どの中心市街地では滞留者・帰宅困難者が溢れ、幹線道路が大渋滞するなど大混乱になった。内閣府等で想定
されている首都直下地震や南海トラフ巨大地震など大地震が発生した場合、巨大都市では震災による直接被
害、延焼火災や大群集のパニックなどの２次災害、さらには最悪な場合、水害の同時発生などの複合災害への
対応（オールハザード対応）が必要となっている。本研究は図に示すように、大規模ターミナル駅である新宿
駅と北千住駅の周辺エリアをテストフィールドとして、地元大学が拠点となり自治体・事業者・住民と連携し
て、平常時には災害リテラシーと対応力向上に努め、震災や水害などの災害時にはK-NET等による観測や被害予
測データ等を活用し、事前の災害レベル別の対応計画と行動ルールに基づく適切な対応行動を行うことを可能
とするアプリケーション技術を開発している。2015年度は、新宿駅周辺エリアでは震災を、北千住駅周辺地域
では水害をそれぞれ主対象としおり、特に新宿では新宿駅周辺地域都市再生緊急整備協議会および新宿駅周辺
防災対策協議会等と連携して被害レベル別の事前対応計画と行動ルール、および、情報受配信アプリを試作
し、K-NETによるリアルタイム強震観測を活用した情報伝達実験を実施し、提案しているシステムの有効性を確
認した。2016年度はエリア内の地元事業者等と協働した災害対応力向上の実証実験を行い、2017年度以降
は、震災・水害等の複合災害を対象とし、標準化した事前対応計画と行動ルールと情報受配信アプリを開発
し、新宿・北千住駅周辺エリアでの実証実験による有効性を検証し、全ての成果の一般公開する予定である。 
  
謝辞：本研究の１部は，総合科学技術・イノベーション会議のSIP（戦略的イノベーション創造プログラ
ム）「レジリエントな防災・減災機能の強化」（管理法人：JST）、および、文部科学省「都市の脆弱性が引き
起こす激甚災害の軽減化プロジェク・都市災害における災害対応能力の向上方策に関する調査･研究」によって
実施しています。さらに、K-Netデータの使用は国立研究開発法人・防災科学技術研究所との連携で実施してい
ます。
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防災科学技術研究所（防災科研）の運用するK-NET（全国強震観測網）で
は、K-NET95、K-NET02/02A、K-NET11/11Aと、配備される強震計を自ら開発した当時の最新型に更新してき
た。平成27年度末現在では、K-NET02A、K-NET11/11Aで観測を行っている。K-NET02以降の特徴とし
て、OS（Linux）を搭載することで、強震計内での演算機能の大幅な強化がなされ、かつ再プログラミングが容
易となったことが挙げられる。K-NET11/11A向けに開発された演算機能は基本的にはK-NET02/02Aに搭載可能で
有り、実際に幾つかの機能が強震計内で稼働している。 
一方、防災科研では、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）の課題「レジリエントな防災・減災機能の
強化」において、災害発生直後の初動対応の意思決定支援等に資することを目的として、一部のK-NET観測点の
観測を連続化し、地震被害推定のより一層の迅速化を行う試みを始めた。これにより、平成27年度末までに関
東東海を中心とした約200のK-NET観測点で強震動指標伝送の連続化が行われる。 
強震動指標伝送の連続化は、地震被害推定の迅速化のみならず、中村・他（2014）の「地震領域警報」に代表
される強震動指標値のみを利用して「揺れ」から「揺れ」を直接推定する実用システムの開発に役立つものと
思われる。なお、警報用途への利用は、伝送の即時性の担保も重要となる。また、強震観測の基本は確実なト
リガ観測にあるが、連続観測と組み合わせることにより、一層の確実性の向上が可能になる。 
本講演では強震計内での演算および連続観測を中心として、K-ENTに配備されている最新の強震計
（K-NET11/11A）および観測システムの概要について紹介する。 
謝辞 
本研究の一部は、総合科学技術・イノベーション会議のSIP（戦略的イノベーション創造プログラム）「レジリ
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