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日本列島におけるスラブ起源深部流体の分布 -内陸地震との関連について-
Spatial distribution of slab-related fluid in Japan - Relation to inland earthquakes -
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近年、流体が地震発生に関与している可能性が指摘されている。Hi-net地震観測網等により、日本列島における微小地
震～深部低周波 (DLF)地震の震源分布等が正確に求められ、DLF地震はその地震学的特徴からマグマではなく熱水流体
の関与が指摘されている。本研究では、深部起源流体の分布と深さ 20-40kmで生じる DLF地震分布や深さ 20kmより浅
い内陸地震の分布と比較し、深部流体と地震の関係の意義について述べる。
　全国で行っている深層地下水調査により DLF地震の震源周辺に特徴的な深部流体が存在していることがわかった。

その特徴は、１）水の同位体組成はマグマ起源と同じ、２）NaCl-CO2 型の水質を持つ、３）Li/Cl 比が高い（重量比で
0.001以上）などである。また、DLF地震の近傍の有馬、五社、石仏等の近畿地方 6カ所で河川調査により得られた自
然湧出する有馬型熱水端成分の流量の合計は 8.5kg/secである。文献値等を用いて算出された岩石学的に推定される西南
日本におけるスラブ（フィリピン海プレート）の脱水量は島弧長 100kmあたり 4-36kg/secの範囲にある。現時点では、
西南日本の一部地域でしかデータが得られていないが、推定値と湧出量観測値に矛盾はなく、この深部流体がスラブ起
源であることを支持する。したがって、DLF地震を引き起こしている流体は、地殻下部においてマグマが固化したとき
に放出される流体あるいはスラブから直接熱水流体として供給されたものであろう。一方で、DLF地震が観測されてい
ないにもかかわらず NaCl-CO2 型の温泉水がわき出している場所も存在する。これは熱水がもっと浅い地殻内に移動貯
留され、さらに地表へ上昇している可能性がある。スラブ起源深部流体の分布域は深さ 10kmより浅い微小地震の多い
地域あるいは D90が浅い地域とよく一致する。これは、深部流体の上昇が微小地震の発生を活性化する要因のひとつで
あることを示す。微小地震の多い地域が空間的な広がりを持つことは、深部流体の上昇域は点や線ではなく、ある程度
の広がりを持つことを示唆している。流体の上昇には断層・構造線等に存在する亀裂などの水みちが必要であり、深部
流体の上昇が微小地震活動を補助する、あるいは断層面の摩擦係数を下げる働きをしているのであろう。一方、最近の
M7以上の内陸大地震についても、DLF地震活動のある場所、つまり深部流体活動がある場所で生じている（例：神戸、
岩手県内陸南部、鳥取県西部など）。また、深部流体の見られない空白地域が中国地方の一部、阿武隈地域に存在して
おり、同地域は地震活動も不活発である。つまり深部流体が存在していない場所では地震が起きていない。結論として、
NaCl-CO2 型のスラブ起源深部流体は、日本列島下に局在化しつつ広く分布し、内陸地震活動と密接に関連している。
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