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図 想定震源域のセグメント分け 

 

 
 





 

図 想定震源域 ＜想定東海地震、東南海地震、南海地震の領域が同時に破壊する地震＞ 
 

 

図 想定波源域（想定震源域のみ） 
 ＜想定東海地震、東南海地震、南海地震の領域が同時に破壊する地震＞ 



 

図 想定波源域（想定震源域とプレート境界に沿う浅部断層） 
＜想定東海地震、東南海地震、南海地震の領域が同時に破壊する地震＞ 

 

図 想定波源域（想定震源域と浅部枝分かれ断層） 
＜想定東海地震、東南海地震、南海地震の領域が同時に破壊する地震＞ 



 

図 想定震源域 ＜想定東海地震、東南海地震の領域が同時に破壊する地震＞ 
 

 

図 想定波源域（想定震源域のみ） 
 ＜想定東海地震、東南海地震の領域が同時に破壊する地震＞ 



 

図 想定波源域（想定震源域とプレート境界に沿う浅部断層） 
＜想定東海地震、東南海地震の領域が同時に破壊する地震＞ 

 

図 想定波源域（想定震源域と浅部枝分かれ断層） 
＜想定東海地震、東南海地震の領域が同時に破壊する地震＞ 



 

図 想定震源域 ＜東南海地震、南海地震の領域が同時に破壊する地震＞ 
 

 

図 想定波源域（想定震源域のみ） 
 ＜東南海地震、南海地震の領域が同時に破壊する地震＞ 



 

図 想定波源域（想定震源域とプレート境界に沿う浅部断層） 
＜東南海地震、南海地震の領域が同時に破壊する地震＞ 

 

図 想定波源域（想定震源域と浅部枝分かれ断層） 
＜東南海地震、南海地震の領域が同時に破壊する地震＞ 



 

図 想定震源域 ＜東南海地震の領域が破壊する地震＞ 
 

 

図 想定波源域（想定震源域のみ）＜東南海地震の領域が破壊する地震＞ 



 

図 想定波源域（想定震源域とプレート境界に沿う浅部断層） 
＜東南海地震の領域が破壊する地震＞ 

 

図 想定波源域（想定震源域と浅部枝分かれ断層） 
＜東南海地震の領域が破壊する地震＞ 



 

図 想定震源域 ＜南海地震の領域が破壊する地震＞ 
 

 

図 想定波源域（想定震源域のみ）＜南海地震の領域が破壊する地震＞ 



 

図 想定波源域（想定震源域とプレート境界に沿う浅部断層） 
＜南海地震の領域が破壊する地震＞ 

 

図 想定波源域（想定震源域と浅部枝分かれ断層） 
＜南海地震の領域が破壊する地震＞ 

















  

 

兵庫県南部地震
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福井地震
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震度Ⅶの領域での震度の増分の度数分布 

（「東海地震に関する専門調査会」による係数[平均値－σ]を使用） 

 



  

 

濃尾地震
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震度Ⅶの領域での震度の増分の度数分布 

（「東海地震に関する専門調査会」による係数[平均値－σ]） 
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［３地震の合計］ 
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［兵庫県南部地震］ 

 

震度Ⅶの領域での工学的基盤での震度の度数分布 

（「東海地震に関する専門調査会」による係数[平均値－σ]を使用]） 
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［福井地震］ 
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［濃尾地震］ 

 

震度Ⅶの領域での工学的基盤での震度の度数分布 

（「東海地震に関する専門調査会」による係数[平均値－σ]を使用]） 
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図1-1　国土数値情報による微地形区分（元データ）

微地形区分
(地震動)

埋立地・干拓地   (2912)
人工改変地   (1386)
デルタ・後背湿地(D≦0.5)   (5132)
デルタ・後背湿地(D＞0.5)   (3933)
自然堤防   (2320)
谷底平野   (7906)
砂州・砂丘   (996)
扇状地   (7139)
ローム台地   (3986)
砂礫台地   (6925)
丘陵地   (6216)
他の地形(沖積・洪積)   (20434)
新第三紀   (27911)
古第三紀   (10522)
中生代   (77464)
古生代   (6724)
不明   (294)
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図　　　デジタル化したPS検層を含むボーリングのメッシュごとの総本数（掘進長30m以上）（3-25現在）

ボーリング本数
（新規収集分）

5 本以上   (1)
3 - 4 本   (4)
2 本   (8)
1 本   (243)
なし   (146363)







図　　　デジタル化したボーリングのメッシュごとの本数（掘進長30m以上）（3-23現在）

ボーリング本数
5 本以上
3 - 4 本
2 本
1 本
なし
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図　　　デジタル化したボーリングのメッシュごとの本数（掘進長30m以上）（3-23現在）

ボーリング本数
（東海地震分）

5 本以上   (862)
3 - 4 本   (527)
2 本   (601)
1 本   (1195)
なし   (42461)

ボーリング本数
（新規収集分）

5 本以上   (532)
3 - 4 本   (520)
2 本   (511)
1 本   (1392)
なし   (143664)






