
1(2-2) 火山噴火予測システム
 噴火シナリオ導入の意義
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噴火シナリオ導入前
ホームドクターの頭の中に
噴火シナリオがある．

噴火シナリオ導入後
各科目の専門医チームによる合議
研究成果の活用，噴火規模・様式・
推移予測の精度向上

噴火シナリオ

即時観測データ
解析システム

噴火シナリオ
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1(2-2) 火山噴火予測システム
 次期建議

1-(2-2)噴火予測システム

1.(3)地震・火山現象に関するデータベース

噴火シナリオ作成の素材

火山現象の理解の深化

2.(2-2) 火山噴火準備過程 2.(3-3) 火山噴火過程

2.(1) 日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

2.(4) 地震発生・火山噴火素過程

研究成果の社会還元

1.(1)  火山現象モニタリングシステムの高度化

研究のための素材

火山活動評価・予測のための観測データ

噴火事象分岐の評価

3．新たな観測技術の開発



1(2-2) 火山噴火予測システム
 噴火予測システムの開発計画（防災科研の例）

リアルタイムの

 火山観測データ

火山観測処理システム

火山活動把握
リアルタイムの

 火山災害予測

自動異常検知

変動源モデル自

 動推定

データベース

インターネットによ

 る処理結果表示

噴火予測システム

他データとモデルの比較検

 証・モデル改善

火山災害のシミュレーション

 との連携：溶岩流等のシ

 ミュレーションのため噴火開

 始予測地点の情報提供な

 ど

平成19年度開発中

開発済み，検証中

平成20年度製作予定

観測

評価・予測

リアルタイム



1(3)  地震・火山現象に関するデータベースの構築
 次期計画でめざすイメージ

一般ユーザー

モニタリング シミュレーション

データベース

既存DB

データ同化

モニタリングすべき
 データの要請

地殻活動の予測

様々な観測

地震発生や火山噴火
に至る

地殻活動の理解

既発表研究成果

素材データ

リアルタイム素材データ

緊密な
連携



1(3) 地震・火山現象に関するデータベースの構築
 ミッション

１．地震・火山現象予測のための観測研究の推進

1．(3)地震火山現象に関するデータベースの構築

1．(3)ア．地震・火山現象の基礎データベース

1．(3)イ．地震・火山現象に関する情報の統合化

これに加えて・・・シミュレーション課題との連携

1．（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

1．（2）（2－1）ア．地殻活動予測シミュレーションとデータ同化

大学及び海洋研究開発機構は、地殻活動予測シミュレーションと地震・

 火山現象データベースの結合を深め、各種データをシミュレーションに取

 り込むために、データ流通システムの確立をめざす。



2(1) 日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現
 象

ア．列島及び周辺域のプレート運動，広域応力場
– 北大，東大地震研，地理院，海洋情報部

イ．上部マントルとマグマの発生場
– 東北大，東大理，東大地震研，鳥取大，防災科研，海洋機構

ウ．広域の地殻構造と地殻流体の分布
– 東北大，東大地震研，防災科研

エ．地震活動と火山活動の相互作用
– 東大地震研，名大，京大防災研，防災科研

オ．地震発生サイクルと長期地殻歪
– 北大，東北大，東大地震研，名大



2(1) 日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現
 象「地震とマグマの発生」

地震 マグマ

高CFS

高せん断応力

低有効法線応力

応力集中

プレート運動

流体（H2

 

O）

マントルウェッ

 ジ内の対流

高温・低圧

マントルウェッジ

 の低粘性化

地殻・上部マントル
 の不均質性



2(1) 日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現
 象「沈みこみ帯の地震・噴火発生の総合理解」

粘性緩和が無視

 できない！
→プレート境界のすべ

 り欠損の推定に影響

摩擦力が低下

 → 内陸へのローディング

 に影響

脱水

地震

 発生

マグマ発生



2(1) 日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現
 象「沈み込み帯における水の輸送過程モデル」

図１．沈み込み帯における水の輸送過程の
イメージ（ Hasegawa and Nakajima, 2004 ）

図２．地震波トモグラフィによる，東北地方に
おけるマントルウェッジの三次元不均質構造

 （Nakajima et al., 2001）



2(1) 日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現
 象「地震活動と火山活動の相互作用」

国土地理院による

九州の地殻水平歪と
九州中部の内陸被害

地震の分布

別府－島原地溝帯は九州の歪集中帯であり、
内陸被害地震も多発している！ 京大防災研

阿蘇カルデラ下の下部地殻は
顕著な低速度域になっている！

地震波速度偏差
（雑賀・他， 2007 ）
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