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海半球プロジェ ク ト：地震計配置の戦略

坪井誠司1

　 1980年代か ら観測 が始 まっ たグ ロ ーバ ル 広帯域

デ ジ タ ル地震計網は ， データ の 蓄積 に伴い 1990年

代 に 多くの 高精度な3次元地球 内部弾性波速度構造

モ デ ル を生みだ した．こ れ らの結果，地球内部の

構造 に つ い て 飛躍 的 に 情報量 が 増 え た が ，同時 に

観測 網 の 限 界 も明 ら か に な っ て きた ．こ れ ま で の

地震観測網は地震計を設置で きる の が陸上に限 ら

れ る こ とか ら，地球表面 の 213を しめ る海洋に は海

洋 島な どの 限 られた と こ ろ に しか 設置 されなか っ

た．特 に海洋底におけ る観測 は ， 長期 に わ たる観

測 を実施で きる海底地震計がな く大地震 の 余震観

測な どの 目的で 行わ れ る の み で あっ た．し か し な

が ら， 地球内部構造 を求め るときには ， 陸上 の み

に 設置され た観測網で は偏 っ た結果が得 ら れ て し

まう．こ の ため ， よ り正確 な地球内部構 造 モ デ ル

を得る た め に 地 震観測 網 を 海底に まで 広 げ よ うと

する試 み が始ま っ た．

　 1996年か ら始まっ た文部省の 新プ ロ グ ラム に基

づ くプ ロ ジ ェ ク ト 「海半球 ネ ッ トワ
ー

ク
ー

地球 内

部を覗 く新 しい 目
一

」（研究代表者 ：深尾良夫 （東

大地震研 ），期 間5力年） は ， 国際協力 に よ り海底

に 地球物理観測網を展開し よ うとする こ の よ うな

試 み の
一

つ で ある．海 半球 プ ロ ジ ェ ク トで は，こ

れ まで POSE ［DON 計画などに よ り西太平洋地域 の

海洋島に 設置さ れ た 広帯域 地震観測点を維持する

と共 に，新 た に北 西大西洋 の 海洋底 で 広帯域地震

計 に よる 長期地震観測 を行う．図 1に観測点配置を

示す．海底観測は，国際深 海掘削計画に よ っ て掘

削され る 掘削孔 に 地震 計を入れ る孔内地震計 と深

海底に直接設置する 海底地震計か ら成る．一
口 に

海底地震観測 とい っ て も ， 設置す る広帯域地震計

も海底の 環境で 動作する もの を開発する必要があ

る し，長期観測 を 可能 と す る た め の 電源や デ
ータ

伝送 シ ス テ ム に つ い て も こ れ か ら 開発 が 必 要で あ

る．こ れ らの 開発を行うこ とが海半球プ ロ ジ ェ ク

トの 目的の
一

つ で あ り，計画 の 最終年度に は，数

点 の 長期広帯域海底地震計観測 点が 稼働 して い る

はずであ る．

　海半球プ ロ ジェ ク トの もう一
つ の 大 きな特徴は ，

海底観測点は地震観測に 限 らず電磁気観測や 可能

な らば地殻変動な どの 測地観測 も含めた地球物理

観測施設 となっ て い る点にある．こ れ まで の 地震

波 トモ グ ラ フ ィ
ー

か らは太平洋 に 大規模 な上昇流

が存在す る こ とが 明 らか に な っ て い る ［1・3］．しか

し ，
こ れは ， 地震波速度 の 不均質構造か ら速度 の

遅 い と こ ろ は温度が 高く温度が 高い と軽 い か ら上

昇する と考えて い るか らで あ り，地震観測 だけか

らで は温 度 に よ る 効 果と物質が違 うこ とに よ る 効

果の 区別が付 きに くか っ た．電磁気観測 も同時に

行うの は ，電気伝導度の 不均質構造を明ら か に し

て ，電 気伝導度 は温度 に極め て 敏 感な こ とか ら，

温度 と物質の 組成に よる変化 との 違い を明 らかに

する ため で あ る．海半球プ ロ ジ ェ ク トで は，マ ン

トル 下 降流域 で あ る 西太平洋域 に
，

マ リア ナ海溝

か ら中国大陸東部まで に わた る ， 海底観測 と陸上

観測を合 わ せ た長基線観測 を実施する こ とも予定
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して い る ．こ れ に よ り，マ ン トル 下 降流 の 詳細 な

構造を得る こ とも出来 る であろ う．

　海半球ネ ッ トワ
ークで 得 られ る 地球物理 観測 デ ー

タは，海半球ネッ トワーク デ ータ セ ン ター （http：〃

ohpdmc ．eri．u −tokyo ．ac ．jp）か ら公 開さ れ る．こ れ ら

の うち，陸 上 広帯域地震観測点 の デ
ー

タはすで に

公開が始 ま っ て お り，他 の グ ロ ーバ ル 地震観測 ネ

ッ トワーク との 国際的な データ交換 も行 っ て い る．
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図 で　海半球 ネ ッ トワ ーク の 観測 点，丸 は陸上観 測点，三 角 は孔 内観測 点，四 角 は海
底観測 点 を表 す．白丸 は既 存の 他 の観 測網 の観測 点，十は この 付近 で 過去25年間に 起
きた地震の 震央．
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