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要約

日本で発生した中小地震(4.5≦Mw≦6.0)を対象とした最大加速度および最大速度の距離減
衰式における地震間のばらつきについて、これを偶然的・認識論的不確定性に分離する方

法を検討した。分離には、空間的な共分散構造解析で用いられるセミバリオグラムを指標

とした。この方法による偶然的不確定性の標準偏差と震源域と地震のタイプを限定して求

められた既往研究による地震間のばらつきの標準偏差とを比較した。この結果、両者は同

程度の値となることを示し、セミバリオグラムを指標とした本研究による結果の妥当性を

確認した。また、偶然的不確定性の標準偏差は距離減衰式における地震間のばらつきの標

準偏差に比べ、最大加速度はその60％程度、最大速度はその80%程度となることを示した。

キークーバ・…衰式早ｺ名/､地震地舗のばらつき、侭然的不確定控

識的不確症牲、セミバクオグラム

1．はじめに

将来発生するであろう地震における地震動強さを予測することは、構造物の耐震設計や地域の防災計

画立案のために重要である。地震動強さの予測手法は、決定論的手法と確率論的手法に大別される。決
定論的手法では、対象地点への影響が大きい地震に対して、あるシナリオを想定し、これに基づく詳細

な#噺によって地震動評価を行う。一方、確率論的手法では、評価地点に影響のある全ての地震を対象
として、ある期間内に発生する地震動強さとその発生確率を評価する。現状では、あるシナリオを想定

した決定論的手法で地震動強さの予測が行われる場合が多い1)。しかし、原子力発電所やダム等の供用

期間が長い重要構造物の設計用地震動、企業や施設のリスクマネジメントとしてのBCP策定等には決定
論的手法だけではなく、確率論的手法による評価も重要であると考えられる。

確率論的手法に基づく地震動評価(以下、PSHA)では、評価地点に影響を与える全ての地震に対して、
地震規模．評価地点までの距離．地震発生の確率をモデル化し、これと地震動強さの確率モデルから、

対象期間内に、ある地震動強さを超える条件付超過確率を算定する。ここで、地震動強さの確率モデル

は、強震記録の回帰分析から求められた距離減衰式とその標準偏差を用いた対数正規分布で表される。
ある地点における地震動強さの超過確率を求めるためには、本来であれば同一の場所で同じ規模の地
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震が繰り返し発生した場合に、その地点で観測された地震動強さのばらつきの標準偏差を確率モデルに

用いるべきである。しかし、このようなデータが得られる場合がほとんどないことから、実際にはエル

ゴード性を仮定し、多数の地震による多数の観測点で得られた様々な特性を含むデータに基づく距離減

衰式の標準偏差が用いられている。これは、本来用いるべき値よりも大きな値を確率モデルに導入して

いることになり、これにより低超過確率において過大な地震動強さとなることが指摘されている2)。

地震動強さのばらつきは、認識論的不確定性(epistemic皿certamty)と偶然的不確定性(aleato'y
uncertamg)に分離することができる2),3)。認識論的不確定性は、より正確なモデル化や新しい知見．デ
ータを追加することで低減可能なばらつき、偶然的不確定性は新しい知見・データが追加されても低減

不可能なばらつきである。本来、PSHAでは偶然的不確定性のみを用いるべきと指摘されている2),4)。つ

まり、PSHAの高精度化には、距離減衰式における地震動強さのばらつき（回帰誤差）を偶然的不確定

性と認識論的不確定性に定量的に分離することが重要である5)。

距離減衰式の回帰誤差を、中央値に対する各地震における観測記録の偏差の平均値である地震間のば

らつき、各地震の距離減衰式に対する各観測記録の偏差である地震内のばらつきに分離して評価するこ

とが多くなっている6)。ここで、地震間のばらつきは震源特性、地震内のばらつきは伝播経路．サイト

特性がばらつきを与える主たる要因として指摘されている”,8)｡距離減衰式の最も基本的な回帰モデル
では、震源特性をマグニチュード、伝播経路を震源からの距離、サイト特性を地盤種別などでモデル化

するが、近年では予測精度向上（認識論的不確定性の低減）のために、震源深さ、地震・断層タイプ、

深部地盤による増幅特性などを導入する場合もあるの。しかし、震源特性における震源メカニズムや破

壊伝播方向、伝播経路における媒質（速度、減衰構造）の不均質性、サイト特性における地盤の不整形

性や入射角などによる地震動強さの違いは予め想定することが困難であり、これらが地震間および地震

内のばらつきにおける偶然的不確定性の要因になっていると考えられる。

地震間・地震内のばらつきの大きさとその要因分析は、距離減衰式の回帰誤差に基づいて検討される

場合が多い。Lmetal.(2011)9)は台湾で得られた強震記録を用いて、空間的な共分散構造解析によって偶
然的・認識論的不確定性の定量的な評価を行っている。この結果では、距離減衰式の回帰分析における

地震間のばらつきの標準偏差の70％程度､地震内のばらつきの標準偏差の40~50%程度が偶然的不確定性

によるばらつきであることを指摘している。しかし、台湾で発生した内陸地殻内地震のみを対象として

いるため、多様なタイプの地震が発生する日本においても同様の結果となるかは明らかではない。

ある地点で得られた複数の強震記録によるばらつきの標準偏差(smgle-station-sigma)'0)-'2)、ある地点
に対して伝播経路が類似するとみなせる震源域で発生した複数の地震によるばらつきの標準偏差

(smgle-path-sigma)'2)-'4)が検討されている。これらの検討から距離減衰式の標準偏差が自然対数で0.7~0.8
であるのに対して、smgle-station-sigmaは0.6程度、smgle-path-sigmaは0.3~O.5程度となることが示されて
いる。しかし、文献13)以外は地震間と地震内のばらつきの総和で論じられており、偶然的・認識論的不
確定性についても言及されていない。

これに対して、池浦・野田(2005)7)は距離減衰式を介さず、ほぼ同一の震源位置・規模の複数の地震に
よる同一観測点で得られた強震記録の分析を行い､周期1秒以下における地震間のばらつきの標準偏差が

自然対数で0.4～0.5程度になること､震源における地震波の励起特性の違いが地震間のばらつきの主たる

要因であると指摘している。なお、観測点・震源位置・規模が特定されるため、この結果は偶然的不確

定性に対応すると考えられる。ただし、このような条件のデータは少ないため、より一般的な結果を得

るためには、強震記録の更なる蓄積が必要であると考えられる。

本研究では日本で発生した多様なタイプの地震を対象に、Lmetal.(2011)9)と同様に空間的な共分散構

造解析で用いられるセミバリオグラムを指標として、地震間のばらつきを偶然的・認識論的不確定性に

分離する方法について、Linetal.(2011)9)では明確に示されていない、得られた結果の妥当性の確認も含
めた検討を行う｡距離減衰式の適用目的を考えた場合､規模の大きな地震を対象とすることが望ましい。

しかし、大地震を対象にした場合には、中小地震に比べてその震源位置の空間分解能が疎になることに

より、統計的に有意な解が得られない可能性が考えられる。また、規模の大きな地震を対象とした場合

にはデイレクテイビテイ効果など、ばらつきに影響を与える要因が中小地震よりも多くなると考えられ

ることから、ばらつきに影響を与える要因を減らし、その解釈をより明確にするために中小地震(4.5≦

Mw≦6.0)を対象とした検討を行う。
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2．解析に用いた中小地震データベース

防災科学技術研究所K-NETおよびKiK-netを対象とし､K~NETの運用が開始された1996年から2010年12

月までに発生した4.5≦Mw≦6.0かつ震源深さ100km以浅の中小地震で得られた強震記録を収集した。こ

こで、各地震のMwはF-net、震源深さは気象庁による値を用いた。また、F-netによる震源メカニズム、

震源深さ、プレート境界深度を参考に内陸地殻内地震、プレート境界地震、スラブ内地震に分類した。

KFNETとKiKgnetで用いられている強震計はトリガー起動方式である。観測された地震動強さがトリガ

ーレベルに近い遠距離では揺れの大きな観測点でのみデータが得られ、これが距離減衰式の評価に悪影

響を与えることが指摘されている'5)｡KNET観測点のトリガー値は2～20cm/s2程度に設定されており、

2cm/s2以下の観測点が約70%を占めている。そこで、Mw<5.5の地震については外挿となるが、司・翠川

(1999)1句の距離減衰式で5cm/s2以上となる距離以内かつ震源距離150km以内で得られたデータを対象と
した。ただし、北海道から東北、九州では火山フロントを通過したデータは検討対象から除外した。

上記の条件に適合しているデータであっても、S波初動が収録されていないデータや大きな振幅が継

続しているにも関わらず収録が完了しているデータについても検討対象から除外した。この結果、756

地震40193データで構成されるデータベースを構築した。なお、これらのうち165地震8431データが内陸

地殻内地震､439地震22242データがプレート境界地震､152地震9520データがスラブ内地震に分類される。

図1にデータベースに含まれる地震の震央位置、図2にデータのMwと震源距離の分布を示す。なお、こ

のデータベースでは水平2成分のうち大きな方の値とした最大加速度と最大速度を整理している。
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本研究では、距離減衰式の回帰モデルに地表から深さ30mまでの平均S波速度(It30)を説明変数として

導入している（31で示す(1)式）。そこで、各観測点のPS検層結果に基づいて略30を求めた。ただし、PS

検層の調査深度が30m未満の地点については、司．翠川(1999)16)および松岡他(2005)17)の判断基準に基づ

いて深さ30mまでのS波速度値を推定し、これに基づいて略30を評価した。これらの基準に一致しない観
測点やPS検層結果が公開されていない地点については、防災科学技術研究所J-SHIS18)の表層地盤データ

に収録されている、250mメッシュ地形分類に基づいて推定された略30を用いた。図3にデータベースに

含まれる1667観測点における略30の頻度分布を示す。大部分の観測点が、It30≦500(m/s)である。
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3地震間のばらつきの分析

3.1最大加速度。最大速度の距離減衰式の評価

作成したデータベースを用いて、距離減衰式の回帰分析を行う。ここでは、距離減衰式による予測値

(l''If".e)と観測値(lnlf,bs)の残差(lnIGbs-l叫re)を地震間のばらつきりi(inter-event,･esiduals)と地
震内のばらつきgij(intra-eventresiduals)に分離した線形混合モデルを用い、各回帰係数を最尤法による
一段階回帰分析19)によって評価した。なお、本研究では、地震規模、震源距離、震源深さ、地表から深
さ30mまでの平均S波速度を説明変数とした(1)式に示す回帰モデルを設定した。
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,n,ij="",_,nX"+bXij+d,!+e,n"+c+りi+Eij
IFef

(1)

ここで、iとﾉは地震と観測点を示す添え字、脇jは最大加速度(Cm/S2)または最大速度(cm/Ws)、Miは各地震の
MM,、Xijは震源距離(km)、略30jは地表から深さ30mまでの平均S波速度(m/s)、吟erはサイト特性を評価す
る際に基準とする地盤の咄o(m/s)であり、工学的基盤に相当し、図3の頻度分布において観測点数も比較

的多いことから脾ef=500(mlms)とした。また、α～eは回帰係数を示している。地震間のばらつき叩iと地
震内のばらつきejﾉは地震ごと、記録ごとに独立な期待値0の正規ランダム変数と仮定し、地震間のばら
つきりiの対数標準偏差を丁、地震内のばらつきgiﾉの対数標準偏差をoとする。以下、本研究における標準
偏差は全て自然対数で示している。

表lに各回帰係数､地震間のばらつきと地震内のばらつきの標準偏差を示す｡Mw5.5以上の地震を対象

としている既往の最大加速度・最大速度の距離減衰式20)~23)では、Tが0.2~0.4程度、ぴが0.5~0.6程度となる

場合が多く、表lに示す結果はこれらよりも大きな値となっている。一方、本研究と同様にMw5.5以下の

中小地震を対象とした距離減衰式24)では､最大加速度においてて＝0.448､ぴ＝0.670､最大速度ではて＝0.362、

ぴ＝0.622となることが示されている。地震内のばらつきの標準偏差は、この結果と同程度となるが、地

震間のばらつきの標準偏差は本研究による結果が大きめの値となる。これは、文献24)では内陸地殻内地
震のみを対象としているのに対して、本研究ではプレート境界地震やスラブ内地震も対象としているた

め、対象とした地震の多様性による差異が表れているためと考えられる。

表1距離減衰式の回帰係数と標準偏差

回帰係数 標準偏差地震動強さ
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3.2地震間のばらつきの基本的な特徴

回帰分析から得られた地震間のばらつきりiについて基本的な特徴を整理する。図4にりiの頻度分布と対
数正規分布に適合させた結果を示す。本研究による最大加速度および最大速度のりjとも既往研究25)と同
様に対数正規分布とみなせることとした。しかし、対数正規分布を仮定することの妥当性を確認する必

要性も指摘2のされていることから、その確率分布については、より詳細な検討が今後必要である。
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図5に恥と地震規模(MW)の関係を示す。図の上段は各地震のりi、下段はMWごとのりiの標準偏差を示
している。ただし、MW≧5.5は地震数が少ないことから、5.5≦MW≦6.0を計算区間とした標準偏差の値
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を示している。TのMW依存性については、MWが大きいほどTが小さくなる傾向27)、その依存性は明瞭で

はない8)ことが指摘されている。図5に示す結果では、文献8)と同様に明瞭なMw依存性はみられない。
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図5地震間のばらつきと地震規模の関係

図6にりiと震源深さの関係を示す。図の上段は各地震におけるりj，下段は震源深さ10Kmごとに求めたりZ
の標準偏差を示している。ただし、震源深さ80km以深のデータが少ないことから、深さ801ml以上につ

いては計算区間を20kmとした場合の値を示している。図から、震源が深くなるほどrが大きくなる傾向

がみられ、最大加速度値でその傾向が顕著である。池浦・野田(2005)刀は、地震間のばらつきの要因とし
て伝播経路の違いと震源における地震波の励起特性の違いがあり、後者の影響が支配的であることを指

摘している。震源が深い地震は、必然的に伝播距離が長くなるため、浅い地震に比べて速度構造や減衰

構造の不均質性の影響をより受けることになり、これにより地震間のばらつきが大きくなることが予測

される。また、中小地震の応力降下量に関する分析結果28)では、スラブ内地震はプレート境界地震より

も応力降下量のばらつきが大きいこと、スラブ内地震については太平洋プレートとフィリピン海プレー

トに分類した場合に応力降下量の地域性が明瞭にみられることが指摘されており、これにより深い地震

ほど地震間のばらつきが大きくなることが予測される。今後、詳細な分析が必要ではあるが、図6に示す

結果は、上記のような要因によって生じている可能性が考えられる。
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4．地震間のばらつきの偶然的・認識論的不確定性への分離

4.1分離方法

地震間のばらつきの偶然的・認識論的不確定性への分離は、地球統計学等の分野で多く用いられてい

る、対をなす標本間の非類似度を評価するセミバリオグラム9)'29)'30)を用いて行う。

領域DcRd上の確率場を考え、観測点sEDにおける確率変数Z(s)の実現値が観測データであるとし、

これが本質的定常性を持つものと仮定する。すなわち、任意の2地点S1、SZに対する期待値および分散が

E[Z(S,)-Z(S2)]=0，Vαγ[Z(sl)_Z(s2)]=2y(s,_s2)が仮定される。ここで､距離の差分h=sl-s2の

みに依存する関獅(h)がセミバリオグラムと呼ばれ､未観測地点SOにおけるZ(so)の予測を行うための通
常型クリギング法における係数行列として用いられることで知られている。なお､確率場が二次定常(期

待値が空間領域で一定値､2地点の共分散が距離差分のみに依存）ならば本質的定常であることから、同

様にγ(ん)が定義できる。

地震Si(i=1~Ⅳ)の震源位置(北緯､東経､深さ）をuα(q=1~Ⅳ)､各地震の地震間のばらつきをり(u")と

する。この時､地震間のばらつきの確率場Z={り(u,),り(u2),…,り(uN)}が本質的定常性を持つと仮定する

と、2地震間の距離の差分血のみに依存する関数としてセミバリオグラムγ(ん)が(2)式で定義される。ここ

で、セミバリオグラムは、2地震間の共分散に対応する値である。

γ(A)=､r[叩(u")-"(迦称)'-;[g{w("")-"(迦鋺)}2]

Y(h)

sill

nugget

range

図7セミバリオグラムの模式図

(2)

ル

一般的なセミバリオグラムは図7のようになる。ここで、ナゲツト(nugge0はん=0の時のγ(ん)であり、

サンプリング間隔よりも小さなスケールでの変動や測定誤差を含む、データから把握不可能な微小な変

動で生じる不確定性を示すパラメータ、シル(sill)はlim九→"γ(ん)に相当するパラメータ、レンジ(range)は
空間的な自己相関がなくなる距離を示すパラメータである29)30)。つまり、震源位置がほぼ同じ地震

(limh→oy(h))の場合には、震源や伝播経路がほぼ同じ特性になると仮定すれば、(2)式から求められる
ナゲットが偶然的不確定性に対応する値と考えることができる。

(1)式の回帰分析から得られた地震間のばらつきを用いたセミバリオグラムの計算は、以下の手順で行
う。最初に、震源位置の距離差分をhとして、全ての地震の組合せに対してセミバリオグラムア(h)を求

める。ザ(h)は、距離差分向となる地震のペア数N(ん)とその地震間のばらつきり(u")およびり(u"+h)に基づ
いて(3)式で定義される。しかし、実際にはれが同じとなる地震の組合せはほとんどなく、(3)式から求め
られる値は不安定となる。そこで、推定に用いる距離差分の最大値hrnaxを設定し、さらに距離差分hを

いくつかの距離区間(hw)に分け、距離区間内に属する？(h)の平均値を求め、これを標本バリオグラム
とする。本研究では、20以上のペアがあるように距離区間を設定した。次に、標本バリオグラムに適合

する理論バリオグラムγ(ん)を重み付き最小二乗法によって評価する。本研究では、理論バリオグラムに
地球統計学の分野で多く用いられている(4)式に示す球形モデルを用い、hが小さい範囲での適合度を良
くするために重み係数をⅣ(h)/h2として評価した。
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N(h)

剛一応要('")-抑…))’ (3)

〃)={室輯[1.5(Il/b)-0.5(h/b)3]0</,<bノ1≧b

(4)

ここで、qはナゲット、C,はシル、bがレンジをそれぞれ示している。
地震間のばらつきの確率場が本質的定常性（あるいは、二次定常性）を持つと仮定した場合、その定

理によりバリオグラム関数と共分散関数が同時に考えられることから、(2)式によるセミバリオグラムは

相関関数βを用いて(5)式で表すことができる。(5)式は、h=0では2地点におけるデータの相関が高くな

る（β→1）ためγ(D=rf/2となり、2地点におけるデータが遠く離れている場合(IZ→")には相関が

低下する(p→o)ことでγ(D=(てf+r;)/2となることを意味している。

γ(伽)=γ(叩(叫塵)"("".蝿))=;[洲'-,(叩(哩塵)‘，(迦…〕)]引 (5)

偶然的不確定性による地震間のばらつきの標準偏差T別と認識論的不確定性による地震間のばらつきの

標準偏差TEとすると、前述したセミバリオグラムの特性から丁,＝恥、T2==てEと考えることができる。そ

こで、(5)式および(4)式に示す理論バリオグラムから、功とてEはナゲットCbおよびシルC,を用いて、(6)

および(7)式で求めることができる。また、地震間のばらつき全体での標準偏差TTは、恥とTEが互いに独

立であるとした場合に、(8)式で求めることができる。ただし、ThとてEはhrnzwを設定した理論バリオグラ

ムに基づいて求めているため、TTは表lに示すTとは一致しない。

zi=2cb

ri=2{(Cb+C,)2_Cf}

てデー墳十r：

ｊ
ｊ
６
７
く
く

(8)

4.2分離結果の妥当性の確認

Morikawaetal.(2008)'3)では､6つの狭い震源域内で発生した類似するメカニズムの地震を対象とした検
討を行っている。この検討では、震源域と地震のタイプが限定されるため、求められた地震間のばらつ
きは偶然的不確定性に対応すると考えられる。そこで、これら6つの震源域のうち、本研究で対象とする

地震が多く含まれる4つの震源域について、セミバリオグラムに基づいて求めた功とMorikawaet

al.(2008)'3)の結果を比較し、手法の妥当性を確認する。
検討対象とする震源域は、図8(a)に示すMonkawaetal.(2008)'3)によるAreal,とする。ここで、Areal

は主として2004年ll月29日釧路沖の地震(Mj7.1)の余震であり、全てがプレート境界地震である。Area2

は、主として2003年十勝沖地震側8.0)の余震であり、全てがプレート境界地震である。Area3は全てが
プレート境界地震､AIEa4は全てが2004年新潟県中越地震の余震である。本研究では、これら各震源域を

包絡するように図lおよび図8(b)に示す3つの解析領域(Regionl~3)を設定した。ここで、ArealとArea2

は統合し、Regionlとしている。表2に本研究とMorikawaetal.(2008)'3)で対象とした地震の比較を示す。
表3に理論バリオグラムの係数､図9にRegionl~3における標本バリオグラムと理論バリオグラムを示す。

また、図9にはRegionlと2について、プレート境界地震のみを対象として計算した結果も併せて示してい
る。ただし、スラブ内地震についてはデータが少なく、安定した解が得られないことから評価を行って

いない。図9からRegion2の最大加速度において全データによるC,がプレート境界地震のみによる値より
も大きくなる。これは、図lOに示すように、Region2の最大加速度のセミバリオグラムではh=10~15km
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におけるスラブ内地震で'(ﾉ')の大きなペアが複数あること、理論バリオグラムに適合させる際にhが小

さい範囲に大きな重みを付けて評価しているためと考えられる。一方、RegioinlおよびRegion2の最大速
度では全データとプレート境界地震のCoとC1はほぼ同程度となる。なお、各領域ともプレート境界地震

によるデータが大部分を占めていることから、地震タイプによるバリオグラムの違いについては今後の
検討課題である。

○プレート境界地震、ロスラブ内地震、△地殻内地震、■対象地震のデータが得られている観測点
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(b)本研究による検討対象地震の震央位置

図8Morikawaetal.(2008)13)と本研究の解析対象地震との比較

表2検討対象地震の比較

データの内容

85地震(スラブ内19地震､プレート境界66地震）

7地震(2004/11/29のとその余震､全てプレート境界地震）

14地震(2003/9/26十勝沖地震の余震､全てプレート境界地震）

71地震(スラブ内14地震､プレート境界57地震）

6地震(全てプレート境界地震）

36地震(全て地殻内地震､2004年新潟県中越･2007年新潟県中越沖地震の余震）
8地震(全て地殻内地震､2004年新潟県中越地震の余震）

No.解析領域

Regionl
1Areal

Area2

Region2
2

Area3

Regino3
3

Area4

1

2

3

表3理論バリオグラムの係数

Region3

PGAPGV

Region2

PGAPGV

Regionl

P G A P G V

0.012

0.089

35.5牛！

0.049

0.111

28.008

0.055

0.087

24.556

0.018

0.093

33.804

ｑ
Ｑ
ｂ

0.054

0.087

45.957

0.062

0.066

37.904
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○標本バリオグラム(全データ）

ロ標本バリオグラム(プレート境界地震）
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図9標本バリオグラムと理論バリオグラム
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図10Region2における最大加速度のセミバリオグラム

表4に本研究による鰯およびTEとMorikawaetal.(2008)'3)による地震間のばらつきの標準偏差の比較を
示す。功は最大加速度、最大速度とも解析領域が狭くなるほど小さな値となり、距離減衰式の回帰分析
によるTに対して30～80％程度小さな値（0.3T~0.8丁）となる傾向がみられる。これは、解析領域が狭い

ほど、そこに含まれる地震の伝播経路や震源特性が類似してくることにより、認識論的不確定性が大き
く低減するためと考えられる。
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Regionl~3の最大加速度、最大速度とも醜がMo面kawaetal.(2008)'3)の結果に比べて、同程度あるいはや

や大きな値となっている。これは、Morikawaetal.(2008)'3)では、ある特定の地震の余震や同じ地震タイ
プのデータに限定して分析しているのに対して、本研究はこれを限定せずに多様なデータを用いている

ためと考えられる。しかし、両結果はおおむね整合していることから、セミバリオグラムに基づく方法

は、Morikawaetal.(2008)'3)で用いられている方法と異なり、震源域を設定することなく距離の差分のみ

で簡便に評価可能であり、偶然的・認識論的不確定性の分離に有効な手法であると考えられる。

表4偶然的不確定性による標準偏差碗および認識論的不確定性による標準偏差TE
（1）最大加速度(PGA)

本研究MoriMwaetal.本研究Morikawaetal.本研究Morimwaetal.

Region2Regionl Amal&2 Area3 Region3 Area4

0.314

0.216

0.328

0.184

0.273

‐

0.305

■■

0.190

0.154

0.173

-

恥
宛

(2)最大速度(PGV)

本研究MorikawaetaL本研究Monkawaetal．本研究Morimwaetal
Area4Region2 AIea3 Region3Areal&2Regionl

0.114

ー

0.157

0.142

0.351

ー

0.332

0.216

0.336

■■

0.353

0.159

晒
蛇

図lに示す756地震を用いて、(1)式に示す距離減衰式の回帰分析から得られた地震間のばらつきりiにつ

いて、偶然的･認識論的不確定性の分離を行う。表5に理論バリオグラムの係数と標準偏差Z別およびTE、

図1lに標本バリオグラムと理論バリオグラムを示す。なお、表5にはLmetal.(2011)9)が台湾における内陸

地殻内地震を対象として検討した結果も示している｡ただし､Linetal.(2011)9)の最大速度の標準偏差は、

周期1秒における擬似加速度応答スペクトルでの値としている。

表5から､本研究による最大加速度および最大速度の函は表lに示す距離減衰式のてに比べて最大加速度

は0.60T、最大速度は0.78Tとなる。Lmetal.(2011)9)では、偶然的不確定性の標準偏差は最大加速度、最
大速度とも距離減衰式のTよりも30%程度低減することが示されており、本研究と同様の傾向となってい

る。しかし、本研究とLmetal.(2011)9)の鰯を比較すると、本研究の方が最大加速度、最大速度とも大き
な値となっている。これは、Lmetal.(2011)9)が内陸地殻内地震のみを用いているのに対して、本研究で
はプレート境界・スラブ内地震も対象としていることによるデータの多様性の違いが表れているためと

考えられる。本研究のように、距離減衰式を介した回帰誤差の検討では、用いたデータベースの特性が

解析結果に大きな影響を与えると考えられる。PSHAでは、地域特性（例えば、地震活動モデルや地震
動強さの距離減衰式とその標準偏差など）を適切に反映させる必要4),31)があることから、日本周辺で発

生した多様な地震を対象とした本研究による偶然的不確定性による地震間のばらつきの標準偏差は、日

本国内を対象としたPSHAを行うために有用な結果であると考えられる。

表5に示すように距離減衰式のてに対する功の低減率は最大速度よりも最大加速度の方が大きい。池

浦・野田(2005)刀では、震源地を限定した場合には地震間のばらつきは長周期よりも短周期でより低減す
ることを指摘しており、本研究による結果もこの傾向と一致する。Rhoades(2007)32)は、地震間のばらつ

きにマグニチュードの不確定性(推定精度)が大きな影響を与えていることを指摘している。また、
AblahamsonandSilva(2007)33)は、マグニチュードの不確定性が長周期における地震間のばらつきに大き
な影響を与えることを指摘している。より詳細な要因分析が今後必要ではあるが、これらの結果から、

最大加速度と最大速度におけるTに対する功の低減率の違いは､マグニチュードの不確定性がその要因の
一つであると考えることが可能である。
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表5理論バリオグラムの係数と標準偏差TXおよびTE

(1)理論バリオグラムの係数(2)標準偏差恥およびてE
PGAPGV

本研究Linetal.(2011)本研究Ijnetal.(2011)
PGA PGV

ｑ
Ｑ
ｂ

0.“9

0.210

120.687

0.062

0.123

95.789

0.315

0.361

0.247

0.254

0.354

0.247

0.314

0.323

吻
な
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図11全地震を対象とした標本バリオグラムと理論バリオグラム

0

5．まとめ

本研究では、日本で発生した中小地震(4.5≦Mw≦6.0)における最大加速度、最大速度を対象とした距

離減衰式を求め、この回帰分析から得られる地震間のばらつきりとその標準偏差Tの基本的な特徴を整理
するとともに、セミバリオグラムを用いた偶然的．認識論的不確定性への分離方法について検討を行っ

た。結果を以下にまとめる。

距離減衰式における地震間のばらつきりは対数正規分布に従う。また、地震間のばらつきの標準偏
差Tには明瞭な地震規模依存性はみられないが、震源が深いほど値が大きくなる傾向がみられた。

震源深さ依存性の要因については今後詳細な分析が必要であるが、伝播経路の不均質性や既往研究

で指摘されている震源が深い地震ほど応力降下量のばらつきが大きくなる特性に影響を受けてい

る可能性が考えられる。

セミバリオグラムを用いた偶然的・認識論的不確定性の分離方法を3つの震源域に適用し、偶然的

不確定性の標準偏差功と認識論的不確定性の標準偏差TEを評価した。これと同じ震源域を対象とし
た既往研究の分析結果と本研究による功は同程度の値となることを示し、セミバリオグラムに基づ
いた分離方法の妥当性を確認した。

距離減衰式の回帰分析から得られた地震間のばらつきにおける函は、最大加速度で0.315、最大速度

で0.354となる。この値は、距離減衰式における地震間のばらつきの標準偏差Tに対して最大加速度
でその60％程度、最大速度でその80％程度となる。

l)

2）

3）

PSHAでは偶然的不確定性のみを考慮するべきであるが、実際にはエルゴード性を仮定して距離減衰

式の標準偏差を確率モデルに用いている。本研究で求めた地震間のばらつきの偶然的不確定性による標
準偏差は距離減衰式の標準偏差よりも小さな値となり、PSHAの高精度化のために有用な結果であると

考えられる。今後は、地震内のばらつきについても同様の分析を行う予定である。
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SeparationofAleatoryandEpistemicUncertaintyfrom

Inter-EventResidualsinGroundMo伽nPredic伽nEquations
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ABSTRACT

Ground-motionpredictionequationsaredevelopedbyregressionanalysisbasedondatasetsofrecorded

ground-motionparametersatmultiplestationsduringdifferentearthquakesandinvarioussom℃eregions.nle
presentpmbabilisticseismichazardanalysisappliesthestandarddeviationoftheseequationstoevaluatethe
hazardataspecificsite(theelgodicassumption).Thestandarddeviationhasastronginnuenceontheresultsof
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probabilisticseismichazardanalysisatlongretumpedod.Inthegroundmotionpredictionequations,thereis

mevitablysomemxingof"istemicuncertaintymtothemodelofaleatoryuncertamtybTbhnpmvetheresultsof

hazardanalysis,itisimportanttoquantib/thealeatoryuncertaintybyremovingtheeIgodicassumption.Inthis

paper;thesemivariogampI℃cedur℃isadoptedtoseparateofaleatolyandepistemicunceltaintyfiomthe

mtelzeventresidualsmgroundmotionpredictionequationsfbrsmall-to-moderateearthquakes.TTlesiandard

deviationsofaleatolyuncertaintymmterseventresidualsareO.315fbrPGAandO.354mrPGMThesevaluesare

about40%smallerfbrPGAandabout20%smallerfbrPGVwhencomparedthestandarddeviationsofthewhole

dataset.
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