
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方独立行政法人 

北海道立総合研究機構 北方建築総合研究所 平成２４年度 年報 

平成 20 年に中央防災会議において、日本海溝・

千島海溝周辺海溝型地震の被害軽減など減災目標を

定めた地震防災戦略が策定されました。地方公共団

体は、地域目標を策定し効果的・効率的な地震対策

の推進を努めることが求められます。 

 本研究は、北海道総務部危機対策局危機対策課か

らの委託により、新たな想定地震を対象とした北海

道の地域性を考慮した被害想定を実施し、地域目標

の設定方法を検討するものです。 

 北海道の新たな想定地震を図１に示します。 

 地震被害想定は、道内を地震環境などから複数の

地域に分け、地域別に想定される地震を対象に実施

します。今年度は太平洋沿岸地域にある十勝・釧路・

根室が対象であり、地域に想定される建物被害の発

生や防災対策に影響のある地震から、計算を実施す

る断層モデルを選定しています。 

 被害想定調査の流れを図２に示します。 

対象地域の市町村から社会基盤（建物・人口、ラ

イフライン、交通施設）データなどの資料を収集し、

地理情報システムのデータとして構築しています。

つぎに震度・液状化・急傾斜地崩壊危険度などの自

然災害の想定と、建物・道路被害・人的被害などの

物的被害の想定、生活機能支障など社会的な影響の

想定をしました。被害想定手法は、最新の研究成果

や他都府県の実績を踏まえ、北海道の地域特性を考

慮することのできる手法を採用しています。 

 図３に想定される地震の震度の例を示します。 

 また他自治体の目標設定事例の分析から、北海道

の地震防災対策の目標設定のための被害軽減量の算

出手法の考え方を示しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   
     標津断層帯       十勝平野断層帯主部 

         
      十勝沖の地震 
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1. 標津断層帯

2. 十勝平野断層帯主部_

3. 十勝平野断層帯光地園断層

4. 富良野平野断層帯西部

5. 富良野平野断層帯東部

6. 増毛山地東縁断層帯

7. 沼田－砂川付近の断層帯

8. 当別断層帯

9. 石狩低地東縁断層帯主部(北)

10 石狩低地東縁断層帯主部(北) 深さ3km

11 石狩低地東縁断層帯主部(南)

12 石狩低地東縁断層帯主部(南) 深さ3km

13 石狩低地東縁断層帯南部

14 石狩低地東縁断層帯南部 深さ3km

15 黒松内低地断層帯

16 函館平野西縁断層帯

17 サロベツ断層帯

18 サロベツ断層帯　北延長

19 根室沖・釧路沖の地震

20 十勝沖の地震

21 三陸沖北部の地震

22. 北海道北西沖の地震

23. 北海道西方沖(積丹半島沖）の地震

24. 北海道南西沖の地震

25. 北海道留萌沖の地震(走向N193E)

26. 北海道留萌沖の地震(走向N225E)

27. 西札幌背斜に関連する断層

28. 月寒背斜に関連する断層

29. 野幌丘陵断層帯

30. 紋別沖（紋別構造線）の地震

31. 網走沖（北見大和堆）の地震

 震度

震度７

震度６強

震度６弱

震度５強

震度５弱

震度４以下

 来年度は、太平洋沿岸地域である日高、胆振、渡島を対象とした地震被害想定と防災マップ作成を実施する

予定です。また実施した地震被害想定の結果を基にして、十勝・釧路・根室を対象とした地震防災対策の目標

設定のための被害軽減量の算出方法について引き続き検討する予定です。 

●共同研究機関： 

 

●研究担当：北方建築総合研究所 

 

●研究期間：平成２４～２７年度（継続） 

●研究区分：道受託研究 

研究の背景・目的 

研究の概要・成果 

今 後 の 展 開 

居住科学部居住科学グループ 
建築研究本部性能評価課 

地質研究所 
北海道総務部危機対策局危機対策課（協力機関）

北海道の新たな想定震源に基づく地震被害想定と地震防災戦略
に関する研究 

図 1 北海道の新たな想定地震

図２ 地震被害想定調査の流れ 

図３ 想定震度分布 

被害想定

建築物被害想定

社会基盤機能支障想定

人的被害想定

被害想定の実施

自然災害予測

急傾斜地危険度予測
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その他

被害想定結果の分析

対策による被害軽減の予測

防災対策の現況把握調査

目標設定のための地震設定

減災目標検討のための基礎資料

被害予測に基づいた具体的な防
災対策検討のための基礎資料

被害想定結果
地震防災マップ作成
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