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1. 研究実施の概要 

 

プレート運動による地殻応力の蓄積を経て大地震が発生し、地震波が人工構造物を揺らし、津

波が海岸部を襲うまでの一連の過程を再現・予測する観測・計算融合の階層連結型シミュレーシ

ョン・システムの開発を目的として、第１フェーズ（平成 17〜19年度）では、相互に関連する要素モ

デルを結合し、地震発生予測、強震動／津波予測、及び人工構造物振動予測の 3つのサブシス

テムを構築した。第２フェーズ（平成 20 年度〜22 年度）では、これらのサブシステムを階層連結し

た全体システムを構築し、観測データとモデル計算を融合した地震・津波災害予測シミュレーショ

ンを実施する。 

 

2. 研究実施内容（文中にある参照番号は 4.(1)に対応する） 

 

平成 20年度は、現実的な状況設定の下でのシミュレーションを通じて各サブシステムの実効性

を検証すると共に、観測データとモデル計算の融合に向けた広域 GPS／地震観測データの逆解

析手法の開発を行った。また、大規模連成シミュレーションのための階層連結プラットフォームの

開発を進め、ペタフロップス級並列計算機の利用を視野に入れて、東京大学情報基盤センター

の T2Kオープンスパコン上での実装を試みた。 

 

2.1 地震発生予測サブシステム 

(a) 地震／地殻変動データの逆解析 

松浦グループは、観測データとモデル計算の融合に向け、地震のCMTデータから地殻応力を

推定する逆解析手法及び GPSデータからプレート境界のすべり速度を推定する逆解析手法を開

発してきた。平成 20 年度は、CMT データ逆解析手法を防災科学技術研究所の F-net のデータ

に適用して日本列島全域の３次元地殻応力パターンを推定した 1)。また、プレート定常沈み込み

による粘弾性変形の影響 2,3)を考慮した GPSデータ逆解析手法を国土地理院の GONETのデー

タに適用して北海道−東北地域のプレート境界の詳細なすべり速度分布を求め、５つの顕著なす

べり遅れ領域が過去 100 年間に発生したプレート間大地震の震源域と完全に一致することを明ら
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かにした 4)（図１）。 

(b) 地震発生と波動伝播の連成シミュレーション 

福山グループは、地震の動的破壊パラメータと破壊伝播速度の定量的関係 5)及び松浦グルー

プによる上記の GPS データ逆解析結果に基づいて 2003 年十勝沖地震（M8.0）の震源域の摩擦

特性パラメターを設定し、プレート沈み込みに伴う準静的応力蓄積−動的破壊伝播−地震波動伝

播の連成シミュレーションを実施した。シミュレーション結果と観測波形データの詳細な比較・検討

により、プレート境界面形状、摩擦特性、地殻構造等を適切に設定すれば、将来的に発生が予

想されるプレート境界地震による地震動を、物理モデルに基づいて理論的に予測することが可能

であることを示した。 

 

2.2 強震動／津波予測サブシステム 

(a) 2008年中国四川地震の長周期地震動シミュレーション 

古村グループは、並列地震動計算コード 6)を用いて2008年中国四川大地震の際に北京・上海

で観測された長周期地震動のシミュレーションを実施し、卓越周期 10～20 秒で最大地動振幅

5cm、振幅１cm以上の揺れの継続時間 1～2分であったことを明らかにした。また、長周期地震動

の生成には、地震規模（M7.9）に加え、長周期の表面波を伝えやすい大陸地殻構造が原因して

いることが分かった。 

(b) 地震－津波連成シミュレーションコードの高度化 

前年度に開発した地震−津波連成シミュレーションコード 7)を用いて、2004 年紀伊半島南東沖

の地震と 2007 年千島列島の地震の大規模津波シミュレーションを実施し、海底ケーブル津波計

との比較から、計算手法の有効性を確認した 8)。また、従来の線形長波近似式による計算との比

較から、深海を伝わる分散波を考慮して津波の波高と継続時間を正しく見積もるためには、非線

形津波方程式に基づく計算が不可欠であることを示した（図２）。 

(c) 次世代スパコンに向けた大規模並列計算コードの整備 

次世代スパコンによる大規模並列計算を念頭に置き、地震波計算コード（Seism3D3）と津波計

算コード（SOLA3D）の高速化チューニングをベクトル計算機（地球シミュレータ；ES）とスカラー計

算機（T2Kスパコン−東大）を用いて実施した[古村，スーパーコンピューティングニュース，東大情

報基盤センター，10, 2009]。Flat MPIによる並列計算の Strong Scaling テストを行ない、地震波コ

ードでは最大 10,000CPU程度まで、また津波コードでは 2,000CPU程度までの並列計算でスケー

ラビリティを確認した。このときの地震波計算コードの実効性能（CPU の理論性能に対する割合）

は、ESで 60%、T2Kで 8%、また津波計算コードに関しては ESで 20%、T2Kで 4%であった。 

 

2.3 人工構造物振動予測サブシステム 

(a) 都市構造物群の地震時挙動評価 

都市構造物群の地震時挙動評価の高分解能・高精度化は、三次元数値解析モデルを用いた

断層破壊過程、地殻内波動伝播、地表面近傍での増幅及び構造物の動的挙動の一括シミュレ

ーションを行えば可能だが、膨大な計算資源が必要とされるため、実現は難しい。市村グループ

は、階層型解析の考え方を導入し、断層から構造物までの解析を断層から地表面までの解析（地

震学における波動伝播の計算）と地表面近傍と構造物の解析（地震工学における地盤−構造物



の動的解析）に適切に分解することで、必要計算資源を軽減するシミュレーション手法を提案した
9,10)。 

(b) 貯蔵タンクの流体構造連成解析手法の開発 

長嶋グループは、強連成解析手法に基づく連成解析プログラムを新に開発し、観測地震波を

入力データとして石油貯蔵タンクの液面の動的応答解析を実施した。また、様々な液位について

の解析モデルの作成を効率化するために拡張有限要素法（X-FEM）の導入を試み、自由表面の

応答解析を実施し、従来方法による結果と比較し同等な結果が得られることを確認した 11)。 

 

2.4 階層連結プラットフォーム 

(a) 多階層解析支援データリザボアの開発 

奥田グループは、連成計算支援機能の一環として、有限要素解析の高速化を図るための GPU

援用に関し、BLAS（Basic Linear Algebra Subprogram）レベルのアルゴリズムの検討および性能

評価を実施した。その結果、疎行列演算について、従来型 CPU を用いた場合と比較し数倍～10

倍程度の速度向上が得られることが分かった 12)。 

(b) 並列前処理手法の開発と並列プログラミングモデル 

中島グループは、接触問題や不均質問題等の悪条件問題のための並列前処理手法として、 

Hierarchical Interface Decomposition（HID; Henon & Saad, 2007）を改良した Extended HID 法を

開発し、安定な収束性と高い並列性能が得られることを示した 13)。また、並列可視化、並列適応

格子、動的負荷分散等の形状処理に関する研究を行い、六面体要素（図 3）については T2K オ

ープンスパコン（東大）等の最新のハードウェアを使用した評価を実施した 14)。同時に、次世代ス

ーパーコンピュータの利用に向けて、Flat MPI と Hybridの並列プログラミングモデルの性能評価

も実施した。データの再並び替えにより、 Hybrid 並列プログラミングモデルを使用した場合でも

高い性能が得られることを示した 15)。 

 

図１： GPS データの逆解析で求めた北米−太平洋プレート境界のすべり遅れ速度分布 4)。左：



GPS 観測によって得られた地表観測点の水平（ベクトル）及び鉛直（バー）運動速度。挿入図は

GPS観測点が構成する最適三角網を示す。右：青のコンターはプレート境界のすべり遅れ速度分

布（3cm/yr間隔）を示す。緑の楕円は過去 100年間に発生したマグニチュード 7.5以上のプレート

間大地震の震源域を示す。 

 

 

図２：2004 年紀伊半島南東沖の地震による津波発生伝播シミュレーション 8)。左：地震発生 30 分

後のスナップショット。(a) Navier-Stokes 式による計算、(b) 線形長波近似式による計算。右： 室

戸沖で観測された津波波形（灰色）と計算波形（赤：Navier-Stokes 式、黒：線形長波近似式）の比

較。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3：六面体メッシュの多段階局所細分化 14)。 

 

3. 研究実施体制 

 

（1）松浦グループ 

①研究分担グループ長：松浦 充宏（東京大学、教授） 

②研究項目 

複雑なテクトニック環境の下にある日本列島域を対象として、プレート運動に依る地殻応力の蓄

 



積から破壊核の形成を経て大地震に至るまでの一連の過程を、観測データと理論モデルを融合

した大規模シミュレーションにより再現・予測する。 

 

（2）古村グループ 

①研究分担グループ長：古村 孝志（東京大学大学院、教授） 

②研究項目 

地震波動伝播と津波発生伝播のシミュレーションを行う。断層面上での動的破壊により放射さ

れた地震動を入力として、不均質媒質中を地震波が伝播し、地表に強震動を生成する過程を

FDMによりシミュレーションする。これを入力地震動として、人工構造物振動シミュレーションとの

連成解析を実施する。また、地震断層運動による海底地殻変動を、海底地形と地殻の物性パラメ

ータを組み込んだ大変形 FEMを用いて計算し、津波の発生と伝播のシミュレーションを行う。 

 

（3）奥田グループ 

①研究分担グループ長：奥田 洋司（東京大学、教授） 

②研究項目 

観測データとモデル計算を融合した大規模連成計算を地球シミュレータ上で効率良く実施し、

プログラム間のデータ交換、大規模データ可視化処理を行うための階層連結プラットフォームを構

築する。 

 

（4）市村グループ 

①研究分担グループ長：市村 強（東京工業大学大学院、准教授） 

②研究項目 

強震動に人工構造物が応答して地震動災害が起きる最終局面を、地震波動伝播と構造物応

答の動的相互作用を考慮した連成シミュレーションにより再現・予測する。 

 

（5）長嶋グループ 

①研究分担グループ長：長嶋 利夫（上智大学、教授） 

②研究項目 

配管構造や石油貯蔵タンクなど湾岸地帯に設置されているプラント機器構造物に地震波が入

力した場合の動的応答を高精度かつ高速にシミュレーションする計算コード開発を行う。 

 

（6）福山グループ 

①研究分担グループ長：福山 英一（防災科学技術研究所、総括主任研究員） 

②研究項目 

境界積分方程式法による動的破壊シミュレーションコードと差分法による地震波動伝播コード

を開発し、それらを松浦グループの数値境界積分方程式法による応力蓄積シミュレーションコード

と連結することで、地震発生の物理過程を考慮した定量的な地震動シミュレーションを行う。 

 

（7）中島グループ 



①研究分担グループ長：中島 研吾（東京大学、教授） 

②研究項目 

「次世代スーパーコンピュータ」等のペタフロップス級超大規模並列計算機に於いて本システム

の稼動を円滑に実現するためのミドルウェアの研究開発を実施する。 
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