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はじめに 
 

 火山噴火予知連絡会ではコア解析グループを設置し，気象庁がボアホール型火山観測

施設を整備する際に採取した全国 42 火山 47 地点のボーリングコアを解析し，その結果

を火山噴火予知研究および火山防災対策に役立てることにした． 

 現在の噴火予知の到達点に関しては，観測施設が整備された火山においては，異常を

検出することによって噴火の到来を事前に知ることが可能であるが，一旦始まった噴火

の推移予測は一般に困難であるとされる．しかし，火山は火山毎に噴火の癖を持ってお

り，それぞれの火山で過去に起した噴火のいずれかと類似の噴火を繰り返す性質がある．

そのため，個々の火山において過去の噴火履歴の情報をできるだけ古くまでさかのぼり，

より定量的に集めることが重要であり，それを用いた噴火シナリオの作成がポイントに

なる．古文書では記述の精度や年代に限度がある．また，地表地質では，地下に埋もれ

た噴火の履歴まで網羅することが不可能である．この点，ボーリングコアによる調査は，

その地点において過去の火山噴出物を連続的に確認することができ，地表調査で得られ

なかった情報を取得できる． 

 今回実施された 47 地点のボーリング地点は，火山観測施設を整備するために選定さ

れたが，それでも，約 3 割のボーリング地点においては，それぞれの火山発達史や噴火

履歴を理解する上で新たな発見があり，その成果の活用が今後に期待される．また今回

の成果は，活火山地域においては，ボーリングやトレンチ等によって地下の地質情報を

できるだけ多く得ることが重要であることを示唆している． 

 本報告書はボーリングコアの記載結果，検層結果，及び，それらの火山学的な解説を

まとめたものである．本報告書が今後の噴火予知研究及び火山防災対策の発展につなが

ることを期待する． 

 コア解析グループの活動にあたり，産業技術総合研究所地質情報部門には全てのコア

の保管を引き受け，本グループに記載の便宜を提供していただいた．活動費の一部には

東京大学地震研究所共同利用経費を使用した．ボーリング地点選定・調整，掘削および

コア採取，コア記載，及び，本書取りまとめなどに尽力された方々に感謝致します． 
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