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電気探査 法 お け る二
， 三 の問題に つ い て

（垂直探査法にお ける結果の 解釈 を中心 と して ）
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1， ま え が き

　近 来， 土木構造物基礎 ・地下水そ の他各種の 調査に，

試 垂 と併せ て 電気探査 が 利用 され る こ とが頓 に 多くな っ

て きた 。 そ して ，両者を有機的 に 活用す る こ と に よ っ

て ，そ れ らの 長所短所 を相補い ，調査経費の節減と調査

時 日の 短縮 が 可能 となり，電気探査 に 関す る 関 心 と認識

は 漸 く高まらん とい う段階 に な っ て い る 。

　電気探査法の 歴史 は 未だ浅 く，我 が 国へ 導入 され て よ

り｛菓か に 20 有余年 で ある に も拘らず現在の よ うに 広 く

用 い られ る よ うに な っ た 所以は ，従来の 啓蒙書と先人の

努力の然らしめ るもの で あ っ た 。しか し，そ の 反面 「過

ぎた るは 及 ばざるの 如 し」 との 諺 の よ うに ，啓蒙 の浸透

が 進む に つ れ て，往々 に して 電気探査法 に 関す る 正 当な

認 識を 欠き，過大評価或 い は時に は 過小評価を行う向き

が あ るや に 見え る よ うに な っ た 。

　そ こ で ， 電気探査法 の 内，基礎 調査 に最も多 く使用 さ

れ る比抵抗法 に よ る垂直探査 に つ い て，吾 々 が 探査 を 実

際 に 行 う場合に 直面する ような問題点 の ご ，三 に 関 し，

測定結果 の 処理
一解析とその 解釈

一を 申心 と して 筆者 の

経験を基 に 愚見を 述 べ て み た い 。

　尚 ，電気探査法，なか んずく比抵抗法 の 基礎理論，測

定法 ， 解析法等 の詳細に つ い て は ， 既 に 幾多 の 教科書や

文献が あ っ て ，そ れ らに 詳述 され て い る の で ，こ こ で は

省略す る 。

2． p−a 曲線 を求め るまで の 一般的 注意

　垂直探査 の 現場測定作業は ， 或 る電極間隔 （a ） に対

応する見か けの 比抵抗 （ρ） を 求め ． a を 次第 に 拡大 し

て行 っ て ， a と ρ との 関係
一

ρ
一a 曲線一を得る こ・とで

あ り，そ れ を解析 し解釈 して 地下構造 を判定する わけで

あ る 。 こ れを逆 に い えぱ，比抵抗法 に よ っ て 地下構 造 を

探査す る場合，根拠 と し得る ものは ，ρ
一a 曲線 た だ

一つ

とい つ て も過言 で は な く， こ の
一
本 の 曲線申に ，関係す

るすべ て の 要素が 織込まれ て い る の で あ る。従 っ て ， 良

い 解析結果を 得 る為に は ，地下構造をそ の まま反映した

誤差の無い ρ
一a 曲線を得なけれ ば な らな い 。 　し か し な

が ら実際 の 測定に 当 っ て は ，い ろ い ろ な自然的及び人為

的 の 誤差が伴 い が ちで あ るか ら，解析段階 に な り て 測定

値に 疑念を懐 くよ うな こ とな く自信 と信頼 の 念を以 て取

扱う こ とが で きる よ う， 自然的誤差 の原因究明 と人為的

誤差 の 排除と を測定の 時に努め て行い ，解析段階 に 備え

る こ とは ，良い 探査結果を得る上 の 大前提で あ る 。 従 っ

て，測定作 業中に も常に解析を 意識 し，測線 の 状況 ， 電

極 の 状態等 ， 作業全般 に つ い て 細大洩 らさぬ 注意と管理

を行 うと共 に，ρ と a との 関係 の 展開に 留意 し，電極間

隔の 不正，計算の誤 り，接地状態 の不良な ど に よ る ρ
一a

閧係 の不整が 起 らぬ よう気をつ け，もしい ささか の 疑念

が あれ ば直ち に 再測 して測定値 を 確認す る こ と に よ っ

て ， 測定値を正 し ， また 不整 の 原因を調べ る など諸般 の

状態を認識 して お か ねば な らな い 。

　電気探査法を 地質調査 の
一
手段 と し て 行 う限 り， ρ

一ts

曲線を解析して そ の結果を 表現する場合 ， 最 終的 に は 地．

質学的な表現を採らね ば無意味で ある 。 電気探査 は 地屡

の 電気的性質を利用す る もの で ，地層 の 電気的性質 （比

抵抗法 で は ，電 気比抵抗） の 差異を構造的 に 求 め る こ と．

で あ るが ，一般に 地層の 電気的境界と地質学的境界と ば

必ずし も
一

致 せ ず，近似的 に 平行す る こ とが 多い し，ま

た，砂礫層内の 地 下水面 の上 と下 との よ うに，地質学的

に は 同
一

の 砂礫層 で も電気的 に は 異種の 層を含ん で 示現．

される こ と が あ る 。 従 っ て結果の解析 と表現に 際し て

は ， 地質学的な背景 か ら，解析結果を充分 咀 嚼 し解釈ず

る こ とが 肝要で ，い た ず らに 地球物理学的解析結果 に の

み とらわれて は ならない 。 そ の為に は ， 電気探査法 と地

質学の 両者 に 精通 した 技術者が 探査を行う こ と が 理想的

で あ る が ，さうで ない こ との多い 普通 の よ うな場合に

は ，予め 地質踏査 を 充分 に 行い ，また解析段 階 に お い て

も相互 に 連絡を とる な ど， 充分な協謂が必要 で ， 地質学

的背景なしに 採査 を試み る こ と は，単に地球物理学的な

異常を地層 か ら認 め 得た とい う こ とで あ っ て ，地質調査

の
一

環として は無謀 に 近 く， また 意味の 無 い こ ととな り

兼ね な い とい え よ う。

3． 露頭にお ける各層の 比 抵抗測定

亭
電力中央研究所　技術研究所 第 二 部地 質研 究室

　探査実施前に 行われ た 地質踏査や地質学的背景か ら，

測点付近 に お け る地質構造 は定性的に は予め大雑把 な意

昧で 推定する こ とが で きよ うし ， ま た こ の 推定を認識 し
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て い る こ とは 解析や そ れ に 続 く解釈 の 際 に 必須な こ とで

あ る 。 従 っ て 下層 に 検出され るべ き地層 の 露頭 が 付近 に

あ る場合 ， そ の比抵抗を測定して を くこ とは ， 解析上 の

重要な資料を得る こ と とな っ て推奨 され る こ とで あ る 。

しか し露頭の 測定は ， 対象が乾い た状態に ある と き行 う

こ とが 多 い の に 反 し，地下構造と して の そ の 露頭は 地下

水等 の た め 湿潤 乃至飽和 し て い るか ら，同
一地層で も露

頭 に お げ る測定で 得た 比抵抗値 が ， 解析 の 結果，下層 の

比抵抗 と して 求 め られ た値 と等し くな る こ とは 稀で あ っ

て，そ の為に ， 露頭に よ る比抵抗値 に 拘泥 し過ぎて も誤

っ た 解 釈 を行う こ とに な る か ら，充分注意 せ ねばな らな

い 。 こ の 点，電気検層の活用が 望 ま しい 。

幌 耐
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　　図一1 木曽川に お げ る P−a 曲 線 と 地質柱状図

　図
一・1 は，木曽川に 沿 う河成段丘に お い て，水力発電

用放水路の ル ート選定 の 為に ，基盤で あ る 風化花崗斑岩

を探査 し た 際 に 得 られ た ρ
一a 曲線で あ る 。 こ の ρ

一a 曲

線に は 測定値の 乱れが若干見られ るが ， その よ うな所 で

は ，前述 の よ うに，測定値 の 誤読，計算の 誤 り，電極間

隔 の 不正或い は 電極接地状態 の 不良等 の 人為的誤差 を 確

め た 後，再測 して得た値 で あ っ て，その乱れ の原因は ，

測定地帯 が 段 々 畠 に 覆わ れ て い る為 の 段違い に よ る もの

で あ る こ とが明か とな っ て い る 。 こ の ρ
一a 曲線を標準

曲線で解析す る と，同 図中 の 電気探査柱状図 に 示すよ う

にな り， 5 層構造 で あ る 。 しか し，こ の測点近 鰐で 行 っ

た試錐結果を見 る と，基盤上 に は砂礫層 よ り他 に存在し

て い ない 。 すなわ ち 電気探査 の 第 2
， 第 3 ，第 4 の 各層

は ，木来地質的 に は 砂礫層と して 単
一

に 取扱 うべ きもの

で あ る が，粘 土分の多少 ， 地下水 の 状 態 等 の 為 に：，電気

的に は ，そ の 中に 境界面が 生 じた 結果 ， あたか も複雑な

地質構造を もっ
て い る か の よ うに 現 わ れ た もの で ，こ の

種の 境界は 地質学的観点か らすれ ば，見 か けの 境界面 と

い わ ざ る を 得ず，解釈上 注意 を要す る こ とで あ る 。現実

の 場合，どれ が見か け の 境界面 で ある か とい う こ とは，

燗 々 の 場合に 即 して 地 質学的背景 に 立 っ て 考えね ばなら

ない 。

5． 探査結果 の 示 す深 さに つ い て

　前項に 挙げた例に お い て ， 基盤 と し て の風化花崗斑岩

の 深さにつ い て ， 電気探査 よ り 22．Om ，試錐 よ り 19 ．7

m が得 られ て い る 。 基 盤 面が 測点付近 にお い て か な り

の 範囲 にわ た っ て地表面 と 平行で か つ 平坦 な場合は とに

か く，一
般 に は 地表面に も基盤面 に も起伏凹凸があ る訳

で あっ て ，そ の よ うな場合 ， 電気探査 よ り得 られ た 基盤

面 の深 さ 22・Om は ，単に 測点付 近 に お ける 基盤 面 の 平

均の 深さを示す もの で ，数値通 りに 22・Om 掘れば基盤

が 出て くると解すべ ぎで は ない 。 何故ならば ，図
一2 に

示す よ うに A 及び B の 相異る 2 つ の 地下構造があ る と

き，地表面 で 検知す る 下層 の 影響は 電流 が 透入す る測定

領域 の有効 体積 とで も称す べ ぎもの の 大小に よ っ て 現わ

れ るか ら，図の よ うに 深 さ d
，，4， が相異 り， 地下構造

が 異 る に も拘らず ， 有効体積が 同じで あ る為，電気的 に

は 同 じ示 徴 を与え る こ と に な る の で ，解析 に よ っ て 得 た

境界面 の 深 さは ，測点近傍 の 平均的数値と見 ね ばな らな

い か らで あ る。また
一

方試錐に よ っ て得られた基盤 の 深

さに して も，試錐孔が 基盤 と交わ っ た 点 の 深 さが 19．7

m とい う こ と で あ っ て ，そ の点か ら若干離れ た所 に お

け る深 さは 知 る べ くもな い 。従 っ て 両者 の 差 を とれ ば ，

数値的に 2．3m の 差 が 得 られ る が ， こ れ よ り直ち に電

気探査 に よ る 基盤 の 深さに は ，
2 ・3m の 誤 りが あ っ た と

す る こ と は 当を得て い ない 。 こ の 取扱 い は ， 探査 目的 IC

よっ て処理すべ きで あろ う。 垂直探査法は ，元来水平成

層構造 を 探査理論の 出発点 とし て を り，そ の他の 理論形

成上 の 前提条件をも合わ せ て ， す ぺ て の 仮定が 理想的に

満足 され て い る よ うな現場 とい うもの は 恐 らく絶無 と考

えて よい 。 で ある か ら，何 らか の 自然的誤差 の 介入 は そ

れ 自体避けが た い こ とで あ ろ う 。 従 っ て解析上 の 誤差 も
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当然あ る筈 で あ る し，電気的境界と地質学的境界 とが一

致 する とは 限らな い こ と も合わせ て 考 えね ば な らな い 。

そ の 為，大 きな規模 に お け る 地 下構造 の 探査で 多少の 誤

差 の 許 せ る 場合は さ て措 ぎ，例 えば 土木工 事 の 為の 調 査

の よ うに 深 さの 絶対値 が 重 要 で ある場合 に は ，探査 に ょ

っ て 得 られ た 地質境界面の 深 さその もの を以 て 工 事上 の

設 計などの 資料 とす る よ うな こ とは 排すべ きで あ る。

6． 地表及 び地形 の 異常な ど に つ し丶 て

　垂直探査 の 基礎理論 に は，等方均質な半無限媒質 とか

平行成層構造 そ の 他 い ろ い ろ な仮定が 前提条件と され て

い る．しか し，探査を実施する場所が すべ て こ れ らの 条

件 を 備え て い る よ うな こ とは 恐 らくあ り得な い で あ ろ

う 。 地表 の 異常とか 地形 の 起伏 ， 境界面の 傾斜 と 曲折等

実 際の 地下構造 は 干変万化で ある Lt

　（1 ） 地表 の 異常
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　　　図一3 垂直探査法に お げ る 池表附近 の 局

　 　 　 　 　 　 部 的 異 常 媒 質 の 景

　 図
一3 は 地表又 は その 近 くに 比抵抗 の 小 さ い 局 部 的

異常物質が あ る と き， こ れを横切 っ て と っ た 測線上 で

Wenner 電極配列 （等間隔電 極） lcよ り垂直探査 を行っ

た 場合 に 得 られ る見 か けの 比抵抗の 定性的変化状況を示

す もの で あ る 。 地下構造 そ の もの は均質で あ る に も拘ら

ず ，小 さな異常物 が 局部的に ある 為に ，ρ
一a 曲線 に は複

雑 な多層構造を し て い る か の よ うな 見 かけの 比抵 抗 の変

化 が 現われ る 。 従 っ て 異常物 の 存在 を 知 らず に 解析す る

と，思わ ぬ 地下構造 を 創造する こ と と な りか ね ない か

ら，水路，水瀏 り，湿 地 ，伏在する 大転石，埋 設金属管

等 を測線が 通過 し た と ぎは，解析 の 場合充分留意 せ ね ば

な らない 。 こ の 場合，定性的に は 図 の よ うな変化をす る

こ とが 判 っ て い て も，局部的異常物質 の 影響 に つ い て 定

量的に 測定値を補正す る こ とは 殆 ど不可能 で あ る か ら ，

あらか じめ 測定 の 際に ，測線上 に 上 の よ うな異常物が 及

ぶ 限 り入 らぬよ うに ， 測線方向を 選定 しなければならな

い 。 また，場合に よ っ て は 同
一

測点 に つ い て測線を直交

させ て 測定を 試 み る こ と も，異常物質の 影 響 を 浮 き彫 り

にする上 に 効果 が あろ う。

　以 上 は ， Wenner 電極配列を用い た場合に つ い て で あ

る が ，Schlumberger 電極配 列 （註 1） に よ っ て 測 定 を

行 うと ， 地表の異常 に よ る影響は 除 か れ，上記 の よ うな

虞れが な くな る 利点 が ある 。 すなわ ち ， 図
一4 は，局部

D

　／
／

　　　　　　　　　　　図
一4

的異常物質が 測線上 に あ る場合 に ρ
一a 曲線 に 現われ る

そ の異常物質の 影響 を 定性的か つ 模式的 に 例示 した もの

で ， 同 じ測線上 で 上図は Schlumberger 配列 ic，下 図

は Wellner 配 列 ｝こ よ っ て それ ぞ れ 得 られ た 曲 線 で ある 。

前者 の 曲線に は 3 つ の部分が あ り，そ の お の お の の閤で

は ，電 位 電 極間隔が 相異 っ て い る。た だ し，各部分内 で

は 電極間隔 が一・定で あ る 。
2 番目の 電位電極間隔を と っ

た とき，電位電極 の 1 つ また は両方の 近 くに 局部的異常

物質 が あ っ た の で ，曲線 の B の 部分で は ，両側 の 2 つ よ

り全 体的に ヒに 移 っ て い る。従 っ て こ の B の部分を 下 に

乎行移動 し，A 及 び C の 部分 と接げぽ 局部 的異常物質 の

影響を除き得 るわけ
』
で あ る 。 こ れ に 反 して Wenner 配

列 に よ る曲線は
一

見 円滑 で は あ るが ，局部的不均質物 の

影響と地 下構造 に よるもの と が重畳 し て を り，こ れを分

離す る こ とが 全 くで きない 。

　（2 ） 地 形の異常

　電気探査 理 論は半無限媒質を 前提 と して い る の で ，で

きる 限 り測線断面は 平坦 で あ る こ と が 望 ま し い 。 し か

し ， い か に 努め て も ， 測線断面 の 地表 に 彎曲な り起伏な

りが 大な り小な り入 らざ る を 得 な い の が 普通 で あ っ て ，

こ の 地形の 異常は ， 基礎理論 の 前提 に 合致 して い ない の

で ある か ら，測定結果に も当然介入 し誤差 の 原因 と な る

筈 で あ る 。 地 形 の 異常 の 影響に つ い て は ，若干 の 興型的

モ デ ル に つ い て 理論的 に解 か れ て い るが ， 実用的な段階

に まで は 至 っ て を らず，こ れ ら の 解 ｝こ よ っ て そ の 影響を

理論的定量的に 分離 し，純粋 の 平行成層構造 に 補正 して

解析す る こ とは未だ で ぎな い 。こ の こ とは 下層が 傾斜 し

て い る 場合 iこ つ い て も同様 で あ る 。
ρ
一a 曲線 に お い て，

或 る電極間隔に 対す る見 か け の 比抵抗は ，地下構造，地

表異常，地形 の 影響等 の各要素を主と し た 函数で あ り，

また 地 形 の 影響 の程度は ，そ の 振幅な り波長な りと電 極

間 隔 との 比 を 主 に した 兼 ね 合 ひ に よ る もの で あ る か ら，

測定 の 際に あらか じめ こ れ らの 関係を考えて，order を

評価 し定性的夊は 半定量的な認識 を し て お い て 解析に 望

め ば，特別な場合 は 別 と して か な りの 効 果を 挙げ得る も

の で あ る。これ に は 相当主観が入 り，解析の 誤差も増大

す る わけで あ るが ，理論的な地 形異常 の 補正法が 確立 さ

一　6
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れ て い な い 現状 に お い て は ， やむ を 得ない こ とで ある 。

7． ρ
一a 曲線の 不 整 ，不連続

　 電気探査 に お い て ，電流電 極間隔を拡げ るに つ れ て電

流は次第に 深部に 透入す る よ うに な り，測定値に も深 層

の 影響が 現わ れ て くる 。 けれ ども電極間 隔 が 大ぎくな る

程 ，地下を流れ る電流分布 の 変化は 鈍 くな るか ら，電気

的性質 が 急激 に異る よ うな地 質構造 の 変化が 深い 所 で あ

っ て も，そ れ よ り上部 の 地層の方が 大きく寄与する た

め ，平均化 され るの で ，理論的に は ρ
一a 曲線は 連続的

か つ 比較的緩漫に変化し，急激な曲折 とか 不連続 とか は

起 り得な い筈で あ る 。 しか し，実際に 野外 で 探査を実施

する と，得 られ る ρ
一a 曲線 に は 標準曲線 の 上 下 限を 超

え る よ うな急な曲折が 現 わ れ る こ とが往 々 に して起 る 。

元来，標準曲線 とい うもの は ，前提 条件 が す べ て 満足 さ

れ た 理想的構造 の 場合 の もの で ある か ら，標準曲線 の 範

囲を越え た 急激な変化 とい うもの は ，そ の 前提条件 が 満

た され て い ない 場合に 起 る こ とが 当然考え られ，事実地

表面又は そ の 近 くに お ける異常物質の 存在 とか 水平方 向

の 不 連 続，電極接地 状態 の 不良等が その 主な原因で あ る

こ とが 多い 。 い ずれ に し て も現実に得られ た ρ
一a 曲線

が こ の よ う なもの で あ る 場合， こ れ を 標準曲 線 に よつ

て 理論的 に 解析 し ようと し て も，当然不可能で ある。

Moore の 方法 （註 2）夊 は Heiland の方法 （註 3） に

よれば，こ の ような場合 で も
一

応解析 で きる こ とになる

が，これ らの 方法 に は理論的裏付けが 全 く無 く．単に 経

験 に頼 つ て い る に 過 ぎな い の で ，その 結果が 実際の 構造

と仮に
一

致 し た と し て も， 単 1こ偶然 の 所業 か も知れな

い 、 従 っ て 解析 の 決定的手段 と し て は 採 る べ き で は な

い 。 こ の よ うに 理論的処理 が 不可能 の場合は 寧ろ この測

点又は 測定対象は，電気探査 に は 不向ぎな もの と考え る

べ きで ，ど うし て も結果が 必要な らば，曲線対比法等の

手段に 訴 え て 解析すべ きで あろ う。

8． 或る探査 例に つ い て

LQ” ）
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　図
一5 は ， 大井 川 上 流 の 粘板岩 を 主 な基盤 と す る地点

に お い て，表上が かな り溥 く所 々 に 粘板岩の露出が見ら

れ る地点で 得 られ た ρ
一a の 曲線とそ の解析結果及びそれ

を解釈 した 柱状図で あ る 。 粘板岩は 古生層 に 属 し， 露頭

は か な り目の多い もの と な っ て い る 。 表土は 崖錐を交え

た 岩片 を 伴 う もの で ，そ の 厚 さ は 精 々 数 皿 程度 で あ る 。

岩片 の 為電極 の 接地状態が 良くなか っ た の で ，測定値 に

多少の 偏倚 が 現わ れ た が ，こ れ を 解析す る と基盤 の 深さ

と して 約 10m が 得 られ ， そ の 上 の 第 2 層 と して は 約 3m

か ら 10m ま で の 閥 に 比抵抗値が 約 11，000Ω一・m 程 度

の 層が あ つ て ， 表土 と基盤 との 間に 介在す る こ と に なっ

て い る 。
一方 ， 図

一6 は前記測点に 近接 した 位置で ，測

！尸岬 日 ftiso

　　　　　図
一6 粘 板 岩 上 に お け る ρ

一a 曲線

定方向も同一に し，殆ど表土 の な い 状態 に お い て ， 同 じ

粘板岩 の 岩盤上 で 得 た ρ
一a 曲線で あ る。岩盤 上 の 為電

極の 接地 が 悪 い の で ， 相当乱れ の あ る ρ
一a 曲線 と な っ

たが ， 大勢 よ り解析す る と，約 3m の 深さに 境界が 現

われ て い る 。 つ まり，地質学的に 見 た粘板岩の 岩盤内諾

に 電気的な境界が 生 じて い る 。 しか しこ れは 前述 した 見

か けの 境界で は な い 。 そ の 理 由は ，古生層 の粘板岩 の 表

面部分が 風化作用な ど で 粗鬆 とな っ た 結果目が 非常に 多

くな り，一見密 に つ ま っ た 崖 錐堆積物の よ うな 様相 を 呈

する の で ，岩塊自体の 部 分 とは比抵抗 が 異 り， 本来 よ り

も高 くな っ て 崖錐堆積物 の 比 抵 抗 に 近 づ い た もの と解釈

され る か らで ある 。 こ れ を参考 に して 図
一5 の ρ

一a 曲

線 の解析結果を解釈す る と，第 2 層 の 厚 さ約 7m の 内，

下半分程度 は 粘板岩盤の 粗鬆化 した表面部分で ，上半分

が本来 の 崖錐堆積物と解釈 で き，その 結果，岩盤 とそ の

被覆層 との 地質学的境界 は 電 気探査 で は 判らな い こ と と

な っ た もの で あ っ て ， 解析結果 と柱状図 に おける地 質境

界とが 喰違 うの もそ の 為 で あ る 。 こ の よ うな現象 は水成

岩特に 粘板岩，頁岩，砂 岩等 の 基礎 岩盤 の 探査 の 際 に

は ， しば しば 遭 遇する こ とで ある 。 従 っ て ，こ の よ うな

場合，同じ岩盤内で も土 木工 事な どの た め に 必要な堅 盤

迄 の 深 さ を 知 りた い 場合 な どに は ，有意義な資料と もな

り得 よ うが ，地質学的な岩盤 面の 深 さを 問題 に して い る

と ぎは，電 気探査 で は 不 可能 と い う こ とに な る 。 従 o
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て ，電気探査結果 の 意味 は 固定的で ない か ら，目的に 副

っ て 活用す るべ ぎもの で あ っ て ， 電気探査 は 決し て万能

な もの で は ない こ と を 認識 し て お く要 が ある 。

　如 kの こ とは 風化部分の ない 堅硬な岩盤 で あ っ て も，

ま面と内部とで は 比抵抗が か な り異 る こ とが ある し，ま

た 霞気的非等方性の 大きな地 層 （特 に 水成作用 に よ る 堆

積 層） で は ，．非等方性が結果 に 大 きな影響を与え る こ と

が あ る か ら ， 結果の 処理 に 当っ て は こ の 点 も充分注意 せ

ね ば な らない 。

9． む　す 　び

　 電気探査法 は電流理論を根幹と し地層の 電気的性質を

利 用 し て 理 論的 に 組立 て た 地質調査 の 演繹的 体 系 で あ

る 。従 っ て測定結果の解析に当 っ て も理 論的に 対処すべ

き が 基本的態度 で あ っ て ，従来やや もすれば見 られた よ

う に ， 濫 りに 経験的観念的な態度 を 挿 し挾 む べ きで は な

い の は当然で ある。更に 解析結果を解釈 し意味付け を 行

う際 に は前述の ように 解析結果を基 に 地質学的背景を 以

て 処理すぺ きで あ る 。 けれ ども ， 実際 の 探査作業は ， 千

変万化す る 地 質，地形，気象等 の 諸条件下 に お い て行わ

れ る の で ある か ら，い か に努め て も人為的あるい は 自然

的誤差 が 測定値 に 介入 す る こ と は 不可避的 で あ り， こ の

よ うな要素を含みが ち な探査結果 の 処理 に 飽 くまで 理論

に 固執す る偏狭な態度 を と り過 ぎる と ， 地質学的意味付

けが全 く不可能な架空 の 地下構造を創造す る 結 果 と な

る．こ の よ う な こ とは 本末 頽 倒 も甚 だ しい とい わ ね ば な

らな い 。 従 っ て理論的態度の 堅持は もち ろ ん 最 も重要 で

あ る が，その 態度 に は地質学 と協調 し，地質学的背景に

よ る結果の 帰納を 認め る度量 が 必要で ある と共 に ，地質

学的独断か ら探査結果を抂げる よ うな専行も排除せ ね ば

な らない 。

　以上 ， 筆者 の 経験を 基 に ，電気探査 を実施する際 に 直

面する問題 の若：Rc つ い て愚見を述べ た 。 従来 の 教科書

は やや もすれば 啓 蒙 の 為とい え 机 上 の論が 多 く，探査 実

施上 の 諸点 に つ い て は 触れ られ て い な い場合が多い の

で ，こ れ らに関する諸注意 と批判的意見を 敢 て 述 べ た次

第 で ある 。 大方 の 参考 に 資 し得れば幸甚で ある 。

　註 1．　 Sch正umberger 　電 極 配 列

　 垂 直 探 査 を 実施 す る 上 に 従来最 も多 く用 い られ て ま た

電 極 配 列 は 等 間 隔 に 4 本の 電 極 を 設 け る Wenner 法 で あ

っ た が ， こ の 方法 は 測定値 の 処理 は 簡 単 で は あ る け れ ど

も遷 表 の 異常 の 影響 を 受け易 い
。

Schlllmberger 配 列 は ，

鞏極 を等 聞 隔 と せ ず 測 点 を 中 心 と し て 左 右 対 称 に ，電位

電 極 間 隔 を 電 流 電 極 間 隔 の 115 以 下 ，普 通 1／10 よ り小

さ くし ， 間隔を 拡げ る 際 に は ， 電流電極 を 4回 な い し 5

回 動 か す 間電 位 電 極 は 周 定 し て お く。　ま た 電 位 電 極 を 移

動 す る と き は ，
1 っ の 電 流 畫 極 間 隔 に 対 し て 2 種 の 電位

電 極間隔で 測定 し ，曲線 の
一・一

部 づ っ を 重 複 させ る よ うiこ

す る （図
一4 参 照 ）。

こ の 配 列法は ，
ヨ ーロ ッ パ を 中心 と

して 最 近 頓 に 使 用 され る よ うに な り，特 に 深層 （数 百 m

な い し数 十 m ） の 探査 に 偉力 を 発 輝 し て い る。

　 註 2．　 Moore の 方法

　経 験 的 解 析 法 の 1 種 で 積算曲 線法 と も い わ れ る
。

P −a

曲線 の 見か けの 比 抵抗 を順 次 積 算 し曲 率 の 大 き い 所に お

け る 積算曲線 の 交点 を 地 層 の 境界 とす る 方法 で ，何 ら理

論 的根 拠 は 無 い
。

　 註 3． Heiland の 方法

　同 じ く経験的解 析 法 の 1 っ で 微 分 曲線法 と もい わ れ る ，

ρ
一
a 曲 線 に お い て 見か け の 比 抵 抗 の 代数 差 を 次 々 に 求 め

プ ロ ッ ト し た と き，そ の 曲 線 の 曲折 点 が 地 層 の 境界 面で

あ る と い う。
こ の 方 法 も理 論的根拠を もた な い 。

投

らの 報告

と し ます

て の 調査

法 。

災対策 工

て の 調査

施工 例

歓 迎 〉

◎ 執筆要項は 次 の 通 りと し ま す。

　　 a ・原稿用紙は 連絡あ り次第 学会 より急送 します

　　b ・長 さは 図面 を含め 原稿用紙で 18〜30 頁を標

　　　準 と し ます （で き上 り 3 〜 5 頁）

　　 c ・図面 は 鉛筆書 きで よく トレ ース の 必要 は あり

　　　ませ ん

　　d ・締切り期日は別に設けませ ん か ら脱稿次第学

　　　会宛直送 し て 下 さい

　　 e ・採用 は 編集委員会 で 決定す るもの とし，採用

　　　分 の 原稿 に 対 し て は 薄謝 を 呈 し ます
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