
The Japanese Geotechnical Society

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Geotechnlcal 　Soclety

講　座

）
　　　　　　　情報 の 集め方 と利用の 方法
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12． 地盤資料 （土質柱状図）の 電算化と検索法
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12．1　情報の集め方

　 防災科学技術セ ソ タ ーで は電算機 に よ る都市地盤土質柱

状図資料 の 検索法 につ い て 研究を進 め て い るが，当学会

誌
1） に 紹介 した とお り，ボーリ ン グ ・ デ ータ収集後の 処 理

方法に 関す る ， 情報処理技術上 の 試験的研究は一
応完成 し

て い る 。 本稿で は ，そ の 方法 を惰報検索とい う，一
般的観

点か ら見なお し て み た い と思 ら。

　 情報検索は 正確に い うと， 情報 の 蓄積と検索 とい うぺ き

で あ り，蓄積ぷな けれ ば検索は 考 え られ な い の で あ る 。 ボ

ーリ ソ グ資料に つ い て も ， そ の 検索法を論ず る 以前に
， 蓄

積方法す な わ ち収集と整理 と電算化の 問題を考え て お か な

けれぱな らな い
。

　 情報源 として の ボー
リ ン グ ・デ ータ の 収集 ・規格化 ・電

算化に 関す る，行政的 ・ 組織的問 題 は ま だ 実現 ・確立 さ れ

て い ない 。

　地盤に 関す る科学的な調査 が計画的 ・組織的に 行な わ れ

る よ うに な っ た の は ， 比較的新 し い こ とで あ る 。 す な わ ち ，

昭和 32年 10 月科学技術庁資源調査会が 勧告第2 号とし て ，

「都市域地盤測定計画推進に 闘する勧告」 を 行 な い
， こ れ

を契機 とし て ， 昭和 35年度以降建設省 で 「都市 地 盤 調査 」，

また 通産省で 「工業地帯地下構造調査」 とい う本格的な調

査力婆 施 さ れ て きてい る 。 こ の ほ か ， 住宅公 団 ・国鉄 ・道

路 ・港湾関係に お い て 精密な 測 定 が 行 な わ れ て お り，ま た

資料精度は 劣 るが大都市に お い て は 高層建築 の 建設 な どに

伴 い 数多 くの ボー
リ ソ グ資料 が生産 され て お り， 市 区 町 村

の 建築関係 の 部門に 保管 され て い る 。

　 これ らの 資料 は ， そ れぞれ，各省庁 ・ 各機関の 調査 目的

・行政 目的に 適す る よ うに 収集され て い るの で ， その 対象

とす る 地域 お よび資料の 精度 ・種類に 大 きな 差 が あ る 。 し

かしこ れ らは それ ぞ れ の 地点 で の 貴重な自然条件 の 資料 で

あ っ て ，相 互 に 補完 し合 い 完全に 利用 し うるな らぽ ， よ り

効果的なもの に な ろ うo

　東京で は 昭和 42年 に 約 500棟 の 5 階建 以 上 の ビ ル が 建

March ，　1973

設 され て お り，こ れ ら の 建設 に 当た っ て ， そ の 設計施工 の

上 か ら少なくと も 3，000 本 の 地盤調査 ぷ なされ て い る と推

定 され る が，これ らの 成果 は ほ とん ど未公表の 資料 と な っ

て い る。全 国で は 毎年新た に 1 万 本近 く生 産 されて お り，

そ の 中で 比較的精度 の 高い 資料は 約 5 千
〜 6千地点 の もの

で ある 。 都市地盤調査に お い て 取 り扱 っ た 地 域 は ，10年間

に お よ そ 26地 域 で あ り， そ の 調査地域 は お よ そ 8，0eOkm2

（主要都市域 の 16％）で あ る 。 この 調査に お い て 収集 した

既律 ボーリ ソ グ資料 は わ ず か に 31
，000本程度 で あ る 。

　 よ り役に 立 つ
， よ り細密な地盤図作成 の た め に も，ま た

個 々 の 利用者の 需要に 応ず るため に も，まず数多くの 埋 も

れ て しま う資料 を 収集す る 必要 が あ る 。 また ，こ こに 集め

られ る膨大な資料 の 巾か ら，照会 の た び に す ぐ答 え られ る

た め に ， こ の リフ ァ レ ソ ス セ ソ タ ーの 機能と して 近代的 な

情報管理 シ ス テ ム の 導 入 が 必要 で あ る 。

　 つ ぎに，資料収集の シ ス テ ム 化 と同時 に ， 資料の 規格化

・標準化 も重要 で あ る。 今日 ま で ，地盤調査が 研究調査 の

域を 脱 し，事業 と して の 体 系 が 確 立 して きた お もな 要因は
，

関係省庁 ・
地方公共団体 ・

公共企業体 ・学会などに お

け る 標準化 の 努力が あ っ て

の こ とで あ る 。 今後，数多　　　 丁

業 か ら利用分野 に い た る過 　　
1
，V

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ／L’　 レ

　　　　　　　　　　　　　　 　 」、
　 この 意味 で，土 質工 学会

土 の 判別分類法基準化委員

会に よ る土質分類 法 な らび 　 　 　図一1 シ ス テ ム フ ・ 一
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に 分類結果表示 法 の 制定は ， 将来休系化 の
一

端をに なうで

あろ う電算機側の 立 場 か ら も有意義 な こ とで あ り，
こ の 分

類 表示法 カミ関係各方面 に 徹底 され ， 規格化 された資料 の 生

産 され る こ とが 望 まれ る 。

　20世紀後半の 科学技術 の
一

つ に 情報管理 が ある 。 地震の

予 知へ の 道は 遠 くて も，耐震 の 技術，災害防止の 技術 は
一

歩
一

歩進 め る こ とは で きる 。 地盤の 調査，地盤調査資料 の

収 集 ・利 用 もそ の一歩で ある 。

　以 上 ， 地盤資料収集に 関す る一・般的 方法論 を述べ て きた 。

現在 の と こ ろ ，既往 お よ び 新規の 資料 の 標準化 と収集ル ー

ト の 体系化は な さ れ て い な い 。 国立 防災科学技術 セ ソ タ ー

で の 壻報検索法 の 研究に 用 い た 資料は ，先述 の 都市地盤調

査 に 関 して ， （財）資源 総 合 開 発 研 究 所 で 収集 した 全国 の 既

往 の 資料で あ る 。 電算化 され て い る の は
， 東京

・川崎の 約

5千本の ボー
リ ソ グデ ータ で あ る 。

12，2 資料 の 整理

　 12．2．1 ナ ン バ リン グ

　原資料は ，それボ電算化 さ れ た 後も照合が 必 要 な の で ，

固有名詞と して の 整理番号 （ボ ーリ ソ グ番 号） を伺け て お

く。 地盤資料 は，行政区画 ・道路 ・鉄道 ・埋 立 地域 な ど事

業 区分に よ っ て ま と ま っ て い る 場合 が 多い 。 これ らの 1 ま

と ま りごとに 大番 号を付け，続い て その 中に お い て 整理 順

に 通 し番号を 付ければ，番号 の 重複は 避け られ る 。 電算機

が 利 用 で ぎ る場 合 に は，原資 料の 分類 ・塾理 を さ ほ ど上 手

に す る こ とは なく， 照合 が 必 要な と ぎに番号 で 引 き出せ る

よ うに さえ し て お け ば よ い 。 電算化 の 後， 問題向 きの フ ァ

イ ル に 再編成す る こ と が 容易だ か らで あ る。

　 12，2，2 ボーリ ン グ位置 の表示

　 メ ッ シ ュ 法 に よ る もの と した 。 そ の 大 きさは 経度 4．5”

，

緯度 3．0”
で あ り，北緯 35° 付近 で は 東西 112．5　m ， 南北

92．5m で あ る 。 これ は 1 ：25，000 の 地 形図 1枚 の た て ・よ

こ とも1’u 　100等分 した メ ッ シ ）一で ， 国土地理院 の 1／100 分

割 メ ッ シ ュ に 相当 し，人 口 統計な どに 利用 され て い る もの

で あ る。メ
ッ シ ュ そ の もの の 位 置 は，そ の 南西 隅 の 格子点

の 緯度・
経度を も っ て表わ した 。 以 前東京都大田区の ユ，000

本 の 資料 を 電算化 した 際 に は，両方向とも 6’「
の メ ッ シ ＝

を 用 い た が ， そ の 後川 崎

市を中心とす る 3，000本

に つ い て か ら．．ヒ述 の メ ッ

シ ュを用い る こ とに な っ

た 。

　 メ ッ シ ュ 法 に よ る 理 由

は ， 地点 の 座標 の 絶対的

精度を上げ る こ とがきわ

め て むずか し く， ま た 市

街地 の 形態変化 が 激 し く，

数年前の ボー
リ ン グ地 点
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図一2　 ボーリン グ と メ ヅ シ ュ

を道路 ・町名番地などを手がか りに 決定す る こ とも困難だ

か らで ある 。 そ こ で 位置の 識別カミ可能 で ，地盤解析に 支障

が な い と思わ れ る大 き さ の メ ッ シ ュを 用 い た わ けで あ る が，

場 所に よ りこ の メ
ッ

シ ュ の 中 に 多数 の サ ソ プ ル がは い り，

しか も こ の メ ッ シ ュ の 広 さで は そ の 中 に 大きな変動が含 ま

れ る こ と もあ っ た 。
こ の こ と は

，
メ ヅ シ ＝の 目が あらす ぎ

る か ， 地 質 が複雑す ぎる こ と を意味 し，土 質 ・地 質の 専門

家に と っ て は こ の よ うな メ ッ シ ュ 内の サ ソ プル は 情報量に

富ん で い る が ， 電算機に は代表的 ま た は 平均酌 デ ータ を ケ・

え る必要 が あ る 。 結局，メ ッ シ ュ法 に よ る検索 ・解析結果

は ，広 い 範齠に お け る 地盤特性 の 大局的傾向を 表わす もの

とな る 。

12．3　コ ーデ ィ ン ゲ

　 コ ーデ ィ ソ グは カ ードパ ン チ の 前 の 作業 で あ り，定め ら

れ た 項目 ・様式 ・
記 号に した が っ て

， 原資料 を コ ーデ ィ ン

グ シ
ー

トに 書き写す作業 で あ る 。 様式を定 め る に 当た っ て

は ，カ ードの 有効けた を フ ル に 使 う こ と ， デ ータ の け た 数

を そ ろ え る こ と，英字 と数字を混合 しな い で パ ソ チ を容易

に す る こ とな どに 注 意 し た 。

…
方，記号を 定め る 際に は，

原名か ら連想 しやすい こ と （一＝ 一モ ニ
ッ ク コ ード），記号 を

組み 合 わせ た ときに 重複が起こ ら な い こ と，か つ けた 数を

少な くす る こ と，な ど を考慮 した 。 こ の よ うに し て 国立 防

災科学技術 セ ソ fi・一で 定 め 利用 して い る ，
コ ーデ ィ ソ グシ

・t一
トの 様式 と各種 コ ード表 に つ い て は ， 当 学会誌

1］ で 詳 し

く述べ た の で
，

こ こ で は 項 目を 列挙 し， 例 と して 土 質 コ
ー

ド表を掲げ るに と どめ る 。

　12．3，1 標 　 題

　 整理番 号をは じめ と し．

・一一つ の ボーリ ソ グ の 索引

語と して ， 自然条件で 検

索す る場合 に 不 可 欠 の 要

素 で あ る，経緯度 ・標高

・施工 年月 の ほ か ， 後の

解析に 有効 となる孔内水

位 ・孔 の 深 さ を記 入す る 。

ま た社会条件 である施行

者名（業者名〉・工 事名 ・

発注 者名 ・行政区画名な

どの 登録も考え られ る 。

　 12，3，2 地層デ ータ

　 各地層ご とに ， 地層の

深度 ・土質名 ・色調 ・記

事 を 記入 す る 。 2 地層デ

ータが カード 1枚 に 相当

す る 。 数値 データ で あ る

深度以外は ，
ニ ーモ ニ

ツ

ク コ ードが定め られて い 　1 図
一3　土 質 コ

ー
ド表の

一
部
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る の で ，それ を使 っ て 記入 す る 。
コ
ードは 基本要 素 に つ い

て 定 め られ て い る の で ， 混合 した り組 み 合 わ さ っ た 名称 の

場合は
， 基本 コ ードを連 記 す れ ぽ よ い 。 記事文 は 圭質名 を

主 語 と し，そ の 土質 が 存在す る位置 と状態 と景 を 述語 と し

て 構成 す る Q

　 12，3，3 標準貫入試験

　深 度 ・打撃数 。進度を 深 さ順 に 記入 す る 。 数値データ な

の で 記号を使 う必 要は ない が，N 値 の 表わ し方 は ま ち ま ち

で あ り，コ ーデ ィ ソ グ の 際統
一一・しな け

T
れ ば な ら な い 。 進度

30cm 当た りの 打 撃 数 に 統
一

し よ うとす る と，け た 数は 減

る ボ情報 も減 る し， 換算 の 手 間 もか か る の で ，打撃 数 ・進

度を そ の ま ま 記入す る 。 回 数の み 記載された 資料 の 場合は ，

進度を 3  cm とみ なす 。 よ く貫 入不 能 とい うの が ある が ，

こ れは 進度 0 とす る こ とに よ っ て 数値化で き る 。

　 12．3．4 土 質 試 験

　深度 ・試料 の 厚さ ・試料番岑を 記 入 す る 。 試験結 果は 別

途 コ
ーデ ィ ソ グす る 。 柱状図に 試料採取位置と番号を印刷

し ， 必 要が あれ ば試験結果をその ま ま 印刷 す るだ け で ，土

質的解析 ま で に は 至 っ て い ない o

　 IZ3．5 標 準 化

　咋今情報処理 の 分野で は ，デー
タ の 標準化 とい う言 葉が

よ く使わ れ る。こ れ は 原資料 力1生産 され る時点で ， 後に 電

算機に か けや す い よ うに ，普遍性 ・統一
性を も っ た 形式に

合わ せ る とい うこ とで あ る 。 データ 検索 の た め の コ ーデ ィ

ン グ は ，文献検索の それ に 比べ て ，経験的ない しは 主観的

判断 の は い り込む余地 ぶ ない よ うに 思え る が ， 柱状 図資料

の 陽合に は 原資料 の 段階 で 不統一が 目立 ち ， そ の 翻訳に は

：ヒ質的 ・地 質的 判断 が要求 され る 。 柱状図資料 に は 現場の

観察者 の 主観が多分に含 まれ，土質名 の 表現もま ち ま ち で
，

こ の 資料 を 普遍的見地 か ら
一

定 の 形式 に 統一
す る こ とは専

門的知識 を 持 っ た 者 で な い とで き な い 。 た とえば ，ロ ーム

と関柬 巨 一ム の 区別や固結 シ ル ト ・固結粘土を岩 とす る か

否 か の 判 断 な どが挙げ られ る 。 土 質デ ー
タ は 本来数値的 で

なく， 統一性 が と りに くく，規格化 しに くい もの で あ る が，

柱状図を記録す る段階 で 極力標準化 が 徹底 さ れ る こ と が望

ま し い 。今後大 量 の 資料 を コ ーデ ィ ソ グす る こ とに なれば，

土質の 専門家 だ けで こ の 作業を す るわけ
’tC もい か な い か ら ，

なお さら原資料作成時に お け る標準化が必要で ある 。

　 国立防災科学技術 セ ソ タ
ー

に お け る検索法 の 試験的研究

で は ，土質的知識を有 しない 者に で も コ ーデ ィ ン グが容易

と な る よ うに ，た とえば ，土質 コ ードな どは 土 質的見地 か

ら よ りも ， 単 な る 論理 的構成 とい う見地から作定 され た 。

す な わ ち 原資料を 土質的に 統
一

す る こ とよ りも， 原 デー
タ

を そ の ま ま電 算機に 持 ち 込 む 方針を と っ た 。 こ れ は 後の 検

索 ・出力段階で 統
一

す る こ とが あ る程度可能だか らで あ る 。

　 12、3，6 データチ ェ ッ ク ・プ ロ グ ラ ム

　 カ ードに パ ン チ され ，直接電算機入力 の 形 に 直 さ れ た デ

ータ は ， 作業 の 各段階 で 発生 した す べ て の 誤 りを含ん で い
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る 。 こ の デ ー
タ を そ の ま ま の 形 で ラ イ ソ プ リ ソ タ に 印刷 し，

原資料と照合す る こ とに よ っ て 誤 りの 検出 と訂 正 を行な う

の だ ボ，そ の 際，先述 の よ うな上 質的判 断 に よ る誤 りは別

と し て，形 式的 ・数値的な 誤 りは で きる だ け電算機 に 検 出

さぜ ，そ の 種類 を 印刷す る プ ロ グ ラ ム が開発され て い る 。

　まず第一に，カ ード番号 を チ ェ ッ ク す る こ とに よ っ て
，

カ ー
ドの 逆転，不 要 カ ードの 混入，必要 カ

ードの 脱落な ど

を調 べ る こ とが で きる。経 度 ・
緯度 が 格 予点 を 表わ し て い ・

るか 否か の チ ェ ッ クは ， そ れ らが 基準点か らの きざみ の 整

数倍に な っ て い る か 否 か に よ る 。標題デ’一タ の そ の 他の 数

値データは ，実際に あ り うる 範 囲 を 設 け て チ ェ ッ ク す れ ば ，

異 常 な データ は 検出で きる 。 地層やN 値 の 深度は ， 前後と

の 大 小 関係 か ら順 序 の チ 毛 ッ ク が で 5 る 。 また 土 質名 な ど

の 文宇デ ータ に つ い て は ，コ ー ド表 に な い もの は 誤 りで あ

り，また 同
一

欄 の 中で 重複 して い た り，途中に ブ ラ ソ ク が

は い っ て い た りす れ ば誤 り とみ な す 。 た とえ ぽ ，記入 欄 が

ズ V て い た ときな ど も こ の チ ェ ッ
ク に ひ っ か か る 。 以上の

よ うな形式上 の チ ェ ッ ク に よ っ て．ほ と ん どの 誤 リカ験 出

され ， 訂正 を 容易 な ら し め る。

12．4 フ ァ イ リン グ

　カード リ
ーダか ら読 み 込 まれ た デ ー

タ は ， 電算機内部 で

も う
一

度 コ ード化 さ れて 蓄積媒体と し て の 磁気 テ ープに 書

き込 まれ る 。 こ の コ ード化 の 第 2 段 階 で は，磁 気 テ ープか

らデータ を 読み 出 し て 種 々 の 検索 処 理 を す る と き ，
プ ロ グ

ラ 厶 が容 易 に な る よ うな 様式 で テ
ープ に 収録す る こ と，テ

・．tプ の 蓄稽部分 が な る べ く短 くな る よ うに ，ワ ードの み な

らず，記億 の 最小単位で あ る ピ ッ ト もむだに しない よ うに

情報 を パ
ッ キ ン グ す る こ と で あ る 。

　プ ロ グ ラ ム 上 で の 使い や す さとい う点 で ， 文字データ の

数値化 は 規則 を 定め て 行な う。 た とえぽ，電算機内部 に お

け る土質 コ ードは ， 土質 コ ー ド表 の 上か ら順 に 付けた 通 し

番号 とす る の が よい （土質 コ ード表 の マ シ ン コ ード参照）。

一
方 で 出力機器 に 表 現 さ れ る土 質記 弓

．
を ，上 と同 じ順序に

並べ た 表 に 記億 させ て お けば ， 土 質名が順番 で 与えられ た

と ぎ，対応す る 土 質記号 は 表上 同 じ順 番 の と こ ろ に 記憶さ

れ て い る こ とに な り，探索法 に お け る番 地 計算 が 容 易 で あ

る 。

　 また ，磁気 テ ープ に 情報 を パ
ッ キ ソ グ す る 理由は ，電 算

機本体 の 演算時間に 比べ て ，テ ープ などの 入出力機器 との

情報交換 が格段 に お そ い こ と と，ゴ ア ・メ モ リ
ー

の 容量 に

制限 が あ っ て
，

バ
ッ

フ ァ を あ ま り大き くとれない こ とで あ

る 。 数値 デ ータは 1情報 1 語 とす る が，文字データ は 1語

の 中に 数情報詰め 込む Q た とえ ば ，

一
つ の 地層を表わす土

質名に 1 語を使 うこ とに す る と ， そ れ は前述し た よ うに 最

高 三 つ の 成分 か ら成 るか ら ，
1語 24 ビ

ッ トを三 つ に 分けて

お の お の 8 ビ
ッ トを 割 り当て る。

　 以 上の 処理を経 て 蓄積 され た 磁気 テ ープ フ ァ イ ル は ，中
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　 図
一4　磁 気 テ ープ ・7 ア イル

oア　t）z　l｝2

味 の デ・一
タ が ボー

リ ン グ番号順 に 並 ん で お り ，
シ リ ア ル ・

フ ァ イ ル と呼ばれ る 。 これ に対 し ， 索引 ご とに ま とめ られ

た フ ァ イ ル を イ ン バ ー
テ ッ ド ・フ ブ イ ル とい うが ， 地 盤 資

料検索の 大部分が座標 （経度 ・緯度）を索 引として 行なわ

れ る の で ，座標順 に 配列 した フ ァ イ ル が必要 とな る 。

　 シ リアル ・フ ァ イ ル か ら イ ソ パ ーア ッ ド・フ ァ イ ル を編

集す る処理 は デ ィ ス ク 上 で 行な う。 デ ィ ス ク 上に 2 次元配

列 の メ ッ シ ュ座標を 割 り付け て お き，テ ープか ら逐次読み

出 した ボーリ ソ グ ・データ を ， デ ィ ス ク上 の 該当個所へ 収

め て い け ば よい 。 保管の た め ，
こ の 座慓順 フ ァ イ ル を磁気

テ ープ に コ ピ ーして お く。

　川 崎を 中心 とす る ， ボ ー
リ ソ グ 3，00G 本 を 収録した 磁気

テ
ープ は ご くわずか で あ り，逐次探索法す な わ ち 全デー

タ

を 読み 出 した 場 合 に 要す る時 間 は約 1 分 で あ る 。 今後デー

タ の 範囲 が拡大 され た 場合， 1 ：25，000 地 形 図 内の データ

を 1 ま とめ に して レ コ ードと し ， さ ら に そ の レ コ ードを 座

標順 に 並 べ て フ ァ イ ル とす る。フ ブ イル の 頭に は フ ァ イル

番号を付け ， 格納され て い る地形図番号 と ， 含ま れ る行政

区画 な どの 表 を入 れ て お く。

　 さ らに フ ァ イ ル 淤 多 くな る 場合は ，各 フ ァ イ ル が 受け持

つ 地図上 の 範囲 （地図番号 また は 座標） を 表に し ， 索引用

フ ァ イ ル と し て 別途記憶 させ て お く。 こ うし て お けば，い

くつ か の 地理区画 （レ コ ード，さ ら に フ ァ イル ） に わ た る

断面図を 作 る場 合 な ど

、に ， 検索が 容 易 で あ る 。

また デ ータ の 追加 が あ

っ た 場合に も，該当 フ

ァ イ ル の 所定位置を 探

し ， デ ィ ス ク 上 で 再編

成 す る こ とボ 容易で あ

る 。 こ れらの こ とは ，

全国的規模 の デー
タ ・

パ ソ ク を 考え る 場含，
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図一5　座標順 フ ァ イ ル

避けられ な い 問題と な る 。

　 こ こ で は，そ の 利用度 か ら座標 を 索引 とす る フ ァ イル を

考えて きた が，他 の 事項 を 索引 とす る フ ァ イ ル を考える こ

ともで きる 。 た とえば ， 業者名 ・事業名 ・行政区名な どを

索引 と し て イ ソ バ ーテ ッ ド ・フ ァ イ ル を 構成 す る こ と も考

え られ る 。 こ れ らは 検索 の 需要 が あれ ぽ ， そ の と き編集す

れ ば よい 。

12，5　検　索　法

　一般に ， 情報検索は データ 検索 ・事項検索 ・文献検索に

大 別 され て い る 。 データ 検索や事項検索 は質問 に 対して ，

資料中に 含 まれ て い る情報そ の もの を探 し 出す の に 対 して ，

文献検索は 要求する情報がどの 文献 に 含まれ て い る か を探

し 出すもの で ある 。 ボ ーリ ソ グ ・デ ー
タ の 検索 は こ れらの

い ずれ の 要素 ももっ て い るぶ，こ の 分類 は 回答形態に よ る

もの で あ り，
t
あ る情報を含む土質柱状図 を 求む

’
とい う要

求に 対 す る検索は ，結 果 が 資料番号 （ボーリ ソ グ番号）ま

た は 資料の 内容その もの で あ る か ら ， 資料検索 とい うべ き

もの で あろ う。 具体的 に 2 ，3 例をあげる と ，

　データ 検索 ： あ る地点で N 値 が 30以 上 に な る 深 さは い

く らか 。 1＞値 30 の 深度図を 求む 。 あ る地域内 で 流動化条

件 を 満た す ボー
リ ソ グ は ど こ に 何本あ る か 。

　事項検索 ： ある地点の ボ ーリ ソ グ を 施行 した 業者名は 。

あ る 地域の ボー
リ ソ グ を実施 した 工 事名 は 何か 。

　資料検索 ：上 記 の 条 件に 該 当す る 土 質柱状 図 を 求む 。 あ

る 線に 沿 う土質断面図を 求む o

　っ ぎに，フ ァ イル の 探索方法 か ら分類し て ， 例 をあげ る

と ， 上 記 の 例 で
‘
あ る 地域

’
とい う範 囲 を フ ァ イ ル 全体 に つ

い て探索す る もの とすれば逐次探索法 を適用 した こ とに な

る。また 流 動化地点 の 検索 の 結果などに 付随して ボーリ ン

グ番号 が得 られ ， その 土質柱状図 が 欲 し い こ とボ あ る 。 こ

の とき ボーリ ン グ資料 （レ コ ード） が一定順序で 収録され

て い る シ リ ア ル ・フ ァ イル に ，2 分探索法を用 い る とよ り

土 と基礎 ，21− 3 （181）
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早 く合 目的情報 が 得られ る 。 た だ し こ の 場合，磁気テープ

は ポ ジ シ ョ
ニソ グ （物理 的位置探し） の ア ク セ ス の 点 で 不

向きであるの で ，フ ァ イル は デ ィ ス ク 上に なけれぽ な らな

い 〇

　三 番 目に ， あ る地 点 の ボー
リ ン グ ・データ を検索す る場

合 に イ ソ ダ イ レ ク ト ・サ ーチ 法を 適用 す る 。 す な わち，求

め るボ ー
リ ソ グ （探索 レ コ

ード）の 座標 （索引） に ，
2 次

元配列の バ
ッ フ ァ に 関す る 番地計算 （変換）を施 し ， 合 目

的情報 の 格納番地 を 求め て ，回答を 得 る 。 また ，土質断面

図を求め る場合 の よ うに ， あ る線上 の データ を 検索す る と

きは
，

こ の 探索法 を 何度 か 繰返す こ とに な る 。

　 とこ ろ で ， 土質柱状図を印刷す るだ けな らば，原資料 を

マ イ ク 卩 フ ィ ル ム や ア パ チ ャ
ーカ ードの 形 に して お き，位

置座標 に よ っ て 整理 して お い て ，人手や分類機で 検索す る

こ と も可 能 で あ り，電算機 を使うこ とがそれほ ど有利とは

い え ない 。 ま た ， あ る定 ま っ た 方向に つ い て の 土質断面図

を作 る こ とは，時間 さえか けれ ば入手で で きる こ とで あ る 。

し か し ， 任意 の 方向に つ い て 検索す る こ とは ， た とえ柱状

図が座標順 に 整理 さ れて い た と して も，す ぐICは で きな い 。

電 算機は 人が自由に 指定 した方向に 対 して ，数分 で 断面図

を 印刷 して くれ る 。 こ れは ，電算機が データ に 対 して任意

性 をもち ， 高速で あ る か ら検索 が 可 能 とな る例 で あ る 。

　 さ て，地 盤資料 の 検索 で は ，回答結果 の 表現方法が，検索

法 に 劣らず重要 で あ る 。

一
般に 電算機か らの 出力は ，理 解

や 判断に 適す る形 に な っ て い る こ とが望ま しい 。 印刷機か

ら 出て きた 数 値 を グ ラ フ に 描い て み て ， は じめ て 大要がわ

か る とい うの で は ， せ っ か く電算機 が早 く結果を出 した効

果が減少 す る 。 人間 は 元来視覚的動物 で ， 情報 の 大部分は

目か らは い る こ とtミ多い 。 それ も数字 や 文宇 を読む とい う

形で は い る よ り，図形 として さ らに 動 く図形 と して ながめ ，

そ の 全般的印象 をつ か み と る こ とボ で きれ ば一番よい 。 事

実 ， 地盤 や地質に つ い て は 多 くの 図 が作られ ， 大部分の 人

は そ の 図を利用 して い る 。 そ こ で 地盤 の 惰報検索の 結果は

で きる だ け図に 表 わ す こ とに 努め た 。 利 用 で き る出 力 機器

は ，当初は ラ イ ン プ リ ソ タ の み で あ っ た が ， その 後カ ーブ

プ ロ
ッ タ を は じめ，フ ァ ク シ ミ リ受像器や CRT （ブラ ウ ソ

管）カミ利用で き る よ うに な り， デ ィ ス プ レ イの 手段 は 格 段

に 改良された 。

　 当所で は ，
CRT と入 力 タ ブ レ

ッ
ト （ペ ソ に よ る指示）を

組 み合わ せ た ，
い わゆ る マ ン マ シ ソ ・シ ス テ ム を 計画 して

お り，それ が 実現 され れ ば，人間 と電算機との 相互の 速や

か な情報交換を 行 な うこ とが 可能 と なる 。 断面図を 例 に と

る と，CRT に 表示 され た 地 図上 に お い て ， 人間が点や線

を 指定 し，対応す る 断面図 を電算機が 検索 し て CRT に 描

き ， 人問がそれ を 見て た と え ば不 連続面カミあ る か 否 か な ど

の 判断を下 し，必要な らば さ らに 地 図 上 で 位置を変更 し て

同 じ こ とを繰返す，とい う操作が 可 能 で あ る 。

March ，1973
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12．　6 利 用 例

　12．6．1 地 図

　ラ イ ソ ブ リ γ タ に 打 ち 出 した もの で あ る 。 プ リ ソ タ 用紙

の た て 1字 ， よ こ 2 字分 の 字字 ス ベ ース を 1 メ ッ シ ュに 割

り当 て る と，用紙 ユ ペ ージ で 50×

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2．5万 1枚
50 メ ッ シ ＝，す な わ ち 1Z　25，000

地 形図の 1／4 部分 が 表 わ せ る 。 こ

うする と尺度が 1 ：25，000　de形図

とほ ぼ 同 じに な っ て 都合が よ い 。

各図の 右 上 に 1 ：25
，
00  地形図名　　 LP1 べ

一
ジ

と，そ の ，どの 1／4 部分に 当た る　　　 図一6LP 地図

か ぷ示 され る 。 また ， 図 の 周 囲 に

は 東経 ・北緯の 目盛が入れ てある 。 こ の 図で は，各 メ ッ シ

ュに 関す る情報 は一つ また は 二 つ の 活字 で表現す る こ とに

なる 。 以下 ， 多くの 検索結果が こ の 形式 で 表示 され る。

　 12．6．2 柱 状 図

　ラ イ ソ プ リ ソ タ 活字に よ っ て ， 柱状 図 資料をなる べ く原

図に 近い 形 で 再現 した もの で ある。 と くに ， 土質記号 （土

質 コ
ード表 （図

一3）LP 欄参照）は そ れ に よ く似た 活字を規

則的 に 組み 合わ せ る こ とに よ り，絵 と して の 表現 が 保た れ

て い る 。 記事文 は 文章で表わ す と紙面が足 りな くなる の で ，

主 語 （土質名） と述語 （状態） を並 べ て 表わ す 。 ま た N 値

曲線も紙面右側 に プ P
ッ トされ る 。

　 12，6，3　土質断面図

　要望 の 線 に 沿 っ た 柱状図 を 検索 し ， 図
一8 の よ うに 配列

す る 。 こ の と き線上に ボ ーリ ソ グの あ る こ乏は まれ で あ る

の で ，適 当な幅を 与 え て そ の 範囲内 の 資料を抽出す る。 図

一アは 直線 の 揚合で ， 直線AB の 両側に 幅をもた せ ，そ れ

に か か る メ ッ シ ュを 太枠 で 示 し ， 直線上 に おけ る メ ッ シ ュ

の 位置は そ の 中心 か ら下 し た垂線の 足 とする こ とを示す 。

実際 の 計算 は ， 線分間に 成 り立つ 連立 1 次不等式 を満足す

る メ ッ シ ュ 内の ボー
リ ソ グ を検索す る こ とで あ る。

　柱状図の 表現形式 は ， ラ イ ン プ リン タ の 活字 を 用 い て 図

画 化 した もの の ほ か ， プ ロ ッ タや CRT に ，手描 きの 土質

記 号 （土 質 コ ード表 （図一3）FAX 欄参照）を用い て 描い た

も の もあ る 。 後者 とま っ た く同様 に ， オ ソ ラ イ ン の フ ァ ク

図一7
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リ ソ グ番号

各柱状 図の左 側 の数字 ：深 度 （m ）

　 　 　 右側の 数字 ：N 値

図一8　FAX に よる土 質断 面図
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シ ミ リ 受豫機で 印画 した もの が 図
一8 で あ る 。 こ れ は ， 横

方向 に 距離をと っ て な い が，川崎市 の 南部線 に 沿 っ た 断 面

図の
一

部 で あ り，実際に 利用され て い る 例で あ る。

　12．6，4　等 N 値深度分布図

　ノ〉値 力言一定値を 越 え る 最初 の 深度 を メ
ッ シ 」ご とに 求 め ，

図田 の 地 図で 表わ した もの で あ る 。 1 メ
ッ シ ュ内の すべ

て の ボー
リ ン グに つ い て ， 地表 か ら の 深度

一
定間隔 ご とに ，

測定伯 の ない とこ ろは 補完 して ，N 値 の 平均値を と る と ，

そ の メ
ッ

シ ュ の 平 均A 「
値 曲線が 得 られ る 。

メ
ッ シ z ご とに

この よ うな 計算を す る と ， 平均 N 値 ボ た とえば 30 以上 に

な る 地 層 が ，1m 以 上 の 厚 さを もつ 最初 の 深度 の 分布 図 を

示 す こ とぷ で き る 。 ま た 別法 と して メ ソ
’Y ・＝L の 代表 と して

最深 ボーリ ソ グ を採用 し ， そ の 珊 直データ を 用 い て上 記の

分布 図 を 出 して も よい 。 図 は 図
一6 の 地 図 で 表わ され ，メ

ッ シ ュご とに 深度が階級文字で 示 さ れ る 。 川崎市 お よ び大

田区 の データに つ い て 算出 した 結果，1V値 が あ る一
定値 を

越 え る深度は ，山 手で 浅 く低地で 深 い ，す な わ ち 地盤は 山

手 で堅 く， 低地 で 柔 らか い とい う常識的な傾向が見 られ る 。

　 12．6，5 流動化砂層分布図

　地 下水位以 下，15m 以 上 の 区聞 に お い て
，

7m 以 上 の

砂層ぷ存在 し，そ の 砂層内の N 値 の 平均 （ま た は最大値）

が 15以下，とい う条件 （流動化限界条件）を満足す る ボー

リソ グ を検索す る もの で あ る 。 結果は 図
一6 の 地図上 に 該

当本数を プ リ ソ ト した形 で 得 られ る 。 こ れは 川崎市に お け

る ，土 の 流動化 の 予測に 関す る 研究 に 利用 され て い る 。 最

大N 値 で 検索す る と該当本数 ぷ 少 な過 ぎるの で ， 平均N 値

で 検索 した 結果，流動化条件に あて は ま る ボー
リ ン グカ1川

崎市 内で 約 100本 見 つ か っ た。ま た 砂 層厚 を 5m ，3m と

して検索 した 結果 も得 られ て い る 。

　お わ りに ，木稿執筆の さい 御教示 い た だ い た，国立 防災

科 学 技術セ ソ タ ー所長菅原正 巳 博 士
， 科学技術庁資源 調査

所科学調査官清水良作氏，国立防災科学技術 セ ン タ ー第 3

研究部計 測 研究 室長 渡辺
一

郎氏 ， 川 崎 市 公害局の 方 々 に 謝

意を 表 します 。
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