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　　　　　　地盤 隋報デ ー タ ベ ー ス に関 す る ア ン ケ ー ト調査結果

地盤情報の データ ベ ース 化 に 関する研究委員会

1． は じ め に

　近年の コ ン ピ ュ
ー

タ
ーの 発展や地盤情報 に対する

ニ ーズ の 増大に伴 い
， 地 盤情報デー

タ ベ ー
ス （以 下

地盤 DB と略す）が盛ん に構築 され る よ うにな っ て

き た 。
こ れ は ， 過去 の 土質調査 ・試験デー

タを有効

に利用す る こ とが一つ の 有力な手法 で あ り， さ ら に

は デジ タ ル 化され た 情報 で あ る こ とか ら各種の 解析

処理 に 発展 さ せ 得る こ と が認識され て きた ため と思

わ れ る。し か し なが ら，各機関 で 構築 さ れ た 地 盤

DB は ， 利用 目的が ま ち まち で あ り内容的には千差

万 別で ある 。 ま た ， デ ー
タ の 品質や利用体制な どに

関 して 多 くの 問題が含まれ て い る 。

　 こ の よ うな背景 の もとに ， 土質工 学会で は 「地盤

情報 の デ ータ ベ ー
ス 化 に 関する 調 査 委員会 」 （委員

長 ：風間秀彦 ， 昭和 61年 10月 〜 昭和 62年 9 月） を発

足 させ た。 こ の 調査委員会で は ，地盤 DB に か か わ

る問題点 を整理 ・ 検討 し， そ の 結果 ， 研究委員会 の

発足 を提案 し た。こ れ を受 け て 現在活動 中の 「地盤

悋報データ ベ ー
ス 化 に関する研究委員会」 （委員長 ：

風間秀彦）が昭和63年12月に 発足 し た 。

　こ の 研究委員会は ， 地 盤 DB （た だ し， 文献情報

は除く）に 関す る詳細 な現状 把握や種 々 の 問題点を

検討す る こ とを 目的 と し て お り， そ の
一

環 と し て ア

ン ヶ 一 ト調査を実施 し た 。 こ こ で は ， ア ン ケ ー ト調

査結果 に基づ き，地盤 DB に 対す る会員 の 意識 と構

築 の 現状を中心 に報告す る 。 誌面の 都合上 ， 今回の

報告は 中間報告 と し て 位置づ け ， よ り詳細 な調査結

果 は委員会の最終報告 に譲る こ とを ご了解 い ただ き

た い
。

　 な お ， ア ン ケ ー ト調査 に ご協力い た だ い た会員お

よ び機関に対 し，
こ こ に深 くお 礼申し上げる 。

2． ア ンケー ト調査の 概要

　ア ン ケ ー ト調査 は 2 回にわ た っ て 実施 し た 。第 1

回 目は概略調査で ， 平成元年 6 月に 土質工 学研究発
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表会 （東京） の 出席者 を対象 と して 会員の 意識調査

を中心 に行 っ た。出席者 （1872 名）に ア ン ケ ート用

紙 を配布 し ， 282 名の 回答 を得た。回答者 の 職種，

専門分野 ，年齢構成は出席者全体 と ほ ぼ 同 じ で あ る

た め ， 研究発表会出席者 の 意見 をおお よそ代表 し て

い る と考え て い る 。

　第 2 回 目は ， 詳細調査 と し て平成元 年末 に，地盤

DB の 保有機 関お よ び 構築中の 機関を対象に して 各

機関 の 地盤 DB の 内容や利用状況 な ど の 概要と ， 地

盤 DB にか か わ る 問題点や将来像などの 考え方 の 調

査 を行 っ た 。 62機関に ア ン ケ ー トを送付 し， 36機関

か ら回答 を得た 。

3． 地 盤 DB に 対する意識 と利用の 現状

　　（概略調査結果）

　概略調査結果 に基づ く会員 の 地盤 DB に対する意

識 と利用 の 現状 に つ い て は以 下 の とお りで あ る 。

　（1） 地盤 DB の 必 要性 に対す る認識

　地盤 DB が必要か ど うか の 質問に対 して ，利用経

験 の 有無にか かわ らずほぼ 100％ がそ の 必 要性を認

め て い る 。

　（2） 利用 目的

　どの よ うな 目的に 利用 した い か とい う問に対 して ，

図一 1 に 示 す よ うに 計画 ， 概略設計 ， 研究が多 い
。

一方，そ れ らの 中で 実際に 利用 し て い る 目的を図 中

に併記 して い るが，研究が最 も多くな っ て い る の が

特徴で あ る 。 したが っ て ， 計画や 設計 に対する デー

タの 利用 とい っ た面 に つ い て は ， 実用段 階に 至 っ て

い る も の は まだ少な い こ とが推察 され る 。

　（3） 必要 な情報

　地盤 DB に 必 要 と考え られ る情報と して は ， 図一

2 に示すよ うに ， 柱状図が最 も多 く，
つ い で 土質試

験，原位置試験が続き，そ の ほ か は比較的少な い
。

　（4） 地盤 DB に必 要 な要素

　地盤 DB と し て必 要な要素は ， 図一 3 に 示す よ う

に ， デ
ー

タの 信頼性 と量が圧倒的に多く ，
っ い で 検

土 と基 礎，38− 10（393）
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　　図 一1　 地盤 DB の 利用 目的
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索 ・図化機能が多い
。 デー

タ の 互換性が 多い こ と も

注 目され る 。

　  　利用状況

　図
一 4 に 示 す よ うに

， 回答者 の うち少 し で も利用

し た こ とが あ る 人 は約24％ で あ る 。 そ の うち ， 5 ％

は よ く利用 し て い る と答 え て い る 。

　  　利用者 の 満足度

　利用経験 の あ る人 の 満足 度は ，図一 5 に 示 すよ う
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　 　 　 有効 側答熱 i2件

図
一5　 利用者 の 満足度

　 　 　 有効回答数267件

図一6　 地盤 DB の 保有割合

に
， 普通 であ る と の 回答が約半数であ るが ， 3割強

が不満 をもっ て お り，満足 し て い る 割合 を大 きく上

回 っ て い る 。

　（7） 地盤 DB の 保有割 合

　回答者 の 所属機関が重 複 し て い るため厳密で はな

い が ， 図一 6 の よ うに
， 既 に構築済あ る い は構築中

が 3 割 を超 え て お り， 地 盤 DB へ の 取組み が普及 し

っ っ ある こ とが わ か る 。

　4． 地盤 DB の構 築 の 現状 （詳細調査結果）

　詳細調査結果 よ り， 構築中も含めた既存シ ス テ ム

の 内容や 問題点など に つ い て紹介す る 。 回答者は ，
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学会 活動か ら

お もに シ ス テ ム の 開発 あ るい は 運 用の 担当者 で あ る 。

　な お ， 今回調査 し た シ ス テ ム の 中に は，そ の 目的

に応 じ て ， 構築時 に一
度利用 され た後 ほ と ん ど利用

され な い と い っ た特殊な シ ス テ ム も含ま れ て い る と

予想 され る が，詳細 が不 明なた め同列に整理 し て い

る 。

　4．1 一般事項

　（1｝ 構築目的

　対象 とす る 地盤 DB の 構築 目的 を記述式で 質問 し

た と こ ろ ，特 に 明確な使用 目的 をもた な い もの （デ

ー
タ保存 ・管理 が 中心）を除け ば，図一 1（b ）に示

し た研究発表会出席者の 利用 目的 と ほ ぼ同様 な傾向

を示 し て い る 。 中 で も研究を目的 とす る もの が比較

的多 い こ と が特徴 で あ り， 地盤 DB が研究の 道具 と

し て の 位置づ け もな され て い る こ とが わ か る。

　  　対象地域

　地盤 DB の 地理 的範囲，っ ま り対象地域 を ， 全国 ，

複数 の 都道府県 にまた が る 地方 ， 都道府県お よび市

区町村 の 4 つ に分類 し た。図一 7 に示す よ うに
， 地

方や都道府県単位 の もの が 多く ， 全国に わ た る もの

は 少 な い 。図中 に は機種分類 も示 し た が，市区町村

お よ び都道府県 で は パ ソ コ ン が 多 い の が特徴 で あ る 。

　   　開発使用機種

　開発 に使用 し た機種 は ，
パ ソ コ ン が全体 の 約 6割

で 非常 に多 く，
つ い で 汎用機が 3 割程度で あ る 。 そ

の 他 と し て は EWS （エ ン ジ ニ ア リ ン グ ・ワ ーク ス

テ ーシ ョ ン ）な どで まだ少な い
。

　（4） 開発状況

　 図
一 8 に 示 す よ うに ，開発中が全体 の 約 3 割で ，

パ ソ コ ン を使用 して い る もの が多い
。

こ れ は，最近

の パ ソ コ ン の 機能 の発達 に よ る もの で あ ろ う。

　   　開発 の 所要期間

　開発に 要 し た期間は ， 図一 9 に示すよ うに ， 1年

未満か ら10年以上 ま で さま ざ ま で ある が， 1 年以上

3 年未満 が約半数 を占め る 。

　  　開発体制

　 シ ス テ ム 開発に お け る ， 計画立案，設計お よびデ

ー
タ入力は 独 自開発が圧倒的に多い

。 ただ し ， ソ フ

ト開発で は約半数が外注 し て い る 。

　   　開発の重 点

　 シ ス テ ム 構築に あた っ て 開発者が重視 し た項 目は ，

図一10に示すよ うに
， 検索 ・図化機能， 操作性な ど
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図一 9　 開発 の 所要期問

使い 勝手や応用面 に重 きを置 い た もの が多い
。 ち t：

み に ， 研究発表会出席者が必 要 とする 要素 と し て デ

ー
タ の 信頼性 お よ び量 を多 くあげた結果 （図

一 3）

と は異 な っ て い る
。

　（8） 構築言語
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ポ
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リ ン グ 本 数

ボーリ ン グ本数と項 目数の 関係

　 シ ス テ ム 記述言語は ，
パ ソ コ ン で は BASIC が圧

倒的 に多 く，汎用機 で は FORTRAN が卓越 し て い

る 。

　4．2　入 力データ

　（1） デ
ー

タ 規模

　入力 され た ボー
リ ン グ本数 と項 目数 の 関係 を図一

11に示 す 。 土質試験デー
タを採用 し て い る か ど うか

で 大 きく異 な り， 土質試験データ を取 り入れ た もの

をA 型 ， 土質試験デー
タが ない 場合を B 型 と し て 図

中に示 し て い る 。 B 型 の 場合 ， 項 目数 は デ ータ数 に

か か わ らず 20前後で あ る が，A 型 で は 項 目数が20〜

70程度 と非常に大きな ひ らきが あ リボ ー
リ ン グ本数

と ともに 多 くな る傾 向に あ る。使用機種 に関 して 見

る と， 項 目数に つ い て は機種に よる差 は見 られ な い

が，ボ ー
リ ン グ本数に つ い て は ，

パ ソ コ ン で は 1 万

本程度 が上 限で あ る の に対 し，汎 用機 で は 数万本 に

達 し て い る 。

　  　デー
タ内容

　図
一12は ， 入力 され て い る デ ータ項 目を大ま か な

分類で 整理 し た もの で あ る 。

一般事項や柱状図がす

べ て の シ ス テ ム に入力 され て い る の は 当然 と し て ，

物理試験や
一

軸圧縮試験 に加え て ， 三軸圧縮試験 ，

圧 密試験お よび原位置試験 も多 い こ とが注 目される 。
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　4．3 データの 信頼性 チ ェ ッ ク

　（1） 入力時の チ ェ ッ ク

　デー
タ入力 の 際 の チ ェ ッ ク に っ い て は ， 図一13に

示 す よ うに，入力 し た デ ータ と原本デ ータ を照合 す

る チ ェ ッ ク （原本照合チ ェ ッ ク）が中心 で あ り，原

本デ ー
タ の 信頼性 に対す る チ ェ ッ ク吟味が不十分 な

も の が多い よ うで あ る。

　  　入力データ の 位置 決定
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図
一15 入カデータ の 位置決定に用 い た地図の 縮 尺

　入カデ
ー

タ の 位置を決定す る方法 に は 各種 の もの

が あ る が ， 図一14に示 すよ うに
， 地 図上 で決定 して

い る もの が多い 。こ れ は ， 地図上 に プ ロ ッ トさ れ た

もの あ る い は新た に プ ロ ッ ト し た もの よ り，緯度 ・

経度 な どを読 み取 る方法で あ る 。 こ の 場合 の 地 図の

縮尺 は ， 図一 15に 示 す よ うに ，対象地域の 広 さ に か

か わ らず 2 万 5 千分 の 1 が最 も多 い
。 こ の 縮尺は図

上 1mm が実寸 25m に 相当す る た め， 位 置精度 が20

〜30m 程度で あ る こ と にな る 。

　 4．4　処理機能

　   　検索方式

　デ ータ の お もな検索方法 と し て 位置検索 と番号検

索があ る が，それ ぞれ 半数近 くの シ ス テ ム に備 え ら

れ て い る 。 なお ， 位置検索 の 中で ， 操作性 の 優れ た

地 図上で の 検索が可能 な シ ス テ ム が 10シ ス テ ム ほ ど

あ る こ とが注 目され る 。

　  　背景地図情報

　新し い シ ス テ ム で は
，

ボーリ ン グ位置 を表示 する

際に背景地 図 を使用す る もの が増え て い る 。 地図 の

種類に は ，ベ ク タ
ー方式 （線分 で 結び描 い た もの ）

と ラ ス タ ー方式 （原図 をそ の まま ド ッ トイ メ
ー

ジ で

描 い た もの ）が あ り，今回 の調査結果で は後者が多

い
。 こ の 揚合の 表示 項 目は ， 行政界 ， 道路 ， 鉄道 ，

水崖線 が主流 をな し て い る 。

　（3＞ 図化機能

　シ ス テ ム が備え て い る図化機能と して ， 大半 の シ

ス テ ム は 柱状図 の 作図が可能で あ り， そ の うち約半

数 が位置図，断面 図，一
覧表をサ ポ ー

ト し て い る
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（図一16）。

　4，5　利　用

　（1＞ 利用分野

　 シ ス テ ム が 実際に利用 され て い る分野 を ， 前述 の

タ イ プ分類に わ け て 示す と図
一17の と お りで あ る。

B 型 （土質試験 なし） で は計画段階で の 利用が多 く，

A 型 （土質試験あ り）で は研 究 ，
マ イ ク ロ ゾ

ー
ニ ン

グお よ び地盤 図作成が相対 的 に多 い こ とが特徴で あ

る 。

　  　利用者

　構築され た 地盤 DB の 利用者 の 範囲を ， 機関分類

別に図 一18に 示 す 。 こ れ に よ る と ， 利用者は担当部

署や機関内が大半 で あ る。な お，地方 自治体や大学

で は機関外 の 利用 を許 して い る も の もあ る 。

　（3） 利用頻度

　利用頻度は ， 図一19に示 す よ うに ， 常時利用され

て い る シ ス テ ム が比較的多い 。 特 に ， データ を随時

追加 し て い る機関で の 利用頻 度が高 い 。

　  　操作性

操作性の 良 し悪 し を ， 専任者以外で も取 り扱え る

か ど うか で 質問し た とこ ろ ， 8 割程度 が専任者以外

土 と基礎，S8− 10（393）
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で も扱 う こ と が で き ， そ の うち約 4 割が マ ニ ュ ア ル

がな くて も操作 で き る よ う工夫がな され て い る 。

　  安全対策

　 セ キ ュ リテ ィ
ー対策 と して は データ退避処 置 （バ

ッ ク ア ッ プ ）程度が多く，これ か らの 問題 と い え る 。

　  　デー
タ公開

　約半数 の シ ス テ ム が条件付き公開を認 め て い る が ，

著作権問題 の 解決 を条件 と して い る の で ，現状 で は

ほ とん どが一般公開 され て い な い
。

　 4．6 シ ス テ ム の問題点および拡張方針

　 シ ス テ ム の 問題点 と し て は広範囲の も の が指摘 さ

れ て い る 。 それ らの うち主な もの と し て は ， 処 理 速

度 ， 記憶容量 ， 操作性お よびデー
タ項目数があげ ら

れ る 。

　また ， 今後 の 拡張方針 と し て
，

デ ー
タ の 充実 ，
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一 ドウ ェ ァ の 整備がお もな もの と し て あげら れ た 。

1

特に パ ソ コ ン に よ る シ ス テ ム の
一部 で は処理 速度向

上な どの た め EWS へ の 変更を考え て い る もの が 目

立 っ た 。 また ， オ ン ライ ン ・ネ ッ トワ
ー

ク化 を検討

し て い る機関 もい くっ か あ っ た 。

5．　 あ と が き

　地盤 DB は，各種 の 機 関で そ れ ぞれ の 目的に応 じ

て構築され て い るが ， 現状は い ろ い ろ な問題点が多

くあ る状況に あ る 。 そ れ らを整理 し， 何 らか の 対策

また は方向性を さぐる こ とが 当委員会 に と っ て重要

な使 命で あ る と考え て い る 。

　今回， 2 回 に わ た っ て 実施 し た ア ン ケ ー ト調査 よ

P， 主要 な結果 を紹介 し た 。
こ れ ら の 結果の 分析に

っ い て は ま だ不十分 な点 もあ り， 今後 ， 委員会最終

報告 の ま とめ に 向け て 検討 を進 め て い く予定で あ る 。

　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　 （原稿 受理 　1990．8．6）

OcteLer ，1990 119

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　


