
地理情報・空間情報の基礎

担当：近藤昭彦（千葉大学環境リモートセンシング研究センター）

目的：土地・地盤の性質を理解し、災害を予見するスキルを身に
つけるため、地理情報の一種である地形図、空中写真、衛星画
像、主題図などを利用する方法について学ぶこと
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液状化が起こるなんて
知らなかった・・・
想定できたか？

砂が吹き出した埋め立て地の小学校校庭
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明治 36 年の千葉市　 5 万分の１地形図初版に記載された土地利用・植生

土地の歴史を
知ろう

（近藤原図）

現
在
の
海
岸
線

昔
の
海
岸
線

干潟

旧版地形図を使えるようにしよう

●
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311 以前にどんな情報があったか
液状化危険度予測図 ( 平成 19 年度千葉県地震被害想定調査 )

千葉県の液状化現象の
起こりやすい地域
守屋喜久夫著「災害の地理学」
BLUE BACKS(1984)

シナリオ地震に基
づく想定は公開さ
れていた

液状化に関する
経験的知識は？

情報は市民に伝
わったか？

情報をどう活かす
か？

人とは！



昔の地図（旧版地形図）から、災害を予見できる

例：千葉県我孫子市の液状化

写真：我孫子市ホームページ

明治初期 現在

地図を読めるようになろう



（国土交通省利根川上流工事事務所）

現在の景観の形成時期は意外と新しい・・・利根川東遷事業

5000 年前 1000 年前 現在

利根川東遷は千葉
県にどのような変化
をもたらしたので
しょうか？

歴史を知ろう！

利根川下流域



明治 43 年 (1910 年 )8 月台風による水害
庚戌 (かのえいぬ )の大洪水

千葉県防災誌　風水害との闘い～洪水との闘い、十五夜の嵐、竜巻～ 

利根川の大洪水
明治 43 年 (1910 年）
昭和 13 年 (1938 年）
昭和 16 年 (1941 年）
昭和 22 年 (1947 年）
⇒ カスリーン台風

再
び
起
こ
る
可
能
性
は
？



2011 年タイの水害
について考える

タイ中央平原地形分類図（春山成子）

（タイ国日本大使館）

タイ中央平原は大河川、チャオ
プラヤ川が作った沖積平野

河川は時々氾濫し、平野を形
成する

なぜ、その場所に工業団地が
建設されたのか

洪水の際には日本の技術者が
治水対策に対する助言を行っ
ていた

三角州

氾濫原

沖積低地の土地利用について
90 年代から日本の研究者による

アピールがあった

アユタヤ

バンコック

土地の由来を知り、
性質を理解しよう！



空間情報の基礎  ・・・地理空間情報

空間情報とは何か

　三次元的な広がりを持つ情報・・・地図や画像

　例えば、●地形図
　　　　　●空中写真
　　　　　●衛星データ

空間情報は地理情報の一部
　地理情報は位置の属性を持つ情報

なぜ重要か？

　いまやネットでも簡単に手に入る
　だれでも“知る”ことができる
　知ることで命や財産を守ることができる

この講義では、これらの
情報を判読して、安全・

安心情報を読み取る
方法を学びます



地図の基礎

地球は楕円体

地球は回転（自転）しながら太陽の周りを回っているが、完全
な剛体ではないため、回転力によって地軸を中心にわずかに
扁平な球体（回転楕円体）になっている

地球の大きさ

回転楕円体を表すパラメータによって複数の楕円体を定義で
きる。日本は明治以降ベッセルの楕円体を使ってきた
が、 2000 年に GRS80 に変更した

長半径　ベッセル： 6,377,397m 　 GRS80: 6,378,137 m 

日本測地系から世界測地系へ



MAP PROJECTIONS 　地図の投影法
角度、距離、面積のすべてを満たす投影法は存在しない

地図の投影法とは
地球の曲がった表
面を平面に投影す
る方法



メルカトル図法－円筒図法による投影

面積の精度は赤道付近で高く、高緯度では過大に表現



地球を経度 6 度ごとのゾーンに分割

国土地理院発行の地形図

地形図記載の説明



SCALES OF GLOBES AND MAPS
SMALL SCALE AND LARGE-SCALE MAPS
大縮尺と小縮尺

日本の大縮尺地図－基本図－

平面直角座標系
（公共座標系、十九座標系）

ＵＴＭの原点は赤道であるが、原点
として日本域内の19点を設定する
と、精度の高い地図が得られる。

市町村の担当窓口で購入できる。





地形図の図式とは
(地図図式)

地図に表示する記号、文
字等のすべての事項につ
いての規定 ( 地図学用語
事典、 1985 年日本国際
地図学会編）

(左）明治24年式2万分1地形図凡例
(右)平成元年式5万分1地形図凡例



田にも沼田、水田、乾田
の三種類がありますぞ

図式の変遷



伊能図（国土地理院）

【閑話休題】地図作成の歴史

古地図
近代的測量ならびに印刷技術普及以前に作成された地
図の総称（柏書房 http://www.kashiwashobo.co.jp/) 。
日本では江戸時代までの手書きあるいは木版刷の地図
を指す。

迅速測図
明治の初・中期に正式測図に先立ち、正規の基準点測
量の成果を使用しないで作成された諸図の総称。

旧版地形図
国土地理院が発行している新刊地形図に対して、過去
に刊行あるいは作成して絶版になった地形図。過去の
地形、土地利用を記録している。



迅速測図



旧版地図（明治36年）



旧版地図（昭和19年）



そこには様々な
物語が．．．

旧版地形図から読み取った土地利用（氷見山、 LUIS ）



●明治大正期と平成期の
　土地利用

・山地では広葉樹■から
　針葉樹■へ
・山では荒地■も多かった
（茅場）
・東京大都市圏■の拡大

明治大正期

平成

利根川の計画高水流量

　明治33年　 3,750
　明治43年　 5,570
　昭和14年　10,000
　昭和24年　14,000
（八斗島、m3/秒）



地形図から災害に関する情報を読み取る方法

①土地利用から、土地の性質を読み取る方法

　古来、人は氾濫源では自然堤防に居を構え、後背湿地は水田とし
て利用してきた

②地形図の等高線（コンター）から地形学に関する知識を
　　総動員して判読する方法

　地形、すなわち大地の形態は、それを形成したプロセスの反映で
ある。そのプロセスは人が巻き込まれれば災害となる。地形を現す
等高線は、その土地の性質を物語っていると言える。



空中写真（航空写真）
●航空機に搭載した専用のカメラで地表を撮影
する。

●その際、撮影範囲がオーバーラップするよう
に、撮影する。

●すると、何ができあがるか。

　　　実体写真（いわゆる立体写真）

空中写真の撮影

オーバーラップ
させて撮影する

現在ではカメラは
デジタルへ



国土地理院地図・空中写真閲覧サービス
http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do

●地形図、空中写真、主題図を WEBで閲覧、ダウンロード
●土地の性質の判読に活用することができる

http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do
http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1


（古今書院、「応用地形セミナー－空中写真判読演習」より）



●空中写真を実体視することにより、現実の地形の
　　三次元的形状を再現することができる

●高さ方向が誇張されるため、細かな地形の判読が
　　可能となる

●人間の眼による判読は、コンピューターよりも遙かに
　　優れている

●人間が地形に対する知識を持っていれば、そこから
　　得られる情報は膨大である

●最近、空中写真判読ができる技術者が少ないことが
　　問題となっている

●行政等でも空中写真を利用できる場面はたくさんある

●どこから空中写真を入手すれば良いか？



国土地理院地図・空中写真閲覧サービス
http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do

●地形図、空中写真、主題図を WEBで閲覧、ダウンロード
●土地の性質の判読に活用することができる

http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do
http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1


過去の空中写真
や地形図の利用

異なる年代の土
地利用・土地被
覆の状況を判読
できる

人はどのような
性質の土地の上
で暮らしている
のか

地形にはそれを
形成したプロセ
スがある

http://ardronegis.site44.com/0820hiroshima/index.html
http://ajg-disaster.blogspot.com/search/label/%E7%81%BD%E5%AE%B3%E7%B7%8A%E6%80%A5%E9%80%9F%E5%A0%B1


地形図や主題図を見ることができるサイト
土地条件図
治水地形分類図　　ハザードマップ作成のための基礎情報
その他 地理院地図地理院地図

http://www.gsi.go.jp/kikaku/index.html
https://maps.gsi.go.jp/#5/36.031332/140.068361/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1


国土調査「 5 万分の 1都道府県土地分類基本調査」
ほぼ全国をカバーする地形分類図

地形からハザードを想定！

https://nlftp.mlit.go.jp/kokjo/inspect/inspect.html


●公開されている主題図を読む力を身につけ
よう。

ただし、主題図は専門家の判読により作成さ
れてたものであるので、解釈がひとつでない
場合があることに注意。

　●学術的な正しさ
　●ハザードマップとしての利用

ある地形単元が必ず、あるハザードに対応す
る、対応しないわけではないことに注意。

　●いろいろな場合がある

　



● 地形図、空中写真を活用し、人が暮らし
ている土地の性質を理解しよう。
●暮らしと自然の分断を取り戻すことで、
災害に備えよう。

海外では？

● 地理学を勉強しよう。
●公開されている衛星データと地理学的知
識・経験から、土地の性質を読み取ること
ができるはず。

難しい？

● 土地に対する愛を持とう！
愛
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