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9 水文データの蒐集

10 計算機等の準備

11 データの計算機入カ

12 計算の実行

第 3部 分説法による利根JII_ヒ流域の流出解析

おわりに

E 計算の手続きの全容

1 作業図潤の準翁(手瀬 1~2) 

手}II貢1 地形園の準備

国土地理院の20万分の lの地形図に流量計算地点を落とし計算流域の範閤

を調べ，関係する 2万5子分の lの地形図の名前を得る。以後，地形閣と言っ

た場合は，この作業で得られた国土地理院の 2万5子分の lの地形閣を指す。

なお，分割法は， -t!t界測地系でなく，日本測地系を用いている。

計算流域は，複数の地形図にまたがるのが普通である O 近年，地形図同志の

つなぎ合せが単純な!日タイプの図郭から隣同志、が重複している新タイプの関郭

への切替えが進みつつあり，両者が混在する状況が出ているので注意を要す

るO

!日タイプの図郭の地形図の場合，各地形図のよ側と右側の余白(上側閣郭線

の上側と右側図郭線の右側)を切り取る。新タイプの図郭の地形留の場合，園

郭にfすされたIBタイフ。の閤郭の位置を示す印を用いて， 1日夕イフ。の地形閣に相

当の図郭線を引き，後は地形図が!日タイプの閣郭の場合と伺様に行う。

地形図がそろったら，並べて，編集し一連番号の地形図の番号を付ける。

使用する地形閣の番号と名前，図郭の左下の位置(東経/北緯の度，分，秒)，

左側縦辺と下横辺の長さ(lmm単位)を地形図の帳票 Aに登錦する。この

際，地形図の縦辺と下横辺の長さは，必ず以後用いる高機能プラニメータ(面

積ばかりでなく，長さ・図心等を計ることが出来る多機能のプラニメータ)を

用いて計り，定規を用いないこと。
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手liI買2 地質留の準備

1) はじめに

分割法で用いる基本の地質図は，現在(財)日本地図センターが販売してい

る出国土庁が作成した全国都道府県別の土地分類図の中の地下の地表面付近の

地貿を表わす表層地質図である。表層地賞閣の縮尺は，一般に20万分の lであ

る。

表層地質問に 2万5千分の lの地形閣の図郭線を引き，地形顕の番号と同じ

一連番号を与える。

2) 地質の存分類

分割法に於いては，表層地質閣で行われている地質分類をそのまま用いず，

次のように存分類する O これを新しい地質分類と呼ぶ。

表-7 新しい地質分類

新しい地質分類

食入火成岩と変成岩

熔岩ま

堆積岩普通

火山性

砕属 物普 通

火山性

砂・泥普通

火山性

3) 新表層地質図の作成

元の地'lit分類

花j商岩， I湾総岩，斑れい者，主事

片岩，片iほ岩，粘板岩(スレート)，千枚岩。

大型E石，ホルンヘルス，送法，等

i定紋経，安山者，玄武岩，等

機器，砂岩，泥板岩ま(予言岩)，石灰岩，等

凝天安，凝灰角援護岩，等

援護

火山際

砂，シルト，粘土

火山灰

20万分の lの表層地質関に 2万 5千分の lの地形図の閤郭線が引かれた範屈

の元の地質を新しい地質に読み替えた新しい地質境界線をヲ!く。その後， 10万

分の Iの縮尺に拡大する O すなわち， 10万分の lの新しい地質分類を作る。こ

の際，次のような塗色を用いると良い。

貫入火成岩と変成岩 → 紫色

堆積岩普通 →青色

火山性 → 灰色

水平Ij科学 NO.326 2012 
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熔岩 → 桃色

砕屑物普通 黄色

火山性 → 樺色

砂-泥 → 無色

このようにして調製した新表層地質図を以後単に地貿閣と呼ぶ。

2 流域の分割(手願 3~7)

手)11実3 水系の毘切り

以下手)11買7まで図-29参日程。分割法では，地形閣に表されている“かわ"を

) 11と呼ぶ。 )11のただ一地点の流量を計算しようとする場合は，その地点から上

流にある川の連なり，そしてJIIの複数の地点で流量を計算しようとする場合

は，それ等の最下流の地点より上流にある)11の連なりを水系と呼ぶ。降雨が水

系に流出して来る範囲を流域と呼ぶ。 )11の連なりの最下流の地点を流域の出口

と呼ぶ。

川が地形留の上で始まる地点をJIIの始まり点と呼ぶ。 JIIに連なる湖・沼-

j也，ダムや堰により出来た平らな水面を総称して湖と呼ぶ。

水系を次の地点で自動的に区切る O これを基本区切り点と呼ぶo

a 水系の最下流の地点

b )11の始まり点

仁 川の合流点

d )11の分流点

e JIIの分派点

f JIIの湖への流入地点

g 湖の出口の地点

基本区切り点でフk系を[K切った後，さらに次の追加区切り点で区切る O

イ 一つの区切り区間内で 地形閣の上で線で表されている)11が幅のある川に

変化する地点

ロ ) 11に段差がついている地点

ハ大規模な砂訪ダム

一 用水の取水・放水地点

ホ 発電余水の放水地点

へ 他水系よりの流量の放水地点

水利科学 No.326 2012 
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(a-3) 上流端の分塁手~ (例:斜線の部分)

図-29(1) 流域の分割の仕方と一連番号の振り方，水系構成図の搭き方

(a-4)中間の分割(伊tl:斜線の部分)

*手1)科学 No.326 2012 
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¥¥、

(a同 5)流域の分割と分塁手l番号の付与

A 

(b-1)水系

F 寸守 分割を表す長l1!l角形I正，
甲匂10mm'縦 5mm。
ci司 分割隠志の遼結線は，

[ill一日百一「 基本 5mmの倍数が良い。

分割の合流点においては，分割の中で一番若い番号の

分塁手jを幹JII，その他を支JIIとする。支川';1:，幹川に対
して箆魚に合流する様に播く。

(昌司6)水系構成図

C 

河川 Cと河JII-D.で
区切られた湖岸線¥

(b-2)湖の岸の綴の分割

図-29(2) 流域の分認の仕方と一連番号の振り方，水系構成留の描き方

水手IJ科学 No.326 2012 



114 

(b-3)湖の分塁手jど湖の岸の分言語(斜線の部分)

/
 

/
 

14ft 

(b四 5)流域の分割と分塁手j番号の付与

}F出汚JII

(b-4)淑に流入する分割(斜線の部分)

もし湖に流入河川iが無い場合は，

次のように表現する。

自 ィロ戸

凶-29(3) 流域の分割の仕方と一連番号の振り方，水系構成留の描き方

(b-6)水系構成図

水平IJ科学 No.326 2012 
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ト 内水排水用の樋管・樋門や排水機が設置されている地点

チ ーつの区切り区間内で111の幅が著しく変化する場合の変化地点

リ ーつの芭切り区間内でJII底の状況が著しく変化する場合の変化地点

ヌ 流量を計算したい地点が区切り区間の中間の位置にある場合，その地点

jレ 水位や流量の観測地点

ヲ 背後地の土地利用が典型的に変化，例えば山地から平地に変化する地点

ワ ーつの区切り匹間の長さをデイパイダーを用いて計り，長さが上流から見

て 1kmを超えた場合，各 1kmごとの地点。ただし，最後が0.3km未満

の場合は. 1. 3km未満の包間を設ける

水系を基本区切り点と追加区切り点の両方を用いて毘切って出来た毘切り広

間を水系の区間と呼ぶ。

手JII質4 流域の分割

雨水は，地下にj多透せず¥地表面上のみを流れて，最寄りのJIIに流れ込むも

のと仮定する。そうすると地形閣上で最上流の毘間の上流端の地点と各区間に

雨水が流れ込む区域を線，すなわち分割線、をヲ|いて決定することが出来る。そ

して，このほ域を分割と呼ぶ。なお，前者の分割を上流端の分割，後者を中間

の分割と呼ぶ。すなわち，計算流域は，分割の集合体になる。

上流端の分割の場合，地形閤上で最上流の区間の上流端の地点を上流端の分

割の出口と呼ぶ。中潤の分割の場合，区間の上流端の地点を中間の分割の入り

口，区間の下流端の地点を中間の分割の出口と呼ぶ。

分割線は，当初硬筆赤鉛筆で引き，分割が確定した後で赤色ボール・ベンを

用いてヲ|き置す， と良い。

分割は，状況に応じて，次の14種類に分けられる O

[上流端の分割系]

最上流端の分割 (0)

上流端の分割(l)

i坊の岸の分割 (2)

内水になるよ流端の分割 (3)

排水機を持つ上流端の分割 (4)

[中間の分割系]

中間の分割 (5)

水tlJ科学 No.326 2012 
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i胡に流入する分割 (6)

内水になる中間の分割 (7)

排水機を持つ中関の分割 (8)

分流・分派の藍前の分割 (9)

分流の最初の分割 (10)

[湖の分割系]

;坊の分割 (ll)

〔ダミーの分割系]

面積が零の上流端の分割(12)

面積が零の中間の分割 (13)

ここで¥括弧内の数字は，帳票上での呼び名。以下，同様。

湖の岸の線全体は，普通胡に流入する川と流出する川によって 2つ以上の

湖の岸の鹿間に毘切られる O この区間に雨水が流れ出て来る区域を湖の岸の分

割と呼ぶ。

内水になる上流端の分割は，地形図上で]11のない樋門・樋管の集水範囲

う。排水機を持つ上流端の分割は，前記の分割で，樋門・掘管の閉鎖時に強制

的に排水する為の排水機(排水ポンプ)が併設されている場合を言う。

内水になる中間の分認は，中間の分割でかつ出口に水門が設けられている分

割を言う。排水機を持つ中間の分割は，前記の分割でかつ水門閉鎖特に強制的

に排水する為の排水機を備えている分割を雷う。

用水と排水を兼用している)11が分流している場合，その前に面積が零のよ流

端の分割と言うダミーの分割を置き，分流とは見なさない。

面積が零の中間の分割は，分割に一連番号を付与する作業の際の番号調整用

である。

手}I頂5 分割への一連番号の付与

最下流のIK間から上流に向かつてたと守って行くと，枝分かれして行き，最後

は上流端の分割で終わる 一連の区間が沢山出来る。これを系統と呼ぶ。最下

流の区間から始めて，系統の区間の数を数えて，その数が一番多い系統を水系

の本流と呼ぶ。ただし同じ区間の数の系統が複数ある場合，区間の全長さが

長い方の系統を本流とする。長さが閉じ場合は，上流端の分割の面積が多い方

を本流とする。

水干IJ科学 No.326 2012 
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本流の最上流端の分割に l番と言う番号の分割の名前を与え，順次各分割

に，分割の合流状況に合わせて，一連番号を振る。この一連番号に欠番があっ

てはならない。最下流に位置する分割の番号を流域分割数と呼ぶ。流域分割数

は， 1 km2単般の流域面積数の 5割増位の億になる。

一連番号の分割への記入は，当初は軟質の上質黒色鉛筆を用いて適当な場所

に行う。そして，誤りのない一連番号の付与の確認、後，原則として，山林地の

部分に赤色ボール・ベンを用いて書き蓄える。中間の分割の場合，必ず右岸側

か左岸倶ijのどちらかに統一して記入する。記入すべき山林地の部分が狭い場

合，または全体面穫が狭く一連番号を記入出来ない場合，そこから引き出し線

を用い，近i務の分割の出来るだけ山林地の部分に記入しかっ長円形の線で関

む。

手}II買6 水系構成図の作成

図-3参照。水系の本流を樹木の幹になぞらえて中心に震色普通の分割の

場合は一本線拐の分割の場合は二重線，ダミーの分割の場合は破線で描かれ

た長四角形と基本的に直線の矢印を持たない連結線を用いて，流域の分割によ

る構成状況を絵に描く。この閣を水系構成閣と呼ぶ。ここで，内水になる分舗

の場合は逆方向に向かう矢印 排水機を持つ分割の場合は}II~方向の矢印の連結

線、を用いる。 }IIの分派地点，用水の取水・放水地点，発電余水の放水地点，他

水系よりの流量の放水地点は，間上で前後に連なるこつの分割を表す長四角の

中間点、や長田角が合流した後に位置することになるので，その点に向う，また

はその点から出て行く矢印で表す。

手}II買7 流域分割図の作成

A2判高級中厚ロトレーシング・ペーパを用紙として，関係する地形思 l枚

毎に次の透写(トレース)図面を作る。

先ず，地形図の関郭の四隅を+印を用いてトレースする。そして，元の地形

圏と向じ番号と地形図呼び名をtr.下の+印の真下に記入する。

以上が準備作業で，次に，分離の分割線を赤ボーjレ・ペンでトレースする。

一つの分裂が複数の地形閣に重なっている場合は，当該地形図の分と隣りの地

形図の繋ぎの分を約lOmm幅分トレースする。

線で表されているJIIの場合，そのままを青ボール・ベンでトレースする。

水利科学 No.326 2012 
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幅がありかっ自然状態のJIIの場合 しばしば起こる大水の範囲を推定して青

色によって地形関上にはっきり示した上で そのi揺をトレースする。細い"1の

場合，両幅をなぞった線が霊なって I本の線になってしまうので，中心線を定

めて，線で表されている"1と間様にトレースしその旨を透写図面とデータ表

の両方に記入する O 改修済みj刑 11の場合，堤坊や護岸でJIIの範屈が定まってい

るので，特段の問題は起こらない。

分割の番号を記入する際，中間の分割の番号は，地形関と陀様に，必ず右岸

か左岸のどちら倶uかに決めて記入する O 狭くて記入不可能な場合は，そこから

引き出し線を用いて近隣の分割の適当な場所に，長円形で囲んで，番号を記

す。

このようにして作ったトレース図面を流域分割図と呼ぶ。

3 基礎データの登録(手頗 8~12)

手順 8 分割のi援票とデータ表の準備

帳票 Bとデータ表参照。以上の作業が終ったならば，流域を構成する分割

の帳票 Bの用紙を分割の数分用意する。次に，水系構成図に基づき，一連番

号順にその分割の番号，分割の種類を記入して，分割の帳票集を作る。この作

業を分割の帳票の準備と呼ぶ。また 測定したデータを帳票に書き込むまで置

いておく表を準備し分割の番号とその種類を記入する O この作業をデータ表

の準備と呼ぶ。

以後，この帳票集の各々の帳票をただ単に帳票と呼ぴ，また， ì~1j定したデー

タを書き込む表をデータ表と呼ぶ。

ここでは，帳票にデータを書き込むことを特にデータの登録と呼ぶ。データ

表に数値を書き込むことをデータの記入と呼ぶ。

手}II責9 水系の名前と流域の分割数の登録

、英大文字の 8字以内のローマ字の名前を水系の名前とし，流域の分割数と共

に l番の帳票に登録する。以下，分割法に現れる全ての名前は，左詰めで¥ロ

ーマ字の大文字と数字だけで表記する。空白の文字枠が生じた場合は，記号の

η色"で埋める。

水系から川が別れて元に庚らない すなわち分派する場合は，分派河川名前

を水系名前の楠に登録する O
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手順10 湖に流入する分割と湖の岸の分割が流入する湖の分割の番号の登録

分割がi坊の岸の分割や湖に流入する分割の場合，流入する湖の分割の番号を

帳票に登録する。

上流にある湖と下流にあるj坊の罰には区間のJIIが普通ある。しかし稀なケ

ースとして，上流のj坊がダムを挟んで下流の湖に直接繋がっていることがあ

る。この場合は，帳票の[流入する湖分離番号]摘に下流の湖の分割番号を登

銀し，上流の湖が下流のj坊に流入していること示す。

手}II賢11 ダムの名前と番号の登録

1) はじめに

分割がi坊の分割の場合胡がダムで出来ていなくともダムで出来ていると仮

定して，名前がなければダムとしての名前をつける。そして，ダムの名前と番

を帳票に登録する。

2) 計算値の実測値への置き換え

ダムから下流への放流量の計算値を実inlJ値に置き換えなければならない場合

はその旨 (01) を帳票に登録する。と共に，置き換えデータは流量観測所のデ

ータと見なして流量観測所の番号を登録する。

手}II質問分割の合流関係の登録

例えば， N 1 . N2 (N 1 < N2)の番号を持つこつの分割が合流しているとす

る。次の [2・N1. N2Jの番号の列を合流関係と呼ぶ。分説の番号が N1に当

たる i援票にこの合流関係を登録する O 合流する分割が三つ，すなわち N1. 

N2 . N3 (N1 < N2< N3)であるならば， N1の帳票に登録すべき合流関係は，

[3 . N 1 . N2 . N3Jである。分割法では，最大五つの分割 (N1. N2 . N3・

N4・N5)が合流することを想定している。

この登録に於いて，最初に来る 1~5 の数字は，合流する分割数を表す。

4 地形の測定(手煩13~16)

手順13 分割の関心・面積と IR潤のJIIの長さの概定

1) はじめに

多機能プラニメータを用いて，流域分割図(ここでは盟国と呼ぶ)上で行

う。測定値は，データ表に記入する。
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2) 菌心の測定

図面の左下+印の中心を原点，左下+印と右下+却の中心を結ぶ線を X軸，

左下+印と左上+印の中心、を結ぶ線を Y軸として，この図面の中の分割の図

心の数学 XY座標を 1mm単位で測定する O

一つの分割がこっ以上の間面に跨がっている場合は，間心が乗る方の図面を

基準にして，国心の鹿襟を測定する。

3) 面輔の測定

上流端の分割・湖の岸の分割・湖の分割に関しては，全体面積をそのまま

km2単位で、下4椛まで測定する O 中間の分割については，右岸部・左岸側・ JII

の部分の面積を同様各測定する。 )11の部分が線で表されている場合は，面積は

と記入する。

JIIの部分が幅はあるのだが細くて園面上では線になってしまっている分割の

場合は，元の地形図に戻って.JIIの部分の面積を直接測定する O

4) 区間のJIIの長さの測定

(1) 中間の分割

JIIが線で表されている場合はそのまま.J11が幅のある場合はその中心線で，

区間の川の長さを m 単位で測定する。

(2) 胡の岸の分割

湖の岸の分割の場合，次の湖岸線の長さを区隠のJIIの長さの代わりに測定す

るO

i坊に流入する分割同志で区切られた湖岸線胡の出口と湖に流入する分割で

区切られた湖岸線，湖に流入する分割がない場合の全体の湖岸線が測定の対象

になる。 m 単位で測定する。

手順14 湖水面の標高の測定

分割が、湖の分割の場合，地形関上で測定した水面の高さを湖面標高とする。

湖面標高は湖の分割の出口の標高になる O

手}II資15 分割の出口の襟高と落差の測定

1) はじめに

分割の出口の標高の測定は，基本的に次の方法で行う。すなわち，出口をは

さんで等高線がJIIを横切る 2点を求め.2点開距離と横切り点と出口開の距離
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から案分比例で 1mの単位まで標高を測定する。

川の勾配が緩く上記の方法が使えない場合は.JIIの縦断閣を作成し，それか

ら間接的に標高を測定する。

さらに，前記の間接的な方法が使えない場合は，底下流の中間の分割の出口

の標高と同じとする。

2) 合流点の場合

分割の出口が合流点に当たる場合，分割番号が一番若い分割，すなわち手順

12のN1の分割の出口の標高で合流する残りの各分割の出口の標高を代表する

ものとする。したがって，残りの N2~N5の各分割の出口の標高の測定の必要

はない。すなわち，プログラムでは. N2~N5の各分割の出口の標高は N1の

分割の出口の標高に自動的になる。

3) 湖に流入する分割と湖の岸の分割の場合

湖に流入する分割の出口の標高と;坊の岸の分割の岸の標高は，湖の分割の出

口の標高，すなわち湖面標高になるので，測定する必要は無い。

4) 出口に落差がある場合

プログラムでは，中間の分割の出口の標高は，宣下流の分割の入り口の標高

に自動的になる。しかし出口が貯水ダム・砂崩ダム・取水堰・床間等に当た

る場合，出口に段差が付いているので¥これを行うことは著しく不合理であ

るO そこで，そのような場合については，分割の出口の車上流と甚下流の標高

の両方を測定する。そして，両襟高差を落差とする。

手順16 分割の山の部分の最高襟高の測定

上流端の分割，湖の岸の分割，中隠の分割の場合は左・右岸側の山の部分に

ついて，最高標高を 1m単位で測定し，データ表に記入する。

最高標高データが登録されていない分割に関しては，プログラムは，全体が

平地と自動的に判定する。

5 土地利用状況の判定(手願17~19)

手順17 分割の土地利用状況・王子地の大地形・区間のJIIの判定

1) はじめに

地形図上で分割の土地利用状況の塗り分けを行う。同時に，王子地の大地形と

川の芭間に関する判定を行う O
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2) 平地と山の思別

平地は相当広い範屈にi度り王子らか傾斜が緩い場所と定義する O ここで問題に

なるのは，平地の傾斜角の臨界角度である。本法においては，一応，土地分類

閣の地形分類閣の傾斜区分 Sl(傾斜角の範癌 0~3 度，等高線照隔約 7mm

以上)の土地を平地と見なしている。

3) 土地利用状況の塗り分け

分割が平地と山の両地形から構成されている場合は陣地形の境界線をはっき

りと51いたよで，以下の土地利用の種類別に例えば次の色の硬貿色鉛筆を用い

て，地形図を設り分ける。

イ 山の水田地帯 →濃い緑色

ロ 山の畑作地帝 → 濃い撞色

ハ 山の市街地帯 →漉い桃色

一 山の岩石地 →濃い茶色

ホ 山の荒廃林 →濃い紫色

へ 王子地の水田地帯 → 薄い緑色

ト 平地の畑作地帯 → 薄い撞色

チ 平地の林の地帯 → 薄い縁色

1) 平地の市街地帯 → 薄い桃色

ヌ 平地の野原 → 薄い紫色

ル平地の崖 →薄い茶匙

ヲ 川の海原 → 薄い水色

ここで“地帯"と言う言葉を用いている O 例えば，水田地と水田地に留まれ

た，または隣接する小さな畑作地，平地林，市街地，一般道路，鉄道線路等を

水田地子育と言う。以下，地帯と言う言葉を用いた場合，同様の定義とする O

こうぞみつまた

山の熔作地帯は，蝿作地ばかりでなく，花木湘・桑焔・格三控畑・牧草

地・放牧地・ゴルフ場のコース・スキー場のゲレンデ等を含む。

4) 王子地の大地形の判定

平地を有する分割の場合，平地地形が三角i川と三角出以外のどちらに属する

か判定する。前者の場合データ表に“oI"と表記する。後者の場合，なにもし

ない。すなわち，この場合，プログラムは，三角洲以外の平地と自動的に判定

する。
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5) 包関のJIIの判定

区間のJIIを線のJIIと掘のある)11に大分類した上で，中高のある)11を次のように

細分類する。

a 線の)11(00) 

b 水理計算を行うには無理があると思われる自然海JII(01) 

C 水理計算が可能な自然河川 (02)

d 等流計算が行われている改修河川1(03) 

E 不等流の計算が行われている改修河川 (04)

なお，種類 eの川をj可道貯留関係河川と以後呼ぶことにする。

判定結果は，データ表に記入する。

手順18 分割の山の地質の判定

地質閣を流域分割閣に重ね合わせて，分割の山の地質を次の分類で判定し

データ表に記入する。

a 貫入火成岩と変成岩(10)

b 熔岩 (20)

C 堆麓岩普通 (30)

火山性 (31)

d 砕屑物普通 (40)

火山性 (41)

対象部分に 2種類以上の地質がある場合，単純に，自分量で面積率の一番大

きい方で代表させる。中間の分割の場合は，左右岸別に判定する。

この判定は，縮尺10万分の lの地質閣を 4倍に拡大して縮尺2.5万分の lの

流域分割問に重ね合わせて行うと雷うのが通常の考え方であろうが，次に述べ

る原始的な方法を行うと良い。

①流域分割国の四隅の十字印から対角線を51く。

②地質図の園郭の間関から対角線をヲ|く。

③下に地質問を龍き，その上に流域分割図を持って来て，両対角線が一致する

ように重ね合わせる。

④対角線の交点を P，地質問の地質境界線上の任意の I点を pとする。

⑤ Pから pに向け直線を引き，さらに延長する。

⑥距離 Ppを4倍した距離，すなわち 4x Ppを延長線上に落とすと，地質図
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の地質境界点を流域分割歯に移すことが出来る。

⑦適宜，地質留の地質境界点を流域分割閣に移して行き，各点間をスケッチで

結んで行けば，地質圏の地質境界娘を流域分割図に描くことが出来る。

③この際，三角スケールを用いると能率的に作業が行える。

手}I頂19 分割が属する作柄表示地帯の判定

流域の水稲栽培が農林水産省の統計情報部が定めた都道府県別の作柄表示地

帯のどれに属しているか，表 8を用いて判定する。

最上流の分割でその水系がどの作柄表示地帯に属しているか判定し，データ

表に記入する。水系金体が悶ーの地帯に属している場合，以後の分割について

表記する必要はない。途中で変わっている場合，変わった最初の分割で再表記

する。

8 土地利賂の測定(手顕20~22)

手}II実20 分割の土地利用の抽出

1) はじめに

地形図上で色分けされた分割の土地利用の面積と山林内を通過する一般道路

と鉄道の長さを園上で直接測定するのは難しいので¥A4判の高級中原口のト

レーシング・ペ…パに，地形園の塗り分けを行った色と同じ色の硬貿色鉛霊堂を

用いて，抽出する。これを土地利用抽出票(以後単に抽出票)と呼ぶ。

2) 土地利用の抽出

(1) 平地

平地の場合次の土地を抽出する。

a 水田地帯

b 畑作地帯

C 平地林帯

d 市街地帝 後述 (3)の市街地の細分類に掲げた土地を市街地帯とする o

e 高速道路 盛土間・切取面・サービスエリア・付帝道路等の一切の関連

施設を含む。

f 静水面 JIIに連ならない湖・池・沼 ダム・堰の貯水池を言う。

g 崖 三角州以外の平地では，ある平地とある平地の境目が崖地に

なっていることが多い。
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表 8 都道府県別の作柄表示地帯

北海道 石狩 0101 栃木 jと音E 0901 愛知 尾張 2301 愛媛 9=>'Y 3802 
愛知 02 中部 02 商ニi可 02 南予 03 
上川 03 南部 03 東ニi可 03 高知 安芸 3901 
留萌 04 群馬 中毛 1001 二重 中北勢 2401 中央 02 
渡島 05 jヒ毛 02 商勢 02 {路多 03 
f富山 06 東毛 03 伊賀 03 干高岡 福岡 4001 
後志 07 I奇ヨ2 平坦南部 1101 滋賀 湖南 2501 北九州差是 02 
月E振 08 平土日北部 02 i拐北 02 筑豊 03 
自主主 09 山間 03 京都 1菊部 2601 北筑後 04 
十勝 10千葉 京葉

喝芙夜
北部 02 南筑後 05 

網走 11 東下総 大絞 2701 佐賀 佐賀 4101 

青森 青森 0201 九十九H!. 03 兵E草 県南 2801 松ifll 02 

津軽 02 外房 04 県北 02 長崎 商彼 4201 

南部 03 東京 東)j; 1301 淡路 03 東南部 02 

下北 04 神奈川 神奈川 1401 奈良 奈良 2901 県北 03 

岩手 北上川上流 0301 新潟 下越 1501 吉野 02 五島 04 

北上川下流 02 中越 02 和歌山 紀北 3001 を岐 05 

東南部 03 魚、A 03 紀中 02 対馬 06 
下関伊 04 上越 04 紀南 03 熊本 県北 4301 

北部 05 佐渡 05 鳥取 東部 3101 阿蘇 02 

宮城 南部 0401 富山 呉東 1601 商音日 02 県南 03 

中部 02 兵問 02 島根 出雲 3201 天草 04 

北部 03 石川 加賀 1701 石見 02 大分 北幸1¥ 4401 

東部 04 能主主 02 隠岐 03 湾岸 02 

秋証l 県北 0501 福井 嶺jヒ 1801 問山 南部 3301 大野直入 03 

中央 02 畿南 02 中北部 02 南部 04 

県南 03 山梨 医i中 1901 広島 ~5ヨt3C 3401 日間 05 

山形 村上 0601 君f，内 02 術後南 02 宮崎 広波沿海 4501 

最上 02 長野 東信 2001 係H&~と 03 広域篠島 02 

震R易 03 務{百 02 山口 東部 3501 mi北山間 03 

庄内 04 中{言 03 西部 02 鹿児烏 薩摩半島 4601 

福島 中通り北部 0701 北{言 04 長北 03 出水i窪摩 02 

中通り南部 02 岐阜 間i菊j良 2101 徳島 北部日 3601 伊佐始良 03 

j兵通 03 中j良 02 南部 02 大限半島 04 

会津 04 耳~:iJ農 03 香川 東談 3701 熊毛 05 

茨城 北部 0801 飛騨 04 中談 02 大島 06 

鹿行 02 静i潟 京都 2201 mï~賛 03 沖縄 北部 4701 

南部 03 中部 02 島しょ 04 中南部 02 

西部 04 渡部 03 愛媛 束十 3801 八重山 03 
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h 野原 上記のどれにも属さない土地を言う。

(2) 山

山の場合，次の土地を抽出する。

a 水田地帯

b 畑作地帯

C 市街地帯 平地の市街地の細分類の仕方と同様。

d 高速道路 平地と同様。

e 露岩地 岩や崖記号の土地。

f 静水面

g 荒廃山林地皆伐や自然災答により荒廃した山林

山地林帝を抽出しない理由は，全体の面積から山地林帝以外の土地利用の種

類の合計面積を差LiJlいて山地林帯面讃とする手法を取るためである。

(3) 市街地の縮分類

抽出した土地の利用が市街地帯の場合，さらに次のように細分類する。掲げ

られた種目に一致しない土地がある場合，一番性質が似通っていると思われる

土地に読み替える。

a 中高層建物街 (01)

b 密集建物街 (02)

C 散在建物街 (03)

d 樹木に臨まれた居住街 (04)

E 点在建物街・空き地 (05)

f 学校 (06)

g 病院 (07)

h 工場.i.晶室・畜舎 (08)

公園 (09)

j 運動場 (10)

k 寺院・神社・墓地 (u)

I 特に広い幅の一般道路や鉄路(12)

分類された土地の自分量の 1%単位の割合を抽出票上の該当部分に記入す

る。この際，合計量が100%丁度にならなければならない。

中間の分割の場合は左右岸別に行う。

この市街地の細分類の作業は 必ず抽出作業時に行う。
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3) 山林通過の一般道路・鉄道の抽出

山林地を通過する一般道路を以下のように細分類しながら抽出する O

a 111高13m以上の道路

b 幅5.5~13m の道路

c IIJIII3. O~5. 5mの道路

d 幅1.5~3. Omの道路

e 隔1.5m以下の道路

一般鉄道は，単線の場合Illlii3.O~5. 5mの道路，複線の場合幅5.5~13m，新

幹線鉄道の場合 13m 以上の道路と同等~腐の道路と見倣し一般道路の長さの

欄に記入する。道路や鉄道が崖に面している場合は 崖の一部と見倣し抽出

しない。

手順21 分割における面積の測定

面積は，抽出票上で，多機能プラニメータを用いて， km2単位で，小数点以

下 4桁まで測定する。結果は 抽出禁の該当部分に記入する。

手}II真22 分割における長さの測定

長さは，抽出票上で，多機能プラニメータを用いて， 1m単位で測定する O

結果は，抽出票の該当部分に記入する。

(原稿受付2011年5月 2日，原稿受'理2011"1三 6月6日)
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