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各種地形図の体系的整備

一新1万分の1地形図の完成を中心として一

長岡正利(国土地理院)

��瑯獨����

1.はじめに

国土地理院では都市地域における景観･地形･都市

の機能等を適確に表現し得る新しい1万分の地形図の作

成のための技術的検討をここ2～3年にわたって進めて

きたカミ58年度末までに図の作成のための基本構想の策

定を終えあわせてこのための予算が新規に認められた

ことから東京都区内をほぼカバｰする地域の図19面

について去る3月末より一般への発売を開始した.

ここではこの新しい地形図の紹介とあわせて従来

より国土地理院が作成している各種地形図等の基本図に

ついて一般に最もよく使われている中縮尺地図を中心

として今後の整備の考え方を述べる.

従来より国土地理院が全国(又は主要な地域)を対象と

して整備を進めて来た基本図には一般になじみの深い

縮尺2万5千分の15万分の1等を始めとして各種の

ものがありその縮尺は2千5百分の1から3百万分の

1までの10種に及ぶ.ここではその縮尺及び名称に

対応させて各縮尺ごとにいかなる目的･性格を持たせ

いかなる地域を対象にどのような作成方法･表現の地

図を作成･刊行しているかについて第1表にとりまと

める.

なお国土地理院ではこのような基本図のほかに

特定の事象又は概念を表わす主題図として土地利用図

土地条件図沿岸海域地形･土地条件図等のほか火山

基本図湖沼図等の作成を進めてきているがこれらに

ついては機会を改めて述べたい.

2.国土地理院が作成する基本図について

地図はその縮尺･内容･作成の方法等によってそれ

ぞれ分類されている.例えば縮尺による区分として

は大･中･小縮尺図作成の方法による区分としては

実測図･編集図カミある.地図の内容･用途に着目した

区分としては一般図(特定の中題にとらわれずに地形及び

地表対象物の全般にわたり網羅的に表現した汎用目的の地図)

に対赤して特殊図あるいは主題図(土地利用等の特定

の事象又は概念を表わす地図)かありほかに国土に関

する基本的な地図としての意味からのr基本図｣という

考え方かある.

基本図とは国土の全域又は主要部について統一し

た規格及び精度で体系的に整備される各種縮尺のシリｰ

ズの地図でいろいろな地図の基図とたる最も基礎的な

地図であり明治初期以来の歴史のうえに立って建設省

国土地理院がこの整備を進めて来ている｡基本図は

各縮尺の制約の範囲内でできる隈ゆ詳細かつ明瞭に地

表の形象を表示した地図でありひろく汎用目的を持ち

高精度で作成されていることからその縮尺に応じて

国土の利用保全等に関する事業計画広域的な計画･

行政施策等の策定に際して活用されるとともに学術研

究･調査のための基礎資料としてあるいは登山ノ･

イキングにおける等広く一般にも利用されている.ま

た公共機関や民間で作られる各種の地図の基図として

も利用されている.

3一中縮尺基本図作成の歴史

近代的測量方法によるわが国の地形図整備は明治13

年に関東地方の2万分の1迅速測図を平板測量によって

作成したのカミ始まりである.これ以降わが国の地図

整備は5万分の1地形図を代表とする何種類かの基本

図を中心に展開されてきた.その経過の概要は次のとお

りである.

3-1.1万分の1地形図

1万1の1地形図の整備は全国的な計画で行われたこ

とはない･明治半ばの海防要塞地帯の測量に始まり

大正時代には主として陸軍の演習場地域について実施さ

れた.その後昭和初期には軍用図としてではなく

一般用としての大都市の測量に着手され昭和20年以降

には全国の主要都市の測量も実施されるようになって

多色刷で地番の入った地形図カミ刊行された･

昭和35年以降は5千分の1等の大縮尺国土基本図の

作成に伴い1万分の1地形図の作成は中止された.

なお58年度末以降本稿の主目的とする新1万分の

1地形図の作成カ欄始されたがこれについては後述

のとおりである.

3-2.2万分の1及び2万5千分の1地形図

全国的規模での地形図作成に着手されたのは前述の

明治13年の参謀本部によるr全国測量計画｣に始まる･
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策1表国土地理院が刊行Lている(計画中のものを含む)基本図の体系(文献3により一部加筆)

種別�縮尺･名称�刊行図葉数�色数等�目的･性格�作成方法�対象地域

大�1:2,500�3,568面�1色�統一した規格､精度の大縮尺地形図で､国土の利用､�写�都市計画区

縮�国土基本図��線表現�保全等に関する具体的な施策及び各種事業計画に資す��域等重要地

����る一方､公共測量における大締尺地形図作成技術の向�真�域

尺�1:5,O00��1色�上､規格･精度の統一に資するとともに測量の重複の�測�平野部及び

地�国土基本図�7,505面�線表現�排除等､測量行政上重要な役割を果している｡�旦里�その周辺地

形������域

図��ユ9面����

��(約2万km2��1:25,OOO地形図を補完する詳細な都市地域の基本図��主要な都市

�1:10,OOO��5色�として､都市化社会における都市問題に対応する諸施�編�地域

�地形図�'について逐����

��次作成)�線･面一表現�策等に資するとともに､一般ユｰザｰにとっても汎用��

����性のある一般図である｡�集�

����国土の全域を統一した規格･精度でカバｰする最も縮�写�国土全域

�1:25,000��3色�尺の大きな国の基本図である｡広域的な調査､計画及��

��4,428面��び行政､教育､レクリエｰション等各方面に広く利用�真�

中�地形図��線表現�され､また､1:50,000地形図及び各種地図の基図と�測�

縮����なるものである｡�且里�

尺����現行は､1:25,000地形図と同じ線表現の地図である��〃

地�1:50,000�1,249面�4也申1�が､都市､集落､交通網､土地利用の状況などの景観��

形�地形図��線表現�を見やすくして､広い分野の利用に供するため､面表��

図����現の地図に移行することを検討中.��

����行政､土地利用計画等の広域化や一般ユｰザｰの行動圏の��〃

�1:100,000��4色�拡大に対応するため､図上で1㎝が1kmという把握し��

�地域図�3面*2�線表現�易い尺度で､複数の都市が形成している圏域の全体像�編�

����を1図葉に包括していることを特徴としている｡��

�1:200,OOO��6色�1府県ないし数府県程度の広範囲を1図葉に包含する｡��〃

�地勢図�129面�面表現�山地にかげをつけて土地の起伏を見やすくし､道路網��

小����鉄道網などを概観できる地図��

締�1:500,OOO��4色･線表現�北海道､東北､関東甲信越､中部近畿､中国四国､九�集�〃

�地方図�8面�9色･面表現�州及び小笠原･南西諸島の7地方を地方別にした地図で､��

尺����4色刷と9色刷の並列発行��

地�1:1,000,000�3面�4色･線表現�全国を3面に収めた地図で､日本字版を4色刷､英字��〃

図�日本��12色･面表現�版(国際図)を12色刷として､並列発行��

�1:3,000,000�1面�12色�日本の周辺部を含み､日本全域を1図葉に包含して､��〃

�日本とその周辺��面表現�日本の地理的位置を明らかにした図��

*1今後､多色刷･面的彩色表現様式のわかりやすい表現内容とした図を､都市及びその周辺地域について作成することを検討中

*2今後､全国を対象として作成することを検討中

(注)線表現とは主に両線による表現としているものをいい面表現とは両線によるほか面的彩色を加えているものをいう.

これ以降数年間という当時としては極めて短かい期間

で関東平野及び大阪平野の主要部について2万分の

1地形図が作成された｡これらは共に正規の三角測

量に基づかたい迅速測図法によるものであったが明治

18年以降は当時進められつつあった全国の三角測量の

成果に基づく正式2万分の1地形図の測量が行われた.

当時作成されたこれらの図には近代化が進められる

以前の日本の国土の様相がそのまま反映されており極

めて興味あるものである･平野部における表層地盤の

調査等においても市街化が進められる以前の各地に

残っていた湿地河川の蛇行等カミそのまま表現されてい
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ることから大きな利用価値カミある.

明治23年には国の財政的理由等から基本図の縮尺カミ

5万分の1に改められ2万分の1の測量は特設地区に

限り続けられた.明治43年にはこれが2万5千分の1

に改定され作業は細々と続けられたものの昭和13年

には中止された.

2万5千分の1地形図の測量カミ再開されたのは昭和25

年であり28年のr基本測量長期計画(第1次)｣では2

万5千分の1地形図の全国整備が定められた.この頃

には測量の方法が平板測量から空中写真測量に移行し

たことに伴って図は山岳地帯のものについても均�
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第1図

地形図作成の歴史(局地的に作成された各種の図は除く)
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一かつ高い精度のものと狂った.昭和40年代に入って

事業は本格的に進められるとともにかつての平板測量

によって作られた地形図の改測も進められ昭和58年に

は北方領土及び竹島を除く全国の地形図整備カミ完了した.

これは明治13年の2万分の1地形図による全国測量計

画の構想以来実に103年目のことである.

3-3.5万分の1地形図

前項で述べたように明治23年には国の基本図は5万

分の1に改められた､さらに28年の｢全国測量長期

計画｣において30年間で5万分の1地形図の全国整備

を行うこととされ事業は実質的には同年より進めら

れた･なお北海道においては明治中期に全域の仮

製図か作成され大正年間に基本図が完成するまで広く

利用された､5万分の1地形図の整備は大正5年に

は北海道及び一部離島を除いて完了された.北海道に

ついては経費の不足による計画の遅れを補うため測

量の精度を下げて実施された･これにより大正13年

には一部離島を除いて全国の測量を完了した.なお

当時までの測量方法は平板測量である.

当時までの地形図には前述の2万分の1地形図にお

けると同様現代の都市化の進展の中に完全に隠されて

しまった平野部の微地形やかつての土地利用等が忠実に

表現されていることから各種の調査･研究のための重

要な資料として重用されている.(第7図参照).

第二次大戦後米軍はわカミ国の全土にわたって4万

分の1杢中写真を撮影(この写真も上と同様の意味から平野

部の微地形調査に活用される.第2図参照)しあわせて

写真測量による5万分の1地形図を作成した.その後

これらの資料を活用して日米両国で使用するための5

万分の1特定地形図が作成されこれと相前後して従

来の平板測量による図の改測作業カミ進められた.この

閻新たに実施されていた2万5千分の1地形図の作成

ともあわせて短期間に膓大な事業を推進するため測

量･地図作成作業の外注化が促進され民間測量会社の

技術向上に大きく貢献した.昭和39年以降は5万分

の1よりも縮尺の小さ狂図は写真測量による2万5千

分の1地形図から編集によって作成されることとなり

翌年より着手された.これにより精度が高くかつ均

一な各種地形図が作成されるようになった.

以上中縮尺基本図作成の歴史の概略を述べたがこ

れをとりまとめかつ夫々の時代の地図に用いられた

図式を対比させると第1図のとおりとなる.

4･中縮尺基本図整備の今後の考え万

基本図を含めてすべての測量の基礎となる測量で

建設省国土地理院が行うものは基本測量とされ建設大

臣は基本測量に関する長期計画を定めることとされてい

る(測量法第12条).近目中に決定･公示される予定の

r第四次基本測量長期計画｣によれば59年度以降今

後10ケ年間における基本図の整備計画は次のとおりと

されている･たお1万分の1地形図については第

5項で述べる.

4-1.2万5千分の1地形図

同図は昭和58年までに4,428面の全国整備を終えた.

今後とも統一した規格で全国を覆う最も縮尺の大きな

地形図として地表の変化に応じて内容の修正又は改測

を進めていく.修正は平野部については3～5年

山間部については10年を目途に行うこととしている.

4-2.5万分の1地形図

2万5千分の1地形図の整備計画にあわせてこれを

基図として5万分の1地形図の修正等を進める.

一方写真測量による2万5千分の1地形図の全国整

備の完了を契機として5万分の1地形図は従来の線

画表現様式に対して面的彩色表現様式を取り入れてよ

り親しみやすく利用しやすい内容とする.この新し

い図の作成は当面都市及びその周辺地域から進める

がその他の地域については従来の様式の地形図を引

き続き刊行する.

4-3.その他の基本図

交通網の発達による行動圏の拡大等に対応するため

複数の都市を概観するための10万分の1地形図を今後

新たに作成する.

なお従来の20万･50万･100万･300万分の1の各種

地図は今後とも現況に即した内容を保持するため

修正又は改編集を行う.

5.新1万分の1地形図の作成

5-1.その必要I1生

これまで述べてきた各種の基本図のうち全国を対象

として作成されている最も縮尺の大きな地図である2万

5千分の1地形図を利用者の立場に立ってみた場合山

地や田園地帯にあっては細い道や散在する個々の住宅も

ほとんど表示され精度の高いガイドマップとしての役
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(昭和22年米軍撮影.1/40,000)

第2図沖積平野の調査のための空中写真の活用例.

両写真はいずれも東京都北区赤羽～埼玉県川口市の西側地域.

写真上方は蕨駅中央下に荒川左下は現在の高島平団地の一

角.

左の写真では荒川放水路(現在の荒川)が開きくされる以

前の旧荒川の蛇行と周辺及び北側の多くの自然堤防や上端の

旧河道カミ明瞭であるが右の写真ではそのいずれもカミ市街地

(昭和54年撮影.1/40,000)

につつみこまれ地盤条件の良否及び微妙な高低差が反映され

る微地形は不明となっている.なお左の写真には低湿地

のため水田としての利用しかなされていなかったかつての高島

平の往時の状況がよく表われている.

割りを果たしている反面都市部についてはその縮尺

上の制約からかたりの省略表現を行わざるを得ないのカミ

現実となっている.例えば住宅密集地は一定のパタ

ｰン化がなされ細かに入り込んだ生活道路は多くか省

略され加えて全面が市街地となっている地形図の中

では等高線はまったくと言ってよい位に読み取れない

等市街地における使用特に地形の調査のためには致

命的な難点を有していた(末尾の各図参照).一方都
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市地域の多くには既に大

縮尺の国土基本図や都市計

画図が作成されているが

これらでは逆に1枚の

図に包括される範囲が狭す

ぎる等の大縮尺ゆえの使い

づらさがある.

このため国土地理院では

市街地における使用を前

提とした都市の基本図とも

いうべき地形図の作成につ

いて数年前より試作･研究

を進めて来たが冒頭に述

べたとおりこのほど完成し

発売できる運びとなった.

新しい地形図の縮尺を1

万分の1としたのは高度

に開発された都市の景観を

省略することなく表現でき

る最小限の縮尺が1万分の

1であることによるもので

ある.
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第3図

1万分の1地形図整備計画区域(首都圏)
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長岡正利

5-2･新1万分の1地形図の内容

この地形図は前述のとおり都市の景観的構成を詳

細かつ適確に図に表現することを第一の目的としている.

例えば建物については短辺4m以上のものはすべて

表示し都市の貴重な窒間である公園･緑地については

園路や植栽の状況までを表現している.このほか都

市の機能についてもある程度把握できるための配慮(例

えば3階以上の建物･公共建物･商店街等を区分)を行ってい

る.これらにより従来の地形図では判読がむずかし

かった住宅密集地域の詳しい状況を始めとして都市の

景観をあたかも航空写真を見る如くに多色刷の地図の

上に読みとることかできるように在った.

また地形の表現については従来の2万5千分の1

等の地形図では記号化(パタｰン化)された市街地にあ

っては等高線を読みとることが殆んど不可能であったも

のが新しい地形図では等高線を黒建物の表現を淡

い茶褐色とすることにより両者の視覚上の分離が容易

となるようにした･等高線間隔は平垣な地域では1m

(主曲線2皿､補助曲線ユm)でありこれによって従来

の地形図では認識が不可能であった東京のような起伏に

富む都市の微妙な地形を初めて地形図上で詳しく知る

ことカミできるようになった.

これらの特徴によりこの新しい地形図は今後都

市の再開発防災等の各種計画策定のための基礎資料あ

るいは各種調査に際しての資料として各方面において

広く活用されることが期待される.

一方従来の地形図には載ってい次かった図書館病

院銀行デパｰト等を始めとして日常生活に密着し

た各種施設を記号によりきめ細かく表示し町･丁目界

と地番を入れ携帯に便利放ように折り図とする等こ

れまでの国土地理院の地図には見られないような利用

者の立場に立った工夫を随所に施していることから一

般の利用者にも都市のガアドマップとしての広汎な利用

が期待できる.

なお新1万分の1地形図は地方公共団体の作成に

よる都市計画図(1/2,500)を基図として編集により

作成を進めていくこととしている.これは後述の作

成対象地域についてなるべく短期間のうちに少ない経

費で事業を進めるために取られた措置である.すでに

我か国の都市域の推定6～7万km2においては都市計

画法に基づき各地方公共団体による都市計画図の作成

カミ造められておりこの図カミ国土地理院による指導

共同作成事業の推進等により精度･規格ともにほぼ満

足すべき水準となっている.そこでこのようた作成

方法としたものである.

5-3.新1万分の1地形図の整備方針

この地形図は今後10ケ年において三大都市圏の都

市地域及び全国の県庁所在地等の約2万km2を対象とし

て整備を進めその後は5年周期を目標に修正を行って

行く計画である.関東地域については第3図に示す

とおり昭和60年までに完了する予定である･

ここで対象地域を2万km2としたのは主に次の理

由による.

①2万5千分の1地形図においては縮尺の制約から

市街地は総描(総合描示;一種の記号化)を行っているカミ

これカミ都市域における地図利用上の著しい障害となっ

ている.この総描面積カミｰ図葉の10%を超えるもの

は86面5%を超えるものは201面(約20,100km盆)で

ある.

②一定以上の国庫収入カミ見込める回として2万5千

分の1地形図の年間平均売上げ枚数を見ると2,000

枚以上の地域は登山の対象地域を除げば約230面

(約23,000km2;三大都市圏の大部分及び県庁所在地の一部)で

ある.

③これらの地域は基図となる都市計画図が既に作成

されている地域でもある.

この新しい地形図は5色刷の折図で定価は350円と

放っており既に全国で国土地理院の地図を販売してい

る書店に並べられているので今後皆様方の公私にわ

たる積極的な利用を希望するものであります.狂お

文中で述べた明治初期以来の各種地形図は国土地理院

において((財)日本地図センタｰに移管することを検討中)謄

本交付により入手(原寸コピｰ200円)することができます･
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策5図1万分の!地形図における表現の例(オフィス街と都

市公園)

下は1万分の1地形図r日本橋｣の一部.東京駅～霞ケ関界隈

右は2万5千分の1地形図r東京首部｣の一部.下図の範

囲を黒ワクで示す.

面図の比較により特に説明の必要もないが下図では現

代の都市の景観か精繊に表現されていることカミ見てとれる.
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第6図1万分の1地形図における表現の例(住宅密集地域に

おける地形の表現)

下は1万分の1地形図r品川｣の一部､東京都大田区洗昆池

付近.

右は2万5千分の1地形図r東京西南部｣の一部.下図の

範囲を黒ワクで示す.

この付近は洪積台地の末端にあたり浅い谷が入り込んでい

る･これらの地形は上図ではほとんど判読できないが下図で

は明瞭に指摘できる.ほかに個々の家屋の表示や市街地の中

の道路の重要度が自ずと判明する(2万5千分の1では一定

の幅に記号化されている.)こと等が特記できる.
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策7図

河川の周辺)

下は1万分のユ地形図r赤羽｣の一部荒川と

隅田川の分流点周辺.

右上は大正6年測図右下は現在の2万5千分

の1地形図｢赤羽｣

右上図はかつて荒川放水路の開きく工事が進

められていた頃の赤羽駅周辺である.当時の赤羽

はわずかの街並みが見られる程度であり周辺

には無堤の原始河川的な荒川及びこの旧河道カミ見

られる.この種の初期の地形図は都市化が進

行する以前のわが国の平野部の地形･地盤条件を

忠実に反映しておりこの例示としてここに掲げ

た.

現在の2万5千分の1図と1万分の1図の情報

量の多寡表現の方法については改めて言うまで

もない.なおこれらの図の左端が第2図の右端

に相当する.
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