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地質調査船｢ 白嶺丸｣ と海洋地質研究1 自嶺丸と太平

洋. 以下時計回りに示します, 伊豆･ 小笠原諸島, 硫黄

島南方マリアナトラフ( 水深3 , 8 0 0 m ) の枕状溶岩, 宍道

湖岸で見られる多量のヤマトシジミ貝殻, 南極大陸から

堆積物やペンギンを運ぶ氷山, 音波探査による海底地

質断面図, 明神海丘( 東京南方4 0 0 k m ) の熱水硫化物鉱

床. 詳しくは, 本文の特集をご覧下さい.

( 写真と文; 海洋地質部, デザイン: 河村幸男)
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話のながれ



1. 日本周辺海域航海（GSJ; 1974～）白嶺丸ほか 
　　　採泥・ドレッジ・地形・SBP・音探・重磁力　　 

2. 沿岸海域の地質・活断層調査（AIST; 2007年～） 
　　　陸域調査・採泥・地形・SBP・音探・重磁力 

3. 南極航海（石油公団; 1980～1999）白嶺丸 
　　　採泥・ドレッジ・地形・SBP・音探・重磁力　 

4. 炭素循環航海（NEDO; 1990～1996）白嶺丸 
　　　採泥・採水・生物・空気・地形・SBP・重磁力　

GSJ関連の海域調査の概要



1. 白嶺丸（1974～1999年） 

PDR・プロトン磁力計・LaCoste重力計 

2. 第２白嶺丸（2000～2011年） 

       Hydrosweep DS・セシウム磁力計・LaCoste重力計 

3. 白嶺（2012年～） 

       EM122/710・セシウム磁力計・Micro-g LaCoste重力計

日本周辺海域航海 
地球物理関連データ

GPSは1990年に導入 
測位が安定したのは1996年頃
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海洋資料交換国内連絡会
各省庁／研究所／大学等 

↓ 
日本海洋データセンター 

Japan Oceanographic Data Center (JODC） 
↓ 

National Geophysical Data Center (NGDC)

1974～1992年 
MGD77フォーマットデータ 

Marine Geophysical 
Data Exchange Format 

水深、磁気異常、重力異常

平成28年時点のJODCへの提供状況 

  1. 水深・重磁気異常データ 

  2. 瀬戸内海の係留系データ 

  3. 海洋地質図等
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海底地形データ
白嶺 

ＥＭ122/710 
XCTD, CTD, 音速度計



海底地形データ処理
海中音速度データベース 
CARIS HIPS/MIPS 11.2 

音響ビーム補正・グリッド化など

沖永良部島西方



Ocean Data View

netCDF



Micro-g LaCoste 社製　船上重力計 
Air-Sea SYSTEM II　S-171型

重力データ

フィルタ処理 
エトベス補正 
ドリフト補正 
正規重力

フリーエア異常　→　ブーゲー異常
地形データ 
密度



Geometric社製 
セシウム磁力計 
G882型

磁気データ
テラテクニカ社製 
船上３成分磁力計 
SFG-2009型

8の字航走による 
船体磁気係数と 

三成分磁気異常の計算

日変化／船体磁気補正 
交点誤差の最小化 
IGRFによる標準磁場 

３成分磁気異常全磁力磁気異常



海洋磁気異常データベース

１．磁力計データの読み込み 

２．異常データの除去 

３．地磁気観測所データの読み込み 

４．日変化補正 

５．交点誤差の最小化と船体磁気補正 

６．国際標準磁場による磁気異常計算

MATLAB　コンパイル 
遅い・メモリを食う 
→ pythonに移植



重磁力異常データ

白嶺 (2012～) 
セシウム磁力計・船上重力計・GPS測位 

GMT, FORTRAN, awkなど 
専用PCで管理

白嶺丸 (1974～1999)、第2白嶺丸（2000～2011） 
　　　磁気異常：プロトン磁力計／セシウム磁力計 
　　　重力異常：船上重力計 
　　　　　測位：1996年頃からGPS測位が安定 
　　　　　　　　GPS以前は複合測位と対水速度で推測 

初期は測位データと共に磁気テープに記録 
GMT, FORTRAN, awkなどで処理 

専用PCで管理（CR80, egeo.datなど)



データアーカイブ

CR80　format
1983年以前は5分毎、1984年から1996年までは1分毎
すべてのデータは文字型で記述されており、1レコード80バイトで1920バイト毎にブロ
ック化されている。
最初の４レコードはヘッダー情報が入っている。

Header record No.1
Character Code Description
1         I1   Record Type "1"
2         I1  "1" for No.1 record
3-10      8A1  Cruise identifer (eg. GH91-A  )
11-12     I2   Survey Departure Year (eg.91)
13-15     I3   Survey Departure Day (Julian Day, eg. 171)
16-43     28A1 Port of Departure(eg. FUNABASHI, JAPAN            )
44-45     I2   Survey Arrival Year (eg.91)
46-48     I3   Survey Arrival Day (Julian Day, eg. 186)
49-76     28A1 Port of Arrival(eg. SAKATA, JAPAN               )
77-80     4A1  Available Data Identifer
               "NBMG", when navigational, bathymetric,
               magnetic and gravity data are in the file.

Header record No.2
Character Code Description
1         I1   Record Type "1"
2         I1  "2" for No.2 record
3-40      38A1  Magnetic Reference Field, Geodesic System, Time
 (e.g. IGRF85TOKYO GMT)
41-49     9A1   Gravity Reference Field (e.g. IAG1967)
50-57     8A1   Gravity Reference System (e.g. IGSN71)
58-59     I2    Year at Gravity Base Station
60-62     I3    Julian Day at Gravity Base Station
63-69     I7    Absolute Gravity Value at the Base Station
                (×0.1mgal)
70-75     I6    Gravity Reading by the Sea Gravimeter at the Base Station(×0.1)
76-80     I5    Drift Rate of the Sea Gravimeter (×0.01/day)

Header record No.3 and No.4
Character Code Description
1         I1   Record Type "2"
2         I1  "1" for No.3 record, "2" for No.4 record
3         blank
4-5       I2   Number of 10 degrees Identifiers
6-80      15(I4,1H,) 10 degree Identifier ("9999", if no more data)

Data Record
Character Code Description
1         I1   Record Type "3"
2-3       I2   Year
4-6       I3   Julian Day
7-10      I4   Time (GMT in minutes)
11        A1   "N" Navigational data
12-19     I8   Latitude   4046046 = 40.46046 degree N
20-28     I9   Longitude  13958521 = 139.58521 degree E
29        A1   "V" Velocity data
30-33     I4   Ship's speed " 374" = 3.74 kt
34-37     I4   Ship's course "2234" = 223.4 deg crockwise from North
38        A1   "B" Bathymetric data
39-43     I5   Uncorrected Depth (m), 1sec 2-way travel time=750m
44-48     I5   Corrected Depth (m)

CR80　format
1983年以前は5分毎、1984年から1996年までは1分毎
すべてのデータは文字型で記述されており、1レコード80バイトで1920バイト毎にブロ
ック化されている。
最初の４レコードはヘッダー情報が入っている。

Header record No.1
Character Code Description
1         I1   Record Type "1"
2         I1  "1" for No.1 record
3-10      8A1  Cruise identifer (eg. GH91-A  )
11-12     I2   Survey Departure Year (eg.91)
13-15     I3   Survey Departure Day (Julian Day, eg. 171)
16-43     28A1 Port of Departure(eg. FUNABASHI, JAPAN            )
44-45     I2   Survey Arrival Year (eg.91)
46-48     I3   Survey Arrival Day (Julian Day, eg. 186)
49-76     28A1 Port of Arrival(eg. SAKATA, JAPAN               )
77-80     4A1  Available Data Identifer
               "NBMG", when navigational, bathymetric,
               magnetic and gravity data are in the file.

Header record No.2
Character Code Description
1         I1   Record Type "1"
2         I1  "2" for No.2 record
3-40      38A1  Magnetic Reference Field, Geodesic System, Time
 (e.g. IGRF85TOKYO GMT)
41-49     9A1   Gravity Reference Field (e.g. IAG1967)
50-57     8A1   Gravity Reference System (e.g. IGSN71)
58-59     I2    Year at Gravity Base Station
60-62     I3    Julian Day at Gravity Base Station
63-69     I7    Absolute Gravity Value at the Base Station
                (×0.1mgal)
70-75     I6    Gravity Reading by the Sea Gravimeter at the Base Station(×0.1)
76-80     I5    Drift Rate of the Sea Gravimeter (×0.01/day)

Header record No.3 and No.4
Character Code Description
1         I1   Record Type "2"
2         I1  "1" for No.3 record, "2" for No.4 record
3         blank
4-5       I2   Number of 10 degrees Identifiers
6-80      15(I4,1H,) 10 degree Identifier ("9999", if no more data)

Data Record
Character Code Description
1         I1   Record Type "3"
2-3       I2   Year
4-6       I3   Julian Day
7-10      I4   Time (GMT in minutes)
11        A1   "N" Navigational data
12-19     I8   Latitude   4046046 = 40.46046 degree N
20-28     I9   Longitude  13958521 = 139.58521 degree E
29        A1   "V" Velocity data
30-33     I4   Ship's speed " 374" = 3.74 kt
34-37     I4   Ship's course "2234" = 223.4 deg crockwise from North
38        A1   "B" Bathymetric data
39-43     I5   Uncorrected Depth (m), 1sec 2-way travel time=750m
44-48     I5   Corrected Depth (m)

https://staff.aist.go.jp/r-morijiri/MyHome2016/yoreyore/GH/table2.html

森尻理恵氏HPより

磁気テープからメディア・フォーマット変換（初期） 
CR80形式（1974～1996年分） 
CR80→MGD77→JODCに公開



2012年度エネ庁委託事業によるGIS化

１．海域地質図のデジタル化とベースマップ作成 
２．反射法音波探査データのデータベース化 
３．地球物理データのデータベース化 
４．伊豆・小笠原海域の地質構造図作成及びその利用

３−１．GSJ航海の重磁力異常データ・測線のGIS化 
３−２．小笠原海域データのGIS化 
３−３．沖縄海域調査航海データのGIS化 
３−４．海中音速データのデータベース化





ArcGIS_ArcMap - ArcMap □ )<

示(V) ブックマーク（B) 揮入{I) 退択(S) ジオプロセシング(G) カスタマイズ(0 ウィンドウ(W) I\ルプ(HJ

也 りP 令▼ 11.I.778.436 v|1 乙=曰写零口炉 ；

:g: ＊ 咽団 ヽ圃9胆こ贔凸＄ 四 ；

］ソテンツ n x 

□ go 邑国
曰ヨー

日回GSJ調茸氾1繰GIS
田口重磁力探茸渕捏(GSJ抗活）
田回重滋力採豆渕埠親沖J地(GSJifit海： 5分間図l

日回沖縫海域GIS
田回1．音波探宜渕繰(GH08·09 ・10) (GSJ流活）
回回2.音波探茸渕棺(GH08·09 ・ 10) (G.!溝克海：始点·終点））
田回3．音波採茸暉(GHll) (GSJ試吾）

回4．音波採豆消埠(GHll) (GSJ航海：始点 ・ 終点）
田回5.重磁力採茸)1J智(GHll) (GSJ坑活）

� 6.重滋力探豆沙l埠親；,1Jl匡(GHll) (GSJ抗活： 5分間阻）
田回7．採泥親渕点(GH08)
田回8.採泥硯沙l点(GH09)
田回9．採泥親J!J点(GH10)
田� 10.採泥親消点(GK12)
□小笠原海墳GIS

田芯＾
・ー スマップ

回呑照

匹」属性 口x

レイヤ—: | ＜景上位レイヤー＞ 二

位置：
区］El

1 128.       27.      度(10道：1 ・

⑲ ▼ アタッチメント（1)

フィ ールド （匝
local name 704 

date 2012/09/10 
閉始8芍間   :  : 
若底8芍間   :  :
終了8芍間   :  : 
Date_and_Time 2012/09/10   :  : 
lat_ 27.
long_ 128.
Water _depth_m_ 636 

WO 638 
記載 礫
礫 <NULL>
貝 <NULL>
翼足穎 <NULL> 
腕足穎 <NULL> 
サンゴ <NULL> 
コケムシ <NULL> 
その他生物 <NULL> 
その他 <NULL> 
泥温 <NULL> 
泥量 <NULL> 
表暦水温
底暦水温  

< > 

1フィーチャを検索しました．

70UPG 
サイズ
711 KB 

X 

間く(0)

名前を付けて保存(S)_

すべて保存(1/) ．．

フォト ー 704.JPG

l 口� I () II < 

Q、 自 0 勺） 耳

.
_
.

 

(•〕検索 裟編集と作成v

□ X 

台共有 母

／ 

B
h
9
D
g

B
澪

乳
j

-

＾

 

＞
 

128.237 30.51度(10違）



1. GSJ関連の海域調査概要 

2. 海洋地球物理データ公開状況 

3. 海洋地球物理データ所内管理 

4. 将来展望

話のながれ



1. 重磁力データの整理・アーカイブ 

2. GPS導入前の測位データの見直し 

3. 海中音速度DBの完成 

4. 海洋磁気異常DBの完成 

5. 海洋重力データの見直し 

6. トレーサビリティ確保 

7. データ公開・異種データとの統合

将来展望（課題）




