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　ＧＩＳ（地理情報システム）は、社会に

とって最も基盤的な国土の地理情報を処

理・解析するコンピュータシステムを基

本としており、次世代の情報化社会を迎

えるにあたって不可欠な技術である。し

かし、数値地図や国土数値情報などの基

盤的なデータ整備が進む一方で、データ

の相互利用が進んでいないなど、ＧＩＳ

のメリットが社会の中で十分認められて

おらず、期待されているほどの市場形成

と経済振興につながっていない。 

　本研究は、地方自治体や民間企業の

協力のもと、特定のモデル地域において、

国・地方自治体のデータや民間データな

どのＧＩＳデータを数値地図などの基盤

データに統合する実験を行い、汎用的・

実用的なＧＩＳアプリケーションの開発

等を行うものである。 

　Geographic Information System 
(GIS) is a computer system to process 
and analyze geographic information 
that is one of the most fundamental 
kinds of information for the society. 
GIS is therefore considered to be 
an indispensable technology for 
the future generation information 
society. While fundamental geospatial 
data sets such as Digital Map series 
data and National Digital Land Infor-
mation have been developed, data 
sharing has not been well developed 
between different GIS users. Con-
sequently, the advantages of GIS are 
not widely recognized, and GIS 
business and markets fall short of 
expectations.
　This study experimentally integrates 
different GIS data sets including 
central/local governments data and 
private company data with base map 
data such as Digital Map data at test 
sites in cooperation with local 
governments and private companies 
to develop useful and practical GIS 
applications.

■ＧＩＳ次世代情報基盤を実現するために必要な3つの要素 
Three required elements for the realization of 
GIS next generation information infrastructure

●建設行政内で共有すべきコアデータを 
　整備することで、建設行政内での二重投
　資を避けることができ、データの整備が
　進む。 

Structuring of core data to be shared 
within construction administration 
prevents overlapping investment and 
enables progress in terms of data 
structuring.

●国土インフラの大部分を占める情報を
　持つ建設行政において整備されるデー
　タは、国土空間データ基盤の主要な部分
　を占めるものとなる。 

Data to be structured by construction 
administration, which possesses 
information concerning the majority of 
national infrastructure, will account for 
the main portion of the National Space 
Data Infrastructure. 

●国際標準との整合を図りつつ、日本の国
　内標準を作成する。それを受ける形で
　建設行政における標準を体系的に整備
　する。 

Japanese domestic standards are to 
be established, while coordinating 
with international standards.  On this 
basis, standards within construction 
administration are to be systematically 
prepared.

●全国の自治体におけるＧＩＳ推進のため
　にも、建設行政での標準づくりは、強いリ
　ーダーシップのもとに早期に行われるこ
　とが望まれる。 

It will also be desirable from the stand-
point of GIS promotion in local govern-
ments throughout Japan for strong 
leadership to be exerted in terms of 
the early development of standards in 
construction administration.

●データの利用を促進するものとして、メタデータ・クリアリング
　ハウスの整備が進められている。しかし、データの精度保証な
　どがネックとなり、提供側と利用側の間が埋まってこない。 

The preparation of metadata and clearinghouse is being 
pursued as a means of promoting data usage.  There are, 
however, bottlenecks in terms of ensuring data precision, etc., 
and gaps remain between the providing side and the user 
side.

●データの提供者と利用者をつなぐ中間的役割を担う新たな主
　体の出現が、流通を大きく促進する可能性がある。 

The appearance of a new entity playing an intermediary role 
that connects providers with users might greatly promote 
distribution.

●データ提供者にとってのメリット  Benefit to data providers
　→安心してデータを公開できる  Data can be safely disclosed
●データ利用者にとってのメリット  Benefit to data users
　→安心してデータを入手・利用できる  Data can be reliably
                                                                   obtained and used

標準、ガイドライン等  Standards, guidelines, etc.

建設基盤データ  Construction infrastructure data 

流通の仕組み  Distribution framework

分野ごとの標準  Standards in each area

建設行政における標準、指針等 
Standards, guidelines, etc. within construction administration
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 国土空間データ基盤（ＮＳＤＩ） 
National Space Data Infrastructure (NSDI)

データ利用者 
Data users

データ提供者 
Data providers

●利用者の目的に合ったデータ提供 
Provision of data meeting users' needs

●データの精度等に関する説明 
Explanation regarding data accuracy, etc.

中間的役割を担う新たな主体 
New entity to share role of intermediary

建設基盤データ  Construction infrastructure data
●キーフレームとなる共有基盤情報 

Shared information infrastructure as the key framework
●建設行政に関係する組織で役割分担して整備 

Preparation by means of division of responsibilities among
construction administration-related organizations

●民間データの活用も視野に入れる 
Utilization of private sector data also considered
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汎用的・実用的ＧＩＳアプリケーションの開発 
Development of useful and practical GIS applications

「位置」に関連する 
さまざまな地理情報 

Various geographic information

モデル地域における実用実験 
Experiments at test sites

官民を通じたＧＩＳデータの円滑な共有及び流通の実現 
Realization of efficient GIS data sharing and distribution between government and private sectors

行政の情報化の進展 
Progress of information-oriented administration

行政サービスの向上 
Improvement of administrative service quality

電子化した地図データ 
Digital Map data

新産業の創出 
Creation of new industries

市場の飛躍的な拡大 
Significant expansion of GIS market

開発コスト縮減 
Cost reduction of GIS development

情報に対する効果的な投資 
Effective investment on information

統合               Integration

人工衛星データ 
Satellite data

主題図データ 
Thematic map data

統計データ 
Statistical data

空中写真 
Aerial photography

道路・河川台帳データ 
Road and river management data

各種データベース 
Various databases 

担当●国土地理院　測図部写真測量技術開発室　佐藤室長　0298-64-1111 （内5531） 
国土技術政策総合研究所　高度情報化研究センター情報基盤研究室　奥谷室長  0298-64-2211 （内3821） 

Person in charge: Mr.Sato, Head, Photogrammetric Engineering Research Office, Topographic Department, Geographical Survey Institute 0298-64-1111 (extension 5531)
Mr.Okutani, Head, Information Technology Division, Research Center for Advanced Information Technology, 
National Institute for Land and Infrastructure Management 0298-64-2211 (extension 3821)

共同研究 
Joint Public-Private Research
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ＧＩＳ関係省庁連絡会議 

Conference of GIS-related
 ministries and agencies

国内標準（ＮＳＤＩ標準及び整備計画） 
Domestic standards (NSDI standards and development plans)

道路ＧＩＳ 
主題地図データ 

Road GIS
thematic map data

河川ＧＩＳ 
主題地図データ 

River GIS 
thematic map data

都市計画ＧＩＳ 
主題地図データ 
Urban planning 

GIS thematic map data

○ＧＩＳを活用した次世代情報基盤の活用推進に関する研究
Research on utiliation of next generation information infrastructure for GIS

宇宙・情報技術等による国土管理高度化技術の開発に関する研究
Research and Development for Advanced National Land Management
by Space / Information Technologies


