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4．精度検証  

 3 次元モデルの高さ精度を検証するために，本研

究ではステレオペアにより㈱パスコが作成した

DSM (2010 年作成)と建物輪郭を使用した． 

Fig. 4 に本研究で作成した 3D モデルから得られ

た DSM と検証データの差分画像を示す．Fig. 5(a)
は対象地域内に，建築面積が 1,000 ㎡，高さ 40m を

超える大きな建物が立ち並ぶビル群の地区を示す．

太枠で囲まれた 20 棟の建物に対して，輪郭内にお

ける検証データの高さと推定高さの平均値を一棟

ずつ算出し，Fig. 5(b)にその比較した結果を示す．

推定高さの平均誤差は 0.4m，RMSE は 1.2m と精度

良く表現できている． 

また，Fig. 6(a)は建築面積 100 ㎡，建物高さ 30m
以下の建物が多く存在する地区を示しており，(b)
に検証データと推定高さの比較結果を示す．37 棟の

建物の平均誤差は-5.0m，RMSE は 5.9m である。建

築面積が大きな建物に比べ，建物が密集している分，

特徴点の検出等に影響があるため精度は低くなっ

た．誤差が著しく大きい箇所は，複数視点で見るこ

とができない端の部分や，建物間の影になった部分

である．3 次元モデルとして表現するのが難しいた

め，誤差が大きくなっている．また，航空写真の撮

影時期と検証データの DSM 作成時期が異なるため，

新たに建設された建物が存在し，その結果，高さの

誤差が大きくなっている箇所も見られた． 

5．まとめ 

 本研究では，複数の航空写真から SfM を用いて 3
次元モデルを構築し，座標情報を加えることでDSM
を作成した．ある程度大きな建物においては，かな

り精度良く高さを抽出できていたが，撮影環境や対

象物の大きさなどにより影響される誤差が大きい

ところもある。今後は，別の対象地域への適用や，

さらなる手法の改善を行いたいと考えている． 

謝辞：本研究で用いた航空写真は国土地理院，検証

データの DSM は㈱パスコより提供いただきました．

記して謝意を表します． 
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Fig. 4 Difference image between the DSM obtained from the 

3D model and the reference data.  
 

  
Fig. 5 Close up of the green framed area, where the large scale 
buildings stand (a) and the comparison of the detected heights 

from the 3D model and the reference (b). 
 

  
Fig. 6 Close up of the purple framed area, where the small 

buildings stand (a) and the comparison of the detected heights 
from the 3D model and the reference (b). 

 
Fig. 3 DSM obtained from the 3D model after adding 8 GCPs 

(a) 

(b) (a) 

(b) 

1

2

3

Development of the observation data retrieval and delivery system for 
Pi-SAR and Pi-SAR2

Shoichiro Kojima, Jyunpei Uemoto, Takenari Kinoshita, Yasuhiro Murayama,
Kyouka Gamo and Takanori Kasai

Abstract : Pi-SAR2 was developed in 2008, and its observation for the application research such as hydrology, geology, 
oceanography, environmental monitoring and disaster monitoring has been carried out since 2010. There were many user 
requirements for Pi-SAR2 observation data use. To satisfy these requirements, the observation data retrieval and delivery system 
was developed. This paper reports about the developed retrieval and delivery system for the Pi-SAR and Pi-SAR2.

Keywords : Pi-SAR, Pi-SAR2, Observation data retrieval and delivery system, GUI

Table.1 Targets for the performance and function of the
retrieval and delivery system
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Fig.1 System configuration
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Fig.1 System configuration

Table.2 Resolution in each observation modes
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Fig.2 A top-page screen of the retrieval and delivery Fig.3 A sample of a retrieval result page 
system
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