
水位､水質､沈下量など各種データを一元管理できます

地下水位、地下水質、沈下

量、揚水量など、項目ごと

に異なる資料やファイルを

探し出して、データを確認

していませんか？

の活用方法

データベース

■  地下水位、水質、地盤沈下量など、

各種データが異なる資料やWebペ

ージに示されている

■  どの井戸で何と何がモニタリング

されているか分からない

これまでは… 地下水DBを使うと…

1地下水D B

防災井戸登録画面

月別揚水量一覧表示

地下水位グラフ表示

月別地盤変動量グラフ表示

様々な水質項目の
データを登録可能

■  マップ上で井戸を選択して､地下水位､地下水質､揚

水量､地盤変動量などを一元的に管理､確認できる

■  地下水位の安定をグラフで確認したり、変動

傾向がみられる場合に､揚水量や地盤変動量等

と比較して効率的に要因や対策を検討できる

各種データ間の

比較が容易となり

変動の要因分析

や対策検討に

活用できる

グラフにより

安定状況や

変動の傾向を

確認できる



共通の地下水盆を有する地域のデータを確認・活用できます

隣の自治体との境界地域で

調査をする際、近隣の既存

井戸があればデータを共有

してコスト縮減したいと

思ったことはありませんか

の活用方法

データベース

■  地下水調査の情報には、実施自治体

内のみで保有しているものがある

■  行政境付近では、隣り合うそれぞ

れの自治体の観測井戸が隣接して

設置されることがある

■  近隣自治体で井戸情報を共有することにより、

マップ上から、行政境付近にある他自治体の井戸

や既存データを確認できる

■  既存井戸の近隣に新設井戸を設置するといっ

た二重投資を回避できる

これまでは… 地下水DBを使うと…

2地下水D B

地下水DBこれまでの例

A市の職員のみ
データ閲覧可能

B市の職員のみ
データ閲覧可能

A 市 
B 市 

A市の井戸

B市の井戸

A市とB市で
情報の共有・相互活用

A 市 
B 市 

既存井戸を活用して
データを共有

近隣自治体の

井戸データを

有効活用したり

隣接箇所への新設

を回避できる



マップから自由に井戸を選んでグラフ化できます

ＨＰや地下水年報などでは

多くの観測箇所から代表数

箇所のグラフや、数値デー

タのみ掲載していません  

か？

の活用方法

データベース

■ ＨＰ上にグラフや表を表示する場

合、代表箇所のデータのみ掲載

されている場合がある

■  観測場所が井戸名称や住所でし

か示されていない場合も多い

■  マップ上に、観測井戸を全て表示し、データを確

認したい井戸を自由に選定してグラフ化やデータ

のダウンロードができる

■  観測井戸を追加した場合、井戸登録により簡便

にマップ上に追加表示できる

これまでは… 地下水DBを使うと…

地下水D B 3

地下水DBこれまでの例

公開されている

  全井戸のデータの

ダウンロード、

グラフ化が可能

グラフ化表示される井戸
が限られていたり…

提供データ形式が

井戸によって

異なることがある

0

地
下
水
位

地下水位グラフ

4月 ５月 ６月 ７月

1 xxx xxx xxx xxx
2 xxx xxx xxx xxx

3 xxx xxx xxx xxx
4 xxx xxx xxx xxx

5 xxx xxx xxx xxx 数値のみ公表される
6 xxx xxx xxx xxx 井戸があったり…
7 xxx xxx xxx xxx

地下水位一覧表



必要期間のグラフを､ Web画面で自動作成できます

地下水年報などに単年度

ごとのグラフしかなく、必

要期間だけのグラフがあ

れば便利なのにと思った

ことはありませんか？

地下水D B
の活用方法

データベース

■ 年報やＨＰでは、設定された期間

（1年間等）のグラフが表示される

■  必要な期間に合わせたグラフを示

すには、元データを抽出してグラフ

化作業を行う必要があった

■ Ｗｅｂ画面上で、対象期間やデータの種類（平均、

最大値等）、表示単位（月平均値、日平均値等）を

指定して、簡便にグラフを作成できる

■  協議会や説明会の場で、要望に応じて、その場

でグラフを作成･表示できる

これまでは… 地下水DBを使うと…

4

0

地
下
水
位

地
下
水
位

8月

地下水DBこれまでの例

３か月表示のみ

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11  12 月

6月 7月

とある自治体では…

とある自治体では…

12 ヶ月表示のみ

表示単位を選べる

表示期間を自由に設定可能

ワンクリックでグラフを自動作成

地下水年報等

への掲載資料を

簡便に作成可能

協議会･説明会で、

要望に応じて

その場でグラフを

作成･提示できる

公表資料への掲載は、

代表的な井戸や

一定期間のデータに

限られる場合がある



登録してある防災井戸の情報を出力できます

非常時に、防災井戸の位置

や、飲用可否等を問われた

場合、即座に情報提供でき

る体制は整っていますか？

の活用方法

データベース

■  地域防災計画等に防災井戸が載っ

ていても、住所しか示されていない

場合が多い

■  各防災井戸の利用可能用途が周知さ

れていない場合がある

■  防災井戸の情報を登録・更新しておけば、非常時

に、各防災井戸の位置や利用可能用途等の情報

を出力表示できる

■  非常時の給水活動における情報ニーズに迅速に対

応できる

これまでは… 地下水DBを使うと…

地下水DBこれまでの例

（能登半島地震の事例より）

地域防災計画では、

井戸水利用の記載が 
あっても場所の情報が

ない場合が多い

能登半島地震では、

寄せられた情報を 
順次ホームページ・ 

SNS等で発信

事前に登録すれば、

位置だけでなく、

利用用途等の情報も

確認可能

地下水D B 5

管理者 ：○○市
設置場所 ：○○公園
住所 ：○○町○○-○
利用可能用途：飲用不可、トイレ洗浄･清掃等の雑用利用のみ
自家発電機 ：あり
ポンプ能力 ：○○t/日



企業誘致ツールや観光ツールとしても活用できます

産業分野（工場用水源）や観

光分野（名水･景勝地等）に

おける地域資源としての地

下水の価値を活用していま

すか？

の活用方法

データベース

■  環境調査等で観測している地下水

位や水質等のみを公表している

■  環境調査以外の目的で実施した地

下水調査結果は公表されず、有効

活用されていない

■  工業団地の取水可能量や水質を公表する企業誘

致ツールや、名水スポット等を紹介する観光ツー

ルとしても活用できる

■  研究機関や大学等の観測データも一元化するこ

とにより既存データを有効活用できる

これまでは… 地下水DBを使うと…

（掲載地図は仮想）
地域情報等を掲載
することもできる

研究機関の情報共有・
発信ツールとして活用

地下水D B 6

良質な地下水を

〇千t/日採取可能！

○○市
□□□工業団地

○○研究所
観測井戸

豊富な地下水をPRしたい
工業団地等の情報発信に活用

地域の水にまつわる  
観光スポットの紹介に活用

○○市
□□□名水の池

特産品情報

産業、観光等、

様々な情報の共有､

発信のツールとして

活用できる


