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要旨：骨材種類の異なるモルタルやコンクリートの 2 次元断面画像に対して，エッジ抽出法を用いて骨材相

を抽出した画像を取得し，その空間構造に関する情報の解析を試みた。エッジ抽出法を用いることにより，

骨材のみを観察倍率に関わらず，適切に抽出することが可能であり，画像解析作業が簡便化される。また，

観察視野としては 2 次のステレオロジー関数からモルタルでは 10mm×10mm，コンクリートでは 35mm×35mm

程度を代表領域の目安にすればよいことが示された。骨材粒子が適切に抽出されるなれば，Schwartz-Saltykov

法を適用することにより，骨材の粒度分布も簡単に求められ，その分布は実測値と比較的よく一致しうる。 

キーワード：ステレオロジー，2 点相関関数，Schwartz-Saltykov 法，エッジ抽出法 

 

1. はじめに 

 骨材が適切な物理的性能を有し，化学的にも安定であ

る限り，粗骨材や細骨材は安定な増量材として機能する。

この場合，通常のコンクリートにおいては骨材の体積率

はおよそ 70～80%と大きな部分を占めるが，骨材粒子自

身の性能をコンクリートの性能発現に関係づけて詳細

に検討されることは多くはない。しかし，材料分離の例

をあげるまでもなく，骨材の空間分布構造はコンクリー

トの性能に深く関わっており，さらにはセメントペース

ト相の空間構造，ひいてはミクロなレベルにおける組織

形成にも影響を及ぼしうる。例えば，骨材を混入するこ

とによって，セメント粒子のフロックが壊されてセメン

ト粒子の分散性がよくなることが考えられる。また，骨

材－セメントペーストマトリックス界面においては局

所的に水セメント比の高い遷移帯が形成されると考え

られ，結果として界面の影響を受けない領域の水セメン

ト比は局所的に相対的に低下する領域も現れる。その他

にも骨材の空間分布がコンクリートの性能に影響を及

ぼす例としては，まだ固まらないコンクリートのワーカ

ビリティーへの影響や，近年では骨材の周囲の遷移帯以

外に骨材間のバルクセメントペースト中にも多孔質な

領域が存在し，これが骨材粒子を取り込みながら連結す

ることで 1)，耐久性に影響を及ぼす可能性も指摘されて

いる。 

 以上のようなコンクリートの性能発現において深く

関わる骨材の空間分布特性を評価することを目的とし

た場合，最も一般的な手段は画像の取得とその画像の定

量的な画像解析である。近年ではコンクリートのマクロ

からミクロレベルまで多種多様な画像を取得すること

ができ，それらの画像をもとにして，3 次元的な空間構

造を μm レベルで再現することも可能になっている 2),3)。

しかし，一般のコンクリート関連の実務において取得さ

れる画像としては，コンクリート構造物から採取された

コンクリートコア断面のような比較的低倍率の画像が

多い 4),5)。これから配合推定や品質管理に必要となるコ

ンクリートの物性に関わる画像情報を取得していくこ

とになり，その第一段階として骨材粒子の抽出や空間情

報の取得が必要となる。また，コンクリートの画像診断

に画像解析を組み合わせて，自動画像解析手順として確

立しようとする場合，骨材相を自動的に識別し，これを

抽出，定量評価する手法の開発が急務である 4),5)。しか

し，一般に骨材の色相は多様であり，また，その粒子寸

法を考慮すると，骨材の空間特性の把握には，より広い

範囲の視野を観察する必要もあると考えられる。よって，

例えば，従来よりコンクリート組織の定量評価に多くの

実績を有する反射電子像の画像解析法をこの目的に適

用することは適切ではないようである 4),6) 。 

 本研究においては，コンクリートの合理的な維持管理

手法の確立が急務とされる今日において，取得されるこ

とが非常に多いと考えられる，比較的低倍率のモルタル

やコンクリートのカラー画像から骨材相を迅速かつ簡

便に精度よく抽出する方法について検討する。さらに，

抽出された 2 次元の骨材情報に基づいてコンクリートの

物性を推定することの一つの応用例として，3 次元的な

骨材の粒度分布を推定することを目的とする。 

 

2. 実験概要 

2.1 使用材料および配合 

 使用セメントは普通ポルトランドセメント（比表面

積：3310 cm2/g）である。細骨材として川砂（FM=2.81）

および陸砂（FM=3.24），粗骨材としては最大粒径が 10mm

の豆砂利，および 25mm の川砂利，砕石を使用した。JIS  

*1 金沢大学大学院 自然科学研究科社会基盤工学専攻   (正会員) 

*2 金沢大学教授  理工学域環境デザイン学類 博(工)  (正会員) 

コンクリート工学年次論文集，Vol.31，No.1，2009

-2065-



C1 50

C2 50

C3 50

試料
W/C
(%)

G

(m

 

R 5201，JSC

ルタル角柱

ト円柱供試

試体は水セ

骨材比が 1:

る。コンク

種類および

材体積率の

し，20℃の

の配合を表

2.2 画像取得

 材齢 28 日

紙を用いて

ーを使用し

タル供試体

C3，C4 のコ

て 2 枚の断

た。このと

体顕微鏡を

を取得した

2.3 エッジ

 本研究に

スト相の色

ある点に着

処理が可能

合に相当す

を抽出し，

法を用いて

その極値か

た画像から

し，Im1 お

て未抽出部

 

図－

カラー
画像

色相別
（ペースト相

表－1 コンク

10 川砂 豆砂利

25 川砂 川砂利

20 陸砂 砕石

Gmax

mm)
細骨材 粗骨材

CE-F506 および

柱供試体（4cm×

体（φ10cm×2

メント比が 0.

1，1:2 の 2 種

リートは水セ

最大粒径（Gm

3 種類である

水中養生を行

－1に示す。 

得および画像解

日において供試

表面を注意深

，研磨面をガ

から視野 30m

コンクリート供

面のカラー画

き，1 画素は

用いて，10 倍

。このとき，

ジ抽出法 7) 

においてはカラ

は比較的安定

目した。その

である。そこ

する確実にセメ

これを抽出画

R，G，B の 3

ら骨材のエッ

，骨材部分の

よび Im2 の重

分のみに対し

－1 カラー画

ー原
像

認識
相分離）

ゼロ
エ

骨

画像

クリートの示方

水

43 3.0 157

44 1.4 161

46 4.5 160

s/a
(%)

Air

び JIS A 1132

×4cm×16cm）

20cm）を作製

65 で，川砂を

種類（供試体名

メント比が 0.5

max）を変化さ

る。打設後 24

行った。コンク

解析 

試体断面を切り

く研磨した。

ラスに向けて

mm×30mm にて

供試体から視野

像を，解像度

31.75μm に相

の倍率でモル

1 画素は 6.2μm

ラー画像におけ

定であり，色相

ため，この色

で，画像上に

メントペース

像 Im1 とした

成分に対して

ジを抽出した

画像を再現し

ね合わせを行

て手動補正を

画像から骨材抽

交差法による
エッジ抽出

材画像再現

像の重ね合せ

方配合 

セメント 細骨材 粗

314 807 1

322 828 1

320 830 9

単位量(kg/m3)

にしたがって

およびコンク

した。モルタ

を用いたセメン

名：M1，M2）

50 であり，骨

せたほぼ同一

時間において

リート（C1～

り出し，耐水研

その後，スキ

，M1，M2 の

て 5 枚，C1，C

野 70mm×70mm

800dpi にて取

当する。また

タルのカラー

m に相当する。

けるセメント

の範囲も限定

相は自動的な

おいて，その

ト相ではない

た。また，ゼロ

色相勾配を求

。エッジを抽

，これを像 Im

った。目視判

行い，最終的

抽出の手順 

骨材の抽
出画像

未抽出部分補

粗骨材

031

057

985  

，モ

リー

ル供

ント：

であ

骨材の

の骨

脱型

～C3）

研磨 

ャナ

モル

C2，

m に

取得し

，実

画像

。 

ペー

定的で

抽出

補集

部分

交差

求め，

抽出し

m2 と

断に

な骨 

 

材の

ーチ

2.4

 (1

 2

に画

る確

状を

 今

て次

 

 

任意

2 点

 

 

 こ

 2

し，

あた

距離

収束

の距

れ，

を示

ータ

的変

構造

研究

場合

相関

 (2

 本

線テ

値画

レー

に載

 

 

 

 

 

 

 

図

補正

の 2 値化画像を

チャートにして

2 点相関関数

1) 定義 

点相関関数と

画像上に落とし

確率関数であり

を評価する手法

今，着目相を P

次のような指示

 I 1
0

Pである確

意の線分 r の両

点相関関数 S2
(P)

 S P r
 P I P

ここに，r=|xj-xi

点相関関数は

この点におけ

たりの表面積 S

離の増大ととも

束する性質を持

距離は空間構造

2 点の相関性

示す範囲であり

タとなる。しか

変動により体積

造距離を明確に

究では，2 点相

合は，関数値の

関範囲を構造距

2) 計算方法

本研究において

テンプレートを

画像に対し，任

ートを載せ，原

載るか否かを判

図－2 抽出し

を作成した。以

て示す。 

数 8) 

とは，ある一定

した時，その線

り，対象相の 3

法として用いら

P とし，任意の

示関数 I(xi)を定

P
P  

確率をP I

両端 ， が同一
)(r)は式(2) で定

I P I P

1, I P

i|であり，＜＞

は，r=0 にて着

ける勾配は着目

Sv）に関係づけ

もに減少し，理

持つ。関数が最

造を特徴づける

性がポアッソン

り，粒子の空間

かし，一般の材

積率の自乗値に

に決定しにくい

相関関数が体積

の変化がおおよ

距離とした。 

ては，2 点相関

を用いた（図－

任意の位置に所

原点と各方向の

判定した。この

 

した骨材の 2値

以上の手順を図

定の長さの線分

線分の両端が同

3 次元空間にお

られている。 

の点（xi=1,2,…

定義する。 

1 と書くこと

一相に載ると

定義される。 

 
1  

＞は期待値を意

着目相の体積率

目相の比表面積

けられる。2 点

理論上は体積率

最初に自乗値と

る距離（構造距

ン分布より大き

間分布を特徴づ

材料構造におい

に収束しない

い場合も多い 9

積率の自乗値に

よそ認められな

関関数を求める

－2）。抽出した

所定の長さを持

の放射線の先端

の操作を画像上

値化画像とテン

図－1 にフロ

分をランダム

同一相上に載

おける分散性

…,n）に関し 

とにすると，

いうことは，

意味する。 

率（Vv）を表

積（単位体積

点相関関数は

率の自乗値に

と交わるまで

距離）と呼ば

きな正の相関

づけるパラメ

いては，統計

こともあり，
9)。そこで本

に交わらない

なくなる正の

るため，放射

た骨材相の 2

持ったテンプ

端が骨材相に

上の任意の格

ンプレート 

(2)

(1)

1cm 

-2066-



図－3 S

 

子点で総点

の長さを 0

離に対応す

2.5 Schwart

 画像上で

Dmax は画像

順に N 個の

ープ i(粒径

プ j (粒径：j

グループ j

i，(i j) の

NA i とNa(i
   NA i

 一方，グ

ープ i に現れ

断面に現れ

の関係は以

   N i,
 ピタゴラ

代入すると

 N i, j

 NA i は既

元における

粒度分布を

 Schwartz-

分けて適用

においては

 

 

(a)原画像 

Schwartz-Salt

数が 10000 点

から 350 画素

る 2 点相関関

tz-Saltykov 法

計測した骨材

像上の骨材最

のグループに分

：iΔ)の粒子個

Δ) の粒子個数

によって生じ

の粒子個数を

i,j) の関係を示

∑ Na i, jN

ループ j の 1

れる確率は 2(h

れる確率とそれ

下の通りであ

j 2 h
スの定理より

，式(5) を得る

NV j
N

既知であるため

グループ j の粒

計算すること

-Saltykov 法は

する場合が多

，粒子数が多

(i‐1)Δ

iΔ

jΔ

      

tykov 法の粒子

となるまで繰

まで変化させ

数を求めた。

法 10) 

材粒子を刻み幅

大寸法）で円

分ける。単位面

個数，単位体積

数をそれぞれN

た単位面積中

Na(i,j) (i j)

示す。 
 

つの粒子につ

hi-1－hi) を用い

れぞれの粒子個

る。 

h NV j  

，hi-1，hi を求め

る。 

j i 1

め，式(3)，(4)，

粒子個数 NV j

が可能となる

は粒子を 7～15

い。しかし，

多く，グループ

hi

  (b)一般の

2 次元断

の切断位

 
子寸法の考え方

繰り返した。放

せて，それぞれ

 

幅Δ（Δ=Dmax

相当面積の大

積中における

中におけるグ

NA i ，NV j  と

におけるグル

)とする。式(3

いて，それが

いて表され（図

個数NV j ，N

め，それを式(4

j i  

(5) を用いて

j  が得られ，

。 

5 のグループ

コンクリート

プ数の相違に伴

図－4 原画像

hi‐1

の自動抽出  

断面 
位置 

方 

放射線

れの距

x/N，

きい

グル

ルー

とし，

ループ

3) に

グル

－3），

i, j  

4) に

3 次

骨材

数に

断面

伴い， 

M

M

供試

粒度

合理

とが

ジー

次元

れた

等し

 な

しい

粒度

 

3.結

3.1 

 図

画像

値に

骨材

抽出

なく

エッ

子が

解析

出力

られ

しか

最終

－4

略化

とい

 一

 

 

 

 

 

 

 

像および骨材

    (c)エッ

(5) 

(4) 

(3) 

表－2 画像

M1 28.4

M2 44.2

試体 配合値(%)

度分布曲線が大

理的なグループ

が必要となる。

ーの原則として

元空間の体積率

た体積率が骨材

しくなるように

なお，解析にお

いと考え，骨材

度分布曲線を求

結果および考察

骨材粒子の抽

図－4 は等倍率

像解析ソフトウ

に基づいた自動

材を抽出した結

出法（図－4(b)

く，多くの骨材

ッジ抽出法（図

が多く，より適

析手順において

力画像を得るに

れず，これが一

かし，多くの粒

終的に抽出され

(c)）の差が小

化され，不偏性

いえる。 

一方，通常，画

の 2 値化画像

ッジ処理による

像取得倍率によ

(視野 12mm×

平均(%) 標準偏

33.1 ±3

42.7 ±

等倍率

 

大きく変動する

プ数の決定に

本研究ではモ

て，2 次元断面

率に等しいとい

材相の 2 値化画

にグループ分け

おいては断面中

材粒子の体積通

求めた。 

察 

抽出 

率にて取得した

ウェアに備わ

動抽出法およ

結果を比較した

)）では抽出さ

材が識別できて

図－4(c)）では

適切に抽出され

てはノイズなど

には画像の手

一つのバイアス

粒子を自動的に

れた画像（図－

小さくなり，手

性の向上と作業

画像解析法をモ

 

る自動抽出 (d

よる骨材体積率

×12mm) 

偏差(%) 平均(%)

3.8 34.8

1.8 41.7

る可能性がある

関する条件を

モデルベースの

面中の骨材相の

いう仮定を導入

画像から計測し

けを行った。 

中の粒子の密度

通過率を質量通

たモルタル画像

る汎用的な単

びエッジ抽出

たものである。

された骨材数が

てはいない。こ

は自動処理の段

れているようで

どの影響もあり

動補正のプロ

スの導入の要因

に抽出できる

4(d)）とエッジ

手動補正の手順

業時間の短縮が

モルタル，コン

d)出力された骨

1c

率の差 

標準偏差(%)

±2.3

±3.3

10倍

る。そのため，

を追加するこ

のステレオロ

の面積率が 3

入し，推定さ

した面積率に

度はすべて等

通過率として，

像に対して，

単一の濃度閾

出法を用いて

一般の自動

が明らかに少

れに対して，

段階で骨材粒

である。画像

り，最終的な

ロセスが避け

因となりうる。

ことにより，

ジ抽出像（図

順が著しく簡

が可能である

ンクリート中

骨材画像 

cm 

-2067-



表－3 骨材を抽出した結果 

配合値(%) 推定値(%) 密度(個/mm
2
)

M1 28.4 31.1 3.66

M2 44.2 42.4 6.66

C1 71.6 70.4 15.02

C2 72.5 71.2 7.91

C3 69.1 68.1 3.94

モルタル

試料

コンクリート

 
 

の骨材相に適用する際，撮影倍率としては 1.6～3.0 倍 4),5)

程度の倍率がよく用いられる。しかし，このような低倍

率では微細な粒子を検出できない可能性を有する。そこ

で，実体顕微鏡を用いてより高倍率である 10 倍にて画

像を取得し，骨材体積率を比較し，倍率の影響を検討し

た。同一の観察視野（12mm×12mm）で，等倍率および

高倍率で取得した 10 枚のカラー画像からエッジ抽出法

を用いて推定した骨材相の体積率を表－2 に示す。両倍

率間の差は小さく，配合値にかなり近い値を示している。

また，得られた骨材体積率の標準偏差は小さく，変動係

数の小さい比較的ばらつきのない安定した測定がなさ

れていたと考えられる。従って，等倍率で画像を取得し

ても骨材相に関して十分な情報が得られると判断して

よいものと思われる。 

 表－3 は等倍率で取得した画像全領域を対象としてエ

ッジ抽出法により求めたモルタルおよびコンクリート

中の骨材の体積率を配合値と比較して示したものであ

る。推定された骨材の体積率は配合値と非常によく一致

しており，推定誤差もかなり小さい。以上のことより，

本研究で用いた等倍率画像に対するエッジ抽出法は骨

材を分離するのに非常に有効な手法であると考えられ

る。 

3.2 観察領域の大きさと断面数 

 図－5 は骨材相の 2 点相関関数を示したものである。

空間分布を特徴づける正の相関距離（構造距離）はいず

れのモルタルとも 1～2mm である。また，コンクリート

の場合では，構造距離は粗骨材最大寸法の小さいコンク

リート C1 においては約 4mm となり，骨材寸法の大きな

コンクリート C2，C3 においては約 7mm である。ステレ 
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図－5 2 点相関関数 

 

オロジーの観点からは，構造距離よりも十分に大きな範

囲を観察することが代表領域をとらえていると判断さ

れ，それが不偏で再現性のある情報量を取得できる必要

領域である。一般の工学的な判断に基づいて，十分大き

いという用語を慣用的に 3～5 倍と解釈すれば 11)，骨材

量を推定する際，モルタル供試体 M1，M2 において

10mm×10mm 以上の観察視野があれば十分な情報が得ら

れると判断できる。同様に，コンクリート供試体の場合

は C1 においては 20mm×20mm，C2，C3 においては

35mm×35mm 以上の観察視野があればよいことになる。

すなわち，コンクリート C3 のように使用している骨材

寸法が 25mm 程度あったとしても，骨材の空間分布を定

量評価するのに統計的に必要となる観察領域の大きさ

はそれほど大きくはないといえる。 

 骨材相の 2 値化画像に対して，一辺の大きさを 50 画

素ずつ変化させて 5 枚及び 15 枚の画像をランダムに取

得して面積率を求めた結果を図－6 に示す。モルタルで

は一辺の長さが 10mm 以下の分画で面積率を求めると，

原画像とは異なった評価値を与え，画像取得数が異なる

と，変化の傾向も異なる。しかし，一辺の長さが 10mm

以上になるとほぼ一定の面積率を示している。このこと

からも，骨材空間構造の適切な評価のためには，図－5

の 2 点相関関数の正の相関距離から示唆される代表領域

の大きさを考慮して画像取得を行えばよいことが確認

できる。さらに，表－2の倍率を変化させた場合でも骨 
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図－6 領域小分割の解析結果
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図－7 骨材の粒度分布の推定 

 

材面積率がほぼ等しかったのは，いずれの倍率において

もこの代表領域程度の視野が確保されていたことも一因

と考えられる。 

 図－6(b)および図－6(c)に示したコンクリート画像の

場合も同様であり，5 画像の平均を行う場合，一辺の長

さが 30mm 以下では骨材の面積率の変動はかなり大き 

い。画像数を 15 枚まで増やすことにより，面積率の変動

は小さくなるようであるが，やはり，一辺が 30mm 以下

では安定した値は得られないようである。しかし，35～

40mm 以上であれば評価される面積率はほぼ一定となっ

ている。コンクリートの品質管理を目的としてコンクリ

ートコアが採取される場合，その試料数や断面数などに

制限を受ける場合も多い。しかし，図－6 の結果は構造

距離を考慮して画像解析を行うならば，一つの断面でも

骨材体積率を精度よく推定しうることを示している。換

言すれば，骨材の空間分布を把握することが目的の場合，

本研究の断面寸法は十分に大きく，いわゆる，エルゴー

ド性を仮定してよいことを表すと考えられる 12)。すなわ

ち，本研究にて取得したコンクリート断面数は 2 で，画

像数としては決して多くはないが，観察視野が 2 点相関

関数に示された構造距離よりも十分に大きいため，統計

的に不偏で再現性を有する結果が得られているといって

よいものと思われる。 

 

 
図－8 コンクリート C3 中の細骨材，粗骨材の区別 

(青色：粗骨材) 

3.3 3 次元の粒度分布の推定 

 骨材粒子が適切に抽出された場合，その空間情報を用

いてコンクリートの品質に関する情報を引き出すことの

例として，骨材の粒度分布の推定を試みた。2 次元断面

から 3 次元の粒度分布を求める場合の基本手順である

Schwartz-Saltykov 法を用いることとし，この方法では骨

材は球であると仮定される。 

 図－7 は Schwartz-Saltykov 法を用いて求めた骨材粒子

の粒度分布曲線を示したものである。モルタル M1，M2

に対して推定した細骨材の粒度分布は，骨材試験により

求めた実測値とほぼ一致している。これに対して，コン

クリート C1 においては，曲線は粒径が小さい区間にお

いて，実測値と大きく異なり，細骨材，粗骨材全体にわ

たって粒度分布の推定の精度は高くはない。一方，コン

クリート C2 の場合は細骨材区分（5mm 以下の曲線）の

一致性は小さいが，粗骨材区分域ではかなり一致してい

る 。 さ ら に ， コ ン ク リ ー ト C3 に お い て は

Schwartz-Saltykov 法とふるい分けでは基本的に粒径の求

め方が異なるにも関わらず，推定した粒度分布曲線は実

測の粒度分布曲線とほぼ重なりあい，非常に精度よく骨

材粒度の推定ができているようである。 

 モルタルの場合はコンクリートに比べて，セメント細

骨材比が 1:1，1:2 のいずれの場合でも骨材体積率が低い 

（表－3）。よって，骨材粒子個数が少なく，骨材粒子の

接触が少なくなり個々の粒子が分離して認識され，結果

として精度よく粒度分布が推定できたものと考えられる。

一方，コンクリートにおいては，骨材粒子数が多く（表

－3），骨材粒子間距離が短くなり，そのため，骨材粒子

の接触が多く存在しうるものと思われ，この結果，骨材

断面の実際の個数分布と異なったものが検出されたと考

えられる。また，粗骨材最大寸法が大きく，細骨材率が

小さい場合においては（コンクリート C2），細骨材は粗

骨材粒子間の比較的狭い領域に分布することになり，分

布の均質性が低下する。このため，細骨材の凝集と接触

が強く現われ，粒度分布の推定精度が低下したものと考

えられる。さらに，骨材粒子形状の影響も寸法抽出に現

1cm 

-2069-



われていると考えられ，推定精度の向上については今後

の検討課題である。 

 図－8 は骨材の粒度分布が正しく推定できたコンクリ

ート C3 の骨材抽出像に対して粗骨材，細骨材の識別を

行った例を示したものである。この識別では式(5) にて

各粒径レベルにおける粒子個数を推定することが可能で

あることを利用している。任意の骨材粒子に対して，3

次元空間における円相当径が 5mm 以下であるものを細

骨材であるとする。そして，2 次元画像上では同一寸法

であっても，3 次元での粒子個数に応じてランダム抽出

を行い粗骨材となりうる粒子を選別している。

Schwartz-Saltykov 法の理論上は，大きな粗骨材であって

も断面には小さな切断面を持つ粒子として現われること

は可能であるが，実際にはその確率はかなり低い。その

ため，図－8 には微細な粒子でありながら粗骨材である

と同定される粒子はほとんど現れない。前述のように粗

骨材が存在することにより，その空間では細骨材は排他

的に分布せざるを得ない。また，ステレオロジーの仮定

より図－8はランダムに分布する粒子の断面で，3 次元空

間のどの方向も代表しうる面と考えられる。よって，図

－8 の 2 次元断面の微粒子のどの凝集域にも粗骨材が存

在する可能性は低くなければならず，実際，図－8 の同

定においては，微粒子凝集域に粗骨材として同定される

ものは現れていない。これより Schwartz-Saltykov 法に基

づいた単純な同定であっても，このような情報は，骨材

配置に関して直観的な理解をもたらす有用な情報になり

うると考えられる。 

 

4.結論 

 本研究にて得られた主な結果は以下の通りである。 

1) エッジ抽出法によりモルタル，コンクリート中の骨

材相を精度よく抽出することが可能であり，作業の

自動化と作業時間の短縮を図ることができる。 

2) 低倍率で画像を取得する場合であっても，モルタル

やコンクリート中の骨材の体積率や空間配置に関

する情報を得ることは可能である。 

3) 本研究のモルタル，コンクリート中の骨材に関して，

空間構造および体積率の把握に必要となる代表領

域はそれぞれ 10mm×10mm，35mm×35mm 程度以上

と判断される。 

4) Schwartz-Saltykov 法を用いて，モルタル断面から細

骨材の粒度分布を適切に推定することが可能であ

った。しかし，コンクリートでは粒度分布の推定の

精度は低下する場合もある。 

5) 2 次元断面から骨材粒度が正しく推定される場合，

寸法区分と粒子個数に応じて細骨材と粗骨材を確

率に基づいて区別する例を示した。 
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