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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 
 
(1) ダストストームの有無判定： 

機械学習を用いてダストストームの有無判定を行うプログラムの
開発を試みた．python の機械学習ライブラリ scikit-learn を用いて，ニ
ューラルネットワークやサポートベクターマシン（SVM）などいくつ
かのアルゴリズムを試し，もっとも結果のよいものを用いることとし
た．8 割程度の検出率が得られた．8 割と言う数字は本研究の目的に
照らし合わせれば低いと言えるが，それ以上に問題であったのは，ダ
ストストームと火星大気中の氷雲とを区別できないことであった．赤
波長の可視画像においては，ダストストームと同様，氷雲も明るく写
る．したがって，単純に赤色輝度値のみを用いて有無判定を行おうと
すると，偽陽性として氷雲が混入することを避けられない． 

そこで，赤色画像を用いてダストストームの有無判定を行う前に，
青色画像を用いて氷雲の有無判定を行うことで，氷雲をあらかじめ除
去しておく方法を取った．青色画像において明るく写るのは氷雲のみ
であるので，赤色画像を用いてダストストームの有無判定を行うより
容易い．対象画像に写る氷雲のうち 95%以上を自動検出することがで
き，検討の過程において有用な特徴量も明らかになった（Ogohara et 

al., 2016）． 

(2) ダストストーム抽出： 

(1)のとおり，ダストストームの有無判定をすぐに行うことができず，
氷雲の有無判定から行うことになった．そこで，ダストストームの有無
判定手法の確率を待たずして，独立成分分析（ICA）によるダストスト
ームの領域抽出アルゴリズムの開発を行った（図 1）．あらかじめ申請
者および研究協力者が，どの画像のどの部分にダストストームが写って
いるかを判断し，正解画像を準備した． ICA 基底にかかる係数を特徴
量として SVM を訓練し，正解ダストストーム領域の 90%近くを自動認
識することに成功した． 

 

  

キーワード ＦＡ 火星 ダストストーム 氷雲 機械学習 

 
（以下は記入しないでください。） 

助成財団ｺｰﾄﾞ ＴＡ     研究課題番号 ＡＡ          

研究機関番号 ＡＣ      シート番号  

 

図 1 （上段）火星画像の
例，（中段）申請者が作成
した正解 2 値画像．白い領
域がダストストームであ
る．（下段）自動抽出した
ダストストーム領域． 
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欧文概要 ＥＺ 
 
(1) Automated detection of the existence of dust storms: 

I tried to develop a program for evaluating the existence of dust storms by machine learning. I investigated the 

performances of some classifiers such as Neural Network (NN) and Support Vector Machine (SVM) using the 

machine learning library, scikit-learn, and chose the best one. The detection ratio was 80%. Although this value 

was low, the most serious problem was that I could not distinguish dust storms from water ice clouds in the 

Mars atmosphere. Water ice clouds as well as dust storms are bright on red band image. Therefore, I could not 

avoid false positives if I use just red band images. 

I removed images with water ice clouds in advance by evaluating the existence of water ice clouds on blue 

band images before I evaluated the existence of dust storms on red band images. The evaluation of water ice 

clouds on blue band images is easier than the evaluation of dust storms on red band images because what is 

bright on blue band images is just water ice cloud. Recall was >0.95 and a few effective features were 

discovered (Ogohara et al., 2016). 

(2) Automated extraction of dust storm regions: 
I hated to start with the evaluation of the existence of water ice clouds as explained in (1). Then, I started to develop 

an algorithm for segmentation of dust storm areas by Independent Component Analysis (ICA). I evaluated the true 

areas of dust storms visually and prepared gold standard images. I trained SVM using the coefficients of ICA basis as 

feature vectors and successfully extracted ~90% of true dust storm areas automatically. 

 


