
駅ホーム上で安⼼感を与える要因に関する調査研究
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第⼀章 研究の背景と⽬的

背景

いろいろな技術が発展しでいる現在、

それでも減ることのない事故に対し疑問を持ったことから駅ホームに興味を持った。

また、私⾃⾝駅ホーム上にある⽔勾配に対し、引き込まれるような感覚を持ったことから

「この傾きは⼼理に影響を与えているのではないか？？」

と考えたことからこのテーマを研究し始めた。

⽬的

本研究では、駅ホーム上で安⼼感をもたらす要因を明らかとし、

社会的問題である、駅ホームでの事故を減らすきっかけや参考となるものを

⾒つけることを⽬的とした研究である。



第⼆章 先⾏研究
様々な⾓度からみた傾きの影響について・・・

Ⅰ.⼼理的影響
Ⅱ.⽣理的影響
Ⅲ.⾝体的影響

・・・の三つの観点から先⾏研究を⽤いて調査を⾏った。

結果
頭部の傾きが⼼理・⽣理状態に影響を及ぼすことはなかった。（観点Ⅲ）

恐怖⼼を感じることで姿勢の不安定が増す。（観点Ⅰ）

住宅の床の場合ではあるが、1%以下で不同沈下、傾いていることに対しての意識が強くなる。
この結果では、⾃⾝が傾斜のある床に⽴っている状態の結果である為、視覚的にみた場合については実験で明らかとし

ていきたい。（観点Ⅰ）

視覚状況が進⾏⽅向に影響することについては、
⼀部の範囲の傾斜⾓では、登り坂が下り坂に⾒え、下り坂が登り坂に⾒える傾斜範囲があることから、

傾きは錯視などデザインによる改善も可能であると考察した。（観点Ⅱ）

視環境の側⽅傾斜が⽴位姿勢に与える影響では、
歩⾏時の⽅が安静⽴位と⽐べて視空間傾斜に対する影響が受けやすい結果となった。

また、歩幅は⾮傾斜時は⼤きく、傾斜時は⼩さ くなる結果となった。



第三章 駅ホームに関する事故等の現状調査

⽂献や公式上で挙げられているデータをもとに、駅で起こる事故の中で、電⾞の関係者以外が関わる事故
と関わらない事故の発⽣件数と被害者を⽐較し、電⾞での事故でより⾝近で起こり得る事故を明らかにする
と共に現在、対策として⽤いられている事例を挙げていくことで本研究の重要性を明確にすることを⽬的と
する。
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（3）昇降バー式ホームドア 
相模鉄道・いずみ野線の弥⽣台駅に実験
設備が設置された。（2014年 4⽉現在） 

このタイプは、従来のホームドアの開⼝
部分を 3 本の太い横⻑の棒とすることで、
軽量化とコストダウンを図り、安全性との
兼ね合いを検証している。既存のホームド
アがホームと線路を壁として完全に分断し
ているのに対し、隙間が多いため、設置コス
トが抑えられる上に、圧迫感が少ないと説明されている。 
 

本研究では、ホームドアなどのハードデザインだけでなくソフトな⾯でのデザインが⼤
切であると考える。その為、ホームドアではないデザインについて考えていきたい。 
 
3-3-2-3 ホームドア・可動式ホーム柵の歴史 

ホームドア等の歴史は古く、⽇本においては 1981 年（昭和 56 年）に開業した、新交通
システム「神⼾ポートライナー」までさかのぼる。 

新交通システムは、都市の⽔平エレベータとして、無⼈⾃動運転を⾏うもので、乗務員も
ホーム係員もいない状況で乗客の安全を確保するために、必要な設備として導⼊された。 
鉄軌道では、1991 年（平成３年）の営団地下鉄南北線のホームドア全駅設置が、その後

の新規路線におけるフルスクリーンタイプの導⼊促進の引き⾦となった。 
JRでは、1977年（昭和 52年）に、新幹線の新横浜・熱海・新神⼾の３駅が、通過列⾞

の⾵圧事故対策として可動式ホーム柵を設置してから、既存のホーム改良によって、ホーム
ドアよりもはるかに安価で設置が可能なため、徐々に広がっていったという歴史を持って
いる。 
 
3-3-2-4 ホームドア設置状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 3-2 ホームドアの設置状況 
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スマートホームドア R  

 
フルスクリーン型ホームドア 
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2013年（平成 25年）からおよそ１年間、国⼟交通省が進める新型ホームドア・可動式ホ
ーム柵の実証実験が各路線ホームで暫定的にテスト運⽤（フィールドテスト）された。 

これら新型ホームドア・ホーム柵の共通点は、従来のホームドアとは違い、設置がしやす
い点である。 

新型可動柵 
（1） 
乗降位置可変型ホーム柵「どこでも柵」 
 
実証実験は、⻄武新宿線新所沢駅のプラ
ットホームで実施された。 
（2013年 8⽉〜2014年 2⽉） 
 
 
 

このタイプは、ホームドアやホーム柵
が、⾞両のドア数や位置が複数ある路線
などでは設置できないという問題を解決
するために開発されたものである。 
扉だけでなく⼾袋も移動することで、

あらゆる⾞両のドア位置に対応できると
いう点が特⻑だが、⼯事が⼤掛かりで、費
⽤がかさむという課題がある。 
 
 
（2）昇降ロープ式ホームドア 

実証実験は、東急電鉄の⽥園都市線つき
み野駅で⾏われた。（2014年 4⽉現在） 

このタイプは、ホーム上に柱を約 10メー
トル間隔で設置して、その柱と柱の間に 28
本の細いワイヤーロープを柵として張り、
列⾞の到着と出発に合わせて上下に昇降す
る、という仕組みの安全性を確かめている。
横に⻑いロープを柵にしているため、三つ
ドアも四つドアにも対応できる上に、軽量
化と設置コストの低減が利点だが、繰り返
し安全性の検証が必要である。 
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 3-3-2-5 ホームドア設置駅数の推移 

図 3-3 ホームドア設置駅推移 
 
3-3-2-6 駅ホームにおける転落事故防⽌対策 
「駅ホームにおける安全性向上のための検討会」中間とりまとめ(平成 28 年 12 ⽉)の概

要では、駅ホームからの転落事故が依然として発⽣している状況を踏まえ、ホームドア整備
などのハード⾯及び駅係員のアテンドなどのソフト⾯を含む総合的な転落等の防⽌対策を
⾏い、同種事故の再発を防⽌するとともに、駅ホームの安全性向上を図っている。 
 
【ホームドア整備】 
◯利⽤者数 10万⼈以上の駅 
ア)⾞両の扉位置が⼀定など整備条件を満たしている場合、原則として平成 32 年度までに
整備 
 
イ)整備条件を満たしていない場合、以下の通り 
 i 新しいタイプのホームドアによる場合、概ね 5年を⽬途に整備⼜は整備着⼿ 
 ii ⾞両更新による場合、更新後速やかに整備  
iii 上記でも対応できない場合、駅員等による誘導案内の実施等ソフト対策を重点的に実施 
 
◯利⽤者数 10万⼈未満の駅・視覚障害者の利⽤状況や整備要望、駅の状況等を勘案して整
備 
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【新しいタイプのホームドアの普及促進】 
 ▶従来型の導⼊課題(扉位置の不⼀致等)を解消する新しいタイプのホームドア(昇降ロー
プ式など) を利⽤者への声に配慮しつつ，積極的に普及促進。 
▶鉄道事業者は『新型ホームドア導⼊検討の⼿引き』を活⽤し、導⼊を進める。 
▶コスト低減等による⼀層の普及促進をテーマに国⼟交通省に「新型ホームドアに関する
技術WG」を 開催。 
 
       〔昇降ロープ式〕            〔昇降バー式〕  

〔⼾袋移動式〕              〔従来型ホームドア〕 
 

【内⽅線付き点状ブロックの整備促進】 
▶利⽤者数 1万⼈以上の駅について，平成 30年度ま
でに整備。 
▶利⽤者数 3 千⼈以上の未整備駅について，可能な
限り速やかに整備。 
【頭端駅における固定柵の設置拡⼤】 
 ▶利⽤者数 1万⼈以上の頭端駅の列⾞の⽌まらない
箇所への固定柵，原則として平成 32年度までに整備。  
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 3-3-2-7 事故防⽌対策として設けられている照明 
⻘⾊灯は 2008年に東京・⼭⼿線全 29駅に設けられている。 
⻘⾊が⼼理に与える影響については、菊⾕敬⼦⽒・川端康弘⽒が『⾊彩エキスパートによ

る⻘⾊の癒し評価とその特徴 』述べられている。 
⾊彩感情は，様々な観点から研究されており、⾊の⾒かけ上の温かさは波⻑に対応し、⻑
波⻑の⾚系統の⾊は温かく、短波⻑の⻘系統の⾊は冷たいと評価される。(⽊村, 1950) 
SD 法による印象評価では、 暖⾊には賑やかな状態が連想され、温かい感情が喚起され

るが、寒⾊は静かな落ちついた感情を与えると⾔われている。(⼤⼭他, 1963) 
⾊彩エキスパートによる⻘⾊の癒し評価とその特徴の記述では、「癒し感」に焦点を当て、
単⾊による癒しの特徴を明らかにすることを⽬的とし、寒⾊である⻘⾊に関する癒しの特
徴の検討も⾏われた。 
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スマートホームドア R  

 
フルスクリーン型ホームドア 

 

⬇現在の対策①様々なホームドア

⬅現在の対策②⻘灯照明とその効果

⬅設置状況 ⬅設置駅数
推移



第四章 駅ホームのデザインに対する印象の予備調査

天井の⾼低差や明暗、空間のデザインの異なる駅に実際に⾜を運び、
撮影し⽐較していくことで実際のその傾きは、まず知覚されているか、

そして空間の印象や天井⾼のよって傾きへの意識の違いはあるのかを明らかにすることで駅空間と傾きの関係性につ
いて参考としていく。

 40 

4-3-2 天井⾼と空間の明暗、デザインによる印象 
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私⾃⾝空間による印象の変化は、⾊彩＞明るさ＞形状の順で印象は変化していると考え

る。 
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駅の印象の変化についての調査をする中で、
印象は、明るさ＞⾊彩＞形状の順で印象は変化していると考える。

調査結果としては、傾きが駅ホーム上で安⼼感を与える要因の⼀つとなっているのかについて
明確な結果は明らかとならなかったが

少なからず駅ホーム上のデザインが影響していると⽰唆される。
また、天井の⾼さについては、低いと圧迫感や閉鎖感、重い印象はあったが傾きに対して意識の違いは感じられなかった。
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4-3-3 天井⾼と傾き 
 

 
天井の⾼低差から傾きへの意識の違いを調査した結果、両⽅とも傾きへの意識の変化は
⾒られなかった。しかし、天井が低いことで圧迫感や閉鎖感などの感覚が⽣じると考えられ
る。 
 
4-4 本章のまとめ 

駅の印象の変化についての調査をする中で、印象は、⾊彩＞明るさ＞形状の順で印象は変
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天井⾼と傾きへの意識への関連

天井が低いことで圧迫感や閉鎖感などの感覚が⽣じると考えられる。



第五章 ⽔勾配1%の検証

⽔は最低 0.5%の⽔勾配で⽔が流れるとされている。
⼀般的な駐⾞場の⽔勾配は 2%程度、お庭につける傾斜や歩道にも 2%の傾斜かづけられている。

*駐⾞場に⽔勾配を施⾏する際は、より早く排⽔することが必要な為 2%の傾斜。

しかし、実際はどの程度の傾で⽔は流れるのか実験し明らかにし今後の参考にすることを⽬的とする。
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第五章 ⽔勾配 1%の検証 
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しかし、実際はどの程度の傾斜で⽔は流れるのか実験し明らかにし今後の参考にするこ

とを⽬的とする。 
 
5-2  本章の⽅法 
プラスチック版とスマートフォンを使⽤する。 
①スマートフォンに⽔勾配計測アプリを⼊れる。 
②プラスチック版とスマートフォンを垂直に固定する。 
③⽔をたらし、少しずつ傾け⽔が流れた傾斜（％）を測定。 
 
5-3  結果と考察 

実験では、勾配 3.5%、⾓度 2°で流れる結果となった。 
しかし、この実験では⼿動ということもあり誤差が⽣じていると考えられる。また、素材
や⽔量は考慮されていなかった為、有効的な結果とは⾔えない。 

 
 
5-4 本章のまとめ 
 本章では、アクリル板とスマートフォンに加え、スマートフォンに⾓度傾斜計のアプリケ
ーションを⽤いて実験を⾏った。 

結果、勾配 3.5%、⾓度 2°で流れる結果となった。 
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本章では、アクリル板とスマートフォンに加え、スマートフォンに⾓度傾斜計のアプリケーション
を⽤いて実験を⾏った。 結果、勾配3.5%、⾓度2°で流れる結果となった。



第六章 駅ホームの勾配の実測調査①

各駅で実際どのくらいの傾きがあるのかをそれぞれの⽐較し明らかにすることで
⼭⼿線 (外回り)の傾きのバラツキ具合など現状を知る事を⽬的

各駅に降り、ホーム上の5号⾞1ドアの位置に⽔平器を置き、勾配を測定した。
その際、 ⽔平器を点字ブロックの外側かつホームドアの中⼼に設置し測定した。

結果、駅によって1%未満やそれ以上と結果にはバラツキがみられ、
勾配の徹底がされているとはいえない結果であった。
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図6-1-1 ⼭⼿線(外回り)30駅傾斜調査結果

駅名 ホームドア 垂直(縦)％ 平⾏(横)％
新⼤久保駅 有り 1.6 0.73 北東
⾼輪ゲートウェイ駅 有り 1.08 0.29 東
駒込駅 有り 0.97 1.06 北東
恵⽐寿駅 有り 0.94 0.8 北東
有楽町駅 有り 0.94 -0.03 東
⽇暮⾥駅 有り 0.92 -0.19 北に傾いている
⻄⽇暮⾥駅 有り 0.89 -0.55 北⻄
上野駅 有り 0.83 0.94 南⻄
巣鴨駅 有り 0.83 -0.05 南⻄
御徒町駅 有り 0.76 0.68 南東
鶯⾕駅 有り 0.68 -0.41 北⻄
⾼⽥⾺場駅 有り 0.61 0.52 北⻄
新橋駅 有り 0.57 -0.03 ⻄に下がっている
渋⾕駅 無し 0.54 -0.34 ⻄に下がっている
⽥端駅 有り 0.47 0.54 南東
⼤塚駅 有り 0.47 0.34 東
神⽥駅 有り 0.45 -0.4 北に傾いている
浜松町駅 有り 0.43 -0.4 北⻄
代々⽊駅 有り 0.36 0.33 南
五反⽥駅 有り 0.34 -0.29 南東
品川駅 有り 0.29 -0.4 ⻄に下がっている
秋葉原駅 有り 0.24 0.41 ⻄に下がっている
原宿駅 有り 0.24 1.13 南東
東京駅 有り 0.19 -0.2 北東
新宿駅 無し 0.13 0.54 南
⽬⽩駅 有り 0.13 -0.01 南
⽥町駅 有り 0.13 0.08 東
池袋駅 有り 0.12 -0.06 北⻄
⼤崎駅 有り 0.05 0.4 北に傾いている
⽬⿊駅 有り 0 -0.34 北東

平均値(%) 0.54 0.17
標準偏差(%) 0.38 0.49

図6-1-4�⼭⼿線(外回り)30駅傾斜（平均値+標準偏差）

線路に対して
表6-1�⼭⼿線（外回り）30駅傾斜調査結果（％）
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図6-1-3 ⼭⼿線(外回り)地形

平⾏傾斜は、
平均値は⼩さいがバラツキが⼤きい結果となり、

地形と照らし合わせることで地形が
影響している可能性があると考察される。



ーホーム全体の調査（新⼤久保駅・⽥端駅）ー

『⼭⼿線（外回り）全駅の勾配調査』から⼆駅を取り上げ、更に細かく駅全体の傾きについての調査を⾏い、実
際、駅で電⾞を待っている状態で⾒える、点字ブロック外側のホーム上はどのくらいの傾きがあるのかを明らかにし
た上で、不安感との関連性を⾒ていくことを⽬的とする。

第六章 駅ホームの勾配の実測調査②
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6-2  ホーム全体の調査（新⼤久保駅・⾼⽥⾺場駅） 
6-2-1 ⽬的 
『⼭⼿線（外回り）全駅の勾配調査』から⼆駅を取り上げ、更に細かく駅全体の傾きにつ

いての調査を⾏い、実際、駅で電⾞を待っている状態で、点字ブロック外側のホーム上はど
のくらいの傾きがあり、その傾きは知覚されているかについて明らかにすることで、駅ホー
ム上の傾きの現状を知り、本研究⽬的である『①⼈は何度の傾きを平均的に知覚することが
可能か、②知覚した傾きをみたときの⼈の⼼理状況の変化の関係』を結論へ繋げることを⽬
的とする。 
 
6-2-2 ⽅法 

各号⾞の 1 ドアの位置に⽔平器を
点字ブロックの外側かつホームドア
の中⼼に設置し測定した。 
 

 
 
 
 
 
 
 

6-2-3 結果と考察 
【新⼤久保駅】 

全体雰囲気写真 
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6-2  ホーム全体の調査（新⼤久保駅・⾼⽥⾺場駅） 
6-2-1 ⽬的 
『⼭⼿線（外回り）全駅の勾配調査』から⼆駅を取り上げ、更に細かく駅全体の傾きにつ

いての調査を⾏い、実際、駅で電⾞を待っている状態で、点字ブロック外側のホーム上はど
のくらいの傾きがあり、その傾きは知覚されているかについて明らかにすることで、駅ホー
ム上の傾きの現状を知り、本研究⽬的である『①⼈は何度の傾きを平均的に知覚することが
可能か、②知覚した傾きをみたときの⼈の⼼理状況の変化の関係』を結論へ繋げることを⽬
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6-2  ホーム全体の調査（新⼤久保駅・⾼⽥⾺場駅） 
6-2-1 ⽬的 
『⼭⼿線（外回り）全駅の勾配調査』から⼆駅を取り上げ、更に細かく駅全体の傾きにつ

いての調査を⾏い、実際、駅で電⾞を待っている状態で、点字ブロック外側のホーム上はど
のくらいの傾きがあり、その傾きは知覚されているかについて明らかにすることで、駅ホー
ム上の傾きの現状を知り、本研究⽬的である『①⼈は何度の傾きを平均的に知覚することが
可能か、②知覚した傾きをみたときの⼈の⼼理状況の変化の関係』を結論へ繋げることを⽬
的とする。 
 
6-2-2 ⽅法 

各号⾞の 1 ドアの位置に⽔平器を
点字ブロックの外側かつホームドア
の中⼼に設置し測定した。 
 

 
 
 
 
 
 
 

6-2-3 結果と考察 
【新⼤久保駅】 

全体雰囲気写真 
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1号⾞
1ドア

2号⾞
1ドア

3号⾞
1ドア

4号⾞
1ドア

5号⾞
1ドア

6号⾞
1ドア

7号⾞
1ドア

8号⾞
1ドア

9号⾞
1ドア

10号⾞
1ドア

11号⾞
1ドア

垂直 -0.22
平⾏ 0.85

垂直 1.92
平⾏ -1.13

垂直 0.78
平⾏ 0.57

垂直 0.03
平⾏ 1.43

垂直 1.90
平⾏ -0.68

垂直 0.99
平⾏ 0.40

垂直 1.58
平⾏ 1.79

垂直 0.99
平⾏ 0.48

垂直 0.41
平⾏ 0.05

垂直 0.50
平⾏ 1.18

垂直 0.29
平⾏ 2.18

⼭⼿線外回り 新⼤久保

図6-2-1�⼭⼿線(外回り) 新⼤久保駅傾斜調査(%)

＊ホームドア有り
No. 号⾞ ドア 線路に対して 傾き

1 1 1 垂直 -0.22
3 2 1 垂直 1.92
5 3 1 垂直 0.78
7 4 1 垂直 0.03
9 5 1 垂直 1.9
11 6 1 垂直 0.99
13 7 1 垂直 1.58
15 8 1 垂直 0.99
17 9 1 垂直 0.41
19 10 1 垂直 0.5
21 11 1 垂直 0.29

平均値(%) 0.83
標準偏差(%) 0.73

表6-2-1�⼭⼿線（外回り）新⼤久保駅 垂直傾斜調査結果（％）

＊ホームドア有り
No. 号⾞ ドア 線路に対して 傾き

2 1 1 平⾏ 0.85
4 2 1 平⾏ -1.13
6 3 1 平⾏ 0.57
8 4 1 平⾏ 1.43
10 5 1 平⾏ -0.68
12 6 1 平⾏ 0.4
14 7 1 平⾏ 1.79
16 8 1 平⾏ 0.48
18 9 1 平⾏ 0.05
20 10 1 平⾏ 1.18
22 11 1 平⾏ 2.18

平均値(%) 0.65
標準偏差(%) 1.00

表6-2-2�⼭⼿線（外回り）新⼤久保駅 平⾏傾斜調査結果（％）



⽥端駅(ホームドア有り)

⼭⼿線（外回り）⽥端 ドア有り

1号⾞
1ドア

2号⾞
1ドア

3号⾞
1ドア

4号⾞
1ドア

5号⾞
1ドア

6号⾞
1ドア

7号⾞
1ドア

8号⾞
1ドア

9号⾞
1ドア

10号⾞
1ドア

11号⾞
1ドア

垂直 0.15
平⾏ 3.89

垂直 0.62
平⾏ -0.85

垂直 0.76
平⾏ -0.68

垂直 0.80
平⾏ -1.22

垂直 0.59
平⾏ 1.50

垂直 0.29
平⾏ -1.34

垂直 -0.24
平⾏ -3.10

垂直 -0.57
平⾏ 0.90

垂直 -0.15
平⾏ -4.71

垂直 0.24
平⾏ -1.09

垂直 0.19
平⾏ -1.74

図6-2-2�⼭⼿線(外回り) ⽥端駅傾斜調査(%)ホームドア有り

＊ホームドア有り
No. 号⾞ ドア 線路に対して傾き

7 4 1 垂直 0.8
5 3 1 垂直 0.76
3 2 1 垂直 0.62
9 5 1 垂直 0.59
11 6 1 垂直 0.29
19 10 1 垂直 0.24
21 11 1 垂直 0.19
1 1 1 垂直 0.15
17 9 1 垂直 -0.15
13 7 1 垂直 -0.24
15 8 1 垂直 -0.57

平均値(%) 0.24
標準偏差(%) 0.44

表6--2-3�⼭⼿線（外回り）⽥端駅 垂直傾斜調査結果（％）

＊ホームドア有り
No. 号⾞ ドア 線路に対して傾き

2 1 1 平⾏ 3.89
10 5 1 平⾏ 1.5
16 8 1 平⾏ 0.9
6 3 1 平⾏ -0.68
4 2 1 平⾏ -0.85
20 10 1 平⾏ -1.09
8 4 1 平⾏ -1.22
12 6 1 平⾏ -1.39
22 11 1 平⾏ -1.74
14 7 1 平⾏ -3.1
18 9 1 平⾏ -4.71

平均値(%) -0.77
標準偏差(%) 2.29

表6-2-4�⼭⼿線（外回り）⽥端駅 平⾏傾斜調査結果（％）



⽥端駅(ホームドア無し)

京浜東北線 ⽥端 ドア無し

1号⾞
1ドア

2号⾞
1ドア

3号⾞
1ドア

4号⾞
1ドア

5号⾞
1ドア

6号⾞
1ドア

7号⾞
1ドア

8号⾞
1ドア

9号⾞
1ドア

10号⾞
1ドア

垂直 1.08
平⾏ 0.90

垂直 -0.97
平⾏ -0.71

垂直 0.55
平⾏ -1.97

垂直 0.15
平⾏ -1.85

垂直 -0.10
平⾏ 0.68

垂直 -0.29
平⾏ -1.22

垂直 0.66
平⾏ -0.33

垂直 0.45
平⾏ -2.14

垂直 0.20
平⾏ -0.17

垂直 0.92
平⾏ 0.29

図6-2-3�京浜東北線 ⽥端駅傾斜調査(%)ホームドア無し

＊ホームドア無し
No. 号⾞ ドア 線路に対して 傾き

1 1 1 垂直 1.08
19 10 1 垂直 0.92
13 7 1 垂直 0.66
5 3 1 垂直 0.55
15 8 1 垂直 0.45
17 9 1 垂直 0.2
7 4 1 垂直 0.15
9 5 1 垂直 -0.1
11 6 1 垂直 -0.29
3 2 1 垂直 -0.97

平均値(%) 0.27
標準偏差(%) 0.61

表6-2-5�京浜東北線 ⽥端駅 垂直傾斜調査結果（％）

＊ホームドア無し
No. 号⾞ ドア 線路に対して 傾き

2 1 1 平⾏ 0.9
10 5 1 平⾏ 0.68
20 10 1 平⾏ 0.29
18 9 1 平⾏ -0.17
14 7 1 平⾏ -0.33
4 2 1 平⾏ -0.71
12 6 1 平⾏ -1.22
8 4 1 平⾏ -1.85
6 3 1 平⾏ -1.97
16 8 1 平⾏ -2.14

平均値(%) -0.65
標準偏差(%) 1.11

表6-2-6�京浜東北線 ⽥端駅 平⾏傾斜調査結果（％）



結果、線路に対して垂直傾斜を平均値で⾒た場合、

新⼤久保駅は基準を満たした約1%であったが

標準偏差値が⼤きく各号⾞ごとでバラツキが⼤きいことが分かった。

⼀⽅、⽥端駅では⼭⼿線(外回り)と京浜東北線の両⽅とも基準を満たしていない約1%未満であり

負の数値を⽰している箇所が多くにみうけられた。

線路に対して平⾏傾斜を平均値で⾒た結果、

新⼤久保駅と⽥端駅の両駅とも標準偏差の値が⼤きく、バラツキが⼤きい結果となった。

また、ホームドアが有る場合と無い場合で傾斜に対する相違は⾒受けられなく

ホームドアの有無によって傾斜に違いはない結果であった。



第六章 駅ホームの勾配の実測調査③
ーホーム線路側からの距離による勾配調査（⽥端駅・池袋駅）ー

線路との距離を600mm、900mm、1200mm毎に傾斜をはかり、
かつ1600mm程の⾝⻑からの⾒え⽅を調査していくことで、その位置はどのくらいの傾きがあり、

線路からどのくらいの距離に対し恐怖⼼などの⼼理的な変化があるか調査する

⽥端駅⬇⽅法

⼭⼿線（外回り）⽥端

3号⾞
2ドア

5号⾞
4ドア

8号⾞
2ドア

3号⾞2ドア 5号⾞4ドア 8号⾞2ドア 平均

600mm 垂直 0.68
平⾏ 0.22

垂直 0.61
平⾏ -0.33

垂直 0.41
平⾏ -1.53

垂直 0.56
平⾏ -0.54

900mm 垂直 1.06
平⾏ -0.87

垂直 0.73
平⾏ -0.06

垂直 0.12
平⾏ -0.34

垂直 0.63
平⾏ 0.15

1200mm 垂直 0.36
平⾏ 0.34

垂直 -0.01
平⾏ 0.31

垂直 0.85
平⾏ -1.93

垂直 0.40
平⾏ -0.42

図6-3-1�⼭⼿線(外回り) ⽥端駅傾斜調査(%)ホームドア有り

表6-3-1⼭⼿線(外回り)⽥端駅
ホーム線路平⾏側からの距離による傾斜調査結果（％）

ホームドア有り

⼭⼿線（外回り）⽥端

3号⾞
2ドア

5号⾞
4ドア

8号⾞
2ドア

3号⾞2ドア 5号⾞4ドア 8号⾞2ドア 平均

600mm 垂直 0.68
平⾏ 0.22

垂直 0.61
平⾏ -0.33

垂直 0.41
平⾏ -1.53

垂直 0.56
平⾏ -0.54

900mm 垂直 1.06
平⾏ -0.87

垂直 0.73
平⾏ -0.06

垂直 0.12
平⾏ -0.34

垂直 0.63
平⾏ 0.15

1200mm 垂直 0.36
平⾏ 0.34

垂直 -0.01
平⾏ 0.31

垂直 0.85
平⾏ -1.93

垂直 0.40
平⾏ -0.42

図6-3-1�⼭⼿線(外回り) ⽥端駅傾斜調査(%)ホームドア有り

表6-3-1⼭⼿線(外回り)⽥端駅
ホーム線路平⾏側からの距離による傾斜調査結果（％）

ホームドア有り
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京浜東北線 ⽥端

3号⾞
2ドア

5号⾞
4ドア

8号⾞
2ドア

3号⾞2ドア 5号⾞4ドア 8号⾞2ドア 平均

600mm 垂直 0.12
平⾏ -0.29

垂直 -0.05
平⾏ 0.94

垂直 0.47
平⾏ 1.06

垂直 0.18
平⾏ 0.57

900mm 垂直 -0.08
平⾏ -2.35

垂直 0.31
平⾏ 0.89

垂直 0.31
平⾏ 0.54

垂直 0.18
平⾏ -0.30

1200mm 垂直 -5.04
平⾏ -3.21

垂直 -0.29
平⾏ 1.48

垂直 2.88
平⾏ 0.26

垂直 -0.81
平⾏ -0.49

図6-3-2�京浜東北線 ⽥端駅傾斜調査(%)ホームドア無し

表6-3-2�京浜東北線 ⽥端駅
ホーム線路平⾏側からの距離による傾斜調査結果（％）

ホームドア無し

京浜東北線 ⽥端

3号⾞
2ドア

5号⾞
4ドア

8号⾞
2ドア

3号⾞2ドア 5号⾞4ドア 8号⾞2ドア 平均

600mm 垂直 0.12
平⾏ -0.29

垂直 -0.05
平⾏ 0.94

垂直 0.47
平⾏ 1.06

垂直 0.18
平⾏ 0.57

900mm 垂直 -0.08
平⾏ -2.35

垂直 0.31
平⾏ 0.89

垂直 0.31
平⾏ 0.54

垂直 0.18
平⾏ -0.30

1200mm 垂直 -5.04
平⾏ -3.21

垂直 -0.29
平⾏ 1.48

垂直 2.88
平⾏ 0.26

垂直 -0.81
平⾏ -0.49

図6-3-2�京浜東北線 ⽥端駅傾斜調査(%)ホームドア無し

表6-3-2�京浜東北線 ⽥端駅
ホーム線路平⾏側からの距離による傾斜調査結果（％）

ホームドア無し
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6-3-3-4 まとめ 

両駅とも線路との距離が離れていくにつれて傾斜が⼤きくなっている結果となった。ま

た、⽥端駅の線路に対する垂直勾配では、線路から 900mmあたりまではホームドアある場

合、無い場合関わらず 1%未満の結果であった。 

⼀⽅、池袋駅の線路に対する垂直勾配は、600mm までは⽥端駅同様 1%未満の傾きであ

ったが 900mmからほとんどが 1%以上の結果であった。加えて、池袋駅ではホームドアあ

りの場合より無い場合の⽅が傾いている傾向にあった。 

また、⽬線（1600mm）の位置から⾒える⾒え⽅では、ホームドアある場合とない場合で 

⼼理的変化を少なからず与えていると思われる。 
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池袋駅
⬇⽅法

⼭⼿線 池袋

3号⾞4ドア 6号⾞3ドア 9号⾞2ドア 平均

600mm 垂直 0.20
平⾏ -2.26

垂直 0.00
平⾏ 0.19

垂直 0.66
平⾏ -0.55

垂直 0.29
平⾏ -0.87

900mm 垂直 1.34
平⾏ -1.58

垂直 0.31
平⾏ 0.95

垂直 1.55
平⾏ 0.68

垂直 1.07
平⾏ 1.07

1200mm 垂直 1.27
平⾏ 0.75

垂直 2.09
平⾏ 0.35

垂直 4.34
平⾏ 1.98

垂直 2.57
平⾏ 1.03

3号⾞
4ドア

6号⾞
3ドア

9号⾞
2ドア

図6-3-3�⼭⼿線 池袋駅傾斜調査(%)ホームドア有り

表6-3-3�⼭⼿線 池袋駅
ホーム線路平⾏側からの距離による傾斜調査結果（％）

ホームドア有り

⼭⼿線 池袋

3号⾞4ドア 6号⾞3ドア 9号⾞2ドア 平均

600mm 垂直 0.20
平⾏ -2.26

垂直 0.00
平⾏ 0.19

垂直 0.66
平⾏ -0.55

垂直 0.29
平⾏ -0.87

900mm 垂直 1.34
平⾏ -1.58

垂直 0.31
平⾏ 0.95

垂直 1.55
平⾏ 0.68

垂直 1.07
平⾏ 1.07

1200mm 垂直 1.27
平⾏ 0.75

垂直 2.09
平⾏ 0.35

垂直 4.34
平⾏ 1.98

垂直 2.57
平⾏ 1.03

3号⾞
4ドア

6号⾞
3ドア

9号⾞
2ドア

図6-3-3�京浜東北線 池袋駅傾斜調査(%)ホームドア有り

表6-3-3�⼭⼿線 池袋駅
ホーム線路平⾏側からの距離による傾斜調査結果（％）

ホームドア有り

⼭⼿線 池袋

3号⾞4ドア 6号⾞3ドア 9号⾞2ドア 平均

600mm 垂直 0.66
平⾏ -0.66

垂直 1.74
平⾏ 0.05

垂直 0.89
平⾏ 0.64

垂直 1.10
平⾏ 0.01

900mm 垂直 2.67
平⾏ 0.24

垂直 1.69
平⾏ 0.29

垂直 1.76
平⾏ 0.06

垂直 2,04
平⾏ 0.20

1200mm 垂直 0.61
平⾏ -0.03

垂直 3.54
平⾏ 0.47

垂直 7.58
平⾏ -1.29

垂直 3.91
平⾏ -0.28

3号⾞
4ドア

6号⾞
3ドア

9号⾞
2ドア

図6-3-4�⼭⼿線 池袋駅傾斜調査(%)ホームドア無し

表6-3-4�⼭⼿線 池袋駅
ホーム線路平⾏側からの距離による傾斜調査結果（％）

ホームドア無し

⼭⼿線 池袋

3号⾞4ドア 6号⾞3ドア 9号⾞2ドア 平均

600mm 垂直 0.66
平⾏ -0.66

垂直 1.74
平⾏ 0.05

垂直 0.89
平⾏ 0.64

垂直 1.10
平⾏ 0.01

900mm 垂直 2.67
平⾏ 0.24

垂直 1.69
平⾏ 0.29

垂直 1.76
平⾏ 0.06

垂直 2,04
平⾏ 0.20

1200mm 垂直 0.61
平⾏ -0.03

垂直 3.54
平⾏ 0.47

垂直 7.58
平⾏ -1.29

垂直 3.91
平⾏ -0.28

3号⾞
4ドア

6号⾞
3ドア

9号⾞
2ドア

図6-3-4�京浜東北線 池袋駅傾斜調査(%)ホームドア無し

表6-3-4�⼭⼿線 池袋駅
ホーム線路平⾏側からの距離による傾斜調査結果（％）

ホームドア無し



＊ホームドア有り無し混合
No. 駅名 ホームドア 距離 線路に対して 号⾞ ドア 傾き

1 ⽥端 有り 600 垂直 3 2 0.68
4 ⽥端 有り 600 垂直 5 4 0.61
7 ⽥端 有り 600 垂直 8 2 0.41
10 ⽥端 無し 600 垂直 3 2 0.12
13 ⽥端 無し 600 垂直 5 4 -0.05
16 ⽥端 無し 600 垂直 8 2 0.47
19 池袋 有り 600 垂直 3 4 0.2
22 池袋 有り 600 垂直 6 3 0
25 池袋 有り 600 垂直 9 2 0.66
28 池袋 無し 600 垂直 3 4 0.66
31 池袋 無し 600 垂直 6 3 1.74
34 池袋 無し 600 垂直 9 2 0.89
2 ⽥端 有り 900 垂直 3 2 1.06
5 ⽥端 有り 900 垂直 5 4 0.73
8 ⽥端 有り 900 垂直 8 2 0.12
11 ⽥端 無し 900 垂直 3 2 -0.08
14 ⽥端 無し 900 垂直 5 4 0.31
17 ⽥端 無し 900 垂直 8 2 0.31
20 池袋 有り 900 垂直 3 4 1.34
23 池袋 有り 900 垂直 6 3 0.31
26 池袋 有り 900 垂直 9 2 1.55
29 池袋 無し 900 垂直 3 4 2.67
32 池袋 無し 900 垂直 6 3 1.69
35 池袋 無し 900 垂直 9 2 1.76
3 ⽥端 有り 1200 垂直 3 2 0.36
6 ⽥端 有り 1200 垂直 5 4 -0.01
9 ⽥端 有り 1200 垂直 8 2 0.85
12 ⽥端 無し 1200 垂直 3 2 -5.04
15 ⽥端 無し 1200 垂直 5 4 -0.29
18 ⽥端 無し 1200 垂直 8 2 2.88
21 池袋 有り 1200 垂直 3 4 1.27
24 池袋 有り 1200 垂直 6 3 2.09
27 池袋 有り 1200 垂直 9 2 4.34
30 池袋 無し 1200 垂直 3 4 0.61
33 池袋 無し 1200 垂直 6 3 3.54
36 池袋 無し 1200 垂直 9 2 7.58

600 900 1200
平均値(%) 0.53 0.98 1.5
標準偏差(%) 0.48 0.84 3.05

図6-3-5�⽥端駅・池袋駅 ホーム線路側からの距離による垂直傾斜調査結果（％）

表6-3-5��⽥端駅・池袋駅 ホーム線路側からの距離による垂直傾斜調査結果（％）
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両駅とも線路との距離が離れていくにつれて

傾斜が⼤きくなっている結果となった。

また、⽬線（⾝⻑1600mmの⾼さから）の位置

から⾒える⾒え⽅では、

ホームドアある場合とない場合で

⼼理的変化を少なからず

与えていると思われる。



第六章 線路からの距離に対する不安度アンケート調査 ④

この調査では、線路との距離と不安度が⽐例しているのかを調査していくことで、⼈の線路に対する意識
の強さと⼼理の関係性を明らかにしていくことを⽬的とする。
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結果

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

600 900 1200

線路からの距離に対する不安度
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図6-4-1 線路からの距離に対する不安度

ホームドアが有る場合とない場合で

不安度の⾼さが異なるものの

距離と不安度は⽐例しており、

線路との距離が近くなる程

不安度が増していることから、

⼈が線路に対して強い意識を持ち、

不安感という⼼理の関係していることが

明らかとなった。

駅ホーム上で⽴つ位置において、

ホーム縁からの距離と不安感は

関係している。



第7章 駅ホーム上で安⼼感を与える要因に関するインタビュー調査

インタビューを⾏い、

評価グリッド法から上位項⽬(⼼理⾯)と下位項⽬(物理⾯)の関係性を明らかにしていくことで、

駅ホーム上で必要とされる安⼼感を与える要因について仮説をたて考察していく。

【STEP１：質問】

普段、何気なく通る駅ホームの空間。

そんな空間に『安心感』を持たせるものはどのような空間なのでしょう。

あなたにとって、
「もしも、私がこの空間に居たら、

なんだか『安心する・落ち着く』なあ～」
・・・と思わせる『駅ホーム』の空間はどんな場所ですか？

次の20枚の写真の中から、

あまり深く考えず！！直感的にお答え下さい。

１ ２ ３

５ ６

９

【STEP１：質問】

普段、何気なく通る駅ホームの空間。そんな空間に『安心感』を持たせるものはどのような空間なのでしょう。
あなたにとって、「もしも、私がこの空間に居たら、なんだか『安心する・落ち着く』なあ～」と思わせる『駅ホーム』の空間はどんな場所ですか？
次の1~10枚の写真の中から、3枚選んで下さい。あまり深く考えず！！直感的にお答え下さい。

４

７ ８

10

17 18

19 20

13 14

15 16

1211

【STEP2：質問】

普段、何気なく通る駅ホームの空間。そんな空間に『安心感』を持たせるものはどのような空間なのでしょう。
あなたにとって、「もしも、私がこの空間に居たら、なんだか『安心する・落ち着く』なあ～」と思わせる『駅ホーム』の空間はどんな場所ですか？
次の11~20枚の写真の中から、3枚選んで下さい。あまり深く考えず！！直感的にお答え下さい。

【STEP 3：オリジナル評価項目の抽出】
では、先に選んだ『駅ホーム』において、あなたはどうしてあえて『駅ホーム』が『安心する・落ち着く』と思ったのですか。
「〇〇だから」とお答えください。

【STEP 4：ラダーアップ】
では、なぜ「〇〇だから、『駅ホーム』が『安心する・落ち着く』」と思ったのですか。

「〇〇という気持ちになるから」「〇〇できるから」とお答えください。

【STEP 5：ラダーダウン】
具体的には、どこが、どうだから、そう思ったのですか。「〇〇が〇〇だから」とお答えください。

【STEP 6：ランキング】
選んで頂いた安心する駅空間合計6枚の中から安心する駅空間上位3枚選ぶとしたらどれになりますか？？

ご協力して下さりありがとうございました。



図7-1�インタビュー⽣データ(マトリックス)

木材が使われているから

守られている感じがするから

通路の幅が広いから

ホームが広いから

ホームドアがあるから

ホームドアがあるから

屋根があるから

自然が身近にあるから

楽しそうだから

ガラスが用いられているから

シンプルだから

明るいから

床が綺麗だから

色彩が白で統一されているから
軽い気持になるから

多用されているデザインだから

空間がレトロチックだから

壁と天井がないから

周囲を確認することが出来るから

開放的だから

ホーム概念を変える

明るくなれるから

木材が使われているから

頑丈そうだから

心配がないから

壁が無いから
気持に変化を与えてくれるから

開放感ある気持になるから
自分を害するものがないから

利用者が少なそうだから

トリテツがいそうだから

自分のテリトリーだから

通勤より観光者が多いから

清潔感があるから
ものが少ないから

天井が高いから

電車の通る端にも壁があるから

おしゃれだから

清潔感を感じるから

想像が広がるから

軽いような気がするから

屋根がトラス構造だから
鉄骨に穴が開いているから

穏やかな気持になるから

ゆったりした気持になるから

色味が素朴だから

人の手が加えられているから

柱が奥に一定に続いているから

天井が格子になっているから

自然色が多いから

ベンチが設置されているから

新鮮さが感じられるから

構造が囲まれた形をしているから

懐かしくなるから

温かみがあるから

安定感があるから

天井から柱まで左右が対称だから

照明が丸いから

柔らかさを感じるから

天井に照明が反射しているから

緑があるから自然を感じることができる

地面に映る影で
小さい子が遊びそうだから郷

愁
性

安
全
性

開
放
性

調
和
性

図7-2�分類データ

郷愁性＝楽しさ＋蘇る思い出＋温かさを求める選択肢

安全性＝守られている＋⼼配がない＋信頼を求める選択肢

開放性＝気持ちの変化＋新しさを求める選択肢

調和性＝⼼⾝の軽さ＋バランスの良さを求める選択肢

で分類されている。



床・壁・天井 ⾊彩 ⾃然 全体の形状

ホームが広い 壁が無い 壁と天井がない ⾊彩が⽩で統⼀さ
れている

⽊材が使われてい
る ⾃然が⾝近にある ⼈の⼿が加えられ

ている
構造が囲まれた形
をしている

電⾞の通る端にも
壁がある

郷
愁
性

地⾯に映る影で⼦
供が遊びそう １

温かみがある １ ３ １ ４ ７ ３

懐かしくなる １ ４ １ ２ ８ ５

⾃然を感じる ３ １２ ２ １ ３ １３ １０ ２ １

安
全
性

ゆったりした気持
になる ４ １３ ２ ２ ３ １７ １０ １

守られている感じ
がする ７ ６

明るくなれる ２ ２ ２ ４ ６ １

⼼配がない ８ ８ ２ ８ ２

周囲を確認するこ
とができる ４ ５ ４ ３ ８ １

開
放
性

想像が広がる ２ ２

気持に変化を与え
てくれる ５ ４ ４ １ ４

清潔感がある ６ １ １ ６ ２

調
和
性 軽い気持になる ４ ８ ２

表7-1�安⼼感を与える駅ホームの要因

⼼理⾯と物理的要因の関係を
表にまとめた。

① “温かみ”と“懐かしさ”が
安⼼感に繋がり、物理的には
⾃然を⾝近に感じられること。

→『郷愁性』

② 守られている感が安⼼感に繋がり、
物理的には⽊材が
使われている、

囲まれた形をしていること。
→『安全性』

③ 清潔感があることが安⼼感に繋がり、
物理的にはホームが広く
⾊彩が統⼀されていること。
→『開放性』×『調和性』

④ 軽い気持ちになることが
安⼼感に繋がり、

物理的には⾊彩が⽩で統⼀されていること。
→『調和性』



安⼼感を与える要因として、駅ホームの「広さ」だけではなく、

⾃然を感じられる⼯夫の他、

周囲を確認できる明るさや統⼀された⾊彩等が重要と考える。

今回研究では範囲が狭く、

不明確な部分が⾒受けられた。

その為、今後は駅範囲と対象者の拡⼤とHMDを使⽤した実験と

駅ホーム上で安⼼感を与える要因に関するインタビュー及びアンケート調査を

⾏っていくことを課題としていきたい。

第8章 結論
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藤井衛・伊集院博・⽥村昌仁・伊奈潔： 
兵庫県南部地震の液状化地帯における⼾建住宅の基礎の被害と修復 

−⼾建住宅の基礎の修復に対する考え⽅− 
 ⼟と基礎, 地盤⼯学会, Vol. 46, No. 7, pp. 9-12, 1998.7 
 
安⽥進・橋本隆雄： 
⿃取県⻄部地震における住宅の液状化による沈下について 

 ⼟⽊学会第 57回年次学術講演会, pp. 1029-1030, 2002.9 
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安⽥進： 
⿃取県⻄部地震による団地の被害 

 総合論⽂誌, ⽇本建築学会, No. 2, pp. 45-46, 2004.2 
 
⼩檜⼭雅之・系野智奈美・園部隆夫： 
千葉市美浜区における液状化被害を受けた住⺠への健康障害に関するヒアリング調査,  

 地域安全学会論⽂集, No.17, pp. 145-151, 2012.7 
 
・縦断勾配錯視―周囲視環境と床の傾斜効果― (参照 2021.6) 
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpsy/79/2/79_2_125/_article/-char/ja/ 
 
・恐怖⼼が姿勢の安定性に与える影響 (参照 2021.6) 
https://www.jstage.jst.go.jp/article/cjpt/2007/0/2007_0_A0484/_article/-char/ja/ 
 
・千⿃掛け柵効果：視覚的な柵の傾きは進⾏動作に影響する (参照 2021.6) 
https://www.jstage.jst.go.jp/article/cogpsy/2017/0/2017_75/_article/-char/ja/ 
 
・歩⾏時の頭部の上下の傾きが⼼理・⽣理状態に及ぼす影響 (参照 2021.6) 
https://www.jstage.jst.go.jp/article/tfu/12/0/12_49/_article/-char/ja/ 
 
・視環境の側⽅傾斜が⽴位姿勢と歩⾏に与える影響 (参照 2021.6) 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjx
pPLEuZz1AhVHslYBHUF6DkAQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Ftuat.repo.nii.ac.j
p%2F%3Faction%3Drepository_action_common_download%26item_id%3D1382%26item
_no%3D1%26attribute_id%3D16%26file_no%3D1&usg=AOvVaw3OayxbTRPjXoiL2cYSc
eAd 
 
第 3 章 
・令和 2年版交通安全⽩書 全⽂（表 3-1、図 3-1）(参照 2021.7) 
https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r02kou_haku/pdf/zenbun/1-2-1.pdf 
・内閣府 
https://nsearch.cao.go.jp/cao/search.x?q= 鉄 道 + 事 故 + ⼈ ⾝
&ie=utf8&cat=0&pagemax=10&pdf=ok&sort=2&titleFilterType=0&mode_ja_cao=ja_cao&
mode_ja_esricao=ja_esricao&dateFromYYYY=&dateFromMM=&dateToYYYY=&dateToM
M=&ref=www8.cao.go.jp&tmpl=ja&pid=fR2t6bpfMWyz72jPJNBRdw..&qid=CBRfgWF1ax
7okp2d8Cj0At-B52mgXtus&page=2 
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・背景素材（3-3-2-7-1 の写真）(参照 2021.7) 
https://stock.adobe.com/jp/images/ 背 景 素 材 %E3%80%80 ⽔ 彩 %E3%80%80 に じ
み %E3%80%80 グ ラ デ ー シ ョ ン %E3%80%80 ⻘
/345280342?as_campaign=ftmigration2&as_channel=dpcft&as_campclass=brand&as_sour
ce=ft_web&as_camptype=acquisition&as_audience=users&as_content=closure_asset-
detail-page 
 
・プラットホームに⻘いライトを設置することで⾃殺を防ぐことができますか？⽇本から
の前後の観察研究(参照 2021.7) 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032712005873 
 
・プラットホームに⻘いライトを設置することで⾃殺を防ぐことができますか？⽇本から
の前後の観察研究(参照 2021.7) 
 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22980401/ 
 
第 6 章 
・JR⼭⼿線 線路図（フリー版）(参照 2021.8) 
https://rp-tj.blogspot.com/2020/02/yamanoteline-map.html 
 
・⼭⼿駒込という誇り｜【公式】リビオ駒込妙義｜JR⼭⼿線「駒込駅」徒歩 4分、東京メ
トロ南北線徒歩 3分｜新築分譲マンション(参照 2021.8) 
https://nskre.jp/komagomemyogi/location/index.html 
 
・ファイル：⽅位の記号.svg-Wikibooks(参照 2021.9) 
https://ja.wikibooks.org/wiki/ファイル:⽅位の記号.svg 
 
・J R東⽇本：駅構内図（新⼤久保駅）(参照 2021.10) 
https://www.jreast.co.jp/estation/stations/857.html 
 
・J R東⽇本：駅構内図（⽥端駅）(参照 2021.10) 
 
https://www.jreast.co.jp/estation/stations/972.html 
 
・J R東⽇本：駅構内図（池袋駅）(参照 2021.11) 
https://www.jreast.co.jp/estation/stations/108.html 
 
 
 
 



以上です。

本⽇は、ご視聴下さりありがとうございました。


