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本日の内容

地下空間の役割と視点の再考

世界の各都市の深度別地下空間利用

日本における地下空間の活用形態

浅深度地下利用

公共用地の占用

民有地内

大深度地下利用

おわりに
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地下空間の
役割と視点の再考

2



地下空間を考える主な視点
インフラ収容空間（貯留空間）としての役割

上下水道、貯留池、河川、通信インフラ

電気、ガス、地域冷暖房、エネルギー貯留

鉄道（地下鉄・リニア）、駅

道路（自動車・自転車・歩行者）、駐車場、駐輪場

交通ネットワークとしての役割

トラフィック機能

アクセス機能

滞留機能

賑わい空間・交流空間としての役割

避難場所としての役割（ただし水害に対しては要注意）
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地下空間を考える視点
連続性：物理的ネットワーク

利用者視点

管理者区分が異なる中での連続性

収容性

施設の収容（従来から行ってきたこと）

人・文化の収容（生活、生業、緊急時の一時避難）

代替性

地上では収容できないものへの対応

利用上の閉鎖性

人が利用する前提

人が利用しない前提
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世界の各都市の
深度別

地下空間利用
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underground 
cities
MARK OVENDEN
2020年9月
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マーク・オーブンデン，
「世界の地下都市大解剖

立体イラストで巡る、見え
ない巨大インフラ」，日経
ナショナルジオグラフィッ
ク社，2021年2月



深度
（m）

トロント ボストン ブエノスアイレス アムステルダム ローマ ベルリン ブダペスト ストックホルム 東京
深度
（m）

0 0

1 江戸（東京以前） 1

2 バダロナの古代水路
フォアブンカー（総統地下壕と共にあっ

た地下壕） 2

3 運河（平均） 千年紀地下鉄（MFAV） 3

4
サムナー・トンネル/
キャラハン・トンネル

クロアカ・マキシマ 4

5 スパダイナ・ストーム・トランク下水道 ストーニー・ブルック
エル・サンホン・デ・グラナドス、

パセオ・デル・バホ道路回廊プロジェクト
サン・ピエトロ大聖堂地下の

共同墓地
ベルナウアー・シュトラーセ

脱出トンネル
スルッセン～スカンストォール・トラムト

ンネル（1933年） 5

6 ペドウェイ カサ・ロマ・トンネル 6

7 AEG社実験用Uバーン 7

8 8

9
アンバ・アラダム駅下の

古代ローマ兵舎
総統地下壕 9

10 アルバート・カイプ駐車場 10

11 11

12
クラーク/

レイク駅 貨物列車用トンネル
PATH ステイナート・ホール ガウディ駅 トンネル57 ヘンリクスダール下水処理場 12

13 地下駐輪場 13

14 14

15
アクアリウム駅

（ブルーライン、地下鉄最深部）
アムステルダム中央駅

（メトロ51、52、53、54号線） 15

16 聖ドミティッラのカタコンペ
ティーアガルテン・トンネル/ローテス・

ラートハウス駅（U5号線）
王宮の地下迷宮 16

17 17

18
ゲズントブルンネン駅

（U8号線、Uバーン深層駅） 18

19
ワシントンストリートトンネル、バン

ビューレン&ジャクソンストリートトンネ
ル、ラサールストリートトンネル

19

20 ローレンス駅（深い地下鉄駅） バンセンヌ採石場 カタコンペ アイ・トンネル
ベネチア広場下の
ムッソリーニ防空壕 20

21 21

22 首都圏外郭放水路調圧水槽 22

23 23

24 王宮の丘の下を通る主下水管 24

25 地下鉄トンネル（平均）
シドニー・ハーバー・
トンネル/レーン・
コーブ・トンネル

バスビーズ・ボア 25

26
イェルヴァ～エオルシェール

下水トンネル 26

27 テッド・ウィリアムズ・トンネル
デ・ペイプ駅

（52号線、最深部のメトロ駅）
地下鉄トンネル（平均） 27

28 28

29 カルヴィン広場駅（M4線） 29

30 コープランド変電所トンネル
シャルルボワ駅（グリーンラ

イン：メトロ最深駅）
地下鉄トンネル（最深部）

サン・ジョバンニ駅
（A線、C線/メトロの深い駅）

クーバーニャ貯蔵庫群 バルカルビュー駅（建設中） パシラ貯水池 30

31 31

32
アベニュー駅

（最深部の軽便鉄道駅）
ピカデリー・サーカス駅（ピカデ

リー線・ベーカールー線）
T-セントラル駅（T10、T11、T13、

T14、T17、T18、T19） 32

33 ガーデン・サンタ・フェ
クラパム・ノース防空壕の

農場 33

34
グランアベニューアーツ/バンカーヒ
ル駅（リージョナルコネクター最深

部）
スコシアプラザ金塊貯蔵庫

クングストラッドゴーデン駅（T10、
T11/トゥンネルバナ最深駅） 34

35 メトロのトンネル（最深部） 東新宿駅（大江戸線、副都心線）
ノース・ライド駅

（ノースウエスト線、
メトロ最深駅）

ウエストコネックス
地下高速道路 35

36 パドック戦時執務室 36

37 セントラル・アーテリー 37

38 38
39 39

40 リアチュエロ・プラント下水トンネル 神田下水 40

41 41

42
六本木駅（日比谷線、大江戸線/

地下鉄最深駅） 42

43 43
44 44

45 アクアライン 45

46
ムーン島～ド―チェスター

煉瓦下水道 46

47 47
48 48
49 49

50 ウエスタン・ビーチーズ・トンネル ラーコシ防空壕 首都圏外郭放水路トンネル 50

51 51
52 52
53 53
54 54

55 55

56 56
57 57

58 58

59
ハムステッド駅（ノーザン線、

地下鉄最深部駅） 59

60 60
61 61
62 62

63 63

64 64

65
フェルビフォール

（ストックホルム・バイパス）
第42地下壕

ルジェフ
スカヤ駅 65

66 66
67 67
68 68
69 69

70 70

71 71
72 72
73 73

74 74

75 75
76 76
77 77
78 78
79 79

80 80

81 81

82 82

83 83
84 84
85 85
86 86
87 87
88 88
89 89
90 90
91 91
92 92
93 93
94 94
95 95
96 96
97 97
98 98
99 99

100 100

111 111

150 150

170 170

200
トゥネル・エミゾール・

オリエンテ 200

250 250

シカゴ

リバーデイルカルメット
TARPポンプ場

ノースフォート評定室

セント・ジェームズ湖

シティ・サークル

191丁目駅
（IRT7番街線、地下鉄の最深駅）

メ
ト
ロ
の
ト
ン
ネ
ル

RESO

下
水
管

L
ト
ン
ネ
ル

（
平
均

）

モントリオール

気送式郵便配達システム

下
水
管

ニューヨーク・シティ

コブル・ヒル・トンネル、ビーチ・ニューマ
ティック・トランジット・トンネル

テ
ム
ズ
・
タ
イ
ド
・
ウ

ェ
イ

ロサンゼルス

ボーリング・カンパニー試験トンネル

ベルモント・トンネル

リージョナルコネクタートンネル
（最深部）

メトロポリタン大聖堂地下の
アステカ遺跡

排
水
ト
ン
ネ
ル

メキシコシティ

メ
ト
ロ
の
パ
ー
プ
ル
ラ
イ
ン
延
長
線

ニューヨーク市3号水道トンネル

マンサナ・デ・ラス・ルセストンネル

元々の路面の高さ

メリルボーン貯水庫

チャーチルの戦時執務室

タワー・サブウェイ

大英図書館地下室

郵便局鉄道用トンネル

ウーリッジ歩行者用トンネル

ク
ロ
ス
レ
ー
ル
・
ト
ン
ネ
ル

エドゥワール・モンプティ駅（REM）

サン・レオナール洞窟

クラウン・フィニッシュ・ケイブス、ニュー
ヨーク市立図書館地下書庫

タイムズスクエア42丁目駅（IRT42丁目
シャトル線、BMTブロードウェイ線、IRT7

番街、IRTフラッシング線）

ウォールストリート円筒形金庫

クロトン濾過プラント

リー・トンネル

ロンドン

郵便用気送管

暗渠化した河川

ダイヤモンド広場防空壕、
防空壕307

ジョアンミロの貯蔵タンク

海水淡水化プラント

リェフィア駅（10号線）

エル・コル/ラ・テイショネラ駅
（5号線、メトロ最深部の駅）

バルセロナ パリ

郵便用気送管

ガルニエ宮の人造湖

ルテティアの古代ローマ遺跡

フォーラム・デ・アール

フェート広場駅（7、11号線）

オーベール駅（A線、最深部のRER駅）

アベス駅
（12番線、最深部の地下鉄駅）

ドムス・アウレア（黄金宮殿）の
コロッセオの地下室

ベ
ル
リ
ン
井
戸

モルナール・ヤノーシュ洞窟

ヘルシンキ

フィンランドの典型的な
地下貯蔵庫

イタケスクス水泳センター

市
民
向
け
岩
盤
シ

ェ
ル
タ
ー

カンピ駅
（M1、M2線/メトロ最深駅）

パイエンネ湖地下水道（平均）

整備用トンネル

エスプラナーデュ公園貯水池

モスクワ

メ
ト
ロ
2
号
線

（
推
定

）

ゴボロボ駅（8A号線）

トロパリョボ駅（1号線）

パールク・クリトォールイ（5号線）

コムソモーリスカヤ駅（5号線）

パールク・パベーティ（勝利公園）駅
（3、8A号線/メトロ最深部駅）

ラメンキ地下壕（推定）

ガスパイプ

シドニー

クロス・シティ・トンネル

ビクトリア・バラックス

イースタン・ディストリビューター

シドニー・オペラハウス駐車場

メトロ・シティ＆サウスウエスト・トンネル

ウエスト・ペナント・ヒルズにある
メトロ・ノースウエスト・トンネル
（エッピング～ベラ・ビスタ間）

200m

250m
マーク・オーブンデン著、梅田智世、竹花秀春訳，
「世界の地下都市大解剖」，ナショナルジオグラ
フィック，2021年2月 収録データより著者作成

0m 東京



地下空間利用の国際比較

上水道・下水道、交通としての利用は多数あり

国ごと地下空間利活用に差異あり

海外：戦時の防空避難場所としての活用あり

日本：防空避難場所としての活用無し

防災を目的とした地下利用

⇒日本（地下調節池、地下分水路など）

日常的に人の立ち入りを許す／許さない施設

法的な地下マスタープランはヘルシンキにあり
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フィン
ランド
ヘルシ
ンキ

地下マ
スター
プラン

出典：
https://www.hel.fi/he
lsinki/en/housing/pla
nning/current/under
ground-master-plan

Underground Master Plan  2010

法定
計画
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日本における
地下空間の活用形態
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土地
上物

（付属物）

公共空間
道路・河川・
公園等

施設（物件）
占用

準公共
空間

公的施設
公開空地

施設・建築物

民有空間 宅地 建築物・看板

空間の構成
11

※日本での地下空間利用は主に道路下



土地所有形態別地下空間の分類

公的施設

公開空地

店舗等 地下街通路

大深度
(40m

以深)※1

※1：40ｍ以深もしくは基礎杭から10ｍ以深でいずれか深い空間が大深度地下  　※2：駐車場がないものもある

鉄道施設

複合
施設

建築物地下（地下階）

公共用地（道路、公園、河川など）

地下街

駐車場　※2

施設、物件
（公共施設管理者から占用許可を得て設置）

地
下

所有区分

建築物、看板地上

浅深度

宅地（民有地）

建築物間地下通路

民有地内単独地下通路

交通
施設

店舗
等

準地下街

地下歩行
専用通路

個別占用物件

（調節池、下水管等）

共同溝

大深度地下使用法（大深度地下の公共的使用に関する特別措置法）の適用

供給処理施設など

駅・線路・ラチ外コン
ソース

建築物内通路 通路（地下歩行者専用
通路を含む）

駐車場　※2

建築物内地下駐車場

その他
の

施設

地下鉄+送水管など

複合占用物件

店舗
等

建築物内
地下通路

地下空間：浅深度（公共用地＋民有地）、大深度
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道路地下の占用
13

出典：東京市，「東京市土木読本」，1936年，銀座尾張町附近道路断面図

出典：国土地理院GSI Maps



道路の占用の許可：道路法第32条
・電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、
広告塔その他これらに類する工作物

・水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物
件

・鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類
する施設

・歩廊、雪よけその他これらに類する施設

・地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類
する施設

・露店、商品置場その他これらに類する施設

・道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある
工作物、物件又は施設で政令で定めるもの

14



15

地下埋設物の現況と計画

出典：土木学会土構造物および基礎委員会地下
空間研究小委員会「地下空間の計画（平成7年）」

道路管理者から
占用許可を得て
各施設管理者が
設置
道路法施行令で
位置や深さに対
する原則を明記
歩道：0.6m以下
車道：1.2m以下
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出典：土木学会土構造物および基礎
委員会地下空間研究小委員会「地下
空間の計画（平成7年）」

幹線道路
における
配置原則

下水管枝管
3m程度の深さ

下水管本管
5-10m程度の深さ



浅深度地下利用
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浅深度地下利用

多くは公共用地（道路）の占用

公共用地内：管路・河川・通路・鉄道など

⇒各施設管理者が設置

公共用地内：地下街

⇒主に地下街会社が設置

公共用地内：共同溝・駐車場・歩行者専用道路など
⇒道路事業者が設置

民有地内
⇒民間事業者が設置／各公共施設管理者が設置

18



公共用地の占用

河川・管路・通路・鉄道
など

各施設管理者が設置

19



地下河川：道路・駅前広場下
20

出典 渋谷区HP渋谷川
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/assets/detail/files/kurashi_machi_pdf_spub0
3_14.pdf



地下河川：公園緑地下

21
出典：UR都市機構東日本都市再生本部東日本
ニュータウン事業地区の概要https://www.ur-
net.go.jp/toshisaisei/hndcds000000a7m0-
att/100.pdf



大河原
調節池

22

出典：埼玉飯能県土整備事務所：管
理する河川施設 <大河原調節地（飯
能市）>県
https://www.pref.saitama.lg.jp/b100
5/hannokendo-kasen.html

出典：折原夏志・筈谷
元彦

『ビッグヒルズ「飯能：自
然の回廊計画」による
地域の活性化』

アーバンインフラ・テク
ノロジー推進会議第25
回技術研究発表会



多摩ニュータウン三沢川分水路事業
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出典：東京都建設局東京都の調節池・分水路 https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/content/000047326.pdf



多摩ニュータウン三沢川分水路事業
24

多摩NTによる
雨水流出対策

三沢川下流は
神奈川県であ
り、市街化が
進み河川改修
目途が立たな
い

調整池の堤体
築造に適さな
い地質

⇒トンネル方式

出典：東京都建設局東京都の調
節池・分水路
https://www.kensetsu.metro.toky
o.lg.jp/content/000047326.pdf



浅深度地下利用

民有地内

民間事業者が設置
各公共施設管理者が設置

25



民有地内地下利用：地下階
建築物の地下階（宅地内のみ活用）

土地所有者自らが設置

民法上の契約行為のもと別の設置者が設置

建築物の地下階を接続しネットワーク化

26

地下活用例
・飲食店
・デパ地下
・駐車場
・荷捌き場
・倉庫 など

出典：東武百貨店池袋店HPフロアマップhttp://www.tobu-
dept.jp/ikebukuro/floormap/detail/B1F



官民連携による浸水対策

27

出典：国土交通省「国土交通白書2017」p242



大深度地下利用

28
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大深度地下の定義

出典：国土交通省都市・地域整備局「大深度地下使用技術指針・同解説（平成13年6月）」



大深度地下使用法
対象事業(第４条)：道路、河川、鉄道、電気通信、
電気、ガス、上下水道等の公益性を有する事業

使用認可の効果(第25条)及び使用権取得に伴う補償
(法第37条)使用認可：認可事業者は使用の期間中事

業区域を使用する権利を取得し、事業区域に係る
土地の権利は、認可事業者の事業区域の使用の妨
げや支障を及ぼす限度においてその行使を制限さ
れる

大深度地下：事業者が事業実施のために使用権を
取得しても、通常は、補償すべき損失が発生しな
い＝事前の補償は要しない
※具体的な損失が生じた場合には、使用権取得後、１年以内に
限り土地所有者等から事業者に対して請求することが可能

30

出典：国土交通省、「大深度地下情報システムについ
て」、平成31年3月



大深度地下使用法認可要件(第16条)
①事業が第4条各号に掲げるものであること
②事業が対象地域における大深度地下で施行されるものであ
ること

③事業の円滑な遂行のため大深度地下を使用する公益上の必
要があるものであること

④事業者が当該事業を遂行する十分な意思と能力を有する者
であること
⑤事業計画が基本方針に適合するものであること
⑥事業により設置する施設又は工作物が、事業区域に係る土
地に通常の建築物が建築されてもその構造に支障がないも
のとして政令で定める耐力以上の耐力を有するものである
こと

⑦事業の施行に伴い、事業区域にある井戸その他の物件の移
転又は除却が必要となるときには、その移転又は除却が困
難又は不適当でないと認められること
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出典：国土交通省、「大深度地下情報
システムについて」、平成31年3月



大深度地下の使用認可までの手続き

32

出典：国土交通交通省大深度地下利用https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/crd_daisei_tk_000012.html



出典：国土交通省都市・地域整備局「大深度地下使用技術指針・同解説（平成13年6月）」

大深度地下の
特定方法のフ
ローと認可実績
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神戸市大容量送水管整
備事業（H19.6認可）
東京外かく環状道路
（関越道～東名高速）
（H26.3 認可）
中央新幹線（東京都・
名古屋市間）（H30.10 
認可）

一級河川淀川水系寝屋
川北部地下河川事業
（H31.3 認可）
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一級河川淀川水系寝屋川北部地下河川事業

出典：大阪府
寝屋川北部地
下河川大深度
地下の公共的
使用に関する
特別措置法に
基づく使用認
可について
https://www.p
ref.osaka.lg.jp
/ne/kouji/hoku
bu.html
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出典：大阪府
寝屋川北部地
下河川大深度
地下の公共的
使用に関する
特別措置法に
基づく使用認
可について
https://www.p
ref.osaka.lg.jp
/ne/kouji/hoku
bu.html

一級河川淀川水系寝屋川北部地下河川事業



おわりに
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浸水被害軽減に向けた地下空間活用

37

地下は見えない空間：見えないフロンティア

⇒活用には予め可能な限り網羅的な調査必要

日本は地下空間を防災の観点から活用

浸水リスク軽減のため、これまで主に都市（再）開
発に併せて地下空間（トンネルを含む）を利用

人と物が集中し既に市街地を形成している都市（令
和2年DID：国土面積の4%に全人口の70%）に対し
て、地下空間を利用し浸水リスクを軽減することは
有用と思料

ただし、コスト(工事、維持管理、排水)と利用する
土地(公共用地、民有地)等について検討が必要



ご質問・不明点等ございましたら下記までお問い合わせください

oosawa.masaharu@nihon-u.ac.jp

終 了

ありがとうございました
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