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　東京時層地図は、同じ場所の古地図と現代地図を、切り替
えて見比べることができるスマートフォン・タブレット用ア
プリ。地図は明治期から現代まで、７種類を用意。見たい時
代を選んでタップするだけで、瞬時にその時代へタイムスリッ
プ。GPS 情報を利用し、今、自分がいる場所を古地図上に示
すことができる。端末を持って移動すると、それに合わせて
地図も移動。まち歩きが一層楽しくなるアプリ。
　「時層」は「時間の重なり」を意味する造語で、古地図を重
ねて見ることで、地層のように、その土地の変遷を捉えるこ
とができる。
　文 明 開 化 期（1876 ～ 1886 年）、明 治 の お わ り（1906 ～
1909 年）、関 東 地 震 直 前（1916 ～ 1927 年）、昭 和 戦 前 期

（1928 ～ 1939 年）、高度成長前夜（1948 ～ 1960 年）、バブ
ル期（1984 ～ 1990 年）、現代の７種類の地図のほか、現
代の地形図、航空写真、航空写真＋地図の計 10 種類を用
意し、最新版では各時代の航空写真などを加え計 19 種類
となっている。
　iPad 版では、一画面表示と二画面表示があり、19 種類
を自由に組み合わせ、並べて表示することができる。ピン
チイン・ピンチアウトで拡大縮尺も自由自在。
　現在、iPhone 版の「東京時層地図」「横濱時層地図」、
iPad 版の「東京時層地図 for iPad」があり、Android 版も
用意されている。

“TOKYO JISOU MAPS” in Tokyo Totem – A Guide to Tokyo (Monnik / Flick Studio, 2015) Translated by Kei Benger

時層地図

https://www.jmc.or.jp/

東 京 時 層 地 図
TOKYO JISOU MAPS
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駅裏概論駅裏概論 今今
い ま おい ま お

尾尾　恵恵
け い す けけ い す け

介介

りがまっすぐ中心市街へ向かう。バ
スターミナルとタクシー乗り場が並
び、昨今ではペデストリアンデッキ
が上を覆う。キャリーケースを引い
た人々が忙しく行き交う風景である。
駅の「１番線」があるのも多くは
こちら側だ。鉄道省時代には駅長室
（駅舎）のある側を 1番線とする原
則があったので、必然的に中心市街
地側になる。この機会に日本の全都
道府県庁所在地の「代表駅」の番線
を構内案内図で調べてみたら、JR
札幌駅からゆいレールの県庁前駅
（那覇市）まで、ほとんどの駅が中心
市街側に１番線を持っていた（京都
は１番線がなく０番線）。例外は山
口駅と浦和駅（さいたま市役所の最
寄り駅）、そして東京駅しかない。大
正３年（1914）の開業で登場した立
派な東京駅の赤煉瓦駅舎は、天下の
中心市街たる日本橋や銀座に背を向
け、皇居=天皇に正面を向いて建て
られたため、ここでは「駅裏」が銀
座側なのであった。
中心市街側に重厚な駅舎がデンと

「駅裏」と聞いて何を連想するだ
ろうか。若い世代なら「そもそも駅
にオモテとかウラがあるの？」と疑
問を呈されるかもしれない。ごもっ
ともである。なぜなら最近では各都
市の駅から裏と表現すべき場所が消
えつつあるから。
それでは駅裏というのはどんな場
所なのか（だったのか）。ひと言で表
現するのは難しいが、たとえば戦前
生まれの世代なら、敗戦直後に闇市
があった雑然とした場所、何となく
怪しい飲食店などが並ぶ一帯、と
いったところかもしれない。子供は
なるべく近づかない方がいい。でも
お手頃価格の旅館はある。その一
方、駅で貨物を扱うのが当たり前の
時代なら、多くのトラックが横付け
になってお兄さんたちが忙しく立ち
働き、駅のバックヤード（まさに舞
台裏である）として、今よりはるか
に多い駅員さんの詰め所もあった。
駅裏の対概念はもちろん正面口

だ。ある程度以上の都市ならロータ
リーが整備され、そこから目抜き通

プロフィールは、15ページプロフィールは、15ページ
今尾　恵介今尾　恵介

富山駅周辺・1/1万地形図（「富山（集合図）」昭和30年測図）富山駅周辺・1/1万地形図（「富山（集合図）」昭和30年測図）

構えていた時代が過ぎ、高度経済成
長期になると主要駅の駅ビル化が進
む。東京や名古屋、大阪など戦前か
ら旅客専用駅が設けられた一部の例
外を除けば、それまで駅の裏側には
「ヤード」があった。貨物を扱うのが
当たり前だったので、そこには機回
し線（機関車を前から後に付け替え
るための線路）や貨物入れ替え用の
何本ものレール、車両の修理を行う
施設、機関区や保線区、各部署にわ
たる駅員の詰所などが並んでいた。
それらが次々と姿を消す契機と
なったのが、「コンテナ中心」に大変
貌を余儀なくされた鉄道貨物であ
る。主要駅のヤードは不要となり、
駅裏は「もうひとつの駅前」として
再開発の対象となった。分割民営化
で JR になるとそれがさらに加速さ
れていく。都市開発の目玉として連
続立体交差事業も立ち上げられ、
バックヤードの跡地には商業ビルが
建ち並び、マンションも進出。一方
で中心市街は衰退して相対的に集客
力を弱めたので、オモテとウラの格
差は縮小していく。そんな動きが半
世紀ほどの間に全国規模で進んで現
在に至ったのであるが、駅裏はピン
ポイントではなく文化的側面も色濃
いので、しばらくの間はその「余熱」
は残りそうだ。

富山中心市街（地理院地図2024年10月取得）

300m
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札幌駅札幌駅

メージを持つ所が目立たなくなって
いるが、歴史も踏まえて辿っていく
とその痕跡を見ることができる。ま
ず「駅裏」の感覚が最も残るのが札
幌駅北口である。小～中学生当時の
筆者が、鉄道の撮影によく通った
1980 年ごろの地上駅時代は、２階
建て程度の北口駅舎がポツンと建つ
のみで、周辺はほとんどが駐車場と
いう正に駅裏であった。当時の札幌
駅には０～９番ホームがあり、北口
側が８・９番ホームで、北口駅舎と
の間には複数の側線があった。８・
９番ホームは全長が短く、主に札沼
線などのローカル列車の発着に使用
され、優等列車が発着する「駅表」の
南口側のホーム（行き止まりの０番
線を除く）とは雰囲気が異なってい
た。利用客が少ない８・９番ホーム
の駅蕎麦店が「このホームだけだか
らね」と大盛のカレーを出してくれ、
馴染みとなり食事はかならずここで
取っていたものだ。
高架工事は北口の側線をつぶして
行われ、完成まで９番ホームの横に

札幌駅は、言うまでもなく北海道
の代表駅である。JR 北海道函館本
線の駅であるが、運用上白石駅で分
岐する千歳線と、桑園駅で分岐する
札沼線の列車も乗り入れる。それぞ
れの駅から札幌駅まで、函館本線と
独立した線路でつながっているた
め、実質的には３路線が乗り入れ
る、JR 北海道最大の拠点駅である。
1988 年 11 月に高架化され、現在
はホーム６面で 10線の構造となっ
ている。札幌市営地下鉄の南北線・
東豊線の駅も隣接しているが、こち
らは「さっぽろ駅」として区別され
ている。元来、札幌の中心市街地は、
南へ 500m～１km離れた大通・す
すきの地区で、札幌市営地下鉄は大
通駅が拠点となっており、南北線、
東西線、東豊線すべての路線が乗り
入れている。高架化以前の札幌駅周
辺は繁華街としての規模は大きくな
く、駅地下の商店街や、老舗の百貨
店「五番館」、そして１階がバスター
ミナルとなっていた 1978 年開業の
札幌そごうが大きな商業施設だっ
た。その後 2003 年に駅ビル「JR タ
ワー」が開業するなど再開発が進み、
現在は多数の商業施設・ホテルが林
立し、大通・すすきの地区を凌ぐ繁
華街を構成している。北海道新幹線
の札幌開業にむけての工事も行われ
ており、今後も大きな発展が見込ま

は大きな壁が設置されていた。
1988 年 11 月の高架化の際は、現
３番ホームから10番ホームまでと、
仮設の11番ホームで暫定開業した。
つまり現在のホームの大半は、駅裏
であった北口側に作られている。
その後、南口よりの１～２番ホー
ムが作られ、仮設 11 番ホームは撤
去され側線となり、1990 年に全面
開業した。北口駅前にはロータリー
や噴水がある広場が整備され、ホテ
ルなども相次いで建設されていっ
た。高架駅の側壁も窓が階段状にデ
ザインされた特徴的なもので、文字
通り面目躍如な面持ちとなった。し
かし現在、広場は工事のための壁で
覆われ、駅側壁も仮設の物となって
いる。これは、新幹線の札幌開業に
伴い、2028 年度の完成を目指し行
われているリニューアル工事による
ものである。
このように北口は工事の度に姿を
変えており、その度に出現・消滅を
繰り返しているのが「11番ホーム」
だ。現１番線と、その南側に新幹線の

野野
の づ きの づ き

月月　貴貴
た か ひ ろた か ひ ろ

弘弘

８番線に停車する臨時特急８番線に停車する臨時特急
「アルファコンチネンタルエクスプレス」。「アルファコンチネンタルエクスプレス」。
背後に建設中の高架駅。背後に建設中の高架駅。

北口の側線に佇むC62。1971～72年頃の撮影会での1コマと思われる。北口の側線に佇むC62。1971～72年頃の撮影会での1コマと思われる。
（撮影 金野淳一）（撮影 金野淳一）

札幌駅北口札幌駅北口

れている。
こういった趨
勢から、現在の
札幌駅では「駅
裏」というイ

空中写真：最新空中写真：最新
（地理院地図）（地理院地図）
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線路を通すため、１番ホームの使用
を停止。あらたに11番線にホームを
復活させ、2022年 10月から使用を
開始している。このため北口は再び
の完成に向け仮の姿となっているの
だ。この工事に翻弄されてきた姿こ
そ、札幌駅の「駅裏」であると言える。
また、桑園方にも良い雰囲気の場
所がある。日本最初の都市公園「偕楽
園」が線路両脇にあり、札幌駅至近で
ありながら、うっそうとした森が存在
する。高架化前にはここに遮断機の
無い歩行者用の小さな踏切があり、
物凄い駅裏感をかもし出していた。
さらに、南口にも駅裏を感じる光
景があった。地上駅時代に、苗穂方
駅本屋の横にあった行き止まりの０
番ホーム周辺である。長さが短く、
他のホームから大きく苗穂方に外れ

1969 年 11 月に廃止となった定山
渓鉄道の国鉄乗り入れ列車が使用し
ていた過去がある。前述の札幌そご
う１階のバスターミナル側壁が迫
り、駅を出てすぐの歩行者用踏切が
目の前にある、狭隘な場所に設けら
れていた。またこの踏切が、踏切保
安係が手動で遮断機を操作する第１
種踏切で、多数の列車の合間を縫
い、長い距離を渡る人々を見るのは
スリリングだった。ビルの裏手で狭
い踏切への道があり、南口側だが大
いにうらぶれた感じがあった。
０番ホームに発着する列車は少な
く、使用していない時間帯を利用し
て、新形車の展示などがよく行われ
ていた。特に国内最大の旅客用 SL 
C62 が、1988 年４月に「ニセコ号」
として復活する際の展示は印象に
残っている。「SL冬の湿原号」などで
現役のカフェカー・スハシ44のコー
ヒーが無料でふるまわれていた。
そしてこの場所は新幹線札幌駅と
なることが決まり、現在工事が進ん
でいる。ホーム番線は何とこの「０

の 2030 年 度 か
ら、2031 年度以
降に延期された
が、あらたな札幌
駅の誕生を心待ち
にしたい。

野月　貴弘野月　貴弘
テクノユニッ

ト S U P E R 
BELL''Z の中心
人物、車掌 DJ
＆ボーカル。
スーパーベ
ルズオフィシャ
ルウェブサイト「鉄音寺」
http://www.superbellz.com/

復活工事が行われている11番線。2022年の撮影。復活工事が行われている11番線。2022年の撮影。

上野へ発車する北斗星を歩行者用踏切から撮影。背後に０番線とそごう。上野へ発車する北斗星を歩行者用踏切から撮影。背後に０番線とそごう。
函館までの機関車DD51は、1988年３月の北斗星登場時は原色のオレン函館までの機関車DD51は、1988年３月の北斗星登場時は原色のオレン
ジだったが、貨物用のイメージが強く不評で、すぐに客車に合わせた青にジだったが、貨物用のイメージが強く不評で、すぐに客車に合わせた青に
塗り替えられた。塗り替えられた。

国鉄最後の日、０番線から撮影。手前の舗装が歩行者踏切。国鉄最後の日、０番線から撮影。手前の舗装が歩行者踏切。

番」が復活し、
０・１番ホーム
が新幹線用とな
る。今後最も注
目される、かつ
ての「駅裏」ス
ペースと言って
良さそうだ。北
海道新幹線札幌
延伸開業は当初

空 中 写 真：1984 ～
1986年（地理院地図）

空 中 写 真：1961 ～空 中 写 真：1961 ～
1969年（地理院地図）1969年（地理院地図）

空 中 写 真：1974 ～空 中 写 真：1974 ～
1978年（地理院地図）1978年（地理院地図）

た位置にあり、
私鉄の列車が発
着する別の駅の
ような雰囲気が
あった。実際に
このホームは、

1/25000地形図「札幌」昭和54年修正測量、×1.25

200m200m
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地図中心 総特集

　毎月 10日発行

地図と学ぶ月刊

バックナンバーのご案内

「地図倶楽部」へのご入会をお待ちしています！   03-3485-5417（事務局）
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編 集 後 記
ふと JR 山手線の駅の中で、

現在でも駅裏／駅表感のある駅
はどこだろうかと思いまして。
勝手ながら２つの改札出口が
あって一番ギャップを感じる駅
として、無人改札のある田端駅
を選定してみました。
北口には商業施設が隣接し、

駅前ローターリーがあり、田端
文士村記念館も目の前と駅表ら
しい佇まい。一方の南口は、無人
改札から出ると坂道や階段（不
動坂）を上らないと一般道路に
出られないという駅裏感十分。
この南口から徒歩数分のとこ

ろに住んでいたのが、芥川龍之
介。1914（大正３）年に書いた
学友宛の手紙には「たゞ厄介な

地図中心
2024－12　通巻627号
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地図と学ぶ月刊誌

本誌の一部あるいは全部を無断で複写・複製・転載する
ことは、法律で認められた場合を除き、禁じられています。

2025 年１月 通巻 628号

昭和元年地図物語
2025 年１月は、昭和 100 年正月に相2025 年１月は、昭和 100 年正月に相
当します。1926 年 12 月 25 日、大正天当します。1926 年 12 月 25 日、大正天
皇の崩御に伴い、摂政宮裕仁親王の皇の崩御に伴い、摂政宮裕仁親王の践践

せん そせ ん そ
祚祚

を受けて、同日「大正」から「昭和」と改を受けて、同日「大正」から「昭和」と改
元の詔書が公布されました。昭和元年元の詔書が公布されました。昭和元年
は、1926 年 12 月 25 日から 12 月 31は、1926 年 12 月 25 日から 12 月 31
日の１週間。そんな昭和元年頃の日本の日の１週間。そんな昭和元年頃の日本の
様相を地図から紐解きます。様相を地図から紐解きます。

のは田端の停留所へゆくのに可
成急な坂がある事だ〈中略〉だ
から雨のふるときには足駄で下
りるのは大分難渋だ　そこで雨
のふるときには一寸学校が休み
たくなる」と書いています。
しかし、翌 1915（大正４）年
の地形図（地図①）の田端駅は、

〈編集後記参考〉
田端文学散歩、二松学舎大学附属図書館季報 No.114
田端駅、山手線が渡る橋・くぐる橋、https://warpal.sakura.
ne.jp/yamanote/17tabata/0kounai/tabata-st-2020.html

（編集長・小林政能）

1909（明治 42）年の地形図（地
図②）とは異なる場所にありま
す。地図①の田端駅は、駅周辺
に貨物操車場を建設するために
造られた仮設駅のようです。仮
設駅は、それまでの駅より芥川
龍之介の家からは 500m ほど
遠くなってしまっています。坂
道への愚痴だけではなく、駅が
遠くなったことへの不平不満も
口にしていたかもしれません
し、そんなことも芥川龍之介の
「ぼんやりした不安」につながっ
ていたのかもしれません。

地図②地図②地図①地図①

不動坂不動坂

芥川龍之介邸芥川龍之介邸

田端駅南口田端駅北口

東京時層地図 for iPad東京時層地図 for iPad

昭和天皇大礼記念１万分１地形図昭和天皇大礼記念１万分１地形図
「京都近郊　東北部」（×0.25）「京都近郊　東北部」（×0.25）
昭和３年刊行（陸地測量部）昭和３年刊行（陸地測量部）




