
■ 都立文化財庭園にみる岩崎家の庭園づくりに関する研究 8

梁川亮・押田佳子

■ 旧前田家駒場本邸和館庭園における石種の編成とその考察 10

市川天音・張平星・粟野隆

■ 金閣寺出土の修羅を参考にした重量物に関する実験考古学的研究 12

齋藤啓太・粟野隆

■ 14

富井大樹・粟野隆

■ 米国西海岸における日本庭園の構成材料の特徴 16

小山拓朗・荒井歩・栗田和弥・服部勉

■ 陸奥宗光別邸跡・旧古河別邸庭園の水景意匠に関する調査研究 18

吉田雄哉・粟野隆

■ 中国の明清時代の江南私家庭園における入口空間の特性に関する研究 20

宣恒一・大澤啓志

口頭発表
Session1

『日本庭園史図鑑』における重森三玲の石組観

●事例・研究報告 <口頭発表（Zoom）>
発表時間1題12分（発表7分，質疑交代5分），コメント欄への入力による質疑

歴史的庭園　（9:00〜）



■
コロナ禍前後における公園利用の変化について

〜指定管理者制度のモニタリングデータより〜
22

宮間一彰・石井匡志

■ 24

小島大祐・山﨑晋

■
東京のしゃれた街並みづくり推進条例における空地利用の特徴と使われ方の

変遷についての研究～コロナ禍の空地活用に着目して～
26

木村誠也・阿部聖・寺久保諒・中川一樹・中里勇太・小島大祐・山崎晋

■ 大学キャンパスにおける一般開放の整備実態と広場開放に関する研究 28

神田侑伎乃・山﨑晋

■ 30

遠藤さくら・押田佳子

■ 32

横山司・雨宮護

■ 水戸市植物公園の温室における来園者アンケート結果の考察 34

阿部えれに・菅野博貢

■ 36

渡邉敦紀・小木曽裕

民間空地等の一体的な活用事例における活動種別と活動空間に関する研究

―東京のしゃれた街並みづくり推進条例のまちづくり登録団体を対象に―

口頭発表
Session2

 都市の施設と活用　（9:00〜）

新型コロナウイルス感染症拡大状況下における美術館の活動実態に関する研究

小規模公園の廃止プロセスの実態と評価：社会受容と地域活性化の視点から

宮下公園の変遷と立体都市公園制度を活用した施設の現在の実態に関する研究



■
事業地内居住者・近隣既成市街地住民の居住意識から捉えた

防災公園街区整備事業の価値と比較研究
38

濱田健太朗・小木曽裕

■ 40

髙宗明日香・小木曽裕

■ 土地区画整理事業の北下がり地形における集合住宅地の植栽空間の考察 42

小木曽裕

■ 樹木点群を使用した3Dモデル構築手法の整理と再現性 44

熊崎理仁

■
Theoretical Study on the Possibility of Utilizing Vacant House

 in the Context of Extinction of Experience
46

陸東韻・ZANG Tongguang・ZHOU Tiancheng

■ 特別区における「緑化計画の手引き」の記載傾向に関する研究 48

林竜輝・押田佳子

■
都心3区における超高層マンションの立地傾向と空間特性に関する研究

〜従前地が公有地の超高層マンションに着目して〜
50

松本宗大・山﨑晋

口頭発表
Session3

武蔵野緑町パークタウンにおける土地利用の変遷とまちづくりの進め方に関する考察

都市の緑とまちづくり　（9:00〜）



■
さんぽを通じて地域を楽しむ公園拠点計画

〜多摩丘陵南東部の放棄林の利活用〜
52

太田小夏・髙﨑康隆・髙梨武彦

■ 54

大坪未樹・荒井歩・栗田和弥・服部勉

■ ウォーカブルシティの国際比較分析による日本への応用可能性の考察 56

池田和樹

■ 58

金子遼・山本清龍・中村和彦

■ 60

飯田航生・山﨑晋

■
都市再生特別地区における歩行者ネットワークの整備実態に関する研究

～新設地下通路を対象として～
62

上原弘大・山﨑晋

■ 肥後細川庭園における歩行速度と空間質との関係 64

石川優輝・粟野隆

COVID-19流行期における新聞記事からみたスポーツに対する社会の捉え方

口頭発表
Session4

歩行と環境　（9:00〜）

都市のゲストハウスが立地する道の格の把握と地域との交流の拠点機能に関する考察

鉄道駅を中心とした駅型保育施設の園外活動に利用する経路に関する研究



■ 三溪園の水の由来と行方 66

井上琴海・松本恵樹・粟野隆

■ 68

高幸・JIANG Jun・ZANG Tongguang

■ 座間市における湧水の実態 70

桑原慧・菅野博貢

■ 72

天野亮・雨宮護・高山範理

■ 鎌倉市滑川流域における土地利用と雨水浸透機能に関する基礎的研究 74

板村東磨・福岡孝則

■ 旧渋谷川の歴史的変遷に関する研究 76

渡邉敦紀・小木曽裕

■ 固定堰とその周辺の親水空間における接水性に関する研究 78

大熊美桜・山本清龍

HMDを用いた360度映像観察による森林浴とオンサイト森林浴の回復効果の比較

口頭発表
Session5

Analysis of Multifunctional Green Spaces Design in the Context of Compact City

緑地環境の機能　（9:00〜）



■ 80

古賀大誠・根岸尚代・國井洋一

■ 日光杉並木の活力度とLandsat-8における熱画像の対応関係 82

関野浩人・高橋俊守

■ 文化的景観として中国山西省祠堂の空間形態解析 84

李校瑾・周天成・蒋珺

■ 3次元点群データに対する景観定量評価指標の適用性に関する研究 86

舘川龍希・國井洋一

■
How Historic Urban Landscape developed in modern city：

A study illustrated by the case of Shenzhen
88

周天成・JIANG Jun・ZANG Tongguang・IKEBE Konomi

■ 90

呉姝玥・山本清龍・中村和彦

■ 真鶴半島番場浦海岸の「鳴り石の浜」としての認識 92

藤崎健一郎・張平星

中国江南水郷を代表する烏鎮の生活感と商業形態に対する観光客の評価に関する研究

口頭発表
Session6

景観と文化財　（9:00〜）

地上レーザスキャナによる戦災樹木に対する焼焦げの抽出と定量化に関する研究



■
関東農政局管内で行われた再生・利用事例からみる

耕作放棄地等に対する取り組みの現状と傾向
94

西原大夢・山﨑晋

■ 里山の活動の類型と保護地域等への指定との関係性 96

石井沙奈・山本清龍・山島有喜

■
棚田保全地における野鳥の種組成およびその特徴

～周辺平地水田との比較を通して～
98

黒田瑞希・浅田大輔・小谷幸司・小島仁志

■
山城史跡保全と森林の多機能性を活かした整備について

～長野県千曲市・一重山森林再生計画をケーススタディとして～
100

越洋子・髙﨑康隆・髙梨武彦

■ 102

伊藤裕紀・高瀬唯・牧山正男

■
登山道管理に求められるサービス・機能に関する一考察

 ―大雪山国立公園を事例にー
104

小林昭裕

■ 106

小林昭裕

口頭発表
Session7

里地里山と自然環境　（9:00〜）

グリーン・ツーリズム推進に向けた景観計画における果樹園景観に関する記述の実態

文化的生態系サービスとの連携による自然公園における文化的景観の保全活用



■ 海辺の浅場空間における自然体験活動の魅力と価値について 108

西崎礼那・小谷幸司・小島仁志

■ 108

石川陸斗・小谷幸司・小島仁志

■ 108

松本海成・水野妙子・岩崎寛

■
トイレ洗面台への植物設置が利用者の印象に与える影響

－千葉大学松戸キャンパスにおける事例―
108

中村友紀・岩崎寛

■ 名称の由来から見た山のランドスケープ特性 109

大坂咲來・髙橋俊守

■ 109

品田真弓・浅田大輔・小谷幸司・小島仁志

■ 109

髙橋弘地・小谷幸司・小島仁志

■
サイクリングコースに着目した景観特性に関する研究

－つくば霞ヶ浦りんりんロードを事例として－
109

福田理恩・國井洋一・福岡孝則

■ 通勤通学時の公共空間における音環境の実態 110

田島里恵・張平星

■ コロナ禍における都立文化財庭園の公開活用の現状と今後の公開活用への提言 110

久保伸子・粟野隆

■ 京都上賀茂社家町の塀から見る景観の変化 110

国田久生・張平星

■ 岩屋古墳（千葉県栄町）の建設時における工事の積算と工程表の検討 110

飯島巧介・國井洋一

複合型商業施設内のレストランにおけるインテリアグリーンが

利用者に与える心理的効果および印象解析について

遊水地型都市公園の水辺ビオトープにおける水生生物相と保全管理に向けた研究について

〜神奈川県立境川遊水地公園（今田遊水地）を事例として〜

オンライン
●事例・研究報告 <ポスター発表　コアタイム11:00〜11:45>
　　1件あたり2分のプレゼンテーション（Zoom），コメント欄への入力による質疑

都立公園におけるハーブの導入および健康効果を活かしたプログラムの実施に関する研究

棚田保全地における運営管理者と来訪者が認識する生物多様性の価値の可視化



■ スキーヤーの視点におけるコース滑走時の景観分析 111

臼倉侑里･國井洋一

■ 111

陳許斗南・國井洋一

■ 111

佐藤萌・張平星

■ 111

奥田朋大・國井洋一

■ 植物の香りによるギャンブル依存症予防の可能性に関する基礎的研究 112

平木塁人・岩崎寛

■ 112

小堀竜乃介・笠原美咲・小谷幸司・小島仁志

■ 近世・近代に発祥したワサビ栽培地における近代栽培技術書にもとづく景観構成要素の分析 112

横尾陽奈子・服部勉・荒井歩

■ 112

田中晋・福岡孝則

■ 113

小金井美愛・小谷幸司・小島仁志

■ 113

丸森さおり・姜翼楠・嶋田諒太・江口亜維子・柳井重人

■
Covid-19の流行が里山保全型公園の利用者の認識に及ぼす影響

〜国営武蔵丘陵森林公園を対象としたSNSの分析を通じて〜
113

掛谷知海・柳井重人

■ 113

松倉淳・柳井重人

植木販売におけるフォトグラメトリとARの活用

藤沢宿街なみ継承地区の文化財活用事業の実施過程と地域ニーズの検証

～有形登録文化財・関次商店パンの蔵"風土"を事例として～

オンライン

都市公園の入口における景観に対する定量指標の比較分析について―代々木公園を事例として

全国の国分寺における四神相応の地形の検証

ポスター発表の続き

浦賀ドックにおける産業跡地及び周辺地域の土地利用に関する研究

総合型地域スポーツクラブの実態とボランティアの参加意識に関する研究

新型コロナウイルス感染症の流行下における子どもの移動自由性に関する研究

―千葉県松戸市紙敷地区におけるケーススタディ―

松戸市常盤平団地のオープンスペースにおける利用促進プログラムの実施とその効果



■ 現場演習個別振り返り学習のためのタイムラプスと全周映像記録に関する考察 114

斎藤馨・粟野隆

■ 千葉市における低未利用の公有地の管理実態と活用可能性 114

浅見瑛大・柳井重人

■ 114

安澤千尋・柳井重人

■ 114

嶋田諒太・柳井重人

■ 横浜市の屋上庭園における眺望の構造と効果 115

佐藤怜人・張平星

■ 115

土屋真穂・柳井重人

■ 115

青木開・髙橋俊守・上原裕世

■ 115

鈴木涼・大澤啓志・河原菜月

■
浸水災害に対応するための港湾緑地の整備手法に関する研究

ー東京都港湾内の公園緑地を対象としてー
116

湯煚崟・福岡孝則

■
庭園入口空間の色についての中日比較

〜明清時代の江南私家庭園及び江戸初期の池泉回遊式庭園を対象として〜
116

宣 恒一・大澤啓志

■ 公園におけるスケートボード利用者に着目した動線に関する研究 116

藍原大修・三友奈々

■ 駅前広場におけるマーケット開催による賑わい創出に関する研究 116

井上佑斗・三友奈々

雑木林における下刈り管理再開が林床植生に及ぼす影響

オンライン ポスター発表の続き

首都圏近郊都市における竹林の分布と管理・活用の実態

農家の鳥獣被害の対策意欲に関係する意識要因

高経年集合住宅団地における居住者のプレイロットの利用実態と認識に関する研究

都市河川の流域治水対策における行政と地域住民との合意形成の実態と課題

〜真間川流域をケーススタディとして〜



■ 日光国立公園塩原自然研究路におけるシカ採食圧の影響 117

松本和也・髙橋俊守・上原裕世

■ 県知事意見からみた太陽光発電事業に係る環境影響評価の留意点 117

中島健留・服部勉・荒井歩

■ 117

山本翔太郎・阿部伸太

■ 軽井沢における豊かな自然環境と文学の発展との関係性についての研究 117

野々村雄介・渡辺来瑠美・木村真梨子・小木曽裕
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オンライン ポスター発表の続き

公益社団法人 日本造園学会　関東支部

福井県大野市の水田景観の空間特性を生かした観光拠点整備




