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東京メトロ #1

http://www.tokyometro.jp/station/index.html
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東京メトロ #2
 東京メトロ情報

路線：銀座線、丸の内線など，13路線

駅 ：東京、駅銀座駅など，215駅

終始駅：渋谷駅、浅草駅など，16駅

乗換駅：大手町駅など，46駅

1路線が通る駅，169駅(京橋駅など)

2路線が通る駅，30駅（三田駅など）

3路線が通る駅，12駅（渋谷など）

4路線が通る駅，1駅（飯田橋駅）

5路線が通る駅，1駅（大手町駅）
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Pajek
 ネットワークの解析では、可視化などを行う際に
計算機の力を借りることが不可欠である。

現在では、様々なツールがフリーウェアとして利
用できる。

Pajekはその中の一つである。

 今回はPajekで、東京メトロ路線可視化をする。
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Pajekの使う手順
 データを集める。

 拡張子を変える:「.net」形式にする。

 Pajekに *.net ファイルを読み込む。

 Pajekに処理をさせる。

 .netファイルの中身を図に表示させる。
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.netファイルの中身について

頂点の宣言

頂点番号とラベル

頂点の座標
最小値:0
最大値:1

頂点の色

方向なしの線の宣言

出頂点、入頂点

ラインの重み
ラインの色
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Pajekのメインスクリーン

ドローというボタン
をクリックする。
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Pajekのメインスクリーン



Pajekによるネットワーク図
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ネットワーク図



東京メトロ路線可視化手順#1
 銀座線と日比谷線の駅のデータを集める。

http://www.tokyometro.jp/station/index02.html

東京メトロ各線の駅名のデータがある。
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http://www.tokyometro.jp/station/index02.html

http://www.tokyometro.jp/station/index02.html
http://www.tokyometro.jp/station/index02.html


 2路線のデータを.txtファイルに書き込む。

東京メトロ路線可視化手順#1

上野駅は乗換駅である。

銀座線内の上野駅は
「16 “上野” ic White」
を定義する。

日比谷線内の上野駅は
「36“ ” ic White」
を定義する。

目的:乗換駅名は重複表示
されることを防止する。
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銀座線

日比谷線

銀座省略

上野省略



 拡張子は「.net」を使う。

東京メトロ路線可視化手順#2
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 Pajekに *.net ファイルを読み込む。

東京メトロ路線可視化手順#3

？

13 ネットワーク図①
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 路線が違っても同じ駅名は同じノードなので、同
一のＩＤ番号を付ける必要がある。

「16 “上野” ic White」

「36 “” ic White」

「16 “上野” ic White」

乗換駅は同一のＩＤ番号とラベルを用い、

一度だけ定義する。

 乗換駅には同一のＩＤ番号とラベルを用い、
Pajekに *.net ファイルを読み込む。

東京メトロ路線可視化手順#4
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 乗換駅は同一のＩＤ番号とラベルを使う。

東京メトロ路線可視化手順#3

15 ネットワーク図②



 全13線のデータは.netファイルに書き込む。

東京メトロ路線可視化手順#4

16 ネットワーク図



 .netファイル内、頂点の座標を書き込む。

二次元のスクリーンは二つの軸

（水平のX軸と垂直のY軸）を有する。

両方の軸最小値は0、最大値は1である。

点の位置は二つの座標によって決まる。

座標の求める方法を説明する。

東京メトロ路線可視化手順#5
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東京メトロ路線可視化手順#5
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 http://www.geocoding.jp/で駅名から

経度、緯度を検索して、集める。

世界測地系（WGS84）に対応。

例：

上野駅の経緯度

http://www.geocoding.jp/


 経緯度座標をXY座標（平面直角座標）に変換する。

 Gauss projectionに基づいて、Excel内で公式

を作る。

参考URL：

https://proself2.jaist.ac.jp/public/OtPggAOIpgEAxEoBv70s
ixTeq2GkX_AbF9jYVg-ywjlF

東京メトロ路線可視化手順#5
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https://proself2.jaist.ac.jp/public/OtPggAOIpgEAxEoBv70sixTeq2GkX_AbF9jYVg-ywjlF
https://proself2.jaist.ac.jp/public/OtPggAOIpgEAxEoBv70sixTeq2GkX_AbF9jYVg-ywjlF
https://proself2.jaist.ac.jp/public/OtPggAOIpgEAxEoBv70sixTeq2GkX_AbF9jYVg-ywjlF
https://proself2.jaist.ac.jp/public/OtPggAOIpgEAxEoBv70sixTeq2GkX_AbF9jYVg-ywjlF


東京メトロ路線可視化手順#5
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 Excel内の公式について

(正規化後X座標)
(正規化後Y座標)



 座標を記入した.netファイル

東京メトロ路線可視化手順#5
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座標を加える



 Pajekに *.net ファイルを読み込み、図を表示す
る。
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ネットワーク図

①

東京メトロ路線可視化手順#6
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②

東京メトロ路線可視化手順#6

Fit Area設置
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東京メトロ路線可視化手順#6

③

ネットワーク図



25

東京メトロ路線可視化手順#6

回転度数設置

④

⑤
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東京メトロ路線可視化手順#6

ネットワーク図

⑥

 東京メトロ路線ネットワーク図



論文について#1
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 「The complexity and robustness of metro 

networks」と言う論文をざっと読んだ。

 取得のデータを確認するために、論文に書いてあ
るデータと比較する。
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論文について#2

nL: 路線総数 δ: 両駅間の最大乗換数
V: 駅総数 ln: n路線が通った駅数

Ve: 始終駅数 γ: 連結率 D/(3･ Vd-6)
Vt: 乗換駅数 rT: 壮健度 (D- Vd +1-Dm)/V
Vd: Ve + Vt |Vt|/|V|:  乗換駅と駅総数の比率

Vm: V   － Vt

D: 乗換駅と乗換駅間の線総数
Dm: 乗換駅と乗換駅間の重複の線数
Ds: 乗換駅と乗換駅間の非重複の線数



まとめ
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 東京メトロとPajekの使い方を簡単な紹介する。

 東京メトロ路線可視化手順を説明する。

 データの正確性を確認する。



ご清聴ありがとうございます


