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世界に誇れる日常を生み出す
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環境問題 
空き家問題 
無縁社会 
食料問題 
災害対策 
健康被害 
・・・

問題が複雑に関係し
あっているため、同時
に解決/改善していか
なければならない。



環境問題の現在地









建築/まちづくり分野ができること 

・再生エネルギーの利用 
・省エネルギー(断熱) 
・既存ストックの活用(リノベーション) 
・木材利用と植樹(木質化とCO2吸収)





谷  中  
YA N A K A











2004年撮影 
1955年竣工





オーナー 

宗林寺住職 

と 

奥様



築50年の 
木造アパート 

（当時） 
　

大学まで 
徒歩15分

5年間空き家 
（たまにホームレス入居）

家賃ひとり3万 
（その代わり自分たちで修繕）



とりあえず壁を破壊  





毎夜知らない人たちが飲み会  



磯崎 新











収納されるような暮らし 

と 

自ら作り上げる暮らし



2 0 1 1 年  

東 日 本 大 震 災
同月退社  

震 災 ボ ラ ン ティ ア へ  

↓  

大 し た こ と もで き ず 無 力 感



萩荘大家さん 

「ごめんね。とりあえず駐車場にするから。」



二軒隣の銭湯が廃業し一瞬でミニ開発へ  

建物の孤独 死？  

萩荘もせめて記憶だけでも…



建物のお葬式をやろう



ハギエンナーレ2012  

2012 . 2 . 25 - 3 . 18





















もったいない 
かな？

オーナー 

梶原千恵子



もったいないかな？



三本 立ての事業計画の提案

1 . 更地にして新築を建てた場合  

2 . 更 地にして駐車場として使用した場合  

3 . リノベーションした場合





リスクの共有

改修費用の2 / 3を負担  
↓  

家賃を以前の倍にすることで  
5年で回収

改修費用の1 / 3を負担  
↓  

全体の改修費用を管理し  
家賃をおさえる

不動産オーナー 宮崎



やってみる？



やってみなさ
い。



≠公営の公共施設  
≠巨大資本による複合施設  

= 私営の公共施設

“最小文化複合施設 ”





まずお金。

資金調達

日本政策金融公庫 +親戚からの借金











2 0 1 3 年 3 月



















トークイベント



谷中まちづくり交流会 
（谷中サミット）



コンサート



やなかこどもぶんこ





パフォーマンスカフェ







1 0 年住んで気づいた  
まちの魅力と課題  

まちの良さをきちんと伝えたい





でも宿泊棟ない…





第二丸越荘



オーナーへのコンタクト

まず手紙を書いてみる。  
( 登記簿から住所特定 )

↓  
住所不明で返送

↓  
立ち話から不動産屋さん特定し再送

↓  
新幹線で福井からオーナーが来てくれる



オーナー  

越後崇さん 
（福井県在住公務員）



中をのぞくと…













リスクの共有
改修費用

オーナー 宮崎（10年分の前払家賃）

初月 家賃より減額

二月目 家賃より減額

三月目 家賃より減額

四月目 家賃より減額

オーナー

当初

10年後































HAGISO 
-レセプション

HAGISO



丸越荘 
-宿泊棟

HAGISO



銭湯

HAGISO



自転車店

HAGISO



飲食店

HAGISO



BAR

HAGISO



HAGISO

商店



HAGISO

文化体験





the whole town can be your hotel 



街の人と挨拶しなければならない  

朝食を食べに行かなければならない  

銭湯まで歩かなければならない  

・  

・  



付加価値 

負荷価値 













「まちやど」とは、 
まちを一つの宿と見立て 
宿泊施設と地域の日常をネットワークさ
せ、まちぐるみで宿泊客をもてなすことで 
地域価値を向上していく事業である。







オ ーナー  

菅 完 治 さん























































トレーサビリティの徹底とその課題�
単純な価格競争に陥っていた⽊材市場の適正化のために、近年は産地と流通経路の透明性を

⾼める取り組みとしてトレーサビリティの徹底が進められてきました。これによって、消費

者の⼿に渡る⽊材がどこの⼭から切り出され、どの製材所で製材されたかが明確になり、⽊

材の信頼性を担保する試みです。⼀⽅で、加⼯を伴う⽊材においては産地が確かであること

の価値がまだ⼗分に伝わっていない場合も多く⾒受けられます。林業の産業としての持続可

能性を保つためにも、トレーサビリティを通じた産地との関係性をより直感的に伝える必要

があります。







⽊材を炭素を貯蔵する物体として捉え直してみる。

炭素を固着させる物体として
の⽊材�
都市が⽇々排出し、地球環境に負荷を与え続

けているCO2。これを吸収し、炭素として固

着してくれているのが森林の樹⽊です。世界

の森林では過剰な伐採が問題になっています

が、⼀⽅で⽇本の樹⽊に関しては年々⽣育す

る樹⽊が輸⼊材に圧迫され適切に伐採できず

にいます。樹⽊は⽊材として利⽤されること

で、森に新たな樹⽊を育みつつ、固体として

炭素を固着し続けることができます。それだ

けでなく、森の利⽤が滞ることは都市と森林

の関係の断絶を⽣み、放置された森林は⾃然

災害に対しても脆弱な状態になってしまうの

です。�



杉正⾓1mあたりの容積�
105mm�x�105mm�x1m�=0.011025㎥�

杉の⽐重=380kg/㎥�

杉正⾓1mあたりの重量：4.1895kg/m�

炭素貯蔵量≒⽊材重量/2�
杉正⾓1mあたりの炭素貯蔵量≒2.09475kg/m�

炭素換算 3.67�

杉正⾓のCO2貯蔵量≒7.68kg-CO2/m





「都市を森林の貯蔵庫に還す」

都市が⽇々排出し、地球環境に負荷を与え続けているCO2。これを吸収し、炭素
として固定してくれているのが森林の樹⽊です。樹⽊は⽊材として利⽤されるこ
とで、森に新たな樹⽊を育みつつ、固体として炭素を固定し続けることができま
す。⼀⽅、森の利⽤が滞ることは都市と森林の関係の断絶を⽣み、放置された森
林は⾃然災害に対しても脆弱になってしまうのです。�

CARBON�STOCK�FURNITUREは、「都市を森林の貯蔵庫に還す」ことをコン
セプトとした家具プロダクトです。都市が排出したCO2を吸収し固定した近隣に
ある森林の⽊材を、オフィスや店舗・公共空間などの家具にできるだけ多く利⽤
することで、森林資源の循環利⽤を⾼め⼤気中のCO2削減に貢献すると共に、産
地である森林と都市の関係を再び強く結びつけます�





【3つのアイデンティティー】�

1�Carbon�Storage�

2�Reusability�
��
3�Awareness



1 Carbon Storage

CO2を都市に貯蔵する 

大気中のCO2を固定させた木材をできるだけ多

く使用することを前提に設計し、より多くの

CO2を家具として貯蔵できるようにします。

輸送にかかるCO2排出量の抑制

産地である森林を特定でき、都市近傍にある森

林の木材を利用することで、

輸送にかかるCO2排出量の抑制に配慮します。



2 Reusability

木材加工を最小限にする構造 

使用する木材は、開孔や切り欠きなどの加工を

せずに挟み込むことで固定する構造とし、

木材の再利用がし易いよう配慮します。

一般流通材の活用

木造住宅などの建材として一般的に利用されて

いる105mm角の角材を使用することで汎用性を

高めます。 





3 Awareness

定量化と可視化 
共通の断面寸法の角材を積むことで、定量的に
把握しやすくします。
固定したCO2を意識しやすいよう、総量を印
字・可視化します。

国産木材の活用
森林認証等を取得した産地の特定できる木材の
みを利用し、トレーサビリティを活用すること
で、国産木材・地域木材の健全な活用と普及に
貢献します。

SDGsへの接続
SDGsの17の目標に対し、9,11,12,13,15に寄与す
る取組みとして推進します。











※準備中









消費者思考と⼭の歩留まり









TOKYO GAS COMMUNICATIONS 
コラボレーション　エリア















環境問題 
空き家問題 
無縁社会 
食料問題 
災害対策 
健康被害 
・・・

問題が複雑に関係し
あっているため、同時
に解決/改善していか
なければならない。



まずは都市と森の関係性を更新していきましょう


