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※歴代編集長写真の過去マガジンより
( 二代目坂内さんのみ 2006 年春研究室集合写真 )

※編集方針は誌面原文ママ。( 大文字は編集で強調 )

助手時代の研究総括 80 分レクチャーをおこなった。研究室各プロジェクト、地方都市アーバンデザイン、米国ダウンタ

ウン研究の詳細が報告された。前列に並んだ M2 全員は、つづく加賀屋の追いコンで感激のスピーチをおこなった。 

 
 
 
 
 

 
 藤本ふみさん結婚パーティ 修士として社会人になった藤本ふみさんは、長い恋が実り、銀座ファーストファイブガ

ーデンで結婚パーティを開いた。夫君のほかはふみさん（和服）の友人、知人の祝宴で、研究室から３助手、Ｍ２、聴講生ら10 名近

くが出席して花束を贈った。後日のお礼メールに「藤本ふみ改め、永井ふみとして石塚計画事務所で新スタートしました」とあった。 

 

西村・北沢ほか近刊共著 岩波講座『都市の再生を考える』第7巻「公共空間としての都市」05年1月、西村幸夫 

(編集委員)「コモンズとしての都市」、北沢猛「空間美と都市デザイン」ほか。前者は都市空間の構成原理として居住、経済、統治

の三原理を挙げ、相克を超え居住原理から再出発をと強調し、後者は都市の空間構成原理の基本に市民生活を置いた立論。2900円。 

 
池田聖子博士課程ＯＧメールで旧安田邸見学「研究室のみなさまこんにちは。日本ナショナルトラストの池

田聖子です。こうやってみなさんにメールを出すのが、少し変な感じですが、宣伝です。4月9日（土）に当財団が取得し、修復工事

中の旧安田楠雄邸において見学会と講演会を行います。場所は千駄木です」。親切な手描き地図に心が動いた研究生酒井が参加した。 

        
ＯＢの活躍 研究生出身の寺田弘さん（会社社長）は、NP0 法人粋なまちづくり倶楽部理事長として「神楽坂連続路地シン

ポジウム」を開催、第5回の3月28日（月）は、呉善花拓殖大、杜国慶立教大両教授の講演と西村幸夫東大教授を交えての鼎談が圧

巻だった。美しい東京をつくる都民の会事務局長で「景観を語る夕べ」（3月12日、新宿文化センター）などでも活躍している。 

 

東京の定点観測研究会（東京カメラ） 饗庭都立大、中島東大助手らが立ち上げたこの研究会は、「30年撮影、

100 箇所」を目標にデジカメ設置場所を求めている。二度と戻らない瞬間瞬間の都市の姿の記憶と記録プロジェクトである。3月9 日

に早大理工学部で公開ワークショップを開催した。問い合わせは中島助手まで。 

 
編集後記 新歓コンパで、ハノイ旅行で生々しい古都水害地突破ルポを書いた黒瀬 M2 に、「爆発的に充実している研

究室に何かマガジンが創刊できないだろうか」と相談しました。直後に西村教授の「研究室のホームページをどしどし

活用してほしい」とのスピーチがありました。昨年の研究室忘年会での「時間は闘ってつくるもの」という同教授の檄

も念頭にあり、学年初めを逃すなとまず私がテスト版をつくり、研究室の賛同を経てここに『都市デザイン研マガジ

ン』が実現しました。先輩とのコミュニケーションも期待されます。研究室のホームページで連載されます。（酒井) 
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「時間がない」とは言わせない
Time is Something to be Made
より奥深く話を掘り下げていき、研究室内の横糸を入れていくこと新たな目標に掲げた今年度の都市デザイン研究室マガジンの第一弾としては窪田先生へ
のインタビューです。4 人の子育てと研究・仕事をどのように成立させているのかから、新しい研究室設立の思いまで、とことん聞いていきます！

マガジン新体制初回拡大号 !

　
窪
田
先
生
の
寝
食

高
梨
：
窪
田
先
生
の
生
活
に
関
し
て
は
い
ろ
い
ろ
と
学
生
の

中
で
も
不
思
議
に
思
っ
て
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
、
い
く

つ
か
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。
夜
遅
く
に
メ
ー
ル
が
届
い
た
の

に
朝
一
番
に
学
校
で
見
か
け
ま
す
が
、
ち
ゃ
ん
と
寝
て
い
る

の
で
す
か
？

窪
田
先
生
（
以
下
敬
称
略
）：
案
外
寝
て
ま
す
よ
。
寝
る
と
き

は
早
く
か
ら
寝
て
ま
す
し
、
す
き
を
つ
い
て
寝
て
ま
す
。
ま
、

皆
さ
ん
も
一
緒
で
し
ょ
ー
。

高
梨
：
後
は
ご
飯
を
よ
く
平
気
に
抜
か
し
て
い
る
の
を
見
か

け
る
ん
で
す
が
、
大
丈
夫
で
す
か
？

窪
田
：
空
腹
感
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
の
は
特
技
か
も
。

午
前
と
午
後
の
仕
事
の
事
情
で
昼
食
を
い
た
だ
く
時
間
が
な

い
と
き
は
多
々
あ
り
ま
す
が
、
あ
ん
ま
り
気
に
な
ら
な
い
ん

で
す
よ
ね
。
逆
に
、
飲
み
会
等
で
美
味
し
い
お
料
理
を
余
ら

せ
て
し
ま
う
の
は
忍
び
な
く
て
、
滅
茶
苦
茶
食
べ
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

家
で
も
、
美
味
し
く
で
き
た
と
き
は
子
供
た
ち
が
た
く
さ
ん

食
べ
る
の
で
、
自
分
の
分
が
少
な
く
な
っ
た
り
、
い
ま
い
ち

な
と
き
は
子
供
た
ち
は
あ
ま
り
食
べ
な
い
の
で
す
が
（
全
て

が
態
度
に
出
て
し
ま
う
、
正
直
！
）
残
し
た
く
な
い
の
で
、

高
校
生
の
息
子
の
２
倍
食
べ
て
し
ま
う
と
き
も
。
考
え
て
み

れ
ば
、
こ
う
し
た
日
々
の
鍛
錬
の
成
果
だ
っ
た
ん
で
す
ね
、

私
の
特
技
は
。

　
ご
出
産
、
ご
妊
娠
に
つ
い
て

高
梨
：
後
は
聞
い
て
一
番
お
ど
ろ
い
た
の
が
、
４
人
目
お
子

さ
ん
を
生
ん
だ
前
日
・
翌
日
に
学
校
に
い
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
本
当
で
す
か
？

窪
田
：
前
日
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
翌
日
に
学
校

に
い
た
、
と
い
う
の
は
な
い
で
す
、
病
院
に
い
ま
し
た
。
早

く
退
院
し
た
い
の
で
す
が
、
と
お
医
者
さ
ん
に
相
談
し
た
ら
、

２
泊
３
日
は
し
て
く
だ
さ
い
、
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
妊
娠
と
か
出
産
に
つ
い
て
は
、
色
ん
な
話
が
巷
で

も
あ
り
ま
す
が
、
武
勇
伝
的
な
も
の
が
多
い
と
感
じ
て
い
ま

し
て
、
危
険
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
マ
ガ
ジ
ン
の
主
旨
で
は

な
い
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
も
う
少
し
。

長
男
の
妊
娠
中
は
、
自
分
自
身
は
全
く
元
気
だ
っ
た
の
で
、

建
築
事
務
所
で
バ
イ
ト
を
し
て
い
ま
し
て
、周
り
に
は
ヘ
ビ
ー

ス
モ
ー
カ
ー
も
多
く
て
、
そ
ん
な
中
で
泊
ま
っ
た
り
も
し
て

い
ま
し
た
。

こ
う
い
う
の
は
絶
対
駄
目
で
す
。
小
さ
く
生
ま
れ
て
き
た
長

男
は
本
当
に
愛
お
し
く
、
次
か
ら
は
気
を
つ
け
ま
し
た
。
ま

た
最
初
の
子
育
て
が
留
学
中
と
重
な
っ
た
の
が
非
常
に
良
く

て
、
長
男
の
状
況
を
優
先
で
き
ま
し
た
。
少
な
く
と
も
１
歳

に
な
る
ま
で
は
突
然
の
発
熱
や
止
ま
な
い
夜
泣
き
な
ど
、
ど

う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
が
多
い
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
ち
ゃ

ん
と
向
き
合
っ
た
方
が
良
い
で
す
。
最
初
の
子
の
場
合
は
特

に
、
妊
娠
か
ら
１
歳
ま
で
は
他
の
こ
と
を
犠
牲
に
し
て
、
第

１
に
考
え
ま
し
ょ
う
！

２
人
目
以
降
は
自
分
の
体
調
も
子
ど
も
の
こ
と
も
、
そ
れ
な

り
に
は
先
が
読
め
る
の
で
（
読
め
な
い
か
も
知
れ
な
い
と
い

う
こ
と
も
含
め
て
）
予
定
も
た
て
や
す
く
な
り
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
子
ど
も
に
よ
っ
て
大
き
く
事
情
は
異
な
る
の
で
、
無
理

は
禁
物
で
す
。
自
分
の
こ
と
で
は
な
い
、
と
い
う
点
を
肝
に

銘
じ
ま
し
ょ
う
。
焦
っ
て
は
な
ら
な
い
、
仕
事
は
ま
た
出
来

る
よ
う
に
な
り
ま
す
し
、
色
ん
な
働
き
方
が
あ
り
ま
す
よ
。

高
梨
：
な
る
ほ
ど
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
女
学
生
の
皆
さ
ん

の
た
め
に
な
り
ま
す
ね
。

窪
田
：
男
の
人
も
分
か
っ
て
あ
げ
な
き
ゃ
ダ
メ
で
す
よ
！

高
梨
：
す
い
ま
せ
ん
（
汗
）

　
や
り
た
い
こ
と
、
や
る
べ
き
こ
と

高
梨
：
話
を
変
え
ま
し
て
、
皆
が
気
に
な
っ
て
い
る
の
は
ど

う
や
っ
た
ら
も
っ
と
仕
事
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
と

思
う
ん
で
す
が
、
や
り
た
い
こ
と
・
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
あ
り
す
ぎ
る
時
に
ど
う
す
る
な
ど
の
コ
ツ
は
あ
り

ま
す
か
？

窪
田
：
え
〜(

笑)

や
り
た
い
こ
と
が
し
ぼ
り
き
れ
な
い
っ

て
こ
と
で
す
よ
ね
？

大
学
で
運
動
会
に
入
る
と
き
に
先
輩
が
、
２
つ
ま
で
は
で
き

る
よ
、
と
お
っ
し
ゃ
て
い
た
の
が
印
象
的
で
、
そ
の
後
も
そ

ん
な
感
覚
で
し
た
。
し
か
し
最
近
は
、
１
つ
し
か
で
き
な
い

と
い
う
想
い
で
す
。

大
体
の
こ
と
は
周
り
の
人
と
一
緒
に
や
っ
て
い
る
わ
け
で
、

そ
の
方
々
と
の
連
携
や
一
体
感
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
一

方
で
、
１
人
で
や
っ
て
い
る
こ
と
は
、
よ
っ
ぽ
ど
注
意
し
な

い
と
後
回
し
に
な
り
が
ち
で
す
よ
ね
、
う
ち
の
研
究
室
は
皆

そ
ん
な
傾
向
に
あ
る
の
で
は
…
（
自
戒
を
こ
め
て
）
気
を
つ

け
ま
し
ょ
う
。

高
梨
：
仕
事
の
振
り
合
い
み
た
い
な
こ
と
で
す
か
？

窪
田
：
近
い
で
す
ね
。

　
学
生
時
代

高
梨
：
そ
う
い
う
窪
田
先
生
は
学
部
生
・
院
生
時
代
は
ど
の

よ
う
な
生
活
を
お
く
っ
て
い
ま
し
た
か
？
反
省
は
あ
り
ま
す

か
？

窪
田
：
学
部
生
時
代
は
、
２
つ
の
こ
と
ま
で
は
で
き
る
、
と

い
う
信
念
の
も
と
、
テ
ニ
ス
と
も
う
１
つ
（
ご
想
像
に
お
ま

か
せ
し
ま
す
）
を
や
っ
て
ま
し
た
。

院
生
時
代
は
、
研
究
室
中
心
の
生
活
で
し
た
。
同
期
が
楽
し

い
仲
間
だ
っ
た
の
で
一
緒
に
あ
ち
こ
ち
見
に
行
っ
た
り
、
自

分
の
担
当PJ

だ
っ
た
佐
渡
島
相
川
に
長
逗
留
し
た
り
、
ハ
ー

バ
ー
ド
大
学
で
のW

S

に
参
加
し
た
り
、
イ
ア
エ
ス
テ
で
サ

ン
パ
ウ
ロ
を
拠
点
に
ブ
ラ
ジ
ル
を
２
ヶ
月
旅
し
た
り
。
４
年

の
後
期
か
ら
研
究
室
に
入
り
浸
っ
て
、
世
界
中
か
ら
の
先
輩

方
と
話
し
が
で
き
た
こ
と
は
今
で
も
財
産
で
す
。
し
か
し
振

り
返
る
と
、
も
っ
た
い
な
い
こ
と
を
し
た
な
と
も
思
い
ま
す
。

査
読
論
文
を
書
こ
う
な
ん
て
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
も
思
わ
な
か
っ

た
し
、
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り
で
し
た
ね
。

現
役
の
皆
さ
ん
に
は
、
２
年
間
の
大
ら
か
で
大
き
な
構
想
と
、

半
年
位
の
明
確
な
到
達
目
標
を
両
方
立
て
て
も
ら
う
と
良
い

と
思
い
ま
す
。

高
梨
：
話
を
お
聞
き
し
て
い
る
と
窪
田
先
生
は
昔
か
ら
ア
ク

テ
ィ
ブ
で
通
底
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
源
泉
が
あ
り
そ
う

な
気
が
し
ま
す
。
ど
う
で
す
か
？

窪
田
：
ど
ん
な
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
動
い
て
い
る
の
か
は
自

分
で
も
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
公
害
問
題
の
不
条
理
さ
は

ず
っ
と
気
に
な
っ
て
い
て
、
高
校
生
の
こ
ろ
に
都
市
工
学
と

い
う
分
野
を
知
り
ま
し
た
。
技
術
を
通
じ
て
社
会
に
貢
献
し

た
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
（
か
な
り
優
等
生
で
自
分
で
も
驚

き
ま
す
が
）、
そ
こ
か
ら
は
迷
い
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
当
時

は
環
境
工
学
を
考
え
て
い
た
の
で
す
が
、
計
画
的
も
し
く
は

デ
ザ
イ
ン
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
魅
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
今

に
至
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
自
分
の
良
い
と
こ
ろ
を
挙
げ
る
と
す
る
と
、
有
り

難
い
場
所
に
居
る
と
い
う
実
感
を
自
覚
で
き
る
点
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
都
市
デ
ザ
イ
ン
研
究
室
の
准
教
授
と

い
う
職
位
は
お
そ
ら
く
最
高
に
心
地
良
い
で
す
。
西
村
先
生

や
そ
れ
ま
で
に
関
わ
っ
て
き
た
メ
ン
バ
ー
が
心
血
を
注
い
で

築
い
て
き
た
研
究
室
で
す
。
こ
こ
に
い
て
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

な
る
も
の
が
沸
か
な
い
人
は
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

後
は
２
人
目
の
子
供
を
産
ん
で
博
士
論
文
を
書
い
て
い
た
と

き
に
専
業
主
婦
の
よ
う
に
家
に
長
い
間
い
る
の
は
合
わ
な
い

か
も
と
実
感
で
き
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

高
梨
：
そ
れ
は
す
ご
く
共
感
で
き
ま
す
、
僕
も
浪
人
時
代
暇

だ
っ
た
の
が
合
わ
な
い
気
が
し
て
大
学
か
ら
忙
し
く
し
て
ま

し
た
。

　
研
究
室
の
新
設
に
つ
い
て

高
梨
：
さ
て
、
そ
う
い
う
中
で
新
し
い
研
究
室
を
立
ち
上
げ

る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
ど
う
い
う
こ
と

が
し
た
く
て
立
ち
上
げ
る
の
で
す
か
？

窪
田
：
な
ぜ
「
都
市
デ
ザ
イ
ン
研
究
室
」
か
ら
出
る
の
か
と

い
う
問
い
に
対
し
て
は
、
明
確
に
整
理
し
て
説
明
で
き
る
よ

う
な
こ
と
で
も
な
い
の
で
す
が
、
社
会
連
携
講
座
「
復
興
デ

ザ
イ
ン
研
究
体
」
の
設
立
の
流
れ
に
の
っ
て
、
と
い
う
の
は
、

消
極
的
で
す
が
も
ち
ろ
ん
非
常
に
重
大
な
理
由
で
す
。
積
極

的
に
は
、
小
さ
な
研
究
室
な
ら
で
は
の
敏
捷
性
や
交
流
密
度

の
高
さ
を
実
現
し
つ
つ
、
突
発
性
／
進
行
性
リ
ス
ク
を
根
底

に
据
え
た
地
域
デ
ザ
イ
ン
を
実
現
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す

（
こ
こ
ら
が
、Laboraotry

で
は
な
く
、Studies Unit

と

い
う
言
葉
を
使
う
背
景
で
す
）。

高
梨
：
新
し
い
研
究
室
の
名
前
「
地
域
デ
ザ
イ
ン
」
と
い
う

名
前
は
ど
う
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
か
？

窪
田
：「
地
域
デ
ザ
イ
ン
」
と
い
う
名
前
に
至
っ
た
経
緯
で

す
が
、
人
の
暮
ら
し
を
大
切
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
改
め
て

大
切
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
多
様

な
ス
ケ
ー
ル
を
扱
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ご
近
所
さ
ん
と
か

neighborhood

と
い
う
比
較
的
狭
い
地
区
の
単
位
も
重
要

で
す
し
、
た
と
え
ば
食
糧
生
産
地
と
消
費
地
と
い
う
関
係
を

包
含
す
る
広
域
圏
の
あ
り
方
も
人
の
暮
ら
し
に
影
響
し
て
き

ま
す
。
そ
う
し
た
単
位
に
は
主
体
も
必
要
で
す
。

ま
た
様
々
な
要
素
が
複
雑
に
関
係
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
で
、

状
況
が
持
続
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
関
係
性
を
解
き
明

か
す
こ
と
も
重
要
な
テ
ー
マ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な

ら
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
で
成
立
し
て
い
る
関
係
性
が
あ
ち
こ
ち

で
切
れ
て
い
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
と
呼
応
す
る
よ
う
に
、

環
境
の
質
が
悪
化
し
て
い
る
こ
と
が
、
現
代
の
非
常
に
深
刻

な
問
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
復
興
デ
ザ
イ
ン
は
地
域
デ
ザ
イ
ン
な
く
し

て
は
成
り
立
た
な
い
し
、
地
域
デ
ザ
イ
ン
は
復
興
デ
ザ
イ
ン

な
く
し
て
成
り
立
た
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
の
意
味
で
、
人
の
暮
ら
し
の
舞
台
と
し
て
の
「
地
域
」

を
総
合
的
に
捉
え
る
べ
く
、
日
本
語
の
「
地
域
デ
ザ
イ

ン
」
と
い
う
言
葉
は
あ
ま
り
悩
ま
ず
に
決
め
ま
し
た
。
英

語
に
す
る
と
き
に
は
若
干
悩
み
ま
し
た
。
直
訳
と
し
て
は
、

Com
m

unity Design

やRegional Design

と
い
う
こ

と
に
な
り
そ
う
で
す
が
、
そ
れ
で
は
上
記
の
よ
う
な
こ
と
が

包
含
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
あ
れ
こ
れ
考
え
た
あ
げ
く
、
当

初

は
、Designed Territory in Relations Studies 

Unit

と
い
う
や
た
ら
と
長
い
名
前
を
考
え
て
い
た
の
で
す

が
、Chris

に
「
絶
対
短
い
方
が
良
い
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
を

い
た
だ
き
ま
し
て
（Thanks!

）、Territorial Design 
Studies Unit

と
な
り
ま
し
た
。

高
梨
：
最
後
に
、
先
生
に
と
っ
て
の
「
都
市
デ
ザ
イ
ン
」
っ

て
な
ん
で
す
か
？

窪
田
：
私
が
学
生
時
代
は
「
都
市
設
計
研
究
室
」
と
い
う
名

前
で
し
た
が
、
そ
の
後
、「
都
市
デ
ザ
イ
ン
研
究
室
」
に
な
っ

て
、
最
近
で
は
学
生
の
皆
さ
ん
に
「
デ
ザ
研
」
と
い
う
愛
称

で
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
、
実
を
言
う
と
、
当
初
は
違
和
感

が
あ
り
ま
し
た
。
語
感
が
い
ま
い
ち
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
？
し

か
し
考
え
て
み
れ
ば
、
や
は
り
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
概
念
の
源

に
、「
都
市
デ
ザ
イ
ン
研
究
室
」
が
あ
る
の
だ
な
ー
と
い
う
意

味
で
、
今
で
は
ぴ
っ
た
り
だ
な
と
感
じ
ま
す
。

そ
う
い
う
源
泉
か
ら
湧
き
出
し
た
水
脈
と
し
て
「
地
域
デ
ザ

イ
ン
研
究
室
」
が
あ
っ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
し
、
そ
う
な

る
よ
う
に
努
力
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

高
梨
：「
ち
い
デ
ザ
」
と
か
呼
ば
れ
る
ん
で
す
か
ね
？

窪
田
：
か
わ
い
く
な
い
で
す
よ
ね
（
笑
）

高
梨
：
今
日
は
お
忙
し
い
中
お
時
間
を
と
っ
て
い
た
だ
き
、

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ー窪田先生の生活と仕事に迫るインタビュー－
- An Interview of Prof. Kubota's Life and Work-

取材・編集：高梨

▲笑顔の絶えないインタビューでした

▲いつでもエネルギーにあふれている窪田先生
6:30 起床組と 7:30 起床組がい
て、どちらかと一緒に起きる。8:00
に最後の小学生を送り出す前にで
きるだけ家事を済ませたい。

日中は審議会や委員会などが多い。
担当の人が頑張っているとついつ
い応えてしまう。読まなければい
けないものをちゃんと読みたい。

普段 18:00 までに帰ることが目
標。子供との話はしばし盛り上
がる。最近は「集団がどこまで
大きくなれるか」という論点。

▼窪田先生の一日
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建築 × 都市 × 地域デザイン事務所　TIT & Associates 始動によせて
The Interview on Architecture / Urban Design / Teritorial Design Unit, TIT & Associates

＞まず、卒業してからの経歴を教えてください。
富沢：学部で卒業して、アトリエ事務所に入りました。
ユニット構造を住民皆で組み立てる計画の町役場や、美
術館の担当をしました。30 歳で辞めて、住宅や幼稚園
など、民間の仕事のやり方を覚えました。
田中：アトリエ事務所で、本社建替えのマスタープラン、
住宅、小中学校等の設計をしました。その後辞めて事務
所を作ったと同時に、北沢先生から田村の PJ に呼ばれ
て。すぐに福島に移住して、自分の事務所も UDCT も
やりつつ、4 年間田村に張り付いて仕事しました。
池田：ハードな部分でまちづくりに関わりたくて、都市・
建築の設計事務所で 8 年間働きました。まちづくりの
計画や広場や公園の設計とか。その後もっと地元に密着
したくて、街づくりセンターで、商店街や町会との話し
合い、イベントなどを一緒にやりました。
＞現在、TIT ではどんな業務がありますか？
田中：現在は、3 人それぞれの仕事を持ちよって、共同
で作業している段階ですが、都路は 3 人で取り組んだ
仕事です。福島第一原発に近い田村市都路町の古道集落
で、避難者が戻ってこられる都路のあり方を議論して住
生活基本構想としてまとめました。これに沿って、公営
住宅の設計を 3 人で一緒に。今年 6 月に竣工しました。
黒本：３人の事務所になって、以前との変化は？
富沢：やりやすい。微妙なことで悩んで行き詰まる時に
聞けるから、スムーズに答えにたどり着ける。
田中：後からだと手戻りになるところが早めに分かって、
リスクを減らせる。忙しい時は集まってくれて、その分
回せる仕事量が増えますね。
＞学生時代のどんな経験が今に生きていますか。
池田：PJ で、地元の人とか研究室メンバーと話して考
えるのが大切かな。
田中：現場で自分の目で見て、地元と会話するのをデザ
研は一番大事にしますけど、それを一歩引いてトータル
に考えるのも、一方で非常に大事だと思うんですよ。
黒本：北沢先生特集でもそれを聞きました。PJ は何を？
池田：鞆の浦と大野村と神楽坂と・・　（一同騒然）
田中：当時は、研究室同期の５人全員が全部の PJ をや
りました。コンペも毎月のように。時間があったからね。
池田：研究室には毎日行って顔を合わせていたので、な

んかコンペやるか！とか。
松田：PJ の体験で修論の方向に影響はありましたか？
池田：PJ の中で問題意識が出来てきて、深みが出て、
実際に役立つ研究に発展していくんじゃないかな。
田中：PJ をちょっと引いて見て、どういうことか自分
で考える研究的な視点が大事と思います。僕も当時は考
える余裕がなくて、必死だったので、反省ですが ( 笑 )。
＞その学生の頃すでに、独立を意識してたんですか？
富沢：私はそうですね。なんか楽しそう、自由そうじゃ
ないですか。（一同笑）会社に勤めるって実感がなかった。
田中：私も独立。修士出てアトリエか組織系か悩んでい
て、で北沢先生に相談したら、アトリエ行きなさいと言
われた。その場で先生から電話して、まず会ってこい、と。
池田：僕も独立は考えてたかな。研究室でやっていたよ
うな、地道なまちづくりをしているのは、小さな事務所
とかコンサルだと思った。
＞独立してからの、やりがいや苦労は何でしょう？
富沢：やりがいと苦労は７：３くらい。やりがいはやっ
ぱり、PJ 全体を見通せる。じゃないと面白くないじゃ
ないですか。その分責任を背負って、失敗は全部自分に
返ってくるのが苦労だね。自分の成果を自分の名前で出
せるのが面白いし、次にもっと上の仕事が降ってきて、
できることが増えていく。それをやりがいにしてます。
池田：学生のときに研究室で純粋に考えていたところを、
今も続けられるのは良いのかなと。
田中：自分で決めて責任とるってことが、いちばん楽し
いから、やりがいありますよね。それにつきますね。苦
労はそんなにないと思います。楽しいっすよ。ほんとに。
＞建築をやる上で、都市を勉強していた強みは？
富沢：建築も都市の文脈を考えるけど、見方が別かな。
田中：初めの発想から、敷地にとどまらない大きな所か
ら考えるべき問題もあるかなと思います。
富沢：アトリエ系は全然違う世界で、逆に得たものも大
きい。建築のスタディでは、選択肢を 100 出して一番
を選択してく考え方。都市工は大きな話はうまいけども、
実際どう作るかまで細かく考えられた方が良いかな。
池田：都市は、建築のような与条件がそもそもなくて、
事業をおこすところを考えますよね。
富沢：あと建築は、レベルが高い人が使うイメージで考

えちゃう。ここで対話が起こって楽しい空間になる、と。
でも都市は、色んな人向けに優しいものを作る。
池田：逆に都市は、そこを見すぎてジャンプしづらい。
これ良い！と思っても、でも目の前で話をしている高齢
者の方はそんな使い方はしないだろうな、と。
田中：まあ都市デザインも一方で、新しいことをして次
の時代に進んでいく方向性もあると思いますね。
＞都市デザインに、建築の知識は必要だと思いますか？
富沢：なるべく設計を、具体的に考えてやり切った方が
いい。都市は、ここは大体こんな感じで、で終わるじゃ
ないすか。経験上、そこを文書や図面で、ここは何ミリ
なのかをリアルに数値化する訓練をした方がいい。
田中：建築でなくても、何か得意分野を持つといいと思
います。建築だと構造、意匠とか、建築以外でも経済や
政治とか色々あって、何か持ってると生かせる。都市デ
ザインに携わるのであれば、軸があるほうが良い。
黒本：都市工の池田さんの場合、得意分野は何ですか？
池田：なんですかね。事業や人をどう動かすか、仕組み
をどう作っていくかをまず考えます。
＞今後この事務所でやっていきたい仕事は？
富沢：そうね。何したいかな、３人で。課題を真正面か
ら受け止めて解くことかな。壊して建てるんじゃなくて、
まちの資源をどう読み解いて活かして良くしていくか。
田中：都市の中で、もう一歩考えれば良くなる所を変え
たい。事業者の考え通りに作るんじゃなく、原点に戻っ
てとか、一歩進んだところを提案・実現したいです。経
済活動の中で進む開発にも、デザ研でやったような、住
民の立場や違う分野の考えを取り込んでいきたいです。
＞最後に、読者の学生へメッセージをお願いします。
池田：色んな立場の人と議論してできたつながりって、
今すごく大切。PJ とかの貴重な機会をぜひ頑張って。
田中：自分が大事に思うことをずっと持ち続けて、信じ
てほしいなと思います。皆がそうできると都市はよく
なっていくと思います。自身が楽しいと思うことを。
富沢：アトリエ事務所で、悩んで本当に辛いときに、「何
言ってんだ、もっと楽しめよ！」とポカっと怒られて。
今考えると、もっと楽しむ努力をしろよ、だったんです
ね。真面目に考えて取り組むのが楽しむことだし、そう
して初めて良いものができる。■

北
沢
先
生
に
言
わ
れ
た
の
は
、

「
20
代
の
と
き
に
め
い
っ
ぱ
い

苦
労
し
ろ
」
と
。

◀TITとして初の作品、
都路の公営住宅。出口
敦教授監修のもと、建
設地選定から住民と話
し合い、高齢者が中心
部で暮らしやすい、12
戸の住宅と集会所。

▶︎ 2014 年、3 名で応
募した十日町市民活動
センターのプロポ案。
都市へ展開する参加型
リノベユニットで最終
6 選へ。TIT 結成の基
礎に。

Hiroo Tanaka Koichi Ikeda Shinjiro Tomizawa

独立という生き様から、都市
デザインの専門性・職能に至
るまで、多くを学ばせて頂き
ました。TIT の皆様、有難う
ございました！　（聞き手：
M2 黒本、M1 田中、M1 松田）

アルバイト募集！
都市デザイン事務所で働いてみません
か？TIT ではアルバイトを募集中です。

業務内容：集合住宅、駅前開発、公営
住宅などの建築設計・都市デザイン

条件待遇等：応相談
希望者は、TIT または

都市デザイン研マガジン編集部へ！
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2016 年 4 月、都市デザイン研究室 OB を含む 3 名が共同で、建築・都市・地域デザイン事務所「TIT & Associates」を設立しました。
独立とはどのような道なのか。その醍醐味、苦労とは。今月号では事務所へのインタビューを通じ、「都市デザインを実践する」生き方を探ります。
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銀杏散って就活の時季、出るか進むか

text  ph oto _shiozawa

年の瀬を迎えて相変わらずプロジェクト三昧な生活を送りつつも、「就職活動」「進路」という文字が頭にちらつく今日のこの
頃。巷ではスーツ姿に身を包み、手帳を片手にさっそうと行き過ぎるシュウカツ生が目につき始めています。もちろん我が研究室でも
ちらほらとスーツ姿を見かけるようになっており、それぞれに将来への進路を考えるとき。そこで、卒業後、就職し社会で活躍してい
らっしゃるOBOG の方と、進学して博士課程を送っていらっしゃる先輩に、それぞれの近況報告、兼、経験をふまえたアドバイスを
頂きました。

　私自身、一度は就職を決
断したものの、紆余曲折を
経て今日に至るので、参考
になるか分かりません
笑）。　
　実際、就職すると、大学
で学び、考えてきた世界と
は、多かれ少なかれ乖離が
あるので、悩むのはやむを
得ません。ただ言えること
は、最終的な自分の選択
に、自信を持つことだと思
います。どこへ進んだとし
ても、無駄な経験は一つも
ないはずなので。あとは自
分の意志と、本当の意味で
の「縁」です。そう信じれ
ば、素敵な未来が、切り開
けるはず。（と、自分にも
言い聞かせている、今日こ
の頃です…。）

　私は、修士研究の対象だっ
た条例に仕事で関わっていた
コンサルタント に就職しまし
た。他社にも話を聞きに行き
ましたが、「私もこんな仕事 
がしたい」「この人たちと一
緒に仕事がしたい」という気
持ちから最後 は一社にしぼ
り、北沢先生の応援を受けな
がら面接後も札幌の本社に押 
しかけプレゼンをしに行きま
した。それが採用の決め手に
なった訳では なかったようで
すが、昨年度は晴れて「夜・
休日こそ市民の方のまちづ く
りのお手伝い本番！」という
仕事をしていました。
　現在は職場の理解 もあっ
て、楽しく育児休業中です。

M 1のひとりごと　その１
　
学部時代に就活してから

道を選
だ動

M 1のひとりごと　その２
　
合同説明会に足を運んでみま

した。それぞれの企業というよ
りはその人の印象がすごく残っ
ています。人、ありき。かな。

M 1のひとりごと　その３
　
　都市とか、関係なくてもいろ
いろな企業を見てみると、それ
ぞれの魅力があっておもしろい
なあ

　現在の職場は基本的に仕事は
自分の責任でというスタンスな
ので、比較的には自由な時間の
使い方が可能ですが、やはり忙
しいときは忙しいです。都市計
画や都市デザインというのは、
正解がありませんし、コンサル
タントにいてもやはり何かよく
わからない。働いてみて、コン
サルの限界も感じてきていま
す。ですが、基本的なスタンス
（楽しく、暮らしやすいまちを
つくりたい！）は学生の頃と変
わっていません。
　それと、これは私の考えです
が、みんなそれぞれ自分の（仕
事ぬきでの）「フィールド」を
持つことが大事だと思います。
多分、就職をすると、業界の立
場からくる限界を感じることが
あると思いますが、それぞれが
フィールドを持って、仕事とい
う範疇にとらわれず思いをぶつ
けていければ、 大げさかもしれ
ませんが、日本は変わるのかな
と。

　僕が就職活動を始めたの
は、1月の中旬くらいからで
す。プロジェクトの合間を
縫ってまずはポートフォリオ
を作成。コンぺや研究室のプ
ロジェクト等をまとめまし
た。その後設計事務所を中心
に何社か受けて今の事務所に
決定。僕の場合は設計を勉強
したい！という思いが強く、
かといって行きたい事務所が
特にあったわけではなかった
ので設計の勉強が出来るかど
うかを優先しました。
 　さて、社会人生活ですが、
通常は朝9時から1時くらいま
ででしょうか。週６+１くらい
ですね。日曜日休めればラッ
キー。　いずれにしても自分
が何をやりたいのかによって
活動の時期も変わってくると
思うので、まずは対象を絞っ
てみると良いと思います。そ
れでは、がんばってくださ
い！

永井（旧姓・藤本）ふみさん
（2004年度 修了）

倉橋宏典さん
（2004年度 修了）

石塚計画デザイン事務所

都市環境研究所

 *  地域計画・都市計画
 * ＣＧによる景観シミュレーション
 * 広報紙・ホームページ等の企画編集 

主な業務内容

    *  広域計画・地域計画
    * 都市総合計画・都市基本計画
    * 土地利用計画
    * 地区整備計画・住環境整備計画
    * 都市再開発
    * 学園都市
    * 都市美・都市景観
    * アーバンデザイン 

主な業務内容

小林有吾さん
（2004年度 修了）

類設計室

 *  都市計画
 *  建築設計

 （企画､意匠､構造､設備、
　プロデューサー、ディレクター）
 

主な業務内容

デザイン研博士課程
永瀬節治さん
（D1)

    *  新宿プロジェクト
    * 喜多方プロジェクト
    * 八尾プロジェクト

のひとりごと　そ

学部時代に就活してか
早、2年。もう次へ進む道を
ぶ時期が来たのか･･･。まだ
きだしていませんが。

のひとりごと　その２

合同説明会に足を運んでみま
た。それぞれの企業というよ
はその人の印象がすごく残っ
ます。人、ありき。かな。

のひとりごと　その３

都市とか、関係なくてもいろ
いろな企業を見てみると、それ
ぞれの魅力があっておもしろい
なあと思う。

先輩、OG/OBに聞く修士の、その後の軌跡

外資系の経営コンサルで働いていましたが、昨年春、生まれ故郷の岐阜にUターンしました。学生
時代はいろいろな地域のまちづくりに「風の人」として関わりましたが、外からアドバイスするより
も、地域に根差した「土の人」になりたいと考え、自分が情熱を注ぎ込める場所を探していました。
現場は、岐阜県と福井県の県境にある石徹白（いとしろ）。最寄りのスーパー・コンビニまで車で３
０分、１０００mの峠を越えなければならない最奥の集落です。戦後は１３００人いた人口も今で
は３００人を切り、小学生は１２人。このままでは消滅する可能性があります。この集落が続いてい
くために、ここで雇用を生むような仕事を創り出し、若い人が戻ってきたり、入ってきたりできるよ
うな仕掛けをつくっていきたいと考えています。
現在は、トヨタ自動車社会貢献プログラム「豊森なりわい塾」の事務局や、小水力発電の普及啓
発・研究を仕事にする一方、石徹白へ週３～４日通い、石徹白の地域づくり活動・農業の見習いな
どをしながら、石徹白への移住準備をしています。

平野彰秀さんの活動の詳しい情報は以下のサイトを参照してください。
石徹白公式HP ： http://itoshiro.net/　　豊森なりわい塾：  http://toyomori.org/

８月２３日、佐原中央公民館にて、１１月に開催される『全国町並みゼミ』に向けての関東ブロック
でのプレゼミを行いました。佐原、川越、台東区谷中、成田、栃木、茨城県桜沢市真壁町、桐生の７
つの団体によって、これまでの町並み保存の努力、観光に対する意識等の発表や議論が交わされ
ました。特に、回遊性については、各地域、それぞれに意見が交わされ、私たちとしても今後の佐原
の回遊性について深く考えさせられました。パネリストとして参加したD1ナッタポンは、佐原の『回
遊性』について、これまでの私たちの現場での実験を例に、時代の流れと佐原のまちの空間の構成
をわかりやすく解き、聴衆の心をつかんでいました。なにより、コーディネーターを務めた窪田先生
の最後の言葉、『回遊性。それは人生を豊かに生きること。回らなくてもよいところを回遊すること、
いろいろなものにぶつかること、こうして人生が豊かになる』…胸に響きました。

8月24日において、8月3日に引き続き、早稲田大学法務研究科日置研究室の方 と々神楽坂プロジェクトメ
ンバーで共同勉強会が行われた。内容は景観保全のためのルールと運用に関して、事前協議と事後協議の
あり方について議論をするというもので、2チーム（住宅班と商業班）に分かれて議題を出しあって、議論をす
るというものだった。
この勉強会において私の関心事は景観の背後にある地域住民の生活に関して、いかなる法的な根拠が与え
られるかという事だった。今後このテーマはますます重要性を増してくるだろうと思われるが、ではどうすれ
ばよいのかという話になるとお互い話は平行線のまま、、、。
しかし、お互いに厳しいスケジュール環境の中で、なかなか集まる事は出来なかったが、数少ないミーティン
グは実り多いものとなりました。これからも引き続き景観に関するアドバイスをいただきたいです。

都市デザイン研究室　情報欄
おし

全国各地で活躍されているOB・OGの方に、自らのお仕事・活動を紹介していただく新コーナーが始まりました。「都市」を学んだ経験をもとに、
様々な分野で活躍されている先輩方の活動を取り上げたいと思います。多くの卒業生を輩出している都市デザイン研究室だからできるこのコーナ
ー、目指すは４７都道府県制覇！　記念すべき第１回は岐阜県でご活躍中の平野彰秀さん（平成11年卒）です。

New series starts!  We pick up our 
Old Boy and Old Girl working in 
various field all around Japan.

Collaboration with Waseda team continues. The theme is the rule for preserving the town landscape.

“Zenkoku-Machinami Seminar” will be held in November, in Sawara and Narita.We 
now prepare for it like this pre-seminar. らせ

8月26-28日　建築学会
8月31日　　 浅草PJイベント
　　　　　　「晴れのちシャボン玉＠こくさい通り」
9月2-6日 高山現地調査
9月7日　　　第１回アーバンデザインセンター会議＠柏
9月11日 渡辺定夫先生の喜寿を祝う会
　　　　　　18:30～　＠学士会館
9月12-13日 ヨルトモ

編集後記

8月-９月の予

新コーナーのこれからが楽しみです。僕が

卒業するまでには全国制覇は厳しそうです

が、後輩にはぜひとも達成して欲しいと思

います。今年の夏は、佐原にどっぷりつか
text_suzuki

新コーナー！！　日本全国OB・OGめぐり　　

神楽坂PJ　早稲田チームとの共同研究　　

佐原『全国町並みゼミ』プレ大会　　

▲初夏の石徹白の全景

第１回　平野彰秀さん（岐阜県）　　

text_suzuki

text_sakuraba
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研究生　高橋邦昭

▲白熱した議論が続く

▲コーディネーターの窪田先生とパネリストのナッタポン ▲回遊性について語る窪田先生

東京大学都市デザイン（西村・北沢・窪田）研究室
工学部都市工学科／工学系研究科都市工学専攻 
http://ud.t.u-tokyo.ac.jp/index-j.html

編集長　： 阿部 正隆
編集委員： 櫻庭 敬子　芝尾 茉利子　鈴木 亮平　前川 綾音 
　　　　　村本 健造　安川 千歌子　山下 航司Urban Design Lab. Magazine 都市デザイン研マガジン vol.121　2010.04.25

続：春の到来、新たな風
Spring has come! Welcome to our lab.

120 号に引き続き、今号は本郷キャンパス都市デザイン研究室とともにプロジェクトに取り組む柏キャンパ
ス空間計画研究室の新 M1 を紹介します。５名が加わり、今年も元気に始動！
The issue continues to the 120st issue, and introduces the new 5 students who are belonging to Spatial 
Planning & Design Lab. in Kashiwa Campus that goes at the project with Urban Design Lab. 

–New students in Kashiwa–
ー柏キャンパス新 M1 の紹介ー

text_sakuraba

①岐阜県美濃加茂市／神戸大学工学部建築学科
②体を動かすこと・鮨がにぎれる
③飛騨高山：親戚が住んでおり、昔はよく行った。
　シエナ：大学の授業で調べて、よかった。
④不言実行
⑤修士に進むにあたり、本当に自分がやりたい事は何か考
えた。
⑥心をオープンにして、何事にも積極的に挑戦したい。

①千葉県浦安市／日本大学理工学部建築学科
②水泳、筋トレ、日本泳法、舩の操縦、作詞作曲、
ニコニコ動画
③好きな場所ーアーバンドックららぽーと豊洲 : 綺麗な夕
日が見られる貴重な場所だから
行ってみたいまちーサンマリノ：侵略から身を守ってきた
小国の伝統と誇りを感じたいから
④上の上には上がいる
⑤画一的でない伝統と個性を重視したまちづくりと、第３
の場としての新しい地域コミュニティの可能性への関心。
⑥本気です。ここで出会える多くの人達と切磋琢磨しなが
ら自分の士気を高めていきたいです。それと同時にくだら
ないことでも語り合える友人関係も築いていきたいです。

①長崎県／東京大学工学部社会基盤学科
②剣道初段
③好きな場所ー銀山温泉：この春、雪景色で美しいときに
研究室メンバーと旅行。思い出たくさんの場所。
行ってみたい場所ー京都：寺社にも少し興味があって、絶
対いくべき場所なのに縁がなくてまだいけてないから。
④やるときはやる。Let it  be
⑤表向きは、新しい場所で研究室に留まらず、積極的にま
ちにはいりこんだプロジェクトに参加したかったから。ま
た、環境問題に興味があるから。
⑥仲間をたくさんつくる！積極的に動く。

①出身地／出身校　②趣味・特技　③好きなまち・場所、
行ってみたいまちとその理由　④座右の銘・モットー
⑤空間計画研究室に来た動機　⑥大学院生活への意気込み

①京都府／福井大学工学部建築建設工学科
②サッカー観戦、買い物
③好きなまちー京都、横浜、金沢／行ってみたいまちーイ
ンド、フィリピン、ラオス（先進国とは違う良さがありそう）
④何事も冷静に淡々と
⑤先輩からの情報、UDC シリーズなど大学院で自分のや
りたいことができそうな研究室だったから
⑥様々な活動に参加し、人との出会いや、そこから得られ
たものを大切にしていきたい。

①横浜 / 横浜国立大学工学部建設学科
②建築散歩、旅行
③システルニノ、オストゥニ（イタリア）：卒制中に本で
見てすごく惹かれました
④強くしなやかに
⑤北沢先生の講演会
⑥積極的に色々なことにチャレンジしたいです！

▲都市デザイン研究室（本郷）・空間計画研究室（柏）集合写真：4 月 13 日（火）、2010 年度第１回研究室会議において
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浅草 プロジェクト

櫻庭 敬子

５月の予定

5 月 14 日　2010 年度第２回研究室会議＠ 8 階会議室

４月も残りわずか。桜前線も秋田くらいまで北上し、私たちの心もそろそろ春キブンから脱皮
した頃でしょうか。個人的には、修士生活も半分が過ぎ、でもここで落ち着かず、花粉にも負
けず、今年もアクティブにせっせと手足を動かしていきたいなと思っています。

M2 熊谷 俊一
ASAKUSA-project

Nezu is filled with cats. There are cat cafes, cat-themed galleries and craft shops, 
and most importantly----many cats living between street blocks. Whenever I’m 
passing through these streets, I confront cats along the road, by the window or 
in the greenery. It might not be a random choice of living here for them. And as I 
have always believed, they might be even more sensible of living condition rather 
than human beings. In Nezu, cats find place to hide themselves well for a sound 
sleep, to chase or even fight with eachother, to carry a stretch under the sun and 
to shade themselves back to a corner to observe passers-by. 
These subtle requirements actually meet some of the criteria for a good street 
block established by Jane Jacobs: continuous, permeable, secured streets with 
rich spatial experiences.
But if you want to follow a cat in the street blocks in old Beijing in similar case, you 
might have to keep walking on the walls and roofs there. Such places in Beijing are 
built based on the unit of courtyards----ones that are well enclosed to leave only 
its doors and walls to passers-by. So I have to admit that it is always fascinating 
to walk around in a place like Nezu, to always get to experience small changes and 
always discover the new. 

　去る 4 月 17 日（日）、浅草プロジェクトの一環である木工教
室イベントが、地元奥浅草地区にて開催されました。東大浅草
PJ メンバーにて企画されたイベントであり、対象エリアに密集
する木材問屋の方々に、材木の調達や技術支援の面で協力してい
ただき、材木加工による棚やプランターの作成を楽しむイベント
となりました。当日は地元の住民・子供たちが中心に集まり、東
大からの 3 名の学生と共に、懐かしさと奥深さを感じる日曜大
工体験を通じて、地域の交流を育むことが出来ました。
　材木問屋というこの地域独特の存在を活かしたまちづくりを仕
掛けている東大メンバーにとって、まちづくりの一歩目を踏み出
した非常に意義深い一日でした。

▲真剣に作業に取り組む参加者の方々 ▲常夜燈を背景に PJ メンバー勢揃い ▲早速現地でポストイットトーク

▲浅草 PJ メンバーも
日曜大工に挑戦

▲根津の猫グッズ販売店の店先の三猿ならぬ三猫

▲北京の伝統商業地、四合院の様子

留学生コーナー第７弾！

春！プロジェクト始動！

An essay by international student vol.7

Spring is the season that projects start!

多国籍な都市デザイン研の特徴を生かし、長年住んで
いると気付かない日本の都市の姿を留学生の新鮮な
目で伝えます。今号は中国北京出身の李蕃さんです。

新メンバーを迎え、それぞれのプロジェクトも本
格的に動き出しました。先陣を切った東京は浅草、
そして広島は鞆より活動をお伝えします。

連載企画

プロジェクト報告

Cat's Street  -My Favourite Town in Tokyo, Nezu- M1 Li Fan

鞆 プロジェクト
D1 ウィチエンプラディト

・ポンサン
TOMO-project

　4 月 18 日から 20 日にかけて新生鞆プロジェクトチームが訪
鞆。今回の訪問・調査には今年度から参加する 5 名の新メンバー

（都市工学専攻：高見、西村、安川、山重；建築学専攻：内藤）
が参加し、地元でお世話になっていた方々に挨拶、昨年度までの
プロジェクト内容を踏まえたまち歩きをした後、2005 年度に一
度実施した空家調査の現況アップデート、伝建地区内の道路にお
ける交通量調査といった、これからの活動に必要な基礎的な調査
を行った。
　判決が出た昨年の秋から急激に観光客が増えているという地元
の方の話を目の当たりにした。茶屋蔵の有効活用、空家のセミナー
ハウス的転用実験と並んで、押し寄せてきた観光の波にどのよう
なまちづくりのあり方で応えていくのかが我々のチームにとって
大きな課題であることが感じられた。

2005 年の創刊から早いもので 12 年目を迎えるまでになりました。ついに 250 号です !　さて、今年度は誌面レイアウトや発行方法を大きく変更したのですが、そこに辿り

つくまでの流れを、歴代編集長が誌面で表明していた編集方針と誌面デザインから追いかけてみたいと思います。また、最近誌面の文字数や扱う内容が少し変化してきたので、

昔からの記事執筆視点の変化を追いかけるため、創刊号からある OB・OG 関連の記事に注目してみました。

初代
酒井　憲一
vol.1-23
(05.4.15-06.3.15)

二代目
坂内　良明
vol.24-50
(06.4.1-07.5.10)

三代目
塩澤　涼子
vol.51-71
(07.5.25-08.3.24)

四代目
蛎灰谷　愛
vol.72-95
(08.4.10-09.3.23)

五代目
菊地原徹郎
vol.96-119
(09.4.10-10.3.24)

六代目
阿部　正隆
vol.120-143
(10.4.13-11.3.24)

七代目
矢吹　剣一
vol.144-167
(11.4.10-12.3.22)

八代目
大森　文彦
vol.168-191
(12.4.10-13.3.10)

九代目
福士　薫
vol.192-215
(13.4.10-14.3.25)

十代目
高梨　遼太朗
vol.216-227
(14.4.29-15.3.31)

十一代目
今川　高嶺
vol.228-239
(15.4.30-16.3.31)

十二代目
黒本　剛史
vol.240-
(16.4.30-)

・読みやすい「3行記事」(約 150字 )
・ご寄稿歓迎。
・報道に適したシンプル編集。(vol.3&5)

1. 編集部自ら取材を行い、主張ある記事づくりを行う

2. 定期発行を死守する

3. 留学生に向けてタイトルと要旨の英語併記を行う

ことの 2 点に、より焦点が移って来ました。それらの表れが、
OBOG コーナーであり、留学生コラムです。(vol.120　阿部 )

研究室マガジン 250 号達成、おめでとう。そしてありがとうございます。
熱心な読者として編集部のメンバーがたすきを繋いでここまで来てくれた
ことに深く感謝します。2005 年 4 月創刊ですから、すでにまるまる 12 年
になりますね。ずっと毎月２回発行できて、ここのところ月 1 回で、大型
特集あり、というスタイルで来ていますが、近年で印象深いのはやはり特
集で、なかでもかつてのプロジェクト都市を再訪する企画と北沢先生の足
跡を追う企画ですね。いずれも過去の遺産とその継承を検証するという意
味では似ています。かつての努力の痕跡がどのようなかたちでまちに遺さ
れているのかいないのか、ということに関して、現在の学生が振り返って
検証するという企画ですが、継承されたものは物理的なものだけではなく、
かかわった人々の想いであったり、影響を受けた生き方そのものであった
り、多様であることを実感しました。ひとが住む都市空間というものは、
これらすべてを包含して、積み重なっていくのだということを記事で示し
てくれたことに感謝します。やはり、都市は奥深い……

マガジン 250 号、おめでとうございます。同時に、これまで編集に関わってきたメンバー、
記事を執筆してきたメンバー、あるいはインタビューやアンケート等に応じて下さった
多くの方々に感謝申し上げます。自分事のような、しかし他人事のような、不思議な気
分です。2005 年 4 月にマガジンが創刊された後しばらくは、元新聞記者で初代編集長
の酒井憲一氏と初代編集部員で二代目編集長になる坂内良明君（現新聞記者）と私の 3
名で編集会議を行っていました。酒井氏が「記事では記者の思いや文章力を披露する以
前に、『いつ、どこで、だれが、なにを』という情報を正確に記して、後世に残すこと
が最も重要だ」と坂内君が書いた記事に赤を入れていたことが強く印象に残っています。
あの頃からもう 12 年が経過し、紙媒体のマガジンの役割も変化してきていますが、こ
の圧倒的な情報の蓄積（アーカイブ性）を誇るマガジンが、将来、 日本の都市デザイン
史研究にとって一級の史料となることは確実ですから、編集メンバーには使命感を持っ
て、国内外に「都市デザイン、ここにありき」を発信していってほしいと思います。そ
してその前提として、発信に値する充実した研究室活動を行っていきましょう。頑張ろ
う。

西村幸夫　教授 　　　　　　　中島直人　准教授

【創刊号】OB・OG記事は結婚式 !!
最初からこのシリーズはありました。

29 号からレイアウトを変えた。レイアウトの自
由度が上がり載せられる文章量が増えた分、文字
が細かいという意見が出てきた。(vol.50　塩澤 )

忙しくなってくると記事を頼む人が同じメンバー
に頼りがちになってしまう。博士の人や留学生の
普段の活動が分からなかったので、細かな情報収
集が大事だと考えていた。(vol.50　蛎灰谷 )

と考えていた (vol.50　塩澤 )

私が編集長の時には既に研究室内に精
通していた。一人で書いたらデモクラ
シーではない。みんなが参加できるも
ののようにした。(vol.50　酒井 )

昨年度から始まったマガジンのカラフル
化。101 号から情報欄を設けました。そ
れに伴い今号では少しレイアウトを改善し
ています。(vol.102)

誌面デザイン一新 !　デザインの骨格誕生

マガジンの伝統を引き継ぎつつ。新
しい紙面や企画を提案していければ
と考えています。(vol.168　大森 )

皆様にたくさんの話題
をお届けできるよう、
常にアンテナを張って
まいりたいと思います
(vol.192　福士 )

研究室外の方へ向けての報告をウェブサイトへ。
紙媒体では研究室内部を主な対象に、PJ 毎や学年毎
に分かれてしまいがちな環境に横糸を通す (vol.216)

櫻庭敬子さんがデザインした、vol.121 から使われて
いる誌面デザインは今でも踏襲されています。ちなみ
に、都市デザイン研究室のロゴが入り編集後記欄、ロ
ゴ自体は後藤倫太郎さんがデザインとのこと。

マガジン誌面大改革 !! ハイブリッドな発行体制情報量UPのレイアウト

一人で書いたら
デモクラシーではない

隅々まで、満遍なく、
記事の充実化を図りたい

「外部に向けた広報媒体としての研究室マガジン」
「マガジンに関わる人々をより多くする」

【vol.41】就活の時期。現在働く先輩
からの寄稿記事。勉強になります !!　

情報欄誕生 !!

【vol.105】OB・OGめぐり　第一回 !　
第十五回まで寄稿形式で続きます

【vol.59】OB・OG のご結婚
や論文受賞記事も多いですが
中にはこんな記事も !!

みなさんが書いてくれた
ものをそのまま届けたい

研究室のフレッシュな「今」の
姿とともに、深みのある記事を
伝えていきます

読者やマガジン編集部が
何を得るのか

「紙媒体へのこだわり」と
「主体性のある記事作り」

A4 ビラ形式と冊子形式を組み合わせ、研究室のフレッ
シュな「今」の姿とともに、深みのある記事も共に伝え
ていきます。(vol.240　黒本 )

創刊から貫く「紙媒体へのこだわり」と「主体性のあ
る記事作り」という信念を忘れず、研究室内外の人と
人をつなげられるよう邁進していきたいと思います。
(vol.150　矢吹 )

研究室の今を発信するといった基本コンセプトを大事にしつ
つ、読者やマガジン編集部が何を得るのかということを意識し
ながら一年間やっていきたいと思っています。(vol.228　今川)

【vol224.&229】( あの先輩はいま、)
第一回はOB・OGめぐりと同じく
平野彰秀さん。第二回は倉澤聡さん
を訪ねて松本へ

【vol.203】vol.200 の記念に初代編
集長・酒井さんからのご寄稿を頂きま
した。最近はご寄稿という形が少なく
なって来ました

都市デザイン研マガジン創刊 !!

vol.216 よ り 月 2 回 か ら 月 1 回
発行、A3 バージョンへ。そして
vol.218 からは冊子形式となり研究
室メンバーの興味を掘り下げる密度
の高い充実した内容を取り上げま
す。研究室ホームページとの連携も
スタートしました。

月 1 回の速報性重視 A4 通常
号と年 4回の内容深め冊子形
式特集号を併用して、幅広い記
事をお届けします !

(vol.97　菊地原 )

【vol.242】A4サイズに
なっても先輩のインタ
ビューを !　OB・OGの
方へ寄稿ではなく自ら赴
いて記事をまとめるよう
になりました

編集方針と誌面デザインで見る研究室マガジン
text_KOYA/M1Chief Editors' will and the Design of our UD Lab. Magazine!
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  　　　　　　　　東京大学都市デザイン研究室
  工学部都市工学科／工学系研究科都市工学専攻    
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250th Memorial Edition!!
2017.02.28 vol.250

都市デザイン研マガジン 250 回記念号



就職活動を始めたばかりなのですが、今回 250 号の振
り返りで昔からの OB・OG 記事を追っていくと様々な
分野に進まれた先輩方の記事に出会い大変興味深かった
一方、もっと早く読んでいればよかったと後悔しきりで
す。若干手遅れかもしれませんが、再来年度、自分がや
りたいことに取り組んでいることを目標に頑張ります。

編 集 後 記 神谷　安里沙

ぜひご覧ください！   http://ud.t.u-tokyo.ac.jp/ja/blog/

３月の予定

２月のウェブ記事

3/5       三国 PJ　三國湊まちづくりフォーラム
3/7-8    カトマンズ PJ　黒島調査訪問
3/23　  追いコン！  
3/27　  研究室大改造、実行日 !!

三国 PJ　　　   今年初の三国訪問！
神田 PJ 　　 小学校で子供たちと万灯を作りました

中山間地域における地域自治と集落の関係性に関する研究
- 島根県雲南市　海潮地区・波多地区に着目して -

小田原市中心市街地における
「体験創造型商店」の立地要因に関する研究
- 店主の地区選好と立地選択に影響する界隈性に注目して -

地域構造と所有・流通から見た
歴史的市街地における空地の実態に関する研究

- 福井県坂井市の旧三国町地区を対象として -

都市空間における個人的滞留に関する研究
- 都心三区の大規模民間開発により生み出された
公共的空間に着目して -

地方鉄道駅を拠点とする
住民活動団体の生成と連携に関する研究

- 小湊鐵道沿線を対象として -

既成市街地における
旧農業用水路空間の残存・利用実態に関する研究
- 川崎市菅地区を対象として -

近代以降の市街化履歴に着目した
城下町縁辺部の空間形態に関する研究

- 長野県松本市中央四丁目・埋橋一丁目を対象街区として -

篠原　尚哉但馬　慎也

清水　浩晃 中戸翔太郎

福本　遼子

川田さくら

黒本　剛史 越野あすか

砂塚　大河 中井　雄太

森下　暢彦 王　誠凱

多摩田園都市開発における
非駅前拠点計画の変遷と現状

神蔵　由芽

風土が交差する舞台

Park to Park 団地ノ庭園
(ダンチ　ノ　ニワソノ)

EAST TOKYO を繋留する　
連なる “ 川床 ” による
神田川の再生

OUT OF THE BOX
- 働く場の再考 -

M2修士論文 B4卒業論文 /制作
中国雲南省景邁山における
プーアル茶の文化的景観の変遷と保存管理に関する研究

徐　妍

1 月末から 2 月に、

博士、修士、学部学

生の論文 / 設計の審

査会がありました。

皆さま、お疲れ様で

した !!

詳細は 3 月特集号

で掲載予定です。

D博士論文
2/22
@806 会議室

1/30-31
@141 講義室

2/13- 論文 -
@141 講義室

2/14- 制作 -
@ 二階製図室

論文 制作

制作 制作

制作 制作

凡例
&

日時 /場所

　1 つ目は、文字が小さいという課題。

　特に通常号では、限られた紙面のなかでどうしても

中身を詰めがちになり、結果として文字が小さく、そ

してレイアウトも余裕のないものとなっています。

　今後、通常号においては、▽内容そのままで用紙サ

イズを増やす、▽特集号との緩急を明確にし、盛り込

む内容を厳選する、といった方法で文量を適正化し、

ゆとりある紙面構成を目指します。

■文字を大きく、ゆとりある紙面構成。

今回、マガジン史上初の試みとして実施した読者アンケート。
急ではありましたが、研究室内外の方々から回答をいただきました。
アンケートにご協力いただきました皆様、ありがとうございました。

回答者の
人数と属性 先生からの通信簿 

　2 つ目は、発信に関する課題。

　今回のアンケートで、web マガジンによる情報発

信が効果的に行われていないということが明らかに

なったほか、SNS などを活用した情報発信を求める

声も多数受けました。

　今後、都市デザイン研究室の Twitter をはじめとす

る SNS と積極的に連動したタイムリーな情報発信体

制を整えることを検討します。

　今回のアンケートでは、編集部の負担を心配する

声を多く頂きました。初期と比較してマガジンのボ

リュームは増しており、最近では定時発行が守れなく

なっているなどの弊害が生じているのは事実です。

　これまでの伝統をしっかりと受け継ぎつつも、安定

してマガジンをみなさまにお届けできるよう、記事の

内容や紙面の構成を柔軟に見直してゆきます。

■ SNS を活用、発信力の強化・拡充を。

　今回みなさまから頂いたご意見は一つ一つ真摯に受

け止め、より良いマガジン作りの参考にさせていただ

きます。

　ここでは、アンケートの結果を受けて編集部が今後

重点的に取り組みたい改善方針を 2 つを示します。

＊　＊　＊

記事の
分かりやすさ

レイアウト
の見やすさ

発行ペース

改善すべき点
や、ご提案を
お聞かせくだ
さい

編集部に一言
お願いします

ネット上での情報発
信と、マガジンとの
関係がややわかりに
くいです。

自費出版になるかと
思いますが、来年度
中に書籍にしたてた
いです。

編集部の主張がもっ
と出るといいと思い
ます。

いつもものすごい情
報量と内容に感心し
ています。
しかしながら、もう
少し負担を軽減され
る方向でもいいかと
感じています。

時間を決めて、やる。
そこだけです。例え
ば、1 人 15 時 間 ×
編集者 3 人＝のべ
45 時間の中で、ど
こまでクオリティを
上げれるか。
限られた時間で最大
限の成果を発揮す
る。そんなスタイル
だとなおよいと思い
ます。

特にありません。
いつもありがとうご
ざいます。

研究室のためにこの
ような活動にここま
で力を入れてくれて
いる学生たちには頭
が下がるというのが
本音です。とにかく
自由にやってもらえ
ればと思います。

聞く前に自問自答せ
よ。

忙しい中、本当にお
疲れ様です。

たまに「記者の個性」
が感じられる書きぶ
りを見つけては、ニ
ヤっとしながら読ん
でいます。
個性が散りばめられ
た紙面を引き続き期
待します！

西村 幸夫 教授 中島 直人 准教授 中島  伸 助教 永野 真義 助教森  朋子 助教
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印象に残った
記事があれば
教えてくださ
い

55 4 54

テーマの
おもしろさ

記事の文量

総評

「先生からの通信簿」と題して教員の方にお願いしたアンケート。
かつての企画にあやかり、都市デザイン研究室の教員 5 名から、
5 段階評価の「通信簿」とコメントをいただきました。

The Final Presentation 

of Thesis 

and Deploma Design 

博士 / 修士 / 卒業
論文
＆卒業制作
審査会！

みなさまの声を反映して
Result of The Questionnaire about The Urban Design Lab Magazine. text_NAKAMURA/M1

より良いマガジンへ

Report Card of MagazineQuestionnaire 

どのくらいの頻度で
マガジンを読みますか？

Ｑ
１ 毎号

欠かさず読む
たいていは
読む

数か月に
１度読む

ほとんど
読まない

通常号を読む際はどの程度
隅々まで読みますか？

Ｑ
２ 一字一句

まで読む
全体に
目を通す

気になった
記事だけ

見出しや
写真のみ読まない

通常号の文量について
どう感じますか？

Ｑ
３ 多すぎるやや多いちょうどよいやや少ない少なすぎる

通常号の文字の大きさに
ついてどう感じますか？

Ｑ
４ 大きすぎるやや大きいちょうどよいやや小さい小さすぎる

通常号の発行頻度について
どう感じますか？

Ｑ
５

特集号を読む際はどの程度
隅々まで読みますか？

Ｑ
６ 一字一句

まで読む
全体に
目を通す

気になった
記事だけ

見出しや
写真のみ読まない

特集号の文量について
どう感じますか？

Ｑ
７

特集号の文字の大きさに
ついてどう感じますか？

Ｑ
８

通常号の発行頻度について
どう感じますか？

Ｑ
９

記事のレイアウトや
デザインはいかがですか？

Ｑ
10 とても良い良い

どちらとも
いえない

あまり
良くない良くない

それはどういう点で
感じますか？

記事の内容は面白いと
感じますか？

Ｑ
11 とても

面白い面白い
どちらとも
いえない

あまり
面白くない面白くない

それはどういう点で
感じますか？

記事の内容は研究室外部の
読者にもわかりやすいもの
となっていますか？

Ｑ
12 とても

わかりやすいわかりやすい
どちらとも
いえない

やや
わかりにくいわかりにくい

月刊の通常号と季刊の特集
号、という発行体制につい
てどう感じますか？

Ｑ
13 今のままで良い変えたほうが良い

どのように変えると良いと
感じますか？

配布・公開方法について
どう感じますか？

Ｑ
14

どのように変えると良いと
感じますか？

都市デザイン研究室ＨＰ上
で更新されている web マ
ガジンを読みますか？

Ｑ
15 全て

読んでいる
たいてい
読む

あまり
読まない

全く
読まない

存在を
知らなかった

多すぎるやや多いちょうどよいやや少ない少なすぎる

多すぎるやや多いちょうどよいやや少ない少なすぎる

大きすぎるやや大きいちょうどよいやや小さい小さすぎる

多すぎるやや多いちょうどよいやや少ない少なすぎる

今のままで良い変えたほうが良い

凡　例
 0~10 10~20 20~30 30~40 40~50 50~60 60~70 70~80 80~90(％ )

今までの記事で印象に残ったものは何ですか？ 今後扱ってほしい内容はありますか？ ご意見・ご提案があれば、お願いします！

マガジン読者アンケート

・奇をてらうわけでもなく、読みやすい　　　　・図が効果的
・担当の人の個性がある程度出ているところが面白い
・写真がもう少し大きいといい　　　・もっと写真多めで読みやすくしたい
・詰め詰め　　　・余白少ない　　　・ごちゃごちゃしている

・インタビューが興味深い　　・いつも目を向けていない部分に注目できる
・学生からの世の中の見え方が面白い　
・在籍しているだけではわからない都市デザイン研の広がりを知ることができる
・数年前のようなユーモアや、様々な視点からの記事が欲しい

・通常号だけでもいい　　　・発行頻度は隔月程度でも良い
・特集号があるときは通常号が無くてもいいのではないかと思う
・通常号は月１〜２回固定で定期的に出し、特集号は通常号の発行スピード
とは関係なく季刊や長期休業中に出すほうがよいのではないか

・Twitter や Facebook で宣伝 　・フィードバック,レスポンス,シェアができると
・もう少し学部生が読みやすいところに置いてもらいたい
・紙で配るのはもったいない。PDF でも十分だと感じることがある
・年に一回特集号込みで冊子化するのがいいのではないか

・夏の旅行記（⇨ 245 号）　　　・西村先生の旅行に関する記事（⇨ 245 号）
・西村先生へのインタビュー（⇨ 232, 245 号など）　　
・北沢先生特集（⇨ 230, 235, 242, 248 号）　　　・喜多方訪問（⇨ 248 号）
・忘年会の開催詳細、特に北沢先生がお話されていたときの号など
・メンバーのバックグラウンドと研究テーマの紹介

・授業やプロジェクト以外の研究活動　　・学生の生活実態　　・日常的な内容
・個人的な旅をしている人からの都市デザイン的現地報告　・あの留学生はいま
・卒業生の卒論・修論・博論のタイトルを全部載せてマッピング
・かつての都市デザ研教員総特集　　　　・丹下研発足時からの全歴史
・最終年の西村先生特集

・毎号掲載の読み物があったら面白いかもと思いました。
・負担をなるべく軽減しつつ、最新の情報をタイムリーに発信できる方法をトー
タルで考えた方が良いと思います。
・研究室が広報誌を編集発行し、なおかつ継続していること自体が、とてもす
ばらしいことだと思います。

Ｑ 16 Ｑ 17 Ｑ 18

都市デザイン研究室学生 （Ｂ学部生）　　　  1 人
　　　〃　　　　　学生 （Ｍ修士生）　　　11 人
　　　〃　　　　　学生 （Ｄ博士生等）　　  3 人
　　　〃　　　　　ＯＢ・ＯＧ　　　　　   3 人
　　　〃　　　　　教員　　　　　　　　   1 人
都市工学科・都市工学専攻の学生　　　　   3 人　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22 人

①
②
③
④
⑤
⑥
計

①

②

⑥
⑤

④

③

※アンケートの自由記述回答は、抜粋したうえで一部
表記を改めさせていただいています。ご了承ください。

『「伝え方」の蓄積』北沢先生特集シリーズこの 2 年間だと、や
はり北沢先生関連のイ
ンタビュー連載です。

やはり、北沢先生のこ
とを特集した号が印象
深かったです。

⇨ 237 号

北沢先生特集
⇨ 230, 235, 

242, 248 号


