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東
日
本
大
震
災
か
ら
４
年
が
経
っ
た
。
災
害
公
営
住
宅
の
建
設
や
宅
地
の
造
成
が
本
格
化
。
そ
の
な
か

で
工
務
店
業
界
は
苦
悩
し
、
疲
弊
す
る
。
押
し
寄
せ
る
大
手
資
本
、
人
手
不
足
、
急
が
れ
る
整
備
、
見
え

な
い
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
、増
大
す
る
ス
ト
ッ
ク
―
―
。
そ
れ
は
日
本
の
住
宅
政
策
や
住
宅
産
業
、家
づ
く
り
・

ま
ち
づ
く
り
が
抱
え
る
課
題
の
縮
図
だ
。
今
年
は
阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
20
年
の
年
で
も
あ
る
。
復
興

と
は
何
か
、
豊
か
さ
と
は
何
か
。
ル
ポ
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
通
じ
、
こ
れ
か
ら
の
住
ま
い

や
ま
ち
の
あ
り
方
を
探
っ
た
（
７
─
14
面
に
特
集
）。

　

グ
ラ
フ
は
岩
手
県
立
大

学
の
卒
業
生
が
行
っ
た
宮

古
市
内
の
戸
建
て
住
宅
着

工
状
況
の
調
査
結
果
だ
。

　

震
災
前
の
２
０
１
０
年

度
と
震
災
後
の
２
０
１
２

年
度
を
比
較
し
た
も
の
で
、

着
工
棟
数
は
１
４
７
棟
か

ら
３
６
０
棟
に
急
増
。地

元
業
者（
本
社
が
宮
古
市
・

下
閉
伊
郡
内
）、県
内
業
者

（
本
社
が
岩
手
県
内
）、大

手（
本
社
が
県
外
）と
も
に

伸
ば
し
て
い
る
が
、市
場

の
構
図
は
激
変
し
た
。

　

宮
古
市
は
従
来
、大
手

ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
の
進

出
が
比
較
的
弱
か
っ
た

地
域
だ
。２
０
１
０
年
度

は
戸
建
て
住
宅
着
工
の

55
・
１
％
を
地
元
業
者
が

占
め
、大
手
は
わ
ず
か
21
・

８
％
。が
、震
災
を
境
に
２

０
１
２
年
度
は
地
元
の
比

率
が
43
・
９
％
に
後
退
、

逆
に
大
手
は
32
・
５
％
に

ま
で
増
加
し
て
い
る
。県

内
業
者（
県
内
大
手
）も

12
・
２
％
か
ら
15
・
６
％
に

シ
ェ
ア
を
伸
ば
し
た
。

　

こ
の
デ
ー
タ
は
、地
元

業
者
の
施
工
キ
ャ
パ
シ

テ
ィ
ー
の
限
界
を
物
語

る
。地
元
の
宮
古
建
設
組

合
に
よ
る
と
、現
在
は
元

請
の
一
人
親
方
の
受
注
残

が
平
均
２
〜
５
件
。そ
れ

で
も
、規
模
が
小
さ
い
ゆ

え
に
１
年
以
上
先
ま
で
着

工
予
定
が
埋
ま
る
。労
務
・

資
材
不
足
は
慢
性
化
し
、

職
人
の
出
入
り
は
激
し

く
、賃
金
は
不
安
定
だ
。

　

建
設
市
場
は
い
ま
全
国

的
に
人
手
不
足
に
あ
る
。

公
共
工
事
で
は
各
地
で
入

札
の
不
調
・
不
落
が
多
発
。

東
北
の
被
災
地
は
そ
の
最

た
る
場
所
だ
。実
際
、岩
手

沿
岸
は
港
湾
や
道
路
の
工

事
、宅
地
造
成
や
区
画
整

理
が
ピ
ー
ク
。土
地
が
で

き
た
と
こ
ろ
か
ら
災
害
公

営
住
宅
が
発
注
さ
れ
、自

立
再
建
も
進
む
。が
、需
要

を
こ
な
す
供
給
力
が
な
い
。

住
環
境
整
備
の
遅
れ
、地

域
ご
と
の
進
ち
ょ
く
格
差

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
「
こ
れ
ま
で
は
供
給
過

剰
と
い
わ
れ
、ギ
リ
ギ
リ

で
経
営
を
ま
わ
し
て
き
た
。

そ
こ
へ
膨
大
な
発
注
。必

要
資
格
者
が
足
り
な
い
か

ら
公
共
工
事
に
指
名
さ
れ

て
も
応
札
で
き
な
い
。工

期
遅
れ
や
予
算
未
消
化
が

問
題
視
さ
れ
る
が
、根
本

か
ら
考
え
て
も
ら
わ
な
い

と
や
り
切
れ
な
い
」。岩
手

沿
岸
部
の
地
場
ゼ
ネ
コ
ン

社
長
は
そ
う
い
っ
て
疲
労

感
を
に
じ
ま
せ
る
。

	

（
２
面
に
つ
づ
く
）

調査は岩手県立大学盛岡短期大学部の杉本未耶さん・豊岡瑞季さんが平成25年度の卒業研究で
行ったもの。内田信平准教授が指導した。大手・県内業者・地元業者ともに棟数が増えているが、市
場シェアでは大手の伸びが著しい。震災後に宮古市内に営業拠点を設けた会社も多い。

土地区画整理事業が進む宮古市鍬ヶ崎地区。これから住宅建設が本格化する

震
災
後
に
大
手
シ
ェ
ア
急
増

苦
悩
す
る
復
興 

い
ま
だ
途
上

供給力の限界に業界疲弊

将来ビジョンをどう描く

宮古市内における震災前後の
着工棟数と施工者の所在地

の
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「
こ
れ
ま
で
は
土
地
が

な
か
っ
た
。そ
れ
が
よ
う
や

く
で
き
て
き
た
段
階
。建

築
の
本
格
化
は
来
年
度
か

ら
」。宮
古
市
内
の
工
務
店

の
見
通
し
だ
。

　

津
波
を
被
っ
た
集
落
の

整
地
、区
画
整
理
、高
台

移
転
地
の
造
成
―
―
圧
倒

的
な
量
の
土
木
工
事
が
急

ピ
ッ
チ
で
進
む
。そ
の
上
で

は
じ
ま
る
住
宅
再
建
の
山

場
。繁
忙
を
極
め
る
な
か

で
ど
う
や
り
切
る
か
、地
元

工
務
店
業
界
が
直
面
す
る

難
問
だ
。

　

宮
古
の
産
業
活
性
化
や

ま
ち
づ
く
り
に
携
わ
る
岩

手
県
立
大
学
准
教
授
の
内

田
信
平
さ
ん
は「
大
手
ハ

ウ
ス
メ
ー
カ
ー
に
一
定
数

の
住
宅
供
給
を
担
っ
て
も

ら
う
こ
と
は
必
要
」と
し

な
が
ら
も
、そ
こ
に
懸
念

を
示
す
。そ
れ
は「
ど
こ
ま

で
大
手
が
岩
手
沿
岸
部
の

住
宅
建
設
を
担
う
の
か
」

と
い
う
懸
念
だ
。

　
「
こ
れ
ま
で
の
施
主
は
自

分
で
土
地
を
手
当
て
し
新

築
で
き
る
人
、つ
ま
り
経
済

的
に
余
裕
の
あ
る
人
が
多

か
っ
た
。だ
か
ら
こ
そ
大
手

も
営
業
し
て
き
た
が
、今

後
は
資
金
に
余
裕
の
な
い

人
が
増
え
、建
築
単
価
も

下
が
る
。か
つ
資
材・
労
務

は
調
達
が
厳
し
く
、単
価

は
上
昇
基
調
。そ
う
し
た

　

内
田
さ
ん
は
、
と
に
か

く
情
報
が
不
足
し
て
い
る

と
話
す
。
自
身
が
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
を
務
め
る
「
宮
古

発
・
復
興
住
宅
『
ぬ
ぐ
だ

ま
り
』
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

で
は
今
年
度
、
メ
ン
バ
ー

の
工
務
店
に
よ
る
完
成
・

構
造
見
学
会
を
計
４
回
開

催
し
、
住
民
へ
の
情
報
発

信
に
努
め
て
き
た
。
宮
古

で
１
日
平
均
40
組
が
ひ
っ

き
り
な
し
に
訪
れ
る
の
は

異
例
だ
と
い
う
。

　
「
地
域
内
に
は
モ
デ
ル

情
報
の
把
握
と
共
有

追
い
つ
か
な
い
産
業
構
造

市
場
で
大
手
が
ど
こ
ま
で

や
る
の
か
は
不
透
明
」

　

と
は
い
え
、地
元
業
者

が
県
外
の
職
人
を
囲
い
込

ん
で
生
産
体
制
を
増
強
す

る
の
は
限
界
が
あ
る
。賃

金
や
経
費
の
上
昇
を
吸
収

で
き
な
い
う
え
、そ
も
そ

も
一
過
性
の
需
要
に
対
応

で
き
る
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル

で
は
な
い
か
ら
だ
。

　
「
我
々
は
家
を
つ
く
っ

て
終
わ
り
で
は
な
く
、責

任
を
持
っ
て
面
倒
を
み
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。職
人

も
特
需
の
と
き
だ
け
雇
っ

て
あ
と
は
知
ら
ん
顔
と
は

い
か
な
い
。後
を
考
え
た

ら
供
給
力

は
増
や
せ

な
い
」と
口

を
そ
ろ
え
る

の
は
、宮
古

建
設
組
合
の

組
合
員
た
ち

だ
。

　
「
そ
の
た

め『
す
ぐ
入

居
し
た
い
』

と
い
わ
れ
れ

ば
対
応
で
き

な
い
の
が

現
実
。多
少

棲
み
分
け
や
人
材
融
通
も
検
討

﹁
急
ぎ
た
い
が
、急
げ
な
い
﹂

展
示
場
も
な
く
、
業
者
の

発
信
も
乏
し
い
。
従
来
な

ら
見
学
会
は
『
冷
や
か
し

客
』
も
多
い
の
だ
が
、
い

ま
見
に
来
る
人
は
真
剣
に

情
報
に
飢
え
て
い
る
」

　

も
っ
と
も
こ
れ
は
業
者

側
も
同
じ
だ
。
岩
手
県
に

は
家
を
建
て
た
い
人
と
工

務
店
を
マ
ッ
チ
ン
グ
す
る

サ
ポ
ー
ト
制
度
が
あ
る

災害公営住宅の建設も本格化を迎えている

「宮古発・復興住宅『ぬぐだまり』プロジェクト」が３月14・15日に山田
町で開催した完成見学会・住宅相談会。見学者が途切れなく訪れる

設計・施工は甲斐谷建築企画で、建物はＱ値0.8、Ｃ値0.5の高性能。
同プロジェクトは宮古の資源を使った性能のいい住宅を、地元業者
の手で早く安価に供給する活動を行っている

苦悩のなかで未来を描け （１面からのつづき）

東日本大震災から４年
●●●●
被災地の現状
現 地 ル ポ

待
っ
て
で
も
頼
ん
で
く
れ

る
お
客
さ
ん
の
家
を
て
い

ね
い
に
つ
く
る
し
か
な
い
」 　

従
来
の
市
場
原
理
や
産

業
構
造
が
、復
興
の
要
請

に
追
い
つ
か
な
い
の
だ
。

が
、
目
立
っ

た
実
績
は
上

が
っ
て
い
な

い
。

　
「
住
宅
希

望
者
の
紹
介

は
あ
り
が
た

い
が
、
お
お

ざ
っ
ぱ
な
情

報
で
は
先
に

進
ま
な
い
。

お
互
い
に
条

件
が
ギ
リ
ギ

リ
だ
か
ら
、

す
り
合
わ
せ

に
向
け
て
納

期
や
予
算
、
建
築
規
模
や

建
築
内
容
、
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
な
ど
に
か
か
る
細
か

な
意
向
の
把
握
が
要
る
。

業
者
の
声
も
聞
き
、
使
い

勝
手
よ
く
制
度
を
運
用
し

て
ほ
し
い
」
と
、
同
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
メ
ン
バ
ー
の

一
人
は
注
文
を
つ
け
る
。

　

宮
古
建
設
組
合
組
合
長

の
宮
本
勝
吉
さ
ん
も
「
市

場
の
リ
サ
ー
チ
と
現
状
把

握
が
で
き
て
い
な
い
」
と

語
る
。
自
立
再
建
を
目
指

す
人
の
中
で
も
、
即
入
居

を
望
む
人
は
ど
れ
く
ら
い

か
、
逆
に
待
て
る
人
は
ど

れ
く
ら
い
か
。
待
て
る
な

ら
そ
の
期
間
は
、
依
頼
先

の
こ
だ
わ
り
は
、
予
算
の

範
囲
は
─
─
。
そ
う
し
た

条
件
を
で
き
る
だ
け
把
握

し
、
大
手
と
の
「
棲
み
分

け
」を
図
り
た
い
考
え
だ
。

　

う
ま
く
情
報
を
共
有
す

れ
ば
職
人
の
融
通
も
可
能

と
い
う
。「
久
慈
で
は
仕

事
が
少
し
薄
く
な
り
、

職
種
に
よ
っ
て
は
こ
ち

ら
（
宮
古
）
に
加
勢
し
た

い
と
い
う
打
診
も
あ
る
。

復
興
の
進
ち
ょ
く
に
地
域

差
が
あ
る
こ
と
を
逆
に
利

用
す
れ
ば
、
沿
岸
部
の
職

人
で
一
定
の
量
を
こ
な
せ

る
」。
宮
古
が
終
わ
れ
ば

山
田
へ
、
山
田
が
終
わ
れ

ば
大
槌
へ
、
釜
石
へ
と

い
っ
た
具
合
だ
。

　

た
だ
し
、
そ
れ
に
は
復

興
が
長
期
戦
に
な
る
こ
と

を
許
容
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
こ
に
ジ
レ
ン
マ

が
あ
る
。

　
「
１
〜
２
年
で
供
給
し

ろ
と
い
わ
れ
れ
ば
我
々
は

お
手
上
げ
。
短
期
間
で
バ

ン
バ
ン
建
て
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
の
や
り
方
は

す
ご
い
と
も
思
う
が
、
結

果
的
に『
や
り
っ
ぱ
な
し
』

の
家
を
大
量
に
つ
く
る
お

そ
れ
も
あ
る
」
と
組
合
員

た
ち
は
い
う
。
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Renaissance
［ルネサンス］

　

住
宅
再
建
に
は
①
高
台

の
造
成
地
に
移
転
②
元
住

ん
で
い
た
場
所
や
区
画
整

理
さ
れ
た
場
所
に
新
築
③

自
分
で
近
く
に
土
地
を
探

し
て
新
築
④
災
害
公
営
住

宅
に
入
居
⑤
家
族
・
親
戚

ら
が
住
む
別
の
市
町
村
に

転
居
―
―
な
ど
が
あ
る
。

　

自
力
再
建
で
き
る
人
を

除
け
ば
、住
環
境
整
備
に

時
間
が
か
か
る
ほ
ど
土
地

か
ら
離
れ
て
い
く
人
は
多

い
。復
興
が
急
が
れ
る
の

は
確
か
だ
。

　

が
、膨
大
な
労
力
を
か

け
短
期
間
で
つ
く
り
変
え

ら
れ
る
ま
ち
、大
量
に
供

給
さ
れ
る
住
宅
ス
ト
ッ
ク

が
地
域
に
何
を
も
た
ら
す

の
か
の
評
価
は
、ま
だ
定

ま
っ
て
い
な
い
。

　
「
よ
か
れ
あ
し
か
れ
、薄

い
壁
で
仕
切
ら
れ
た
仮
設

住
宅
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が

な
い
半
面
、隣
近
所
の
気

配
が
感
じ
ら
れ
、共
同
生

活
を
成
り
立
た
せ
て
い
た

側
面
が
あ
る
」と
前
述
の

内
田
信
平
さ
ん
は
い
う
。

　

災
害
公
営
住
宅
は
居
住

環
境
が
向
上
す
る
一
方
、

人
の
つ
な
が
り
の
希
薄

化
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

せ
っ
か
く
で
き
た
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
が
分
断
さ
れ

る
こ
と
を
嫌
う
住
民
も
少

な
く
な
い
。『
ま
た
話
す

人
が
い
な
く
な
る
。仮
設

に
ず
っ
と
い
た
い
』―
―

災
害
公
営
住
宅
に
キ
ャ
ン

セ
ル
が
出
る
理
由
だ
が
、

　

震
災
復
興
の
ジ
レ
ン
マ

は
、
図
ら
ず
も
、
従
来
の

政
策
や
法
制
度
、
行
政
シ

ス
テ
ム
、
市
場
環
境
や
産

業
構
造
に
疑
問
を
投
げ
か

け
て
い
る
よ
う
だ
。

　

新
潟
県
中
越
地
震
で
旧

山
古
志
村
の
住
宅
再
建
に

携
わ
っ
た
ア
ル
セ
ッ
ド
建

築
研
究
所
（
東
京
都
渋
谷

区
）
の
三
井
所
清
典
所
長

は
「
集
落
の
復
興
に
は
風

景
の
再
生
が
不
可
欠
」
と

話
す
。

　

住
宅
の
約
５
割
が
全
壊

し
た
同
村
で
は
、
過
疎
地

域
に
大
量
の
災
害
公
営
住

宅
を
建
設
し
て
も
将
来

「
大
量
の
空
き
家
を
抱
え

る
」
と
判
断
。
三
井
所
さ

ん
は
そ
こ
で
「
柱
と
梁
の

軸
組
構
法
」
に
よ
る
自
立

再
建
支
援
の
住
宅
を
提
案

し
、
か
つ
一
気
に
仕
上
げ

ず
未
完
成
に
し
て
お
く
こ

と
を
求
め
た
。

　

鉄
骨
ユ
ニ
ッ
ト
に
屋
根

を
か
け
る
住
宅
は
、
工
期

は
早
い
が
、
建
築
し
た
大

手
企
業
が
引
き
あ
げ
て
し

ま
う
と
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が

困
難
だ
。
ま
た
復
興
需
要

が
終
わ
り
仕
事
が
な
く
な

る
と
地
域
内
か
ら
大
工
が

流
出
、
住
宅
医
の
い
な
い

無
医
村
状
態
に
な
っ
て
し

ま
う
と
も
考
え
た
。

　

重
要
な
の
は
「
行
政
が

明
確
に
住
宅
づ
く
り
を

リ
ー
ド
し
、
モ
デ
ル
を
建

設
し
て
将
来
の
『
山
古
志

再
建
イ
メ
ー
ジ
』
を
示
し

増
大
す
る
ス
ト
ッ
ク

時
間
が
か
か
ろ
う
と
も
住
民
で

刷
新
さ
れ
る
ま
ち
が
も
た
ら
す
も
の

﹁
自
立
﹂を
胸
に
立
て
被
災
地

ス
ピ
ー
ド
重
視
の
復
興
で

は
最
大
公
約
数
が
重
視
さ

れ
、各
論
は
す
く
い
上
げ

ら
れ
に
く
い
。そ
れ
も
ま

た
復
興
の
ジ
レ
ン
マ
だ
。

　

平
地
か
ら
高
台
へ
の
移

転
は
利
便
性
も
低
下
す

る
。も
と
も
と
密
集
し
て

い
た
コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち

が
逆
に
郊
外
へ

広
が
る
か
た
ち

だ
。宮
古
市
田

老
地
区
で
は
沿

岸
の
後
背
地
に

約
１
６
０
区
画

も
の
移
転
地
が

整
備
さ
れ
る

が
、市
街
地
ま

で
徒
歩
１
時

間
。そ
し
て
転

居
者
・
入
居
者

の
多
く
を
65
歳
以
上
の
高

齢
者
が
占
め
る
。

　
「
田
老
も
ま
た
人
口
・
世

帯
の
減
少
地
域
。学
業
や

就
業
の
場
を
求
め
若
者
が

流
出
し
て
い
る
。そ
こ
へ

２
０
０
戸
近
い
ス
ト
ッ
ク

が
新
た
に
生
ま
れ
、住
民

の
多
く
が
高
齢
者
。住
宅

は
必
要
だ
が
、20
年
後
、30

年
後
に
不
良
在
庫
の
重
荷

に
な
る
の
で
は
と
い
う
懸

念
も
否
め
な
い
」と
内
田

さ
ん
は
指
摘
す
る
。

た
こ
と
」
と
三
井
所
さ
ん

は
い
う
。「
妻
側
を
向
い

た
屋
根
の
風
景
が
印
象
的

な
ま
ち
並
み
、
母
屋
か
ら

突
き
出
た
出
口
の
あ
る

『
中
門
造
り
』、
そ
れ
を
生

か
し
た
集
落
」。
そ
ん
な

イ
メ
ー
ジ
の
共
有
が
「
み

ん
な
で
山
へ
帰
ろ
う
」
と

い
う
村
長
の
呼
び
か
け
に

重
な
り
、
全
村
避
難
の
住

民
に
響
い
た
と
い
う
。

　

医
療
・
福
祉
施
設
な
ど

の
設
計
を
手
が
け
る
エ
ス

デ
ー
設
計
研
究
所
（
福
島

県
郡
山
市
）
の
石
井
久
克

所
長
は
「
時
間
が
か
か
っ

て
も
住
民
で
ま
ち
を
つ
く

る
こ
と
が
大
事
。
住
宅
を

急
い
で
建
て
て
も
ま
ち
が

壊
れ
て
は
何
に
も
な
ら
な

い
」
と
指
摘
。「
放
っ
て

お
け
ば
中
央
の
資
本
が
儲

か
る
こ
と
し
か
や
ら
な
い

が
、
ま
ち
は
儲
か
ら
な
い

部
門
も
な
い
と
成
り
立
た

な
い
」
と
話
す
。

　

酒
屋
、
お
茶
屋
、
八
百

屋
、
本
屋
と
い
っ
た
小
さ

な
商
売
。
そ
れ
ら
が
大
手

量
販
店
の
進
出
で
消
え
て

い
く
の
は
も
は
や
見
慣
れ

た
光
景
だ
。
そ
し
て
大
手

が
撤
退
す
る
と
何
も
残
ら

な
い
。
再
び
通
り
を
活
性

化
す
る
に
は
、
利
益
が
出

な
い
仕
事
に
も
住
民
が
時

間
を
か
け
て
取
り
組
み
、

そ
れ
を
行
政
な
ど
が
支
え

る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で

お
年
寄
り
も
歩
け
る
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
で
き
、

交
流
が
生
ま
れ
、
初
め
て

住
み
や
す
い
ま
ち
に
な
っ

て
い
く
わ
け
だ
。

　
「
資
材
費
・
労
務
費
の

高
騰
で
工
事
が
止
ま
っ
て

い
る
。
だ
が
、
急
が
せ
て

も
疲
弊
が
増
す
ば
か
り
。

民
間
が
元
気
に
な
ら
な
い

と
、
ま
ち
が
復
活
す
る
わ

け
が
な
い
。
味
噌
汁
が
冷

め
な
い
範
囲
の
ま
ち
を
つ

く
る
と
こ
ろ
か
ら
再
ス

タ
ー
ト
し
よ
う
」
と
石
井

さ
ん
は
呼
び
か
け
る
。

	（
竹
内
美
樹
・
若
林
利
通
）

宮古市田老地区。道路築造や区画整理が進んでいる。右側が「万
里の長城」とうたわれた防潮堤。かさ上げされた国道の外側は非
居住エリアに、内側は宅地・商業地エリアに位置付けられている

造成が進む田老地区の高台移転地。約160区画が
整備され、災害公営住宅も建設される予定

復興への歩み たとえ遅くとも
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省
エ
ネ
法
で
規
定
さ
れ

て
き
た
建
物
の
省
エ
ネ
基

準
は
、今
後
、新
し
い
法
律

（
案
）の
下
に
移
る
。「
建
築

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

基
準
」と
呼
ば
れ
る
。こ
れ

ま
で
と
同
じ
よ
う
に
国
土

交
通
大
臣
と
経
済
産
業
大

臣
が
決
め
る
。ト
ッ
プ
ラ

　

建
築
物
の
省
エ
ネ
化
を
進
め
る
新
し
い
法
律
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
建
築
物
省
エ
ネ
法
）」
案
が
３
月
24
日
、
閣
議

決
定
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
省
エ
ネ
法
で
規
定
さ
れ
て
い
た
建
築
物
関
連
の
省
エ

ネ
措
置
・
基
準
は
、
今
後
こ
の
新
法
に
集
約
さ
れ
る
形
だ
。
省
エ
ネ
関
連
の
法

制
度
が
大
き
く
変
化
し
始
め
て
い
る
。

ン
ナ
ー
基
準（
住
宅
事
業

建
築
主
基
準
）も
同
じ
制

度
の
下
に
入
る
。

大
規
模
か
ら
適
合
義
務
化

　

新
法（
案
）で
は
、ま
ず

２
０
０
０
㎡
以
上
の
非
住

宅
の
建
築
物
に
対
し
て
、

新
築
・
増
改
築
時
に
こ
の

省
エ
ネ
基
準
へ
の
適
合
義

務
を
課
す
。自
治
体
や
指

定
機
関
で
適
合
性
判
定
を

受
け
、建
築
確
認
時
に
適

合
の
可
否
を
調
べ
、適
合

し
な
い
場
合
は
建
築
が
認

め
ら
れ
な
い
仕
組
み
と
す

る
。

　

ま
た
、３
０
０
㎡
以
上

２
０
０
０
㎡
未
満
の
中
規

模
建
築
物
や
２
０
０
０
㎡

以
上
の
住
宅
に
つ
い
て
は
、

省
エ
ネ
法
で
規
定
さ
れ
て

い
る
届
出
義
務
の
ま
ま
だ

が
、基
準
に
適
合
し
な
い

場
合
は
必
要
に
応
じ
て
所

管
行
政
庁
が
指
示
・
命
令

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

省
エ
ネ
法
で
は
、性
能
が

著
し
く
不
十
分
な
場
合
で

も
、そ
の
根
拠
を
示
し
て

「
勧
告
」ま
で
に
と
ど
め
ら

れ
て
い
る
。規
制
が
一
段

強
化
さ
れ
る
形
だ
。

住
宅
に
使
え
る
制
度
も

　

新
し
い
法
律（
案
）に

は
、一
般
の
戸
建
て
住
宅

に
も
関
係
の
あ
る
新
制
度

も
盛
り
込
ま
れ
る
。

　

ひ
と
つ
は
新
し
い
誘
導

基
準
の
設
定
だ
。省
エ
ネ

基
準
よ
り
も
省
エ
ネ
性
能

の
優
れ
た
建
築
物
の
新
築

な
ど
の
計
画（「
省
エ
ネ
向

上
計
画
」）を
所
管
行
政
庁

が
認
定
す
る
制
度
を
設
け

る
。

　

国
が
基
準
を
設
け
、自

治
体
が
認
定
す
る
。こ
の

認
定
を
受
け
る
と
、基
準

を
満
た
す
の
に
必
要
な
省

エ
ネ
措
置
に
か
か
る
床
面

積
分
を
容
積
率
の
計
算
の

際
に
算
入
し
な
い
緩
和
特

例
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

省
エ
ネ
性
に
関
連
す
る

誘
導
基
準
と
し
て
は
既
に

「
低
炭
素
基
準
」が
設
け
ら

れ
て
い
る
が
、新
し
い
誘

導
基
準
は
、省
エ
ネ
性
能

と
し
て
は
低
炭
素
基
準
程

度
と
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
他
の
要
件
な
ど
が
見

直
さ
れ
る
予
定
。

　

あ
わ
せ
て
、省
エ
ネ
基

準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き

る
認
定
の
仕
組
み
も
設
け

る
。所
管
行
政
庁
に
よ
る

適
合
認
定
を
受
け
る
と
広

告
な
ど
に
表
示
で
き
る
。

段
階
的
な
義
務
化
へ

　

今
後
は
こ
の
新
し
い
法

律
を
軸
に
建
築
物
の
段
階

的
な
省
エ
ネ
基
準
へ
の
義

務
化
を
進
め
る
。

　

一
般
の
報
道
で
は
、大

規
模
建
築
物
へ
の
義
務
化

が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
が
、こ
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
建
築
物
は
既
に
、

省
エ
ネ
法
の
取
り
組
み
で
、

現
行
省
エ
ネ
基
準
へ
の
適

合
率
が
約
９
割
に
達
し
て

い
る
。義
務
化
さ
れ
て
も

実
態
的
に
そ
れ
ほ
ど
大
き

な
イ
ン
パ
ク
ト
は
な
い
。

　

一
番
の
難
関
は
、戸
建

て
住
宅
な
ど
小
規
模
な
建

築
物
だ
。国
は
今
回
設
け

る
新
し
い
誘
導
基
準
な
ど

で
義
務
化
ま
で
に
適
合
率

を
限
り
な
く
１
０
０
％
に

近
づ
け
て
実
施
す
る
考

え
。期
限
予
定
の
２
０
２

０
年
ま
で
５
年
。変
化
の

ス
ピ
ー
ド
は
加
速
度
的
に

増
し
て
い
く
。

行　政
トピック

﹁建築物省エネ法﹂案が閣議決定

建築物の省エネ関連法制度が大変化
新たな誘導基準の設定も

新しい省エネ基準の枠組みの考え方

「建築物エネルギー
　消費性能向上計画」

省エネ性
10％向上レベル ＝　別途国が策定

「建築物エネルギー
　消費性能確保計画」

建築物エネルギー
消費性能基準 ＝　省エネ基準レベル

誘　導

義務化
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納品後、万一、不具合がございましたら
喜んで交換をさせていただきます。

最新の行政ニュースはウェブサイト

﹁新建ハウジングDIGITAL﹂
（http://www.s-housing.jp）、
日刊新建ハウジングメールニュースで。

　

日
立
マ
ク
セ
ル
（
東
京

都
千
代
田
区
）
は
暮
ら
し

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
Ｈ
Ｅ
Ｍ

Ｓ
「
Ｈ
ｅ
ｍ
ｌ
ｉ
ａ
（
ヘ

ム
リ
ア
）」
を
４
月
１
日

か
ら
本
格
展
開
す
る
。

　
「
ヘ
ム
リ
ア
」
は
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

機
能
に
加
え
、
見
守
り
に

よ
る
高
齢
者
・
育
児
支
援

を
提
供
。
今
後
は
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
機
能
、
健
康
・
理

美
容
へ
の
支
援
機
能
な
ど

を
強
化
し
、
さ
ま
ざ
ま
な

暮
ら
し
分
野
で
支
援
機
能

を
提
供
し
て
い
く
と
し
て

　

今
後
の
注
目
は
、「
住
宅

の
Ｉ
ｏ
Ｔ
化
」だ
。防
犯
対

策
や
高
齢
者
・
子
ど
も
の

見
守
り
と
い
っ
た
点
で
も

期
待
で
き
、住
宅
自
体
が

生
活
に
よ
り
身
近
で
、ま

た
生
活
を
近
代
化
さ
せ
る

存
在
に
な
る
。

　

当
社
は
太
陽
光
発
電
シ

ス
テ
ム
を
工
務
店
に
提
供

　

同
事
業
で
は
省
エ
ネ
サ

ポ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
の
構
築

と
実
証
を
首
都
圏
と
長
野

の
30
世
帯
を
対
象
に
３
カ

年
に
わ
た
り
実
施
し
た
も

の
で
、
今
後
の
Ｈ
Ｅ
Ｍ
Ｓ

導
入
を
検
討
す
る
事
業
者

の
参
考
に
す
る
も
の
。

　

使
用
し
た
Ｈ
Ｅ
Ｍ
Ｓ
は

家
庭
内
の
使
用
電
力
の

「
可
視
化
」
に
加
え
、
使

用
状
況
に
応
じ
た
省
エ
ネ

ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
の
「
情

報
提
供
」、
ま
た
は
生
活

ス
タ
イ
ル
に
応
じ
た
「
制

御
機
能
」
を
持
つ
。
シ
ス

テ
ム
利
用
に
よ
っ
て
総
電

力
量
だ
け
で
な
く
、
家
電

ご
と
部
屋
ご
と
の
電
力
使

用
デ
ー
タ
を
１
分
単
位
で

提
供
す
る
と
と
も
に
、
ど

こ
に
ム
ダ
が
あ
る
の
か
、

ま
た
他
の
家
庭
と
の
比
較

情
報
も
提
供
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

実
際
に
ム
ダ
が
ど
こ
に

あ
り
、
何
を
改
善
す
れ
ば

い
い
の
か
わ
か
っ
た
場

合
、
メ
ー
ル
な
ど
で
定
期

的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
図
る
「
情
報
提
供
」

は
、
慣
れ
や
飽
き
を
防

ぎ
、
長
期
的
な
省
エ
ネ
行

動
に
つ
な
が
る
。

　

さ
ら
に
高
度
な
機
能
と

し
て
、
意
識
し
な
い
で
省

エ
ネ
が
で
き
る
自
動
制
御

な
ど
の
「
制
御
機
能
」
を

備
え
て
い
る
。

　

セ
ン
サ
ー
か
ら
取
得
し

た
電
力
デ
ー
タ
は
Ｐ
Ｃ
画

面
で
分
析
が
で
き
、
対
象

世
帯
に
「
テ
レ
ビ
の
使
用

頻
度
が
高
い
で
す
よ
」
と

か
「
ほ
か
の
世
帯
に
比
べ

電
子
レ
ン
ジ
の
利
用
が
多

い
で
す
よ
」
と
い
っ
た
リ

コ
メ
ン
ド
メ
ー
ル
※
を
世

　

住
宅
で
導
入
が
進
ん
で
い
る
Ｈ
Ｅ
Ｍ
Ｓ
（
ホ
ー
ム
エ
ネ
ル
ギ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ
ム
）だ
が
導
入
家
庭
か
ら
は「
節
電
疲
れ
」を
指
摘
す
る
声
が
高
ま
っ

て
い
る
。
こ
う
し
た
声
に
環
境
省
は
Ｈ
Ｅ
Ｍ
Ｓ
に
“
飽
き
ず
に
省
エ
ネ
に
取
り

組
め
る
”
機
能
を
付
加
す
る
実
証
を
委
託
事
業
と
し
て
進
め
て
き
た
。
３
月
10

日
に
発
表
さ
れ
た
「
家
庭
に
お
け
る
低
炭
素
化
サ
ポ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
普
及
促
進

実
証
委
託
業
務
」
の
富
士
通
総
研
の
報
告
を
紹
介
す
る
。

	 コミュニケーションで省エネアップ	 環境省実証業務から

ＨＥＭＳ通して情報提供自動化へ
﹁飽きずに省エネ取り組める機能﹂を付加

帯
ご
と
に
「
省
エ
ネ
レ

ポ
ー
ト
」
と
し
て
送
る
こ

と
も
で
き
る
。

　
「
制
御
」に
つ
い
て
は
、

人
感
セ
ン
サ
ー
を
設
置
し

人
が
い
な
い
と
き
は
自
動

制
御
で
照
度
を
落
と
す
調

節
も
可
能
。

メ
ー
ル
通
知
に
高
評
価

　

ユ
ー
ザ
ー
へ
の
ア
ン

ケ
ー
ト
で
は
「
他
の
世
帯

と
比
べ
て
何
が
ム
ダ
な
の

か
」「
何
を
ど
う
す
れ
ば

無
駄
が
解
消
で
き
る
か
」

と
い
う
メ
ー
ル
へ
の
評
価

が
高
か
っ
た
。

　

電
力
使
用
量
は
数
値
だ

け
で
な
く
、
金
額
で
示
す

と
特
に
主
婦
層
に
受
け
が

良
い
。
冷
蔵
庫
の
電
力
量

が
多
い
ユ
ー
ザ
ー
に
つ
い

て
は
「
こ
ま
ご
ま
と
し
た

省
エ
ネ
よ
り
も
、
買
い
替

え
が
お
得
で
す
」
と
い
う

個
別
の
提
案
メ
ー
ル
も
喜

ば
れ
た
と
い
う
。

　

ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
―

シ
ョ
ン
画
面
を
付
け
て
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
サ
ー
ビ
ス
の
「
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
」の
よ
う
に「
ユ
ー
ザ
ー

と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
と
れ
る
画
面
」
も
設
定

し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
有
無
で
の
違
い
を
検

証
し
た
。「
呼
び
か
け
た

グ
ル
ー
プ
と
そ
う
で
な
い

グ
ル
ー
プ
を
比
べ
る
と
、

呼
び
か
け
た
グ
ル
ー
プ
の

ほ
う
が
画
面
を
見
る
頻
度

が
多
く
な
る
こ
と
も
わ

か
っ
た
」
と
い
う
。

　

実
証
実
験
の
担
当
者

は
、「
全
体
と
し
て
は
情

報
提
供
の
自
動
化
が
あ
る

程
度
で
き
た
こ
と
が
成

果
」
と
し
た
。
今
後
の
課

題
と
し
て
は
「
高
度
化
す

る
部
分
と
単
機
能
化
す
る

部
分
を
さ
ら
に
絞
り
込
む

こ
と
」「
地
域
内
の
対
応

や
ピ
ー
ク
電
力
へ
の
対

応
」
を
挙
げ
た
。

省エネサポートシステムのリコメンドのイメージ
（「家庭に向けた省エネサポートシステム導入マニュアル：富士通総研」を元に編集部で作成）

人がいないのに
エアコンがついていますよ

家の外から
家電の利用状況を
確認／制御

メールなどで
リコメンド
内容通知

合計、機器ごと
利用状況をサーバー蓄積

ユーザー

戸建ての４人家族は
冷蔵庫の詰めすぎと
エアコンの
バラバラ使いが
　　　注意だな・・・

調査員

HEMS
活用システム

・データ蓄積・データ分析
・アドバイス／リコメンド作成・送付
・自動／協調制御コントロール

【リコメンドとは】
　顧客の好みを分析して、顧客ごとに適すると思わ
れる情報を提供するサービスのこと。	オペレーター
が顧客の希望に則して個別に情報収集し配信するな
ど、高級なサービスも存在する。

　

新
建
ハ
ウ
ジ
ン
グ
２
０
１
５

年
３
月
20
日
号
13
面
の「『
風
の

な
い
暖
房
の
家
』Ｂ
Ｅ
シ
ス
テ

ム
＝
ウ
ェ
ル
＝
」の
記
事
の
９

行
目
に
お
い
て「
床
下
に
ヒ
ー

ト
ポ
ン
プ
を
入
れ
て
温
水
を
つ

く
る
こ
と
で
」と
記
載
致
し
ま

し
た
が
、正
し
く
は「
室
外
の

し
て
い
る
が
、
そ
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
制
御
・
管
理
す

る
た
め
の
新
し
い
Ｈ
Ｅ
Ｍ

Ｓ
を
４
月
か
ら
投
入
す

る
。
太
陽
光
発
電
の
売
電

中
で
も
蓄
電
し
た
電
気
を

有
効
に
使
用
で
き
、「
ダ

ブ
ル
発
電
」
扱
い
に
な
ら

な
い
こ
と
か
ら
売
電
額
を

最
大
化
で
き
る
。

　

当
面
の
目
標
は
、
省
エ

ネ
や
ス
マ
ー
ト
グ
リ
ッ
ド

の
観
点
か
ら
周
辺
機
器
の

一
層
の
低
価
格
化
と
長
寿

命
化
。
蓄
電
池
の
普
及
に

は
家
庭
用
で
一
基
50
万
円

程
度
が
目
安
と
な
り
、
太

陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
の
高

効
率
化
と
合
わ
せ
て
、
Ｈ

Ｅ
Ｍ
Ｓ
の
貢
献
度
は
ま
す

ま
す
高
ま
る
。	

（
談
）

ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
で
温
水
を
つ
く

り
、そ
れ
を
基
礎
に
設
け
た
蓄

熱
層
に
流
す
こ
と
で
」で
す
。読

者
な
ら
び
に
関
係
者
の
皆
様
に

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
し
た
こ

と
を
お
詫
び
し
ま
す
。

■
日
立
マ
ク
セ
ル

Ｈ
Ｅ
Ｍ
Ｓ
を

生
活
イ
ン
フ
ラ
に

暮
ら
し
支
援
機
能
を
強
化

い
る
。

　

個
人
向
け
の
制
御
サ
ー

ビ
ス
の
ほ
か
、ハ
ウ
ス
メ
ー

カ
ー
、
太
陽
電
池
メ
ー

カ
ー
、電
力
事
業
者
な
ど

の
法
人
ユ
ー
ザ
ー
に
電
力

使
用
量
、太
陽
電
池
発
電

量
な
ど
の
情
報
を
提
供

す
る
。同
社
は
Ｈ
Ｅ
Ｍ
Ｓ

事
業
を「
住
生
活
・
イ
ン
フ

ラ
」分
野
の
重
要
事
業
と

捉
え
、今
後
も
幅
広
い
展

開
を
図
っ
て
い
く
考
え
。

■
お
詫
び
と
訂
正

※	メールニュースの申し込み
画面にリンクします

住
宅
の﹁
Ｉ
ｏ
Ｔ
化
﹂進
む

暮
ら
し
へ
の
貢
献
度
高
ま
る

ＳＩソーラー代表取締役会長

依田　武さん
HEMS
の未来
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平成27年（2015年）3月30日7 変えよう！ニッポンの家づくり

Renaissance
［ルネサンス］

　新建ハウジングはいまから20年前、
阪神・淡路大震災の直後に創刊しまし
た。数カ月におよぶボランティア活動
のなかで、地方の建設専門メディアと
して、同じ日本に生きる同胞として、
この惨禍を見過ごすことができないと
確信したのです。
　以降、日本の住環境を取り巻く行政
システムや技術環境、産業構造を見つ
め直し、情報の側面からよりよい家づ

新建ハウジング創刊20年
原点に立ち返って

１－３面／７－14面

くり・まちづくりに貢献したい、ある
いはそれを担う全国のつくり手を励ま
し応援したいという思いで、走り続け
てきました。
　あれから20年経ち、その間にも、東
日本大震災をはじめ大きな災害が列島
各地を襲いました。それらの災害が投
げかけているものは、安全で豊かな住
まいとは、何でしょうか。何が壊され、
何が残り、何が変わったのでしょうか
――。新建ハウジングはいま再び、創
刊当時と同じ地点に立っています。
　本特集はルポやインタビュー、アン
ケートなどにより、震災復興の姿と工
務店の役割を再度問い直すことを試み
ました。首都直下地震や南海トラフ巨
大地震への備えが求められる日本の家
づくり・まちづくり。本特集がこれか
らの20年を考えるきっかけの一つにな
れば幸いです。
　20年間支えてくれた皆様、ありがと
うございます。これからもどうぞよろ
しくお願いいたします。
	（新建ハウジング編集長・竹内美樹）

阪神淡路大震災／神戸市灘区

東日本大震災／石巻市門脇地区

たろう観光ホテル。震災遺構として保存・活用することが決
まっている

復興とは何か。
安全で豊かな住まいとは──。

復 興 特 集
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Renaissance
［ルネサンス］

神戸市のレポートより

阪神・淡路大震災
の教訓

あきらめや孤独死の問題も浮き彫りに

■住宅再建

　市は住宅再建に際し、住宅整備緊急
３カ年計画とすまい復興プランを策
定。既着工分が１万戸あったため、７
万2000戸を供給するとした。内訳は官
営が４万400戸で民間が３万1600戸。
これに対する実績は、官営３万2631
戸、民間８万7476戸の計12万107戸。
　当初は民間の借家が大量に供給され
たが、持ち家の戸建てと分譲マンショ
ンに人が移動することで、民間の借家
が空き室だらけとなったようだ。
　神戸市の1994年〜97年度の住宅着工
統計によると、建築工法別の着工戸数

は在来工法が８割、プレハブとツーバ
イフォーが合せて２割。プレハブメー
カーが市場を席巻したとされるが、そ
のイメージは大手ハウスメーカーとす
るのが妥当かもしれない。

■住宅需要の反動も

　大震災が起きると住宅の特需が起き
る。新築だけでなくリフォームもしか
り。深刻な職人不足や資材不足が生じ、
賃金や資材価格の高騰が起きる。
　神戸市内では当時、建設業許可の必
要がない住宅の補修やリフォームに異
業種や職方だった者たちが参入。だが、

反動で住宅需要が急減すると倒産を余
儀なくされた住宅会社も少なくない。

■ソーシャルキャピタルという考え方

　阪神・淡路大震災はボランティア元
年とも言われ、人の良心や信頼に基づ
く〝チカラ〟が再認識された。市のレ
ポートはこのチカラを「ソーシャルキャ
ピタル」という概念を用いて説明して
いる。
　ソーシャルキャピタルは、人間関係
資本などと訳される。人々の協調行動
が活発化することにより社会の効率性
を高められるという考え方で、信頼関

係や規範、ネットワークの重要性を説
く概念である。
　震災前から機能していた地域コミュ
ニティーは被災住民と行政、ボラン
ティアをつなぎ、被災住民の要望を行
政に要求する機能を果たした。コミュ
ニティーづくりによる孤独死の防止
や、住民ニーズを引き出した市街地再
開発、コレクティブハウジングの挑戦
もこれに当たる。まちづくりコンサル
も大きな役割を果たしたとされ、阪神
の数々の取り組みにも地域工務店が社
会貢献するヒントが垣間見える。
	 （岸豊）

重要性がクローズアップされた

仮設住宅における餅つき（写真提供：神戸市） 神戸元気村（写真提供：神戸市）

仮設住宅（写真提供：神戸市）

神戸市震災復興住宅整備緊急
３カ年計画の達成状況

H13.3月末

住宅種別 計画戸数（戸） 達成（戸）
公営住宅 16,000 16,389 

市営 10,500 10,721 
県営 5,500 5,668 

再開発系住宅 4,000 4,156 
住市総 2,500 2,879 
密集・一般改良 200 173 
同和改良 300 299 
改良再建 1,000 805 

特定優良賃貸住宅 6,900 4,146 
市 5,700 3,702 
県 1,200 444 

公団・公社住宅 13,500 7,690 
公団 10,500 4,745 
市公社 2,000 1,776 
県公社 1,000 1,169 

合計 40,400	 32,381	

新規建設住宅総計 72,000	 120,107	
H7.2〜H10.3	住宅着工統計

住宅着工統計（神戸市、建築工法別）　
平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度 6～9計 割合

在来工法 16,262 31,099 39,366 23,396 110,123 79.8%
プレハブ 2,272 9,481 5,847 3,221 20,821 15.1%
２×４ 824 2,735 2,164 1,366 7,089 5.1%

計 19,358 43,315 47,377 27,983 138,033 100.0%
建設省、兵庫県調べ
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　阪神・淡路大震災から20年が経過した。大都市を襲った直下型地震は多
数の人命を奪うこととなった。被災地にはいまだ更地が残り、被災者の中に
は未解決の問題を抱えて心の傷を癒せず毎日を過ごす人もいる。神戸市が
2013年１月にまとめた「阪神・淡路大震災の概要と復興」を中心に、今後
の復興の教訓となる内容をリポートした。

■耐震化の必要性

　阪神・淡路大震災による兵庫県の死
者・行方不明者は6437人。死因は家屋
の下敷きとなることによる窒息・圧死
が77％を占めた。焼死が９％、その他
が14％。経済力の劣る高齢者が多かっ
た。
　人命と財産を奪う家屋の倒壊を防ぐ
ため、事前対策として「すまいの耐震
化」が欠かせないことが判明。国をあ
げた建築物の耐震化へとつながった。
　市では①自分の住まいを知る（耐震
診断）②住まいを丈夫にする（耐震改
修）③住まい方を工夫する（家具固定）
―を耐震化の３原則として掲げたが、
取り組みは意外にも浸透していない。
　2013年度末までの実績は耐震診断
5045戸、設計費補助813戸、工事費補
助1134戸。耐震診断実施者へのアンケー

トによると「地震はもう来ない」「地
震が来たらあきらめる」「どこに相談
すればいいのか分からない」などの回
答があった。

■仮設住宅と暮らし

　神戸市内で全壊・全焼した住宅の約
４割の３万2346戸の仮設住宅が建設さ
れた。残りは自主再建や補修、賃貸住
宅への移転で賄われた。
　仮設住宅はバス・トイレが付いた２
Ｋ30㎡のプレハブ住宅。舗装や街灯、
店舗や診療所などの生活支援施設が必
要となったが、法律が対象としたのは
住宅のみ。これらは行政の基金を得て
ボランティア的に整備された。
　入居手続きや仮設住宅の生活は論議
を呼んだ。入居手続きで問題となった
のは、入居の順序と物件や場所のミス
マッチ。高齢者や障害者を優先したこ

とから、高齢者
ばかりの団地も
発生。コミュニ
ティーが分断され
る中で、多くのボ
ランティアが安否
確認や個別訪問な
どに努めたが、結
果として自殺者や
孤独死の発生が社
会問題化した。

　大都市を中心に「在宅避難」という
考え方が広がっている。首都直下地震
や南海トラフ巨大地震等が発生したと
き、大都市では膨大な数の被災者が出
るため避難所が大幅に不足すると予想
されている。首都直下地震の場合、被
害想定によると、避難者数は断水・停
電の影響を受けて最大720万人にのぼ
るが、避難所に入れるのは290万人に
すぎない。
　南海トラフ巨大地震でも同じような
事態が想定され、中央防災会議は「避
難者トリアージ」の必要性を打ち出し
た。トリアージとは、大規模災害など
で多数の傷病者が発生した際に、重症
者を優先的に手当てすることだが、避
難者についても同様の考え方が必要で
ある。もともと避難所は災害で自宅が
住めない状態になった人を対象にする
ものである。電気や水道が止まったと
しても、家に大きな損傷を受けず住む
ことができる人は対象にしていない。
　現在のところ大都市で在宅避難を求

耐震化と市民のチカラの

倒壊した木造家屋（写真提供：神戸市）

﹁在宅避難﹂ができる家づくりを
	 一般社団法人マンションライフ継続支援協会
	 　　　　　　　　　　　　　　　　専務理事	 飯田太郎氏

められているのは主にマンション居住
者である。マンションは建物の倒壊や
延焼の危険性が少なく、被害を受けて
も自宅で生活を続けることができる可
能性が高いからだ。
　東京23区ではマンション向けのパン
フレット等で在宅避難を原則とするこ
とを明示しているところも多い。マン
ションの管理組合や自治会でも飲料水
や食糧を備蓄するだけでなく、生活に
欠かせない家電製品が使えるように非
常用電源を確保することや、いざとい
うときに隣近所の住民が助け合えるよ
うにするなど、在宅避難ができるマン
ションにする取り組みが始まってい
る。こうした動きの背景には避難所の
生活環境が劣悪なこともある。狭い空
間でプライバシーも確保できず、避難
所で健康状態が悪化した被災者も少な
くない。避難所に行ったものの、あま
りの環境の悪さに自宅に戻った人も多
い。
　避難所の環境の劣悪さは東日本大震
災でも問題になった。在宅避難の考え
方が必要なのは大都市のマンションに
限ったことではない。戸建て住宅に住
む人でも、できるだけ避難に行かずに
済むにこしたことはない。そのために
は壊れにくく燃えにくい家にすること
はもちろんだが、太陽光発電と蓄電池
を組み合わせた非常用電源や雨水の貯
留による在宅避難ができる家づくりを
考えることも必要である。この点でハ
ウスメーカーのスマートハウスには学
ぶところが多い。また、昨年11月に起
きた神城断層地震の際にも示されたよ
うに、災害時に頼りになるのは近所の
人だ。近所の人と言葉を交わしながら
花づくりができるような外構にすると
いった工夫も震災対策の一助になる。

寄稿

首都直下地震の被害想定における
避難者数（中央防災会議）
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マンション防火の専門家からの提言
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　昨年11月に起きた長野県神城断層地震は、観測震度５強の白馬村に局地
的な被害をもたらした。その様相は「震度７」にも見えるという。もし同
じ揺れが都市直下で起こったら――。阪神・淡路大震災以降、各地の被災
地をめぐって耐震設計・耐震工法の研究と普及に努める樫原健一さん（大
阪市）の分析とともに、住まいの安全について考えてみたい。

　墓石が全部、ランダムに倒れている
――それは「震度７の被害様相といっ
てもおかしくない」。一級建築士で技
術士の樫原健一さんはそう話す。長野
県神城断層地震の数日後、白馬村堀之
内地区の被災を目の当たりにした。
　建築構造力学を専門とし、阪神・淡
路大震災以降、各地の被災地をまわっ
て得た知見を関西府県の耐震指針づく
りに役立ててきた。その間、予測でき
る範囲での安全の精度は高まってきた
という。が、予測できないことが起こ
るのが自然現象だ。専門家の目にも、
堀之内の被害は観測震度５強のものに
は見えなかった。
　地盤や地形で地震の揺れが増幅され
ることは知られているが、それ以外に
も、複数の断層の交差が影響要因とし
てあげられている。が、それがどのよ
うなメカニズムで働き、どのような振
動となって入力されるのか。わからな
いことは多いのだ。そうした予測でき
ない破壊が多数あらわれるのが直下型
地震の特徴で、阪神で数多く見られた
ビルの「中間層破壊」もそれにあたる。
　樫原さんは、堀之内でも根巻きコン
クリートの柱が水平に破断した鉄骨
造の住宅があったことに着目する。
「古い・新しい」「旧耐震・新耐震」と
いった尺度では説明できない被害だか
らだ。「安全を高めるには、予測でき
ないことを予測しようとする行為が重
要。つまり『理論通りにいかないこと
がいくらでもある』という現実を直視

することだ。ゆえにすでに起こった過
去、歴史に学ぶことが大事なのだが『新
耐震以降は安全』といった固定観念が
その行為を押し殺してしまう」

■一律の基準では進まない

　災害時の避難や救助、その先での復
旧には、いうまでもなく家が倒壊しな
いことが前提となる。建築基準法が定
める大地震時の安全レベルは「損傷す
るが、倒壊しない」。そこで建物は粘
りを持たせ、急激な耐力低下を抑える。
衝撃で柱が折れないようにしたり、接
合部が外れないようにする補強が有効
なことは論を待たない。
　が、倒壊のレベルをどの程度にどう
抑えるかは、地域の材料や構法、気候
風土やライフスタイルによる。先祖か
ら受け継いだ家やまちを、一律の基準
で『刷新しろ』とはいえないからだ。
倒壊域でどうしても大きな生存空間が
確保できないようなら、最低でも避難・
救出ができる路を内部につくるような
建築計画も重要になるだろう。

■コミュニティーの力

　実際、神城断層地震は100棟近い住
宅が全壊したが死者は一人も出なかっ
た。中山間地のため敷地が広く、普段
人が住んでいない建物も多かったが、
住民のコミュニティー意識が高く「助
け合い」の機能が働いたことが一因と
いわれている。
　そもそも山間地ではレスキューのプ

ロも足りない。白馬・小谷を管轄する
消防署では常時緊急出動できる車両が
２台、人員が７〜８人。地震当日に堀
之内で活動ができたのは１台で、隊員
が２人を助け出した。それ以外の人は
近所の手助けで脱出したわけだ。
　助け合い意識の高さを裏付けるの
が、白馬村が４年前から作成している
「災害時住民支え合いマップ」だ。区
より小さな組単位の地図に高齢者や障
がい者の家を落とし込み、いざという
とき誰が助けるかを決めて共有。迅速
な安否確認や救助、支援に役立てる。
　「誰がどこにいるかお互いにわかっ
ていて普段から声をかけ合う。何かあっ
たときも『あの家にはお年寄りがいる』
『あの家には何人住んでいる』と明快
な指示が可能。そうした備えが死者ゼ
ロにつながった」と白馬村社会福祉協
議会。村では目標29地区中、堀之内を
含む16地区がマップを策定している。

■復興と重なる耐震化

　「住まいの安全は必ずしも建物の耐
震性や新旧だけではない。地域の防災
計画、避難・支援体制、福祉環境、歴
史・文化性などと合わせ総合的に考え
るべき」と樫原さんはいう。
　すなわち耐震化は、人が持続的に暮
らせる住環境を、地域住民と自治体が
一体で、長い時間をかけてつくってい
くというあたり前の行為だ。それは復
興の姿とも重なる。工務店はそこで最
も力を発揮できる存在だ。	（竹内美樹）

――命を守るコミュニティー

予測できないことが起こる現実を直視
設計基準は地域住民と自治体が一体で

安全は建物の新旧や耐震性だけで決まらない死者ゼロだった
神城断層地震

「災害時住民支え合いマップ」の作成マニュアル

墓石がランダムに倒壊。観測震度５強以上の
揺れが襲った可能性が高い

大きく傾いた住宅。歴史ある住宅が多く残る
集落で、どのように安全を図るのか

白馬村堀之内地区の住宅被害。新しい鉄骨の住宅
で根巻きコンクリートの柱が破断している
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　工務店の地域社会に対する存在意義とは何か。たとえば災害が起
きたとき、被災者の多くが避難所生活に続いて体験するのが仮設住
宅での暮らしだ。東日本大震災までは皆無だったこの応急仮設住宅
の建築に大きな風穴を開けたＪＢＮ（東京都中央区、青木宏之会長）
らの取り組みを紹介する。

■経　緯

　東日本大震災が発生してまもなく、
仮設住宅の建築規模（５万戸以上）が、
大手住宅メーカーで組織するプレハブ
建築協会のキャパシティーを超えると
判断した国土交通省は、ＪＢＮと全建
総連、日本建築士会連合会の３団体に
対し、応急仮設住宅の建築に協力を求
めた。
　仮設住宅の供給者になることは、Ｊ
ＢＮの青木宏之会長が思い描いていた
ことでもあった。そこで「住宅事業者
としてボランティアでもいいから携わ
りたい。地域の職人たちの仕事をつくっ
て地域にお金を循環させたい」と、３
万戸の供給を任されたプレハブ建築協
会に直談判。手始めに東北３県で300
戸の建築を担う約束を取り付けた。

■具体の取り組み

　当初の300戸は先の３者で専門団体
を組織して従事。後の福島県の700戸
は、ＪＢＮと全建総連で設立した一般
社団法人全国木造建設事業協会（全木
協）が建設を担った。
　全木協はＪＢＮに本部が置かれ、各
都道府県に全木協都道府県協会を設
け、主幹事を務める工務店が都道府県
と応急仮設住宅の協定を結び、加盟工
務店が傘下に入り、各工区の建築を担
う仕組みだ（図参照）。
　木造の仮設住宅は軸組工法で、施工

の大半を大工が担えるように工夫し
た。プレカットされた105㎜角のグリー
ン材を柱と土台と桁に使用。合板不足
に対応するため、水平力には筋交いと
火打ち梁を多用。寒冷地であることや
断熱材不足に対応して、羊毛断熱材を
採用した。
　間取りは標準の９坪タイプ以外に、
６坪、12坪の３つをラインナップ。９
坪タイプは4.5畳の和室２間とダイニ
ングキッチンとバス・トイレからなる。
　降雪地帯のため、玄関先には雪が払
える風除室も配置。床は畳敷きとし、
寝転んでくつろげる仕様とした。建築
費は450万円。撤去費が80万円。
　工期はプレハブ建築協会の２週間に
は及ばないものの、最短３週間と早い。
１カ月の供給可能戸数は500戸。大工
は建設労連の尽力により、地元福島を
中心に全国から参集した。労働条件は
大工の日当が２万円。労働時間は８時
〜18時などと、労働条件が規定された。
　プレハブ住宅に比べて暖かく、近隣
の音も気にならない。板張りの外壁が
コテージのようで飽きが来ない、畳の
和室はホッとすると、入居者からの評
判は上々のようだ。

■関係者の声

　応急仮設住宅の建築について青木会
長は「避難所で生活をしていた人の中
には、仕事に従事することができ涙を
流す人もいた。自信を持ってもらえた

ことが何よりうれしい。見知らぬ職人
同士が100人もいても、見事に統率さ
れて各人が役割をこなしている姿に感
動した」と話す。
　また福島県内の仮設住宅の陣頭指揮
に当たった全木協福島県協会の和田正
光会長は「手さぐりで大変だったが、
皆と一緒に仕事ができて本当に良かっ
た。今後につながるリレーションシッ
プができたことが最大の収穫。この仲
間とともに災害復興住宅の仕事も受注
できた」と述べる。
　東北３県を皮切りとした全木協と都
道府県による応急仮設住宅の建築協定
はこれまでに、南海トラフや首都直下
地震のエリアを中心に17都県にまで拡
大している。これは20年を要したプレ
ハブ建築協会の５倍の速さという。
　東日本大震災以降、仮設住宅建築の
実績はないものの「自治体が木造仮設
住宅を望んだ場合、今後も全木協に建
築の依頼があるだろう」と事務局は説
明する。
　これまで、眺めているだけだった応
急仮設住宅の建築に風穴を開けたＪＢ
Ｎの取り組みは、地域工務店が地域社
会に貢献する一つのかたちになると同
時に、地域工務店がスクラムを組めば
平時においても大きな潜在力を有する
ことを示唆しているように思える。

（岸豊）

―――――木造仮設住宅

応急仮設住宅の協定締結の様子。青木宏之会
長と愛知県知事

応急仮設住宅の外観

現場作業技能者の朝礼風景

居室内部

1000戸の供給に対応した底力
実績買われ都道府県と次々協定締結

全木協の応急仮設住宅建設のスキーム

発注・受注、協議

支援

支援

支援

支援

内閣府

厚生労働省 国土交通省
林野庁

都道府県

製材・プレカット・
物流メーカー・設計事務所

他県全木協協会

全木協

JBN
本部・建設部会

全建総連
技能部会

全木協都道府県協会
（災害時現地建設本部）

主幹事工務店

幹事工務店

A工区 B工区 C工区 D工区 E工区

幹事工務店 幹事工務店

協定締結、災害

平時・災害時の
協議、調整

時の要請・応諾

労働者供給
　　　　又は紹介

主幹事工務店等
全建総連加盟組合
都道府県ＪＢＮ

東日本大震災でわかった大工の組織力地域工務店の
災害対応
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■顧客の防災教育は低調

　「木造住宅の安全性」については、
新建ハウジングが昨年12月に実施した
アンケートで「大震災以来、安全性が
高まった」と考える工務店が95％だっ
た。
　しかし、既存住宅を含めた住まい手
の暮らしの安全性については約２割の
人が「変わらない」「むしろ低くなっ
ている」と回答している。老朽化した
住宅の耐震改修が進んでいない実態を
とらえた評価だ。
　今回のアンケートでは、大工・工務

店としての日頃の震災・防災対策を調
査。「新築住宅の耐震性能の確保」に
ついては全体の81.5％が「確保できて
いる」と答えたが、顧客に対する「耐
震診断や耐震改修の普及啓発」につい
ては39.5％と、約４割にとどまった。
建設地の災害に対する危険度の説明に
至っては11.1％と、低調な数字となっ
ている。
　「震災時にＯＢ顧客の被害状況確認
をするか」についても17.3％と、２割
に満たない。全国的な回答なので実際
に震災経験がないということもある
が、これも低調な数字だ。

　また「社内および協力会社の安否確
認など緊急連絡体制の構築」も、わず
か11.1％にとどまっている。
　アンケート結果から読み取れるの
は、ほとんどの大工・工務店経営者が
耐震性能の高い家づくりには関心があ
り、ある程度は顧客に対して自社の住
宅の耐震性を紹介していること。だが、
防災教育として建設地の災害危険度査
定を行って説明したり、緊急時にＯＢ
顧客や自社の社員・職人に対してどう
いう行動をするかを決めたりしている
ところは少ないようだ。

（若林利通）

　新建ハウジングでは
大工・工務店の若手経
営者を中心に、耐震や
防災に関するアンケー
ト調査を行った（３月
20日付８面既報）。そ
こでは「地震に強い家
づくり」だけでは災害
から暮らしを守れない
という本音も聞かれた
が「阪神・淡路大震災
の教訓をどう事業に生
かしているか」という
問いに対しては、必ず
しも教訓を生かせてい
ない実情も垣間見られ
た（調査概要は上の囲
み参照）。

緊急時の安否確認体制が未整備
ＯＢ客に対して２割、社員・職人は１割

阪神淡路大震災から20年。
この大震災の教訓を事業に生かしていることは何かありますか？
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社内および協力業者の安否確認等の
緊急連絡体制構築

ＯＢ顧客の被害状況早期確認

新築物件に対する耐震性能の確保

耐震診断と耐震改修の普及啓発

建築地の災害危険度査定と
建築主への説明

その他 (具体的に)

11.1％

17.3％

81.5％

39.5％

11.1％

3.7％

﹁つくり手﹂アンケート調査

大工・工務店経営者の防災意識
調査時期：�3月10日〜13日
調査対象：�新建ハウジングメールニュースに登

録する大工・工務店経営者を中心に
88人から回答を得た

調
査
概
要

大震災の教訓を生かせていない？
木造密集地域の課題は未解消

　阪神・淡路大震災で大火災となった
神戸市の長田区のような密集市街地
は、現在も全国に２万5000haあると
いわれる。こうした地域では高齢化が
進み、さらに権利関係が複雑な上に不
在地主が増加したことで建物の更新を
一層困難なものにしている。

地域社会への参加意識が低下

　さらに近年は高齢者の単身世帯だけ
でなく、晩婚化が進んだことで若年層
の単身世帯が増加。また共働き家庭も
増加し、人の暮らしは「地域社会」へ
の参加意識が希薄になる方向に進んで
きた。
　この点、個々の住宅や塀の耐震性能、
防火性能を向上させることは、個人だ
けでなく地域社会全体に与える影響も
大きい。最近は頻繁に発生する災害を
契機に相互扶助の視点から「地域社会
の復活」が重要視されている。

専門家としての工務店の役割

　普段から「地域社会」との交流に努
めている地場工務店であれば、高齢者
や障がい者などの「災害時要援護者」
の力となったり、地域連携の架け橋と
なることが可能だ。しかも建築の専門
家として、単に耐震診断や耐震補強工
事についての技術を提供するだけでな
く、自らも地域の人たちに耐震診断や
耐震補強工事の必要性を薦めることが
できる。
　信頼できる専門家からの話であれ
ば、より多くの住まい手が安心して耐
震診断を受けることにつながり、安全
な地域社会の実現に一歩前進する。新
築住宅市場が縮小する中でその役割を
務めるにあたって、遅いということは
ない。	 （若林利通）

耐震化と
地域社会の関わり
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Renaissance
［ルネサンス］

　住宅は超長期の耐久消費財だ。これ
をきちんと守ることのできる社会でな
ければならない。それを実現するため
には「生業の生態系」を保全すること
が必要だと考える。
　工務店や大工は社会構造にとっての
重要な要素であり、維持管理を通して
消費者に対し責任を取る必要がある。
東日本大震災の各地域でも同様のこと
がいえよう。
　人口減少、低成長の中で豊かに暮ら
すためには地域の「生業の生態系」を
守ることが大切になってくる。

非常時の供給計画の考え方

　この「生業の生態系」を地域ごとに
守るためにどうすればいいのか、考え
てみたい。
　人口がおよそ１万5000人〜２万人、
平常時の年間の新築住宅が100戸程度
の仮想の町を想定。その際、地元の工
務店が在来の工法で供給する住宅は60
戸と想定。あとの40戸はハウスメーカー
で供給できていたと考える。
　大震災でこの仮想の町が破壊され、
４〜５年は新築住宅が年間1000戸ずつ

建築家・芝浦工業大学名誉教授

三井所清典氏
建築家。芝浦工業大学名誉教授。1939年佐
賀県生まれ。東京大学工学部建築学科卒同大
学院博士課程修了。アルセッド建築研究所所
長。現在は日本建築士会会長。

建築家・滋賀県立大学名誉教授

柴田いづみ氏
建築家・滋賀県立大学名誉教授。早稲田大学
大学院建築工学専攻を修了後、渡仏して欧州
の歴史的建築について研究した経験を生かし
て集合住宅や鉄道の駅・高架橋設計をはじめ、
住民と行政を巻き込む「防災・耐震のまちづ
くり」に深く関わってきた。内閣府中央防災
会議専門委員・文化庁文化審査会専門委員を
歴任。

復興住宅は地域で可能な構法を
将来の潜在需要を確保

耐震は震災の最大の防御策
まちづくりが命救う手段に

供給されなければならないと仮定す
る。地元が必死に頑張って通常の２倍
の120戸を供給するためには合理的な
効率のよい地域の生産体制をつくり、
その地域の力を継続的に発揮していく
必要がある。
　しかし、この場合も残りの880戸を
外部に頼ることになり、将来の潜在需
要を地元で確保するのは難しい。将来
の需要を安定的に確保するためには、

やはり600戸（60％）を地域の力で可
能な構法で建設する必要がある。
　このため、地元で出来る最大を120
戸とすれば、残りの480戸は外部の工
務店の支援を受ける必要がある。
　仮定の上で大まかな想定を試みた
が、地域での供給力を早く見極め、適
切な外部支援を求めることが重要だ。
　これまで東北の各地の人々と接触し
ている限りでは、当面の修理や濃厚な
人間関係から生じる住宅の改修や新築
に忙殺され、全体の住宅復興にどう取
り組むかを考えることができない状況
にある。この状況を打破し、復興住宅
総体と取り組むが必要がある。

私の提言１

私の提言２

﹁生業の生態系﹂を守る

﹁防災・耐震のまちづくり﹂を

復興住宅による山古志復興イメージ

　2009年、他紙において「耐震ニュー
ディール」を提言した。当時の不況下、
中小・零細事業者に「人の命を救うこ
と」と「まちの安全・安心」に関わっ
てもらうことで人材の育成や歴史景観
の保全を実践してもらい、政府はそれ
を支援する政策を立ててほしいという
ことである。
　耐震化は、建築や都市にかかわる者
ならばどうしても解かなければならな
い命題だ。阪神・淡路大震災で、耐震性
が低い家屋に住む高齢者と若い世代が
命を落とした事実を忘れてはいけない。
　2006年に滋賀県彦根市中心市街地の
花しょうぶ通り地域で行ったアンケー
トでは、地震の被害に遭う可能性につ
いて90％の人が「心配している」とし
ながら、77％の人が「補強工事をする
余裕がない」「耐震診断は信用できない」
と回答している。
　一方で、耐震診断や耐震補強に積極
的になる理由として「近所の補強工事
の現場を見た」が56％、「診断した人
の推薦があった」が40％となった。つ
まりいくら掛けて誰に頼むのか、それ
らは信頼できるのか、という点を明確
にする必要がある。
　同年には彦根市を舞台に、民・官・
産・学と子供たちで、何がこのまちに
できるかを考える「防災・耐震・まち

づくりフォーラム」を開催し、2007年、
実際に町家を伝統木造構法で耐震改修
し内閣総理大臣賞をいただいた。
　「まちづくり」という平常時の連携
が、非常時には命を救う手段となり、
またそれは、まちの歴史や文化の継承
を担うものであって、将来像を分かち
合うものだという認識を共有した。

津波も家が潰れたら逃げられない

　東日本大震災では津波被害の前に「耐
震補強しても仕方ない」という諦めの
声が漏れた。そうではない。津波が来
ても生き延びることは可能だが、家が
潰れたらその下敷きになり逃げられな

い。耐震は最大の防御策であることは
変わらない。
　私は東日本大震災の直後、岩手県陸
前高田市で花畑をつくり始めた地元の
吉田正子さんとの出会いをきっかけ
に、吉田さんの住宅跡地に地域の人が
集う３坪の小さな家を贈ることにし
た。これは「この場所の復活の支えに
なる場所を創ってあげたい」という衝
動で決めたこと。災害後で職人さんも
居ない中、滋賀県立大のゼミ生やボラ
ンティアの協力を得て土工事・基礎工
事から関わり、2012年11月に完成させ
た。
　「防災・耐震のまちづくり」は「い
のちを守る」活動であり、私たち建築
家の基本的義務でもある。
　「夢のないところに人は集まらない。
挑戦のないところには結果はない」
　一歩ずつ結果を出していきたい。

被
災
地
に
建
て
ら
れ
た
小
さ
な
交
流
施
設「
希
望
の
庭
の
小
さ
な

家
」。復
興
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
人
々
が
集
っ
て
い
る

（インタビュー／若林利通）
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Renaissance
［ルネサンス］

　阪神・淡路大震災から20年、そして
東日本大震災から４年が経過した。
　「災害は社会のひずみを顕在化させ
る」といわれる。「ひずみ」とは潜在
的な課題のことで、新潟県中越地震で
は「農山村の過疎高齢化」であり、阪
神・淡路大震災では「木造建築の耐震
不足と都市の脆弱さ」であった。東日
本大震災では「津波と原発事故」とい
う複合災害が都会と地方で起き、顕在
化したひずみは複雑だ。
　東北の取材からは「復興は緒につい
たばかり」で、さまざまな潜在的な課
題が見え隠れしていることが垣間見れ
る。
　復興とは何か、豊かさとは何か。経
済が成長し人口が増加している時代は
それ自体か豊かさだったので「復興」
はそこに素直にリンクした。しかし人
口減少、経済縮小時代の「復興」は、
単に「元に戻す」こととも、巨費を投
じて「まちを刷新する」こととも違う
ようだ。
　キーワードの一つに「コミュニティー
の再生」がある。新潟県中越地震で被
災した旧山古志村では、行政の長が明
確に住宅づくりをリードし、住民が将
来の再建イメージを共有。集落のほと
んどが同じ場所に移転し、コミュニ
ティーを維持した。一方、東日本大震

災の応急仮設住宅では、近所が離れ離
れとなり新たなコミュニティー再生を
せまられたケースが少なくない。
　地域に根付いた大工・工務店の存在
意義とはなにか？といわれると「地域
への貢献だろう」という答えが返って
くる。工務店もまた地域住民なのだ。
　ところが「大工・工務店経営者の防
災意識に関するアンケート」からは、
１社単独での地域貢献としては住宅の
耐震性確保や耐震改修の普及啓発が精
一杯という状況が伺える。
　工務店は家の管理や保守、点検を通
じて住民の不安や悩みに寄り添う存在
だ。震災で打ちひしがれた住民に対し、
積極的に関係をつくり、その地域の魅
力や資源に気付きを与え、どんな小さ
なことでもその魅力や資源を生かす活
動を行う。こうした主体的な地域活動
が、住民の気持ちを復興へと導くので
はないだろうか。
　「在来の木造住宅でその地域独特の
住宅供給に努める」というのもその一
つだろう。１社でできないことは、ネッ
トワークをつくって実現する。ＪＢＮ
と全国建設労働組合連合会を核にした
全国木造建設事業協会（全木協）が応
急仮設住宅の供給にチャレンジし、17
の都県との協定を締結したことは注目
に値する。

復興とは何か、
豊かさとは何かを考える

　今後は非常時の住宅再建でも、地域
との親和性が希薄なハウスメーカーに
代わって、住宅供給を可能にする生産
体制を構築してほしい。早期の復興が
進めば、それだけ故郷を離れる住民も
減る。
　一方で、家の管理、補修にからんで
地域のコミュニティーづくりに力を貸
してほしい。「住民は減ったけど、地
域が以前より元気になった」「震災前
は孤独だったが、今はいろいろな仲間
ができた」などの声が聞かれるコミュ
ニティーづくりの一端を担えるのは「地
場工務店だからこそ」ということを自
負してほしい。
　それは東北の復興を支えるのみなら
ず、人口減少社会を迎えた日本という
国を支えることになるのだから。
	 （若林利通・岸豊）

新潟県中越地震の復興住宅モデル棟
（左：低床タイプ、右：高床タイプ）�

提供：アルセッド建築研究所

山古志を象徴する文化の牛の角突き。
震災を機に存続が危ぶまれたが復活、
地域住民が誇りを取り戻した

工務店はコミュニティー再生に貢献できる存在だ

創刊20周年
復興特集のまとめとして
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●製材業として1928年に創業。「人づくり、幸
せづくり」が企業使命。
●1999年から住宅事業「ひだまりほーむ」を
スタート。展開する住宅ブランドは「季然」（坪
70万円）、「ひだまりほーむ」（坪60万円）、
「HAKOYA」（坪50万円）で、100％国産材、
顔の見える家づくりを徹底。3事業部制にしてお
り、10年後に各事業部が売上15〜20億を確
保できる体制をめざす。
●「すみせいビレッジ戦略」の入口として行っ
ているイベントは、◇暮らしの学校（味噌や梅
干しづくり、家具展など）、◇陽だまり市（マル
シェ）◇ひだまりフェス（仕事体験など）◇ぼ
くらと森のかけはしプロジェクト（森林体験学
習）◇NOVUファーム（田舎暮らし体験）◇
プロカメラマンによる子どもの無料撮影◇バイ
オリンコンサート
●暮らしの学校、マルシェ、フェスへの来場参
加者はポイント制の「ビレッジカード」で管理
（累計4794人）。スタンプが全部たまると500
円券として地域の提携ショップ25店で使える。
同社のマルシェに参加した作家やショップがそ
の後、独立を果たしたり評価が上がるなど出店
者間で「パワースポット」的に語られる存在で
もある。
●ビレッジ戦略を通じて、地域での評判に変
化。以前は「いい家はやっぱり高いね」だった
が、最近は「社員や会社の雰囲気がすごくいい
ね」に。つくる家は変わっていないのに、敷居
がいい意味で下がり、ターゲット層が点から面
に広がりつつある。

ビレッジ戦略で10年後の顧客を創造する。

「庭」の事業化で始める新しい暮らし提案

外構ビジネス『エスティナ』でビレッジ戦略を深化！

［右］
社長の
石橋常行さん

［左］
常務の
石橋明世さん

広がる「すみせいビレッジ」
〜株式会社鷲見製材はこんな会社〜

株式会社鷲見製材に住宅事業部
「ひだまりほーむ」が生まれて16 年。
マーケティング戦略を得意とする石橋
常行社長・明世常務のブランディング
が功を奏して「本物素材だけでつくる
高級な木の家工務店」が地域で浸透。
坪 60 〜 70 万円台の新築を年 40 棟
ペースで手がける会社として順調に成
長を遂げてきた。

だが、将来に目を向けると不安要素
も。「当社が手がける“ 中高級層向け
の木の家 ” はかなりニッチな市場。今
後、住宅取得者全体のボリュームが縮
むことを考えると、ターゲットを現状の
“ 点 ” から“ 面 ” へと広げておく必要が
あります」と石橋社長。

集客・受注は、本社敷地内に建つ

モデルハウスが中心。だが、週末の来
場者数は３〜５組、チラシの反響率は
0.4％と以前に比べると減少し、危機感
を覚え「５年、10 年後の顧客を自分た
ちで育てよう」と決めた。「短期客向け
には従来通りモデルハウスや見学会で
の集客。それと並行して、まだ家を建
てるかどうかも分からない人を集めて当
社を知ってもらい、ファン化する。これ
をやり切れば、10 年後には相当強い会
社になっていると思うのです」。

顧客の創造めざし、集客の「入口」増やす
未来の顧客創造のために動き出した

のは2011 年。株式会社鷲見製材の経
営理念には「豊かな暮らしをサポート
する」という一文がある。まずは、その

セミナーで自信。ビレッジ戦略、本腰へ
こうした中、株式会社リビルドが主

催し、昨年６月に鎌倉で開催された
「ビレッジ戦略セミナー」に石橋社長
が参加。ここで勇気をもらう。ビレッジ

（集客村）戦略とは、あらゆるところで
顧客との接点をつくり「集客＋収益化
のしくみ」をもつことで、ライフタイム
バリュー（顧客生涯価値）の最大化を
図るビジネスのやり方。縮む時代には
集客の入口をいかに多く持ち、収益に
つなげるかが勝ち残りのカギとなる。
「私たちの理想は、住宅に限らず 

“ 暮らし応援企業 ”として地域で存在
し続けること。その実現のために手探
りでビレッジ戦略を進めてきましたが、
それが間違いじゃなかったという裏付
けと自信をもらえたことがうれしかった」
とし、自社の取り組みを「すみせいビ
レッジ」と名づけた。

さらにビジネスのヒントも得られたと
いう。リビルドのセミナーでは、工務
店の「集客＋収益化のしくみ」として
庭、カフェ、グリーン雑貨を紹介。な
かでも庭事業「エスティナ」が石橋社
長の目にとまった。

内容を理解し、共感してくれる人を育
てるところから始めようと、ＯＢ・管理
客向けに味噌づくりや田植えの体験イベ
ント「暮らしの学校」をスタートした。

これを機に、自社の理念に直結する
イベントを次々と企画。同年 10 月から
は毎月１回のマルシェ「暮らしの陽だま
り市」を開催するようになった。
「価値観が同じ人に来てもらいたいの

で、流行に左右されず『人の暮らしの
本質』に関わるイベントだけを全力で
やるのがポリシー」（明世常務）。だが当
初は、これが集客につながるのかどうか
半信半疑だったという。

マルシェを始めて１年。毎回 15 人
以下と振るわなかった集客も徐々に増
え始め、３年目に入った現在は600 人
が来場。出店者も農園、オーガニック
フード、雑貨、手づくり子ども服など多

岐にわたり、50 店ものショップが参加
するまでになった。

集客のコツをつかんだ同社は、［集
客→ファン化→商談→クチコミ］の流
れを組織的に生み出す取り組みを本格
化。暮らしの学校やマルシェを含め約
20もの入口を設定。

特定は難しいものの、すでに５組ほ
どがイベントをきっかけに新築の商談に
結びついているようだ。

それは以前、モデルハウスの庭をリ
フォームしたときのこと。「それだけで家
のグレードが格段にあがり、どんなに丹
精尽くして建てた家も美しい１本の木
にはかなわないことを肌身で思い知っ
た」という。以降、「庭がない住まいは
あり得ない」と、初回プラン提出時に
家と外構計画の同時提案を徹底。３割
程度だった庭の受注率を８〜９割まで
伸ばした経験があった。ただ残念なこ
とに、社内に庭提案のノウハウがなく
外構業者に丸投げしてきたため、せっ
かく受注しても自社の利益にならない、
というジレンマを抱えていた。

庭の事業化が集客＋収益に
こうした経緯か

ら、グリーン雑貨
店、カフェ運営も
選択肢にあがって
いたが、ショップ
は集客のための仕
組み。それよりも
優先順位の高いも
のとして、経営課
題のひとつであっ
た、庭事業「エス

ティナ」の導入を決断。以前からエス
ティナについては知っていたが、後回
しになっていた庭事業にこのタイミング
で取り組んだ理由を挙げてもらうと
①ビレッジ戦略の１要素として庭の事
業化は不可欠②エスティナの理念に共
感できた③手描きプランニング、研修
制度、販促ツールの充実など、仕組み
として完成度が高い④リビルドとパー
トナーシップを組めば面白いことがで
きるという期待があった―との答えが
返ってきた。

2015 年３月から「エスティナ岐阜」
として始動。まずは、新築の初回提案
時に家＋庭を同時に提案し、確実に受
注することが目標。社内事業化すれば
原価率が下がり、庭にかけられるお金
が増え、住まいの魅力が上がる。住ま
い手にもいいことづくしだ。売上げもこ
れまで通りの受注率をキープすれば庭
だけで１億円弱が見込め、大きな収益
源となる。

また、苗の買い付けツアーやガーデ
ンパーティーなど庭での暮らしを楽しむ
イベントのアイデアもふくらむ。

さらに「将来的には、リガーデンで
岐阜のまちなみを美しく生まれ変わら
せたい」との構想も。「すみせいビレッ
ジ」の可能性はまだまだ広がりそうだ。

600人の規模で集客する「陽だまり市」。
このイベントをきっかけに新築の商談も

岐阜県・株式会社鷲見製材
す み

住宅以外のイベントで
「村人」集めファン育成

□マルシェ
□フェス
□暮らしの学校
□体験学習

「カタログで庭を売る」
はエスティナの大きな
特徴。3月に刷新された
最新カタログは100頁
を超える
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