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【里山支援隊】

学生

居場所
森林組合 森・資源

市民大工

ワークショップ

管理広場木材利用大工志塾

木材利用
による宣伝

木材

管理

研究による課題の認知

技術・現場課題

木材

維持管理場所の拡大

加工材の乾燥

ウッドチップ・肥料
間伐

丸太・板材

パビリオン

間伐

丸太・板材

木の加
工

方
法

を
考

え
る

パビリオン

24
72

24 24 24

36
36
24

168

12
12

１ ２

３

４

　

すぎ(神流町)

ひのき(大学)

かし(大学) 栓・雇

天板・椅子

柱・梁

１  梁を通す ２  鼻栓を通す ３  凹凸で組み合わせる ４  凹凸を栓で繫ぐ ５  同じ仕組みで繋ぐ

第５号
五味ヶ谷

坂戸駅

若葉駅

鶴ヶ島駅

一本松駅

第２号
羽折

第４号
高徳

第８号
藤金

第６号
高倉

第１号
太田ヶ谷

大学

大学周辺の広場になっている雑木林

塚本さん

昔 今

森の利用の変化

藤野さん小瀬教授

植樹

チップ化

下刈り 間伐 育成 主伐 市場 製材 施工

チップ化肥料

肥料

居場所づくり

未利用材

未利用材

燃焼 エネルギー

消費の循環

居場所づくり

チップ化

薪割

居場所づくり

未利用材 活用

活用の流れ

大学内の木々の流れ

燃焼 エネルギー

神流町の木々の流れ

キ
ノ

コ
の

菌

打
ちに参加 神流町森林組

合
を

知
る

学生でデザイ
ン

を
考

え
る

神流町に材料調達に行く家具に変形する次年度以降の材料にする

馬場さん(川越の建築家)から

大工の綾部さん(大学OB)を

紹介していただく。

交換（メンテナンス）

綾部工務店の方から

神流町森林組合の池澤さんを

紹介していただく。

③企画

森について学ぶ

出会い・つながり

寄り道

プロジェクト進行

藤野さん小瀬教授
総務課さん

①課題を発見

大学で未利用材を
見つける

④デザイン

②課題の深堀り

⑤材料の調達

⑥施工

⑦利用⑧循環

伐倒作業
に

参
加

未利用材の処分の
現状を知る。

神
流

町
の

取
り

組みを見学

組
み

立
てを行う

展示する

木の加工
方

法
を

学
ぶ

家具になるデザイン

平面図　1/50
1515 606 1212 1515

4242

60
6

90
9

60
6

90
9

60
6

60
6

42
42

断面図　1/50
1515 1515 1515

4242

12
12

30
3

30
3

18
18

303

私たちの大学は、新田集落の跡地にあり、大学内には住民のものであった雑木林が残されて

います。現在大学内の木々は、里山支援隊によって維持・管理活動がおこなわれています。
活用方法が定まっていない木材は一般に流通を行う森林にもありました。これらの材は決して使えない材ではありません。これらの利用価値を

高め活用方法を見つけるため、今回群馬県神流町にご協力をいただきました。「かんなすぎ」を一緒に利用して木の居場所づくりを行います。

大学外の一般的な流通材でも規格化されていない木材や端材は、無節

の良い材でも利用率が少なく、資源の活用が十分でない状態です。

大学内の樹木は年を取り、台風での倒木やなら枯れなどの問題があり

ます。また、伐倒した木のほとんどはチップ化または処分されます。

チップになる木材の中で活用できる材を見つ

け、活用方法を探していきます。お互いの

木材利用が活性化される取り組みを考えます。

これらの雑木林は住民が生活のために所有していたこともあり、時代を超えて用途が異なり、

資源の活用が十分にされていない状況にあります。また、周辺地域にはこのような場所が多く

残っており、木材の活用方法は確立されておらず、広場の空間として使われています。

長期的に課題に取り組むことで地域社会との関係性を構築しながら、課題解決の

方法を模索し、活用方法を確立していくことを試みます。

柱のほぞ穴を303mmピッチに開け、

大小様々なツールとしての使用が

できるようにしました。

部材が耐用年数を超えた際に、釘や金物を利用しないことで、

解体を容易にし、取り換え・自然への返還を可能にします。

イベントの際にはパビリオンとして、

日常では家具として利用することで、

大学内の居場所を増やすとともに通年

利用できるデザインとしました。

今回の活動では、多くの方との出会い・関わりが地域を考えるきっかけとなりました。身近な場所をきっかけに、他の地域と繋がることは現代の環境を

生かした問題の解決方法になると考えます。

大きさの異なる領域が、乾燥を

兼ねた材と合わせて、人の様々

な活動を受け止めます。

いつでも誰でも簡単に組み立て

と解体が出来るようにしました。
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課題 提案 制作

課題 提案 制作

課題 提案 制作

課題
板材・丸太材の利用方法
を考えてデザインする。

未利用材の活用方法を
考えてデザインする。

課題を模索し、
　　　デザインする。

間伐した材を板や丸太として・乾燥し、年々利用してゆく仕組みを作ります。

キャンパスの森の木と森林組合が持つ森の木の中に「消費」を必要とする未利用材がありました。

それらの木々は、質の良く使える材も多くありましたが、現状使い道が確立されていません。お互いの未利用材を「活用」し、

その活用が今後も続いていくような、循環を意識した木造のパビリオン制作を行いました。

このパビリオンが未利用材の居場所になるとともに、人の居場所として次の活動に繋がります。

神流町のチップ化されてしまう木材大学の捨てられてしまう木材

　　関わりと広がり

森林の流れと活用の隙間

乾燥して次の材料の生成を行う

　今回の活動と寄り道

　　敷地

雑木林の用途変化と活用しきれていない現状

解体を容易にした接合部のディティール

ヒトのモジュールに合わせたスパン 資源の循環を意識したデザイン

代表者：小寺　彩乃
mail：s16f02000135@toyo.jp

東洋大学川越キャンパス
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きっかけ：活用の可能性をもつ木々 　再考：本当に活用できない木材なのか？

提案：モクとヒトの居場所をつくる

　モクの居場所づくり

ー資源の見直し・活用で繋がるモクとヒトー
木の居場所づくり
モク


