
市民力がもたらす新しい公共性

自発的労働がつくる町

市役所のサービスと市民のニーズの漏れ

市役所

市の規模が大きくなると一定の地域の駅付近に出張所という

簡易的な建築を配置しているが、そこには申請手続きなどの

市民管理部署ばかりが設けられており、市民生活をサポート

する部署は設けられていない。

出張所

市民のニーズ行政サービス
行政サービス

行政がカバーしきれないニーズ

ニーズを多様化・高質化させる要因

溢れる市民のニーズ

高齢化 ICT 化 合併による市の巨大化

日本の高齢者就労状況

市役所の歴史

■特定の年齢まで働きたいと考える高齢者
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■高齢者就業率の推移
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■高齢者が求める就業形態
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行政との連携はなく、それぞれが小さくバラバラに活動／参加人数や貢献度に限界

○○地域 △△地域 □□地域

雇用 雇用

全員で出資・運営
市民でカバーする

行政サービス

ニーズに気付く 仲間を集める 活動開始

ワーカーズコレクティブの起源

ワーカーズコレクティブ現状

ワーカーズコレクティブの運用

一般企業 ワーコレ（民衆の自発性と自治能力）

！

日本では 1982 年の神奈川県から始まり、当時

は働いていない主婦が主体で介護サービスを行

っていた。現在では高齢化が進み、ワーコレに

参加している者、参加する予定の者、連携者が

高齢者となっている。

主婦中心

初期のワーコレ 現在のワーコレ

高齢者中心

女性の活動

ワーコレ理念

高齢者や弱雇用者の活動

メンバーも高齢になり、行う事業も地域社会色が強くなっている

「地域で生活することに寄与するものである」

営利を目的とせず、地域貢献を第一目的に事業を行う人たちの協同組合

住民のニーズが多様化・高質化し、必要とされるサービス領域の中で、行政や企業が提供できない
「隙間の領域」をカバーし得る、民衆の自発性と自治能力を基礎に置くラジカルな共同体である。

特殊な技能がいらない生活者目線の些細な不満やニーズを解決することを生業とする

参加型自主管理労働「ワーカーズコレクティブ」

埼玉県越谷市 日の出商店街

対象敷地

南越谷駅

日の出商店街

新越谷駅

A：

職住を近づけた下駄ばき住宅群

一昔前に住民数名が共同となり、住むことと働くことを近づけた商店群。それは下駄履き住宅群
というビルディングタイプとして今も残っている。しかし下駄履き住宅は店を閉めても上に住み
続けるため、店舗だけ貸すことが困難であり、徐々にコミュニティは希薄化していく。

現状の下駄履き住宅群

それぞれが別々の住居・階段を持つ 店を閉め 2階に住みこもり、孤立する

越谷市の年齢人口割合

越谷市は高齢者は就業率が高く

就業関して積極的である。

[埼玉県 ]高齢者就業率

越谷市は老年齢人口の割合が低

く、若い市民であふれる。

[埼玉県 ]老年齢人口割合

越谷市は生産年齢人口の割合が

高く、老年齢者が急増する

[埼玉県 ]生産年齢人口割合

越谷の交通利用状況

蒲生

出羽

川柳

大相模

増林

主に鉄道を利用する地域越谷の地域区分 主に徒歩で生活している地域

出張所を含んだ蒲生地域に注目する

大沢

新方

大袋

荻島

桜井

越ケ谷

北越谷

南越谷

越谷市役所

北部市役所

南部出張所

住居群

アーケイド

商店群

生き辛さを抱えた市民数名が小さな仕事づくりを目指した

最寄駅から徒歩 30 分の住宅街にある小さな商店群。1960 年代の武蔵野線開通による宅地開発の際に生き辛さを抱えた市民数名の力によって建ち上がった

クリーニング 和菓子 花屋 弁当

ワーカーズコレクティブ（キッチンとまと）が日の出商店街に生んだ関係性

店を閉め、住民たちは 2階にこもるようになってきている。その中で住民の 1人がワーカーズに所属したことで1階にキッチンとまと
が入ってきた。その際に「住み働く人」が誕生し、後に他の住民の一人がワーカーズと顔知りになることで「住み手伝う人」が誕生した。

B：住む人 B：住む人A：住む人 A：住み働く人

C：ワーカーズ

A：住み働く人

C：ワーカーズ

B：住み手伝う人

キッチンとまと

2011 年に商店街に住む方がキッチンと
まとに参加したことをきっかけにここ
に移転した。主に定年を迎え職を離れ
た高齢者たちが集まり活動している。
越谷市の農家と連携し、越谷産の食材
を使った弁当を毎日制作販売している。

サービスの市場化はコミュニティを分断する

■生活（文化や家事）を通してモノの譲り
合いなどの地域コミュニティが生まれる

■サービスが市場化すると生活文化や地域の
人間関係を分断してしまう

市場化



建築の役割

既存の労働の整合性をとる市民の自由労働を誘発する

市民が参加 バラバラに活動しているワーカーズが業務連携を始める他人と出会い 手伝う・働く

○○地域 △△地域

窓口業務が労働をサポートする

市民労働のサポートをする

行政の窓口業務

①

②

周辺市民のニーズを聞き入れる

意欲ある人

援助・サポート

ニーズ対応

ニーズ相談

対応

手伝う

住民同士の話し合い

場所利用

働く

共に建築を利用

既存ワーカー①

行政

新しいワーカー

既存ワーカー②

一般市民

A
C：ワーカーと住民のミーティングスペース

D：外部の市民を交えたレジデンスコモン

G：中層階に繋がるコモンシャフト

E：住居 F：住居を繋ぐパーゴラ

A：ワーカーズコモン B：生活コア／既存店舗

B

C
D

E

F

G

Family

Family

Share

Share

日の出に住む家族 日の出に住む単身者 意欲ある市民

キッチン・風呂を 1階とし、ほとんどを

共に 1階で生活をしていくことを促す

1階へ

現状の日の出商店街

既存の形態を見直す

住居の再編 下駄履き住宅を見直す

【既存】整列し、別々の住居群

【提案】ずらし、共用床・吹き抜けを設ける

１家族１住居で生活する

もともとの自営業をほか
のワーカーと関わりなが
ら営業していく

もともとの自営業を閉め、生きがいを失いかけ
る住民と意欲ある市民が同居し下層のワーカー
と知り合うことで、「手伝う」の関係を生む

単身者同士または意欲的な市民は住居をシェアし生活する

ここに住む人々

既存住居を最小限とする

既存のアーケイド アーケイドをスラブ化する 共用となる中層を挿入する

家族の生活 単身者／意欲ある市民の生活

共に建築を利用

住宅街に相談役として窓口業務が混在する

住民・行政・ワーカーが建築内で関わり合う

■個人棟が連続した下駄履き住宅群

日の出商店街はすべて下駄履き住宅で構成さ
れている。それぞれは通じることなく、個人
棟が連続した形である。

■向かい合うことによるスペース

下駄履き住宅群それぞれが向かい合うことで
路地空間が生まれ、唯一の共有スペースであ
るが店舗の閉鎖が続き、入りづらさを感じる
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■「生きる活動をすること」から「住まうこと」へ

現状、アーケイドがフタをしており、住民は
2階にこもってしまう。当初の共に生活をする
意識はただ住むことに変わってしまう

アーケイドから下を
覗くことができない

住宅の隔たりを弱め、階段及び中層を共有する

1階と中層階はシームレスに繋ぎ、活動を確認できる

店を閉めると 2階に住みこもり、孤立していく



のある市民も住むことができ
既存の住民に加え、労働意欲

る最低限の生活空間

住宅

生活寄りのワーカーもここを
ここの住民が共有する階段室。

利用でき、住民と関わる

コモンシャフト

民たちも受け入れ、1階のリ
住民の居間的空間。周辺の市

ビングの延長的な空間。

レジデンスコモン１

ーを加えてここでの生活ルー
ここの住民同士や既存ワーカ

ルや労働方針を話し合う

レジデンスコモン２

ークも集まりながら、ここの
現在も越谷で展開しているワ

住民・周辺市民と関わる場

自発的労働空間

■ワーカーが語らう場／市民がワーカーになれる場を設計する ■利用するワーカー

ワーカー同士が出会うことで自発的労働の新しいサイクルが生まれる
農家

既存ワーカー 収穫 査定 運搬 調理

農家 運送ワーカー弁当販売 弁当販売

ワーカーと住民が出会うことで簡易的な「手伝う」の関係が生まれる

既存のワーカー／ここで生まれたワーカーズ

日の出既存の店舗

キッチン・リビング
風呂などの生活コア

時間・曜日ごとに利用する

ここの住民を数名集め、生活寄りのワーカーも利用する

周辺の子供を預かり

子供の活動が見れる

ここの住民の診察を
を行い健康維持する

住居階へ

１階を見下ろす

保育 介護

中層に繋がるコモンシャフトの役割

コモンシャフト

リサイクル（環境保護）運送 翻訳・出版弁当販売保育 介護 生活文化継承

光陽中学校 越谷南中学校

蒲生小学校 明正小学校蒲生第二小学校 蒲生南小学校川柳小学校

蒲生保育所 精華幼稚園 南越谷幼稚園愛隣幼稚園 蒲生南保育所 東萌幼稚園

なごみの郷

南越谷病院 越谷ハートフルクリニック

設計敷地

波及場所

南越谷駅 新越谷駅 蒲生駅

市営バス路線

新しいネットワーク

アクティブスポット

■行政が介入することで公共施設に自発的な労働が顔を出せる

自発的労働空間

窓口業務

教育

福祉

空き家

医療

ひのき荘 なごみ苑

住居 自発的労働空間

住居を繋ぐパーゴラ
コモンシャフト

キッチンとまと

コモンシャフト

中層のミーティングスペース 高さのあるリビング 裏道にも溢れる労働高さのあるリビング

共用リビング・キッチン

自発的労働空間にワーカーが送迎される 住宅街に生まれる中庭



窓口業務は生活コアに近づき、生活者目線で労働をサポートする 建築内に閉じこもっていた既存店舗も外にあふれる

住宅密集地に中庭が生まれ、気持ち良い空間で話し合う 裏道にも建築が開き、この道を利用する市民も活動を感じれる

中層は 1階の活動を直に感じ「手伝う」の関係を誘発する 高さの違うリビングは多様な活動を同時に感じさせる

住宅階から降りると必ずリビングにアクセスする シャフトでは住民数名を集め介護のワーカーなどが利用する

シェア住居内でも市民たちが生活のニーズを話し合う 住居を繋ぐパーゴラを通りコモンシャフトへと続く

コモンシャフトは住民が毎朝晩、顔を合わせるきっかけをつくる

周辺住宅からの見えを意識する既存からセットバックし、壁を減らす

近接住宅に対して閉じ切った面 住宅の隙間からの見えに中庭を設ける 隙間から市民の活動を覗く

住居階の共用床では野菜を育てるなどの自主活動が顔を出す
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キッチンとまと

花屋 倉庫和菓子屋 窓口エリア

キッチン

リビング

労働空間b 労働空間a

朝にワーカーを送迎する

文化継承

裏道に花屋のあふれ出し

気持ち良い空間でのミーティング

行政も生活コアに近づく

隙間にも小さなあふれ出し

市民たちを迎えるフリースペース

雑貨販売

ワーカーが外にも顔を出す

隙間から窓口に入る

物資運搬

物資調達

環境保護（リサイクル） 古書販売

労働空間d

クリーニング

労働空間c

屋外ミーティングスペース

中層平面図
Scale 1:200
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コモンシャフト

市役所上のフリースペース

高さのあるリビング

裏道に開くテラス

高さのあるリビング

コモンシャフト
ワーカー同士が共同事業の話し合い

住民たちが生活ルールを決める

1階の活動を直に感じる

市民たちがニーズを語らう

個人作業場

問診

庭を眺めながらの談話

住民たちの談話

健康カウンセリング

シャフトから1階を見下ろす

周辺市民と住民の談話

住居階平面図
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住居a

Family

住居b

Family

住居d

Family

住居e

Family

住居h

Family

住居i

Family

住居c

Share

住居f

Share

住居g

Share

小さな共用空間

小さな共用空間

ここで食べる野菜を育てる

パーゴラを通りシャフトへ

1階の庭を見下ろす

屋外書斎

屋外書斎

住居内でもミーティング

洗濯物を干せる

パーゴラ下のフリースペース

市役所上のフリースペース

コモンシャフト

1階平面図
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0 1 5 10 住居平面図
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