
４年目の教育支援活動
　JIA三重の、三重県内の学校に対する教
育支援活動も４年目となる。2019年度は、
昨年に引き続き、会員でもある三重短期大
学教授の木下先生の協力のもと、住居環
境コース 1年生の住宅課題でエスキース・
最終講評会の 2回の出前授業と、2年生
の卒業設計中間発表の講評会に参加した。
3回の出前授業の会員参加は延べ 12名で
あった。
　三重短大への協力は 3回目となるが、1
年生の住宅課題に関しては過去 2回の授
業協力の中から見えてきた改善点をメン
バーで話し合い、木下先生へ提案させて頂
くことにした。それは大きく2点。一つは
敷地を変えること。もう一つはスタディ方
法を変えることだった。

これまでの検証から
　これまでの敷地は、旧伊勢街道に面して
いるものの周囲に街道らしさは残っておら
ず、初めて実際の敷地で設計を行う学生に
とっては、敷地を読み取る力を養うことが
難しいのではとの意見が出た。そこで、学
校周辺を歩き回り特徴ある敷地をいくつか
リストアップし、木下先生と打合せの結果、
田園風景が広がる住宅地と田園部の境界
地を選んだ。

　次に、エスキースに求める検討案の縮尺
を 1/50→1/100とした。これまでは１つ
の案を考えるだけで時間がかかり、複数案
の検討まで行きつかない現状があったから
だ。そしてエスキースチェックに加えて、上
記２点を伝えることを意識したショートレク
チャーを開催することで意図を明確化。授

業終了後に学生にはアンケートに協力して
もらい、建築を学び始めて間もない学生に
設定した敷地や手法がうまく学生に意図が
伝わっているか確認を行った。

学生の意見の集約
　「あなたはこの課題を通じて、設定され
た敷地や敷地周辺の特性を考慮して設計す
ることの大切さを学びましたか？」という質
問に対しての回答は、33人中「はい」30人・
「どちらでもない」3人・「いいえ」0人であっ
た。9割ほどの学生が理解してもらえたと
いううれしい結果となった。
　次に「前問で「はい」と答えた方へ、な
ぜそう思いましたか？また実際にどのような
形でそのことを計画に反映できましたか？」
という問いに対して、下記の回答があった。

＜敷地を手掛かりに設計を進めることへ
の理解を深めた感想＞
「方角・景観・道路など敷地の特性を
考慮することで、よりその景観にあっ
た建物をつくることが出来ると思っ
た」「設計する上で敷地を見に行くこと
はイメージをふくらませるために重要
だと思った」

＜敷地を考えることからより具体的に環
境や暮らしのことを考えた感想＞
「風が強い場所だと感じたので屋根を
アーチ型にし、風を逃がし抵抗を少な
くするデザインとした」「敷地にあった
家を建てることが、その家での暮らし
やすさに繋がると思った」

　その他、「他の人の作品を見て、私は景
色を全然いかせていないと痛感した」とい
う意見や「敷地や周辺環境を考慮し家を考

えることで、実際の仕事と同じようなこと
ができたのかなと思った」学生も。
　また、「あなたはこの課題を進める上で、
エスキース段階で 1/100のスケールで複数
案の作成を試みましたか？」という質問に
対しての回答は、33人中「はい」23人・「い
いえ」10人であった。７割ほどの学生が試
みたというまずまずの結果となった。

教育支援活動の先に見据えるもの
　アンケートの結果から、学生たちの場所
や敷地への意識の高まりにほっと安心する
と共に、仕事へのリアリティを感じてくれた
様子でうれしかった。ただエスキースの手
法は、もう少しレクチャーで落とし込みが
必要だったと感じた。また今年からの試み
として、2年生卒業設計の中間発表の講評
にも参加協力し、現在その学生たちに卒業
設計の発表の場を提供できないかと検討を
進めている。地方で建築を学ぶ学生や若者
に、さまざまな機会を与えることができれ
ばと思っている。その一方で、限られた人・
時間・予算で活動する地域会。大学・学生・
会員にとっても意義あるこの活動が、継続
的に行われうまく循環する仕組みづくり（例
えば業務と認められるなど）を授業の充実
と同時に考える時期にきているのではない
だろうか。このような小さな試みと検証の
繰り返しが、学生に建築の魅力を伝えるだ
けでなく、地域会の活力を生む萌芽になる
ことを祈っている。
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　今年度の JIA三重地域会　建築ウォッ
チングは、2019年 11月 9日に、一般参
加者及び JIA会員、総勢 25名の参加で、
集合場所の桑名駅前からまず、愛知県に
向かいました。

■愛知県陶磁美術館
　1960年に、当時発掘された猿投窯が陶
磁史を刷新する発見となり、「陶磁器文化
のメッカ」に相応しい施設を求める声が上
がって建てられました。建築史家・村瀬良
太による見どころがイラストで詳しく説明さ
れたパンフレットを用意していただき、建
築家・谷口吉郎が最晩年に設計を手掛け
た本館をめぐりながら、学芸員の方に建物
の魅力についてご解説いただきました。こ
の建物は谷口吉郎の名作なのですが、完
成を待たずして逝去したため、谷口建築と
して知られる機会はほとんど無かったとい
うことです。
　「陶磁器文化のメッカ」に相応しい、タイ
ル装飾にこだわりのある素敵な建築でした。

■瀬戸観光コース
　尾張瀬戸駅にある中心市街地から東にあ
る洞地区は 19世紀以降やきものの生産の
最盛期を迎える中盛んに陶芸生産が行われ
ていた所で、「洞・窯垣の小径コース」とい
う観光コースを観光ボランティアのガイドを
お願いして観光しました。そして、江戸時
代に建てられた窯元の邸宅や竜宮造りとい
う珍しい山門のある宝泉寺を見学しました。
不要になった窯道具を積み上げて作られた

「窯垣」が続く狭い小径は歩いているだけで
も、やきものつくりに生きた洞の職人たち
の息吹を感じさせてくれる、楽しい場所です。

■セラミックパーク
　MINO
　岐阜県東濃地域において文化振興と産
業支援のために構想されたのが、セラミッ
クパークMINOです。日本初の試みとし
て、施設内で陶芸の体験をすることができ
る陶芸美術館と、岐阜県最大の展示ホー
ルや各会議場を擁するオリベスクエアから
なる複合施設となっています。設計は建築
家・磯崎新です。主な特徴は、敷地の持
つ貴重な自然環境をできるだけ保存するた
め、主要な施設は谷間の地形の中に半ば
埋め込まれるような形で配置されているこ
とです。当日は屋上広場・回廊・2階テラ
ス部分のタイル工事のため、多くを仮囲い
で覆われ、一部は工事の為見学できません
でした。

■多治見修道院
　1930年に、ドイツのモール神父により、
日本の修道士の養成を目的に建てられた修
道院。中世ヨーロッパを思わせる外観、ス
テンドガラスや壁画が美しい大聖堂です。
そして、心を癒してくれる緑あふれる庭が
あります。礼拝堂に入ると、正面中央に祭
壇があり、半円形ドームの天井に鳩と、周
囲に 7条の光の線が描かれています。天井
に近いステンドグラスからの光と内部の雰
囲気は神聖な気持ちに導かれます。教会の

裏手にある広大な畑で育てられている葡萄
は、「修道院ワイン」となり、多治見産のワ
インとして親しまれています。私も一本買
いまして、ありがたくいただきました。

■多治見市モザイクタイルミュージアム
　大正時代、旧多治見町あたりで始まっ
たタイル産業は戦後、モザイクミュージア
ムのある笠原町を拠点に隆盛します。この
ミュージアムは 1995年ごろから町の有志
が集めていたモザイクタイルのコレクション
をもとに、2011年ごろに建築史家でもあ
る藤森照信氏に設計を依頼。
　ユニークな坊主頭のような外観は、タイ
ルの原料になる粘土を切り出す採土場を模
したものだそうです。外観がユニークなだ
けでなく、展示物にも趣向が凝らされ、タ
イルを使った工作体験などもできるので、
老若男女にも人気がある建物です。

　最後に、今回のこの建築ウォッチングの
行き先の情報収集については JIA岐阜地
域会にご協力いただきました。JIA岐阜
地域会及び、Tさんにこの場をお借りして、
御礼申し上げます。
　そして、三重支部のこの建築ウォッチ
ングを毎年楽しみにしていただいて、来て
くださる一般の方や、学生さんがみえま
す。感謝してます。今年もツアーが終わって、
「来年も来てねー」と学生さんに声かけたら、
来年は就職なので来られないとのことでし
た。残念でしたが、できれば今後もできる
だけこのツアーを続けて、多くの方と良い
交流ができればと思いました。
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