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佐賀市柳町歴史地区再生計画

公設民営による遊休資産活用により、古いまち並みを再生したエリアリノベーションの事例

before after
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旧森永家住宅

旧森永家住宅を見る．佐賀市柳町の長崎街道・景観形成地区にある古民家の旧森永家住宅と旧久 富

家住宅の再生プロジェクト．市が用地取得し建物を修理し，テナントを誘致．文化財として保存す るのでは

なくテナントから収益が得られ，賑わいが生まれる様に現代に合った間取りに改修した．

旧森永家住宅南蔵には，佐賀の伝統工芸品店が入る．2階の床
を剥がし吹き抜けとした．床は三和土．天井は既存床板，根太・梁

現し．吹き抜け部分の天高は4,522mm．

旧森永家住宅北蔵2階．1階には，手仕事の工芸品店が入る． 吹
き抜けの周りを回遊できるようにした．



新建築より抜粋

現在,佐賀市の中心市街地では新しいまちづくり の実

践が行われている．きっかけはワークヴィ ジョンズに

よる「わいわい!!コンテナ」プロジェ クト(本誌1205)から

始まる空地活用の可能性の追 求であり，点在する空

き物件のリノベーションに よる再生である．柳町歴史

地区再生もそのストー リーの一部として実行された。

柳町歴史地区は小倉と長崎を結ぶ長崎街道に面 し，

江戸から明治にかけて交通の要所として栄え た．現

在は静かな住宅街になっているが，そこに 並ぶ建物

は当時の面影を残している．佐賀市は約 20年前，こ

の一帯を景観形成地区に指定し特に 重要な建物群

を文化財指定し保存修復を行った． 街並みは保たれ

たが文化財であるためにどうして も使い方に制限がか

かる．行政の所有となってい るため維持管理にも税金

が投入され続けることに なった．美しさはとどめている

が,そのには生気の
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上：北側より見る．右が旧森永家住宅の居宅．左

が北蔵．森永家は，寛政年間に初代森永十助が始

めた煙草の製造で繁栄した家．のちに呉服 店へ転

身．その住宅は明治前期の貴重な町屋建築遺構と

して残る．居宅は鍋島緞通手織工房と して利用され

ている． 下：旧森永家住宅居宅の廊下．

佐賀市市街地は居住者人口の減少などで，空き地や青空駐車場などが増加している

．そのような状況に対応すべく2010年度に，市民有志で構成する「佐賀市街なか再生

会議」を立ち上げ，「2011佐賀市街なか再生計画」という実践的なプログラムを策定した． そ

の戦略は，街中に増える空き地などを誰もが気軽に利用できる「原っぱ」にすること．その

実践として2011，2012年度にワークヴィジョンズの西村浩氏による佐 賀「わいわい!!コンテナ」
プロジェクト（本誌1205）が実施され賑わいを見せた．街中全体の賑わいを「点」から「面」
で再生していくために，増え続ける駐車場， 空き店舗，空き家の対策も開始した．

2011佐賀市街なか再生計画 縮尺1/17,000（本誌1205 提供：ワークヴィジョンズ）

旧古賀銀行，旧福田家住宅などは佐賀市が約，20年前に，長崎街道・景観形成地区として整備していた．今回は柳町を中心にある古民家を，文化財として保存するのではなく，多
くの方が使用でき賑わいを生むように改修した．

配置 縮尺1/2,000

文化財として保存するのではなく，

賑わいを生む使い方が可能な改修

ない標本空間となっていた． 同時に手つかずの空 き物

件も増えつつあった．このまま放置されれば， 朽ちてい

き街の風景価値は損なわれる． 3年前に佐賀市から相

談されたのは，この状況を 打破してほしいということだ

った．街並みを維持 するためには，ある程度の投資が

予定されていた ので，私たちが提案したのは歴史的価

値のある空 き物件を行政が買い取って所有し，すなわ

ち公共 空間とし，あえて文化財指定せずにリノベーショ

ンすることだった．新しい使い方が難しい文化財 として

の保存ではなく生きた空間として活用し続 けるために

賃貸し，公共空間としての役割を果た しつつ運営・維持

管理は民間に委ねるプログラム を構築した． 柳町歴史

地区再生のプロセスにはいくつかの工夫 がある．

・設計段階でテナントを公募し，選ばれた企業と

一緒にデザインを行った．参画企業は空間への

コミットメントが深くなる

・行政側のメリットとして維持管理コストがか

るのとは逆に，家賃としての収入がある．一区

画1.5万円～9.5万円で合計50万円．それを街に

それを街に再投資できる． そしてこのプロジェクトの最

大の特徴は，企画段 階から関わった7つのテナント／

民間企業が，こ こを自分たちの街であると受け止め，

街の運営を ごく自然に始めたことだ．新たに起業した彼

らに とってまちの再生は，自分たちにダイレクトに跳 ね

返ってくる．その構造が，エリアの運営を行政 ではなく

民間が行うことを自然に導いた． 単体の建築，点のリノ

ベーションが複数繋がり合 い，面として街に展開してい

くこと．それをエリ アリノベーションと呼び，まちづくりの

次の概念 として提示できないかと考えている．またこの

プ ロジェクトでは公共空間の新しい運営手法の可能 性

を模索することになった． （馬場正尊）
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旧久富家住宅

旧久富家住宅を見る．1階がカフェと写真スタジオ，2階には和装販売， イラス
ト工房，IT業者のオフィス，ステンドグラス工房など県内から事業者やクリエー
ターが集まる．中央の通路を進むと南側の庭へ繋がる．

旧久富家住宅2階は，間仕切り壁を撤去し，クリエイターが借りやすい様に床面積の小さい賃室を並べた．屋根
を支える架構は既存のまま．賃室には排煙クリアのための天井．を設けた．小屋裏隠しの大空間に新しい要
素としての賃室がボックス上に入り，故郷新しさの対比を楽しめる空間とした．

206号室から見る．奥には，207号室のITオフィスが見える廊．下 と賃室の間
には腰壁+室内窓とし，各部屋の活動が見える様にした

1階にはカフェが入る．

1階写真スタジオ．2階の床を剥がし吹き抜けとした．スタジオ で撮影
される方への配慮と空調を考慮して吹き．抜け周りには壁を 設けた．奥
に見える梁2本は，補強材を添えてボルトで固めた．

旧久富家住宅の縁より見る．旧久富家住宅は，大正

10年に「履物問屋 久富商店」として建てたられた．



山形市
中心市街地の再生



山形市中心市街地の再生

産官学連携によって、衰退傾向にあるシネマ通りを活性化した中心市街地のエリアリノベーション事例

before after



山形市中心市街地の再生

before after



山形市中心市街地の再生



HOW STAY



地方都市の空き家を宿泊施設として活用し、その魅力を発信することで観光・移住・雇用を促進するプロジェクト

HOWSTAY



before after

HOWSTAY



嬉野商店



嬉野商店

地域メディアと拠点を並行して作ることで、観光による商店街の活性化を図った事例



嬉野商店

before after



嬉野商店



Real local



real local

仕事・人・物件などのマッチングを促す、新しい地域のエンジンとしてのメディア



loca（l 金沢） category（人）

real local



公共R不動産



公共R不動産

全国の遊休公有資産と、それを利用したい企業や個人をつなぐマッチングサイト



公共R不動産

活用中 募集中



東京R不動産



東京R不動産



東京R不動産



物件情報 コラム

東京R不動産



リノベーションスクール



リノベーションスクール（プロフェッショナルコース）



地域マネジメント

地域デザイン地域メディア

まちを動かす三つのトリガー


