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本 研 究 は 、都 市 の「 農 的 空 間 」を 都 市 住 民 に よ る 農 と の 多 様 な 関 わ り

を 通 し た 住 生 活 の 質 の 向 上 を 実 現 す る 社 会 的 空 間 と 捉 え 、 そ の 空 間 特

性 の 評 価 を 通 し て 、 農 的 空 間 が 存 続 す る 市 街 地 像 の た め の 計 画 指 標 と

計 画 的 介 入 の 方 法 を 都 市 計 画 の 視 点 か ら 明 ら か に す る も の で あ る 。  

本 研 究 は 序 章 と 第 １ 章 か ら 第 ７ 章 お よ び 終 章 か ら 構 成 さ れ て い る 。  

序 章 で は 、本 研 究 の 問 題 意 識 と ね ら い を 示 し 、対 象 と す る 農 的 空 間 を

「 作 物 を 栽 培 す る 場 と 、 作 物 を 栽 培 す る と い う 行 為 に 伴 う 都 市 住 民 の

生 活 行 為 が 見 ら れ る 空 間 の 総 体 で あ る 」 と 概 念 定 義 し た 上 で 、 既 往 研

究 の 整 理 と 本 研 究 の 位 置 付 け を 示 し て い る 。  

 

第 １ 章「 都 市 住 民 の 農 と の 関 わ り 方 の 実 態 解 明 と 農 的 空 間 の 評 価 軸 の

設 定 」 で は 、 市 民 農 園 を 対 象 と し た 都 市 住 民 の 農 と の 関 わ り 方 に 関 す

る 実 態 調 査 を 行 い 、 多 く の 市 民 農 園 が 事 業 形 態 に 関 わ ら ず 都 市 住 民 の

農 へ の 関 心 の 受 け 皿 と な っ て い る 一 方 、 市 街 地 の 計 画 要 素 と 位 置 付 け

ら れ て い る 事 例 が 少 な い こ と を 指 摘 し て い る 。 こ の 分 析 か ら 、 著 者 は

農 的 空 間 が 市 街 地 内 で 宅 地 や 建 物 と 共 に 存 続 す る 「 親 和 性 」 、 都 市 住

民 に よ る 自 発 的 な 利 活 用 の 場 と し て 機 能 す る 「 社 交 性 」 、 栽 培 や 耕 作

と 関 連 す る 多 様 な 利 用 目 的 や ニ ー ズ 、 活 動 形 態 に 対 応 す る 「 多 様 性 」

の ３ つ を 農 的 空 間 の 評 価 軸 と し て 独 自 に 設 定 し て い る 。  

 

第 ２ 章「 三 大 都 市 圏 に お け る 農 地 と 市 民 農 園 の 立 地 形 態 及 び 市 街 地 構

造 の 実 態 解 明 」で は 、農 地 と 市 民 農 園 の 立 地 形 態 の 特 徴 を 地 目 や 地 価 、

都 市 基 盤 へ の 近 接 性 な ど の 立 地 特 性 か ら 解 明 し 、 そ の 比 較 考 察 を 通 し

て 首 都 圏 の 特 徴 的 な エ リ ア を 抽 出 し て い る 。 こ の 分 析 を 基 に 首 都 圏 で

は 地 価 の 高 い エ リ ア に も 多 く の 農 地 や 市 民 農 園 が 立 地 し て い る こ と 、

農 地 が 存 在 し て い な い エ リ ア で も 宅 地 を 利 用 し た 市 民 農 園 が 展 開 さ れ

て い る こ と 、 そ し て 農 地 と 樹 林 地 に は 密 接 な 立 地 関 係 が あ る こ と な ど

を 示 し 、 住 生 活 に と っ て 身 近 な 場 所 に 農 地 が 存 在 す る 市 街 地 構 造 の 特

徴 を 明 ら か に し て い る 。  

 

第 ３ 章「 農 地 区 画 の 変 容 実 態 の 解 明 と 親 和 性 の 評 価 」で は 、第 １ 章 で

設 定 し た 評 価 軸 の う ち 、 農 的 空 間 が 市 街 地 に 存 続 し 続 け る 上 で 重 要 な

「 親 和 性 」 に 対 し て 「 農 地 の 区 画 規 模 」 「 接 道 街 路 の 幅 員 」 「 接 道 面

数 」 の ３ つ の 指 標 を 設 定 し 、 世 田 谷 区 烏 山 地 域 を 対 象 に し た 区 画 の 変

容 分 析 を 通 し て こ れ ら の 有 効 性 を 検 証 し た 。 こ の 分 析 を 基 に 、 現 在 ま

で 存 続 し て い る 農 地 区 画 は １ ９ ８ ３ 年 時 点 と 比 較 し て 小 規 模 区 画 の 割

合 が 減 少 し て い る こ と 、 よ り 大 き な 幅 員 の 街 路 に 接 道 す る 区 画 数 の 割

合 と 接 道 面 数 の 多 い 区 画 数 の 割 合 が 増 加 し て い る こ と な ど を 明 ら か に

し 、農 地 区 画 周 辺 の 市 街 地 と の 間 に 位 置 す る 緩 衝 空 間 の 形 成 と 拡 張 が 、

農 的 空 間 の 親 和 性 に と っ て 重 要 で あ る 実 態 を 詳 細 に 解 明 し て い る 。  

 

第 ４ 章「 部 分 的 な 存 続 と そ の 活 用 に 着 目 し た 農 地 区 画 の 転 用 実 態 の 解

明 」 で は 、 世 田 谷 区 烏 山 地 域 で 現 在 ま で 一 部 が 農 地 と し て 存 続 し て い

る 区 画 を 対 象 に 、 親 和 性 の ３ つ の 評 価 指 標 を 用 い た 転 用 実 態 の 詳 細 分

析 を 行 い 、 １ ） 農 地 の 区 画 規 模 や 接 道 街 路 の 幅 員 及 び 接 道 面 数 が 転 用
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後 の 用 途 の 決 定 に 影 響 し て い る こ と 、 ２ ） 転 用 さ れ ず に 存 続 し た 農 地

区 画 は 人 や 車 輌 の 往 来 が 多 発 す る 機 能 へ の 転 用 を 避 け る 傾 向 に あ る こ

と 、３ ）未 接 道 区 画 で は 道 路 へ の 転 用 割 合 が 低 く な る 傾 向 に あ る こ と 、

４ ）転 用 後 の 農 地 区 画 に は 多 様 な 使 わ れ 方 が 集 積 す る 傾 向 に あ る こ と 、

の ４ つ の 特 徴 を 明 ら か に し た 。 こ れ ら の 分 析 か ら 、 農 地 の 一 部 を 耕 作

以 外 の 使 わ れ 方 へ 転 用 す る こ と で 、 単 な る 作 物 栽 培 に 留 ま ら な い 多 様

な 市 民 利 用 へ 対 応 可 能 な 農 的 空 間 が 創 出 さ れ て い る こ と を 明 ら か に し

た 。  

 

第 ５ 章「 農 的 空 間 の 社 交 性・多 様 性 の 評 価 と 計 画 的 介 入 の 実 態 」で は 、

第 １ 章 で 設 定 し た 評 価 軸 の う ち 「 社 交 性 」 に つ い て 「 規 模 」 「 プ ロ ポ

ー シ ョ ン 」 「 囲 み 度 」 「 歩 行 率 」 の ４ つ を 、 ま た 「 多 様 性 」 に つ い て

「 用 途 の 混 在 度 」 「 囲 み 度 の 混 在 度 」 「 交 通 利 便 性 」 の ３ つ を 評 価 指

標 と し て 設 定 し 、複 数 の 農 的 空 間 の 比 較 考 察 を 行 っ て い る 。こ の 結 果 、

「 社 交 性 」 や 「 多 様 性 」 を 備 え た 農 的 空 間 の 特 徴 を 評 価 す る 指 標 と し

て 「 囲 み 度 」 「 歩 行 率 」 「 用 途 の 混 在 度 」 「 囲 み 度 の 混 在 度 」 の ４ つ

が 有 効 で あ る こ と を 論 証 し た 。 ま た 代 表 的 事 例 の 計 画 者 へ の ヒ ア リ ン

グ 調 査 か ら 、 「 社 交 性 」 や 「 多 様 性 」 は 意 図 的 に 計 画 さ れ た も の で あ

る こ と を 示 し 、 そ れ ら の 空 間 特 性 は 栽 培 な ど の 活 動 場 所 や 歩 行 空 間 、

ま た 建 物 施 設 や 樹 木 植 栽 な ど の 実 空 間 に 具 体 化 さ れ て い る こ と を 現 地

調 査 か ら 検 証 し て い る 。こ れ ら の 結 果 か ら 農 的 空 間 の「 社 交 性 」と「 多

様 性 」の 創 出 に は 、意 図 的 な 計 画 的 介 入 が 重 要 で あ る こ と を 指 摘 し た 。  

 

第 ６ 章「 利 用 者 の 行 為 や 意 識 と 土 地 建 物 の 変 化 に 着 目 し た 農 的 空 間 の

評 価 」 で は 、 利 用 者 の 行 為 や 意 識 変 化 、 ま た 周 辺 の 不 動 産 価 値 の 変 化

に 着 目 し て 農 的 空 間 の 「 親 和 性 」 「 社 交 性 」 「 多 様 性 」 を 包 括 的 に 評

価 し 、 こ れ ら の 特 性 が 市 街 地 に お け る 住 生 活 の 質 の 向 上 の た め に 重 要

な 要 素 と な っ て い る こ と を 独 自 に 示 し て い る 。 具 体 的 に は 、 第 一 に 、

栽 培 を 通 し た 自 然 と の 触 れ 合 い や 参 加 者 ど う し の 交 流 な ど 付 加 価 値 を

生 み 出 す 緩 衝 空 間 を 基 に し た 親 和 性 を 有 す る こ と 、 第 二 に 、 利 用 者 の

自 発 的 な 農 へ の 取 り 組 み や 継 続 的 な 運 営 組 織 へ の 関 与 な ど 社 会 的 活 動

へ の 主 体 的 参 加 の 向 上 に つ な が る 社 交 性 を 持 つ こ と 、 そ し て 第 三 に 、

周 辺 で の 様 々 な 建 物 の 新 築 や 建 替 え を 通 し た 市 街 地 空 間 と 住 民 属 性 の

多 様 化 を 促 す 多 様 性 を 備 え る こ と 、 の ３ つ を 評 価 し て い る 。 こ れ ら の

分 析 を 基 に 、住 生 活 の 質 の 向 上 に つ な が る 農 的 空 間 の 評 価 指 標 と し て 、

「 親 和 性 」 「 社 交 性 」 「 多 様 性 」 が 有 効 で あ る こ と を 論 証 し た こ と は

高 く 評 価 で き る 。  

 

第 ７ 章「 農 的 空 間 が 共 存 す る 市 街 地 像 へ の 展 望 」で は 、本 研 究 の 結 論

と し て 、 農 的 空 間 の 存 続 の た め の 評 価 指 標 を 計 画 の た め の 指 標 と し て

適 用 す る 効 果 を 論 じ た 上 で 、 「 農 地 の 区 画 規 模 」 「 接 道 街 路 の 幅 員 」

「 接 道 面 数 」 「 囲 み 度 」 「 歩 行 率 」 「 用 途 の 混 在 度 」 「 囲 み 度 の 混 在

度 」 の ７ つ が 計 画 指 標 と し て 有 効 で あ る こ と を 明 ら か に し た 。 さ ら に

地 目 や 地 価 分 布 、 都 市 基 盤 近 接 度 に 着 目 し た 農 地 の 立 地 特 性 や 都 心 度

と 農 地 の 特 性 と の 相 互 関 係 に よ る 市 街 地 構 造 の 解 明 を 基 に 、 マ ク ロ の
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視 点 か ら 都 市 農 地 の 計 画 的 保 全 の 必 要 性 を 強 く 指 摘 し て い る 。 そ の 上

で 農 的 空 間 の 実 現 の た め の 計 画 プ ロ セ ス を ６ つ の フ ェ ー ズ に 分 け 、 各

フ ェ ー ズ に 対 応 す る 計 画 指 標 と そ の 適 用 フ ロ ー 、 さ ら に 農 地 区 画 の 一

部 を 転 用 し な が ら 農 的 空 間 を 創 出 し て い く 計 画 的 介 入 モ デ ル の ３ つ の

典 型 例 を 示 し て 、 実 現 に 向 け た 計 画 支 援 の 社 会 的 仕 組 み を 構 築 し て お

り 、 著 者 独 自 の 研 究 成 果 と し て 評 価 で き る 。  

終 章 は 各 章 の 要 約 を 記 し て い る 。  

 

以 上 、要 す る に 本 研 究 は 、都 市 農 地 が 住 生 活 の 質 の 向 上 に と っ て 重 要

な 役 割 を 果 た す 地 域 共 通 の 社 会 的 空 間 で あ る こ と を 明 確 に し た 上 で 、

そ の 存 続 の た め の 評 価 指 標 と と も に 、 農 的 空 間 を 創 出 す る た め の 計 画

指 標 を 構 築 し 、 そ れ ら の 効 果 と 有 効 性 を 独 自 に 論 証 し た も の と し て 高

く 評 価 で き る 。 農 的 空 間 が 存 続 し 、 さ ら に 共 存 可 能 な 市 街 地 像 を 実 現

す る 重 要 性 を 論 じ た 上 で そ の た め の 計 画 指 標 と 計 画 的 介 入 の 仕 組 み を

構 築 し た こ と は 、 今 後 の 都 市 計 画 の 新 た な 社 会 的 制 度 を 切 り 拓 く 上 で

極 め て 有 益 な 知 見 で あ る と 高 く 評 価 で き る 。  

 

こ れ ら の 成 果 は 、建 築 学 お よ び 都 市 計 画 学 の 発 展 に 寄 与 す る と こ ろ 大

で あ る 。 よ っ て 、 本 論 文 は 博 士 （ 建 築 学 ） の 学 位 論 文 に 値 す る も の と

認 め る 。  

 

2022 年 2 月  

 

 審 査 員  

 （ 主 査 ）  早 稲 田 大 学 教 授  有 賀  隆       

      Ph.D.（ カ リ フ ォ ル ニ ア 大 学 バ ー ク レ ー 校 ）  

 

 

 

早 稲 田 大 学 教 授  後 藤  春 彦       

     工 学 博 士 （ 早 稲 田 大 学 ）  

 

 

 

早 稲 田 大 学 教 授  佐 々 木  葉       

     博 士 （ 工 学 ）（ 東 京 大 学 ）    

 

 

 

早 稲 田 大 学 教 授  矢 口  哲 也       

   博 士 （ 建 築 学 ）（ 早 稲 田 大 学 ）  


