
ク
リ
エ
イ
タ―

か
ら
デ
ィ
レ
ク
タ―

▼
建
築
家
、
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
デ
ィ

レ
ク
タ―

の
お
仕
事
に
つ
い
て
教
え

て
下
さ
い
。

建
築
学
を
中
心
に
様
々
な
知
識
・

経
験
を
活
か
し
、
街
作
り
、
空
間
演

出
な
ど
を
デ
ザ
イ
ン
し
て
い
ま
す
。

30
歳
ま
で
は
ク
リ
エ
イ
タ―

と
し
て
、

東
京
で
活
動
し
て
い
ま
し
た
。
千
歳

水
族
館
の
空
間
演
出
や
旧
北
海
製
罐

第
３
倉
庫
（
以
下
、
第
３
倉
庫
）
の

ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
な
ど
を
手
が
け
て
き

ま
し
た
。
創
造
性
を
大
切
に
す
る
視

点
か
ら
「
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
デ
ィ

レ
ク
タ―

」
と
名
乗
っ
て
い
ま
す
。

人
の
真
似
で
は
な
く
、
小
樽
に
し
か

で
き
な
い
も
の
を
作
り
上
げ
る
こ
と

を
目
指
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
建
築
・
映
像
・
ア―

ト

の
分
野
で
、
23
の
賞
を
受
賞
し
ま
し

た
が
、
最
近
は
国
内
の
一
流
の
人
が

小
樽
で
仕
事
が
で
き
る
よ
う
に
、
間

に
入
っ
て
調
整
す
る
デ
ィ
レ
ク
タ―

の
役
目
が
増
え
ま
し
た
。

歴
史
的
建
造
物
を
改
修
・
利
活
用

▼
古
民
家
、
歴
史
的
建
造
物
、
重
要

文
化
財
の
改
修
・
復
元
・
営
繕
を
な

さ
っ
て
き
た
と
聞
い
て
い
ま
す
が
、

具
体
例
や
苦
労
、
や
り
が
い
を
お
聞

か
せ
下
さ
い
。

旧
岡
川
薬
局
（C

a
f
e
W
h
i
t
e
)

、
山

ノ
上
の
坂

S
T
A
N
D
&
B
A
K
E

（
旧
小
堀

商
店
）
、
小
樽
市
総
合
博
物
館

機

関
車
庫
（
国
の
重
要
文
化
財
）
、
旧

日
本
郵
船
小
樽
支
店
な
ど
を
手
が
け

て
き
ま
し
た
。

歴
史
的
建
造
物
を
補
修
す
る
の
は

技
術
的
に
は
難
し
い
で
す
。
材
料
も

古
い
物
に
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
復
元
は
特
に
難
し
く
、
例
え
ば
、

機
関
車
庫
は
周
り
と
浮
か
な
い
よ
う

に
古
色
塗
り
し
ま
し
た
が
、
塗
装
で

き
る
職
人
を
本
州
か
ら
招
き
ま
し
た
。

工
期
も
延
び
ま
し
た
。
日
本
郵
船
も

工
期
が
延
び
、
２
０
２
５
年
に
完
了

す
る
予
定
で
す
。
難
し
い
仕
事
で
す

が
、
み
ん
な
が
知
っ
て
い
る
歴
史
的

建
造
物
の
改
修
や
復
元
に
関
わ
れ
る

こ
と
は
誇
り
に
思
い
ま
す
。

手
宮
線
、
第
３
倉
庫
に
ス
ポ
ッ
ト

▼
小
樽
の
街
の
歴
史
的
資
源
を
今
後
、

ど
の
よ
う
に
活
用
し
た
い
と
お
考
え

で
す
か
。

２
０
２
１
年
、
小
樽
青
年
会
議
所

と
連
携
し
、
旧
手
宮
線
の
鍵
盤
イ
ン

ス
タ
レ―

シ
ョ
ン
を
行
い
ま
し
た
。

Ｌ
Ｅ
Ｄ
の
照
明
で
枕
木
を
ピ
ア
ノ
の

鍵
盤
に
見
立
て
、
踏
ん
だ
ら
音
が
鳴

る
仕
掛
け
。
み
ん
な
で
演
奏
で
き
ま

す
。
役
割
を
失
っ
た
存
在
に
新
た
な

役
割
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

（
左
写
真
）

第
３
倉
庫
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
を
手

が
け
て
い
ま
す
。
建
物
と
周
辺
を
照

ら
し
、
防
犯
に
も
な
り
ま
す
。
（
左

写
真
）
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私
は
小
樽
再
発
見
シ
リ
ー

ズ
で
主
に
ま
ち
づ
く
り
に

つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
方

の
と
こ
ろ
に
取
材
に
行
き

ま
し
た
。
そ
の
中
で
た
く

さ
ん
の
刺
激
を
も
ら
い
、

私
は
と
て
も
良
い
経
験
が
出
来
て

い
る
と
実
感
し
て
い
ま
す
。

ま
ち
づ
く
り
を
他
人
事
で
は
な

く
自
分
ご
と
と
し
て
考
え
る
こ
と

で
、
た
く
さ
ん
の
学
び
を
得
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

高
校
生
の
時
点
で
こ
う
い
っ
た

経
験
を
す
る
の
は
す
ご
く
良
い
刺

激
に
な
り
ま
す
。
実
際
に
私
は
物

事
の
見
方
が
か
な
り
変
わ
っ
て
凄

く
驚
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
活
動

を
通
し
て
仲
間
が
で
き
る
と
と
て

も
楽
し
い
と
思
い
ま
す
。

１
月
13

日
と
２
月
３
日
に
は

「
学
生
対
象
ワ―

ク
シ
ョ
ッ
プ
」

（
小
樽
市
日
本
遺
産
推
進
協
議
会
、

※
教
室
に
ち
ら
し
掲
示
）
と
い
う

イ
ベ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

「
も
し
あ
な
た
が
小
樽
観
光
大
使

だ
っ
た
ら
小
樽
の
魅
力
を
ど
う
未

来
に
繋
げ
る
か
」
と
い
う
こ
と
を

話
し
合
っ
て
考
え
る
イ
ベ
ン
ト
で

す
。今

回
の
取
材
で
福
島
慶
介
さ
ん

が
仰
っ
て
い
た
「
共
創
」
と
い
う

キ―

ワ―

ド
に
も
関
係
し
ま
す
。

小
樽
の
ま
ち
づ
く
り
に
興
味
が
あ

る
人
は
ぜ
ひ
参
加
し
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。
違
う
価
値
観

の
人
と
一
緒
に
考
え
共
創
す
る
こ

と
は
き
っ
と
良
い
経
験
に
な
る
と

思
い
ま
す
し
、
そ
こ
で
同
じ
考
え

の
仲
間
と
出
会
え
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

（
大
塚
翔
太
）

双葉の郷里

小樽再発見（10) 第
３
創
庫
か
ら
切
り
拓
く
未
来

福島慶介さん

建築家・クリエイティ

ブ ディレクター

東大大学院博士課程

（都市計画・建築設

計を学ぶ）

・(株）福島工務店

代表取締役社長

・Ｎ合同会社 代表社員

・OTARU CREATIVE PLUS

専務理事

旧岡川薬局のカフェ

事業、手宮線のイン

スタレーション、小

樽市観光プロモーショ

ンビデオなどを手が

けてきた。

旧
北
海
製
罐
第
３
倉
庫
の
活
用
計
画
はO

T
A
R
U

C
R
E
A
T
I
V
E

P
L
U
S

が
担
っ

て
い
る
。
専
務
理
事
を
務
め
る
福
島
慶
介
さ
ん
は
、
旧
岡
川
薬
局
、
旧
小
堀

商
店
な
ど
の
歴
史
的
建
造
物
を
リ
ノ
ベ―
シ
ョ
ン
し
、
利
活
用
さ
れ
て
い
る
。

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
デ
ィ
レ
ク
タ―

の
お
仕
事
に
つ
い
て
う
か
が
っ
た
。

旧手宮線の鍵盤インスタレーション旧北海製罐第３倉庫のライトアップ



明
る
い
と
向
か
い
側
の
広
場
に
人

の
賑
わ
い
を
作
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

古
い
建
築
物
が
ど
ん
ど
ん
壊
さ
れ
る

中
、
小
樽
の
魅
力
を
引
き
出
し
、
小

樽
な
ら
で
は
の
空
間
を
演
出
し
て
い

ま
す
。

30
歳
で
東
京
か
ら
戻
っ
た
の
は
、

小
樽
な
ら
自
分
の
力
を
発
揮
で
き
る

と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
少
し
ず
つ
活

動
が
認
め
ら
れ
、
オ
フ
ァ―
が
増
え
、

権
限
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

ク
リ
エ
イ
タ―

か
ら
プ
ロ
デ
ュ―
サ

―

や
デ
ィ
レ
ク
タ―

と
し
て
活
動
す

る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
一
人

で
の
制
作
か
ら
、
小
樽
の
人
と
一
緒

に
モ
ノ
を
創
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

港
で
ヒ
ト
の
た
め
の
空
間
作
り

▼
第
３
倉
庫
の
活
用
計
画
な
ら
び
に

O
T
A
R
U

C
R
E
A
T
I
V
E

P
L
U
S

（
以
下

（
Ｏ
Ｃ
＋
）
の
活
動
に
つ
い
て
教
え

て
下
さ
い
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

Ｏ
Ｃ
＋
は
、
第
３

倉
庫
の
利
活
用
を
目
指
し
、
小
樽
市

と
連
携
協
定
を
結
び
ま
し
た
。
第
３

倉
庫
で
は
、
人
が
自
由
に
往
来
で
き

る
空
間
、
交
流
の
場
の
創
造
、
新
し

い
価
値
を
創
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

小
樽
港
は
苫
小
牧
や
石
狩
に
物
流

の
拠
点
を
明
け
渡
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

港
エ
リ
ア
は
「
モ
ノ
か
ら
ヒ
ト
へ
」

変
化
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ

う
い
う
わ
け
で
、
ヒ
ト
の
た
め
の
空

間
作
り
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

小
樽
商
工
会
議
所
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
と
し
て
、
２
０
１
５
年
に
コ
ン
テ

ナ
を
カ
フ
ェ
に
コ
ン
バ―

ジ
ョ
ン
し

た
社
会
実
験
カ
フ
ェ
イ
ベ
ン
ト
を
実

施
し
ま
し
た
。

ベ
テ
ラ
ン
の
方
々
か
ら
プ
レ
ハ
ブ
に

し
た
ら
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
し
た

が
、
活
動
に
強
い
信
念
を
持
ち
、
プ

ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
も
行

い
２
年
間
実
施
し
ま
し
た
。
こ
う
し

た
活
動
に
若
い
人
を
巻
き
込
み
仕
事

を
発
注
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
流
れ
を
汲
む
Ｏ
Ｃ
＋
に

は
小
樽
の
街
を
変
え
る
力
と
思
い
を

持
ち
、
街
作
り
の
手
法
を
知
る
即
戦

力
が
理
事
と
結
集
し
て
い
ま
す
。

例
を
挙
げ
る
と
、
い
ず
れ
も
小
樽

生
ま
れ
の
、
五
十
嵐
慎
一
郎
氏
（
岬

の
湯
し
ゃ
こ
た
ん
社
長
、N

o
M
a
p
s

総

合
プ
ロ
デ
ュ―

サ―

、
店
舗
や
施
設

の
企
画
・
デ
ザ
イ
ン
・
運
営
な
ど
手

が
け
る
）
、
山
下
智
博
氏
（
中
国
に

６
０
０
万
人
の
フ
ォ
ロ
ワ―

を
も
つ

イ
ン
フ
ル
エ
ン
サ―

、
番
組
制
作
な

ど
で
日
中
を
つ
な
ぐ
ビ
ジ
ネ
ス
を
展

開
、
小
樽
ふ
れ
あ
い
観
光
大
使
）
、

伊
藤
亜
由
美
氏
（
オ
フ
ィ
ス
キ
ュ―

社
長
、
食
、
観
光
、
地
域
産
品
等
、

北
海
道
の
魅
力
を
メ
デ
ィ
ア
で
発
信
）

で
す
。

私
た
ち
は
「
自
分
た
ち
ご
と
」
の

街
作
り
を
提
唱
し
、
共
創
イ
ベ
ン
ト

を
行
い
ま
し
た
。
「
自
分
た
ち
場
所
」

と
題
し
て
「C

h
a
i
r
i
n
g

×

ぼ
く

た
ち
の
記
憶
倉
庫
」
と
い
う
イ
ベ
ン

ト
や
秋
に
は
倉
庫
で
マ
ル
シ
ェ
を
実

施
し
ま
し
た
。
今
は
ま
だ
倉
庫
の
活

用
方
法
を
探
る
実
験
期
間
で
す
。

シ
ョ―

ト
フ
ィ
ル
ム
で
小
樽
Ｐ
Ｒ

▼
福
島
工
務
店
の
シ
ョ―

ト
フ
ィ
ル

ム
『
情
緒
～
『R

e

』
～
小
樽
の
新
た

な
夜
明
け
～
』
素
晴
ら
し
い
作
品
で

す
ね
。
山
下
智
博
さ
ん
も
出
演
し
て

い
ま
し
た
ね
。
あ
ら
た
め
て
小
樽
の

良
さ
、
温
も
り
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
作
品
の
反
響
を
お
聞
か

せ
下
さ
い
。

「
す
ご
く
良
か
っ
た
」
と
反
響
が

あ
り
ま
し
た
。
福
島
工
務
店
70
周
年

記
念
の
ブ
ラ
ン
デ
ッ
ド
・
ム―

ビ―

（
会
社
の
理
念
発
信
）
で
す
が
、
ち
ょ
っ

と
コ
ミ
カ
ル
な
シ
ョ―

ト
フ
ィ
ル
ム

に
し
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て

も
、
小
樽
を
も
っ
と
よ
く
で
き
る
と

い
う
思
い
を
共
有
で
き
ま
し
た
。
山

下
さ
ん
の
お
か
げ
で
、
中
国
で
は
２

０
０
万
回
再
生
さ
れ
て
い
ま
す
。

人
を
つ
な
ぎ
「
共
創
」
を
体
現

▼
福
島
さ
ん
の
働
き
は
い
ろ
い
ろ
な

人
の
助
け
が
必
要
だ
と
想
像
し
ま
す
。

ど
の
よ
う
に
人
脈
を
作
っ
て
こ
ら
れ

ま
し
た
か
。

旧
岡
川
薬
局
の
リ
ノ
ベ―

シ
ョ
ン

は
全
国
放
送
さ
れ
、
街
作
り
の
活
動

を
認
め
て
く
れ
る
人
が
増
え
、
自
然

に
声
を
か
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ

て
き
ま
し
た
。

今
は
チ―

ム
で
働
い
て
い
る
の
で
、

あ
る
時
期
か
ら
講
演
や
取
材
な
ど
誘

わ
れ
て
も
断
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。
自
分
一
人
の
活
動
で
は
な
い

か
ら
で
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
自
然

に
人
脈
が
で
き
て
き
ま
し
た
。

小
樽
港
は
山
に
囲
ま
れ
た
劇
場

新
た
な
文
化
の
発
信
地
に

▼
今
の
小
樽
を
ど
う
見
て
い
ま
す
か
。

今
後
ど
ん
な
街
に
し
た
い
で
す
か
。

人
口
が
減
り
、
寂
れ
、
こ
の
ま
ま

で
は
ま
ず
い
。
こ
れ
ま
で
や
っ
て
い

な
い
や
り
方
で
街
の
魅
力
を
発
信
し

た
い
。
港
エ
リ
ア
を
人
が
た
た
ず
め

る
空
間
に
、
魅
力
的
な
場
所
に
し
た

い
で
す
。

小
樽
は
三
方
が
山
に
囲
ま
れ
る
劇

場
で
す
。
ス
テ―

ジ
は
港
、
海
か
ら

朝
日
が
昇
る
。
ワ
ク
ワ
ク
で
き
る
街

に
し
た
い
で
す
ね
。

小
樽
は
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
魅
力
の
あ

る
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
見
せ

方
が
下
手
す
ぎ
た
の
で
す
。
ブ
ラ
ン

デ
ィ
ン
グ
（
他
と
の
差
異
化
）
と
デ

ザ
イ
ン
が
今
後
の
カ
ギ
で
す
。

高
校
生
に
「
自
分
だ
け
の
一
番
を
」

▼
高
校
生
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願

い
し
ま
す
。

何
で
も
よ
い
か
ら
、
何
か
没
頭
で

き
る
も
の
を
見
つ
け
て
ほ
し
い
。
自

分
だ
け
の
一
番
を
見
つ
け
た
ら
い
い
。

そ
れ
は
自
分
を
支
え
て
く
れ
る
。
強

い
自
分
を
見
つ
け
て
ほ
し
い
。
願
わ

く
ば
、
自
分
の
一
番
に
近
い
こ
と
を

仕
事
に
出
来
た
ら
い
い
で
す
ね
。

(２)第49号 小樽双葉高校新聞「学道一如」 ２０２３年１２月８日

OTARU CREATIVE +(PLUS)
「共創」で繋ぐ、文化と経済のまちづくり

▲「ＯＣ＋」のロゴに込められた想い、目指すと

ころ

上記のロゴの「輪違い」は「共創」をイメージさせる。

小樽に眠る資源（ヒト・モノ・コト）を繋ぎ、ブレン

ドし、この街にしかない価値を共創から生み出していく

ことで、「文化と経済の両輪で未来へ進むまちづくり」

を推進していく。

人の繋がり、様々な事がうまく運ぶ、無限に続く様子

が想像できるデザインである。

■共育と共創 ～中間支援組織としての役割～

まちづくりはひとづくりでもある。ＯＣ＋は、共に学

び、成長しながら新たな価値を共創により生み出すため

の中間支援組織として活動する。社会に貢献できる人材

育成を通じて、持続可能な街の発展に貢献する。

■豊富な資源をクリエイティブに活かす

― 第３倉庫の保全・活用を軸に ―

この施設が街の新たな拠点となれるよう、小樽市と協

力しながら保全・活用に取り組む。倉庫を「創庫」に置

き換え、「第３創庫」と共にこの街のMIRAIを切り拓く。

文化と経済の両輪で進む街作りで「世界に誇れる小樽」

を目指す。（ＨＰより一部抜粋）


