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近代建築 における日本的なもの

一明治 ・大正期 を中心 として一

足 立 裕 司

は じ め に

"日 本 的 な もの"と い うと
,伊 勢 や桂 を連 想 しが ちで あ る が,本 稿 で 取 り上

げ よ うと す る こ とは,そ の よ うな 日 本 美 の 典 型 を探 究 す る こ とで は な い 。 む

しろ,明 治維 新 以 来 の 近 代 化 の な かの,特 殊 と も い え る"日 本 的 な もの"で あ

り,そ れ は"近 代 的 な もの"と 表裏 の 関 係 をな す よ うに,こ と あ る ご と に建 築

家 の 意識 にの ぼ っ て きた もの で あ っ た。私 は既 に渾 去 の2編 の拙 稿 に お い て ・明

治 後 半 か ら大 正 期 に か け て の 日本 の 建 築 に対 す る ヨ ー ロ ッパ 世 紀 転 換 期 の芸 術

の 影 響 を考察 して きた が,そ の と き,い つ も問 題 を複 雑 に し,影 響 関 係 を不 明僚

に して し ま うの が,こ の"日 本 的 な も の"と い う観 念 や 意 匠 で あ っ た。 それ は,

明 治 初 期 に お け る ヨー ロ ッパ 文 明 の 導 入 期 に お いて は ネ ガ テ ィ ブ な意 味 しか持

た な か っ た も の で あ る が,明 治 の後 半 に な る と最 も重 要 な問題 の 一 つ に 成 長 し

て きた もの で あ る。 日本 の 近 代 建 築 の展 開 の二 重 性 を考察 す る上 で の キ ー ワ

ー ドで あ る と思 わ れ る。 こ こで は時 代 を限 定 し,明 治 後 半 か ら大 正 期 の建 築

を中 心 と しな が ら,必 要 に応 じ戦 後 の 問題 を考 察 して い きた い。 そ の た め には,

現 在 ほ とん ど何 の 定 義 も な く用 い られ て い る"近 代 建 築"と い う概 念 に つ い て

触 れ な い わ け には い か な い 。 なぜ な ら,そ れ は現 在 あ ま りに も多 くの 意 味 を含

ん で い る か らで あ る。
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日本 の 近 代 建 築

"近 代 建 築"と い え ば
,10年 も前 な らば,そ れ ほ ど誤 解 も な く,一 定 の 了解

を得 られ た もの で あ る。 それ は,言 うま で も な く,ModernArchitectureの 訳

語 で あ り,と き に,よ り限 定 的 に用 い るModernMovement,あ る い はModern-

ismを 示 す もの と して 使 わ れ て き た も の で あ る。 そ れ が現 在 の よ う に通 りが悪

くな っ た こ と に は2つ の 原 因 が考 え ら れ る。 まず,世 界的 な傾 向 と して ,今 世

紀 後 半 か ら"近 代 建 築"が 非 常 に 多 様 な も の を と り込 み つ つ 発 展 して きた こ

と に よ る。.その 傾 向 は,S・ ギ ー デ ィオ ンが 第2世 代 と呼 ぶA・ ア ア ル トらの

世 代 が そ の地 方 固 有 の 表 現 を問題 に した と き に,す で に始 ま って い た とい え る。

最 近 で は,C・ ジ ェ ン ク ス がLateModernismと かPostModernismと 呼 ん で

区 別 は して い る もの の,"近 代 建 築"の 内 容 は ま す ます 多様 にな る一 方 で あ る。

そ れ にっ れ て,近 代 建 築 を規 定 して い た理 論 的 ・倫 理 的 規 範 も不 明僚 に な っ て

き て い るの で あ る。

も う一 つ の 理 由 は,上 記 の 問題 に く らべ る と,国 内的 な事 情 に よ る。 そ れ は,

明 治 以 来 の 洋 風 建 築,様 式 建 築 を含 め て"近 代建 築"と 呼 び始 め た こ と に よ る

言 葉 の混 乱 で あ る。例 え ば,村 松 貞次 郎 の い う"近 代 建 築"は こ の傾 向 を最 も

よ く反 映 して い る。 彼 は 明 治 以 来 の建 築 の 歴 史 を連 続 な もの ど して とち え,反

歴 史 的 な色 彩 を も つ近 代 主 義 建 築(彼 は 「合 理 主 義,機 能 主 義 を金 科 玉条 と し

た 近 代 建 築 」と呼 ん で い る が)す ら明治 以 来 の 歴 史 の な か に ス ッポ リ と納 め て し

ま うの で あ る。 彼 は真 の"近 代 建 築"を 考 え る時 代 が来 た と言 い,建 築 の肌 ざ

わ り,手 造 り性,あ るい は 装飾 性 とい っ た も の を引 き合 い に して"近 代 主 義 建 ・

築"を 否 定 す る。 しか し,こ の よ うな近 代 主 義 建 築 観,あ る い は それ を継 承 し

た オ ー ソ ドッ クス ・モ ダ ン に対 す る彼 の考 え方 は,皮 相 な も の と思 われ る。 ル

・コ ル ビ ュ ジ ェ に し て も
,A・ ア ア ル トに して も,肌 ざわ り(村 松 は材 料 の 選 択 と も

言 っ て い る)を 無 視 した訳 で は な い。 装 飾 性 や 手 造 り性 と い っ た こ との 否 定 を,

歴 史 的,社 会 的 背 景 を無 視 して批 難 してみ て も,近 代 主 義建 築 の 本 当 の批 判 に
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は な らな い は ず で あ る。 そ れ は,今 日の 我 々 が 負 っ て い る もの の 大 き さ を考 え

て み れ ば 自ず と分 る こ とで は な い だ ろ うか。 ま た,手 造 り性 の価 値 を説 く と

き,応 々 に して保 存 の 論 理 と歴 史 的 評 価 と混 同 して し まっ て い る こ と も気 に な

る こ とで あ る。 近 代(厳 密 に は 近 代 主 義)に 対 し,反 近 代(広 い意 味 で の,村

松 の い う近 代 建 築,あ る い は 民 の 系 譜)を 措 定 す る以 上 の よ うな発 想 に対 し,

布 野 修 司 は次 の よ うに見 事 に総 括 して い る。 「近 代 建 築史 の 欠落 の領 域 を埋 め

る作 業 が な され な け れ ば な ら な い こ とは い うま で も な い。 しか し欠 落 の 部 分 を

反 世 界 と して対 置 す る こ との み に と ど ま る とす れ ば,そ れ は 不 十 分 で あ る。欠 落

を欠 落 と して意 識 す るか ぎ りに お い て,近 代 建 築批 判 の作 業 は,落 穂 拾 い を超

え る こ とは な い の で あ る 」 。 も ち ろん,「 日本 近 代 建 築 総 覧 」 の よ うな 基礎 的

な作 業 は必 要 で あ り,日 本 の近 代 建 築 を考 えて い く う えで の 貴 重 な糧 と な る こ

とは ま ちが い の な い こ と で あ るが,一 方,そ れ らの歴 史 的 な評 価 を行 な わ な け

れ ば な ら な い し,そ の 重 要 性 の 方 が高 い の で あ る。 そ れ が 不 十 分 な 現 在,伊 藤

て い じ が 「洋 風 と近 代 混 同 の ガ ラ ク タ」 と評 す る こ と を,な お も甘 ん じて 受 け

な け れば な らな い だ ろ う。彼 は 「近 代 建 築 と称 す る もの」 の位 置 づ け が な さ れ

て い な い理 由 を思 想 蔑 視 の建 築 の風 潮 に あ る と し,次 の よ う に指 摘 す る 。 「建

築 学 は技 術 の一 種 で あ り,様 式 は す べ て技 法 の レベ ル に還 元 さ れ論 じ ら れ て き

た」 と。

一 方
,保 存 運 動 と関連 して い る上 記 の近 代 建 築 再 考 の機 運 と は別 に,戦 後 の

近 代 建 築 の 源 泉 を求 め る歴 史 的遡 及 が別 の グ ル ー プ に よっ て 行 わ れ て い る。彼

らは 戦 後 活 躍 した建 築 家 の 出 自を1930年 代 に 求 め,い わば 近 代 建 築 を補 完 す

る作 業 を続 け て い る とい え る だ ろ う。

お お ま か な把 握 で は あ るが,上 記 二 派(保 存 派 と近 代 建 築 派)の ど ち ら も戦

後 史 の み に限 定 され て きた 近 代 建 築 観 の再 考 を め ざ して い るの で あ る が,前 者 は,

あ ま り に も周 辺 的 な傾 向 も と ら え よ うと した た め新 しい近 代建 築 観 を提 出 す る

こ と に失 敗 して お り,後 者 の場 合 は 時 代 を限 定 しす ぎた た め,発 生 時 の 近 代 建
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築 の様 々 の可 能性 を見 逃 して しま っ て い る よ う に思 わ れ る。そ して両 者 とも近 代

建 築 の 規 定 が,い さ さ か曖 昧 な の で あ る が,そ れ は 今 後 な され る も の と期 待 し

た い。 本 稿 に お い て は,西 欧 の近 代 建 築 の 成 立 との 比 較 とい う視 点 に,明 治,

大 正,昭 和 を通 じて の 日本 と い う特 定 の 場 所 に お ける近 代 建 築 の展 開 の特 性 を見

ると い う立 場 を交 えな が ら考 察 して い きた い。そ れ は 日本 とい う特 殊 状 況 に お け

る近 代 建 築 の 発 展 を逆 に西 欧 の 近 代 建 築 史 観 に投 射 す る こ と で も あ る。 その た

め に は,明 治 以 来 の 全 時 代 を検 証 す る こ と も必要 で あ る が,と りあ えず,大 略 の

発 展 の 見 取 図 として 現 代 に直 接 関 連 す る範 囲 を設 定 して お くの が よ さ そ うで あ る。

"近代 建 築"を 近 代 社 会 の建 築 と と ら え る な ら
,近 代 社 会 と は,ル ネサ ンス

まで 遡 ぼ る こ と も可 能 で あ る。 この こ ろ市 民 社 会 や 資本 主 義 体 制 の 萌 芽 が あ る

か らで あ る。建 築 に 関 し て い うな ら,今 日の よ うな建 築 家 像 が確 立 す る こ とで 重

要 で あ る。 また 市 民 革 命 や 産 業革 命 に よ っ て よ り明 確 な近 代 社 会 が成 立 して い

くの で あ る が,建 築 に お い て は社 会 の 要 求 す る新 しい建 築 課 題 が 生 じ,工

学技 術 者 の活 躍,新 材 料 の 出 現 な ど建 築 その も の の性 格 を か えて い く大 きな原

動 力 に な る。 この よ うに近 代 建 築 と近 代 社 会 の発 展 は分 ちが た い 関係 が あ る も

の の,山 本 学 治 が 明快 に公 式 化 した よ うに社 会 の生 産 関 係 とい う下部 構 造 の変

革 と建 築,文 化 な どの 上 部 構 造 の変 革 の 間 に は,時 間 的 に相 当 大 きな ギ ャ ッ プ が

み られ る と い う こ と は注 意 す べ きで あ る。つ ま り,明 治維 新 とい う社 会 的 変 化 と

建 築 との 間 は,そ れ な りの 距 離 をお いて の み結 ば れ て い るの で あ る。 一 方,建 築

の 内 在 的 な発 展 に つ い て み る な ら ど うで あ ろ うか。 最 近 は 「近 代 建 築 」 の 範 囲

もだ んだ ん と拡 が る傾 向 に あ るが,L・ ベ ネ ヴ ォ ロ の 「近 代 建 築 史 の歴 史 」 も

そ の よ うな傾 向 を持 っ て い る。彼 は 「現 代 の事 象 を広 い歴 史 的 視 野 の な か に お

くた め」18世 紀 後 半 に遡 る。 そ して近 代 建 築 の 規 定 に従 って そ の始 ま り を3つ

の レベ ル で歴 史 的 に決 め うる と し,(a)近 代 建 築 は産 業 革 命 に伴 う技 術 的,社 会

的,文 化 的 変 化 か ら生 れ た 。(18世 紀 末 か ら19世 紀 の初 め頃),(b)近 代 建 築 は,

思 想 と行 動 の一 貫 した方 向 と して誕 生 した 。(1862年:モ リス ・フ ォー ク ナ ー
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・マ ー シ ャル 会 社 設 立) ,(c)理 論 と実 際 との 間 に橋 渡 し をす る こ と に よ っ て生

れ る(1919年:バ ウハ ウ ス開 校)と い う3つ の エ ポ ッ ク を抽 出 す る。 こ の よ う

な設 定 に関 し反 論 も考 え られ るが,こ れ らの 区 分 は 現 在 考 え られ る 日本 の 近 代

建 築 の 問題 を お お よ そ カバ ー して い る と思 わ れ る。 す な わ ち,(a)の レベ ルで の

規 定 は 明治 維 新 後 の 近 代 建 築 が相 当 す る が(た だ し,現 在,多 くの 建 物 が こ の

規 定 す ら逸 脱 して い る に も か か わ らず 近 代 建 築 に 入 れ られ て い る),問 題 は

(b),(c)で あ る。 モ リス の アー ッ ・ア ン ド ・ク ラ フ ツ運 郵 と対 比 され るの は 見 あ

た ら な い が,稲 垣 栄 三 の 説 と して は,モ ダ ン ・ム ー ブ メ ン トの端 緒 は大 正期 の

分 離 派 建 築 運 動(1920年)に あた り,(c)に 対 応 す る形 式 には,昭 和 初 期 に 追

いつ い て い た と指 摘 して い る が,あ くま で表 面 的 な比 較 で あ る。彼 は ヨ ー ロ ッ

パ の近 代 建 築 の 歴 史 を 「日本 に投 影 して み た と こ ろで,… … 日本 の 近 代 建 築 の

もつ 固有 の史 的 性 格 を描 くの に少 し も役 に は立 た な い」 と述 べ 独 自の歴 史 的構

図 を描 く こ とが 必 要 で あ る と い う。 それ は,「 建 築 家=architect形 成 の過 程 」

aill

で あ り,技 術 制 度 面 で の展 開 で あ る。 明 治 の建 築 とは 「どこ まで も,制 度 で あ

り,技 術 で あ り,形 式 で あ っ た にす ぎ なか っ た 」 とい い,形 式,理 論,倫 理

な どす べ て の 面 で 近 代 建 築 と呼 び うる もの の成 立 に つ い ては,な お 多 くの 留 保 が

残 って いると指 摘 して いる 。こ れ に対 し,村松 貞 次 郎 は 戦 前 の動 向 を3つ の 段 階 に

註ユ2
分 け て い る。まず 第1に 明 治 に なって の西 欧 文 明 の 伝 来,第2に 明 治 末 の鉄 筋 コ ンク

リー トと鉄 骨 構 造 の技 術 の 導 入(そ れ は 建 築 界 全体 を揺 が し,今 日 に連 ら な る 体

制 がつ く られ た こ とで重 要 で あ る とい う。)第3は 大 正9年 の 分 離 派 建 築 会 の誕

生 にみ られ る新 しい 表 現 を求 め る運 動 で あ る。

以 上 の よ うな 日本 の 建 築 の歴 史 的概 観 にたって,近 代 主 義 の源 泉 を探 る とき,ど

の く らい の範 囲 を設 定 す れ ば よ い だ ろ う か。稲 垣 の 分離 派 建 築 会 は,日 本 の建 築

思 想 の 成 熟 を示 す も の と して 確 か に近 代 主 義 の形 成 に重 要 な役 割 を果 した し,

村 松 の い う明 治 末 の 新 し い構 造 技 術 も近 代 の 基 盤 と な る もの で あ る。 しか し,

ヨー ロ ッパ と違 っ て,技 術 者 と建 築 家 の職 能 が分 離 して い な か っ た 日本 で は,

..



新 し い構 造 技 術 は 何 の 軋 轢 も な く既 存 の意 匠 の な か に取 り込 まれ て しま っ た。

その た め,建 築 家 が技 術 者 の ナ イー ブ な造 形 か らイ ンス ピ レ ー シ ョ ン を得 る と

い うよ う な例 は な くわず か に ドイ ツ に留 学 した佐 野 利 器 が 実 用 建 築 物 の 美 し さ

を報 告 して い る ぐ らい で あ る。 日本 の 場 合 様 式 主 義 の枠 内 で何 と か 矛盾 な く構

造 技 術,特 に耐 震 構 造 を発 展 させ て い っ た とい え るだ ろ う。以 上 の点 か ら私 は,

明 治 末 に入 っ て き た新 しい構 造 技術 よ り も,「 アー ル ・ヌー ボ ー 」,「 セ セ ッ

シ ョ ン」 の役 割 に注 目 した い。 そ れ は ヨー ロ ッパ の モ ダ ン ・ム ー ブ メ ン トの 最

初 の 衝 撃 で あ っ た し,ま た 「セ セ ッ シ ョン」 は お ど ろ くほ ど広 範 な拡 が り をみ

せ た もの で あ る か らで あ る。 さ ら にこの 頃,意 匠 上 の 問 題 と して 初 め て表 面化

して きた 日本趣 味 あ る い は,日 本 的 な る もの は,後 で 述 べ る よ うに 「セ セ ッ シ

ョ ン」 と関 連 しな が ら,以 後,「 近 代 的 な もの」 との 軋 轢 を く りか え し,徐 々

に創 造 上 の 大 き な テ ー マ と し て意 識 され て ゆ く。 そ の最 初 の 象 徴 的 な 現 れ が次

に述 べ る討 論 会 「我 国 将 来 の建 築 様 式 を如 何 に すべ きや」 で あ る。

「セ セ ッ シ ョ ン 」 と 日 本

「我 国将 来 の 建 築様 式 を如 何 にす べ きや」 と い う討 論 会 は
,周 知 の よ うに議

院 建 築 の建 設 に向 けて そ の様 式 の あ り方 を広 く建 築 界 に問 うた もの で あ る。 す

で に 多 く人 によ っ て 指 摘 さ れ て い る よ うに,討 論 会 その も の は,将 来 の 日

本 の建 築 の あ り方 を方 向 づ け るほ どの 成 功 をお さめ た わ けで は な か っ た 。 しか

し,そ の 内 容 に は 当 時 の 建 築 家 の建 築観 が現 わ れ て い て興 味 深 い資 料 と な っ て

い る。 意 見 の 内 容 は次 の と う りで あ る。(i)新 様 式 創 造 論(関 野 貞) ,㈲ 和 洋 折

衷 論(三 橋 四 郎),㈹ 洋 式 推 進 論(長 野 宇 平 治),(iv)建 築進 化 論(伊 藤 忠 太)

と い うよ うに区 分 で きる が,そ れ ぞ れ が意 味 す る と ころ は,も う少 し補 っ て お

く必 要 が あ る。(Dの 関 野 貞 は 「従 来 の 日本 式 で も な け れ ば従 来 の どの 国 の 式 で

も な い立 派 な新 様 式 を建 設 」 す る こ とで あ り,㈹ の 長 野 宇 平 治 は 「形 に於 て の 日

本 は 西 洋 式 との 区 別 が少 くな っ た け れ ど も,日本 人 の 精 神 気 風 と云 う もの は 今 日
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と凱 失われていな評 と述べ和 魂 洋 才ぶ りをのぞかせている。建 築 は世界

共 通 の もの に な っ て い るだ けで あ る か ら,そ れ に従 うの み で あ る と い う意 見 で

あ る。

こ の討 論 会 か ら分 る こ と は,意 見 は分 れ て い る が,多 くの建 築 家 が 「日本 的

な もの」 を意 識 して い る こ とで あ る。た だ 「近 代 的 な もの」 と関 連 させ た と き,

ど うい う方 向 に進 むべ き か糸 口 がつ か め な い状 態 で あ った とい うこ と が で き

る。理 論 的 な追 求 の 甘 さ を露 呈 した この 討 論 会 で は あ る が,何 人 か の建 築 家 に よ

って注 目 さ れ て い る様 式 が あ る。「セ セ ッ シ ョ ン」と当 時 呼 ば れ て い る建 築 が そ れ

で あ る。この 「セ セ ッ シ ョ ン」 に対 し,三 橋 四 郎(討 論 会 で は和 洋 折 衷 案)は

「日本 の趣 味 が余 ほ ど這 入 っ て居 る」 と指 摘 し て お り
,ま た,関 野 貞 は 「セ セ

ッ シ ョ ン」,「 ア ー ル ヌ ー ボ ー」 を 「五 十 年,百 年 後 に は従 来 の 者 と全 く違 っ

た新 様 式 が完 成 され る か も しれ な い」 と推 測 して い る。 ま た,構 造 派 の ホ ー プ

佐 野 利 器 で さ え,「 セ セ ッ シ ョ ン式 は… … 甚 だ 善 く積 立構 造 の 意 義 に適 す る も

の が あ る」 と述 べ,『 「セ セ ッ シ ョ ン式 」 は直 ち に 日本 趣 味 に合 す る様 式 と は

云 わ ない け れ ど も,… … 比 の ち に,比 の 精神 に模 して過 ん だ な らば 吾 人 は 国 民

的 様 式 に到 達 す る事 赦 て難 な か ら ざ る こ と と信 ず る」 と評 価 して い る の で あ る。

さ らに,進 化 論 を と る伊 藤 忠 太 で さ え,別 の 講演 会 にお い て;「 一 っ の 新 乾 坤

を開 こ うと試 み て 居 る も の は 仏 国 の ア ー ル ヌ ヴ ォー や独 逸 の セ セ ッ シ ョ ンな ど

と 云 うもの で あ り ま して,兎 に角 そ の 勇気 は敬 服 す べ き もの と思 い ます 。 」 と

評 価 して い る 。 セ セ ッ シ ョン は彼 の進 化 論 に か な う もの で あ っ て 「日本 は 日本

を本 位 と して 発 達 進 化 さす れ ば 宣 い」 と して,例 え ば柱 頭 な ども西 洋 に学 ば ず

日本 の 科 拱 の 制 に学 ぶ べ きで あ る とい う。

と に か く 「セ セ ッ シ ョ ン」 は 多 くの建 築 家 に とっ て近 代 的 な もの と 日本 的 な

もの との 妥協 し うる"様 式"で あ り,新 しい可 能性 を示 す もの で あ っ た と い え

るだ ろ う。 こ の 時 点 で は,日 本 的 な もの は まだ 明確 な イ メ ー ジ と して 提 出 さ れ

て い な か った し,実 体 的 な もの と して の 日本 の 伝 統 は 木 造 で あ る か ら近 代 的 な
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要 求,す な わ ち,構 造 的 合 理 性,計 画 的 な 合理 性 か ら否定 さ れ て い た わ け で,

「セ セ シ ョ ン」 は と り あ えず 見 い出 し うる 唯 一 の可 能 性 で あ っ た と い う こ

とで あ る。 しか し.こ こで彼 らが 「セ セ ッ シ ョ ン」 にみ た 「日本 的 な もの 」 は,

後 の帝 冠様 式(写 真

1),あ る い は 戦 後

の丹 下 の 香 川 県 庁 舎

(写真2)な ど に見

い 掲 せ る 「日本 的 な

もの」 とは随 分 と異

っ て い る こ とは 注 意

す る必 要 が あ る。 今

日 の我 々 の 眼 か らみ

る と厂セ セ ッ シ ョ ン」

の どこ に 「日本 的 な

も の」 を見 い出 して

い た の か 分 りに くい

ほ どで あ る。 当 時,

松 井 貴 太 郎 は 「セ セ

ッ シ ョ ン」 の 「瀟 洒

(写真2)

博 算了デ
註22

清 楚 を重 ん じ る」 こ と を 日本 趣 味 と い い,中 村 鎮 は,「 セ セ ッシ ョ ンの 生 命 」

が その 気 分 に あ る と い い,そ れ を次 の よ う な比 喩 で表 わす 。 「… … 白 い浴 衣 を

風 に靡 し て輝 や い た野 を行 くと… … 溶 け る よ うな赤 い 唇 を した虞 美 人草 が咲 い

て 居 る。 深 い コバ ル トの空 には幾 重 に も雲 が溢 い て幼 か っ た 日 の返 らぬ 追 憶 に

註21
若 い泪 を そ そ る」と。若 々 しさ,す が す が し さ,そ うい うもの に 日本 の 美 意 識 に通

じ る もの を感 じ て い た の か も しれ な い。 そ れ は ま た,ヨ ー ロ ッパ 世紀 末 の感 性

と も共 鳴 し あ え る もの で あ る と言 え るだ ろ う。 も っ と具 体 的 に は,ヨ ー ロ ッパ
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のSezessionへ の淋 派 の 影響 を指 摘 す る建 築 家 も当 時 い た よ うで あ る。 しか し,

世 紀 末 の ヨ ー ロ ッパ が様 式 主 義 か ら離 れ る た め に,最 も異 国 的 な 日本 の 芸 術 を

借 りた の に対 し,日 本 は,日 本 の伝 統 へ の 可 能 性 を見 い出 す に と ど ま っ た。

様 々 の可 能 性 を ひ め た 「セ セ ッ シ ョ ン」 で は あ った が,こ れ ま で歴 史 の上 で

その 重 要 性 に つ い て十 分 注 意 が払 わ れ て きた とは い え な い。 そ れ には い くつ か

の理 由 が考 え ら れ る が,最 も重 要 な原 因 は反 歴 史 主 義 と い う,ヨ ー ロ ッパ にお

け る よ うな役 割 を果 し得 ず,少 しの例 外 を除 い て 形骸 化 して しま っ た こ とが 考

え ら れ る。 周 知 の と う り,ヨ ー ロ ッパ に お け るSezessionは 過 去 との 決 別 を 目

的 と し,0・ ワ グ ナ ー の理 論 に代 表 され る よ う に,合 目的 性 とい う建 築 の 社会

性 を強 調 す る も の で あ った 。 しか し,日 本 に お い て は,こ の理 論 の もつ 衝 撃 は

そ れ ほ ど大 き くな く,む しろ形 態 的 側 面 に の み注 意 を うば わ れ た と こ ろ に 一 つ

の 原 因 を見 る こ と が で きる。 ワ グナ ー の 理 論 には,大 仰 な装 飾 を有 す る様 式 主

義 へ の批 判 が根 底 に あ る が,理 論 の 字 面 だ け を と りあ げ,内 容 を実 用 性,合 目的

性 として理 解 す る なら,当時 の 日本 の建 築 界 の 現 実 主 義 と混 同 され るの も無 理 の

ない こ とで あ る と も い えよ う。あ る い は,ヨ ー ロ ッパ の 建 築 家 が持 って い る よ う

な歴 史 に対 す る 自意 識 が欠 如 して い る た め と言 吟 か える こ と もで きる だ ろ う。

歴 史 の総 体 の持 つ重 み を感 じつ つ,そ の 連 続 性 の 中 で活 動 して い る と い う意 識,

先 例 を 乗 り 越 え よ う とす る努 力 な ど,ど れ だ け の 日 本 人 建 築 家 に理 解

され て い た か疑 問 で あ る。 そ の よ うな 連 続 感 が 生 れ るの は 分 離 派 に属 す

る建 築 家達 か らで あ ろ うか。 と に か く,こ の よ うな状 況 に あ って,も と も と形

態 的,構 成 上 の 規 則 性 に乏 しいSezessionは,日 本 で は 単 な る直 線 を基 調 と

した だ けの もの に 堕 して い っ た。 ま た,そ れ は容 易 に様 式 主 義 と同 化 し えた

し,装 飾 モ チ ー フ の 新 しい工 夫 と して理 解 さ れ て い っ た の で あ る。

そ の よ うな批 難 され るべ き もの も 多 か っ た 「セ セ ッ シ ョ ン」 で は あ っ た が,

とに か く その流 行 ぶ りは な か な かの もの で あ っ た よ うで あ る。 大 熊 喜 邦 は その

註23

様 子 を 「セ セ ッ シ ョ ンな らず ば 夜 も 日 も明 けぬ 」 ほ どで あっ た と伝 えて い る。
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(写 真3)

そ の 範 囲 は建 築 よ り もむ し ろ,

家 具(写 真3)や 呉 服 の柄 と

い っ た と こ ろで 持 て映 や され

た よ うで あ る。 明治 後 半 か ら

大 正 期 に か け て の 商 業 主 義 の

時流 に 乗 っ た こ と,あ る い は,

都 市 文 化 に求 め られ る新 し さ

を持 っ て い た こ と な ど が ブ ー

ム の 原 因 と考 え ら れ る が,上

述 した よ うな,日 本 趣 味 に合 致 した こ と も大 きな理 由 と して忘 れ て は な らな い

こ とで あ る。

結 局 の と こ ろ,当 時 の建 築 界 が 「セ セ ッ シ ョ ン」 に見 い 出 し た可 能 性 は,各

方 面 に お い て押 し進 め られ て い っ た とは い い難 い。 そ れ は ヨー ロ ッパ で も同様

で あ っ た 。J・ ホ フ マ ンや,P・ ベ ー レ ンス,そ れ に オ ル タ な ど も古 典主 義 的

な方 向 へ と急 旋 回 して い っ た よ うに,そ れ以 後 の展 開 は新 しい世 代 の登 場 を必

要 と して いた 。 日本 に お い て も,傑 作 と され る横 浜 銀 行 集 会 所 を残 した遠 藤 於

菟 も その 後 の 展 開 は 見 るべ き もの が少 い。 セ セ ッ シ ョ ンは 歴 史 様 式,折 衷 主

義 へ 同化 し,近 世 式 と呼 ば れ た りす る よ う に な る。 そ の 頃,ド イツ の ウ ィ ルヘ

ル ムニ 世 時 代 の重 々 しい建 築 の 影 響 な ど も わず か に 見 ら れ る が,「 セ セ ッシ ョ

ン」 の 後 を担 うの は 分 離 派 の メ ンバ ー達,あ る いは そ の 世 代 に層 す る建 築 家 達

で あ る。 例 えば,日 本 的 な真 壁 構 法 の 表 現 を近 代 建 築 に生 か し た も の と して タ

ウ トが 絶 賛 す る東 京 中 央 郵 便 局(昭 和6年)を 設 計 した吉 田 鉄 郎 な ど も その 一

人 で あ る。 そ の な か に あ っ て,「セ セ ッ シ ョ ン」 が完 全 に忘 れ られ た わ け で は な

い。20才 も年 長 で あ り な が ら独 自 の 解 釈 に よ る 「セ セ ッ シ ョン」(彼 は それ を

セ セ ッ シ ョ ン とは呼 ば な い の で あ る が 〉 を1930年 代 ま で 試 み,終 始 その 可 能 性

を広 め て い っ た武 田 五一 が そ うで あ る。 そ の 作 品 をふ りか えっ て み た い。
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武 田 五 一 の 作 品 に お け る 日 本 的 な も の

武 田 五 一作 品 集 には,武 田五 一 の 作 品 の傾 向 を4期 に大 別 し て い る。 そ れ に

よ れ ば第2期 の 明 治40年 以 後 は 欧 州 新 様 式 影響 時 代,第3期 の 大 正 年 代 は 日本

伝 統 様 式 採 択 時 代 と さ れ て い る。 しか し,第3期 に入 る前 の 明 治43年 に は す で

に建 築 に お い て は,「 なぜ 日本 を 自覚 し な いの か」 とい う問 い を発 し,自 らの

方 法 を 「日本 建 築 を土 台 と し,東 洋 建 築 の 助 け を仮 りて,形 式 を整 へ,其 構 造

法 も し くは暖 房 通 風 の 事 の み 欧 風 を採 用」 す る と説 明 して い る ほ ど 日本 的 な も

のへ の 関 心 が み ら れ る。 明 治 の 建 築 家 と して は,い ちは や く茶 室 建 築 を研 究 し,

古 社 寺 に関 す る造 詣 も深 か っ た 武 田五 一 の 自信 が うか が え る言 葉 で ある。ま た,実

作 に お い て も,和 洋 折 衷 の先 駆 的 な試 み で あ る 日本 勧 業銀 行(明 治32年)を 妻 木 頼

黄 の 下 で 完 成 させ て い る。こ の よ うな 日本 建 築 へ の 知 識 の上 に,ヨーロ ッパ の"新

機 運"す な わ ち,ArtNouveauやSezessionを 学 ん だ武 田五 一 ほ ど 「セ セ ッ シ

ョ ン」 の 日本 に お け る可 能 性 を引 き出 し得 た建 築 家 は い な い と思 わ れ る 。 彼 の

「日本 趣 味 を加 味 した 近 世 式 」 とは ,日 本 に お け る 日本 の セ セ ッシ ョ ンの 試 み

と して理 解 し う る もの で あ る。 その よ うな例 と して,同 志 社 女 子 大 静 和 館(明

治44年),求 道 会 館(大 正4年),山 口 県 庁 舎(大 正5年),兵 庫 農 工銀 行(大 正5

年)な どが 典 型 的 な もの と して掲 げ られ る。 さ らに部 分 的 な装 飾 な ど に眼 をむ け

るな ら,他 に も まだ ま だ 多 くの 作 品 を掲 げ る こ とが で き る。

これ らの 作 品 に共 通 して い る こ とは,一 言 で 言 うな ら様 式 性,統 一性 の 欠 如

で あ る。 一 つ 一 つ の 作 品 が す べ て基 本 の 形 態 を異 に し,そ の 一 つ一 つ の 作 品 の

各 々 の デ ィテー ル は過 去 か ら借 用 して きた もの で あ り,その集 積 に よ っ て 作 品1さ

成 り立 っ て い る。この こ と は方 法 論 と して は何 も武 田 五 一 に 限 っ たこ とで は なく,

当 時 の 日本 の建 築 家 の ほ と ん どが,多 か れ少 な か れ依 存 して い た 方 法(様 式 に

よ っ て,フ リー ・ル ネ サ ンス と呼 ば れ た りす る。)で あ る。 そ れ は西 欧19世 紀

の 折 衷 主 義 の 特 色 を受 けつ い で い る と い えよ う。 ゴ シ ッ クや ル ネサ ンス,バ ロ

ッ クと い っ た様 式 を建 物 の種 類 に応 じて使 い 分 けつ つ,そ の 国 の伝 統 的 な モ チ
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一 フ や地 域 的 な特 色 を持 つ デ ィテ ー ル を加 えて い く方 法 で あ る
。

武 田 五 一 の 作 品 で は 折 衷 主 義 と い っ て も,和 洋 が混 然 と体 に な り,そ れ を整

え る よ うに,WienerSezessionの 多用 す る正 方 形 の装 飾 や縁 飾 り をつ け る。

応 々,縁 飾 りは,東 洋 的 なモ チ ー フ,例 えば 卍 くず しの よ うな もの で構 成 され

て い る こ と が多 い。 例 え ば山 口 県 庁 舎 の場 合,中 央 に玄 関 ポ ー チ を有 し,左 右

に翼 部 配 す る本 格 的 な構 成 を持 つ が,柱 は8角 形 で 柱 頭 部 には 菊 の紋 が レ リー

フ さ れ て い る。 特 に柱 頭 部 分 の舟 肘 木状 の組 物 の 処 理 はユ ニ ー クで あ る。(写

真4,5)。

こ れ な どは,

ま さ に丁尹藤 忠

太 の 進 化 論 を

地 で 行 っ た よ

う な もの で あ

る。つ ま り「西

洋 で は ク ラ シ

ッ ク及 ゴ ー ト

式 を始 め 各 ス

タイ ル 固 有 な

る柱 頭 の 制 が

あ っ て… … 若

(写真4) (写真5)

し斯 の如 き(日 本 の)抖 棋 を適 当 に変 形 して 一塊 に寄 せ整 め て 見 た な らば,優

に石 を以 っ て造 る べ き一 種 の柱 頭 の 型 を案 出 す る こ と が 出来 る だ ろ う」 と い う

説 で あ る。

ま た求 道 会 館(仏 教 の 布 教 の た め の施 設(写 真5))の デ ザ イ ンを当 時 の雑

誌 は次 の よ うに評 して い る。 まず フ ァサ ー ドの切 妻 壁 は 「卍 くず しの 人 造 石 を

も っ て厳 正 な ら しむ」 と評 し,内 部 屋 根 組 み は,む きだ しの木 製 トラ ス(ゴ シ
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ッ ク民 家 風,あ るい は マ ッキ ン トッ シ ュ

風)で 正 面 に六 角 形 の 厨 子 が壁 に半 分 埋

め こ まれ る よ うに配 され,そ の上 部 に 「天

平 彫 刻 の虹 」 を あ し ら うと い っ た きわ め

ハ イブ リ ノド

て混 成 的 な構 成 が み られ る。 この 他 に兵

庫 県 農 工 銀 行 な ど も,日 本 風 の デ ィテ ー

ル を集 め て デ ザ イ ン され て い る と作 品 集

に あ る。

す で にふ れ た よ うに,WienerSezess-

ionは 一 定 の 形 態 言 語 と呼 び うる よ うな

もの を持 っ て い な い。 た だ合 理 的 な追 求

に そ う,形 態 の単 純 化 あ るい は 面 的 構 成,

装 飾 にみ ら れ る若 干 の モ チ ー フ な どが あ (写真6)

るの み で,そ の た め建 物 の種 類,建 築 家 に よ っ て 全体 の 印 象 も大 き な隔 た り が

あ る。 こ の よ うな傾 向 は,す べ て の建 物 を,共 通 す る形 態 言 語 で構 成 して い く

こ と がで きた近 代 主 義 建 築 と は一 線 を画 して い る。 ま た武 田 五一 の 作 品 や この

世 代 の 建 築 は,そ の建 物 の 目的 に従 い そ れ ら し く見 え なけ れ ば な ら な い と い う,

建 築 の 象 徴 性,記 号 的 役割 に ま だ価 値 を お い て いた 。 こ の と き問 題 とな るの は,

日本 的 な イ メー ジ を有 す べ き建 物 に如 何 な る様 式 を用 い る か と い う こと で あ る。

議 院 建 築 に まつ わ る討 論 も,こ の あ た りの疑 問 に本 音 が あ る よ うに思 わ れ る。

武 田 五一 の 作 品 の な かで は,求 道 会館 な どの場 合 が こ れ に あた る。 建 築 に語 ら

せ よ う とす る た め に様 々 の 要 素 を組 立 て て い くこ と に な る 。 そ れ は ど う して も,

ス ッキ リ した もの に な りに く く,首 尾 一 貫 した もの も失 わ れ る こ とに な る。こ こ

に あ るの は異 る もの の アセ ンブ ル か ら引 き出 さ れ る即 興 性 と実 践 的 な方 法 論 で

あ る。 そ こ に,こ の 後 に出 て く る帝 冠 様 式 の硬 直 した様 式 主 義 とは異 る面 の あ

る こ と を明 記 して お く必 要 が あ る だ ろ う。 む しろ,現 代 の ア メ リ カの建 築 家,
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R・Venturiの 方 法 論 に近 い と い える の で は な い だ ろ うか。 そ の 類 似 性 に まで 鴨

立 ち入 る余 裕 は な い が,近 代 主 義 が め ぎ した もの と ち が う建 築 観 に基 き,日 本

的 な 表 現 を追 い求 め た成 果 が こ こ に あ る こ と を思 い留 め て お く必 要 が あ るだ ろ

う。

課 題 と し て の 日 本 的 な も の

最 近,再 び 日本 の伝 統 へ の 関 心 が強 まっ て い る とい わ れ る。 鈴 木博 之 は この

よ う な和 風 へ の注 目 が過 去 に も何 度 か あ っ た と い う。 最 初 は 明 治 中期 か ら後 期

に か け て の 議 院 建 築 建 設 に際 して起 り,先 に掲 げ た討 論 会 に象 徴 され る。 第2

回 目 は昭 和10年 代 の帝 冠 様 式,第3回 目 は昭 和20年 代 か らの伝 統 論 争 で あ る。

表 面 的 な 現 象 だ け を と ら えれ ば,そ の よ う な抽 出 も可 能 で あ る が,第1回 目 と

2回 目,第2回 目 と3回 目 は切 り離 して考 え られ な い よ うに思 わ れ る。 第1回

目 と2回 目の 問 は約30年,そ の 間 に大 正 デ モ ク ラ シ ー の 世相 を濃 厚 に反 映 す る

分 離 派 建 築 会 の 結 成 な ど が あ り,一 見 別 々 の現 象 の よ うに思 わ れ るが,武 田 五

一 の活 動 にみ られ る よ うに
,明 治後 期 か ら大 正 へ か け て 「白本 的 な もの」 を連

続 的 に追 求 して い る し,課 題 と して 多 くの 建 築 家 に意 識 さ れ て きた。 た だ,「近

代 的 な もの」 の 光 が'強 くて 見 えな いだ け なの で あ る。1建 築'非 芸 術 論 で 有

名 な野 田 俊 彦 は 大 正6年 に次 の よ うに書 き留 め て い る。 す な わ ち 「一 寸 と見 る

と,ル ネ サ ン ス様 の もの が,よ く見 る と柱 頭 に 斗組 が付 い て た り,無 暗 に蟇 股

の 様 な もの が彫 刻 され て い る設 計 を見 出 して… … 驚 か され た の は大 して以 前 で

は な い。 処 が それ は近 頃 に 至 っ て止 ま らな くな っ て きた 。」 と 日本 趣 昧 の 勢 力

の 増 して きた こ と を記 して い る。 この 象徴 的 存 在 が 帝 冠 様 式 と今 日呼 ば れ て い

る もの で あ る。 この 様 式 の 発 生 に つ い て は 近 江 栄 の 研 究 に よ っ て下 村 寅 太 郎 の

提 唱 した もの(彼 は帝 冠 併 合 の様 式 と云?て い る)と され て い る。 しか し その

背 後 の 状 況 と して 私 は 次 の よ うな ドイ ツの 影 響 が あ る と考 え て い る。 す な わ ち,

大 正 後 半 になると厂セ セ ッ シ ョン」の延 長 と して ドイ ツの ウ イル ヘ ルニ 世 時 代 の 大
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仰 で威 圧 的 な造 形 が 日本 に も影 響 を持 ちは じめ る。 その 特 色 は マ ッ シブ で 荒 々

しい テ クス チ ュ ア を持 つw体 と プ ロ シ ャ的 な折 曲 り屋 根 で あ る。 武 田 丘一 は こ

の 傾 向 を"伝 統 派"と 呼 び 「セ セ ッ シ ョ ン」 の 変 形 と して と らえ,か な り高 い

評 価 を下 して い る。 この 伝 統 派 と帝 冠 様 式 は 非 常 に良 く似 た 構 成 を持 っ て お り,

(写真7)

(写真8)

「セ セ ッ シ ョ ン」 へ

の 関 心 か ら み て な ん

ら かの 影響 が あ っ た

と考 え られ る 。(写

真7,8)。 当 時,

オ ー ス トリ ア か ら ド

イ ツへ と関 心 が移 っ

て い た こ と も,こ の

こ と を裏 づ け て い る

よ う に思 わ れ る。 少

くと も屋 根 の 象 徴 的

な役 割 を再 認 識 させ

た と考 え られ る。 そ

れ と,明 治 後 半 以 来

の 「日本 的 な もの 」

とい う年 来 の 課 題 が

結 び つ い た の で あ る。

こ の意 味 で も,帝

冠 様 式 は単 な る 日本 趣 味 の追 求 だ けで も,ナ シ ョナ リズ ムの 実 体 化 だ け で も な

い。 近 代 とい う意 識 が複 雑 に か らみ あ っ て い るの が特 色 と い え るだ ろ う。

長 谷 川 堯 は こ の帝 冠 様 式 を評 し,「 明 治 の は じめ に国 際 的 に起 っ た近 代 合 理

主 義 建 築 運 動 の 中 で,特 に それ が後 発 工 学 資 本 主 義 国 に お い て展 開 す る と き,
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あ る歴 史 生 理 的 必 然 か ら生 ず る い わ ば正 常 な排 泄 物 に近 い もの が,歴 史 様 式 特

註30
に帝 冠 様 式 の デザ イ ンで は な い か。 」 と述 べ,ド イ ツ,イ タ リ ア との 共 通 性 を

指 摘 す る の で あ るが,ド イ ツの 場 合,古 典 主義 的 傾 向 を持 ち,イ タ リア の場 合

テ ラー 二 に み られ る近 代 主 義 が基 盤 と なっ て お り,日 本 の よ うな素 朴,稚 拙 な

表 現 と は 区別 して お く必 要 が あ る だ ろ う。 そ れ は,稲 垣 が指 摘 した よ う に 「近

代化 を文 化 の 全体 的 規 模 で お し進 め る」 こ との で き な か っ た 日本 の 前 近 代 性 の

裏 が え しの象 徴 で あ る と い え る。 この近 代 化 の 裏 が え し と して の 「日本 的 な も

の 」 の追 求 は,昭 和 に入 る と国 粋 的 な様 相 を帯 び て く るの で あ る が,む し ろ,

そ れ は建 築 家 の い だ い て きた課 題 の は け 口 と して 作 用 した こ と に お い て も,ド

イ ツ や イ タ リ アの よ う な首 尾 一 貫 した 形 態 的 秩 序 を持 つ,フ ァ シ ズ ム の建 築 と

は違 っ て い る。

こ こ で も 日本 的 な もの の要 求 と近 代 的 な もの は 中途 半 端 な妥協 に終 った 感

が あ る。 昭和2年(1927)に は 日本 イ ン タ ー ナ シ ョナIL建 築 会 も生 れ て い た が,

帝 室 博 物 館 コ ンペ の際 は 参 加 拒 否 を した だ け で あ っ た 。 正 面 切 っ て の対 抗 は 前

川 国 男 ぐ ら いで あ っ た が,昭 和18年 の 在 盤 谷 日本 文 化 会 館 コ ンペ で は,丹 下 と

と も に純 日本 風 の 案 を出 す こ と に な る。 こ の こ と は戦 前 の 日本 の近 代 主 義 は こ

の と き,ま だ全 体 的 な レ ベ ル で滲 透 して い な か っ た こ と を示 して い る。 逆 に,

「日本 的 な もの 」 の 希 求 が い か に建 築 界 で も強 い もの で あ っ た か が判 るだ ろ う。

そ うで な け れ ば建 築 家 の 多 くが中途 半 端 と感 じて い た帝 冠 様 式 が あ れ ほ ど勢 力

を もつ と い うこ とは 考 え られ な い の で あ る。帝 室 博 物 館 コ ンペ の審 査 員 の 川 喜

多煉 七郎 は こ の と きの 帝 冠 ス タ イ ル の入 選 案 を評 して 「極 め て無 雑 作 に普 通 の

屋 根 をか け て… … 等 し く異 議 な く,承 認 で き る作 ら し い」 と述 べ て い る ほ どで

あ る。

以 上 の よ うな事 実 を前 にす る と き,日 本 の建 築 界(そ れ は今 日で もみ ら れ る

こ とで あ る が)の,対 立 す る傾 向 に対 す を否 定 の 弱 さ を感 じな い で は い られ な

い 。 その た め,徹 底 した 論 争 に は な らず,曖 昧 な形 で 共 存 が容 認 され る こ とに
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な る。 そ れ を村 松 は次 の よ うに皮 肉 な 調 子 で指 摘 す る。.「戦 争 は一 つ の 通 過 儀 礼

の よ うに して た だ く ぐ り抜 け られ た の で あ る。 」

この よ うな建 築 家 の姿 勢 に対 す る批 判 は,戦 後 西 山夘 三 ら に よ っ て 始 め られ

るが,奇 妙 な こ と に,そ れ と と も に 「日本 的 な もの」 が 再 び 求 め られ る こ と に

な る。 昭 和28年 か ら始 ま る 厂伝 統 論 争 」 で あ る。 明 治 以 来 の 数 少 い 論争 の な ゐ・

で最 も活 発 な論 争 で あ っ た と い え る だ ろう。そこ には幾 つ かの 面 で戦 前 を超 え る

もの が み ら れ る。 まず 第1に,民 衆 と い う もの を伝 統 論 の基 礎 にす えた こ と,

第2に,造 形 的 な面 で 伝 統 を汲 み な が ら近 代 主 義 の線 に そ った も の と して,世

界 的 に評 価 され る域 に達 した こ とで あ る。 丹 下 の香 川 県 庁 舎 が好 例 で あ る。 木

造 の木 組 み の 伝 統 を,近 代 主 義 的 な流 動 す る 自 由 な空 間構 成 の 中 で生 か した も

の で あ る。 こ こ には,武 田五 一 か ら帝 冠 様 式 へ 至 る過 程 にみ ら れ た統 一 性 の 欠

如 は克 服 さ れ,明 治 以 来 の テ ー マ はや っ と 実 現 され た よ うに見 え る。

しか し,問 題 は そ れで終 っ た わ け で は な く,こ の後,様 々 の 作 品 や理 論 が発

表 され て い る。 白 井 晟 一 の 「縄 文 的 な る もの」,「 め し」,「 と うふ 」 な どは,

日本 の美 を 日常 の 用 か ら説 き起 し,丹 下 の称 生 的 な もの に対 す る,日 本 人 の も

う一 つ の 民衆 的 なバ イ タ リテ ィ を もつ 美 を再 発 見 した こ とで 貴 重 で あ る し,川

添 登 や菊 竹 清 訓 の 「か た」 論 は伝 統 的 な もの に対 す る方 法 論 と して注 目 され る。

この 他,イ ン ター ナ シ ョナ ル な もの に対 す る乗 り越 え と して の 地 域 的 な もの の

再 評 価 な どは 抽 称 的 な 伝 統 論 か ら,よ り具 体 的 で 実 体 的,土 着 的 な も の を見 直

し,と り込 も う とす る点 で 重 要 な視 点 で あ る。 ま た最 近 で は 大 江 宏 の 「混 在 文

明」 と い う説 も興 味 深 い 。 その 他,黒 川紀 章 の 「グ レ ー の文 化 」 等 々,限 りが

な い。

戦 前 か ら戦 後 に か けて の 日本 的 な も の に 対 す る関 心 は様 々 の 目的 で 向 け られ,

ま た そ の アプ ロ ー チ の 仕 方 も 多様 で あ る。 ギ ー デ ィオ ンが 「過 去 へ の異 る接 近 」

と呼 ん だ もの は真 に 「両 刀の 剣 」 で あ る とい え る だ ろ う。 この よ うな 関 心 と近

代建 築 の関 係 は十 分 考 察 され て きた と は い え な い。 そ の一 つ が 明 治 末 か ら戦 前
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ま で の流 れ で あ るが,見 逃 して は な らな い の は 近 代 建 築 を支 えて きた基 盤 と し

て の一 般 大 衆 の関 心 で あ る。 例 え ば帝 冠 様 式 は磯 崎 新 も指 摘 す る よ うに,大 衆

うけ す る もの で あ っ た か ら こ そ,「 通 俗 的 な方 法 論 が キ ッチ ュ … … を手 が が り

に ナ シ ョナ リズ ム の 表 現 に持 ち込 む 」ことが で きた の で ある。近代 主 義 建 築 は社 会

との つ な が りを強 調 し な が ら一 方 で 自律 的 で純 粋 な もの を求 め る と い う背 反 が

あ っ た。 今 日,大 衆 の 好 み を含 め,よ り包 括 的 な建 築 が 求 め られ て い る。 そ の

意 味 で次 の 井 出健 の示 唆 は重 要 で あ る。 す なわ ち,「 帝 冠 様 式 をい か に攻 撃 対

『象 と定 め よ うと も
… … 帝 冠 様 式 を成 立 させ

,支 持 した底 流 は現 前 して い た は ず

で あ る。 … …(そ れ は)現 在 に至 る 日本 近 代 の底 に,深 く,長 々 と,横 た わ っ

て い た」 と。 本稿 で は 不 十 分 な が らその 解 明 の た め の基 礎 的 な 方 向 づ け が で き

た と考 え て い る。

以 上 の 考 察 は,前2稿 の 連 続 的 な展 開 上 に あ るが,戦 後 を考 察 に取 り込 も う

と し た た め,言 及 で きな か っ た こ とが幾 つ か あ る。 一 つ は住 宅 の 問題 で あ る。

も う一 つ は分 離 派 の 前 衛 的 活 動 か ら原 理 探 究 へ の方 向転 換 につ い て で あ る。 ま

た,稿 を改 め て 考察 して み た い と考 えて い る。 写 真 につ い では ,前2稿 に か な

り掲 げ た の で参 照 し て い た だ きた い。
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