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圈
黒川紀章 著

「建 築 論 」 一 日本的空間へ一

鹿 島 出 版 会 刊,1982年4月(初 版)

建 築家 黒 川 紀 章 が,こ の 十年 ほ どの 間 に発 表 した論 文 を,発 表 の年 に は関 係 な く三部 に

ま とめ た もので,第 一 部 ・近代 主 義 の超 克,第 二 部 ・中 間領 域 論,第 三 部 ・日本 文化 と現

代 建 築 の接 点,と な っ て い る。 各 章 の タイ トルは初 出 論 文 の タ イ トル の ま まで,「 建 築論 」

と銘 うっ て いて も,こ れは それ ほ ど渾然 と ま と まっ た もの では な く,む しろ論 文集 とい え

る もの だ ろ う。

も っ とも 「建 築論 」 と い って も いろ い ろ あ り,哲 学 者 や美 学 者 によ る ア カデ ミックな も

の や,作 家 の 文学 作 品 や 芸術 家 の エ ッセ イ な ど多岐 に わた るが ,な か で も こ う した建 築家

自身 によ る建 築 論 が圧倒 的 な数 に上 る もの と思 わ れ る。 とこ ろで,建 築 家 の な か には往 々

に して ペ ダ ンテ ィ ック な哲学 者 ぶ りが み られ,本 業 まが い の晦渋 な論 文 や エ ッセ イ を商 業

誌 上 に発 表 して 大方 の ヒ ン シュ ク を買 う場 合 が 多 く見 られ るが,本 書 の 「建 築論 」 は そ う

した もの と は劃 然 と区 別 され た,達 意の 文 体 に支 え られ た明快 な論 旨 が一 貫 して い る点 を

まず 評価 したい 。

これ は一 つ には著 者 が,建 築 の 「実作 者 」 と して,こ う した 思索 を た えず現 実 の創 作 方

法 との密 接 不 可 分 の関連 の上 で お しすす めて 来 た こ とに よ る と ころ が 多 く,そ の点 同 じ く

メ タボ リズ ムの 同人 な が ら,先 に本欄 で と りあ げ た(デ ザ イ ン理 論18)「 評論 家 」 川添 登

の 「デザ イ ン論」 な ど とは 全 く対蹠 的 と い えよ う。

だ が彼 の こ う した理 論 と実 践 の む す びつ きは,単 に建 築 家 や 都市 計 画 家 と しての創 造 活

動 にの み関 わ るだ け では ない。 建 築 をは る かに超 えた よ り広 い デ ザ イ ンの 全領 域 にお い て,

い うな れば 日本 の生 活 文 化 の問 題 と して,よ り広 い展望 の上 で 世 界 に訴 えか け よ うとす る,

何 らかの 文 化 運動 の実践 に結 びつ い て い る点 が注 目 され る。 この こと は,彼 が1960年 東 京

の世 界 デザ イ ン会議 に若冠20才 半 ば でパ ネ リス トと して登 場 して以 来 今 日迄一 貫 して精 カ
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的 に展 開 され て来 た こ とは 見 の がせ な い が,特 に近 年 に な っ て,よ り一 層本 格 的 な もの と

して,そ の活 動 の 巾 と厚 さ を加 えた ことは,1979年 アス ペ ンの国際 デザ イ ン会議 の 議 長 と

して,さ らには1980年 横 浜 の 第一 回 日本文 化 デザ イ ン会議 の議 長 と しての 彼 の活 躍 に端 的

に示 され よ う。

本 書 の な かで も,そ れ らは,そ れ ぞれ 「グ レー の 文化 」 及 び 「共 生時 代 」 の2章 に収 録

され て い るが,そ の飽 同 じ く本書 の な かで 印 され て い る彼 の こ う した運 動 の記録 と して は,

1981年 オ ッ クス フ ォー ド大 学 で の講 演,「 江 戸 と現 代」,1982年 英 国 の ア ポ ロ誌 へ の寄 稿

「江戸 建 築 再評 価 」 で ,こ れ らは後 述 す る21世 紀 に向 け ての 著 者 の現 代建 築 の パ ラ ダイ ム

づ く りへ の壮 大 な抱 負 が こ め られ て い る と見 られ る もの で あ る。 な お こ うした こ とで 見 の

が し得 な いの は,何 よ り もNHK解 説委 員 と して の黒 川 の文 化 啓蒙 活 動 で あろ う。

と ころ で,こ う した彼 の創 造 な らび に文 化 活動 の基底 に,終 始 一貫 して彼 を駆 り立 てて

や ま ない 問題 意識 が あ る。彼 は そ れ を 「両義 性,多 義性 とい う芸 術 の質,曖 昧性,中 間 領

域 性 とい う建 築空 間 の質 の 問題 と して私 の興 味 の 中心 を形 成 す るもの」 と のべ て い る の だ

が,両 義性(ambivalent)と は,ど っ ちつ かず の 曖 昧 さ と い う点 で 何 よ りも建 築空 間 に関

して彼 が しば しば 作 品 の上 で 試 み た軒 下 空 間(例:福 崗 銀 行 本 店)な ど,い わ ゆ る 「中 間領

域 性 」の 問題 にか か わ る もの で あ り,多義 性(multivalent)と は,一 般}こ多様 で 多元 的 な文

化 の価 値 基 準 を容 認 す る線 で,デ ザ イ ン上 の い わ ゆ る他 領 域 言 語 の共 存,併 置,混 成 に よ

る新 時代 の建 築 のパ ラ ダ イムの構 築 を目 ざす もの で,著 者 は こ れ を 「共 生 の思 想 」 と呼 ん

で い るが,第 一 回 日本 文 化 デザ イ ン会議 の中 心 テ ーマ も彼 の こ の思想 に基 く もの で,著 者

は この 会議 で 「共 生 の時 代 へ」 と題 した基 調 講演 を行 っ てい る。(日本 文化 デ ザ イ ン会 議 編

「共 生 の 時代 」 講 談社,1981参 照)

こ う した 問題 意 識 は,一 般 に二 元論 的 で エ ク ス クル ー シ ヴ な ピュー リズ ムの 立場 に 立 っ

機 能主 義 に対立 す る,マ ニエ リ スム ・バ ロ ッ クの線 で,思 想 的 には ロバ ー ト ・ヴェ ンチ ュ

ー リ を筆 頭 とす る,い わゆ るポ ス ト ・モ ダニ ズ ム の線 につ らな る反 ・モ ダニ ズ ムの 姿 勢 を

示 す もの とい え るが,著 者 は こ うした傾 向 を,彼 な りに 「利 休 ねず み の思 想」 と名 づ け,

そ の文化 を 「グ レーの 文 化」 とよぶ こ とで これ を 日本 の 文化 全般 に通 ず る特 質 だ と考 え る

の で あ る。

本 書 を通読 す る な らば,読 者 は まず 何 よ り,全 巻 をと お して 上記 の 両義 性,多 義 性,共

生,中 間領 域 等 々,要 す る に 「グ レーの 文化 」 に関連 す る用 語 の過 度 の頻 発 に お どろ か れ

るだ ろ う。 だ が本 書 は要 す る と ころ,全 体 と して黒 川 の 第二 の 「グ レー文化 論 」(彼 には

既 に 「グ レー の 文化 」 な る著 書 が あ る)に す ぎな いの で あ っ て,よ くも ま あ手 を替 え品 を

替 えて,「 利休 ね ず み」 的思 考 をめ ぐ る論 究 をお しす す め た もの だ と感 心 す る。 何 時 だ っ
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た かNHKの 「こ らむ」 で も この 「グ レー文 化 論」 を一席 や って い た の を見 た こ とが あ る

が,と もか く終 始 一 貫徹 底 して,堂 々 と自信 にみ ちた語 り口 で,か な りの説 得 力 が あ る も

の と思 われ る。

それ に して もか っての メ タボ リス ト黒 川 が,一 体何 故,い つ頃 か ら こん な新 思 想 に鞍 替

えす るよ うに なっ た の か と,当 初 は その 変 り身 の速 さに驚 か され た もの だ 。彼 に い わせ る

と,こ う した問題 意識 は昨 日今 日の もの で は な く,そ の ル ー ツは彼 の 建 築 家的 経 歴 の 最初

期,約20年 程 前 に さか上 る とい う。 が,そ れが は っ きり とグ レー思 想 と して顕 在 化 す るの

は後 半 の10年 間 で あ るこ と を自 か ら認 め て い る。 この 期 間 はす な わ ち,本 書 の 内容 の す べ

て を包合 す るもの だが,私 は ど うや ら この変 身,或 は転 向 の直 接 的動 因 は,前 記後 半 の10

年 間 の は じめ の時 点 で の オ イ ル ・シ ョッ クに よ る わが経 済 の大 変 動,高 度 成 長 か ら低 成 長

へ の 移向 に よ る もので,間 接 的 には彼 の 国 際場 裡 で の入,作 品,著 書 な ど をと お して の さ

ま ざ まな思 想 的 交流 に あ った と見 て い る。'

世 界 を股 に,た えず新 しい情 報 に入 一 倍 敏感 な ア ンテ ナ を もつ人 間 と して,建 築 世 界 を

め ぐる新 しい動 向 を,つ ね に新 しい思 考 の糧 と して来 た彼 と して,そ の 建築 家 と して の 出

発 の当 初,60年 代 の は じめ頃 か ら既 に ジェー ン ・ジ ェ コブ ス女 史 の思 想 と接 触(彼 は ジェ

コブ ス著 「ア メ リカ大 都市 の 死 と生」SD,1977の 訳 者 で もあ る),近 年 で は 自 らも い う

よ うに,ス ー ザ ン ・ソ ン タグ女 史 との 出合 い に よ る,そ の反 ・モ ダニ ズ ム的 な 「キ ャ ンプ

感 覚」 へ の 開 眼,あ る いは ポ ス ト ・モ ダニ ズ ムの 名 づ け親 イ ギ リス の建 築 評 論家 チ ャー

ル ス ・ジ ェ ン クス との,自 作 を介 しての 接触 な らび にそ の著書 の翻 訳(「 現 代 建 築 講義 」彰

国 社 刊,1976)な どグ レーへ の洗脳 の要 因 と見 な し うる材 料 には こ と欠 か な い こ とが わ か

る。

こ うして著 者 は,消 費 文 明華 か な り し60年 代 の 高度 成 長下 に あっ て,一 方 で はヘ リ ック

ス計 画 な ど とい う未 来学 派 的 な巨大 都 市 開発 計 画 を提 案 しな が ら も,同 時 点 で併 行 的 に,

これ とは 全 くウ ラハ ラな,下 町 の保 存 と再 生 策 を盛 りこ んだ,彼 の い わ ゆ る 「漢 方 療 法 的」

都 市再 開 発 計 画 を提 案 した りな ど して い る。(黒 川著 「行 動建 策 論」一 メ タボ リズ ムの 美 学,

彰 国社 刊,1967)こ の こ とで わ かる よ うに,彼 自身 その人 間像 に おい て既 に両 義的 なの で

あ る。 つ ま りグ レー人 間,灰 色 建 築家 なの で あ る。 その点 同 じ くメ タボ リズ ムの 同人 な が

ら,い まだ に60年 代 に唱 えた海 上 都市 の計 画 や取 替 え計 画 を金科 玉 條 の よ うに く りか え し

て い る菊竹 清 訓 の 生一 本 さ とは好 対 照 で あ ろ う。少 く とも建 築 思想 的 には黒 川 の方 が は る

か に 「代謝 的 」 で あ るの も面 白 い。

か くて菊竹 は,建 築 の デザ イ ン面 で も,い つ しか,何 とな く時代 に と り残 され た観 が あ

り,作 品 的 に も沈 滞 の 色 お お いが た い よ うだ が,黒 川 は ま さに これ とは反 対 に,私 の いつ
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かの黒 川 評 で の 多少 オーバ ー な表 現 に よれ ば 「天 馬空 を征 く」 よ うな成 果 を,作 品g評 価

を もふ くめて あ げつ つ あ るか に思 わ れ る。 その 黒 川評 に おい て私 は,彼 の こ と を,或 は晩

成 型 の大 器 で あ る か も しれ な い とのべ た の だ が,今 で も その 考 えに変 りは な い。

今年 で20年 に な る とい う彼 の建 築 家 と しての 創 造活 動 に関 して,私 と して は 前半 の メ タ

ボ リズ ム時 代 の作 品 は評 価 の 対 象 の外 に しか な い。彼 の作 品 が ど うや らモ ノ にな りそ うに

思 われ,或 は作 家 と して大 成 を期 し うるの では と思 わ れ るよ うに な るの は,彼 が本 書 に示'

され る一 連 の グ レー論 を唱 えは じめ る よ うに な って か らだ と思 う。 そ れ以後 建 築 家 と して

の彼 の名 声 が内 外 で急 速 に高 ま り,そ の 国際 的 な創 造 活 動 の振 巾の度 が ます ます激 しさ を

加 える と とも に,彼 は,い まや師 の丹 下健 三 をの ぞ けば,わ が国 で は ま こ とに稀 有 の 「名

士建 築 家」"celebrityarchitect"と して,ス ーパ ー ス ター の地 位 を築 くにい た るの で あ

る。

ちなみ に彼 の 名 は,い ま海外 で はKISHOと 呼 ば れ,本 人 も それ で な っ と く して,国 内

で も自 か らそ う呼 ん で い るよ うだ が,前 述 の経 歴 の前 半 にお い ては そ うで な くノ リ アキ と

自称 して い た こ とは,彼 の この期 の著 作 で あ る 「ホモ ・モ ーベ ンス」(中 公新 書,1969年

初 版)を 見 て も明 らか で あ る。 こ うした点 に も彼 の70年 代以 降 の 変身 の 一端 が うかが われ

るよ うだ 。

彼 が未 だ に面 識 の な い私 に その 著作 を送 って くれ る よ うに な るの もや は りKISHOへ の

変身,グ レー 文化 へ の 傾倒 と時 を同 じ くす るよ うに記憶 す る。 その た び毎 に私 は,貴 兄 と

同 じ方 向 のマ ニ エ リス ムの建 築 論 的研 究 をや っ て お り ます が,な か な か思 うに まか せ ず,

とか何 とか,同 学,同 好 の 士へ の 親 しみ を こめ て礼状 を出 した もの だ が,彼 の グ レー 文化

論 には あ る点 で は共 鳴 し うる もの の,必 ず し もそ うとば か りは い えな い とこ ろ もあ る。

彼 は そ れ こそ が グレー 人 間の グ レー人 間 た るユ エ ンで あ ろ うが,そ の マ ニエ リス ム ・バ

ロ ックの線 か ら予想 され るよ うな,い わ ゆ るポ ス ト ・モ ダ ン派 で は な い こと は,彼 が これ

ら 「前衛 的 建築 家 」 に か な り批 判 的 で あ る こ とか ら もわ か る し,一 方 で モ ダ ニ ズム の超 克

を叫 び な が ら,モ ダニ ズ ム を捨 て 切 っ て い ない グ レー 人 間ぶ りが 本書 で もあ りあ り と示 さ

れ てい る。

最 初 の点 につ い て,彼 はポ ス ト・モ ダ ン派 の代 表 的 作家 で あ るオ ース トラリ アの 建 築家 ハ

ンス ・ホ ラ イ ンの 「建 築 は 大衆 の た め に存 在 す るの で は な く,建 築家 自身の ため に ,あ る

い はエ リー トの た め に存 す る。 建 築 は機 能 あ る いは 用 に奉 仕 す るこ とは ない」 との芸 術 至

上 主 義的 ・反社 会 的 な態 度 に きわめ て批 判 的 で,そ の 「人 間 精神 の内 奥 に向 か って行 く危

険 を,自 己解体,デ カ ダ ンスの 道」 だ と いい,彼 自身 と して,「 内 に向 うの では な い,曖

昧 で 凡庸 な道 」 を提 唱 して い る し(P90)ま た 「マニ エ リス ム とか コ ンセ プ チ ュア ル な建
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築 とい った 手 法 や概 念 操作 に頼 り,自 か らの芸 術 的 な閉鎖 世 界 へ突 進 す る 「前衛 」 とか新

しい道 と称 す る建 築 の 大衆 離 れ,社 会 離 れ」 を批 判 す る(P79)か た わ ら,「 私 は機 能 主

義 が無 効 に なっ た と い って い るの で は な い」 と して,モ ダ ニ ズム の排 除性exclusiveness

に よっ て欠 落 した中 間領 域 性 や曖昧 性 を拾 い あ げ る「落穂 拾 いの 作業 」が今後 わ れ われ に課

せ られ た任 務 で あ る な ど とい う(P140)あ た りに.彼 の モ ダニ ズ ム とポ ス ト ・モ ダニ ズ ム

の 中 間 を行 く グ レーの 思 想 を見 出 し うるだ ろ う。 この あ た りに も,京 大 で は 西 山夘 三 門下

に席 をお くと とも に,大 学院 は東 大 の丹 下健 三 に師 事 す る,な ど とい うグ レー人 間 黒川 あ

ハ イブ リッ ド性 が うかが われ る とい うもの だ が,そ れは また,彼 の建 築 設 計 業務 その他 に

関 す る,よ ろず エ ス タ ブ リ ッ シュ メ ン トの寵 児 と しての秘 密 が か く されて い るや に思 わ れ

る。

彼 の海 外 で の設 計 活 動 は つ い に社会 主 義 圏 にま で も及 び,1979年 まで にブ ル ガ リアで ホ

テ ル ・ヴ ィ トー シャ ・ニ ュー オー タニ の設 計管 理 に たず さわ った が,そ の こ け ら落 しのパ

ーテ ィの席 上
,ジ ュ コ フ大統 領 の 「あ なた の 国 は資 本 主義 社 会 だ が,私 の 国 は社 会 主義 社

会 だ 。 あ なた の 国 は古 い伝 統 をもっ て い る。私 の国 も古 い伝 統 を もっ て い る。 しか し 日本

も ブル ガ リ ア も別 々 には 生 き られ ない。 あ なた の作 品 は そ の輝 か しい証拠 とな る だ ろ う」

との べ た こ とば に 「生 き る喜 び と建 築 家 で あ る誇 りを感 じ ざる を得 な か った」 と い う黒 川

は,「 世 界 は私 に と って ます ます重 い もの にな っ て い る」 と しめ く くる あた りに世 界的 建

築 家 と しての 自負 と抱 負 の ほ どが しの ばれ るが,こ うした 「勝 利」 に も また彼 の提 唱 す る

共 生 の思 想 が 現実 に生 きて い る との確 信 を一 そ う強 め る こと に なっ た と見 られ よ う。 い ま

や 世 界 の建 築 界 は その 創 造 の核 とな る 中心 の 問題 が失 わ れ,混 迷 した状 況 にあ る と考 える

著 者 は,「70年 代 に入 って,西 欧 諸 国,東 欧 ア フ リカ,中 近 東 な どで仕 事 をす る機 会 がふ

え るに つれ て,現 代 建 築 の 国際 性 につ いて の再 考 にせ ま られ る」 と語 って い る。

こ こでの 国 際性 と は,「 西欧 文化 の価 値体 系 に よ る普遍 性 を意味 す る もの で は な く」 こ

れ か らは もは や,「 よ り多 元的 な価 値 基 準 によ っ て国 際性 が語 られ,世 界 の 文化 が創 造 さ

れ る時 代 」 が1980年 を境 に してや っ て来 るの で は な いか とい い,「 そ こで は イ ス ラム文 化

圏,ア フ リ カ文化 圏,ア ジア文 化圏,中 南 米 文化 圏,東 欧 文 化 圏 とい った,そ れ ぞれ の文

化 圏 が独 自の 文化 的 価 値体 系 を主張 す る時 代」 だ と しな が らも,そ う した各 々の 文化 圏 で

の 新 しい文 化 の創 造 は,「 決 して エ クス クル ー シ ヴ な伝 統 主 義 や民 族 主 義 に よ る もの で は

な く,多 元 的 で 多様 な文化 的 価 値体 系 の衝 突,共 存 融 合,変 換 を通 して実現 され る」 もの

だ とのべ る と ころ に,あ い か わ らず持 論 の グ レー文 化 論 が と び出 して来 るの だ が,そ う し

た 「グ レー の 文化 と して の 日本 文化 」 の 特 質 を彼 自身 の作 品 を創 る上 で の発 想 の 原 点 と考

え,日 本 文 化 の コ ンテ クス トに よっ て,お そ ら くは国 際 的 な壮 大 な舞台 で 現代 建 築 の再 構 築
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を考 えよ うとす るあた りに,こ の 「大 人の建 築 家 」 に か く された意 外 にあ ま い ロマ ンチ ッ

クな側 面 をか い ま見 る よ うに思 う。

それ に して も著 者 が,理 論 と実践 と をお どろ くほ ど ダイ レ ク トに結 びつ け る離 れ わ ざ を

現 実 に何 回 とな くや って の け る実 力 を もつ 黒 川紀 章 で あっ てみ れ ば,こ う した甘 い 発 想 か

ら思 い も かけ ぬ 成果 が生 れ る こ と もあ な が ち夢 で は な い とも考 え られ る。 刮 目 して待 つ こ

とに しよ うで は ない か。

(向 井 正 也)
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