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(海外報告)

中 国 の 「現代 化 」 とデザ イ ンー 閧越 道 中所 見一

向 井 正 也

今 年5月 は じめ,ち ょっ とユ ニ ー クな訪 中 団 に加 わ って,は じめ て福 建 省 を

訪 れ,そ の 三都,廈 門,泉 州,福 州 を視 察 す る こ とが 出 来 た 。 そ の全 行 程 は,

起 点 が広 州 で 終 点 が 上 海,往 き は大 阪 か ら空 路 を香 港経 由,帰 りは上 海 か ら

「鑑 真 」 で神 戸へ の48時 間 の船 旅 で あ っ た 。

この 訪 中の 企 画 と推 進 の 中心 は神 戸 大 学OBで 元 天 津 大学 建 築 学 部 講 師 の石

東 直 子 女 史 で,団 員 の構 成 は,団 長 が 京都 大学 の西 山卯 三 名誉 教 授,副 が 同 じ

く三 村 浩 史教 授 の他 は 少数 の例 外 を除 い て,ほ とん どが 神 戸 大学 関係 の建 築 専

攻 の人 た ちで あ った 。

こ の 旅 行 団 の 名 称 は,最 初 は 「西 山 先 生 と の 中 国 の 旅 」 だ っ たが,の ち に

「中国 南 海 沿岸 の 民居 ・城 市 の散 策 」 と,ち ょっ ぴ り中国風 の よび名 に更 め ら

れ た。 旅 の 終 りに上 海 で の 同済 大 学 へ の 公 式 訪 問 が 日程 に組 み こ まれ て い た他

は,全 くこの 名 称 の とお りの気 楽 な物 見 遊 山 の,そ れ に場 所 柄,し ば しば強 烈

な グ ル メ の楽 しみ を も加 え た,10人 そ こそ この小 人数 に よ る結構 な道 中 だ っ た

が,一 面 で は もと よ り,人 そ れ ぞれ の プ ロフ ェ ッシ ョナ ル な意 図 を もふ くむ研

修 の旅 で もあ った 。

こ の意 味 で は,私 に と って今 度 の旅 の 目的 は,基 本 的 に は近 年 に な って,鄰

小 平 の指 導 の 下 に,ブ ル ジ ョア 的 自 由化 路 線 を歩 ん で来 た 中国 が,建 築 を 中核

とす る生 活 文 化 一 般 の 上 で どの よ うな変 化 を示 して 来 て い るか を この 目で検 証

し,か つ 資 料 を蒐 集 す る こ とで あ っ た。

私 の 訪 中 は今 度 が3度 目で,最 初 は1966年 秋,「 訪 中兵 庫 学 術 代 表 団」 の一

員 と して約1ヶ 月 問,ほ と ん ど中原 の地 に限 って,各 地 を視 察 した もの だ が,
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時 あ た か も文 化 大 革 命 の ま った だ 中 で,日 米 を敵 と し,さ らに は ソ連 と も袂 を

分 か っ た臨 戦 体 制 に も近 い 非常 時態 の下 で,建 築 を は じめ とす る 中国 の 生 活 文

化 は全 般 と して きわ めて シ ビ アな状 況 下 に置 か れ て い た。 そ の後20年 の 現 在 の

中 国 か ら見 れ ば ま さ に隔 世 の 感 が あ る。 当 時 は時 々街 角 で,女 子 を も含 む 「民

兵」 の一 団 が,隊 伍 を組 み 銃 をかつ いで 行 進 して い るの に ぶつ か り,あ た ら花

のつ ぼ み を と,工 人 服 に身 を固 め た少 女 た ち を愍 れ に思 っ た ものだ が,い まや

中 国 は,日 本 で まで フ ァ ッシ ョン ・シ ョウ を行 う とい っ た程 の 変 りよ うで あ る。

こ う した 中国 の 文 化 の 近代 化 ・自由化 は建 築 ・デザ イ ンの面 で も,も と よ り

現 象的 に も急 激 な変 化 を生 み,そ れが 数 々の 問 題 点 をふ くむ もの で あ る事 は,

も とよ り行 く前 か らあ る 程度 は わ か って い た が,実 地 でそ れ に 目の 当 り接 す る

こ とで,は っ き り した形 で の 関心 事 とは な っ た。 厂果 して こん なや り方 で い い

もの だ ろ うか 」 とい うの が そ の結 論 的 な私 の 感想 で あ る。

文 化 大 革 命 当 時 の 中 国 の建 築 創 造 に関 す る党 の 方針 と して よ く引 き合 い に 出

さ れた ス ロ ー ガ ンに 「功 用,経 済,在 可 能 条 件下 注 意 美 観 」 が あ っ たが,80年

代 以 降,21世 紀 まで に 「4つ の 現 代 化 」 の達 成 を め ざす経 済 政 策 の 大 転 換 に

よ って,い まや上 記 ス ロ ー ガ ンの 中で の ペ ンデ ィ ングの 部 分 は全 面 的 に解 除 さ

れ た わ け で あ って,そ こ か ら私 が,上 述 の よ うに,い まな お こだ わ りつ"け て

い る中 国 の デザ イ ンの質 の問 題 が 結 果 的 に生 じて くる と思 わ れ る。

こ こで早 急 な判 断 は禁 物 で,か つ そ れ を論 ず る場 で もな い の で,他 の機 会 を

ま ちた いが,と もか く,そ う した 意 味 で 私が かね て期 待 して い た研 修 の 目標 の

一 つ が ,ま ず 旅 の 出発 点 で あ えな く崩 れ去 っ たの は何 と も残 念 だ っ た。 前 記 経

済 政策 の一 環 で1980年 に決 定 され た 「経 済 特 別 区」 の 中 で,最 初 で 最 大 の 規 模

を誇 る深f)IIの視 察 が,す さ ま じい ス コ ー ル の おか げで 水 に流 れ て しま っ たの で

あ る。

そ れ で も,わ れ われ は今 一 つ の経 済特 別 区 で あ る廈 門,さ らに,同 じ開 放 政

策 に よ って1984年 に 「経 済技 術 開発 区」 に な った ばか りの広 州 と上 海 を,そ れ
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そ れ旅 の は じめ と終 りに十 分視 察す る こ とが 出来 たの で あ ったが,こ う した 特

別 の 開放 地 域 で は,目 下 建 設 中 の廈 門 の新 しい街 区 に典 型 的 に見 られ る よ う に,

や が て外 国資 本 との合 弁 企 業 の 建設 で,ア メ リカ や 日本 な ど異 国 の建 築 家 の設

計 に よる モ ダ ニ ズ ム の建 築 が,さ ま ざ まな意 匠 を凝 ら し,そ れ らに交 っ て 中 国

系 が,あ と を追 うか た ちで,雑 多 な ス タ イル の ビルが 雨 後 の 筍 の よ うに乱 立 す

る もの と思 わ れ る 。

そ う した様 式 の カ ク テ ル に よ る カ オス も さ る事 なが ら,一 体 中国 の 人 た ち は

イデ オ ロギ ー と建 築様 式 の 問題 点 を ど う考 えて い るの か と不 思 議 に思 った 。

新 しい 体 制 に見 合 った 建 築様 式 が そ う たや す く生 れ得 な い こ とは わか るが,

いか に 「自 由化 」 と はい え ど う して こ う も無 批 判 か つ 無制 約 に ブ ル ジ ョア ジ ー

の様 式 を 自在 に う け入 れ た り模 倣 した りす る こ とが 出 来 るの で あ ろ うか 。

ど うや ら中国 人 は,民 族 性 と して,元 来 そ う した こ と に は全 く無 頓 着 な よ う

で,21世 紀 まで に達 成 しよ う と意気 ご む 「4つ の現 代 化 」 なる社 会 経 済 の大 変

革 の前 に は,と る に足 らぬ些 細 な問 題 だ と考 え て い る ら し く,そ う した事 実 は,

最 後 に 同済 大学 の建 築 都 市 計 画 学 院 を訪 問 す る こ とに よ っ て,一 そ う明 白に 裏

づ け られ る こ とに な った 。

中 国 の建 築 設 計 の教 育 が,技 術 的 に は もと よ り,デ ザ イ ン面 で も,も っ ぱ ら

日本 や ア メ リカ な ど 「先 進 国」 の あ と を追 う よ う に な った の は,や は り 「4つ

の 現 代 化 」 が 動 き出す80年 代 以 降 の こ と と見 られ るが,他 は知 らず,少 く と も

そ の デザ イ ン教 育 の実 態 を見 る限 り,前 記 の基 本 線 の 問 題 と と もに,性 急 な あ

ま り,ど うや ら行 き過 ぎが 目立 つ よ うに思 わ れ る。

1981年 当 時建 築 学 会 々長 だ った 芦 原義 信 は,北 京 の清 華 大 学 で講 演 した 際,

全 国各 地 か ら来 た教 授 た ち の 中か ら 「ポ ス トモ ダ ン をど う思 うか 」 と質 問 され

て 仰 天 した とのべ て い る が,(建 築 雑 誌'85-11月)そ う した行 き過 ぎ の傾 向 は,

そ の 後 ます ます エ ス カ レー トしつ ・あ る こ とが 今 度 の訪 問 で痛 感 せ られ た 。

早 い話 同 済 大 学 で い た だ い た 同学 出 版 の建 築 雑 誌 「時 代 建 築 」('87-1月)
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や,た また ま上 海 で 見つ け た 建 築 叢 書 の 中,イ ン テ リア関 係 の 「室 内 環境 興

気 雰 的創 造 」 な どを見 て も,モ ダニ ズ ム の線 を と び こ えて,ポ ス トモ ダ ンに迫

り,一 気 に後 れ を取 りも どそ う とす る か の よ う な性 急 さや背 の びの 実 態 が あ り

あ り とうか が わ れ る。

とこ ろで 今 度 の 旅 の 目的 の 中 で,今 一 方 の 「民居 」 の散 策 は,「 城 市 」 の そ

れ の よ うに は行 か ず,ほ とん どク ルマ に よ る通過 程度 に止 ま った が,こ れ は 上

記 の 性 急 な 近 代化 とは きわ め て対 照 的 な共存 す る 中 国 の プ リ ミテ ィブ な 文化 的

側 面 を垣 間 見 られ た点 で きわ め て有 効 で あ った。

福 建 省 は古 来 か ら 「閾越 」 と呼 ばれ た 辺境 地帯 で,遠 く紀元 前,秦 始 皇帝 は

こ こ に 「閲 中郡 」 を置 い た と い わ れ るが,こ の地 の 原住 民,「 越 人」 と は浙 江

省 を北 限 と して,南 は広 東 省 か らベ トナ ム に及 ぶ 広 大 な 分 布範 囲 を もつ 非 漢 族

の異 民 族 で,文 明 圏の 「中原 」 か らす れ ば,あ た か も古代 ロー マ人 に とって の

フ ラ ンク 人 や ゴ ー ト人 に当 る 蕃 族 に他 な らなか った 。 そ して今 度 ,民 居 地 帯

で わ れ わ れ は そ う した事 が 現代 中 国 に もな お あて は ま る と思 わ れ る よ う な情 景

に接 して 驚 い た の で あ る。 一 た び 城 市 の外 に 出 る や,そ こ に は も う タイ ム ス

リ ップ さ なが らの,プ リ ミテ ィブ な野 性 味 の 色 濃 く残 る 「閾越 」 地 帯 で あ った 。

そ こで 私 た ち の 目 を と ら えた もの は,細 く短 冊 形 に切 られ た石 材 を,垂 直 材'

(柱)と 水 平 材(梁)と の組 合 せ に よ る 楯 式 構 造 に よ っ て今 な お石 造 民 居 を

新 築 しつ つ あ る原 住 民 の 姿 で あ った。

彼 らは この 楜式 に よ って 〈野 越 え 山越 え〉 の 水 道橋,さ らに は大 河 に架 か る

石橋 まで も造 って い た の で あ る。

泉 州市 外 の 落 陽橋 や,福 州 市 の萬 寿橋 な ど,そ の いか な る橋 梁 美学 と も無縁

の,粗 雑 で ぶ ざ まな姿 に よ っ て,中 国 の 一 つ の土 着 部 族 の 外 貌 を今 に伝 え る も

の で あ ろ う。 そ れ は古 来 中 国 が 世 界 に誇 って 来 た美 しい 中原 の石 造 霜 チ橋 と,

あ ま りに も きわ立 っ た対 照 を示 す もの で,こ こに お け る対 照 とは文 化 的 な対 照
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に他 な らな い。 こ う した例 に徴 して考 え て も,一 般 に現 代 化 の 将 来 に お け る 中

国 の デ ザ イ ン もま た,そ の伝 統 と して の文 化 的 な両 極 併 存 の 相 を,今 後 もな お

依 然 と して長 くもちつ づ け るの で は ない か と思 う。

ぶざまな 「閏」の楯式石橋

(上)安平橋(12世紀,泉 州)
「是中国古代花崗岩梁式長橋」

と案内にある。施工技術がきわ

めて拙劣でもある。

美 しい 「中原」のアーチ橋

(中)十七孔橋(北 京 ・頤和園)

(下)蘆溝橋(13世 紀,北 京近郊)
13の アーチからなる壮大な橋,

アルコポーロがその美 を賞 した

ので有名。
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