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ブル ー ノ ・タウ トの"釣 合 い"に つ い て

小関 利紀也

1.序 論

「建 築 は 釣 合 い の 芸術 で あ る」 と して ブ ル ー ノ ・タ ウ ト(B
runoTaut1880

-1938)が"釣 合 い"論 を本 格 的 に展 開 して"建 築 に 関 す る省 察"を 脱 稿 し

た の は,3年 半 にわ た る滞 在 の 後 日本 を去 る こ とに な る1936年 の こ とで あ っ た。

けれ ど も この"釣 合 い"の 考 え方 は,も と も とタ ウ トが ドイッ に あ っ た 当時 か

ら発 想 され た もの で,そ れ につ い て 語 っ た の も"建 築 に関 す る省 察"が 最 初 と

い うわ け の もの で もな い。

来 日 して早 々 タウ トは,1933年 の 著作"ニ ッポ ン"の 序 文 に お い て,若 き 日

の20才 当 時,古 い様 式 のデ ザ イ ンが 新 しい技 術 時 代 に そ ぐわ な くな った た め ,

日本 の芸 術 に触 発 さ れ て建 築 の"釣 合 い"に 適 用 し得 る法 則,形 の 明 快 な"釣

2)
合 い"を 自然 の 中に 求 め た こ とを述 べ て い る 。 こ こで タ ウ トは この"釣 合 い"

につ い て何 ら明 らか に して はい な い が,そ の"釣 合 い"は も と もと 日本 芸術 と

の か か わ りに お い て想 起 され た もの であ った 。

さ らに ま た前 世 紀 末 ヨ ー ロ ッパ のユ ー ゲ ン ト様 式 や,1920年 代 の 建 築 の 発展

に 寄 与 した もの と して 早 くか ら 日本 の文 化 に つ い て注 目 して い た こ と もあ っ

て,タ ウ トは来 日後,現 代 デ ザ イ ン を発 展 させ る 手 が か りを再 び 日本 文 化 に

求 め る気 持 を もつ にい た った の であ ろ う,1933年4月 の こ と,日 本 へ 向 か うシ

ベ リア鉄 道 の列 車 の中 で記 され た"私 の 日本 旅行 につ い て"に お い て次 の よ う

に い わ れ て い るの で あ る。

「一 言 で い え ば
,日 本 の芸 術 は,自 然 にお い て美 を形 成 す る単 純 な法 則 と形
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の 明快 な釣 合 い とを発 見 す る機 縁 を私 に与 えて くれ た ので あ る。 だ が 日本 の 芸

術 の歴 史的 様 式 の研 究 は,こ れ らの様 式 を ヨ ーロ ッパ で急 速 に肇展 した技 術 と

結 びつ け る こ とが 不 可 能 で あ っ た た め に,こ れ以 上 進 め る わ け に い か な か っ

4)

た 。」

こ う した経 緯 が あ った の で,タ ウ トは来 日後 日本 で 自 ら得 た 知 識 に よ って,

今 再 び 日本 の文 化 の 本 質 の,よ り一 層 普 遍 的 な理解 と解 釈 を求 め る意 図 を もつ

に い た っ た に違 いな い 。

日本 芸 術 の秘 密 に触 れ て 以 後 の1935年 に な って の こ とで あ るが,1900年 か ら

1901年 頃 の 当 時 の 時 代 思 潮 をふ りか え り,タ ウ トは次 の よ う に言 っ て い る。

「東 方 の偉 大 な文 化一 特 に 日本 が
,様 式 の 是 非 を決 定す るい わば 法 的 証 人 で

あ った。 しか しこれ は はな は だ しい誤 解 で あ った 。東 方 の芸 術 は,西 欧 の 人 び

との夢 に も知 ら ない 基 礎 を も って い る,そ れ だ か ら彼 らの とら え得 た もの は,

皮 相 に過 ぎ なか った 。 だ が,今 日 とい え ど も西 欧 で は,や は りこれ と同 じこ と

5)
を して い る ので あ る。」

当時 日本 の芸 術 に 求 め られ て い た の は,1937年 に完 成 さ れた"建 築 芸 術 論"

に よれ ば,直 接 自然 に則 りさえ す れ ば,そ の ま まそ れ は科 学 に一 致 す る とい う

6)

誤 った考 えで あ った と され て い る。

そ れ で は こ こで タ ウ トが 言 っ て い る 日本 文化 の特 質,"西 欧 の人 び とが夢 に

も気 づ か な か っ た東 方 の 芸術 の 基礎"と は一 体何 で あ った の だ ろ うか 。 そ れ を

タ ウ トは如 何 に して と らえ る こ とが で きたの だろ うか 。

2.日 本 美 の 本 質 を 求 め て

この 問題 に本 格 的 に着 手 す る き っか け は,1933年 に タウ トが 来 日 して 後2年

を も経 て,岩 波 書 店 の 要 請 を受 け"日 本 の家 屋 と生活"の 著 述 に と りか か り,

日本美 の特 質 をつ きつ め て 考 える機 会 を得 た と き に よ うや く与 え られ た。

"釣 合 い"の 問 題 は
,来 日後 相次 いで 発 表 され た"ニ ッポ ン","日 本 文 化 私

観"に あ っ て もほ と ん ど論 じ られ る こ とが なか った が,改 めて これ が 日本 建 築
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の本 質 にか か わ る もの と して意 識 され る よ うに な っ た の は,こ の"日 本 の家 屋

と生 活"の 著 述 を進 め る過 程 にお い て の こ とで あ る。 もと も と この著 作 で は,

「ラ フ カデ ィオ ・ハ ー ン とは全 く違 った見 地 か ら 日本 人 に 日本 の真 実 を示 す ご 層

7)8)
と」 そ して ま た 「日本 家 屋 の性 格 を故 国 の友 人 に伝 え」 る こ とが 意 図 され た

の で あ った 。

タ ウ トが 日本 美 の本 質 につ いて 改 め て考 え る よ う に な った の は,こ の 論 述 を

進 め て い る うち に,日 本 を知 らな い 人 に とっ て"日 本 の家 屋 と生 活"の 本 質 を

明 らか にす る こ とな しに 「事 実 が しか じかで あ る,と 書 くだ け な ら無 意 味 」 で 、

あ り,「 こ の よ う な叙 述 が 一 体 何 の役 に立 つ か 」 とい う思 い が や み難 い まで の

もの に な っ た た めで あ っ た。

こ う して 日本 美 の 本 質 を 明 らか に す る必 要 にせ ま られ て,改 あ て 浮 か び あ

が って きた の は あ の"釣 合 い"で あ っ た が,こ の 考 え に と らわ れ た タ ウ トに

と って,1935年 の7月 か ら翌 年1月 にか けて の 半 年 は 決定 的 な思 想 転換 の 時期

とな っ た。

タウ トが 日本 芸 術 の 本 質 を"釣 合 い"に 見 出 して い く過 程 は,当 時 の 几 帳 面

に記 さ れ た 日記 と,そ こ に各 章 の執 筆 の 日付 け を読 み とる こ とので きる"日 本

の家 屋 と生 活",そ して文 中 に 日付 け まで もが 明 記 され た"建 築 に 関す る省 察"

の叙 述 を た ど る こ と に よ って,か な り明確 に あ とづ け る こ とが で き るが ,こ の

年 の7月,タ ウ トは次 の よ うに記 して い る。

「私 は と りあ えず 日本 家屋 に お け る釣 合 い の 問題 だ け を明 らか に し よ う と思
っ

た。 そ うす る と今 ま で よ く判 らなか っ た り,解 釈 に苦 し ん で い た事 柄 が 大 分

は っ き り して きた 。」(7月22日 一25日)

こ こ に は"釣 合 い"を 日本 の造 形 原 理 と して と らえ よ う とす る意識 が か な り

明 確 に示 され て い る が,こ こ で の釣 合 い の叙 述 に は ま だモ デ ュ ール とい っ た考

え方 が 強 く,日 本 美 の 本 質 に か かわ る もの とい う意 識 は は っ き りとは見 られ な

レ㌔

そ の 後 にお い て も タウ トは未 だ釣 合 い の理 解 につ いて,そ れ 以上 の手 が か り
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を得 て はい ない ば か りか よ り一 層 の 困 難 を さ え感 じて い る こ とが 知 られ る。

「確 か に京 都 の 古 典芸 術 は
,私 達 に大 きな喜 び を与 え また 私 達 の 知識 を啓 発 し

て くれた 。 しか しそ れ につ け て も,私 達 が 日本文 化 につ い て 現在 も って い る知

識 だ けで は,こ れ らの 古典 的作 品 を ど う して も解 明 し得 ない こ とを,ま す ます

11)

切 実 に感 じ る よ うに な った。」(7月26日m月4日)

そ れで は"ニ ッポ ン","日 本 文 化 私観"に お い て タ ウ トが あ れ 程 自 ら発 見者

と して 誇 った,日 本 の 簡素 美,清 純,多 くの 関係 の融 通 無 礙 な結 合,円 満 具足

した全体 の 統 一 とは一 体 何 であ った の か 。

この 問 い と共 に,タ ウ トに は 日本 美 の 本 質 につ い て の理 解 の不 足 が な お 一層

明 らか な もの と して 浮 か び あが って くる。

「私 は 自分 の新 発 見 だ と 自負 してい る例 の"貧"と 日本 美 学 との 関連 が
,京 都

の円 熟 した 芸術 的創 造 に よって 間然 す る と ころ な く実 証 され て い る こ と を知 っ

た。 だが この よ うな見 解 に達 しは した もの の,日 本建 築 の 独 自性 とか か る古 典

的作 品 が傑 作 で あ る所 以 とを解 明 す る に足 る 十分 な基 礎 的 経験 と認 識 とが,私

達 に まだ まだ 欠 け て い るこ とを痛 感 しな い わ け に は いか なか った 。 …(中 略)

そ こで私 達 は重要 な 問 題 を正 面 か ら解 決 しよ う とす る企 て を しば ら く断 念 す る

12)
決 心 を して,ひ と まず 少 林 山の 洗 心 亭 へ 引揚 げ た 。」(7A26日 一8月4日)

ヨ ー ロ ッパ風 の合 理 的,体 系 的 な考 え 方 で 日本 の家 屋 と生 活 の特 質 を説 明 し

よ う とす る タ ウ トに は,沢 山の 解 釈 で きな い事 柄 が残 され て い た の で あ る。 そ

の時 に また 意 識 に の ぼ って くる の はあ の"釣 合 い"の 感 覚 で タ ウ トは,お よそ

真 に 日本 的 な もの の う ち に は,「 数字 や思 惟 の 規 則 な どで は と う て い 理解 で き

13)

な い釣 合 い の 秘 密 」 が息 づ い て い る と考 え る(7月26日m月4日)が,ま

だ この釣 合 い の秘 密 を 明 らか にす る こ とが で きな か っ た。

そ こで この 問題 を解 明す る手 が か りを求 め て 日本 家 屋 の 古代 ギ リシ ャ神 殿 建

築 との比 較 を試 み る。 け れ ど もそ の 本 質 の解 明 につ とめ れ ばつ とめ る 程,合 理

的 論 証 は 貧弱 で狭 量 な,理 解 へ の 一 歩 に しか過 ぎな い こ と を痛 感せ ざる を得 な

レ、o
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「これ まで の体 験 か ら推 して
,自 分 の解 釈 し得 る 限界 に近 づ い た よ うな気 が す

る,私 達 ヨ ー ロ ッパ 人 に は,日 本 人 に独 自の感 じ方 を こ れ以 上 究 明 す る こ とは,

14)
し ょせ ん むつ か しい の で は あ る まい か 。」(7月26日 ～8月4日)

こ う して"釣 合 い"の 考 察 に行 きづ まっ た タ ウ トに は,次 第 に焦 燥 の念 が つ

の っ て くる 。L切 が 徒 らに過 ぎ去 りゆ く,今 日 は紅 顔,明 日 は 白骨 で あ る。

私 は流 浪 を厭 う気 持 が次 第 に濃 くな って きた。 だが 今 の と ころ何 人 も私 を本 来

の 職 業 に返 して くれ る こ とはで きな い 。 と もす れ ば焦 立 ち易 い不 安 の念 を強 い

て 瀦 けね ば な らな い,だ が こね ま容易 な らぬ 努 力 だ.、(朋 衵15'

何 故 の焦 燥 か。 建 築 創 造 の 本 来 の仕 事 を奪 われ た タ ウ トに と って,今 や この

"釣合 い"の 本 質 を きわ め る こ とはせ め て も自 ら を現 代 に位 置 づ け る
,存 在 の

よ りど ころ とな る もので は なか った か。

こ う した タ ウ トの 難 局 を救 った の は,8月27日 ,高 崎 か ら止 宿 中 の伊 豆 の 上

多賀 へ 戻 る車 中手 に した カ ン ト哲 学 の解 説書 で あ った 。 タ ウ トは こ こで 突如 と

して,"釣 合 い"を どの よ うな もの と考 え た ら よい か,そ の考 え方 を学 ん だ の

で あ る。9月2日,タ ウ トは カ ン トの哲 学 か ら学 ん だ と ころ を次 の よ う に 日記

に記 してい る。

「一 体 自然 と は何 で あ るか
,そ れ は私達 の心 に構 成 され た概 念 結合 を,そ

の まま対 象 に見 立 て て 向 こ うへ 反 映 させ た もの に他 な らな い。 自然 の もつ絶 大

な力 は,要 す る に私達 の心 の思 考 形 式 に よっ て造 られ た もの なの で あ る 。 ま た

認 識 と は何 で あ るか,そ れ は私 達 の 思惟 力 で あ り,こ の力 は時 間 と空 間 を

超 出 して,自 然界 の彼 方 に こ れ と異 る諸 他 の世 界 を構 想 し,ま た最 も近 き もの

と最 も遠 き もの とを或 は合 し或 は離 す もので あ り,時 間 と空 間 と を超 え て こ の

両 者 を支 配 す る 。」

これ は カ ン ト(lmmanuelKant1724-1804)の 先 験 的認 識 哲 学 の 考 え方 で あ

るが,と りわ け 「自然 の もつ 絶 大 な る力 は,要 す る に 私 達 の心 の思 考 形 式 に

よ って 造 られ た もの」 と して い るの はカ ン トが 根 源 力 と呼 んだ もの に違 い な く,

こ こで タ ウ トは カ ン トに よって"避 け難 い先 験 的 なす りか え"と された 誤 謬 を
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おか して い る こ と は否 定 し難 い。 けれ ど も ここ で タウ トが 唯物 論 的思 考 の行 き

づ ま りを打 開 す る き っか け をつ か んだ の は確 か な こ と と思 わ れ る 。

そ れ まで 建 築 に と って 決定 的 な もの と考 えて きた技 術,構 造,機 能 は,空 間

的,時 間 的 現 象 世 界 に か か わ る もので,こ れ らは よ り高 次 の 精神 の支 配 の下 に

あ っ て こそ そ の 実 在 の 意 味 を もつ とい う考 えは こ う して確 立 され る。

こ こで タ ウ トが 現 象 世 界 の彼 方 に あ って これ を支 配す る思 惟 力 と呼 ん で い る

の は純 粋 理 性 に他 な らず,こ れ は カ ン トに よ って"純 粋 理 性 批 判"の 中 で 語 の

原 義 の意 味 で 理 念 と呼 ば れ た もの に違 い ない 。

カ ン トは次 の よ う に述 べ て い る。

「要 す る に理 念 は,経 験 の 与 え得 る対 象 に 関す る認 識 以上 に我 々の 認 識 を拡 張

す る ため の構 成 的 原 理 で はな くて,経 験 的 認 識 にお け る多 様 な もの 一 般 に体 系

的統 一 を与 え る た めの 統 整 的 原理 な の で あ る。 経験 的認 識 は,こ れ らの 理 念 に

よ って,自 分 自身 の限 界 内 で 開発 せ られ整 理 せ られ るが,そ うす る と この 経 験

的認 識 は,か か る理 念 な しに悟 性 の原 則 だ け を使 用 す る場 合 よ り も,す ぐれ た

17)
成果 を挙 げ得 る ので あ る。」

つ ま りカ ン トに よれ ば理 念 の 客観 的実 在 性 は直 接 対 象 に 関係 す る もので は な

く,ま た対 象 が どの よ うな性 質 の もの で あ る か を示 す もの で もな い。 そ れ は た

だ我 々 の理 性 の体 系 的 統 一 を保 持 す るの に役 立 つ だ けで あ る が,こ の理 念 の導

きの も とに経 験 一 般 の 対 象 の性 質 と結 合 とを ど う して求 め た ら よい か が指 示 さ

18)

れ るの で あ る 。

こ う した カ ン トの認 識 哲 学 の 考 え方 に,タ ウ トは建 築 にお け る"釣 合 い"の

もつ 大 きな 意 味 を見 出 した に違 い ない 。 建 築 に お い て空 間的,時 間 的 次 元 を超

えて これ を支 配 し,永 遠 の傑 作 を生 み 出 す もの は何 か。 これ こそ 建 築 の 本 質 で

な けれ ば な ら ない が,そ れ か ら3ヶ 月 を経 て11月30日,よ うや く着 手 した"建

築 に関 す る省 察"の 冒頭 で,タ ウ トは この よ うな 考 え を次 の よ う に述 べ たの で

あ っ た。

「我 々 は技 術
,構 造 お よび機 能 とい う 〈現 実 的 〉 な三要 素 に,き わめ て美 しい

一74一



調和 を与 える こ とが で きる。 しか しこの調 和 が,美 的 に ます ます洗 練 され て,

我 々 が これ らの要 素 を忘 れ て しま う程美 し くな っ た と きに,は じめ て建 築 が 問

題 にな る の で あ る。 こ の よ う な三 要 素 を支 配 す る建 築 は,し た が っ て ま た その

上 に位 す るい わ ば 〈天 来 の 力 〉 で あ り,こ れ らと は全 く出 自 を異 にす るの で あ

is)
る。」

こ こで い わ れ て い る 〈天 来 の 力〉 こそ は タ ウ トが カ ン トの 哲学 に よ って 見 出

した"釣 合 い の秘 密"で あ る と考 え られ るが,タ ウ トは これ まで理 解 す る こ と

の で き な か っ た永 遠 の 日本 美 の 秘 密,"釣 合 い"を 空 間 と時 間 と を超 えて これ

を支 配 す る理 念 的 な もの,建 築 の 本 質 と と ら え る こ と に よ っ て,こ こで こそ

「ヨー ロ ッパ 的精 神 は ア ジ ア的 精神 と一 致 し得 る もの で あ り
,い ず れ は両 者 が

20)
相 寄 り相 俟 っ て,す ば ら しい 巨濤 を生 じる」 で あ ろ うこ とを信 じた の で あ る。

そ こ で9月13日 の 日記 に は,次 の よ うに記 され る 。 「こ ん ど三 省 堂 か ら刊 行

さ れ る著 作 を最 後 に,も う出版 め あ ての 著 述 は や め る こ とに して,も っぱ ら 自

分 だ け の た め に書 き た い。 そ の著 述 とい うの は,"建 築 と は何 か,一 一そ れ は

21)
釣 合 いの 芸術 で あ る"を テ ー マ とす る もの だ 。」

こ の よ う にた ど って くる と,タ ウ トが ひた す ら 日本 美 を求 め た結 果,建 築 の

本 質 で あ る"釣 合 い"の 理 念 に到 達 した 過程 が鮮 やか に浮 か びあ が って くる。

けれ ど もそ れ で す ぐ さ ま,タ ウ トは この"建 築 に関 す る省 察"に 着手 した わ

けで はな い 。10月 に入 る と,そ れ まで書 き続 け て きた"日 本 の 家屋 と生 活"に

再 び と りか か る。4日 と5日 の両 日で 第10章 を書 きあ げ る と次 の 第11章"転 回

点"に 筆 を進 め,7日 に は これ を脱 稿 す る。

そ して この 日の 日記 に は"日 本 の 家屋 と生 活"に つ い て,次 の よ うに記 さ れ

る。

「この章 を も って私 の 著 述 は完 結 した も同然 で あ り
,心 か らほ っ と した気 持 だ。

最 後 の章 に あ て る"永 遠 な る もの"は 桂 離 宮 とそ の作 者 小 堀 遠 州 とに捧 げ る頌

歌 だ か ら,私 に とって は負 担 ど こ ろか大 きな愉 楽 で あ る。 今 は この章 に と りか

22)
か る にふ さわ しい 感興 の到 来 を待 つ ばか りだ 。」
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こ う して そ の後 お よそ3ヶ 月 の 間 実 際 に,"日 本 の家 屋 と生 活"の 仕 事 は最

後 の 章"永 遠 な る もの"を 残 して 中 断 され るが,タ ウ トが 「建 築 は釣 合 い の芸

術 で あ る」 をテ ー マ とす る"建 築 に 関 す る省 察"に 着 手 した の は,こ の 中断 の

間 の11月30日 の こ とで あ っ た。

そ して 「と りか か る にふ さわ しい感 興 の 到来 」 を待 って 中 断 され た"日 本 の

家 屋 と生 活"の 最 後 の 章,"永 遠 な る も の"は,こ の"省 察"の"釣 合 い",

"技術"
,"構 造"の 主 要 な各 章 が 書 きあ げ られ た後 の1936年1月13日 と翌14日

の2日 間 で 一 気 に書 きあ げ られ たが,そ れ に さ きだつ1月5日 の 日記 には 「建

築 の 本 質 を解 明 す べ き鍵 を遂 に見 出 した,も は や模 索 で は ない,確 か に これ を

23)

手 に入 れ た の で あ る」 とあ り,9日 に は 「美 的 文 化 的 な 意 味 で は私 が 日

24)
本 か ら"取 出す"も の は,も うない よ う に思 わ れ る」 と記 され た の で あ った 。

こ う して 完 成 され た"日 本 の家 屋 と生 活"の"永 遠 な る もの"の 章 に は改 め

て,「 桂 離 宮 の こ の 旧 い建 築 に お い て,私 の 建 築 理 論,即 ち現 代 建 築 一般 の 基

礎 を なす もの と して確 立 した理 論 が 間然 とす る と ころ な く実 証 さ れて い る こ と

zs)
を知 っ た」 と記 され て い るの で あ る。

3.日 本 か ら 学 ん だ も の

日本 美 の本 質 を求 め て タ ウ トが遂 に見 出 した"建 築 の 本 質 を解 明す べ き鍵"

とい うの は,こ れ まで 見 て きた と ころ か ら も明 らか な よ うに"釣 合 い"を 意 味

して い る に違 い な いが,そ れ で はそ の実 体 は どの よ うな もの で あ ろ うか 。

タ ウ トは言 って い る。 「Proportioは 〈… … に対 す る(… … の た め の)分 割 で

あ る〉,い う まで もな く,最 善 の効 果 を挙 げ る た め の 分 割 の 意 で あ る。 一 個 の

26)
全体 が み ご と に分 割 され た もの を,美 しい釣 合 い とい う。」

しか しな が ら,そ の"建 築 に関 す る 省 察"や"建 築 芸術 論"に お い て は,

"釣 合 い"と は 〈1対2
,2対3,3対5,5対8… …〉 か ら黄 金 分 割 に到 る

長 さの 比 だ け に限 られ る もので は な く,建 築 全体,諸 部 分 の相 互 関 係,長 さや

面,輪 郭,凹 凸,拱 や ヴ ォー ル ト等 はい うに 及 ば ず,光 りや 諸 種 の 材 料,色,
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27)
さ ら に は建 築 の 簡 素 さ,明 快 さ と い っ た性 格 を も含 め,居 住 者 数,そ の 他 生

活 一 般 に現 れ て い る 人 との 関 係,風 土 や 建 築 の 費 用 等 に もか か わ る もの と さ

28)

れ,そ れ は ま た さ ら に 「美 しい分 割,量 的 調 和 つ ま り均 整 とい ふ 意 味 で

29)

用 ひ られ な け れ ば な らぬ」 と もい わ れ て い る。

この よ う に見 て くる と,こ の何 と も と ら え ど こ ろの な いPro-portionの"釣

合 い"と い う訳 語 は適 切 な もの と も考 え られ るが,で あ れ ばそ れ は なお の こ と,

日本 美 の 本 質 を求 め て改 め て発 見 され た建 築 の原 理 な ど とい う もの で な く,む

しろ古 典 的美 学 に い う調 和 の原 理 で はな か っ たか とも思 わ れ る 。

けれ ど もそ れ は タ ウ トに よれ ば,ル ・コル ビュ ジエ の モ デ ュ ール の如 く公 式

化 され て 普遍 的 に何 処 に も適 用 され る とい う もの で は ない に して も,実 際 の 事

30)
物 のす ぐれ た 分 割 を意 味 す る も ので あ り,そ の 解 明が 困難 な あ ま りタ ウ トが

"身 心 の破 滅"を す ら予 感 しつ つ
,"こ の世 を辞 した い"と まで 思 い つ め る程

31)
に して よ うや く手 に入 れ た,日 本 建 築 の本 質 と い う こ とで あ って み れ ば,こ

の"釣 合 い"の 意 味す る もの は一 体何 と考 え た らよい の だ ろ うか。

日本 美 を普 遍 的 に理 解 す る こ と に よ って見 出 さ れた"建 築 の 本質 を解 明す る

鍵"と い わ れ る以 上,そ れ は 日本 建 築 を考 え る上 で も重 要 な視 点 で あ る に違 い

な い。 け れ ど も奇 妙 な こ とに,タ ウ トは 日本 美 の 本 質 を求 め て到 達 した この

"釣 合 い"に つ い て
,そ れが 日本 美 の如 何 な る点 に見 出 され る もの で あ るか,

具 体 的 に明 らか に す る こ と もな く,た だ 漠然 と伊 勢 神 宮 と桂 離 宮 とが示 唆 さ れ

て い るの み な の で あ る 。

そ れ ば か りか か え って,「 釣 合 い の思 想 と呼 ぶ もの を公 式 化 す る こ と は,全

く不 可 能 で あ る 。 だ が釣 合 い を感 受 す る 器官 が我 々 に備 わ って い れ ば,こ の思

32)
想 を き わめ て立 確 に感 得 で きる はず で あ る」 と も またい うの で あ る。

この よ うな 事情 で あ って み れ ば,こ の 「釣 合 い の 日本 美 とは何 か」 の解 明 な

33)
しに は,誰 し もが い だ く 「タ ウ トに とっ て 日本 は 何 で あ っ たの か」 とい う疑

問 に答 を見 出 す こ とは 困難 で あ ろ う。

そ こで 釣 合 い の 日本 美 の 問題 が 改 め て 論 じ られ な け れ ば な ら ない が,こ の よ
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う に見 て くる と今 さ らなが ら,日 本 美 の 本 質 を求 めて"釣 合 い"の 考 え を提 起

した の は タ ウ トば か りで は なか った こ と に気 づ くので あ る。

周 知 の よ うに和 辻哲 郎 は,風 土 学 的立 場 か ら人 間の 空 間 的,時 間 的構 造 を論

じて,日 本 の芸 術 は ヨー ロ ッパ の 芸 術 と は異 っ て 「多様 の 統 一 」,「シ ン メ ト

リー 」,『「比 例 」 とい った規 則 的 な 原 則 で は な く,む しろ規 則 性 を避 け,"気"

を合 わせ る と ころ に成 立 す る 「つ りあ い」 の美 学 に もとつ い て い る と指 摘 した

34)
の で あ った 。

もち ろ ん和 辻哲 郎 の い う"つ りあ い"が,タ ウ トが 日本芸 術 の本 質 と して見

出 したPro-portionの 概 念 と厳 密 に 同 じ意 味 を もつ か ど うか は問 題 の あ る とこ

ろ で あ る が,タ ウ トを理 解 す るた め に は この 問題 を避 け る わ け に は い か な い だ

ろ う。

和 辻 哲 郎 の論 述 を手 が か りに,タ ウ トの"釣 合 い"に つ い て考 え て み る必 要

が あ りは しな い か と思 われ る。

和 辻 に よ れ ば,日 本 の芸術 に お け る ほ どの いい つ りあ い,ほ どの い い色 や線

の調 和,「 そ れ は幾 何 学 的 な 比 例 にお いて で は な く,我 々 の感 情 に訴 え る力 の

35)
釣 合 い にお い て,い わ ば気 合 い に お い て 統 一 され て い る」 の で あ り,全 て こ

れ らの 「ほ ど の よ さの 基礎 とな って い る規 則 を我 々 は 見 出す こ とが で きない 。

そ れ は た だ 直 覚 的 に得 ら れ た,そ う'して 一 分 も動 か す こ との で き な い"気 合

36)
い"で あ る」 とい うの で あ る 。

こ の よ う に見 て くる と,タ ウ トが"釣 合 い の 秘 密"ど 呼 ん だ もの は何 で あ っ

たが 改 め て 思 い起 され るが,タ ウ トが この和 辻哲 郎 の"ほ どの よ さ","つ りあ

い"に つ い て 知 っ て い た か ど うか は 明 ら か で は な く,ま た"つ りあ い"と

"気"や"気 合 い"と の か か わ りにつ い て も タ ウ トは何 ら触 れ る と こ ろが ない

の で あ る 。

け れ ど も"釣 合 い"に つ い て,次 の よ うに 論 じて い る の は一 体 何 の こ とで

あ った か が 注 目 され る 。

「我 々は 絵 画 や 彫 刻 そ の他 の芸 術 品 は固 よ り
,芸 術 に属 せ ぬ 事 物 を も愛 好 す る。
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そ して我 々 の 愛 好す る もの の 質 が高 け れば 高 い程,こ れ らの事 物 が そ れ 自体 と

して の み な らず相 互 に或 は そ れ ぞ れ の 環 境 に対 して 正 しい 関係,即 ち釣 合 を

もって ゐ るか ど うか とい ふ こ と に ます ます敏 感 に な る。 人 間 は眼,耳,嗅 覚 等

の 感 官 の他 に,度 合 や 関 係 に反 応 す るや うな特 殊 の 感 官 を もって ゐ る 。然 もこ

の 感 官 は 能動 的,創 造 的 に は た ら くの で あ る.37J)'

こ こで視 覚,聴 覚,嗅 覚 と は異 った釣 合 いや 度合 い や 正 しい 関係 に反 応 す る,

能 動 的,創 造 的 に はた ら く特 殊 な感官 とい われ て い る もの何 か 。 そ れ は和 辻 哲

郎 が,そ の規 則 を見 出 す こ とは で き な いが"釣 合 い",「 ほ どの よ さ の基 礎 と

な っ て い る も の一 一 分 も動 か す こ との で きな い"気 合 い"」 と呼 ん だ もの で

は な か っ たか と思 わ れ る 。

しか しなが ら,こ こで あ と一つ 分 か らない の は,タ ウ トが こ の"釣 合 い"に

か か わ る特 殊 な感 官 の論 議 に続 け て,さ らに次 の よ うに い っ てい る こ とで あ る。

「我 々 は容積
,尺 度 及 び分 割 の適 否 を知覚 す る特 殊 な感 官 に よ って,室 や居 間

或 は大 広 間 な どの床,壁,天 井 を一 つ の纏 っ た形 と して 感 受 す る こ とが で きる

の で あ る。 ドイ ッ の建 築 理 論 家 は,こ れ を"空 間"と い う抽 象 的概 念 で説 明 し

て い る が,し か しか か る空 虚 な抽 象 は結 局 数 学 的 思惟 の所 産 で あ っ て,芸 術 上

の概 念 た り得 る もの で は ない 。 芸術 の領 域 にお い て我 々 の 興 味 をひ くの は具 体

的 な もの 即 ち感 官 に よ っ て知 覚 し得 る形 の み で あ る。"空 間"の ご と きは芸 術

に とっ て は所 詮 内 容 の な い 空 虚 に す ぎない 。」

こ の よ う に タ ウ トは モ ダ ン ・デザ イ ンの 合 理主 義 的空 間 を否 定 す るそ の 一 方

で,日 本 間 の"人 間 を完 全 に 自由 な ら しめ る特 質"を 明確 に意 識 して い た こ と

は よ く知 られ て い る。 「日本 間 を諸 外 国 の居 間 と は っ き り区別 す る の は,日 本

間が精神的な意味で常 に清浄であ り,ま た中性 を保っている弛 とであると

くりかえ し述べ,そ の秘密は ・日本家屋の部屋1嫦 に ・虚・である空㌔ とに

あ る と して,日 本 間 の虚 につ い て論 じて い る ので あ る。

そ れ ば か りで は な い。 こ う した"虚"の 問題 につ い て は 日本 の絵 画 に お け る

空 白部 分 につ い て も,た とえ ば 「い か な る外 国文 化 に も反 して ,そ の紙 を是 が
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非 で も"満 た す",即 ち,何 で もか んで も一 面 に描 きつ ぶ す こ と は全 く問題 に

41)
して い な い 」 と して,空 白,虚 な る もの の 積 極 的 な意 味 を認 め て い る の で あ

る。

タ ウ トは こ の よ う に 合 理 主 義 的 な 空 間 を否 定 して,「 芸 術 の 領 域 にお い て

'
我 々 の興 味 を ひ くの は具 体 的 な もの即 ち感 官 に よ って 知 覚 し得 る形 の み で あ

る」 とい い,「 室 や居 間 或 は大 広 間 な ど の床,壁,天 井 を一 つ の ま と ま った 形

と して 感 受 」 し,「 釣 合 い や,正 しい 関 係 に反 応 す る」 特 殊 な感 官 を論 じて い

る の で あ るが,こ こで タ ウ トは何 を言 お うと した の だ ろ うか。

そ こで 思 い 起 さ れ るの は,か つ て桂 離 宮 を論 じた 中 で,タ ウ トは床 の 間 と

"気 合 い"を 関連 づ け た友 人 の 言葉 をひ いて
,床 の 間 を一 室 の交 点 と呼 び,そ

42)

れ を 「日本 古 来 の剣 道 の決 然 た る打 込 み の気 合 い 」 に比 して い る こ とで あ る。

こ こで タ ウ トが 意識 した の は気 合 い に 満 ち た虚 であ った に違 い な く,タ ウ ト

が 室 や居 間 或 は大 広 間 な どの 床,壁,天 井 を一 つ の ま と ま っ た 形"釣 合

い"と して 知 覚 し,感 受 す る特 殊 な感 官 とい う言 い方 で 理 解 した の も和 辻哲 郎

が"一 分 も動 か す こ との で きな い気 合 い"と 言 い,我 々が"間"と 呼 ん で い る

もの に違 い ない と考 え る の で あ る。

剣 持 武 彦 は 日本 の"間"に つ い て論 じた 中 で,「 気 合 い とい う言 葉 は茶 道 に

も,武 道 に も使 われ て い るが,相 撲 の立 ち合 い の"間"も"気 合 い"で あ る。

気 が あ った とこ ろが"間"な の で,"間"は 空 虚 な空 間で は な くて気 力 の 充 実

した空 間 な ので あ る。 ヨ ー ロ ッパ語 に な りに くい 概念 の"気"は,同 じ く ヨー

ロ ッパ 語 に な い概 念 の"間"と この よ うな 関係 に あ る。即 ち"間"に 充 満 して

43)
い る ものが"気"な ので あ る」 と述べ て い る。

こ の よ うに 見 て くる と,タ ウ トが 特殊 な感 官 に もとつ く"釣 合 い"を こ と さ

ら空 間 の 問題 と共 に提 起 した の は,何 よ りも ヨー ロ ッパ の 合 理 的,機 能 主義 的

空 間 で は な い,日 本 建 築 に独 自の 精 神 に充 ち た"問"の 概 念 を普 遍 的 な もの と

して 明 らか に した い た め で は なか った か と思 わ れ る。

タ ウ トは 日本 美 の理 念,"気"と そ の"間"に お け る現 わ れ に導 か れ て 遂 に
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"釣 合 い"の 思想 に到 達 した と考 え るの で あ るが
,そ の 故 に こそ タ ウ トは 「居

間 や 大広 間 の外 被,即 ち壁,天 井,床 等 が互 に見 事 な 関係 を保 って ゐ る様 を見

aa)
る と,我 々 の心 は え な ら ぬ と 拳め き を覚 え る の で あ る」 と,こ と さ ら に釣 合

い の 問 題 を"空 間"と い う語 を用 い ず にい っ て の けた に違 い ない 。

タ ウ トが 日本 の"剛 に よ っ て何 を学 ん だ か,そ れ は"虚"な る部屋 と"釣

合 い"に つ い て論 じた次 の文 章 に明 らか に示 されて い る と思 わ れ る。

「床 の 間 は芸術 とそ の聯 想 との集 中す る場所 で あ る。 こ こ に2,3の 芸 術 品 を

置 い た だ けで,室 に意 の まま の雰 囲 気 を与へ る こ とが で きる。 日本 家屋 の室 に

は,そ の 他 に装飾 ら しい ものが 一つ もない 。 つ ま り 日本 の 古 典 的建 築 で は室 は

全 く"虚"で あ る,芸 術 的 に は壁,天 井 及 び床 の構 成 す る純 粋 無 垢 な釣 合 い の

み で あ り,ま た 家 具 が な い か らか か る 意 味 に 於 て も無 で あ る。 こ の や う な

"虚"は
,床 の 間 の放 射 す る多 種 多 様 な光輝 をさ なが らに受 容 す る こ とが で き

るの で あ る。 床 の 間 は建 築 の 関係 あ る諸 芸術 の 限界 と意 味 とを いみ じ くも明示

して ゐ る。 即 ち建 築 は釣 合 い が 能ふ 限 り純 正 で あ る と きに最 も美 し く,ま た彫

塑 や絵 画 は こ こに住 む 人 の精 神 生活 及 び感情 生活 を如 実 に表 現 す る とき に最 も

45)
美 しい 。」

4.結 語

タ ウ トが"間"や"気"と い う 日本語 を知 らな か っ た とは考 え難 いが,そ れ

を文 章 の 中で 使 った こ と は一 度 もな い。

タウ トの い う"釣 合 い"が 実 質 的 に 日本 語 の"気"或 は"気 合 い"を 意 味 し,

そ の"虚"な る場 にお け る現 れ が"問"で あ った と して も,タ ウ トはそ の よ う

に 明確 に述 べ て い るわ け で は決 して な い。 けれ ど も少 くと も以 上見 て きた と こ

ろ か ら明 らか な よ う に,そ の 実 体 につ い て は充 分 理解 して い た に違 い な い。 タ

ウ トが"気"や"間"の あ り方 を通 じて,技 術,構 造,機 能 を超 え た建 築 の 本

質"釣 合 い"が 存 在 す る こ と を見 出 した の は確 か な こ と と思 わ れ る。

そ の 故 に 日本 の"釣 合 い の 秘 密"を 見 出 した後 に は,「 美 的一 文化 的 な意
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味 で は 私 が 日本 か ら"取 出す"も の は も うな い」 とい った の で あ り,そ こ か ら

さ ら にパ ル テ ノ ン神 殿 や イ ス タ ンブ ール の ハ ギ ア ・ソ フ ィア 寺 院 に も よ りひ ろ

く妥 当 す る普 遍 的 な 美 的理 念,"釣 合 い"の 考 え方 を発 展 させ た に違 い な い。

こ う して 見 出 され た タウ トの"釣 合 い"°の 本 質 は"省 察"の 中 の 次 の 一節 に

最 も簡 明 に示 され て い るが,そ れ は い って み れ ば タ ウ トの"間"の 理 論 で あ っ

た と考 え る ので あ る。

「空 問 と外 観 一 人 間 は これ に対 して何 を もって 応 える こ とが で きる のか 。 人

間 は,寸 法 と量 とに対 す る感 覚 を もっ て こ れ に応 え る。換 言 す れ ば,尺 度 に対

す る感 情 を も って こ れ を受 け容 れ る の で あ る。 それ な らば空 間 に尺 度 を付 与 す
46)

る もの は何 で あ る か。 言 う まで もな くそ れ は一 釣 合 い に他 な らな い 。」

今 や 空 間 は"釣 合 い"が 具体 的 な もの と して実 現 さ れ る形 式 で あ り,"空 間

に尺 度 を与 え る"釣 合 い は,空 間 内 に存在 す る もの も,何 も存在 しな い"虚"

"間"な る もの を も含 め た 芸 術 世 界 を創 り出す
。 芸 術 と して の 建 築 は,

この"釣 合 い"が 空 間 の次 元 を支 配 す る こ と に よ って こ そ成 り立 つ と言 え るの

で あ ろ う。

今 回 は触 れ る い とまが な か ったが,こ の"釣 合 い"の 理 念 に は,当 然 の こ と

なが らタ ウ トのユ ー トピ ア思想 が深 くか か わ って い る こ とは言 うま・で もな い。

こ の点 につ い て は,機 を改 め て 論 じて み た い。
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             On the idea of "proportion" of Bruno Taut. 

 During the stay in Japan 1933-1936, Bruno Taut developed the special 

aesthetic idea of "proportion" related to the modern architecture, trying to 

solve the riddle of peculiar sense of Japanese beauty expressed in the classic 

architecture. 

  In this treatise, the stages of Taut's thinking about  the proportion are 
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traced and the the idea of "proportion" is elarified, being related to the  speci-

fic Japanese space conception "ma", vacancy full of spiritual tension "ki" or 

"ki -ai"
, although he never used explicitly these Japanese specific terms. 

                                                (1988, 4, 28)
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