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函
川添 登 著

「東 京 の原 風 景 」 一都市と田園の交流マ

日本放送出版協会(NHKブ ックス),1979年(初 版)

大 阪都市 環境会 議 編

「お お さ か 原 風 景 」 一水都再生へのパースペクテイブー

関西市民書房,1980年(初 版)

風景 デ ザイ ン研究 室 編

「京 の 原 風 景 」 一都 市 美一

学 芸 出 版 社,1980年(初 版)

こ こ数 年釆,一 般 に文 化財 保 全 の掛 声 の高 ま り と とも に,歴 史 的 町並 みの保 全 が全 国各

地 で問 題 と され るよ うに な って 来 て い る。

面 白 い こ とに,こ う した保 存運 動 は どこ かで,お らが町 を もっ とカ ッ コい い魅 力的 な も

の に しよ うとい う,市 民 を も加 えた 都市 の 「修 景 」 や 「美 化 」 の運 動 と例 外 な く結 びっ き,

ます ます その 勢 を加 えつ つ あ る よ うで あ る。

こ こ に取 りあげ た三 冊 の近 刊 書 も,も と よ りそ う した時代 背 景 を反映 す る もの と思 わ れ

るが,三 冊 とも に 「原 風 景 」 とい う言 葉 が タ イ ト'ルにつ か われ て い るの が いや に 目 につ く

こ と と思 われ る。

私 が こ こで欲 張 って 三つ もの 書 評 をや らか そ う,な ど とい う気 にな っ たの も,正 直 い って,

い く分 かは,こ う した 「原 風 景 づ く し」 に惹 か れた こ とに も よ るが,だ か らと いっ て,決

して冗 談 ご とで は さ ら さ らあ りませ ん。

い うな れ ば,こ の書 評 を とお して,「原 風 景」な どと い うもの を正 面 に す えた が る,今 日の

わ が国 の都 市 デザ イ ン論 の あ り方 を批 判的 に眺 め て みた い と考 え た か らで あ る。

そ もそ も この 「原 風 景」 とい う言 葉 は,も うか れ これ一昔 も前 に,文 芸 評 論家 奥 野健 男

が,文 芸 季 刊 誌 「す ば る」 に連 載 した 「文学 に お け る原 風 景」(後 に集 英 社 よ り出版,1972)
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で用 いた新 造 語 で,奥 野 は これ を 「文 学 者の 自己形 成 空 間 で ある故 郷 の風 土 や,文 学 作 品

を支 え る 〈原 イ メー ジ〉 」 だ とい い,こ れ を文 学的 創 造 の 源 泉 と して,作 家 の 深暦 心 理 と

の か かわ りあ いの 上 で論 じて い る。

彼 自身 もみ と めて い るよ うに,こ の 言 葉 は 「その後 間 も な く流 行 語 の よ うに なっ て」 し

まっ たの だ が,こ の カ ッコ い い言葉 を,そ の カ ッ コよ さに惹 かれ て,最 もひ んぱ ん に用 い

た の は,他 な らぬ建 築家 た ちで は な か った ろ うか。

だ が と もか く,こ うして 「建 築」 や 「都市 」 との 関連 で重 用 され た 「原 風 景 」 は,そ の

原 義 とは遠 くか け離 れ た,よ り浅 い事 物 的 な意 味 で勝 手放 題 に用 い られ るよ うに な るの も,

また 自然 の成 行 きだ った と思 われ る。

こ の三 著 に して か ら がその 例 外 で は な く,'そ の 「原 風景 」 には別 段 深 い意 味 が こめ られ

て い る わ けで もな く,そ れ ぞ れ東京,京 都,大 阪 の 古 きよ き日の,或 は昔 なつ か し い面影

を残 した風景 に つ い ての,迫 憶,懐 古,回 顧,紀 行 の た ぐい であ り,そ れ以 外 の何 物 で も

ない。

別段 その こ とで,あ れ これ と がめ だ て しよ うと い うの で は な く,そ れは それ と して,は

っ き り してお れ ば い いの だ が,大 阪 の場 合 は 別 と して,他 の二 著 で は,そ こ まで割 切 れ ず

に,何 か ら 「原 風景 」 の原義 に拘 泥 して い る かに見 え る と ころが夫 々 の言 葉 の上 に あ ら わ

れて い る。 それ な らそ れで 「都 市 にお け る原 風景 」 を 「文学 にお け る原 風 景」 との 関 連 に

お いて論 じて い るか とい うとそ うで もな くて,も っ ぱ ら それ ぞれ の町 の姿 の 「紙 上 復 原」

に これ つ とめ る とい うあた りが何 と も割 切 れ ない。 とも に著 者の 問題 意識 が今 一つ 鮮 明 で

な く,現 実 の 町 づ く り運 動 と もつ な が りが ど うも稀 薄 で あ るよ うに思 わ れ る。

そ うした中 で,と もか く現 実 の市 民運 動 をバ ッ クに した もの は 「おお さかの 原風 景 」 で,

その編 者 の 「大 阪 都 市環 境 会議 」 は,別 名 「大 阪 をあ ん じょ うす るた め の集 ま り」 とい う

の だ が,本 書 の 副題 も 「水 都 再 生 への パ ー スペ クテ ィブ」 と なっ て い るの で,さ ぞ か し大

阪 の ま ちづ く りにつ いて の緻 密 な計 画 や 大胆 な提 案 な どが具 体的 に示 され て い る もの と思

った が,そ うで は な くて失 望 した 。

で も,こ ち らは さす が に大 阪 ら し く,編 者 は原 風 景 の原 義 なぞ に は拘泥 しな い ど ころ か

全 く無 知 で,こ の言 葉 が上 記 の 川添 登 の著 書 の タ イ トル か ら出 た ものだ な どと後 書 き に書

くな ど,ブ ンキ な もの で,こ の こ とで,編 者 た ちの 問 で,「 原光 景 」 に対 す る 「原 風 景」

とい っ た,心 理 学 上 の 定義 が問 題 に な った な どとの べ るあ た り,お よ そ そ の 目当 は つ くと

い うもので あ る。

そ れ に して も 「大 阪 をあ ん じょ うす る」 の に何 故 「水」 に ば か り こだ わ るの か。 八 百 八

橋 の 「水 の 都」 が大 阪 の原 の風 景 だ カ・らなの か。 で も 「水」 だ け を と りも ど した っ て,そ
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れ で,大 阪 が あ ん じ ょ うな る わ けの も ので もな し,第 一 その 「水」 が果 して何 時,も と通

りの姿 に な る ものや ら。 こ れ は も う絶 望 的 に不 可 能 な ことだ と思 うの だ か。

その点 「京 の原 風 景」 は 「原 風景 」 を勝 手 に 自己流 に解 した りな どせ ず,な るべ く原義

に即 して考 えて行 こ うとす る意 向 の ほ どは,「 風 景 デ ザ イ ン研 究 会」 代 表,京 大 教 授 中村

一 によ るま えが きに も明 ら かで は あ るが,担 当 の面 々は,一 応 は その趣 旨 に そい な が ら も,

事 実 上 は,め いめ い独 自の 「原風 景」 の解 釈 によ る,と い うよ りは,や は りあ ま りこの 言

葉 には と らわ れず に,京 の 都 市 美 を専 門 の,造 園 を デザ イ ンす る,創 る側 の 立場 か ら眺 め

て い る。

さす がに京 大 造 園学 科 のOBた ちと い う,そ の道 の専 門家 集 団 だ け あっ て,ち ょっ と わ

れ わ れ素 人 に は気 が つ か な い よ うな と ころ に も鋭 い 目 が そ そが れ,み が きぬ かれ た フ ィー

リ ング によ るキ メの細 か い観 察 の集 成 と して,下 手 をす れば 京都 の名 所 め ぐ りや歴 史 散 歩

の た ぐい な ど,観 光案 内 に堕 す るお そ れの あ る企 画 を,一 段 高 い次 元 の もの に ま とめ あ げ

た こ とは高 く評 価 され よ う。

京 をよ く知 るもの に とっ て す ら,読 んで み て新鮮 で,教 え られ る とこ ろが 多 く,か つ は

楽 しい読 物 と なっ て い る。 た だ問題 と思 われ るの は,や は り原 風景 につ いて の問 題 意識 が

今一 つ 不明確 で あ る と ころ か ら,全 体 と して,折 角 の タイ トル を それ程 生 か し切 れ なか っ

た こ と と,も う一 つ,造 園 術 とい う立場 か らは,建 築 に関 す る記 述 につ い ては,「 惜 しむ

ら くは兵 法 を知 らず」 のた ぐいの もの が,わ ず か な が ら散 見 され る こ とで あ る。 例 えば 。

六角 堂 界隈 を 「世 界 に誇 り うる都 市 景観 」 な ど と うた うな どで あ る。

最 後 に登 場 いた だ く真 打 ち川添 登 。 これ は も う建 築 や 造 園 は も と よ り美 術,デ ザ イ ン か

ら諸芸 万般 何 事 で ご ざれ,酸 い も甘 い もか み わけ た超 一流 の ベ テ ラ ンだ け に,「 原 風 景 」

の原 義 の こ とな ど,か な り気 に しな が ら も,そ の原 義 か ら あ えて は なれ て,か っ て 「田 園

都 市」 だ った とい う江戸 や 明治 の 東京 の,緑 あふ れ る景 観 の あ りよ うを微 に入 り細 を穿 っ

てた ん ねん に説 きあ か して くれ るの に は驚 か され る。 「よ くも ま あ遠 い昔 の こ と を,こ れ

だ け くわ し くし らべ られた もの だ」と い うの が その読 後 感 だ が,同 時 に また「何 故 こ うもモ ノ

マ ニ ア ック に造 園関 係 にば か り執 着 したの だ ろ うか」 とい うの も いつ わ りの な い感 想 で あ

る。

本 書 は こ ん な タ イ トル よ りも,む しろ 「東 京造 園 物語 」 とで も した方 が いい ので は ない

か。 その記 述 の ど こ をと っ てみ とも,そ こ か ら江 戸 の町並 み の原 風 景 を しの ぶ よ す が とな

るもの な ど到 底 見 出 し得 な い。 これ は建 築 家 は も とよ り,造 園家 の 目で見 た都市 景 観 論 で

す らない 。 い わば植 木職 人 の 目で見 た 「世 界最 大 の村 落」 をめ ぐる,主 と して 「花 づ くり」

と 「花 見」 に関 す る物語 だ とい えよ う。
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も とよ りそ れ は そ れ と しての 評価 は十 分 出来 る には 出来 るの だ が,こ れ で はや は り,タ

イ トルの 「原 風 景 」 が泣 く とい うもの だ。 その点 さす が に気 に な るもの と見 えて,著 者 は

本 書 の末 尾 で 「都市 環 境 の蘇 生 をめ ざ して」 とい う,と っ てつ けた よ うな 「結 び」 を,た

った4ペ ー ジほ どつ け加 えて い るの だ が,こ こで は し な くも,み つ か らの 都市論 に おけ る

問 題 意識 の程 を端 的 に示 す こと に なっ た。

著 者 は こ こで,「 自分 は 山崎 正 和 氏 の よ うに 〈東京 は 世 界一 美 しい都 市 〉 と ま で い い切

る勇 気 は な いが,そ れ で も なか な か捨 て が たい 美 し さを もっ た都 市 だ」 と うそぶ くと と も

に 「人 び との 江 戸 へ の根 強 い関 心 を,都 市 環 境 の蘇 生 へ の エ ネ ルギ ー に転 化 して い くべ き

だ」 な ど とい う仕 末 で あ る。

「都 市環 境 の 蘇 生」 とい うもの が,こ ん な生 っ ち ょろ い植 木屋 談義 とは全 く無 縁 の もの

で あ る こ とは,同 じく これ を タ イ トル に した京 大 教授 末 石 冨太 郎 の著 書(中 公 新書405,

1975)を 見 れば 何 よ り も明 ら かで あろ う。

★ ★ ★

これ か らの都 市 デザ イ ン論 は,い わ ゆ る 「守 る側」 の保 存 論 と,「創 る側 」 の 再 生 論 と を,

うって一 丸 と した もの に なる と と もに,そ の筋 の専 門 家 だ けで はな く,一 般 市 民 を も加 え

た巾広 い 「ま ちづ く り運 動」 と して,車 な る都市 の景 観 形成 の 問題 をも超 えた生 活 現 境 論

と して機 能 す べ きだ と考 え られ る。 それ は も ろ もろの 環 境破 壊 によ る人 間 の 身心 を荒廃 か

らま もる こ とに は じま り,市 民 の文 化的 生 活 の 向上 に資 す るも ので な け れば な らな い。 も

ちろん,そ うで ない都 市 風 景論 や都 市 デ ザ イ ン論 が あ る こ と も結構 で は あ るが,そ うい う

もの には 「原 風 景」 な どどい う調 子 の 高 い タイ トル をつ け るの は差 しひ か え るべ きで は な

い だ ろ うか。

この 三著 の よ うに,原 風 景 の原 意 か らは ず れ た原風 景 論 は,上 述 の よ うな都 市 デ ザ イ ン

論 の前 向 きの構 え とは 大 き く喰 い ちが うもの で あ り,こ の点 私 は奥野 健 男 の 「文学 に お け

る原 風 景」 に こ め られ た 「原 風 景」 の意 味 の方 が む しろ その ま まで,こ れ か らの 日本 の 都

市 デザ イ ン論 の 思 想 的 基盤 と して文化 的 に大 きな役割 をも ちつ づ け る もの で は ない か と考

え るので ある。

(向 井 正 也)
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