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鬪
向井正也著

日本 建 築 ・風 景 論

昭 和54年10月10日 刊 相 模 書 房

『大層 愉 快 で あ る』『痛 烈 で あ る』

こ れが,本 著 を最 初 に読 ん だ時 の印 象 で あ った 。確 か に,本 著 の大 部 分 は,著 者独 特 の

潔 癖 さ と,歯 に衣 を着 せ ぬ言 葉 で現 代建 築 につ い て,都 市計 画 に つ い て,あ る いは デザ イ

ンー 般 につ い て批判 を縦 横 無尽 に展 開 して い る。 そ れは,当 世 第一 の 『目 き き』 の きわ め

つ け で あ り,ま た正鵠 を得 た 文 明批 判 で もあ る。 しか も その批 判 は決 して抽 象 的 で は な く,

実 に具 体 的 で あ り,ま た 「生 生 しい」 の で あ る。批 判 の対 象 は主 と して 大阪 ・京都 ・神

戸 ・そ して奈良 の 市街 部 に集 中 して い る。 だ か らこそ,こ の 近辺 に住 む われ わ れ に と って

は一 層 「生 生 し く」 感 じるの で あ る。

批 判 の 鉾 先 が 自分 自 身 と関 係 の ない 対 象 に向 って い る聞 は,見 物 入 に とっ て これ ほ ど愉

快 な こ とは な い。 しか し,一 旦,そ の鉾 先 が我 が方 に向 け られ るや,将 に痛 烈 で あ り,ま

た恐 怖 で さ えあ る。 しか も その鉾 先 は著 者 自身 の 作品 に まで 及 び,そ れ を も完 膚 な きま で

こ きお ろす ので あ る。 そ の筆 先 は峻 烈 とい うほか は ない 。

著 髫 は い う。「この 〈建 築 ・風 景 論〉 の 主 目標 な るもの も,要 す るに そ う した 〈貧 しい街

街〉 の風 景 に関 す る意 匠学 的 な考察 と批 判 で あ り,そ の 意味 で 在来 しば しば 試 み られ た,

い わゆ る 〈都市 美 〉 を求 めて の 景観 論 と い うよ りは,む しろ 〈都 市 醜 〉 を具 体 的 に指 摘 し

批 判す る こ とか ら,将 来 の改修 再 生 の道 を示 唆 しよ うとい う,い わ ば啓 蒙 的 な性 格 を第一

義 とす る もの で あ る こ と をあ らため て お断 り してお きたいofと 。

『哲 学 的 な思 索 に溢 ち,建 築 ・都市 計 画,デ ザ イ ン就 中環 境 の 本 質 をつ く,ま こ と にア

カデ ミ ック な著 書 で あ る」

こ れが二 度 目に読 んだ 時 の印 象 で あ る。 本 著 は先 に述 べ た よ うに痛 烈 に し て,大 層愉 快 な

文 明批 評 と もい うべ き批判 が全 面 に流 れ てい る。 しか し,そ の 批 判 は ジャナ リス テ ィ ッ ク

な浮 つい た,底 の な い,そ の場 か ぎ りの批 判 で は な く,そ の 根 底 に正 鵠 を得 た 世界 観 と哲

学 に支 え られ た も ので あ るこ と を知 る。 その世 界観 と哲 学 と は他 人 の借 物 では な く,著 者

独 特 の も ので,魅 力 た っぷ りで あ る。 「デザ イ ンとは,小 さ な コ トが 全体 効 果 に きわめ て
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大 き くひ び く場合 が あ る こ とを知 るべ きで あ る」 とい い。 また,「 ほ ん の一部 分 の デザ イ

ンの 質 の水 準 レベ ル の低 下 が 、 〈建 築 ・風 景 〉 の 全体 効 果 に重 大 な影響 を与 え る司 と い う。

この よ うに著 者 は 自 己 自身 の デザ イ ン観,建 築観 を被 露 しな が ら,本 著 の テ ー マ で あ る

「日本建 築 ・風景 論 」 を追 求 してい く。 本 著 には 「序 文 」 もな け れば 「あ とが き」 もな い。

そ れ故,本 著 の標 題 が 「日本建 築 と風景 論 」 や 「日本 の建 築 と風 景 」 で は な く 厂日本 建 築

中黒 風 景論 」 で な け れば な らぬ 理 由 も本文 の中 に探 さな けれ ば な らぬ。 こ れ も また著 者 好

み の ス タイ ル で あ る。 「建 築 を 〈人 間 の 造 った風 景 〉 と して 〈風 景 と して の建 築 〉 とい う

見 方 で把 え ると と も に,一 方 の 自然 の風 景 を 〈神 の 造 った建 築〉 と して 〈建 築 と して の風

景 〉 とい う見方 で把 え る とい う相 互 的 なア プ ロ ー チ にお い て こ そ 〈建 築 ・風 景 〉 とい う文

化 的 環 境 の トー タルな把 握 へ の道 が ひ ら かれ るの では な い か と考 える。 本 論 の題 目 を あ え

て 〈日本建 築 ・風 景 論〉 と した所 以 も また こ こ に あ るわ け で あ る司 と解 題 す る。 す な わ ち,

「と」 や 「の」 で は な く相 関 関係 を示 す ため ,印 刷 記 号 の 中黒 「・」 を使 っ た とい う。

さて,環 境の 問題 で著者 の関心 は 自然 環 境 で は な く文化 環 境 で あ る。 その ア ブmチ と し

て ま ず風 景 につ い ての 考察 か ら始 め よ うとす る。 著 者 は 「風 景」 と 「景 観」 と を区 別 して

次 の よ うに い う。 「私 の 〈風 景 論 〉 で は,あ らゆ るもの が風景 で あ る。 在 来 の 意味 での 風

景 は,と もす れ ば景 色 を もっ ぱ ら遠 くか ら全景 を見 る,パ ノラ ミッ クな見 方 に よる,い わ

ば 〈遠 像 〉 の問題 と して取 扱 う傾 向 が あ っ た と思 うが,す で に 多 くの先 人 た ちがTownsc・

capeな る コ トバ によ って展 開 して きて い るや り方 と同 様,私 も 〈風景 〉 を,そ の基 本 は

もと よ り遠 像 に お くとは い うもの の決 して そ れだ け に と どめ た くない。 否 む しろ あ え て そ

う しない よ う努 め た い。 〈近 像 〉 と 〈遠 像 〉,〈部 分 と全 体 〉 を,あ た か もズー ム ・レ ンズ

をロ ング とア ップの 両極 間 で 融通 無礙 に自 在 に往 復 させ,時 と場 合 で,必 要 と思 わ れ るア

ング ルで 〈天 工 〉 と 〈人 工 〉 とが か らみ 合 う,都 市 や集 落 の 〈風 景 〉 の望 ま しい あ りか た

を さ ぐり出 した い。 そ の意 味 で私 は景観 とい う言 葉 をや は りこの よ うな風 景 と は一応 区 別

され た,も っ ぱ ら景 の 全体 像 に関 わ る ものだ と考 え るの で あ る司 つ ま り,著 者 は風 景 を ダ

イ ナ ミッ クに と らえ,ま た客観 的 な対 象 で は な く,わ れ わ れ 自身 もその 中 に包 ま れ て し ま

し う主 観 的 な もの と して と らえよ う とす るの で あ る
。著 者 は永 井 荷 風 の 「日和 下 駄 一 東 京 散

策 記一 」(1914)を す ぐれ た風 景 論 と して好 意 をも って しば しば 引用 してい る。 日和 下駄

は小 説家 荷 風 の非 凡 な描 写 力,旺 盛 な弥 次 馬精 神 を知 り得 る珠 玉 の如 きエ ッセ イ で あ る。

日和 下駄 の 中 で荷 風 は 「日本 の神 社 と寺 院 とは,そ の建 築 と地 勢 と樹 木 との,ま こ と に複

雑 な綜 合 芸 術 で あ る」 と述 べ て い る。 これ を著 者 は 「この よ うな 日本 の一 連 の環 境 デ ザ イ

ンをま さに英語 の ラ ン ドス ケ ー プ ・ア キ テ クチ ュア と い うコ トバ その ま ま に,一 つ の 〈建

築 〉 す な わ ち,私 の い う 〈建 築 と して の風 景〉 と解 す べ きだ と思 うの で あ る司 また 「日本
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人 は,ヨ ー ロ ッパ人 の よ うな 〈風 景 と しての 建築 〉構 成 に は,現 在 なお弱 い よ うだ が,反

対 に 〈神 の造 った建 築 〉 た るラ ン ドス ケ ー プ にな らって の,人 間 の 手 に よ る 〈建 築 ・風 景〉

づ く り(例 えば 前記 〈神 域 づ く り〉 な ど)に は絶 妙 な腕 前 を発 揮 す る伝 統 を,今 日 まで も

ちつ づ け て きた と考 え られ る司 「そ して,こ の よ うな 〈複 雑 な綜 合 〉 は単 体 の建 築 を,他

の一 切 の もの との関 連 を無視 して 〈排 除的 〉 につ く りあげ るや り方 とは 対蹠 的 な,ロ ーバ

ー ト ・ヴェ ンチ ュ リー な どの い わ ゆ る 〈困難 な包括 の統 一〉(thedifficultUnityofin -

clusion)の 能 力が 必 要 と され る司 と。

著 者 は この よ う に 日本 人 の風 景 につ いて の特 性 をあ げ,そ れ は 日本 人 の 「間」 を重 ん じ

厂型 の文 化」 に支 え られ て いた とい う。 また,全 体構 成 に あた り 「排 除 的 な統 一 」 では な

く 「包括 的 な統 一」 を指 向 す る環 境 思 考 が 日本 人 の 美徳 と して 曽 て は あ った とい う。 しか

るに,現 代 はF慎 しみ ぶ か さ」 や 「礼 節」 の喪 失 の結 果,バ ン ダル な風 景 にな っ た と著 者

は 歎 くので あ る。 この よ うな,「 殺 風 景」「風 景 の 死」 を回 生 させ るた め には,「 空 間 的 に

は 〈ゆ った り〉 した,時 間 的 には 〈ゆ っ く り〉 した デ ザ イ ンの基 本姿 勢 が求 め られ るの で

あ る」 と い う。 す なわ ち,著 者 は 「うる おい」 と か 「ゆ と り」 を都 市 環 境 形 成 の カ ギ と も

い え る概 念 だ と強 調 す るの で あ る。 著 者 は よ く東 洋 的 な概 念 や 日常 的 な言 葉 を使 うので あ

るが,日 本 語 で語 り,漢 字 に依 って思 考 す る限 り当 然 な こ とで あ る。 が,翻 訳語 で語 り,

西 欧 的概 念 を使 う方 が よ り学術 的 で,漢 字 や 日常 語 で語 る こ とは 素 人臭 い と軽侮 す る傾 向

が あ る。 この 点 も著 者 独特 の ス タイ ル で あ り,信 念 で あ りまた 勇気 の賜 で も あ る。

また著 者 は い う。 「景 観 と風 景 とは あ る条 件 の下 で は同 義 語 で あ るが,風 景 は単 な る場

景 や景 観 な ど とは異 って,人 間 の情 緒 や感 情 にふ か く関 わ る情 景 あ るい は心 景 をふ くむ 点

に大 きな差 違 が あ り,今 日の 都 市景 観 の問 題 は な に よ りも こ う した風 景 論 的 ア プ ロ ーチ に

よ る必要 が あ る司 と風 景 とい うコ トバ を大 事 に,ま た慎 重 に と り扱 っ た所 以 を説 明す る。

「な お私 また ,こ の く建 築 ・風 景論 〉 を これ まで,ど ち らか とい う と,建 築空 間 的 にで

は な く,環 境 的 に,コ トバ を換 えて い え ば,客 観 的 な景 観 の 問題 と して よ り,む しろ地 域

住 民 の心 に か かわ る風 景 の 問題 と して云 々」 とい うよ うに,著 者 は 「建 築 ・風景 」 こ そ地

域 住 民 の心 を反 映 した 風景 で なけ れ ば な らぬ 。 と強 調 し,そ の 風 景 論 に一 層 奥行 を深 め る

の で あ る。 そ して将 来 の展 望 と して 厂こ れ か らの 日本 の 〈建 築 ・風 景 〉 論 は狭 く皮 相 的 な

景 観 論 に堕 しては な らない と思 う。 た と え その 中 で景観 の美 を問 題 に して も,そ の根底 は

し っか り した歴史 的 ・文 明批 判 的 な思 考 が支 え とな って い る可 きだ と思 う司 と結 ぶ。

以 上 が本 著 の概 略 で あ る。 本 著 は都 市 計 画 にた ず さ わる者 は勿 論,建 築 家 ・デ ザ イ ナー

に と って は必 携 の書 で あ り,関 心 の あ る な しにか か わ らず,都 市環 境 に包 まれ て い る われ

わ れ に とっ て も座 右 の書 で もあ る。
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た だ一 言注 文 をつ け る とす れ ば,著 者 の批 判 は 都 市 の市 街地 部 に集 中 して お り,現 在 ど

ん どん造 られつ つ あ り,こ れか ら も一 層 拍 車 を か け造 られ る と思 われ る郊 外 都 市 につ い て

著 者 の批 判 が向 け られ る こ と を希望 し,且 つ そ の意 見 を拝 聴 した い と思 う。

また,著 者 は 「い まや 〈近 代 の超 克 〉 が 唱 え られ る段 階 にお い て 〈建 築 ・風 景 〉 の理 想

像 の追 求 の うえ で西 欧 を範 とす る こと には 限 界 が あ るの で は ない か と考 えは じめ るに 至 っ

て い る」 とい う。 同 感 で あ る。 しか らば 「日本 建 築 ・風 景 」 の理 想像 とは どの よ うな処 に

あ るの か,是 非 こ れ も拝 聴 した い もの で あ る。

(中 西 徹)

-130一


