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0．はじめに

　ຊߘૣҴాେֶम࢜՝ఔͷʮݐஙҙঊ

ಛɾݐஙՈʯ	 ଜ݈ઌੜࢁ 
 ͷٛߨʹͯ

行ͬͨϓϨθϯςʔγϣϯΛߏ࠶ͨ͠

ͷͰ͋Δɻ

　͜ͷٛߨͰظͷ՝ͱͯ͠ੜెશһ

໊͕ͣͭͷνʔϜΛΈɺબΜͩҰਓͷ

ՈͷϓϨθϯςʔ࡞ஙՈʹ͍ͭͯͷݐ

γϣϯΛ行͏ɻ๛ӬɾલాͷڞಉͰɺઓલ

͍ͭʹஙՈͷ౻Ҫްೋݐ༂ͨ͠ຊͷ׆ʹ

ͯɺॏཁจԽࡒʹࢦఆ͞Ε͍ͯΔͦͷද࡞ʮௌډʯΛத৺ʹऔΓ্͛ͨɻ

　ຊߘͷߏ �d� ڀݚԟط 	 রࢀϦεトݙจߟࢀͷר 
 ͔Β౻Ҫްೋٴͼௌډʹؔ͢Δ

ใΛऔΓ্͛ͯཧ͠ɺ���d��� Ͱͦͷಛʹ͍ͭͯ � ͭͷଆ໘͔ΒߟΛ行ͬͨɻ

　ͳ͓ϓϨθϯςʔγϣϯӳޠʹͯ行ͬͨͨΊɺຊߘͰӳޠ൛ͷߘݪΛ༁ɾ࠶ฤूͨ͠

ຊޠɾӳޠͷจষΛ͢ࡌܝΔɻ

1．藤井厚二について

　౻ҪްೋͷུྺҎԼͷ௨ΓͰ͋Δɻ

���� 　ౡݝࢢࢁๅொͰੜ

���� 　౦ژఇࠃେֶՊେֶ 	 ෦ֶେֶژɿ౦ݱ 
 ࣄࢣஙֶՊೖֶ　ҏ౦ଠʹΑΔݐ

���� 　卒業

　　　　  தళۈ

���� 　ࣙ৬ɺԤถཹֶ　࠷ઌͷݐஙઃඋΛࢹ

���� 　ژఇࠃେֶ 	 େֶژɿݱ 
 ʹࢣߨஙઃඋͷݐ　ஙֶՊݐ෦ֶ

���� 　ॿڭतब

���6 　ॅʹ͓͚Δࣨٴڥͼ༷ࣜډىʹ͍ͭͯͷڀݚͰֶത࢜ʹ

तबڭ  　　　　

���� 　ௌډΛઃܭ

���� 　ڈࢮ 	�� ࡀ 


౻Ҫްೋͷ୧Γண͍ͨ͑ʵʮௌډʯ
Fu j ii K ou j i' s conclu sion -  " Cho- chik u - k yo"

小ؠ正थ研ڀ室　修士՝程 1 年　๛Ӭ早৫・前田恵ཬ

p H��　ௌډͷ֎؍
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　౻ҪݐஙઃඋͷऀڀݚͰ͋Γɺh ຊͷॅʱ	����
ɺh ௌ

ډਤҊूʱ	����
ɺh ଓௌډਤҊूʱ	����
ɺh మڽࠞے

ͷՈʱ	����
ɺh চͷؒʱ	����
 ͳͲͷஶॻʹՃ͑ͯɺࣗΒ

ͷڀݚʹؔ͢Δଟ͘ͷจൃදͨ͠ɻͦͷΒɺژΛத৺

ʹɺըՈͷଠాتೋͷࣗఛ 	p H��
 ͳͲΛ͡Ίͱͨ͠ 6� Ҏ

্ͷॅΛઃͨ͠ܭɻ

　͞Βʹژେ࡚ࢁͷཎͷ΄ͱΓʹҰສ௶ʹٴͿେͳ

Λߪೖ͠ɺ࣮ॅݧΛ࣍ʑʹ 5 ɺڀݚɺࣗΒॅΉ͜ͱͰͯݐݢ

ɺ5ޙ࠷Λ行ͬͨɻ͜ͷ͏ͪূݕ ͭͷͷ͕͔ͷ༗໊ͳௌ

Ͱ͋Δɻډ

2．時代背景

　౻Ҫ͕׆༂ͨ͜͠Ζͷ࣌ɺຊॅ史ͷҰͭͷసظͰ͋ͬͨͱ͍͑Δɻ

Ҏ߱ɺຊͰ༸จԽਸഈͷ෩ை͕͋Γɺ༸ؗΛઃ͚ͨΓɺ༟ͷॅʹ༸࣏࣌໌　

͕ࣨͳͯ͘ͳΒͳ͍ͱ͍͏Α͏ʹॅͷܗଶʹӨڹΛٴ΅͍ͯͨ͠ɻ݁Ռɺ༸ࣜͷॅ

Δ͜ͱͱͳͬͨɻ·ʹٸ͕

　େਖ਼࣌ʹೖΔͱੜ׆վળͱ͍͏࣌ࢥை͕·ͬͨɻ͜Ε͍ΘΏΔେਖ਼σモΫϥγʔ͕

ੜΜͩӡಈͷҰͭͰ͋Δɻ

����ஙʹ͓͍ͯɺݐ　 Ҏ߱ࠤརثͱాࡾʹΑͬͯݐஙֶʹ͓͚Δֶ͕

ൃల͠ɺ���� ʹ行ΘΕͨ౼ձʮզ͕ࠃকདྷͷݐங༷ࣜΛԿʹ͖͢ฏʯΛػܖʹɺݐ

ஙͷཧ૾͕ᐆດԽ͠ɺຊͷ౷ੈلܗͷؔ৺্͕ͨ͠ɻ���� Ҏ߱ɺॅվ

ྑӡಈ͕͖ىɺࡏདྷͷຊՈͷෆӴੜɾػతܽؕΛ༸ԽʹΑΓվળ͠Α͏ͱ͢Δಈ͖͕

ੜ·Εͨɻ

　ͦͷҰྫͱͯ͠ɺ���� ͷʮੜ׆վળಉໍձʯʹΑΔ׆ಈ͕͛ڍΒΕΔɻ͜͜Ͱͱ

ॅͷվળΛΊͯ͟͠ҎԼͷ 6 ͕ͭఏএ͞Εͨɻ

Ұɺຊকདྷͷॅ࣍ҜࣜࢠʹվΉ͠ɻ

ೋɺॅͷؒऔઃඋࡏདྷͷ٬ຊҐΛՈຊҐʹվΉ͠ɻ

࣮༻ʹॏ͖Λஔ͘͠ɻࢭࡂͼٴ০Λආ͚ɺӴੜڏͼઃඋٴߏɺॅͷࡾ

ͷ࣮༻ʹॏ͖Λஔ͘͠ɻࡂݥདྷͷؑຊҐʹภͤͣอࡏɺఉԂ࢛

ͱ͠ॅͷվળʹ४ͣ͠ɻࢫ࿚ΛݎɺՈ۩؆୯ޒ

ɺେࢢʹ͋ΓͯɺҬͷঢ়گʹґΓɺڞಉॅٴͼాԂࢢͷઃඋྭ͢͠ɻ

 p H��　ଠాتೋͷࣗఛ
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　౻Ҫ͜ΕΒͷΑ͏ͳॅͷʹର͠ɺஶॻʰຊͷॅʱͰҎԼͷ༷ʹड़͍ͯΔɻ

ʮΘ͕ݱࠃͷ࣭จ໌͓͓ΉͶൣΛԤถͷઌਐॾࠃʹͱΓɺతʹͦΕʹै͏͜ͱͷΈʹ

Ίͯɺ฿ͷٴͳ͍ͷΛ͓ͦΔΔͷ͕͋ײΓ·͢ɻैͬͯࠃຽͷੜ׆ʹ͓͍ͯ൴ͷੜ׆

ΛֶΜͰɺଖͷ༷ࣜΛҰมͤ͠ΊɺԤถԽ͢ΔॅΛҎͯจԽॅͱ৴͡ɺ࣮ʹ൴Λࣸͤ

ΜͱࢼΉΔͷ༗Γ·͢ɻ͜ΕҰݟ·͜ͱʹΛಘͨΔ͜ͱͰ໌ݡͳΔํ๏ͷ͑͘ߟΒ

Ε·͕͢ɺਂ͘ল͢Ε͔͠Β͟Δ͜ͱ໌നͳΔࣄͰ͋ͬͨɺ൴զͷྺ史ਓ෩ଏशٴ׳

ͼީؾ෩Λରൺ͢Εɺͯ͢ඇৗʹ૬ҧͷ͋Δ͜ͱ͕ΒΕ·͢ɻނʹɺΘΕΘΕզࠃ

దԠ͖͢ਅͷຊจԽॅΛͤͶͳΓ·ͤΜɻ͜Εʹ׆ௐ͠ɺͦͷੜʹڥ༗ͷݻ

ԼͷٸͰ͋ͬͯɺॏେͳΔҙٛͷଘ͢Δͱ͜ΖͰ͢ɻଈͪʮຊͷॅʯʹ͍ͭͯ౼ڀ

Μͱ͢ΔॴҎͰ͢ɻʯͤߟ �

　খઘࢯࢠஶॻ ʮhຊͷॅʯͱ͍͏࣮ݧ　෩ΛσβΠϯͨ͠౻ҪްೋʱͷதͰɺ͜Ε

Βͷ࣌എܠΛ౿·͑ɺΞʔルɾψʔϰΥʔɺθηッγϣϯɺΞʔπˍΫϥϑπ͔Βモμχζ

Ϝ 	 நඒͱ߹ཧओٛ 
 ͢ࢤΔ࣌ʹ͓͍ͯɺશͯΛࡏԽͤ͞ɺֶڥతݟʹΑΓ

Ͱ͋Δͱड़͍ͯΔɻډɾӴੜ໘վળͨ͠ͷ͕ௌػ �　

3．5 つの実験住宅

　ઌड़ͨ͠Α͏ʹɺ౻Ҫຊͷ෩ʹཱ͠٭ɺڥతੑͱੜ׆తػΛຬͨͨ͠ॅΛ

ݧ࣮ͨ͠ࢦͱͯ͠ 5 ͭͷࣗఛΛઃ͍ͯ͠ܭΔɻͦͯͦ͠ΕΒͷ࣮ݧͰಘΒΕͨ݁ՌΛجʹ

���� ʹʰຊͷॅʱΛஶ͠ɺಉʹޙ࠷ͷ࣮ॅݧͰ͋ΔௌډΛൃද͍ͯ͠Δɻ

　ࣗΒͷڀݚతͱͯ͠ɺʮଖڀݚϊൃදۃϝςكχγς 	 தུ 
 ྔతڀݚϮൃදηϥϨ

γコトϊগφΩϮҨ״トφεɻʯͱड़͓ͯΓɺॅʹؔ͢ΔՊֶతڀݚɾσʔλ͕গͳ͍ͨΊɺ

ࣗΒԹɾ࣪ɾྲྀؾʹؔ͢Δ࣮ݧΛ行ͳͬͨ͜ͱ͕͔Δɻ

　� ൪ͷ࣮ॅݧ 	p H��
  ���� ʹͯݐΒΕͨɻ౻Ҫ

͜ͷ࣌தళۈதͰ͋ͬͨͨΊɺෑਆࢢށͰ͋Δɻ

ೋ֊ݐɺೋ֊ͷॻࡈͱԠؒҎ֎ෑͷ७෩ॅͰɺ

౻ҪॅͷಛͰ͋ΔؔݰͷֻࠊͱΓ͚ԼବɾࡿೖΕ

Δɻ͋ʹط

p H��　� ൪ͷ࣮ॅݧ
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　� ൪ 	p H��
  ���� ʹژࢢͷେͯݐʹ࡚ࢁΒΕͨɻ౻Ҫ͜ͷࠒɺ

݁ࠗ͠தళΛୀ৬ɺԤถࢹ旅行Λژͯܦେֶʹไ৬͍ͯͨ͠ɻ

ೆʹࡉ͍ฏݐͰɺ݉ؒډ৯ಊ͕த৺ʹ͋Γɺͦ ͷपғʹԠؒɺ

৸ࣨɺॻࡈɺॴ͕ஔ͞Εͨؒډத৺ܕͰ͋Δɻ

　Ҏ߱ͷ౻Ҫॅͷಛͱͯ͠ɺࣨډͱͦͷଞͷ෦ย։͖ށͰ۠ը

͠ɺؒࣨډৗ࣌։์ՄͷؒΓ 	� ൪ͰΧʔςϯɺ� ൪Ҏ߱

Ҿ͖ށ 
 ͰΓɺؔݰؒɾॴؒɾϕϥϯμɾԑʹ֎෦ग़ೖޱΛ

ΒΕΔɻ·ͨɺ͜ͷॅͰ٬ۭؒͱՈۭ͛ڍఆ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ݶ

ؒͷ͢Γ߹Θͤͱͯ݉ؒ͠ډ৯ಊͷҰ෦ʹԠ͕ؒઃ͚ΒΕɺ·ͨҜࢠ

৯݉ؒډΈͱͯ͠ෑ͕গͳ͘ͳΓɺࢼऔΓೖΕΔʹ࠲ͷ߹ཧੑΛচ࠲

ಊͷҰ෦ʹখ্͕Γ͕͋ΔͳͲͷ͕͞ࢪΕ͍ͯΔɻ

　� ൪ 	p H�5
  ���� ʹઃ͞ܭΕͨɻ౻Ҫ͜ͷॅͷઃܭʹ߹Θͤͯژେʹ࡚ࢁେ

ͳෑΛߪೖ͍ͯ͠Δɻෑʹ࣮ॅݧͷఱҪ͏ʹࡐഡͳͲ২͍͑ͯͨɻೋ֊ݐ

Ͱ͕͋ͬͨɺ���� ͷ෩Ͱೋ֊͕ਧ͖ඈΜͩɻ

　Ҏ߱ͷ౻ҪॅͰখ͞ͳਖ਼ํܗΛ༻͍ͨҙঊ֨ࢠ૭͕ಛతͱͳΔɻฏ໘ߏͱͯ͠

Ԡؒͱ٬ؒ 	 ݉৯ಊ 
 Λ۠ผ͠ɺ٬ؒʹֻ࢟ࠊʹ߹Θ͍ͤͨߴচͷ͕ؒઃ͚ΒΕ͍ͯΔɻ

　� ൪ 	p H�6
  ���� ʹಉෑʹͯݐΒΕͨɻฏݐͰɺΓؒډத৺ͷฏ໘ߏ

͕ͩɺͦͷ໘ੵॖখ͍ͯ͠ΔɻԠ͕ؒಠཱ͠ɺ·͕ͨؒډ৯ಊ݉Ͷ͍ͯΔ͜ͱ͕ಛ

ͱͯ͛͠ڍΒΕΔɻ

 p H�5　� ͭͷ࣮ॅݧ  p H�6　� ͭͷ࣮ॅݧ

p H��　� ͭͷ࣮ॅݧ
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　Ҏ্͕ �d� ൪ͷ࣮ॅݧͷ֓ཁͰ͋Δ͕ɺ͜ΕΒͷಛͱཁૉͷมભ͔Βௌډʹද͞ݱ

Ε͍ͯΔ౻Ҫͷ࣮ݧͷ݁ɺ൴ͷඳ͘ཧͷຊॅ૾͕ු͔ͼ্͕ΔɻҎԼʹྻ͢ڍΔɻ

ʬ֊ʭ

ɾೋ֊ͯݐ 	�ɼ� ൪ 
 ͱฏ 	�ɼ� ൪ 
 ͕͋Δ͕ɺௌډͰฏΛબ͍ͯ͠Δɻ͜Ε

�ࣗવͱௐ͠ɺ༧্Α͍ͨΊͱ͍ͯ͠Δɻ؍֎ ൪ͷॅͷೋ֊෦͕෩Ͱඈ

͞Εͨ͜ͱ͕େ͖ͳӨڹΛ༩͍͑ͯΔͱ͑ߟΒΕΔɻ

ʬฏ໘ߏʭ

ɾ� ൪Ҏ߱ɺؒډத৺ܕͷฏ໘ߏͱͳ͓ͬͯΓɺͲΕྡ͢Δࣨͱͭͳ͕͍ͬͯΔɻ

ɾԠؒɺ٬ؒɺ৯ಊɺؒډͷҐஔؔٴͼؒͷ͕ॅ͝ͱʹมԽ͓ͯ͠Γɺ٬ۭؒͱ

Ոۭؒͷ͢Γ߹Θͤʹର͢Δ͕֞ؒ͑ݟΔɻ

ʬੜ༷ࣜ׆ʭ

ɾ� ൪Ҏ߱ɺؒډʹখ্͕ΓΛઃ͚ɺ͍ߴচͷؒ͋Δ͍চΛઃ͚ΔͳͲҜ࠲ࢠͱচ࠲ͷ༥

߹ͷݟ͕ࢤΒΕΔɻ

ɾଟ͘ͷՈ۩͕Γ͚ͱͳ͍ͬͯΔɻ

4．聴竹居について

　ௌډେ࡚ࢁͷେͳෑʹ ���� ʹͯݐΒΕͨɻۙ͘ʹࠃๅࢦఆ͞Ε͍ͯΔ͕҇

͋ΓɺʹఱԦࣉɺೆʹܡͱӉ࣏ͱ๛͔ͳࣗવͱจԽʹғ·Ε͍ͯΔɻ

　h ຊͷॅʱͰ౻ҪɺͦͷௌډΛʮଈͪ೭͕ຊॻͷ݁ͱশ͖͢ͷͰ͢ʯͱҐஔ

͚͍ͮͯΔɻຊষͰௌډʹ͍ͭͯɺۭ ͷՌΛɺڀݚ෦ҙঊ͔ΒࡉΛɺڹͷӨ͔࣌Βߏؒ

ਤ໘͔Β౻Ҫͷઃܭཧ೦ΛͦΕͧΕݟΔɻCho-chiku-kyo, 1928
聴竹居 (1928)

Yodo 
River

1945~50
 p H��　ௌډͷෑ	�����5�




 史標 第 65 号
  ౻Ҫްೋͷ୧Γண͍ͨ͑ʵʮௌډʯ

�ý�

4-1．空間構成からみる時代の影響

　� ষʹͯड़ͨΑ͏ͳ࣌എܠɺ౻Ҫͷ࣮ॅݧɺͦͯ͠ௌډͷۭؒߏʹେ͖ͳӨڹ

Λ༩͍͑ͯΔͱ͑ߟΒΕΔɻ

　·ͣ໌࣏࣌Ҏ߱ͷ༸จԽਸഈʹରͯ͠ɺઌड़ͨ͠Α͏ʹ౻Ҫ༸จԽͷશͯΛड༰

͢ΔͷͰͳ͘ɺຊͷީؾ෩ͱௐ͠ɺੜ׆ʹదͨ͠ຊॅͱ͍͏ͷΛॏཁ͍ͯ͠ࢹ

ͨʢ� ষʣɻ͜ΕௌډͰฏ͕ͯݐબ͞Ε͍ͯΔ͜ͱɺ࣍અʹͯޙड़͢Δ͕ڞڥੜ

Δ͜ͱɺ͍ͯ͠ূݕΛղੳɾؾΔ͜ͱͰ෩ͷྲྀΕۭ͢ݧΔʹ͋ͨͬͯɺॅͰ࣮࡞Λॅܕ

ਵॴʹຊਓͷੜ׆ʹ߹ΘͤͨσβΠϯ͕ҝ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͔Β͏͔͕͑Δɻ

　·ͨɺେਖ਼࣌ͷʮੜ׆վળಉໍձʯʹද͞ΕΔॅվྑӡಈͰఏএ͞Ε͍֤߲ͯͨͱ

ௌډͷಛΛൺֱ͢ΔͱɺҎԼͷ � ʹཧͰ͖Δͱ͑ߟΒΕΔɻ

ʬ͔ࣜ࠲Βֻ͚ࣜࠊʭ	 Ұɺຊকདྷͷॅ࣍ҜࣜࢠʹվΉ͠ɻ


ͷͨΊͷͷۭؒΛฒଘͤࣜ͞࠲ͷͨΊͷ൘ؒͱֻ͚ࣜࠊ

Δࣨډʹ͓͍ͯɺচΛ൘͔ؒΒ ��DN ্ঢͤ͞Δ͜ͱͰɺ

Ҝ࠲ʹࢠΔਓͱʹ࠲Δਓͱͷࢹઢͷ͞ߴΛ͚ۙΔઃܭ

ͱ͍ͯ͠Δ 	p H��
ɻ

ʬ٬ຊҐ͔ΒՈຊҐͷۭؒʭ	 ೋɺॅͷؒऔઃඋࡏདྷͷ٬ຊҐΛՈຊҐʹվΉ

͠ɻ


٬ࣨͱ٬༻ศॴΛؔݰۙʹஔ͢Δ͜ͱͰɺϓϥΠόγʔΛ֬อ͢

Δ͚ͩʹཹ·ΒͣɺۭؒࣨډΛେ͖֬͘อ͢Δ͜ͱʹޭͨ͠ 	p H��
ɻ

ʬӴੜॏࢹͷઃඋʭ	 ɺॅࡾ ͷߏٴͼઃඋڏ০Λආ͚ɺӴੜٴͼࡂࢭ࣮༻ʹॏ͖Λஔ͘͠ɻ


ॅશମʹأ行ฏ໘চԼޱؾΛ༻͍Δ͜ͱͰɺेͳ௨෩Λ֬อ

͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻຊ෩্͕͍ڧʹɺௌډͷෑɺனؒ

ೆ͔Βͷ෩͕ਧ͖ࠐΉͰ͋Δ͜ͱ͔Βɺ౻Ҫ͜ΕΒͷ෩Λ

ར༻͠ॅ෦ΛेʹؾͰ͖ΔߏɾઃඋΛ࠾༻ͨ͠ 	p H���
ɻ

ʬॅͷվળʹ४ͣΔՈ۩ʭ	 
ͱ͠ॅͷվળʹ४ͣ͠ɻࢫ࿚ΛݎɺՈ۩؆୯ޒ

౻ҪॅͷΈͳΒͣɺͦ

ͷ෦ͷՈ۩·Ͱಠࣗʹઃ

Δɻ͜ΕΒͷՈ۩γ͢ܭ

ϯϓルͳσβΠϯͰ͋Δ

͕ɺ͏ਓʹدΓఴͬͨ

ͷͰ͋Γɺػ্߹ཧతͳ

ઃܭͱ͑ݴΔ 	p H���
ɻ

 p H��　ࢹઢͷ͞ߴͷҰக

guest room
entrance

guest
restroom

 p H��　ؔݰۙʹஔ͞Εͨ
٬ۭؒ

 p H���　ணʹద߹ͨ͠Ҝࢠ p H���　أ行ฏ໘ͱ௨෩

3. Structures and Facilities of house should be 

practical and sanitary, with no ostentation
三、住宅の構造及び設備は虚飾を避け、衛生及び

災害防止等実用に重きを置くべし。

the form of ganko

a west wind a river breeze

underfloor ventilator

Influence of the background 時代の影響

Improvement of daily life
-Taisho Democracy-
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4-2．細部意匠からみる研究の成果

　ௌ͞ࢪʹډΕͨࡉ෦ҙঊ �
 Λ௨ͯ͠ɺ౻Ҫ͕࣮ॅݧΛ௨ͯ͠ಘͨઃܭʹ͓͚Δڀݚͷ

Ռʹ͍ͭͯ͢ߟΔɻ

ʬؔݰʭ

ɾ൳பΛ � ຊ༻͍ΔΘΓʹยํΛͱ͠ɺඇରশͳσβΠϯͷ֨ࢠ૭Λ༻͢Δ͜ͱͰɺ

ΛॊΒ͔͍ͯ͘͠Δ͑ߏͳΓ͕ͪͳۤ͘͠ݎ

ɾؒͱ֤ࣨͱଓ͢Δۭؒͱͷڥʹԁܗモνʔϑͷݐ۩Λ༻͍Δ͜ͱͰɺۭ྆ؒΛ

Γͳ͕ΒͦͷڥΛ؇͔ʹ͍ͯ͠Δ

ɾཱͯࡿɺۺശɺεϦッύೖΕɺコʔトֻ͚ͳͲੜدʹ׆ΓఴͬͨػΛඋ͑Δ

ʬ٬ࣨʭ

ɾۂઢモνʔϑͷཝؒΛ༻͍Δ͜ͱͰɺۭ྆ؒΛΓͳ͕ΒͦͷڥΛ؇͔ʹ͍ܨͰ͍Δ

ɾഎͨΕʹࣼΛ͚ͭͨΓϑϨʔϜԽ͢Δ͜ͱͰଳ่ΕΛ͢ࢭΔͳͲɺணͰͷੜ׆ʹద

߹ͨ͠σβΠϯɾػΛͭ࣋Ҝ͕͋ࢠΔ

ɾ࡞Γ͚ͷҜࢠͱচͷؒɺΨϥε૭ͱোࢠ૭ͳͲɺ༸ͷཁૉ͕༥߹ۭͨؒ͠Ͱ͋Δ

ʬࣨډʭ

ɾԼͷΫʔルνϡʔϒ֎ؾΛͦͷ··ࣨʹऔΓೖΕΔઃඋͰ͋Γɺ֎ͷۭؾΛ͡ײ

Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

ʬ৯ಊʭ

ɾ৯ಊͱࣨډͷڥʹԁܗモνʔϑͷݐ۩Λ༻͍Δ͜ͱͰɺۭ྆ؒΛΓͳ͕ΒͦͷڥΛ

؇͔ʹ͍ܨͰ͍Δ

ʬௐཧࣨʭ

ɾ֎෦݁ͷμεトγϡʔト৯ಊ݁ͷ࡞Γ͚୨ͳͲੜدʹ׆ΓఴͬͨػΛඋ͑Δ

ʬԑଆʭ

ɾ࿈ࢠ૭Λ༻͍Δ͜ͱͰɺ෦ۭؒͱ֎෦ͷࣗવͱͷؒʹແବͳোΛઃ͚ͳ͍Α͏ʹ͠ɺ

ۭؒతͳ࿈ଓੑΛอ͍ͬͯΔ

ʬಡॻࣨʭ

ɾࣗવޫΛଟ͘औΓࠐΉ͜ͱ͕Ͱ͖Δஔͱ͢Δ͜ͱͰɺͦͷޫ͕֎ΛॊΒ͔͍͘ܨͰ͍Δ

ʬҥॴʭ

ɾચ໘ͷ୨ͷখೖΕऩೲɺนͷϑッΫɺચ໘લͷ૭ͷԼʹઃஔ͞Εͨચ୕૧ͳͲੜ׆ʹ

Λඋ͑ΔػΓఴͬͨد

ʬศॴʭ

ɾখศثͱखચ͍ؒコʔφʔͷλΦルֻ͚ͳͲੜدʹ׆ΓఴͬͨػΛඋ͑Δ

ʬશମʭ

ɾࣨډΛத৺ͱ֤ࣨ͠༻్Λ͢Δ༸ॅ༷ࣜͷ࠾༻ͱɺ͞Ε֤ͨࣨΛॊ͢ΔԨɾ

োࢠͱ͍͏ɺ༸͕༥߹ۭͨؒ͠Ͱ͋Δ
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　Ҏ্ͷௌډͷಛ͔ΒݟΕɺ౻Ҫ͕࣮ॅݧΛ௨ͯ͠ಘͨઃܭʹ͓͚ΔڀݚՌɺҎ

Լͷ � ʹཧͰ͖Δͱ͑ߟΒΕΔɻ

քͷॊڥ˙ ŋŋŋ ઢモνʔϑۂ 	p H���
 ΞγϯϝトϦʔͷσβΠϯͷར༻ʹΑΓɺۭؒಉ࢜

ͷڥքͷॊΛਤ͍ͬͯΔ

˙߹ཧओٛ ŋŋŋ ੜدʹ׆Γఴͬͨػ 	p H���
 Λ֤ॴʹඋ͓͑ͯΓɺ౻Ҫͷ߹ཧओٛऀͱͯ͠

ͷଆ໘͕ͯݟऔΕΔ

˙ ࣗ વͱͷڞੜ ŋŋŋ ɺޫ ɺۭ తʹࣨʹऔΓೖΕɺࣗۃΛੵؾ વͱͷڞੜΛਤ͍ͬͯΔ 	p H���


˙ ༸༥߹ ŋŋŋ ༸ͷཁૉΛಉۭؒͰڞଘͤ͞ɺ༸༥߹Λਤ͍ͬͯΔ 	p H���


4-3．図面からみる設計理念

　౻ҪʹΑͬͯඳ͔Εͨௌډͷਤ໘Λ௨ͯ͠ɺ౻Ҫͷઃܭཧ೦Λ͢ߟΔɻ౻Ҫௌډͷ

ΈͳΒͣɺʑํࢴ؟Λ༻͍ͯਤ໘Λඳ͍͍ͯΔɻͦͷछྨฏ໘ਤʹͱͲ·ΒͣɺఱҪ্ݟ

͛ਤɺల։ਤɺཱ໘ਤͳͲ͋Δ 	p H��5
ɻ

 p H���　৯ಊʵؒࣨډͷ
ԁܗモνʔϑ

 p H���　ؔݰ֎ͷཱͯࡿ  p H���　͔ࣨډΒԑଆΛͨݟ෩ܠ
˙ࣗવͱͷڞੜɿ࿈ࢠ૭ʹΑΔɾ֎ۭؒͷ࿈ଓੑ
˙༸༥߹ɿোࢠɾԨʹΑΔۭؒͷॊΒ͔ͳ͕ܨΓ

 p H��5　౻ҪʹΑΔௌډͷਤ໘
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　ௌډͷฏ໘ਤʹ͓͍ͯͦ

ͷ࿓Լʹண͢Δͱɺͦͷப

ؒɺҰՕॴ ����NN ͷ෦

͕͋ΔҎ֎ �5��NN Ͱ

౷Ұ͞Ε͓ͯΓɺ౻Ҫ͕ई؏

๏Ͱͳ͘ϝʔトル๏Λ༻͍

ͯઃ͍ͯ͠ܭΔ͜ͱ͕ಡΈऔ

ΕΔ 	p H��6
ɻ

　ҰํͰɺํࢴ؟ͱ͍͏ά

Ϧッυ͔Β֎Ε͍ͯΔઢ͕ෳ

ଘ͢ࡏΔɻྫ͑ p H��� ͷ

Α͏ʹɺೲށɺ୨ΛࣼΊʹ

͢Δ͜ͱͰԞ行͖Λͤݟ͘

ۭؒʹѹഭײΛແ͘͢ɻஃ

ࣼΊʹ͢Δ͜ͱͰ͔ࣨډΒ

͕Α͑͘ݟΔΑ͏ʹͯ͠

͍Δɻ͍ͣΕ౻Ҫͷણࡉͳ

Β͞Ε͍ͯΔ෦Ͱڽ͕

͋Δɻ

　౻Ҫʰຊͷॅʱʹ͓

͍ͯɺʮͰͭ͘Δ͍··Ͱ

ͷۭؒͱ͍͏ͷ࢛࢛֯֯Ͱ

໘ന͘ͳ͍ɻ͔ͩΒมԽΛͭ

͚ΔΜͩʯͱ͍ͯ͠ٴݴΔɻ

行ฏ໘લड़ͨ͠Α͏ͳάأ

Ϧッυ͔Β֎ΕͨઢʹΑΔ

ۭࣼؒɺ౻Ҫ͕࢛࢛֯֯ͷ

ۭؒʹมԽΛ͚ͭΔҰͭͷղ

ͱͯࣔͨ͠͠ͷͰ͋Δͱߟ

͑ΒΕΔɻ

p H��6　ௌډͷபؒੇ๏

p H���　ฏ໘ʹ͓͍ͯάϦッυ͔Β֎Εͨઢ 	 ্ೲށɺԼஃ 
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　·ͨɺଞʹάϦッυ͔Β

֎Εͨઢͱͯ͠ɺΓΑ

Γ͍͔ࡉઢΛ͛ڍΔ͜ͱ

͕Ͱ͖Δɻྫ͑ 4������

ͷਤ໘ʹ͓͍ͯ࠷͍͔ࡉ

Γ࣮ੇ ���NN Λද

͠ɺ࣮ੇ ��NN ·Ͱ͔͘ࡉ

Ήͱɺਤ໘্ͰάϦッࠁ

υ͔Β֎ΕͨઢͱͳΔɻௌ

ډͷཱ໘ʹண͢Δͱɺ

pH��� ͷΑ͏ʹɺ͔ؒΒ৸

ࣨʹ͔͚ͯ ��NN ΑΓࡉ

͔͍ੇ๏ 	 ྫ͑ ���NN ͳ

Ͳ 
 ͕༻͍ΒΕ͍ͯΔ͜ͱ͕͔Δɻ͜Εɺ͔ؒΒ৸ࣨʹ͔͚ͯͷެతۭ͔ؒΒࢲతۭؒ

ͷώΤϥルΩʔͷมԽΛࣔͨ͢ΊͷͷͰ͋Γɺಛʹࣨډͱࡾͷؒͷ ���NN ͷஈࠩʹؔ

ͯ͠ɺ൘ؒͷֻ͚ࣜࠊͱؒͷࣜ࠲ͷࢹઢΛ߹ΘͤΔͱ͍͏ػ্ͷཁҼʹΑΔͷͰ͋Δ

ͱ͑ߟΒ͑Δɻ

　Ҏ্ͷΑ͏ʹɺฏ໘ํʹཱ͓͍ͯ໘ํʹ͓͍ͯɺ౻Ҫํࢴ؟ͷάϦッυ͔Β֎Ε

ͨઢʹ൴ͳΓͷҙຯΛؚ·͍ͤͯΔͱ͑ߟΒΕΔɻ

5．むすび　~ 聴竹居のデザイン ~

　Ҏ্ɺௌߏۭ͍ؒͯͭʹډ͔Β࣌ͷӨڹΛɺࡉ෦ҙঊ͔ΒڀݚͷՌΛɺਤ໘͔Β౻

Ҫͷઃܭཧ೦ΛͦΕͧΕ͕ͨݟɺ౻Ҫ͕ஶॻͷதͰڀݚͷ݁ͱҐஔ͚͍ͮͯΔ௨Γɺ͔֬ʹ

൴ͷॅʹର͢ΔࢥΛݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ

　ௌډɺ͍ؒධՁ͞Εͣʹ͍͕ͨɺ���6 ʹதళओಋͰௐ͕ࠪ行ΘΕɺ࣮ଌਤ

໘ूͷग़൛ʹΑΓ࠶ධՁ͞Εͨɻۙอଘஂମͷʮௌډ۞ָ෦ʯΛத৺ʹɺ౻ҪՈɾେࢁ

࡚ொɾதళ͕͠ྗڠอଘ׆ಈ͕ൃ׆Խ͠ɺ���� ʹॏཁจԽࢦࡒఆҝ͞Εͨ͜ͱ͔Βɺ

ೝ͞Εͭͭ͋Δɻ֬࠶తՁֶ͕ڥஙతɾྺ史తɾݐͼͦͷ࠶

　౻ҪްೋʮଖͷࠃΛද͢ΔͷॅݐஙͰ͋Δʯͱ͍͏ݴ༿Λ͓ͯ͠Γɺ൴ຊ

ۙݐஙʹର͢ΔҰͭͷ͑ͱͯ͠ௌډΛઃͨ͠ܭͱ͑ߟΒΕΔɻຊڀݚΛ௨ͯ͡ɺௌډ

ʹઓલͷจԽॅࡒͱ͍͏ධՁʹͱͲ·Βͣɺݱͷݐஙʹద༻Ͱ͖Δཁૉ͕͋ΔͷͰ

ͳ͍͔ͱ͡ײΒΕͨɻ

pH���　அ໘ʹ͓͍ͯάϦッυ͔Β֎Εͨઢ
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Fu j ii K ou j i' s conclu sion -  " Cho- chik u - k yo"
0. Introduction

 5IJT QBQFS JT XSJUUFO CBTFE PO UIF &OHMJTI QSFTFOUBUJPO NBEF JO UIF %S�:BNBNVSB�T 

DMBTT JO NBTUFS DPVSTF� *O UIJT DMBTT .BFEB BOE 5PZPOBHB NBEF B QSFTFOUBUJPO BCPVU 'VKJJ 

,PVKJ NPEFSO BSDIJUFDU BOE l$IP�DIJLV�LZPz	pH��
 IJT NPTU GBNPVT XPSLT PG IPVTJOH�

 &OHMJTI WFSTJPO JT XSJUUFO NBJOMZ CBTFE PO UIF NBOVTDSJQU PG UIF QSFTFOUBUJPO TP JU JT 

UIF BCTUSBDU PG UIF TUVEZ� *O BEEJUJPO pHVSFT BOE UBCMFT BSF QSJOUFE JO UIF +BQBOFTF WFSTJPO�

1. About Fujii Kouji

 'VKJJ ,PVKJ XBT CPSO JO )JSPTIJNB TUVEJFE VOEFS $IVUB *UP FOUFSFE 5BLFOBLB ,PVNVUFO�  

5IFO IF CFDBNF B QSPGFTTPS PG ,ZPUP 6OJWFSTJUZ� $IP�DIJLV�LZP XBT EFTJHOFE JO ����� 'VKJJ 

XSPUF NBOZ UIFTFT BT BDIJFWFNFOUT PG IJT TUVEZ� &TQFDJBMMZ l5)& +"1"/&4& %8&--*/(�

)064&z TIPXT IJT UIPVHIUT BCPVU IPVTFT BOE JT UIF NPTU GBNPVT XSJUJOHT� "MPOH XJUI IJT 

TUVEZ IF EFTJHOFE PWFS 5� IPVTFT JO ,ZPUP TVDI BT 0PUB IPVTF 	pH��
 XIJDI JT EFTJHOFE GPS 

0PUB ,JKJSP BO BSUJTU� "T GPS IJT PXO IPVTF IF CPVHIU B MBSHF MBOE JO 0PZBNB[BLJ ,ZPUP BOE 

CVJMU FYQFSJNFOUBM IPVTFT POF BGUFS BOPUIFS� 5IF 5UI IPVTF JT UIF $IP�DIJLV�LZP�

 

2. Historical background

 #FGPSF XF EFBM XJUI $IP�DIJLV�LZP XF XPVME MJLF UP DPOTJEFS UIF IJTUPSJDBM CBDLHSPVOE� 

4JODF .FJKJ QFSJPE +BQBOFTF QFPQMF BEPSFE 8FTUFSO DVMUVSF BOE XFTUFSO TUZMF IPVTFT TQSFBE 

SBQJEMZ� *O 5BJTIP QFSJPE UIF NPWFNFOU UP JNQSPWF EBJMZ MJGF TVDI BT 5BJTIP %FNPDSBDZ 

PDDVSSFE BOE BO PSHBOJ[BUJPO DBMMFE 4FJLBUTV�LBJ[FO�EPVNFJLBJ 	-JGF *NQSPWFNFOU "TTPDJBUJPO
 

BOOPVODFE GPMMPXJOH TVHHFTUJPOT� 

��   )PVTFT TIPVME CF EFTJHOFE BT $IBJS�TFBUFE MJGF TUZMF JOTUFBE PG 'MPPS�TFBUFE MJGF TUZMF�

��   )PVTF QMBO TIPVME CF 'BNJMZ�pSTU JOTUFBE PG 7JTJUPS�pSTU�

��   4USVDUVSFT BOE 'BDJMJUJFT PG B IPVTF TIPVME CF QSBDUJDBM BOE TBOJUBSZ XJUI OP PTUFOUBUJPO�

5�   'VSOJUVSFT TIPVME CF TJNQMF BOE GBTU BOE TIPVME IFMQ JNQSPWF UIF IPVTF�

BOE TP PO�    

 4P JO 4IPXB QFSJPE 'VKJJ QVCMJTIFE z5)& +"1"/&4& %8&--*/(�)064&z BT IJT PQJOJPO 

BHBJOTU UIFTF USFOET PG IPVTFT� )F NFOUJPOFE UIBU l	8F TIPVME OPU KVTU GPMMPX BGUFS UIF 

8FTUFSO DVMUVSF CVU
 DPOTJEFS UIF +BQBOFTF WFSOBDVMBS FOWJSPONFOU BOE IBSNPOJ[F XJUI JU 

BOE EFTJHO HFOVJOF +BQBOFTF DVMUVSBM IPVTF UIBU CFTU BEBQUT JUT MJGF�z

 *O PSEFS UP QVSTVF IJT JEFBM IPVTF EFTJHO IF CVJMU 5 FYQFSJNFOUBM IPVTFT GPS IJT GBNJMZ� 

4UVEJFT BOE TV⒏DJFOU EBUB BSF TP TDBSDF UIBU 'VKJJ NBEF BO FYQFSJNFOU BCPVU UFNQFSBUVSF 

IVNJEJUZ BOE BJS qPX JO UIPTF IPVTFT� 5IF FYQFSJNFOU XBT UP NBUFSJBMJ[F B IPVTF UIBU GVMpMMT 

FOWJSPONFOUBM JTTVFT BOE VTFGVM GVODUJPOT�
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3. The Five Experimental Houses

 5IF �TU IPVTF 	pH��
 XBT CVJMU JO ����� *U XBT B XPPEFO UXP TUPSZ IPVTF BOE FYDFQU 

GPS UIF TUVEZ BOE ESBXJOH SPPN BMM PG UIF SPPN BSF +BQBOFTF TUZMF UBUBNJ SPPN� 

 5IF �OE IPVTF 	pH��
 XBT CVJMU JO ����� *U XBT B XPPEFO qBU IPVTF BOE XBT MPOH BOE 

OBSSPX JO OPSUI�TPVUI EJSFDUJPO� *UT MJWJOH BOE EJOJOH SPPNT XFSF JO UIF DFOUFS BOE ESBXJOH 

SPPN CFESPPN TUVEZ BOE UIF LJUDIFO BSF BSPVOE JU� 

 5IF �SE IPVTF 	pH�5
 XBT CVJMU JO ���� OFBSCZ 5BJ�BO 	UIF GBNPVT UFB�DFSFNPOZ 

IPVTF
� *U XBT B XPPEFO UXP TUPSZ BOE TJODF UIJT IPVTF 'VKJJ EJWJEFE FBDI SPPN XJUI B NPWBCMF 

QBSUJUJPO� 5IF QMBO JT CBTFE PO TRVBSF BOE MJWJOH SPPN BOE EJOJOH SPPN BSF EJWJEFE� 

 5IF �UI IPVTF 	pH�6
 XBT CVJMU JO ����� *U XBT B XPPEFO qBU IPVTF BOE UIF MJWJOH SPPN 

TUJMM SFNBJOT JO UIF DFOUFS CVU JUT BSFB HPU TNBMMFS�

 "CPWF XBT B WFSZ TJNQMF JOUSPEVDUJPO PG 'VKJJ`T FYQFSJNFOUBM IPVTFT OP�� UP OP��� 

#Z PSHBOJ[JOH GFBUVSFT BOE USBOTJUJPOT BNPOH FBDI FYQFSJNFOUBM IPVTFT XF DBO TFF 'VKJJ`T 

DPODMVTJPO PG FYQFSJNFOU XIJDI BQQFBST JO $IP�DIJLV�LZP�

 'VKJJ DIPTF POF TUPSZ qBU IPVTF CFDBVTF IF UIPVHIU UIBU JU IBSNPOJ[F XJUI OBUVSF BOE 

JU DBO CF B QSFDBVUJPO PG FBSUIRVBLF� "T GPS UIF QMBO MJWJOH SPPN JT JO UIF DFOUFS BOE FWFSZ 

SPPN DPOOFDU UP JU� 3FMBUJPOT CFUXFFO FBDI SPPN FTQFDJBMMZ ESBXJOH SPPN EJOJOH SPPN BOE 

MJWJOH SPPN JT DPOTJEFSFE BT GBNJMZ�pSTU� "T B SFTVMU PG FYQFSJNFOUBM GVTJPO PG DIBJS�TFBUFE MJGF 

BOE qPPS�TFBUFE MJGF 'VKJJ EFTJHOFE B SBJTFE UBUBNJ�qPPSFE TFBUJOH BSFB BOE B MBSHF BMDPWF� 5IF 

pGUI FYQFSJNFOUBM IPVTF JT $IP�DIJLV�LZP�

 

4. About Cho-chiku-kyo

 $IP�DIJLV�LZP JT MPDBUFE JO 0PZBNB[BLJ ,ZPUP OFBS 5BJ�BO� 5IFSF BSF .U�5FOOPV JO 

OPSUI BOE ,BUTVSB 3JWFS BOE 6KJ 3JWFS JO TPVUI XIJDI NFBOT UIBU $IP�DIJLV�LZP JT TVSSPVOEFE 

CZ SJDI OBUVSF 	pH��
� "QQSPBDI UP $IP�DIJLV�LZP XF UVSO UP UIF FBTU GSPN :BNB[BLJ TUBUJPO 

HP OPSUI BMPOH UIF TUSFBN HP XFTU BOE ZPV XJMM TFF UIF TUBJST PG $IP�DIJLV�LZP� 

 'VKJJ IBE NFOUJPOFE JO IJT CPPL UIBU UIF pGUI IPVTF $IP�DIJLV�LZP JT UIF DPODMVTJPO 

PG IJT CPPL� 5IF BOTXFS UP XIBU TUZMF XF TIPVME FTUBCMJTIFE BT +BQBOFTF EXFMMJOH IPVTF XBT 

$IP�DIJLV�LZP� 8F XJMM UBLF B MPPL BU $IP�DIJLV�LZP`T QMBO DPOTJEFSJOH UIF JOqVFODF PG JUT 

CBDLHSPVOE EFTJHO PG EFUBJM DPOTJEFSJOH IJT TUVEZ BOE ESBXJOHT DPOTJEFSJOH IJT UIFPSZ� 8F 

XJMM EJTDPWFS UIF TUZMF PG +BQBOFTF EXFMMJOH IPVTF UIBU 'VKJJ DPODMVEFE JO $IP�DIJLV�LZP�
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4-1．Influence of the Background

 "U pSTU XF XJMM DPOTJEFS UIF JOqVFODF PG UIF CBDLHSPVOE� 8F UIJOL UIBU UIFSF BSF UXP 

DVMUVSBM DPOUFYUT� 0OF JT BEPSBUJPO GPS UIF XFTUFSO DVMUVSF TJODF .FJKJ QFSJPE JO +BQBO� "CPVU 

UIBU 'VKJJ TUBUFE JO IJT CPPL UIBU QFPQMF TIPVME OPU KVTU GPMMPX BGUFS UIF XFTUFSO DVMUVSF CVU 

TIPVME DPOTJEFS PG +BQBOFTF WFSOBDVMBS FOWJSPONFOU BOE IBSNPOJ[FE XJUI JU BOE EFTJHO 

HFOVJOF +BQBOFTF DVMUVSBM IPVTF UIBU CFTU BEBQU JUT MJGF�

 5IF PUIFS JT JNQSPWFNFOU PG EBJMZ MJGF 5BJTIP %FNPDSBDZ� 8F XJMM DPNQBSF UIF EFTJHO 

PG $IP�DIJLV�LZP XJUI ��QPJOUT PG 4FJLBUTV�LBJ[FO�EPVNFJLBJ  	-JGF *NQSPWFNFOU "TTPDJBUJPO
�T 

BOOPVODFNFOU GPS UIF JNQSPWFNFOU PG EBJMZ MJGF� 

 'JSTU QPJOU JT �)PVTFT TIPVME CF EFTJHOFE BT $IBJS�TFBUFE MJGF TUZMF JOTUFBE PG 'MPPS�

TFBUFE MJGF TUZMF�� -JWJOH SPPN IBT B DPNNPO TQBDF PG XPPEFO qPPS GPS $IBJS�TFBUFE MJGF TUZMF 

BOE UBUBNJ NBU qPPSJOH GPS qPPS�TFBUFE MJGF� #Z SBJTJOH UIF UBUBNJ NBU qPPS GPS BCPVU ��DN 

GSPN UIF XPPEFO qPPS UIF FZF�MFWFM PG UIF QFSTPO TJUUJOH PO UIF UBUBNJ NBU BOE UIF QFSTPO 

TJUUJOH PO UIF DIBJS XJMM CF UIF TBNF 	pH��
� 

 4FDPOE QPJOU JT �)PVTF QMBO TIPVME CF 'BNJMZ�pSTU JOTUFBE PG 7JTJUPS�pSTU�� *O $IP�DIJLV�

LZP 'VKJJ QVU (VFTU SPPN BOE (VFTU`T SFTUSPPN OFBS UIF FOUSBODF TP UIBU UIF MBSHF MJWJOH TQBDF 

GPS GBNJMZ JT TFDVSFE 	pH��
� 

 5IJSE QPJOU JT �4USVDUVSFT BOE 'BDJMJUJFT PG B IPVTF TIPVME CF QSBDUJDBM BOE TBOJUBSZ XJUI 

OP PTUFOUBUJPO�� 'VKJJ VTFE UIF GPSN PG HBOLP 	IBMG DPMVNO
 XIJDI JT UIF LFZ�TIBQFE KBHHFE 

DPOUJOVPVT GPSN JO $IP�DIJLV�LZP�T QMBO� #Z UIF GPSN PG HBOLP BOE VOEFSqPPS WFOUJMBUJPO 

BJS qPX JT TV⒏DJFOUMZ TFDVSF CFDBVTF UIFSF BSF B XFTUFSO XJOE BOE B SJWFS CSFF[F GSPN TPVUI 

EVSJOH UIF EBZUJNF� $IP�DIJLV�LZP IBT VOEFSqPPS WFOUJMBUJPO BOE BMTP WBSJPVT WFOUJMBUJOH 

FRVJQNFOUT 	pH���
� 

 'JOBM QPJOU JT �'VSOJUVSFT TIPVME CF TJNQMF BOE GBTU BOE TIPVME IFMQ JNQSPWF UIF IPVTF�� 

'VKJJ EFTJHOFE GVSOJUVSFT IJNTFMG UIBU BSF TJNQMF BOE GVODUJPOBM� 8F XJMM FYQMBJO JUT EFUBJM MBUFS 

	pH���
�

 'SPN UIFTF GBDUT XF DBO TFF UIF SFMFWBODF PG UIF NPWFNFOU PG JNQSPWFNFOU PG EBJMZ 

MJGF UP $IP�DIJLV�LZP`T EFTJHO� 4P XF DBO TBZ UIBU 'VKJJ XBT JOqVFODFE CZ UIF CBDLHSPVOE 

JOUFSQSFUFE JU JOEFQFOEFOUMZ BOE SFqFDUFE JO UIF EFTJHO�
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4-2．Design of Detail

 /FYU XF XJMM DPOTJEFS IJT TUVEZ UISPVHI IJT EFTJHO PG EFUBJM� *O UIF GSPOU QPSDI UIF SPPG 

JT VTJOH POF BSN BOE POF DPMVNO JOTUFBE PG EPVCMF DPMVNOT PG QFOU�SPPG BOE VTJOH B MBUUJDF 

XJOEPX PG VO�CBMBODFE EFTJHO B HBUF UIBU UFOET UP CF TUJ⒎ CFDPNFT TPGUFS CZ CSFBLJOH UIF 

TZNNFUSZ�

 #FUXFFO EPNB BOE UIF TQBDF DPOOFDUJOH UP FBDI SPPN 'VKJJ VTFE UIF TMJEJOH PG 

TFNJDJSDVMBS NPUJG� 4JNJMBSMZ UIFSF JT B PQFOJOH PG TFNJDJSDVMBS NPUJG JO B CPVOEBSZ CFUXFFO 

EJOJOH SPPN BOE MJWJOH SPPN 	pH���
� #FUXFFO HVFTU SPPN BOE MJWJOH SPPN UIFSF JT B SBONB 

PG DVSWFE NPUJG� 8F UIJOL UIBU UIFTF NPUJGT BSF POF PG IJT FYQFSJNFOU UP NBLF UIF CPVOEBSJFT 

TPGUFS�

 *O UIF FOUSBODF UIFSF BSF TPNF VTFGVM GVODUJPOT TVDI BT VNCSFMMB� TUBOE 	pH���
 TMJQQFS 

IPME BOE TIPF CPY� *O UIF HVFTU SPPN UIFSF JT B DIBJS EFTJHOFE UP pU UIF MJGF XJUI LJNPOP� 5IJT 

DIBJS QSFWFOUT PCJ  GSPN MPTJOH TIBQF CZ DVUUJOH P⒎ UIF CBDLSFTU� *O UIF LJUDIFO UIFSF BSF pYFE 

TIFMG UIBU DPOOFDUT EJSFDUMZ UP EJOJOH SPPN BOE EVTU DIVUF UIBU JT DPOOFDUFE UP PVUTJEF� *O UIF 

ESFTTJOH SPPN BDDFTTPSZ DBTF BOE DMPUIFT IPPL BSF BSSBOHFE BOE PVUTJEF VOEFS UIF XJOEPX 

UIFSF JT B XBTIJOH UVC TP XF DBO UISPX MBVOESZ JOUP UIF XBTIJOH UVC EJSFDUMZ GSPN UIF XJOEPX� 

5IF SFTUSPPN IBT B UPXFM IPMEFS JO UIF DPSOFS CFUXFFO B TUPPM BOE B UPJMFU� -JLF UIJT UIFSF BSF 

NBOZ GVODUJPOBM EFTJHOFE�EFUBJMT BOE XF DBO TFF IJT BTQFDU BT B SBUJPOBMJTU�

 'VKJJ EFTJHOFE $IP�DIJLV�LZP XJUI BXBSF PG TZNCJPTJT XJUI OBUVSF� 'PS FYBNQMF XIFO 

VTJOH UIF MBUUJDF XJOEPX JO UIF WFSBOEB 	pH���
 IF EJEO�U QVU BOZ PCTUBDMFT CFUXFFO JOTJEF BOE 

PVUTJEF OBUVSF� 5IF DPPM UVCF XIJDI DPOOFDUT JOTJEF UIF MJWJOH SPPN BOE PVUTJEF QIZTJDBMMZ JT 

BOPUIFS FYBNQMF� *O UIF SFBEJOH SPPN OBUVSBM JMMVNJOBUJPO DPOOFDUT JOTJEF XJUI PVUTJEF TPGUMZ�

 $IP�DIJLV�LZP JT EFTJHOFE BT +BQBOFTF DVMUVSBM IPVTF CVU IBT TPNF 8FTUFSO GBDUPST 

UPP� *O UIF HVFTU SPPN UIFSF BSF CPUI pYFE DIBJS BOE BMDPWFT BOE CPUI HMBTT XJOEPX BOE TIPKJ  

XJOEPX 	pH���
� 4JNJMBSMZ 'VKJJ VTFE UIF TUZMF PG XFTUFSO IPVTF TVDI BT DFOUFSJOH UIF MJWJOH 

SPPN PS TFQBSBUJOH QVSQPTFT CZ FBDI SPPN CVU IF VTFE GVTVNB BOE TIPKJ UP TPGUFO CPVOEBSZ 

CFUXFFO SPPNT� 8F UIJOL UIBU IF DPNCJOFE 8FTUFSO BOE +BQBOFTF TUZMF FTQFDJBMMZ JO $IP�

DIJLV�LZP`T JOUFSJPS�

 5ISPVHI UIF EFTJHO PG EFUBJM XF DBO TFF IJT SFTVMU PG TUVEJFT BCPVU TPGUOFTT PG UIF 

CPSEFS SBUJPOBMJTN TZNCJPTJT PG OBUVSF BOE DPNCJOBUJPO PG 8FTUFSO BOE +BQBOFTF TUZMF�
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4-3. Theory Seen from the Drawings

 'JOBMMZ XF XJMM DPOTJEFS IJT UIFPSZ UISPVHI IJT ESBXJOHT� 'VKJJ ESFX QMBOT PG $IP�DIJLV�

LZP BOE PUIFS EXFMMJOH IPVTFT CZ VTJOH B HSJE TIFFU 	pH��5
� 'PDVTJOH PO UIF DPSSJEPS DPMVNO 

TQBO JT BCPVU �5��NN 	pH��6
 BOE JU DBO CF VOEFSTUPPE UIBU 'VKJJ VTFE NFUSJD TZTUFN JOTUFBE 

PG +BQBOFTF VOJU PG MFOHUIT TVDI BT TIBLV	�TIBLV ˺ ���NN
� 

 -PPLJOH BU UIF XIPMF QMBO UIFSF BSF TPNF MJOFT UIBU EP OPU HP BMPOH UIF SFHVMBS HSJE� 

*O UIF TUPSFSPPN CZ QVUUJOH UIF pYFE TIFMG JO UJMUJOH BOHMF 'VKJJ USJFE UP TIPX UIF EFQUI XJEF 

BOE MPTF QSFTTVSF JO UIF TQBDF� 5IF EJBHPOBM CVUTVEBO 	#VEEIJTU BMUBS
 JO UIF MJWJOH SPPN DBO 

CF TFFO DMFBSMZ GSPN UIF XPPEFO qPPS TQBDF� #PUI PG UIFN BSF EFMJDBUFMZ FMBCPSBUFE�QBSUT 

EFTJHOFE CZ 'VKJJ 	pH���
�

 'VKJJ NFOUJPOFE JO IJT CPPL UIBU UIF TQBDF DSFBUFE XJUI UBUBNJ NBUT JT TRVBSF BOE JT OPU 

JOUFSFTUJOH� 6OqBU TQBDF CZ UIF GPSN PG HBOLP PS UIF JODMJOFE MJOFT JO QMBO JT POF PG UIF TPMVUJPO 

TUP NBLF B DIBOHF JO TQBDF� #FUXFFO EPNB BOE FOUSBODF UP MJWJOH SPPN BOE CFUXFFO MJWJOH 

SPPN BOE CFESPPN UIFSF JT B TUFQ TFU CZ EFUBJMFE NFBTVSFNFOUT 	pH���
� 5IJT NBLFT IJFSBSDIZ 

CFUXFFO FBDI TQBDFT BOE NBLFT JU GVODUJPOBM� 8F UIJOL UIBU JO CPUI IPSJ[POUBM BOE WFSUJDBM 

EJSFDUJPOT 'VKJJ HBWF NFBOJOH UP B MJOF P⒎ UIF HSBQI QBQFS�

 

5. Conclusion ~Design of Cho-chiku-kyo~

 5IFSFGPSF BT 'VKJJ TUBUFE JO IJT CPPL XF DBO TBZ UIBU JEFB PG 'VKJ ,PKJ DBO CF TFFO JO 

$IP�DIJLV�LZP BT B DPODMVTJPO PG IJT TUVEZ BOE IJT PXO UIFPSZ� 'SPN UIF QMBO XF DBO TFF UIF 

JOqVFODF PG UIF CBDLHSPVOE GSPN UIF EFTJHO PG EFUBJM XF DBO TFF UIF SFTVMU PG IJT TUVEZ BOE 

GSPN UIF ESBXJOHT XF DBO TFF IJT UIFPSZ PG BSDIJUFDUVSBM EFTJHO�

 $IP�DIJLV�LZP IBT CFFO GPSHPUUFO GPS B MPOH UJNF CVU JO ���6 5BLFOBLB ,PVNVUFO 

NBEF B SFTFBSDI BOE QVCMJTIFE TVSWFZ ESBXJOH SFDPSET� /PXBEBZT QSFTFSWBUJPO NPWFNFOU 

JT BDUJWFMZ DPOEVDUFE CZ 'VKJJ GBNJMZ 0PZBNB[BLJ UPXO BOE 5BLFOBLB ,PVNVUFO BOE JO 

���� $IP�DIJLV�LZP XBT BTTJHOFE BT +BQBO`T JNQPSUBOU DVMUVSBM QSPQFSUJFT XIJDI MFBE UP UIF 

SFFWBMVBUJPO PG JUT BSDIJUFDUVSBM IJTUPSJDBM BOE UFDIOPMPHJDBM WBMVF�

 'VKJJ PODF TUBUFE IPVTJOH BT CVJMEJOHT UIBU SFQSFTFOUT FBDI DPVOUSZ� 5IJT TUBUFNFOU NBLFT 

VT DPOTJEFS $IP�DIJLV�LZP BT POF PG IJT BOTXFST UPXBSET UIF NPEFSO BSDIJUFDUVSF� 5ISPVHIPVU 

UIJT TUVEZ XF GFMU UIBU $IP�DIJLV�LZP IBT OPU POMZ WBMVFT BT IPVTF PG QSF�XBS UJNFT CVU BMTP 

JNQPSUBOU FMFNFOUT UIBU DBO CF BQQMJDBCMF JO NPEFSO BSDIJUFDUVSBM EFTJHO�
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pH��ʜ۠ࠇඒज़ؗެࣜαΠトʮలཡձʮଠాتೋͱ౻ҪްೋʵຊͷޫΛ͍ٻΊͨըՈͱݐஙՈ 	IUUQT���XXX�UBLFOBLB�DP�KQ�

FOWJSP�GFBUVSF���� ��������� Ӿཡ 


pH���ʜখઘࢠ ʮhຊͷॅʯͱ͍͏࣮ݧ　෩ΛσβΠϯͨ͠౻Ҫްೋ  ɦړࢁଜจԽڠձ ���� Q���

pH�5ʜখઘࢠ ʮhຊͷॅʯͱ͍͏࣮ݧ　෩ΛσβΠϯͨ͠౻Ҫްೋ  ɦړࢁଜจԽڠձ ���� Q���

pH�6ʜখઘࢠ ʮhຊͷॅʯͱ͍͏࣮ݧ　෩ΛσβΠϯͨ͠౻Ҫްೋ  ɦړࢁଜจԽڠձ ���� Q���

pH��ʜࠃཧӃެࣜαΠトʮཧӃਤ 	 ࠃࢠి 8FC
ʯ	IUUQT���NBQT�HTJ�HP�KQ����������5�5����5�6�6��6� ��������� Ӿཡ 


pH��ʜதళઃܭ෦ฤ ʮhௌډʯ࣮ଌਤूɿڥͱڞੜ͢Δॅʱজࣾࠃ ���� Q���

pH��ʜதళઃܭ෦ฤ ʮhௌډʯ࣮ଌਤूɿڥͱڞੜ͢Δॅʱজࣾࠃ ���� Q�6　චऀՃච

pH���ʜதళઃܭ෦ฤ ʮhௌډʯ࣮ଌਤूɿڥͱڞੜ͢Δॅʱজࣾࠃ ���� Q��

pH���ʜҰݐڃஙࣄ࢜ॴ ༗ݶձࣾࢁຊݐஙެࣜαΠトʮௌډʯ	IUUQ���XXX�ZNLO�DP�KQ�VODBUFHPSJ[FE�����IUNM ��������� Ӿཡ 


pH���ʜࢁԼߞੜࡱࢯӨ 	 খࣨڀݚؠ ֶ෦ �  


pH���ʜؠҪ྄ࡱࢯӨ 	 খࣨڀݚؠ ֶ෦ �  


pH���ʜதళઃܭ෦ฤ ʮhௌډʯ࣮ଌਤूɿڥͱڞੜ͢Δॅʱজࣾࠃ ���� Q��

pH��5ʜதళઃܭ෦ฤ ʮhௌډʯ࣮ଌਤूɿڥͱڞੜ͢Δॅʱজࣾࠃ ���� Q����5�����

pH��6ʜதళઃܭ෦ฤ ʮhௌډʯ࣮ଌਤूɿڥͱڞੜ͢Δॅʱজࣾࠃ ���� Q���　චऀՃච

pH���ʜதళઃܭ෦ฤ ʮhௌډʯ࣮ଌਤूɿڥͱڞੜ͢Δॅʱজࣾࠃ ���� Q�����　චऀՃචɺஃɿؠҪ྄ࡱࢯӨ 	 খݚؠ

෦ֶ ࣨڀ �  


pH���ʜதళઃܭ෦ฤ ʮhௌډʯ࣮ଌਤूɿڥͱڞੜ͢Δॅʱজࣾࠃ ���� Q���　චऀՃච
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1. はじめに
　2019 年 10 月 31 日ະ明にटཬで発生したՐࡂによって、正఼をؚむ主要̓施設および、
ԭೄの文化・ٿླྀ。1�など収ଂされていた資料のଟくがম失しましたثԦ国時代の絵画・漆ٿླྀ
の頂点にྟ܅する建物であると同時に、「टཬの෮元なくしてԭೄの戦後は終わらない」��と
いう言༿のように、戦後෮興の象でもあったटཬだけに、ম失によるݝ民へのショックの
大きさは計り知れないものがあります。
　再建をئうがଟく聞かれ、د付ۚなどのࢧԉもଟく集まっている�3ことはෆ中のいです
が、4N4 では再建時の෮元のࠜ拠について、ෆ確かなใが飛び交う状況があります。当時෮
元に携わった人々やݝ民の気持ちを踏みにじるような稿もあり、複ࡶな感になりました。
　そこで、自分のなかでใを整ཧするために、戦後の෮元時にどのような取り組みが行われ
たのかについて調べることにしました。調べた中で、टཬの基本的なใと、戦後෮元時の
取り組みについて特に詳しくॻかれたॻ੶についてใを得たため、本稿においてհするこ
とといたします。

- 首里城正殿とは -

　टཬ正఼とは、ԭೄݝಹ市टཬに所在するटཬにおいて、国Ԧが政治やॾّ式を行
うときに出御する࠷大規模の木建物です。1925 年にԭೄਆࣾഈ఼として旧国ๅのࢦ定を
受けたのち、1945 年のԭೄ戦によってম失しましたが、ԭೄݝの本土෮ؼ 20 周年にあたる
1992 年に෮元されました。2000 年には正఼の地下にある遺構が「टཬ」としてଞのグス
クなどとともに「ླྀٿԦ国のグスクٴびؔ連遺産܈」の名শで世界遺産に登録されたことでも
有名です。

टཬਖ਼఼　ઓޙ෮࣌ݩͷऔΓΈʹ͍ͭͯ　� ͦͷ̍�

Shuri-jo Castel     Restoration efforts in the postwar period   - part 1 -

小ؠ正थ研ڀ室 O#　ٱتཬঘ人

ਤ̍ Րʹแ·ΕΔटཬ ਤ̎ टཬਖ਼఼ʢ����  � Өʣࡱ݄
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ਤ̏ h टཬͷ෮ݩʱදࢴ

ਤ̐　 h टཬͷ෮ݩʱ࣍

2. 書籍『首里城の復元　正殿復元の考え方・根拠を中心に』
　टཬ෮ݩͷࡍͷऔΓΈʹ͍ͭͯௐΔͳ͔Ͱɺh टཬ

ͷ෮ݩ　ਖ਼఼෮ݩͷํ͑ߟɾࠜڌΛத৺ʹ ʢɦҎԼɺh टཬ

ͷ෮ݩ ʣɦͱ͍͏ຊͷଘࡏΛΓ·ͨ͠ɻຊॻटཬެ

Ԃ։Ԃ̍̌पΛ記೦ͯ͠ग़൛͞ΕͨͷͰɺʢࡒʣւ༸ത

ཡձ記೦ެԂཧا͕ஂࡒըͨ͠ͷͰ͢ɻटཬͷ෮ࣄݩ

業ʹܞΘͬͨ໘ʑ��ʹΑͬͯࣥච͞Ε͓ͯΓɺಛʹटཬͷ

ਖ਼఼ͷ෮ݩͷ࣌ূߟͷաఔΛத৺ͱͨ͠༰ʹͳ͍ͬͯ·

͢ɻͦ ͷ༰ͷ๛͞ͱମܥతͳઆ໌ʹΑͬͯɺ෮ܞʹݩΘͬ

ͱͳ͍ͬͯΔͷฉ͑͜ΔΑ͏ͳҰ͕͍ݣͷਓʑͷଉݱͨ

͕େ͖ͳಛͰ͢ɻචऀԭೄݝͷݹॻళͰೖख͠·ͨ͠ɻ

　ԭೄઓʹΑͬͯমࣦͨ͠তͷटཬ͕ࠃๅͱͯ͠อଘ͞

ΕͨܦҢɺླྀٿ史ɾླྀݐٿங史͕ڀݚͲͷΑ͏ʹ行ΘΕͯ

͖͔͕ͨઓલɾઓͦޙΕͧΕͰ記ड़͞Ε͍ͯͨΓͱɺटཬ

ͷอଘɾ෮ݩʹͲΕ͚ͩଟ͘ͷਓ͕ܞΘ͍ͬͯΔ͔ΛվΊͯ

ೝࣝͤ͞ΒΕΔ༰ͱͳ͍ͬͯ·͢ɻҰൠʹൢച͞Εͨͷ

Ͱͳ͘ɺྲྀ௨ྔগͳ͍ͱࢥΘΕΔͨΊɺຊߘʹͯදࢴͱ

࣍ͷ༰Λհ͍͖ͤͯͨͩ͞·͢ɻ

　　編集　टཬެԂ༑ͷձ

　出版社　ʢࡒʣւ༸തཡձ記೦ެԂཧஂࡒ

　　判型　#5

ページ数　��� ϖʔδ

発行年月　����  � ݄
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3. 首里城復元の取り組みについて
3-1. 戦前・戦後の取り組み
　લड़ͨ͠Α͏ʹʰटཬͷ෮ݩʱͰɺઓલͱઓ࣌ʹޙΛ͚ͯͦΕͧΕླྀݐٿஙͷڀݚ
ʹ͍ͭͯհ͕͋Γ·͢ɻઓલʹླྀݐٿஙΛઐతͳࢹͰௐࠪɾ͠ڀݚɺֶज़తൃలʹݙߩ
ͨ͠ओͳઌୡͷհͷதͰɺ鎌倉芳太郎、伊東忠太、田辺泰、巌谷不二雄、阪谷良之進、柳
田菊造、森政三 Βʹ͍ͭͯͷ記ड़͕͋Γɺ൴Βͷಇ͖ͳͯ͘͠ઓલͷटཬͷอଘҝ͠ಘͳ
͔ͬͨ͜ͱ͕Θ͔Γ·͢ɻಛʹh ஙʱݐٿླྀ �5ʹؔͯ͠ɺʮઓલͷԭೄͷݐஙʹ͍ͭͯ࠷ৄ͠
͘·ͱΊͨ།Ұͷॻ੶͕ాลହɺ୩ෆೋ༤ڞஶͷʰླྀݐٿஙʱͰ͋Δɻʢதུʣ͜ͷظ࣌ͷ֤
ஔਤʯΛ͡Ίݪटཬ఼ࣷ෮چஙతͳ記ड़શମஔਤͰ͋ΔʮݐΘͨΔʹࡉஙͷৄݐ
ͱ֤ͨ͠ݐͷଌྔਤͳͲ͕෮ݩઃܭͷوॏͳใݯͱͳͬͨɻʯͱධ͓ͯ͠Γ�6ɺઓޙ෮ࣄݩ
業ʹ͓͍ͯɺాลΒͷಇ͖͕͍͔ʹେ͖ͳͷ͔͕ͩͬͨΘ͔Γ·͢ɻ
　͔͠͠ɺઓޙԭೄͰɺਓʑͷੜۭؒ׆Λ֬อ͢Δ͜ͱ͕࠷༏ઌ͞Εͨ͜ͱ͔ΒจԽݐࡒ
ͷ෮ڵͲ͏ͯ͠ޙճ͠ʹͳΓɺ֤ҬͷจԽݐࡒͦͷ··์ஔ͞Εͨঢ়ଶ͕ଓ͍
͍ͯͨΑ͏Ͱ͢ɻઓ̌̍ޙ͋·Γ͕ա͔͗ͨࠒظ࣌ΒɺटཬपลͷจԽݐࡒͷ෮ݩɾ
मཧͷඞཁੑ͕ڣΕΔΑ͏ʹͳΓɺত �� ͷԂൺޚባੴ͕෮چमཧ͞Εͨ͜ͱΛ
ൽΓʹɺटཬपลͰঃʑʹઓલͷ؍ܠͷ෮͕ڵਐΜͩΑ͏Ͱ͢ɻ

　ઓޙͷҰ࿈ͷ෮ݩɾमཧ׆ಈɺ本土から派遣された文化財専門家と地元の関係者͕ڞಉ͠
ͯ行͍ɺ͜ΕΒͷࣄ業ʹܞΘͬͨԭೄͷݐங͕ؔͦऀͷޙͷจԽݐࡒͷֶज़తൃలʹد
༩ͨ͠ͱͷ記ड़͕͋Γɺຊʹଟ͘ͷਓʑͷਚྗ͕͋ͬͯจԽͷ෮͕ڵͳ͞Ε͖ͯͨͷͩͱ࣮
͠ਚͤ͘ͳ͍ͷ͕͋Γ·͢ɻͯ͠ँײΘͬͨઌୡʹܞʹ業ࣄɻҰ࿈ͷͨ͠·͠ײ
　·ͨຊॻͰɺԭೄͷݐஙڭҭؔػͷΧϦΩϡϥϜʹ͓͍ͯླྀݐٿங͕͞΄Ͳ৮ΕΒΕ͍ͯ
ͳ͍ͷཧ༝ʹ͍͓ͭͯͯ͠ٴݴΓɺ 
　ᶃԭೄઓʹΑͬͯ΄ͱΜͲͷจԽࣦ͕ࡒΘΕɺʮຊʯʹ͢Δػձ͕ࣦΘΕɺԟ࣌ͷۭ͕ؒ
　ମݧͰ͖ͳ͍͜ͱʹΑֶ࣮͕ͬͯҭͨͳ͔ͬͨ 
　ᶄઓޙ෮ظڵͷԭೄͷχʔζ͕ݱݐஙͷڅڙʹओ͕؟ஔ͔ΕͨͨΊɺݐஙੴݐங
　ͷधཁ͕ͳ͔ͬͨͨΊʹڭҭؔػଆ࣮ݱʹଈͨ͠ڭҭΧϦΩϡϥϜΛத৺ʹਾ͑ͨͨΊʹɺ
　ɺੴͷླྀݐٿஙΛஸೡʹ͑ڭΔ͜ͱ͕͍ΒΕͯ͠·ͬͨ 
ͱઆ໌͍ͯ͠·͢��ɻචऀɺઓ૪ͰࣦΘΕͨͷͷେ͖͞Λ࣮͢ײΔͱಉ࣌ʹɺླྀٿɾԭೄݐ
ங͕ੑۭؒͭ࣋ͷֶज़తͳݝ͕ڀݚͰΜʹͳΔΑ͏Ίͳ͚Εͱ͍ࢥ͘ڧ·ͨ͠ɻ

ਤ 5 　ઓલͷटཬਖ਼఼ʢh ஙݐٿླྀ ΑɦΓʣ ਤ6  ઓલͷटཬਖ਼఼ཱ໘ਤʢh ஙݐٿླྀ ΑɦΓʣ
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3-2. 昭和〜平成の復元時の取り組み 

　ʮटཬͷ෮ݩͳͯ͘͠ԭೄͷઓޙऴΘΒͳ͍ʯͱ͍͏ݴ༿ͷΑ͏ʹɺटཬͷ෮ݩʹ͔
͚Δݝຽͷظ૾Ҏ্ͷͷ͕͋Γ·ͨ͠ɻͦͷதͰɺਖ਼఼෮ݩʹؔ͢Δݕ౼ত 6�
ͷ༧උௐ͔ࠪΒணख͞Εɺত 6� ʹ࣮ࢪઃ͕ྃ͠ܭ·ͨ͠ɻ̐ ؒʹΘͨΔݕ౼ͷதͰɺ
ओʹԼ記ͷ̏ͭͷௐ͕ࠪ行ΘΕͨ��Α͏Ͱ͢ɻ 
　ᶃؔ࿈ࢿྉͷऩू 
　ᶄࠃ֎ؔ࿈ྫࣄௐࠪ 
　ᶅൃ۷ௐࠪ 
 
ᶃؔ࿈ࢿྉͷऩूʹ͍ͭͯ 
　h टཬͷ෮ݩʱͰɺऩूͰ͖ͨؔ࿈ࢿྉΛେ͖͘छྨʹ͚ͯհ͍ͯ͠·͢��ɻ

ʢ̍ʣ͕ಛఆͰ͖ΔՈࢿྉ෧記Λͱʹ࡞ͨ͠टཬͷද 
ʢ̎ʣݹจॻͳͲͷྺ史ࢿྉ 
ʢ̏ʣতॳظʹ行ΘΕͨਖ਼఼ͷमཧؔ࿈ࢿྉ 
ʢ̐ʣटཬʹؔ͢Δࣸਅɺֆਤɺຊ 
ʢ̑ʣटཬͷൃ۷Ҩʹؔ͢Δࢿྉ 
ʢ̒ʣݝͷจԽݐࡒ෮ݩɾमཧࣄൃ۷ௐࠪใࠂॻͷऩू

　·ͨɺಛʹ෮ݩͷࠜڌͷࠜװͱͳΔ史ྉͱͯ͠ɺh ԭೄਆࣾഈ఼ਤݐๅࠃ ɺɦh ඦӜఴޚ఼
ීޚֆਤኂࡐޚੇ๏記 ɺɦh ਤாʻ಄ํʼ ɺɦh ਤாʻํʼ ɺɦh ೭ਤߏ࠲ޚޙ࣌ધ೭ף ɺɦ

ʰףધ೭ޚޙ࣌ಓ۩೭ਤ ɺɦh ঘՈจॻʱͷ̓ͭΛͦͷ༰ͱͱʹհ͍ͯ͠·͢ɻ

ਤ̓ 　h ԭೄਆࣾഈ఼ਤݐๅࠃ 	ɦ����  

　　　 ͷҰ෦

ਤ � 　h ਤாʻ಄ํʼʱ	����  


ਤ � 　h ඦӜఴޚ఼ීޚֆਤኂࡐޚੇ๏記ʱ
　　　ʹ͓͚Δटཬਖ਼఼ 	��6�  

　　　ཾபͷଘ͕֬ࡏೝͰ͖Δ
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ᶄࠃ֎ؔ࿈ྫࣄௐࠪʹ͍ͭͯ 
ɾԸӃɾେࣉߴʢژຊ఼ͳͲʣͱٶౡਆࣇຊ఼ࣛٶౡʢໄౡਆࣇʹ͓͍ͯࣛࠃ　
ಙࣉʣɺւ֎ʹ͓͍ͯதࠃʢېࢵ։ࣉݩେ༤఼ͳͲʣͱɺؖࠃʢণಙٶܠٶͳͲʣͰ
ͷྫࣄௐࠪΛ行͍ɺ࠼৭ூࠁͷٕज़ɺ༷ࣜͷ͕ܨΓٶ఼ͷنͳͲɺ༷ʑͳʹ͓͍ͯ෮
ங০ͱटཬਖ਼఼ͷ০ͷݐͷ࣌ࢁʑͰષफ༷౧ࣉͷژͱͨ͠Α͏Ͱ͢ɻߟࢀͷݩ
ͷ఼લͷதٶͰণಙࠃΛɺؖڹͷӨࠃ৭ʹ͓͚Δத࠼ஙݐͰटཬͷࠃ௨ੑΛɺதڞ
ఉ͕टཬਖ਼఼લͷޚఉͷنʹۃΊͯۙ͘ɺਖ਼఼લͷۭؒΛ࣮ײͱͯ͠ମײͰ͖ͨ͜ͱ͕ಛ
ʹେ͖ͳऩ֭ͱͳͬͨΑ͏Ͱ͢���ɻ

ᶅҨߏௐࠪʹ͍ͭͯ
　ൃ۷ௐࠪʹΑͬͯɺਖ਼఼ͷਖ਼֬ͳҐஔͱ൫͕֬͞ߴఆͰ͖ͨ͜ͱɺנܥྷߴɺେנܥɺ
Δ͖͔͚ͬʹͳͬͨ͜ͱɺੴூ͢໌ڀͷฤΛנܥࣜ໌ʹେྔʹग़ͨ͜͠ͱͰಛ͕נܥࣜ໌
��Α͏Ͱ͢ɻ·ͨɺ఼�ͳͬͨʹߟࢀʹ໌ڀଶܗͷࠁଟ͘ൃ۷͞Εͨ͜ͱͰਖ਼఼ʹூࠁ
ଆͰग़ͨ͠ੴੵΈྻᛵෑ͖ɺटཬޚባ͔Βग़ͨ͠ੴੵΈͳͲൃ۷͞Εɺٿླྀݹͱ
ͦΕҎલͷटཬͷۭؒߏʹ͍ͭͯ͢ڀݚΔ৽ͨͳޱࢳʹͳΔൃݟͱͳͬͨΑ͏Ͱ͢ ���ɻ
ͳ͓ɺ͜ΕΒͷҨߏɺटཬͷ෮ݩͷ࣌ઃఆ͕ۙੈͱͳ͍ͬͯͨͨΊɺ࠶ར༻ͤͣʹΓ
ʹΑͬͯอ͢ޢΔॲஔ͕औΒΕ͍ͯ·͢ɻ

3-3. 調査のまとめ 
　͜ΕΒͷௐࠪͰू·ͬͨࢿྉΛਫ਼ࠪ͠ɺจڀݚݙͷՌͱ߹Θͤͨ݁Ռɺ෮ݩͷઃఆ 

ʮ���� ݐ࠶ɺ���5 ࠃๅࢦఆ͞Εͨਖ਼఼ͷ෮ݩΛجຊʯͱ͢Δํͱͳͬͨ���Α͏Ͱ͢ɻ 
·ͨɺ͓Αͦ̐ؒʹΘͨΔௐࠪɾઃܭ業ʹΑͬͯ 
　ᶃटཬʹؔ͢Δ史ྉͷऩूɾੵ 
　ᶄླྀٿͷྺ史ɾจԽͷ۷Γ͜͠ى 
　ᶅݐஙจԽͷ໌ڀ 
　ᶆ౷ٕज़ͷൃ۷ɾ໌ڀɾੵ 
͕ಘΒΕɺޙʹ行ΘΕ͍͔ͨͭ͘ͷ෮ݩઃܭʹେ͍ʹߟࢀʹͳͬͨͱஶऀධ͍ͯ͠·͢���ɻ

ද̍ 　ਖ਼఼ͷנͷจ༷ͱൃ۷Ҩͱͷؔ

ਤ �� 　தࠃͷېࢵ ਤ �� ਔ఼ͱதఉٶͷণಙࠃؖ
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4. 平成の復元時の首里城正殿について
　前ड़の資料や調査をもとに、1992 年にॡ工したฏ成෮元のटཬの֓要は以下のようにな
ります�14。
˙֓要
　正఼はඦӜఴʢももうらそえʣ・国఼・ഁ๛ʢからは;うʣなどと呼ばれ、国Ԧが政治やॾ
ّ式を行うときに出御する࠷大規模の木建物である。正面 11 間ʢ 29mʣ、ଆ面 7 間ʢ
17mʣとし、正面に 5 間෯の張り出しと、3 間෯のഁ風屋ࠜで০った吹放しを設け、向ഈと
している。
˙外観について
　主屋の建物周囲に、൳をࠩしֻけたী階風に見せているが、主屋のபは下層屋ࠜのܻでࢭまり、
上層の入屋りの屋ࠜは、すべてこのܻ、ྊから立ち上げたபでࢧえられている。この上層
の小屋部分が 3 階となり、下層屋ࠜより下の部分を二層に分け、1,2 階としている。出の少な
いݢ先は上、下層とも二ݢでૄਨ木とし、上層のみをઔ状にしている。このਨ木はにݢ先の
荷重を受ける初ݯ的な構となっており日本建築ಠ自の野屋ࠜは、ここでは使用されていない。
壁はܧぎ目の上から目൘を打った൘壁で、開口上部には൳状にໄআけを設けて雨水対ࡦとして
いる。
˙内部について
　பے交点のほ΅全てにபが立つ૯ப建物であり、1 階のப数は 101 本に達する。天井の高さは、
１階が 2.4m で、２階は広間の部分が 4.2m、ଞの主な部屋でも 3m ほどある。

ਤ �� 　෮ݩटཬਖ਼఼ ਖ਼໘ཱ໘ਤ

ਤ �� 　෮ݩटཬਖ਼఼ ܻ行அ໘ਤ



 史標 第 65 号
टཬਖ਼఼　ઓޙ෮࣌ݩͷऔΓΈʹ͍ͭͯ　� ͦͷ̍�

�ùú�

˙細部意匠について
　日本建築のષफ様が基本となっているが、随所に中国風意匠を取り入れながらも、風土や人々
のᅂにあった工をこらし、全体としてಠ自な雰囲気をつくりだしている。
˙建築様式について
　木建築の主要構や、ഁ風をಋ入した屋ࠜ様式などは日本的な部分である。正఼を中心
とした建物配置は、中国京のېࢵをモデルとしており、正఼正面の基ஃと石像ཝ干、ग色
の丸பとߚฑ色の壁、向ഈபとۄ座ʢ御ࠩচʣのग色のபに装০されたঢཾとޒ色のӢは、
中国にڧく影ڹされた部分といえる。
ಠ自の部分についてٿླྀ˙
　日本的ٴび中国的部分をみに取り入れ、さらにླྀٿಠ自のスタイルを生み出した部分とし
ては、二層ࡾ層になった正఼のプロポーション、一階ʢ下ݿཧ・しちゃぐいʣと二階ʢ大ݿཧ・
う;ぐいʣの྆方に設けられたۄ座ʢ御ࠩচʣ、正面の大ཾபと石ཝ干の小ཾபや大౩྆端と
正面ഁ風のཾ頭০り・߱౩のࢰ子頭、正面性のڧ調や、素মきの赤נを漆喰で固めた屋ࠜ、
さらにླྀٿ的手法に基ͮいた木建築などの数ଟくの特がڍげられる。

ਤ �� 　෮ݩटཬਖ਼఼ � ֊ɾ� ֊ࣼΊಁࢹਤ

ਤ �5　େ౩෦ཾ಄ͷ֤෦ੇ๏

ਤ �6　ཾபۙӨ
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5. おわりに
ڀݚ史ͷٿ業ʹΑͬͯɺླྀࣄݩΒΕ͍ͯ·ͤΜ͕ɺฏͷटཬͷ෮͘Ͱ͋·Γݝ　

͕ਂ·Δػܖͱͳͬͨ͜ͱɺࢄҳ͍ͯͨ͠ླྀٿɾԭೄʹؔ͢Δࢿྉ͕ऩू͞Εͨ͜ͱɺจԽ

Ͱੵ͞Εͨ͜ͱͳͲɺେ͖ͳਐา͕ԭೄʹͨΒ͞Εͨ͜ݝอଘɾम෮ʹؔ͢Δٕज़͕ࡒ

ͱތΔ͖ͷͩͱ͍ࢥ·ͨ͠ɻࠓճͷटཬͷমࣦඇৗʹ೦ͳ͜ͱͰ͕͢ɺઌୡͷऔ

ΓΈʹଓ͖ɺ࠶ͼटཬ͕͢ݐ࠶ΔΛͯͬئຊ͕ͦߘͷҰॿʹͳΕ͍Ͱ͢ɻ

　ຊߘͰࢿྉͷհʹཹ·Γ·͕ͨ͠ɺ࣍ճͷ史標Ͱɺटཬਖ਼఼ͷ෮ݩͷࠜڌʹ༻͍Β
Εͨࢿྉ͕۩ମతʹͲͷΑ͏ʹ༻͍ΒΕͨͷ͔ɺ·ͨɺנ࣫ɺཐᭌͳͲͷݐங০ʹܞΘͬ
ͨਓʑʹ͍ͭͯͳͲɺઓޙ෮ݩͷऔΓΈΛ͞Βʹ۷ΓԼ͛ͯհ͍ͨ͠ͱ͍ࢥ·͢ɻ

< 注釈 > 
 �ʜʮटཬ̓౩মࣦ　ਖ਼఼ग़Ր͠શম　وॏจԽࡒඃ͔ʯh ৽ใٿླྀ 8FC χϡʔεʱ����������

　　　 IUUQT���SZVLZVTIJNQP�KQ�OFXT�FOUSZ�������6�IUNM�QSFUUZ1IPUP 	���������� Ӿཡ 


　　　 ʮֆը࣫ثͳͲগͳ͘ͱ ��5 মࣦ　टཬՐࡂͰԭೄඒΒౡஂࡒ　ଟґવ֬ೝͰ͖ͣʯ

　　　 h ৽ใٿླྀ 8FC χϡʔεʱ���������� IUUQT���SZVLZVTIJNQP�KQ�OFXT�FOUSZ���������IUNM 	���������� Ӿཡ 


 �ʜʮ首里城の復元なくして沖縄の戦後は終わらないʯ ɿ टཬ෮͛ܝͯ͠ࡍʹݩΒΕͨεロʔΨϯɻ

　　　 h टཬͷ෮ݩਖ਼఼෮ݩͷํ͑ߟɾࠜڌΛத৺ʹʱଞɺh ೆౡԭೄͷݐஙจԽ ͦͷ̍ʱͳͲɺ༷ʑͳԭೄؔͷॻ੶Ͱ

　　　 ͜ͷݴ༿ʹ͍ͭͯͷݟ͕ٴݴΒΕΔɻ

 �ʜʮटཬد͕ۚ �� ԯಥഁ ݝɺಹࢢɺใಓؔػͷ૯ܭʯ h ৽ใٿླྀ 8FC χϡʔεʱ����������

　　　 IUUQT���SZVLZVTIJNQP�KQ�OFXT�FOUSZ�����6���IUNM 	���������� Ӿཡ 


 �ʜ෮ࣄݩ業ͷ第Ұઢʹ͍ͨɺྑߴ٢ɾౡਗ਼ɾฏྑܒɾՃ౻ਅ࢘ Β͕ࣥචΛ୲͍ͯ͠Δ

 5ʜాลହɾ୩ෆೋ༤ʰླྀݐٿஙʱ࠲ӈๅץ行ձ ���� 

 6ʜटཬެԂ༑ͷձฤʰटཬͷ෮ݩ ਖ਼఼෮ݩͷํ͑ߟɾࠜڌΛத৺ʹ  ɦʢࡒʣւ༸തཡձ記೦ެԂཧஂࡒ ������ Q�5

 �ʜಉ QQ�����

 �ʜಉ QQ�6���

 �ʜಉ QQ���5�

 ��ʜಉ QQ�����

 ��ʜಉ Q��

 ��ʜಉ Q��

 ��ʜಉ Q6�

 ��ʜʰೆౡɾԭೄͷݐஙจԽ ͦͷ �ɾҬతੑݸͱݱͷ՝ʱʰटཬ "SDIJUFDUVSBM .BOVBMʱʰटཬͷ෮ݩʱΛߟࢀ

< 参考文献 >
टཬެԂ༑ͷձฤʰटཬͷ෮ݩ　ਖ਼఼෮ݩͷํ͑ߟɾࠜڌΛத৺ʹ ʢɦࡒʣւ༸തཡձ記೦ެԂཧஂࡒ ������

ؒ༐٢ฤʰटཬ "SDIJUFDUVSBM .BOVBMʱࣾஂ๏ਓԭೄݐݝங࢜ձ ������

ฏྑܟҰ ฤʰೆౡɾԭೄͷݐஙจԽ ͦͷ �ɾҬతੑݸͱݱͷ՝ʱݐஙࢿྉࣾڀݚ ���������

ాลହɾ୩ෆೋ༤ʰླྀݐٿஙʱ࠲ӈๅץ行ձ ����

टཬڀݚάルʔϓฤʰࢠͲͷͨΊͷ टཬ͍Ζ͍Ζࣝ ʢɦࡒʣւ༸തཡձ記೦ެԂཧஂࡒ ������� ॳ൛ 

< 図版典拠 >

ਤ̍ʜʮटཬ̓౩মࣦ　ਖ਼఼ग़Ր͠શম　وॏจԽࡒඃ͔ʯh ৽ใٿླྀ 8FC χϡʔεʱ����������

　　　 IUUQT���SZVLZVTIJNQP�KQ�OFXT�FOUSZ�������6�IUNM�QSFUUZ1IPUP 	���������� Ӿཡ 


ਤ �ʜචऀࡱӨ

ਤ �ʜटཬެԂ༑ͷձฤʰटཬͷ෮ݩ　ਖ਼఼෮ݩͷํ͑ߟɾࠜڌΛத৺ʹ ʢɦࡒʣւ༸തཡձ記೦ެԂཧஂࡒ ������ දࢴ

ਤ �ʜಉ QQ����� ࣍

ਤ 56ʜాลହ  ���� 行ձץӈๅ࠲ஙʱݐٿ୩ෆೋ༤ʰླྀ ॳ൛

ਤ �d�ʜʰटཬͷ෮ݩ  ɦQQ���5�

ਤ ��ʜटཬڀݚάルʔϓฤʰࢠͲͷͨΊͷ टཬ͍Ζ͍Ζࣝ ʢɦࡒʣւ༸തཡձ記೦ެԂཧஂࡒ ������� ॳ൛ Q��

ਤ ��ʜಉ Q��

ਤ ��ʜؒ༐٢ฤʰटཬ "SDIJUFDUVSBM .BOVBMʱࣾஂ๏ਓԭೄݐݝங࢜ձ ������ Q��

ਤ ��ʜಉ Q��

ਤ ��ʜಉ Q��

ਤ �5�6ʜಉ  Q5�

ද̍ʜʰटཬͷ෮ݩ  ɦQ�� ΑΓ
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フライングパレスと祠堂の関係における考察
　
Consideration on the relationship between Flying Palace and Twmple
　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     小岩研究室　修士課程 2年　檀原江 

1. はじめに
　クメール美術࢙の初期にݱれる装০としてフライングパレスと呼ばれる装০が存在する。こ
れは 7 〜 9 世紀のプレ・アンコールと呼ばれた時代において、クメール建築の壁面に施され、
建物を模した形状をしたこの時代を代දするエデキュラー装০である。ݱ在フライングパレス
による装০が見られる遺構は 12 Օ所確ೝされている。この装০は近隣国であったインドから
の影ڹを受け、クメール人たちによって固有のものへとվ変されていったものであるとされる
1。そのためクメールにおける美術࢙、考ݹ学的観点から見てۃめて高いՁ値を有しており、ま
たクメールの建築࢙について考えていく上で重要な存在である。
、となっており؟においてフライングパレスは、中にඳかれている図像学的考察が主ڀԟ研ط　
装০されている建物とのؔ連性については詳細に言ٴされていない。建物を模した形をしてい
る装০であることから、装০された建物とのؔ連性はあるのではないかと考える。

Sambor Prei Kuk

Prasat Neak Ta

Prasat Ampil Rolum

Prasat Prei Cek
Prasat Phnom Bayang

Prasat Baset

Neak Ta Kau

Prasat Preah Theat Samdey

Preah Theat Kvan Pir

Prasat Preah Srei
Prasat Sakhla

Neak Ta Samrong

図 1ɿフライングパレスが確ೝされる遺構
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2. 研ڀ方法
　フライングパレスが確ೝされる遺構について、ݱ地調査記録や写真記録、文ݙ記ड़内༰を基
にフライングパレスの֤構成要素、ಊのฏ面形式についてそれぞれ分ྨ、比ֱを行う。
　対象遺構においては、طԟ研ڀにおいてݱ在 12 Օ所が確ೝできるが 2 その中でも、ݱ存す
る資料があり、比ֱՄ能である 9 遺構を対象とする。
・対象遺構
　4ambor Prei ,VL/ Prasat Prei CeL/ Prasat PhOom #aZaO/ Preah 5heat ,WaO Pir/ Prasat 
Preah 4rei/ Prasat Preah 4aLhla/ Prasat PhOom #aset/ Prasat NeaL 5a/ Prasat "mpil 3olVm

3. フライングパレスにؔするطԟ研ڀについて
。者たちによってフライングパレスは以下のようにධՁされてきたڀより֤研ڀԟ研ط　
・).ParmeOtire3ɿフライングパレスは装০される壁体の大きさによって分ྨされるとしている。
　ᶃ 壁体が大きな場合はԁ形フロントンを有する大きな建築物のものが施される。
　ᶄ壁体がڱい場合には、ݱ実の建物にࣅた形状のものが施されるとする。 

・..#eOisti4ɿ階層とフロントンの形状で 4 छྨに分ྨ。

ᶃɿൣ囲を超えたアーチを有するフロントン、丸いコロネット、中央のニッチٴびフロント
ンの中の人物像を有し、ཌྷを持つ像かಥき出た༿にࢧえられる基ஃ、の仕切られた空間の
中の人物像、リンテル、フロントン྆端のマカラの頭、格子ฑを有し、バラスターを持たない。
ᶄɿアーチ型のフロントン、ԁ形のコロネット、ニッチとフロントンの人物像、フロントン
の྆端のマカラの欠、ཌྷを持った像の基ஃ、格子ฑٴびバラスターを共有して持つ。
ᶅɿ高半ԁ式のアーチ型のフロントンを有し、ࢧえのくり型は端部でӔ巻き状に持ち上がる。
マカラはなく、ۥ体はピラスターによって区切られる。
ᶆɿ2 階層であること。マハーバリプラムをኲኵとさせる頂部০りを有すること

ᶃ 1 階層のもの。大きなフライングパレスであり、フロントンの部分が建物からはみ出すく
らい大きく構成されているもの。フロントン内の人物像は大きくඳかれていて上半象であ
る。
ᶄ 2 階層のもの。フロントンの大きさは建物に収まるくらいである。ඳかれている人物像も
一ൠ的なサイズである。
ᶅ 2 階層のもの。フロントンの部分が逆 6 。型になっており、人物像は一切ඳかれていないࣈ

・今܆ࢬ 5ɿフライングパレスを 2 छྨに分けている。
　ᶃԁ形のフロントンを持つタイプ。
　ᶄࣷの部分が 2 階構成になっているもの。

・+.#oisselier6ɿ階層とフロントンの形状、人物像の有無で 3 छྨに分ྨ。
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頂部

フロントン

マカラ

中央ニッチの

コーニス

リンテル

中央ニッチ

基ஃ

基ஃ下

基ஃ部の階段

頂部

上部フロントン

マカラ

コーニス

リンテル

上部中央ニッチ

下部フロントン

下部中央ニッチ

下部中央ニッチの

基ஃ

基ஃ下

基ஃ部の階段

図 2ɿフライングパレスの構成要素についてʢࠨɿ1 階層　ӈɿ2 階層ʣ

・C)&N ChaOrataOa7ɿ階層とフロントンの形状、中にඳかれている装০で 5 छྨに分ྨ。

ᶃ 1 階 層。 フ ロ ン ト ン の ア ー チ が 内 ଆ へ と 向 か っ て い て、 そ の ྆ 端 に は マ カ ラ
が い る。 中 に は 人 物 像 が ඳ か れ て い る。 こ の タ イ プ に は ߋ に 3 つ の 変 化 が あ る。 
　⡉階段がඳかれていない。⡊階段がඳかれている。⡥階段がありその前に人物像がいる。
ᶄ 1 階層。主に植物系の装০で০られている。フロントンの྆端にはマカラがない。中央ニッ
チ並びにその྆はいつも空白である。
ᶅ 2 階層。フロントンのアーチが内ଆへと向かっていて、その྆端にはマカラがある。中に
は人物像がඳかれている。ピラスター間のڱいところ設置される。
ᶆ 2 階層。フロントンは逆 6 型になっており、人物像は一切ඳかれていなく、植物系の装ࣈ
০がされている。
ᶇ 2 階層。装০が一切されていない。基ஃの下の部分は何にもࢧえられていない。

　これらの分ྨを見ると ).ParmeOtier は構形式から見た分ྨ、そのଞの 4 名は装০的な視点
からの分ྨとなっている。以上のطԟ研ڀを基にフライングパレスの構成要素について、1 階層、
2 階層について図 2 のように分ྨできると考えられる。
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4. フライングパレスの構成要素について
　本研ڀでは図 2 でࣔした構成要素の中から以下の 6 点で分ྨを行った。
ᶃフロントンの形状ٴび中にඳかれている図像のछྨ
ᶄマカラの有無
ᶅリンテルの有無
ᶆ中央ニッチとその྆の図像のछྨ
ᶇ基ஃ部の階段とその前の図像の有無
ᶈ基ஃ下の図像のछྨ

4P, ԁ形 逆 6 型ࣈ
図 3ɿフロントンの形状の違い

ʢ4P,は4ambor Prei ,VLにおいて見られる特的な形状ʣ

人物像 ༿や花模様 扉模様
図 4ɿ中央ニッチの図像の違い

階段なし 階段あり 階段あり、前に図像有

図 5ɿ基ஃ部の階段のछྨの違い

人物像 ༿や花模様 形装০ࣃ
図 6ɿ基ஃ下の図像のछྨの違い
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5. 対象遺構について
　対象にબ定した遺構の֓要についてද 1 にࣔす。またこれらの遺構におけるಊのฏ面形式
について、正方形、方形、ീ֯形、正ീ֯形の 4 छྨに分ྨを行った。

ද 1ɿ対象遺構の֓要

4ambor Prei ,VLɿʦN1、N11、N12、Prasat 
5rapeaOg 3opeaLʢ;1ʣʧ
Prasat Preah 4aLhla、Prasat Preah 5heat ,WaO 
Pir、Prasat Prei CeL、Prasat Preah 4rei、Prasat 
NeaL 5a、Prasat "mpil 3olVm

正方形

方形

4ambor Prei ,VLɿʦN15、N20、N21、Prasat 
,oVLtroOg(8)、Prasat 5amoOʢ51)、C1、41ʧ
Prasat PhOom #aZaO、Prasat PhOom #aset

4ambor Prei ,VLɿʦN7、410、411ʧ

4ambor Prei ,VLɿʦ47、48、49ʧ

図 7ɿ対象遺構のಊにおけるฏ面形式分ྨ

ീ֯形

正ീ֯形

遺構名 場所 建造年代 材料 平面形式 説明

Pr. Prei Cek
ベトナムのTay-ninh州、Phuoc-hung

詳細は不明
リンテルはプレイ・クメン様式

煉瓦造 正方形
レンガと石造の寺院が存在したが、石造の方は崩壊してし
まっている。東側に入口を持ち、その他は疑似扉となってい
る。内側にニッチを4箇所もつ。

Pr. Bayan Takeo州のBayan Mountain
中央祠堂は7世紀半ば
周囲の塔は11世紀頃

煉瓦造
中央を正方形
周囲を長方形で囲む

60mの高さの岩平原の上に立つ。入口は南東に開いてお
り、3つの擬似扉を有する。

Pr. Phnom Baset
プノンペンから北に約25kmのPhnom Baset
Hill,

8世紀半ば
リンテルはコンポン・プリア様式

煉瓦造 長方形
入口は西口に開いており、3つの擬似扉を有する。基壇部
にも2階層のフライングパレスのようなものが付されている。

Pr. Prah Srei Kampong Chhnang州のKampong Leang地区 8世紀半ば 煉瓦造 正方形
当時は２塔存在したが現在は1塔のみ残存。装飾が多用さ
れており、初期クメール美術が多く見られる。

Pr. Sakhla Pr. Prah Srei寺院から北西に2km 詳細は不明 煉瓦造 正方形
入口は東向き、シヴァ神に捧げられた寺院。建築装飾はフ
ライングパレスのみとなっている。フライングパレスはSPKや
Bayan、Basetと似ている。

Pr. Preah Theat Kvan Pir
Prek Ampilという川の谷にあるSala村（phum
sala)の北東20km

詳細は不明
碑文年代は8世紀初頭
リンテルはコンポン・プリア様式

煉瓦造 正方形
2塔の祠堂からなる寺院で、2基とも同じテラスの上に乗る
とされる。入口は東向き、ピラスターには豊かな装飾がされ
る。フライングパレスはその丈がとても高い。

Sambor Prei Kuk Group Kompong Tom州のPrasat Sambor地区

詳細は不明
碑文調査によると北寺院群、南寺
院群は6～7世紀、中央寺院群は
後の年代に建造されたとされる

煉瓦造
各祠堂によって平面が
異なる。正方形、長方
形、八角形、正八角形

古代クメール王国真臘時代の首都イーシャナプラに比定さ
れる。人々が住んでいたとされる「都城区」と神聖な寺院の
集まり且つ宗教センターであったとされる「寺院区」の2つに
分割される。「寺院区」は、5つの寺院群とその他祠堂から
なり、それらの一部の祠堂に対してフライングパレスが装飾
されている。

Pr. Neak Ta
Thmar Dapへ続く道の端にあり、Anlong Thom
村の南側

詳細は不明 煉瓦造 正方形
4つの祠堂グループからなり、入口は西に開いており、3つの
擬似扉を有する。壁体の装飾はフライングパレスのみとなっ
ている。

Pr. Ampil Rolum Kompong Tom州のStung地区
詳細は不明
リンテルはプレイ・クメン様式

煉瓦造 正方形
3つの祠堂からなる寺院グループ、入口は東に開いている。
遺構自体が完全に崩壊しており、ParmentireとLunetによる
報告書の中でのみ記述がある。
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6. ฏ面形式と構成要素のؔ
　ಊのฏ面形式とフライングパレスの構成要素の分ྨをそれぞれ行ったところ、ද 2 のよう
な結果になった。
　そして分ྨの結果、正方形ฏ面には 2 階層のフライングパレスが、そのଞのฏ面形式には 1
階層が付される向が見られた。また 2 階層については、フロントンの形状が逆 6 型かつՐࣈ
Ԍഁ風のような装০となるものがଟく、これらは図像内にߋに建物をඳいているといったこと
が分かった。
　4ambor Prei ,VL、Prasat PhOom #aZaO のフライングパレスにおいては、その図像の中に人
物像をඳき、ଟ彩な装০を施している。その一方でそのଞのフライングパレスについては、༿
や花の模様やಊにて見られるٙࣅ扉を模したようなදݱをしており、比ֱ的簡素な装০であ
ることが分かった。

図 8ɿ2 階層のフライングパレスの特

逆 6 型のフロントンࣈ
ՐԌഁ風にྨࣅした形状

建物を模した装০の中に
に建物をඳくߋ

ද 2ɿಊとフライングパレスの分ྨ結果
八角形 正八角形

祠堂名 N1 Prsat Prei Cek Prasat Ampil Rolum S12 N15 Prasat Kouktrong(W) S1 N7 S7
種類 2階層 2階層 2階層 2階層 1階層 1階層 1階層 1階層 1階層

フロントン形状 上：－　下：逆U字 逆U字 逆U字 上：-　下：逆U字 SPK SPK SPK or 円形 SPK SPK
フロントン内図像 上：人　下：縮小建物 上：縮小建物？　下：kudu？ - 上：-　下：人 人 人 - 人 人

マカラ × × - - 〇 〇 × or - 〇 〇
リンテル 〇 - 〇 - 〇 〇 - 〇 〇

中央ニッチ図像 人 扉模様 扉模様 人 人 人 - 人 人
中央隣図像 × - × - 人 人 - 人 人
基壇部階段 〇 〇 × 〇 〇 〇 - × 〇

基壇部階段前図像 〇 × × × 〇 〇 - × ×
基壇下 空飛ぶ人物像 何かで支えている 歯形装飾 - 空飛ぶ人物像 空飛ぶ人物像 - 空飛ぶ人物像 -
祠堂名 N11 Prasat Preah Srei Prasat Trapeang Ropeak (Z1) Prasat Preah Kvan Pir N20 Prasat Tamon（T1) C1 S10 S8
種類 2階層 2階層 1階層 2階層 1階層 1階層 1階層 1階層 1階層

フロントン形状 上：SPK　下：SPK or 逆U字 逆U字 SPK 逆U字 SPK SPK 円形 SPK SPK
フロントン内図像 人 上：縮小建物？　下：kudu？ 人 - 人 人 - 人 人

マカラ 〇 × 〇 - 〇 〇 - 〇 〇
リンテル 〇 - 〇 × 〇 〇 - 〇 〇

中央ニッチ図像 人 上：×　下：扉模様 人 上：×　下：扉模様 人 人 - 人 -
中央隣図像 上：×　下：人 or 格子模様 × 人 or 格子模様 × 人 人 - 人 -
基壇部階段 〇 × × 〇 × 〇 × 〇 ×

基壇部階段前図像 〇 × × × × 〇 × 〇 ×
基壇下 空飛ぶ人物像 葉か花模様 何かで支えている 歯形+葉装飾 歯形装飾 空飛ぶ人物像 × 空飛ぶ人物像 -
祠堂名 N12 Prasat Preah Sakhla Prasat Neak Ta N21 Prasat Phnom Bayan Prasat Phnom Baset S11 S9
種類 1階層 2階層 2階層 1階層 1階層 1階層 1階層 1階層

フロントン形状 円形 円形 逆U字 SPK 逆U字 円形 SPK SPK
フロントン内図像 - - - 人 人 葉か花模様 人 人

マカラ - - - 〇 × 葉の模様 〇 〇
リンテル - × - 〇 〇 〇 〇 〇

中央ニッチ図像 - 葉か花模様 - 人 人 扉模様 人 人
中央隣図像 - × - 人 碁盤模様 × 人 人
基壇部階段 - × × 〇 × × 〇 ×

基壇部階段前図像 - × × 〇 × × 〇 ×
基壇下 - 何かで支えている - 作成途中 歯形装飾 × 空飛ぶ人物像 -

長方形正方形
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図 9ɿ人物像をඳいているフライングパレス
ʢࠨɿ4ambor Prei ,VL　ӈɿPrasat PhOom #aZaOʣ

図 10ɿ༿や花、ٙࣅ扉の模様のフライングパレス
ʢࠨɿPrasat PhOom #aset　ӈɿPrasat Preah 4aLhlaʣ

　また一見するとフライングパレスは基ஃ下の有無が分かれるように見られるが、基ஃ下のな
いフライングパレスについてվめて着目してみると、その部分を計画していたであろうࠟが
見られた。このことからフライングパレスには基ஃ下が構成要Ҽとして必要ෆՄ欠なものであっ
たՄ能性が考えられる。以上より、フライングパレスには建物をුかせる、あるいはࢧえるといっ
た思想を持たせていたのではないかとਪ察する。
　そしてフライングパレスは装০されているモチーフにはࠩ異があるものの、構成する要素と
しては、2 階層では一定の統一性が見られた。その一方で 1 階層ではフロントンの形状の違い、
中央の図像の有無などの֤構成要素にࠩ異があることから、֤ಊごとに固有のフライング
パレスを持つように装০されたのではないかとਪ察する。

基ஃ下には何も装০されていない
が、装০予定であったと考えられる。

図 11ɿ基ஃ下の装০ࠟ
ʢ ɿN21ʢ4P,ʣ　ӈɿ5rapeaOg 3opeaLʢ;1ʣʢ4P,ʣʣࠨ

7. まとめ
　ಊのฏ面形式によって装০されるフライングパレスのछྨが異なる向が見られ、このこ
とからฏ面形式に対Ԡし、ಊとのؔを持つようにフライングパレスが計画されており、そ
の中でも 1 階層で֤ಊ固有のフライングパレスが、2 階層では一定の統一したフライングパ
レスが装০されることが考えられる。このことから 1 階層、2 階層でそれぞれ用途による分ྨ
が行われていたと考えられる。
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〈釈〉
 1、4ʜ..#eOisti, �3apports eOtre le premier art Lhmer et l`art iOdieO� (2 Wol.), Paris, .em. archeologiRVes de 
l�&F&O No.5, 1970
 2、7ʜC)&N ChaOrataOa, �&tVde des palais WoLlaOts daOs l�art Lhmer preaOgLorieO� 6N*7&34*5& P"3*4 *** � 
4O3#ONN& NO67&--&, DiplÔme de .aster de recherche, )istoire et "rchÉologie de l`"sie dV 4Vd�est "OOÉe 2005�
2006
 3ʜ).ParmeOtier, �-�art ,hmer Primitif� (2Wol.), Paris, PVbl. de l�&F&O,1927
 5ʜ今܆ࢬ「プレ・アンコール期クメール建築にؔする研ڀ」早Ҵ田大学修士論文 1998 
 6ʜ+. #oisselier, �.aOVel d`archÉologie d`&YtrÊme�OrieOt, -e Cambodge�, Paris,1966

〈参考文ݙ〉
・C)&N ChaOrataOa, �&tVde des palais WoLlaOts daOs l�art Lhmer preaOgLorieO� 6N*7&34*5& P"3*4 *** � 4O3#ONN& 
NO67&--&, DiplÔme de .aster de recherche, )istoire et "rchÉologie de l`"sie dV 4Vd�est "OOÉe 2005�2006
・).ParmeOtier, �-�art ,hmer Primitif� (2Wol.), Paris, PVbl. de l�&F&O,1927
・..#eOisti, �3apports eOtre le premier art Lhmer et l`art iOdieO� (2 Wol.), Paris, .em. archeologiRVes de l�&F&O No.5, 
1970
・+. #oisselier, �.aOVel d`archÉologie d`&YtrÊme�OrieOt, -e Cambodge�, Paris,1966
・今܆ࢬ「プレ・アンコール期クメール建築にؔする研ڀ」早Ҵ田大学修士論文 1998 
・山࡚ౙ馬「初期クメール建築研ڀ」　早Ҵ田大学修士論文 2006
〈図版典拠〉
・図 1ɿ筆者作成
・図 2 〜 6ɿ筆者撮影、一部筆者加筆
・図 7ɿ早Ҵ田大学「4".#O3 P3&* ,6, 3*4, ."P　Ẃנಊ倒յݥة地図」2007 の図面を参考に筆者作成
・図 8ɿ).ParmeOtier「-�art ,hmer Primitif」2tomes,Paris,1927
・図 9、10ɿC)&N ChaOrataOa 「&tVde des palais WoLlaOts daOs l�art Lhmer preaOgLorieO」6N*7&34*5& P"3*4 *** � 
4O3#ONN& NO67&--&, DiplÔme de .aster de recherche, )istoire et "rchÉologie de l`"sie dV 4Vd�est "OOÉe 2005�
2006、4ambor Prei ,VL のみ筆者撮影
・図 11ɿ早Ҵ田大学「4ambor Prei ,VL 5he FlZiOg Palace of the 5ower」2003、筆者撮影
・ද 1、2ɿ筆者作成

　また 4ambor Prei ,VL においては、ଟ様なฏ面形式やフライングパレスが存在し、その何れ
にも人物像が装০されるといったこと、ߋにはこの地が真ᢏの時代のԦ都、イーシャナプラに
比定されるといったことを考ྀすると 4ambor Prei ,VL で見られるフライングパレスは特有な
様式であるとਪ察する。
　4ambor Prei ,VL のフライングパレスをはじめとして、図像内に人物像を取り入れているフ
ライングパレスは、៛密に装০される向にある。フライングパレス内に人物像を取り入れる
要Ҽについて、その遺構の立地的݅なのか、またはผの意図があるのかはݱ段階ではෆ明で
はあるが、その部分を解明していくことを今後のల望としたい。
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　私ごとですが、2019 年 9 月にモロッコとトルコに男友達と 2 人、２週間余りの少し早い卒
業旅行に行ってまいりました。その旅行記を共有させて頂こうと、僭越ながら原稿を引き受け
た次第です。旅行記ですので、どうぞお気楽に読んでいただきたく存じます。ちなみに、紙面
の都合で今回は前半のモロッコ篇のみとさせていただきます。後半のトルコ篇は機会があれば
執筆させていただきたいと存じます。

プロローグ　砂漠へ行こう！
　旅の道連れは小林研の同期です。僕と彼は数年来の友人で、数年ぶりに海外旅行に行こうと
いう話になりました。さて、どこに行こうかとなった時に僕が「砂漠に行ってみたい」と言っ
たら食い気味に

「ええで！行こう！」ということで、砂漠に行くことが決まりました。そして、せっかく行くの
だからと、砂漠以外にもマラケシュとフェズの観光を組み込んで、経由するイスタンブールと
少し足を伸ばしてカッパドキアの都合４都市１砂漠、計 17 日間の卒業旅行を決行することに
相成りました。

9 月 2 日　マラケシュへ
　成田から 12 時間後、イスタンブール空港に着きました。ここで 8 時間のトランジットです。
やることも無いので、タブレットで修論の資料を読んでいました。 
　ページを行きつ戻りつ、飽きたら空港の天井をスケッチしつつ。待ちに待って 8 時間、漸く
乗り込みました。
　カサブランカから電車で、ONCF という国鉄で
一路マラケシュへ。４時間！広いです。モロッコ。
マラケシュに行くだけで東京から 24 時間かかる
というのですから、もうゲッソリです。それでも
車窓から砂漠地帯の中を疾走する様子が見えまし
たので、楽しかったです。そういえば、ONCF は
遅延が酷いと聞いていましたが、全然そんなこと
はなかったです。朝の田園都市線の方がよっぽど
遅れています。チケットもその場で買えたので、
問題は無かったです。
　話を車窓に戻しましょう。赤土の荒野をひた走

モルコ旅行記～モロッコ＋トルコ卒業旅行記　モロッコ篇～
Travels in Morocco & Turkey ~volume Morocco~

小岩正樹研究室　修士課程 2年　竹田福太朗
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る ONCF からは、乾燥地帯に住む人たちの暮らしぶりが垣間見えました。小さな畑を自分の家
の前に設えて、そこで何やら育ててました。子供らが手入れを手伝う様子もチラホラ。
　気になる建物ですが、これが見事な豆腐建築です。でも何故かしっくりきてしまう。なぜだ
ろう？と、こうグッと見込む。あるのはひたすら広がる赤土の荒野。寂寥感に押し潰されそう
な凄みのある赤。そこに砂漠の民の家が慎ましくチョコンとある。これがいい。敵う筈もない、
だけどそこに居ることを諦めない。小さな人間の、大きな意地が、あの豆腐の中には詰まって
いる。そこに余計なビラビラは要らないのです。細さだとか、優雅さなぞも要らないのです。
イデオロギーも必要ない。そこにあるのは、人間の存在の証明なのです。簡素だからこそ、伝
わる凄みがある。それはこの過酷な土地だからこそ感得できるものなのでしょう。また写真を
撮り忘れてしまったので、拙いスケッチで失礼します。

　車窓からの景色を楽しみながら、ようやくマラケシュに到着です。日はすっかり暮れてしまい、
辺りは真暗です。宿はマラケシュのメディナ ( 旧市街 ) にあるフナ広場に近いリヤドでしたので、
駅からは少しだけ離れていました。徒歩 50 分くらいです。歩けない距離ではないので、歩い
て行きました。
　しかし、夜の異国を歩くというのは、どうもソワソワしてしまって街に集中できないから、
いけません。勝手が分からないからというのもあるのですが、夜のマラケシュのエネルギーに
圧倒されたという方が正確かもしれません。人と人がぶつかり合い、熱と熱が混ざり合い、一
点に凝縮した音と光が爆発四散するような賑わいが夜中まで続くような街です。さらにメディ
ナ ( 旧市街 ) は建物の密度も尋常ではなく、外壁と外壁がくっついているような状態でした。
圧倒されてしまってブラブラ街歩きなんて、とてもできる状況ではありません。あすこは戦場
です。そんな中、フト嫌な想像をしてしまいました。パスポートと携帯とお財布をスられてし
まうのでは、と心配した僕は無駄に目をギラギラさせながら、呼吸も浅く、足早に広場を通り
過ぎて行きました。少しもったいないことをしました。
宿をとったリヤドはフナ広場から伸びる小路を進んだ先にありました。まだ広場の熱気が伝わっ
てくるような距離です。
　夜になってもこんなにうるさかったら眠れないんじゃないの、と思いながらリヤドの扉をく
ぐりました。リヤドのマネージャーの男の人が出迎えてくれて、「welcome, welcome」とニコ

ਤ̎࠭യͷதͷՈ
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ニコしながら中庭を挟んだ待合室へ案内してくれました。
　ここで、リヤドの形態について少し触れておきましょう。リヤドはモロッコにおける伝統的
な家屋形態のことです。向こうの伝統家屋は、複層式で、中央の中庭からはそのまま空を仰ぐ
ことができます。中庭に面して複数の個室が配置されているのですが、この中庭の演出がリヤ
ドそれぞれの味を醸し出しているのです。噴水を設置したり、花をつける高木を植えたり、代
わりに植木鉢をたくさん置いたりなど、思い思いに中庭を彩り、憩いの場を生み出しています。

　広場の喧騒の中からやってきた人間にとっては、この中庭の穏やかさは沁みるものがありま
す。外の喧騒が、中には全く入ってこないのです。どこからともなくアロマキャンドルの香り
がフッと漂い、生暖かくも心地よい風が、中庭の高木を揺らして行きます。
　外とのギャップに目をパチクリさせながら中庭を通り、そこに面した待合室に通され、ウェ
ルカムティーをいただきました。向こうのお茶は、大抵砂糖入りのグリーンティーでしたが、
これがなかなか美味でした。日本の緑茶にお砂糖入れたらこんな風になるのかな、と思いなが
ら宿からの連絡事項を聞き、そのまま２階の宿泊室へ行きました。宿泊室の前には前室とでも
言えば良いのでしょうか、ソファや暖炉が設えられた空間があり、この前室は壁などで区切ら
れておらず、中庭の一部として存在していました。
　中庭と前室に対して宿泊室は随分と質素でしたが、優雅な気分を味わいたかったら中庭に行
けばいいのだ、というスタイルなのかもしれません。少しの間中庭と前室、宿泊室を行ったり
来たりしながら、リヤドを観察して回りました。そのうちに、屋上へ通じる階段を見つけたの
で、思い切って登ってみることにしました。少し広場の喧騒が伝わってくる屋上で夜空を仰ぐと、
見慣れた星がチラホラと見えました。ああ、星はどこも同じか、と思うと、急に気が抜けて睡
魔が襲ってきました。明日もあることですし、今日はもう寝ようと宿泊室へ戻り、眠りにつき
ました。

ਤ � ϦϠυͷதఉूྫࣄ　
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9 月 3 日 ~9 月 4 日　マラケシュ メディナ ( 旧市街 )
　翌朝 5 時過ぎ。轟音で目が覚めました。何事か、と飛び起きて屋上へ駆け上がりました。ま
だまだ暗い朝の 5 時、街のあちこちから轟音が聞こえてくるのです。何事かと一瞬思いましたが、
これがコーランの詠唱なのです。街には至る所にミナレットという尖塔があり、そこからスピー
カーで爆音のコーランの詠唱が 1 日数回流れるのです。

　すっかり目が醒めてしまったのですが、まだ朝の 5 時。ご飯までは時間があります。何をし
ようかと思案したのち、暇すぎるのでリヤドの野帳を作ることにしました。学部 4 年生から旅
に出れば必ず宿泊先の部屋の図面を記録して残してきていて、就活ではそれが趣味ですと言い
切れるほどには野帳の経験値はあるのですが、流石に建物一つ丸々全部という規模は初めてで
す。２時間で終わるかな、と思いながらも部屋に行き準備を整えた矢先、イスタンブール空港
の手荷物検査でコンベックスが引っかかり、没収されたことを思い出しました。コンベックス

ਤ 5 ϛφϨット

ਤ � ॓ധઌϦϠυલࣨ
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無しの図面作成となってしまいましたが、作った野帳がこちらです。恥を忍んで公開いたします。

ਤ 6 ϦϠυ̍֊ฏ໘ਤ
詳細寸法はありませんが、プロポーションはある程度忠実です。
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ਤ � ϦϠυ � ֊ฏ໘ਤ

　内装は白が基調でした。前室と中庭はカーテンのみで仕切られているので、雨風が吹き込ん
で調度品が痛むのではないかと思いましたが、雨が少ない地域なのでそこまで深刻な問題には
ならないようです。

ਤ � ϦϠυ্৯ࣄॲ

上は前室のカーテン
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ਤ � ϦϠυ � ֊ฏ໘ਤ

　屋上にはご飯処のオーニングテントの一画があって、そこでパンケーキと薄い米粉パンのよ
うな朝ごはんをいただきました。スタッフが使うキッチンやユーティリティ ( 家事室 ) も屋上
に集まっていました。

上は食事処正面図

ਤ � ϦϠυ্৯ࣄॲ
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　さあ、マラケシュ観光です。夜は余裕が無かったので、じっくりと街のあちこちを見たいと
思い、意気揚々と路地から一歩広場へ踏み出した途端、荷車を引いたロバに轢かれそうになり
ました。馬ではなく、ロバを普段使っている所がまたエキゾチックでした。
　面白いことはたくさんあったのですが、ここでは建築にまつわるお話をしたいと思います。
まず僕が驚いたのは、モロッコ建築の細部意匠加工技術の高さです。無骨なイメージを勝手に
抱いていた僕はそのきめ細やかさに驚きました。イスラミックな模様を木の格子や漆喰に施す
など、とにかく芸が細かいのです。これらは絵様に近いものがありますが、そのきめ細やかさ
は圧巻でした。　　

　また、マラケシュのメディナ ( 旧市街 ) は３層ほど登ると街が一望できるくらい、建物の高
さが抑えられているという点も印象的でした。途中何度か建物の屋上に登って街を見渡すとい
う機会に恵まれましたが、大抵の建物には屋上があって、そこで洗濯物を干したり、サボテン
を置いたりなどして、小さな庭を作っていました。先ほど中庭を持つリヤドの話を出しましたが、
中庭だけでなく屋上もまた、小さな憩いの場所になっているようでした。
　ここまで憩いの場を整備するのは、外の喧騒が凄まじいからだと僕は思います。マラケシュ
に着いた夜の話をしましたが、あのエネルギーは夜に限ったことではなく、昼間も同様です。
さらに太陽の厳しい照りつけも加わって、熱気は夜の比ではありません。マラケシュの人たち
にも大分堪えるのでしょう。だからこそ、静寂を貫く空間を作ろうとしたのだと思います。そ
れは全き周りとは異なる空気を醸し、小宇宙と呼びたくなるような空間でした。特に、中庭を
持つリヤド式の家はその小宇宙を守り抜くために外壁を厚くし、パラペットを高くすることで、
外の喧騒と小宇宙の完全なる分離を試みているように見えました。日本における 70 年代の都
市住宅と同じような教義を僕は感じました。しかし、外と果たしてどのようにつながるかとい
う問題が発生します。日本でこのように言うと、お隣さんの視線や、コミュニティなど、人間
のレヴェルでしか考えませんが、マラケシュの家はもう少し広い世界でこの問いに答えていま

　　　　　　　　　ਤ �� ͷΞʔέʔυ ਤ �� େཧੴͱ࣫۬ͷ০
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ਤ �� Ϛϥέγϡ্
した。ここら一帯の家は中庭でも屋上の小
さな庭でも、必ず植物が置いてあります。
そしてその植物には蝶やハチなどの昆虫か
ら、スズメのような小さな鳥までが集まっ
てくるのです。野生の生物と人間が置いた
植物が建物ごとに一つの生態系を構築しま
す。昆虫や鳥たちは中庭から中庭へ、屋上
から屋上へ移動しますから、彼らを通じて
中庭や屋上同士は繋がり、一段階大きな生
態系を構築します。結果、小鳥や蝶の存在
を通して、中庭は外とつながることとなるのです。さらに彼らがいれば、中庭の植物や噴水に
は本物の木立や泉のようなリアリティが出るので、より一層和やかな空間に仕上がるとともに、
彼らは人間の喧騒の遥か上空を飛び交いますから、中庭同士の繋がりによる一つの生態系が遥
か上空で構築されるような具合になり、街に人間のレヴェルを超えた重層性と面白みをもたら
すように、僕には思えるのです。もしそうだとしたら、家の中の静寂の死守と外との繋がりを
保つ解答はなかなか面白いと思いました。 

9 月 5 日〜 9 月 6 日　砂漠の町メルズーガへ
　3 日間の滞在を終え、いよいよ旅の真打、砂漠ツアーへ参加することとなりました。申し込
んだツアーはマラケシュを朝の 7 時に出発して、2 日かけてメルズーガという砂漠周縁の地域
へ到達、砂漠の中の野営地で一泊し、1 日かけてフェズへという 3 日間の行程でした。集合場
所に向かうと、20 人乗りの中型バスに外国人が沢山乗っていました。カナダ人・アメリカ人・
イタリア人・スペイン人・フランス人・イギリス人・スコットランド人がミッシリ座っている

ਤ �� ϦϠυͷதͱ֎Λ͙ܨੜ
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バスに日本人は僕と友人の 2 人だけ。淋しかったです。でも英語でなんとかコミュニケーショ
ンは取れるので、退屈はしませんでした。マラケシュから一路東へ、アトラス山脈を越えて道
中アイト・ベン・ハッドゥを見学しました。

　ガイド曰くアイトは 11 世紀前後に成立した川沿いの村で、今でもそこに何人か住んでいる
そうです。世界遺産に登録されており、主に観光業で成り立っているようでした。映画のロケ
も何度か行われたそうです。村の建物は日干しレンガと泥を固めた壁からできていて、開口部
には木の窓枠がしつらえられていました。壁はかなり分厚く作ってあるようで、中に入ると外
の灼熱地獄が嘘のように感じられました。エキゾチックで日干しレンガや泥壁を間近で見るこ
とができて興味深かったです。この日は砂漠ツアー御一行がよく利用するティンジルという街
に宿泊しました。

ਤ �� ΞΠトɾϕϯɾϋッυΡ

ਤ �5 ΞΠトɾϕϯɾϋッυΡ࿏
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　翌日、また 1 日かけてバスに揺られ、砂漠周縁の村にたどり着いたのは夕方でした。もうゲッ
ソリです。モロッコ滞在の半分くらい移動時間です。「アラビアのロレンス」気分 ( 観たことは
ありませんが ) を味わえる砂漠ツアーの拠点となるのは砂漠に隣接しているホテルです。この
ホテルの庭からほんの十数歩先、ちょっと小高い丘を登り切ったら、その先にあるのは砂漠です。

　生まれて初めての砂漠を見て、ひとしきり大はしゃぎした後、自分のラクダを充てがわれま
した。ラクダは６頭一列で、先頭のラクダをキャメルマンと呼ばれるベルベル人が引っ張って
行ってくれるという寸法です。友人が先頭、僕が 2 番目という具合になり、いざ出発。

　生まれて初めてラクダに乗ったわけですが、中々コツが掴めない。何しろ足場は砂で凸凹し
ているわけですから、揺れます。変に力を入れているとお尻が痛くなってしまう。5 分も経た
ないうちにお尻が悲鳴を上げ始めます。まずい！と思っていると、キャメルマンがベルベル語
で何か言いました。何を言ったのかはわかりませんでしたが、おそらく「逆らわずして勝つ！」
と言うようなことを言ったのだと思います。要は余計な力は抜いて、重力に従ってラクダに乗っ
ていろ、ということなのだろうと解釈して、ああだこうだと試行錯誤をしているうちに、ラク
ダの隊列は折り返し地点に到着しました。しばらく休憩だよ。と伝えられたので、僕と友人は
砂丘を登り始めました。砂丘の上からは見渡す限りの砂漠が広がっている様子が見えました。

ਤ �6 ࠭യͷೖΓޱ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ਤ �� ϥΫμ
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ああ、よかったね。砂漠に来られて良かったね。と少し感慨に浸った後、砂丘を駆け下りたり
駆け登ったり無駄な体力を使ってひとしきり砂漠を堪能しました。夜は２畳ほどの野営テント
で眠りました。

9 月 7 日　フェズへ
　次の日の朝、ご来光を見に再びラクダに乗って砂丘へ行きました。ご来光は曇っていて見る
ことができませんでした。拠点のホテルに戻り、ご飯を食べてフェズ行きのバンに乗り込みます。
このとき運転してくれたお兄さんが二十歳くらいだったのですが、時速 200 キロくらいを涼し
い顔で出していて、文化圏の違いを思い知りました。さらに彼は窓を開け放して運転していた
のです。風が轟々と顔に吹き付け、とても息ができる状況ではありませんでした。「息できない
から窓閉めて！」と言ったのは生まれて初めての経験でしたが、それだけ飛ばしてもフェズの
街へは 1 日かかりました。本当に移動してばっかりのモロッコ篇です。
　着いたフェズという街は何でもモロッコ政財界の重鎮を何人も排出している街で、元貴族の
リヤドを英国大使館として使った後にホテルとして再利用、というようなことをしていました。
日本でも江戸の旧武家屋敷地を明治政府が接収して官庁に使っていましたが、建物そのものが
今でも残っているのが、フェズの凄いところです。

9 月 8 日　フェズ
　フェズの観光は 1 日だけということなので、スピード感を持って見ていこう！となりました。
マラケシュと同じような建物と街並みでした。しかし、同じような感じの建物でも、住んでい
る人の感じは全然違い、フェズの人はマラケシュに比べて落ち着いている雰囲気が伝わって来
ました。モロッコの中でも落ち着いた街が見たいという人はフェズに行くといいかもしれませ
ん。

ਤ �� αϋϥ࠭യٰ࠭
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 さて、フェズで見ようと決めていたのは、スーク ( 商業地区 ) です。だいたいどの都市もそう
ですが、スークと呼ばれる、同業者が集まった地区が形成されているのです。昔の日本も特定
の商売が固まって町名になったというようなことがあったそうですが、モロッコも同じです。
今回見に行ったのは皮職人のスークです。買い物をするついでに、皮染めの工程を見学させて
もらったのですが、このスークの臭いが凄まじかったです。いくつかの建物に囲まれた中庭に
染料壺が並んで、そこに人が入って作業をしているのですが、あたり一面に激臭が漂っている
のです。

　おそらく僕らが日本で買うメイドインジャパンの革製品も、制作過程ではこれだけの激臭を
放っているのでしょう。そしてここでも中庭が役に立っていました。この場合、中庭は外に激
臭を漏らさないという役割を担っているのです。リヤドの中庭とは全く異なるものですが、モ
ロッコ建築においては、中庭というキーワードは欠くことができないのです。

9 月 9 日イスタンブールへ
　モロッコの旅もあっという間に終わりを迎えました。この日、僕と友人は朝の５時に宿を出
て、フェズ駅から特急でカサブランカへ向かいました。夕方３時の飛行機に乗り込んで、イス
タンブールに着くのは夜の 10 時半、ホテルに着いたのは夜中の 12 時という塩梅。本当に体力
勝負の旅でした。ここから先のトルコ篇はどこかでお目にかけることができたら、と思います。
お付き合いいただき、ありがとうございました。

〈図版典拠〉
図 1:(https://www.freemap.jp/itemFreeDlPage.php?b=world&s=world1)2019.11.15 閲覧
図 2~21: 筆者撮影・筆者作成

ਤ �� ൽ৬ਓͷεʔΫ
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ਤ �� εϨΠϚχΤɾモεΫ

ਤ �� ΧッύυΩΞ܈ؠح

次回予告　〜トルコ篇〜
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�. は͡めʹ

Carlo Scarpa( 以下 Scarpa) は Castelvecchio( カステル

ヴェッキオ美術館 :1958) や Gipsoteca Canoviana( カ

ノーヴァ石膏彫刻陳列館 :1955) に代表される、既存

建築の改修及び増築によって美術館を作り出した。こ

こに挙げた美術館に関しては、これまでに多く言及が

なされ、スカルパの代表作に数えられる。その中で、

北イタリアの都市トリエステにある Museo Revoltella

は Scarpa によるプロジェクトであるものの、計画の

途中で Scarpa が外れ、後年に完成したという特異な

経緯から、論じられることの少ない作品の 1 つである。

　 前 稿 1 で は、 図 録『CARLO SCARPA E IL MUSEO 

REVOLTELLA』を読解対象としてこの建築の建設

経緯に関して論じたが、本稿においては図録に収録

さ れ た Giovanni Ceinner「Carlo Scarpa e il Museo 

Revoltella」の翻訳・読解を行い、論文内で進められ

ていた Gipsoteca Canoviana との比較考察をより詳細

に行うことで、Museo Revoltella における既存に対す

る設計手法について考察することとする。

図 1　Museo Revoltella アトリウム内観

1853:Hitzig によるプロジェクト始動

1859:Palazzo Revoltella 竣工

1963:Scarpa によるプロジェクト始動
1971:Scarpa がプロジェクトから外れ、Vattolo が担当となる

1992: プロジェクト完成

図 2　Museo Revoltella の建設経緯
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「Carlo Scarpa e il Museo Revoltella」では Gipsoteca Canoviana を対象として Museo Revoltella

との比較考察が行われているが、Gipsoteca Canoviana を比較対象とした要因は論文冒頭で以下

のように述べられている 2。

「Sulle tematiche compositive che deve affrontare a Trieste, aveva già avuto occasione di 

esprimersi con la Gipsoteca Canoviana di Possagno, quando nel 1955 era stato incaricato di 

ampliarne gli spazi espositivi. ( 中 略 )La lettura per confronto che vogliamo proporre non è 

casuale; nasce dall'essere queste due le uniche opere, del settore museale, realizzate ex novo da 

Carlo Scarpa, sia pur all'interno di un guscio storico nel caso del Revoltella, a distanza di pochi 

anni, in situazioni diverse per dimensione, contesto e finalità, ma accomunate da analoghi 

problemi cui dà risposte compositive simili.」(Scarpa はトリエステにおいて向き合うこととな
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るテーマに関して表現する機会を 1955 年、ポッサーニョの Gipsoteca Canoviana の展示スペー

ス拡張計画において既に得ていた。( 中略 ) ここで行う比較は偶発的なものではない。これら

2 つの作品は Scarpa の美術館建築において唯一のゼロから計画されたものである。数年後の

Museo Revoltella は歴史的なシェルの内部に計画され、規模や文脈、目的が異なるものであるが、

これらは構成上同様の問題によって結びついているのである。)(p.22 より )

　この 2 つの建築に関して、規模や構造に関して異なることを指摘しながらも、新築された建

築である、という点に類似点を見出している。Museo Revoltella は既存の Palazzo Brunner の

内部を改修したものであり内部構造の大部分に手を加えているものの ( 図 3)、この点に関して

は新築計画であると断言することは難しい。しかしながら、屋上に新たなパヴィリオンを増築

しており、旧館に隣接して増築を行った Gipsoteca Canoviana との共通性を挙げることはでき

る。更に、建築のコーナー部に特徴的な開口が設けられていることも、これらに共通する意匠

として挙げられる。従って、共通項として新築であることを一概に挙げることは出来ないものの、

以上のような点から、この比較を妥当なものとして本論も進めていく。

　論を進める中で、Giovanni Ceinner 氏はさらに類似点を見出しているが、それは大きく 2 つ

に分類される。各項目に関して以下に纏める。

ⅰ . 歴史的価値の保存、計画への変換
　Gipsoteca Canoviana は本来、1822 年に彫刻家 Antonio Canova が死去した後、ローマにあっ
た Canova のアトリエから作品を故郷であるポッサーニョに移して展示したことが始まりであ
る。既存棟は Francesco Lazzari によって設計された新古典様式のものであり、その後、この建
築に隣接して Scarpa が新棟の設計を行った。拡張計画で注目すべき特徴として以下のように述
べられている。

「Una delle soluzioni più interessanti dell'intervento, che poi ritroveremo nel Revoltella, è 
rappresentata dalla manipolazione di un esterno dell'edificio storico che trasforma, senza 
modifica rio, in un interno della nuova ala.」( 計画における最も興味深い手法の 1 つは、歴史的

図 3　Museo Revoltella 断面 ( 赤い部分が改築部 )
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建築の外部に対する操作であり、それを変形するのではなく、新しく計画する建築の内部へと
変換するものである。そしてこの手法は後の Revoltella にも見られる手法である。)(p.22 より )

　Gipsoteca Canoviana では、前述した新古典様
式の既存棟を完全に保存すると同時に、西側の
外壁が新棟を構成する壁の一つとして扱われ、
Canova の作品も掛けられている ( 図 4)。また、
この空間は新棟における開口の役割を担うと同
時に、既存棟と新棟を分節する役割も担ってい
るが、この要素に関しては次章において詳細に
扱う。
　 対 し て、Museo Revoltella で は オ ー ス ト リ
ア = ハンガリー帝国に支配されていた時代を持
つトリエステの歴史的景観を考慮すると共に、
1853 年に竣工した Palazzo Revoltella の歴史的価値を認め、ファサードだけでなく内部も大部
分は当初の状態を維持させている。隣接した Palazzo Brunner に関しては Scarpa がプロジェク
トを開始する以前から改修が進められていたとされ、その後 Scarpa の計画が介入することと
なった。美術館のエントランスはこれら 2 棟の中間部分に配置され、冒頭で述べたアトリウム
は旧 Palazzo Revoltella である既存の端部に位置する ( 図 5)。つまり、歴史価値を認めながら
も、その範囲を限定し、それ以外の部分に関しては介入する余地を見出したといえる。Palazzo 
Revoltella の当初の図面を参照しても、建築の正面は現在の美術館入口である南東面ではなく
南西面であり、正面に面した諸室が建築の中心であったことが分かるであろう ( 図 6)。

　そしてこのアトリウムに関しては次頁
に 掲 載 し た よ う に 述 べ ら れ、Gipsoteca 
Canoviana との類似点としている。ここで
述べられている、歴史的価値のある部位を
保存した点に関してはGipsoteca Canoviana
との類似性として妥当と言えるが、既存を
新棟へと変換する点については、疑問が残

図 4　Gipsoteca Canoviana における既存壁と新館
( 赤塗部：既存壁 )

図 5　Museo Revoltella におけるアトリウムの配置

図 6　Palazzo Revoltella における正面性と現状の比較
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る。Gipsotecaでは既存棟の外壁の形状を維持したまま新棟の一部へと変換されているのに対し、
Museo Revoltella では当初の状態が想像できない程に改修が行われ、新棟と同様に白で統一さ
れた内装となっており、同様の手法とは言い難い 3。

「Analogamente a Trieste, Scarpa, nell'affrontare il palazzo ottocentesco di Hitzig, lascia 
inalterato ciò che trova integro, mentre trasforma l'esterno della corte storica, già manomessa 
nei suoi componenti edilizi e nelle sue funzionalità di servizio, nell'interno unificante e vitale 
del nuovo Museo, contiguo al nuovo ingresso.」(Scarpa はトリエステにおいても同様であった。
19 世紀の建築である Hitzig の設計した宮殿を扱う際、無傷だと感じたものはそのまま残す一
方で、既に構成と機能が改竄された歴史的な中庭の表面は新しい入口に接する美術館の統一さ
れた重要なインテリアへと変換したのである。)(p.24 より )

ⅱ . 開口の操作
　さらに、類似点として開口の操作を挙げている。
Gipsoteca Canoviana はコーナー部の開口に代表さ
れるように開口の数は多いものの、各々の位置や
サイズは展示される石膏作品や、外部との関係か
ら熟慮されている 4。Museo Revoltella においても
開口の位置は外部との関係から調整されており、1
階では外部には開口の形状が残されているものの、
その開口部を閉じて暗い新たな空間を作り出して
いる。また、上階においては、場所に応じて既存
をそのまま利用する開口と、既存の開口が干渉せずに自然光を取り込む為に、新しく設けられ
た構造体の柱間にオパールガラスを用いた開口があり、空間に応じて使い分けがなされている
5( 図 7-9)。Scarpa のドローイングにおいても、各箇所の開口に対する操作の違いは確認するこ
とができ、プロジェクト段階における Scarpa の設計意図が反映されたものと言えるだろう ( 図
10)。

図 7　1F 南東面 開口を塞いだ壁面
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図 8　既存開口の利用 図 9　複層させた開口 図 10　断面における開口表現
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　論文内では取り上げられていないが、既存に対して新たなサッシュを複層させる手法は
Castelvecchio においても多用され、美術館の改修における Scarpa の特徴的手法といえるだろう。
Castelvecchio ではオパールガラスではなくフロートガラスが用いられており、外部の既存開口
やその先に望む城郭の光景を内部へと取り込もうとしている。このように外部との調和を保と
うとしながらも、見切が無く一様に左官仕上げで塗り込められた内壁に対して見付の太いサッ
シュは異様であり、Scarpa が介入していることを意識させ、既存空間を自らの設計へと取り込
んでいる ( 図 11)。
　以上論文内で論じられている比較について
ⅰ , ⅱとして纏めたが、特にⅰに関しては妥
当性が疑われる点もある。その為、Gipsoteca 
Canoviana のスタディ過程を通して既存と新
棟の取り合いにおける設計意図を考察するこ
とで、Museo Revoltella におけるアトリウム
の意義について考えてみたい。

2.Gipsoteca Canoviana の平面形態に関するスタディ過程
　日本において Gipsoteca Canoviana の設計意図に関して論じている既往研究は少ないものの、
Gianluca Frediani 氏が『Carlo Scarpa Canova Museum Possagno』6 においてドローイング過程
から変遷を追っており、以下に纏めると共に考察を進める。また、Gipsoteca Canoviana の各諸
室名に関しては Gianluca Frediani 氏の論考内における表現に則りながら、図 12 に示す通りと
する 7。

図 11　Castelvecchio における開口パターン

改修前 改修後

A

B

C

D

A

E

F

G

H

I

N

A: 既存棟
B: 小展示室
C: 倉庫
D: 廐舎
E: アトリウム
F: “syringe room”
G: “high room”
H: 庭園
I: 旧廐舎

図 12　Gpsoteca Canoviana 改修前後の諸室
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2-1. 過程 1："syringe room" と庭園・シークエンスの検討
　最初期の段階として Gianluca Frediani 氏は図 13,16 のドローイングを挙げている。この段階
では改修前の図面に基づいて平面形態が検討され、旧倉庫を挟んで北側の旧厩舎の位置と南側
の室を中央の空間に対して開いている。この 2 つの室をずらして中央に対して開く平面構成に
関しては、同時期の作品である Pavilion of Venezuela( ヴェネチア・ビエンナーレ ベネズエラ
館 :1954-56) と類似しており、共通手法であると指摘されている。2 室の関係に焦点を当てた
スタディであることは、図 14 に挙げるシ―クエンスのラフスケッチにおいても確認できるだ
ろう。南側には、南に向かって先細りする形状の室が表現されており、これが現状の "syringe 
room" の発生であるとされる。
　既存も含めた全体に及ぶドローイングでは新棟の南側に南北方向に伸びる庭園が検討されて
いるが、隣接する既存棟の中央部に開口を設けることを想定している点も注目したい。この段
階では既存棟をそのまま維持するのではなく、一部を改修することを前提として「旧倉庫→旧
厩舎→ ( 旧倉庫 ) → "syringe room" →庭園→既存棟」という一連のシークエンスを想定してい
ることが分かるだろう。また、既存棟と "syringe room" の取り合いに関しては図 13,16 の筆致
から、既存棟に壁を突き付ける、或いは改修前の壁と同一の位置に壁を設けることを想定して
いたと思われる。

図 13　スタディ 1 図 14　シークエンスの検討 図 15　Pavilion of Venezuela 平面

図 16　全体スタディ：庭園の発生
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�-�. աఔ �ɿ৽౩ܗଶのܾఆɾఉԂのม化

　次の段階を示すドローイングとして図 17 が挙げ

られ、この段階において、"syringe room" の形態は

最終案に近いものとなった。注目すべき点として

Gianluca Frediani 氏はアトリウムとホール間の開口
が閉じられている事に加えて、既存棟の新棟との取
り合い部分と南側の 2 箇所に開口が開けられ、こ
れによって新棟と既存棟の間に一連のシークエンス
が検討されていたことを挙げている。さらに、前段
階では "syringe room" と旧厩舎の関係を核として
平面のスタディが行われていたが、このドローイン
グでは旧厩舎との間には壁が作られている。この要
因としては、工期が差し迫っていたことや工費が逼
迫していたことが挙げられているが、旧厩舎との関
係を排したことによって寧ろ、Scarpa が設計にお
いて "syringe room" に集中できる要因となったと
Gianluca Frediani 氏は推測している。
　また、"syringe room" が南側に向かってさらに細長くなったことで庭園の形態が変化し、そ
の位置が既存棟と新棟の間を深くまで割って入り込むように変化していることにも注目できる
だろう。このドローイングでは旧倉庫南側の壁を改修前のものをそのまま活用することを想定
していると考えられ、"syringe room" 東壁との取り合い部分は開口を設け、庭園に対して開こ
うと試みている。

2-3. 過程 3：Villa Lippomano の参照・中間部としての庭園
　最終案に至るまでの重要な要素として 17 世紀、ヴェネト州サン・ヴェンデミアーノに建て
られた Villa Lippomano の平面形態を Scarpa が参照していることが指摘されている ( 図 18)。
Scarpa は Gipsoteca Canoviana における既存棟と新棟の取り合いを検討するにあたり、Villa 
Lippomano の中央に位置する主屋とその両翼に配された付属室 (barchesse：バルケッサ ) との
関係性に着目した 8。異なる 2 つのヴォリュームを如何にして横断するか、という課題に対し

図 17　スタディ 2
( 白線は Gianluca Frediani 氏による加筆 )

図 18　Villa Lippomano との比較スケッチ 図 19　Villa Lippomano 平面構成
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て Villa Lippomano では間に外廊を設けている ( 図 19) が、ヴォリューム間に距離を取ることで、
各々を独立した建築としても成立させていると Gianluca Frediani 氏は推測している。

2-4. 最終案・考察
　以上のようなスタディ過程を経て、図 20 のような最終案へと至る。最終案では以前まで検
討されていたような新棟から庭園を介して既存棟へと至る一連のシークエンスが採用されるこ
とはなく、庭園によって距離をおいて分断されている。この結果、既存棟の外壁は改修前の姿
が維持され、新棟を構成する壁へと変換されることとなった。
　庭園に注目すると、前段階では旧倉庫南側にあった壁に突き当たる形で終わっていたが、最
終的にはこの壁は排され、内部との境界はフロートガラスとなり内部と同一のフロアレベルに
なっている。庭園部のドローイングに注目すると、新棟にむかって上るレベルの筆致が強調され、
内部の床と同レベルとしていることが確認できるだろう ( 図 21)。つまり、Scarpa は庭園を内
部へと介入させようと試みていると考えられる。また、フロアレベルによって平面構成を整理
すると図 22 のようになり、庭園から繋がるレベルが既存棟と新棟だけでなく、"syringe room"
と "high room" の境界にもなると同時に両者を繋ぐ役割を担っていると言えるだろう。

図 20　最終案 図 22　庭園の内部への介入と分割

図 21　庭園 断面スタディ
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　最終案へと至る過程を俯瞰してみると、計画における庭園の役割が変化すると共に、重要性
が増していく事が分かる。過程 1 では既存棟及び台形状の新棟に接するように配置された庭園
は新棟から既存棟へ向かう動線の中間にあり、シークエンスの一部に包含されていた。その後、
"syringe room" が細長い形状になったことで庭園は既存棟と新棟に挟まれる形状へと変化する。
そして最終案で庭園はシークエンスからは外れ、立ち入ることが出来ないものとなった。同時
に既存棟の外壁は保存されることとなる。庭園は開口を通して同一のフロアレベルで内部へと
介入し、既存棟と新棟、"syringe room" と "high room" を緩衝する空間となったのである ( 図
23)。Scarpa は Gipsoteca Canoviana において、接近して並置された既存棟と新棟を分節するに
あたり、フロアレベルの変化と外部に繋がる空間によって、各々を独立させながら繋げること
を意図したと考えられるだろう。そしてこの緩衝部分は既存棟を保存するという設計意図が生
じ、スタディの密度が必然的に濃くなった結果と思われる。

3.Museo Revoltella におけるアトリウムのスタディ
　ここまでで、Gipsoteca Canoviana における既存に対する設計手法を明らかにしたが、この手
法を前提として、改めて Museo Revoltella のアトリウムについて考察してみたい。
　まず、初期段階のドローイングとして図 24 がある。現在の Museo Revoltella とは異なり、
図面左側の Palazzo Revoltella 屋上部を中心にスタディが進められ、階段室頂部に台形上のトッ
プライトを検討するなど、Pallazo Revoltella の空間に対して手を加えようとする痕跡が確認で
きる。また、Pallazo Revoltella と Palazzo Brunner の間に当初から吹抜けのアトリウムが構想
されていたことも分かり、形状は異なるがここでも台形状のトップライトが用いられている。

աఔ �
庭園Λհͨ͠γʔΫΤϯεͷݕ౼

աఔ �
քͱͯ͠ͷ庭園ڥঢ়ͷมԽɾܗ

աఔ �
既存棟ͷอ存ɾ庭園ͷ෦ਁಁ

既存棟

৽棟

庭園

図 23　Gipsoteca Canoviana スタディ過程と既存・新棟の取合の変化

図 24　Museo Revoltella 初期段階のスタディ
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　この案を発端としてアトリウムを中心にスタディを進めた案が図 25 であろう。図 24 の案と
は異なり、Palazzo Revoltella 屋上部には長方形のヴォリュームが置かれているのみであるが、
アトリウムの周囲に関しては強い筆致で描かれている。ここで注目されるのが、屋上からアト
リウム地上階に向けた採光の方法に関して検討していると思われる筆跡が残されている事だ
( 図 26)。トップライト頂上部からの採光のみならず、その側面からも反射光を入れようとして
いたと考えられる。新旧 2 つの建築に囲まれ閉塞された場所に多くの光を取り込み、外部的要
素によってこれら 2 つを繋ごうとしていたことが指摘できるだろう。
　この空間において光を意識的に扱っていたことは図 27 のドローイングでも確認することが
できる。断面は形状から判断して、前掲の案よりも最終案に近い段階であることが推測できるが、
アトリウムに落ちる光をオレンジ色で塗分けている事が分かる。

図 25　アトリウムを中心としたスタディ

図 26　アトリウム部拡大 光の筆跡 図 27　アトリウム 光の表現
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結論
　Museo Revoltella におけるスタディを Gipsoteca Canoviana を前提としてみると、同様の設
計意図を見出すことができるだろう。既存棟と接近した場所に新棟を計画する際、既存棟の保
存を前提として、外部空間の介在を必要とした。既存棟と新棟が内部で繋がる空間においても
それは同様であり、Gipsoteca Canoviana においては外部と同一レベルに設定した床によって開
口を通して庭園を内部へと浸透させ、各室を分節させた。
　一方、Museo Revoltella では既存棟と新棟の取合はその建築的条件から垂直方向へ高い空間
であった。その為、ここではトップライトで外部を地上階まで浸透させる手法を用いたと言え
るだろう。更に、Gipsoteca Canoviana では庭園が細長くなった結果、既存棟と新棟をつなぐシ
―クエンスの役割は消失してしまったが、Museo Revoltella では吹抜けのアトリウムの周囲に
動線を通したことで、既存棟と新棟を往来する際にこの空間を通ることになり、シークエンス
の一部としても機能している。
　このように、既存との取合に外部及び外部を内部へと浸透させた空間を介在させる事が
Scarpa の手法であった事が以上の考察から指摘できるだろう。また、Museo Revoltella の
Scarpa 作品における評価に関して言及するのであれば、各部ディテールに関しては課題が残る
ものの、Scarpa のプロジェクトから時を経た完成にも関わらずここに挙げた設計意図が反映さ
れ、且つそれが効果的に経験される点は評価できるであろう。

< 注釈 >

注 1…関根康季「Carlo Scarpa　Museo Revoltella の概要と評価について」『史標 第 64 号』「史標」出版局 2019.8

注 2…これ以降、訳に関しては「原文 ( イタリア語 )」( 訳文 )( 引用元ページ数 ) とし、伊語文献の引用元は Giovanni 

Ceiner・Maria Masau Dan 編『CARLO SCARPA E IL MUSEO REVOLTELLA』Museo Revoltella 2006 とする。

注 3…アトリウムの関して、図 6 の平面によって当初の形状は特定できるが、詳細に関しては史料が無く特定できない。

しかし、旧 Palazzo Revoltella の内観とは大きく異なり、当初の状態を維持しているとは言い難いであろう。

注 4…内部における開口の役割に関しては菅野正太郎 , 斎藤信吾 , 古谷誠章「Carlo Scarpa 研究 2012- カノヴァ石膏

彫刻陳列館 (Gipsoteca della Canoviana) における「絵画的効果」とその設計意図 -」『日本建築学会学術講演梗概集』

日本建築学会 2013 において開口部から差し込む自然光によって彫刻の背景を作り出すだけでなく、時間変化によっ

て背景も変化していくように計画されていたことを推測している。また、外部との関係に関しては Gianluca Frediani

氏が「Scarpa is forced to capture light from above and to make it enter through slim openings, to avoid any contact 

with the drabness of the immediate surroundings.」( スカルパは、上部や細い開口部からの光を捕らえ、周囲のつ

まらないものとの接触を避けることを強いられた。)(Gianluca Frediani『Carlo Scarpa Canova Museum Possagno』

Mondadori Electa 2016 p.30) と指摘している。

注 5…「Chiude le finestre del pianoterreno - l'auditorium non necessita di luce naturale - e dal primo piano in poi, 

nasconde le altre con una quinta interna vetrata, opalina, a tutta altezza, tesa tra i pilastri della」( ホールは自然光を

必要としなかった為、地上階の開口部を閉じ、一階以降では既存の開口部が干渉せずに自然光を拡散させるべく、新

しく設けられた構造を担う柱の間にオパールガラスによる開口を設けた。)(p.25 より )

注 6…Gianluca Frediani『Carlo Scarpa Canova Museum Possagno』Mondadori Electa 2016 p.21-35

注 7…図 11 「C: 倉庫」に関しては原文では "hospital" と固有名が与えられている。この空間は改修前、作品が乱雑

に安置されていることが史料から確認でき、それを考慮して「倉庫」とした。また、「H: 庭園」に関しては原文では

"outdoor corrider"( 外廊 ) と表現されているが、スタディ初期段階から一貫して同一表現とする為、「庭園」と訳した。

注 8…Villa Lippomano に限らず、ヴィラの多くはこの平面形式を持つ。ビルディングタイプとしてのヴィラはルネ
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サンス期から存在していたが、建築家 Andrea Palladio(1508-80) がヴェネト地方において独自の形式に発展させたと

される。当時ヴェネツィア共和国では産業として農業に着目し、内陸地の開発を進め、その際に拠点としてヴィラが

建設されることとなった。平面形態としては、中心に主屋があり、左右対称に農作業や使用人の為のバルケッサと呼

ばれる付属室が配置されていることが特徴とされる。( 長尾重武『パラディオへの招待』鹿島出版会 1994 p.40-43)

< 参考文献 >

・Giovanni Ceiner・Maria Masau Dan 編『CARLO SCARPA E IL MUSEO REVOLTELLA』Museo Revoltella 2006 

・Gianluca Frediani『Carlo Scarpa Canova Museum Possagno』Mondadori Electa 2016

・菅野正太郎 , 斎藤信吾 , 古谷誠章「Carlo Scarpa 研究 2012- カノヴァ石膏彫刻陳列館 (Gipsoteca della Canoviana) に

　おける「絵画的効果」とその設計意図 -」『日本建築学会学術講演梗概集』日本建築学会 2013

・長尾重武『パラディオへの招待』鹿島出版会 1994 

< 図版典拠 >

図 1 筆者撮影

図 2 筆者作成

図 3Giovanni Ceiner・Maria Masau Dan 編『CARLO SCARPA E IL MUSEO REVOLTELLA』Museo Revoltella 2006 付

　録ポスターより引用

図 4Gianluca Frediani『Carlo Scarpa Canova Museum Possagno』Mondadori Electa 2016 より引用 筆者加筆

図 5Giovanni Ceiner・Maria Masau Dan 編『CARLO SCARPA E IL MUSEO REVOLTELLA』Museo Revoltella 2006 付

　録ポスターより引用 筆者加筆

図 6 同上 p.106 筆者加筆

図 7 筆者撮影

図 8 筆者撮影

図 9 筆者撮影

図 10Giovanni Ceiner・Maria Masau Dan 編『CARLO SCARPA E IL MUSEO REVOLTELLA』Museo Revoltella 2006 p.126 

　筆者加筆

図 11 筆者撮影

図 12 筆者作成

図 12Gianluca Frediani『Carlo Scarpa Canova Museum Possagno』Mondadori Electa 2016 p.17

図 13 同上 p.28

図 14 同上 p.27

図 15 同上 p.27

図 16 同上 p.29

図 17 同上 p.31

図 18 同上 p.27

図 19 同上 p.27 筆者加筆

図 20 同上 p.28

図 21 同上 p.41

図 22 同上 p.28 筆者加筆

図 23 図 13, 図 17, 図 20 を基に筆者作成

図 24Giovanni Ceiner・Maria Masau Dan 編『CARLO SCARPA E IL MUSEO REVOLTELLA』Museo Revoltella 2006 p.110

　筆者加筆

図 25 同上 p.27

図 26 同上 p.27 筆者加筆

図 27 同上 p.127



後記・執筆者ུྺ
Postscript

ˎ　ˎ　ˎ　ˎ　ˎ

˒私たちは普段、どちらも日本近代住宅とは程ԕい研ڀをしているのですが、山村先生にत業内のプレθンテーショ
ンを๙めて頂いたのでとてもخしく思い、今回࢙ඪに初稿させていただきました。ௌ居は事前申し込みを行えば
見学することができるので、本稿で興味を持った方はੋඇ一度๚れてみてください。

๛Ӭ早৫
1996 年生まれ /2019 年早Ҵ田大学ཧ工学部建築学Պ卒 /2019 年同大学Ӄཧ工学研ڀՊ建築学ઐ߈在੶ /

主な論文ɿ「ฏ҆時代のঁ性と空間 ঁ流文学からみる空間へのೝࣝ」
前田恵ཬ

1997 年生まれ /2019 年早Ҵ田大学ཧ工学部建築学Պ卒 /2019 年同大学Ӄཧ工学研ڀՊ建築学ઐ߈在੶ /
主な論文ɿ「礼ഈ空間におけるਆ性ʵモスク建築に施される星型図形装০をྫとしてʵ」

˒まさかटཬが೩えるなんて、とにわかには৴じられませんでしたが、ԭೄ出者としてなにかできることはない
かと思い、今回࢙ඪに初稿させていただきました。टཬにؔするใを調べる過程で、վめてԭೄのྺ࢙のԞ深さ・
広がりを実感しました。本稿を読まれた後にԭೄを๚れる方がいましたら、ぜひྺ࢙的なଆ面も楽しんでいただけた
らと思います。

ཬঘ人ٱت
ԭೄ出 /2019 年早Ҵ田大学ཧ工学部建築学Պ卒 /

主な論文ɿ「戦後ԭೄ建築に見られる花ブロックの起ݯと発లについての考察」

˒前回のد稿から大分時間がたちましたが、今回参加することが出来、大変ありがたく思っております。࠷近執筆行
ҝをしていなかったせいか、文ষをॻくことのしさをվめて痛感し、定期的にॻいていかなければならないなと感
じました。今回は修士論文で取りѻおうと考えているテーマの一部分であり、まだまだ考察の余地があるかと思って
いる所存です。

இ原江ʢུྺは第 61 ߸にࡌܝʣ

˒同期のُ田ฤ集に原稿をґཔされ、一度切りのつもりでد稿させていただきましたが、図らずも前ฤ後ฤの構成
となってしまい、次߸の࢙ඪにもد稿させて頂くことになりました。次߸は .2 全һによる修論特集ページがきっと
組まれるでしょうから、ダブル原稿で大変なことになりそうです。

田太佑
1995 年生まれ /2018 年早Ҵ田大学ཧ工学部建築学Պ卒 /2018 年同大学Ӄཧ工学研ڀՊ建築学ઐ߈在੶ /

ࣰ、இٶ 原一男の作家論研ڀを経て、修士論文では江戸武家屋敷地の近代都市におけるల開をѻう。趣味は落語ؑ。

˒本߸にもد稿させて頂き、感ँகします。今回の執筆を通して、日本でܼ作とධՁされる海外建築であってもطԟ
研ڀは少なく、やはり研ڀは国 ( 特にԤ米 ) が進んでいることを実感しました。そう思うと、「ܼ作」というධՁで
さえも主観のੵによって作られたものであり、自分なりの観察؟をཆわなければならないし、ਫ਼進していきたく思
います。

ق߁ࠜؔ ( ུྺは第 63 ߸にࡌܝ )

ඪ 第࢙ 65 ߸



お知らせ
Submission

〇「史標」原稿募集規定
　本誌への投稿を歓迎いたします。論文、報告、書評、人物紹介、随筆等、内容は自由。建築学以外の論考に関して
も可。以下の連絡先までご連絡いただければ、フォーマットテンプレートをお送りいたします。原則として、偶数ペー
ジにおさめることとし、図版には典拠、キャプションを付加してください。また、執筆後期 (210 文字以内 )、略歴 (124
文字以内 ) のご送付もお願いいたします。

〇質疑・討論原稿募集規定
　掲載原稿に対する質疑や、討論の申し込みも受け付けております。ページ数は自由で、その他の原稿の形式に関し
ては上記のものと同一で構いません。提出期限は随時。多数のご質問・ご批評をお待ちしております。

〇お問い合わせ
〒 169-8555  東京都新宿区大久保 3-4-1

早稲田大学西早稲田キャンパス 55N 号館 8 階 10 号室
建築史研究室内　O. D. A. 「史標」出版局

TEL: 03-5286-3275
FAX: 03-3204-5486

Mail Address: shihyo@lah-waseda.jp

「史標」第 65 号
2019 年冬号（2019 年 12 月 2 日発行）

編集：亀田康平、髙瀨道乃

〒 169-8555  東京都新宿区大久保 3-4-1
早稲田大学西早稲田キャンパス 55N 号館 8 階 10 号室

建築史研究室内　O. D. A. 「史標」出版局
TEL: 03-5286-3275
FAX: 03-3204-5486

Mail Address: shihyo@lah-waseda.jp



「史標」第 65 号（2019 年冬号）　O. D. A. 「史標」出版局発行




