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1．風景の 誕生 と展 開

　19世 紀 の 英国 を代 表 す る 美 術批 評 家 ラ ス キ ン （J．
Ruskin）1）は 西欧 世 界 に お け る風景 と い う概念 の 発 生 に

つ い て，次 の ような考えを持 っ て い た とい うu

　　「
今 日，我 々 が み る よ うな 風 景 画 とい う考 え が発 生 す

　 る 以前 に お い て は，風景 の 表象 は い た っ て 紋切 り型 で

　あ っ た。す な わ ち ， あ る で き事 の 1 シーン を構成す る

　 い くつ か の 事物 は，金色 の 無 地 ない しは 市松模様 の 背

　景 に よ っ て 閉鎖 さ れ た 空間 の なか に 描 か れ て い た 。つ
　 　 　 　 　 　 そ ら

　 ま り，背景 は 空 で は なか っ た と い うこ と だ。金 色 や 市

　松模様 の 背景が 消 えて ，地 平線 の 彼方 へ と 広が る 青空

　に とっ て 変 わ る の は 早 くて 14世 紀 で あ る が，こ れ は と

　 りもなおさず中世芸術 の 危機 を意味 して い た 。簡 単に

　 言 っ て し ま えば キ リ ス ト教 世 界 の 芸 術 は 二 つ の 時期 に

　大別 し うる で あ ろ う。つ ま り，eg−・一・は 象徴 主 義，第一r

　は 写 実主義で あ る。第
一

は最も原初的 な 時代か ら14世

　紀 の 末 まで，そ して 第二 は そ れ 以降，我 々 の 時代 まで

　続 い て い る。

　　こ の 二 つ の 時代 を分 か つ 大事件，あ る い は 偉大 な 転

　回，そ れ こ そ ま さ しく，金色 の ，あ る い は 市松模様 の

　背景か ら青空 へ の 移行 で あ っ た 。 」

　 こ の 金色 の 背景 か ら青 空へ の 移行 こ そ，ほ か で もな い

風 景画 の 誕 生 とい う美術 史上 の 大事件 なの で あ っ た。そ

して ，Ruskinに よれ ば，こ の 絵画表現 上 の 革命は，自然

に 対す る象徴的な見方 か ら，写実主義的な見方へ の 転換

とい う精神革命 をも意 味 した。

　 こ の ように して ヨ
ー U ッ

パ の
一

隅 で 生 まれた 風景画 と

い うコ ン セ プ ト もル ネ ッ サ ン ス 期 に お い て は，人 物 の 肩

越 しに 見える さ さや か な 背景 に すぎな か っ た。例えば モ

ナ ・リザ の 背景 を飾 る 風景 を想 い うか べ て 見れ ば 明 らか

で あ ろ う。風景画 が それ 自体 を主題 と して 自立 し得 た の

は ようや く17世紀 の フ ラ ン ドル 派 の 時期 で あ る。それ 以

来す くす く と育 っ て きた 風 景画 は 19世 紀 に は 絵画 の 世 界

の 主 流 と 言え る ほ ど まで に 生 長す る の で あ る が ，世期末

に い た っ て 印象派 の 風 景 を そ の 頂 点 と し な が ら急速 に 崩

れ 去 っ て ゆ くの で あ る。

　近代 の 曙 と と もに 生 まれ，育 っ て きた 風景画が 壊 死 し

た、そ して そ の あ とに 育 っ て きた の は 立 体 派 や，シ ュ
ー

ル レ ア リ ズ ム な ど の 現代芸術 で あ っ た 。風景画の 本質が

視覚 的 な リア リズ ム に あ る とす れ ば ，
こ れ らの 新 しい 現

代芸術 は，リア リ ズ ム よ りも，象徴的 な 表現形式へ 傾 い
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て い る。Ruskin の 言 い 方 に 従 え ば，風 景 画 とい う リア リ

ズ ム 芸 術 の 誕 生 に よ り中世 芸 術 か ら脱皮 して
一

人転換を

とげた 絵 画 の 世 界 が ， 201肚紀 に 人 っ て こ の か た 再 び象徴

の 世 界 へ 逆戻 りして ゆ く。 こ の ，ル ネ ッ サ ン ス 以来 の 美

術史上の 大革命 こ そ，風景画 の 死 とい われ る現代 ドラマ

の 始 ま りで あ っ た。

　風景画 は なぜ ，そ の 頂点 に お い て 幕を閉 じね ば な らな

か っ た か。こ の 問 題 に答え る の は こ の 総 説 の 目的 で は な

い が ，例 えば 19世紀末 に お い て，写真術 が 急速 に 広 ま っ

た 事実を考 えれ ば あ る程 度 の 察 しは つ くだ ろ う。西 欧 に

お け る風 景画 は 何 よ り も透視画法に 基 礎 をお く視覚的 リ

ア リズ ム で あ る。写真 とい う写 実の 精密機械の 出現 に よ

っ て ， 風 景 画 は そ の 表 現 手法 ヒの 基 盤 を崩 され て し ま う

の だ 。さらに 言 うなら，望遠鏡や顕微鏡，あ る い は さま

ざ ま な メ デ ィ ア の 発 達 に よ っ て，人 間の ．イメー
ジ 世 界 が

爆発 的に ふ くれ あ が っ た 結果，肉眼 に 映ず る 風景の 世 界

は そ れ に 比 べ て い か に も小 さ くな っ て し ま っ た の で あ ろ

う。

　 い ずれ に して も風景画の 没落 は もは や疑 うべ くもな い

の だ が，こ こ で は，風景 画 と風景 の 関係 に つ い て 指摘 し

て お きた い 。ヨ
ー v ッ パ の 言語 で は ，英語 で landscape

あ る い は フ ラ ン ス 語 で paysage と言 うと き，

「
風景画 」 と

同時 に 実景 と して の 風景 を意味す る，環境 を風景 と して

見 る私 た ち の 眼 は，
「
風景画」の 築 き あげ た イ メ

ー
ジ を そ

こ に 重 ね 合 わせ て い る か ら こ そ こ の 二 重 の 意味 が 生 じ る

の だ ろ う。そ うだ とす れ ば 風景画 の 衰退 は，原理 上 ， 実

景 と して の 風景 の 体 験 もまた そ の 説得力 を失 っ て ゆ くに

違 い ない 。しか し，こ の 実景の 変様す る 道筋は なか なか

微妙 で あ っ て，風 景 画 の 死 す な わ ち実景 の 死 とは 言 え な

い の だ 。

　 そ れ で は 風景 画 の 衰
．
退 の プ ロ セ ス で 実景 に は ど うい う

変化 が お きた の か 。

2．実景をデザ イ ン する

　風景画 は ，視点 を中心 とす る 透視図法 と い う幾何学的

な原理 に よ っ て 成 立 す る。こ の 方 法 に よ っ て 出現 し た 新

しい 調和美の イメ
ー

ジ は，現実 の 環境 へ 逆 投影 さ れ て 人

々 は あた か も
一

幅 の 風景画 を眺め る ような目つ きで 実景

を楽 しむ よ うに な っ た。こ の よ うに して 鍛 えら れ た 眼 を

持 っ た 人 々 は ，実景を眺 め て 楽 しむ と こ ろ か ら さ ら に 進

ん で、よ りす ぐれ た 風 景 を 求め て あ ち こ ち を 歩 き まわ り，

そ れ で も足 りな け れ ば 理 想的 な風景 を計画的 に 創 り出す
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と こ ろ ま で ゆ くの は ご く自然な こ とで あ ろ う。

　 こ の 考 え は 庭 国 芸 術 の 中 で 実現 さ れ た が，や が て そ れ

は 都市計画 と い うフ レ
ー

ム の な か で 実社会 に 移 さ れ る こ

とに な っ た 。こ うし た 試 み の うち で最 も徹底 し た
， しか

も自覚的な行為 は，ナ ポ レ オ ン III世 治下 の オー
ス マ ン に

よ る パ リ改造計画 で あ っ た と思 う。

　 オ
ー

ス マ ン の 指 導下 に お い て 都 市景 観 を担当 し た Al−

phand （ア ル フ ァ ン ）
2♪の 遺 した 自伝的風景記

“Prome −

nade 　de　Paris
”

（パ リの 散歩 道）とい う大 著 を ひ も とい

らに 続 い て 米国 で 開始され た，自動車道路 の ラン ドス ケ

ープ デ ザ イン で あろ う。

　 自動車道路 の ラ ン ドス ケ
ープ デ ザ イ ン の 実態 に つ い て

は ほ か の 成書 に 譲 ら ざ る を得 な い が
3｝，橋梁 や 高架構造

物 を含 む に して も，基 本的に は 切 土，盛 土 を主 とす る道

路 フ ォ
ー

メ
ー

シ ョ ン の デザイ ン で あ る と い う意味 で，ア

ー
ス デ ザ イン の 系譜に 属す る と言 え る。

　 こ の 大規模 な ラ ン ドス ケ
ープ デ ザ イ ン の 舞台 は 主 と し

て 田 園 地 帯で あ る n 近 代風 景 画 の ふ る さ と で あ る 田 園 が

写 真
一1　 都 市 景観 の デ ザ イン （シ ャ トレ 広 場 ） （文 献2）に よ る ）

て み る と，寺院 の よ うな 歴史的建造物 や，市

庁舎，劇場 な ど の 重 要 な建築物 や 僑 な どが
一

幅 の 絵 に な る よ うに 広 場 が 造 られ あ る い は並

木道 が 整 備 され て い る様子が 見て とれ る 。 大

寺院 の ような都市 の 顔 と も言え る建築物 に あ

っ て も 中世 に お い て は 乱 雑 な 町 並 の な か に 埋

もれ て い て ，細 い 迷路 の 果 て に い きな り絶壁

の よ う な フ ァ サ ードが 出 現 す る とい う始 末 だ

っ た。それに 対 して，オ
ー

ス マ ン の パ リに お

い て は，ゆ っ た り と開か れ た広場 か ら寺院 の

シ ル エ ッ トが 美 し く見上 げ られ る よ うに工 夫

され て い る。

つ い に 画布 の 枠 組 み を破 っ て，実景 デ ザ イン

の 対象 に な っ た の で あ る。風景画 の 伝統 が 19

世 紀 の 後半 か ら末 に か け て 頂 点 に 達 し な が ら

衰退した 歴史を受け つ ぐか の ように，こ こ に

実景 の ラ ン ドス ケープ デ ザ イ ン と い う分 野 が

は っ き り と その 姿をあ ち わ に した。こ の 意味

で 自動車道路 の ラ ン ドス ケ
ープ デ ザ イ ン ，特

に ドイ ツ に お け る そ の 理 論 的 完成 は，風景の

歴 史上 ， 特筆 に 値す る．事件 で あ っ た と 改め て

思 う。

　 こ の ように して 大規模 な技術的作品 が 風景

史 の 遺産を引 き継 ぐこ と に な っ た の だ が，戦

後，特 に 1970年代以降，再 び 新 し い 波 が 訪 れ

た。ラ ン ドア ー トの 出 現 で あ る。純 粋 に美術

的な運動 として 出現 した こ の 芸術 は，田 園や

写 真一2

　つ ま リオース マ ン の 計画 に お い て は都市 は
一一

つ の ス ペ

ク タ ル （見せ 物） と して 構想され て い た の で あ っ た 。こ

こ に 初 め て，実号 とい う大 ス ケール の 空 間 をあ た か も一

幅の 絵 を描 くように デ ザ イン す る と い う行為 が 出現 した

の で あ る。

　 の ち に タ ウ ン デ ザ イ ン ，あ る い は シ ヴ ィ ッ ク デ ザ イ ン

とい う名 で 呼 ば れ る こ とに な る こ の 種 の 都 市景観 デ ザ イ

ン は や が て ，
ヨ ー

ロ ッ
パ 全 体 を席捲 した の ち ， 米 国へ 渡

っ て シ テ ィ
ー

ビ ュ
ーテ ィ フ ル 運動 とな り首都 ワ シ ン トン

の 威容 をつ く り出す。一
方 ま た 不完全 なが ら極東 へ も渡

来 して 東 京の 近 代 化 の な か に 少 な か らぬ 影 響 を与 え た の

で あ っ た 。

　 こ の よ うに して ， 風 景 画 か ら庭 園 へ
， 庭 園 か ら都 市 へ

と広 が っ た 景観 デ ザ イ ン とい う行為 は，や が て ，さ ら に

大 き な ス ケ
ー

ル で 田 園 の な か へ 入 っ て ゆ く。こ の よ うな

試 み の な か で 最 も重 要 な 例 は，ユ930年代 に ドイ ツ で ，さ

2

高速 道 路 の ラ ン ドス ケ ーピ ン グ （B．Pushkarev ，　Man −Made 　Amer ・

ica，　Yale　Univ，　Press，1962）

都市 の 風景 の なか に，大きな 芸術作 品を刻 み こ む。先年，

茨城県の 水府町 で ク IJ ス トが傘状 の オ ブ ジ ェ を た くさ ん

野 山へ 植 えつ けて 人 々 を驚 かせ た こ と を想 い 出す人 も多

い で あ ろ う。一
度 は死 ん だ 風景画 とい う芸 術 の 伝統が ラ

ン ドアート とい う形 で そ の 遺産 を相 続 し た の で あ ろ うか、

す る と，こ こ で ラ ン ドス ケ
ープ デザ イン とい う技術系 の

後 継 者 と ラ ン ドアー トと い う芸 術系 の 後継者 ， 近代 風 景

は こ の 二 つ の 嫡子を持 つ こ とに な っ た ようだ。それ で は

こ の 二 つ は，そ れ ぞ れ ど うの よ うな 風 景的特質 を持 ち，

2ユ世 紀 へ 向 け て どの よ うな役 割 を果 た す の だ ろ う ？

3，問題 の 立 て 方

　今，私 た ちが か か えて い る風景 に 関す る 困 難 な 状況 に

つ い て ，どの よ うな 問 題 の 立 て 方 を すれ ば よ い の で あろ

うか。こ こ で 試 み に 三 つ の 問 題 を立 て て 見 よ うと思 う。

土 と基 礎，43− 1 （444 ）
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　 3．1 近 代 ア メ ニ テ ィ
ー

の 円 熟

　今後 の ラ ン ドス ケ
ープ デ ザ イ ン が ど の よ うな 方向 へ 向

か うに して も， 19世 紀 か ら引 き継 い で きた こ の デ ザ イ ン

の 正 統 は絶やすべ きで は ない で あろう。自動車道路 の ラ

ン ドス ケ
ープ の デザ イン に せ よ，あ るい は タ ウ ン デ ザ イ

ン に せ よ，そ の 伝 統 とは一
口 に 言 っ て し まえば，近代風

景画 の 育 て て きた
「
調和感覚 」，

い わ ゆ る絵 に な る風 景 で

あ る と言 っ て よ い
。 こ の 伝統的 な デ ザ イ ン 感覚 が 万能 と

は考 えに くくな っ た とこ ろに 問題 が あ るの だ けれ ど も，

特 に我 が 国の ように近代 ア メ ＝ テ ィ
ー

が 十 分 に 成熟 し て

い な い 国 に お い て は ，なお しば らくこ の デ ザ イン 感覚 は

持ち続け な けれ ば な ら な い
。

　 3．2 エ コ ロ ジ ー
思想 の 影響

　 こ れ に つ い て 四つ の デ ザ イ ン の 方向 が 考 え られ る。第

一
は 自然 と 人 間 との 古典的調 和 形 式と して の 農村風景 の

保存。特 に 消滅の お そ れ の あ るす ぐれ た 農村 風 景 に つ い

て は 経 済原 理 の 枠外 で こ れ を保存す る必 要 が ある だ ろ

う。

　第二 は エ コ ・ロ
ー

ドや エ コ ・リバ ー
で すで に 行 わ れ て

い る Mitigationと 呼ば れ る影響軽減 の 手法。そ して 第三

に は ， 道や 川 に対し て個 別に施 さ れ た 自 然 化 と， 散発的

に 残 っ て い る小規模 の 屋敷林や公園緑地な ど をネ

ッ トワ
ー

ク化す る大規模 な自然修復 を行 うこ と。

そ して 第四 は，水 田 の 休耕な ど の 農 地 利用 の 変化

を利 用 して 大規模 な 湿 地 の 復 元 を実 行 し，先史 風

景 の 再 現 を計 る こ と，こ れ に つ い て は 茨城県 の 古

河 市 で行 われ た 渡良瀬 川 後背湿地の 復元化 に よ る

公 園化 の 例 を写 真 で 示 して お こ う （写 真一4）。い

わ ゆ る ア
ー

ス
・デ ザ イン の 典 型が こ こ に 見られ る。

　 こ こ で エ コ ロ ジーと景 観 に つ い て の ま ぎ ら わ し

い 議論 を整 理 して お きた い 。エ コ U ジ
ー

思想 は，

審美的価値 の 創造を求め る風景 とは 原理 的 に別 次

元 の 概 念 で あ る。一
方 は 生 命 共 同体 とい う科学の

体 系 に 根 ざ し，他方 は 人 間 の モ ラ ル の 中心を形成

し ， 文 化 の 体 系 の 一環 を 成 す の で あ る。しか しな

が ら，科学 の 体系 か ら出発 した エ コ ロ ジ
ー

も人間

の 価値体系 の 中に 位 置 づ け る こ とは 不可 能で は な

い 。さ ら に また，こ の 両者 が 原理上異な っ た 次元

に 属す る に せ よ，同 じ空間 を共 有 して い るか らに

は全 く無 関 係 と見 る わ け に は い か な い 。い ず れ に

せ よ，生命共同体 とい うシ ス テ ム の 保全 は，文 化

の シ ス テ ム の
一

部 に組 み 込 まれ て い る こ とが 必 要

で あ っ て ，それ ゆ えに こ そ，その 模範例 と して伝

統的農村 風 景 の 保全 が 尊 ば れ るの で あ る。

　 こ の 二 つ の 価値体系 をめ ぐ る 議論 は さ らに 詰 め

る 必要が ある が ， 少 な く と も文 化 的体系の
一

部 を

成す 風 景 の 価値を エ コ ロ ジ
ー

の 価値 と無原則 に 混

合 した D，す りか えた りして は ならない と思 う。

風 景 的 価 値 の 独 立 性 を こ こ で 確 認 して お き た い 。

　3．3　新風 景 へ

　風景 の デ ザ イ ン に つ い て は 二 つ の 異 な っ た立 場

が あ る 。

January ，1995

　1） 失 わ れ つ つ あ る風景 へ の 愛惜 に 立 脚 して 古 典風景

を保 護 し ， あ る い は 新構築物 を古 典 風景 の な か へ 調和 さ

せ よ うとす る立 場

　2） 古典 風景 そ れ 自体 の 原 理 的失 効 を確 認 し た う えで

風 景 の 再定義を模索す る 立 場

　従来の ラ ン ドス ケ ープ デ ザ イ ン は ほ と ん ど 第一の 立 場

を と っ て い る （近代 ア メ ニ テ ィ
ーの 円熟化），、その 基本理

念 は 調和，もしくは 新 しい 工 作物 を周辺 の 風景 に 融合

（integrate）させ る とい うこ とで あ る。自動車道路 の よう

な 巨 大構造 物 の ラ ン ドス ケ
ープ デ ザ イ ン に お い て も基 本

的 に は こ の 立場に 立 脚 し た 結 果，調 和 を保つ こ とが 現実

に は 困難 に な っ て も，な お 幻想 として こ の 理念 を持 ち 続

け る とい う問題 が 起 きて い る。

　 そ れ に 対 し て，第二 の 立 場 の 場合，例 えば ラ ン ドア
ー

トの 創 り出す 風 景は 機能 に は 関係 な く，しか も環 境 との

integration よ b）も，人 間の 刻印を大地 に 彫 りつ け るこ と

に 関心 が あ る ように 見え る。そ の 風景 は 必ず し もお だ や

か な調和 と は 言 え な い 。む し ろ，人 間 と 白然 と の 対話

（dialectique），あ る い は 葛藤 の 造形的表現 の よ うに も見

え る。

　 しか し，考 えて 見れば，現代 の 技術的作品は す で に 調

写真
一3Richard 　Long の ラ ン ドア

ー
ト，（Jesus　College，　Cambridge ）

（文 献1）よ り転写）

写 真一4　 先 史風 景 の 復 元 と ア
ー

ス
・
デ ザ イン （古 河 総合 公 園 内御 所 沼 〉

3
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和 よ り も環 境 との 対話的躍動 の 姿 を と る こ と が 多い

の だ か ら，こ れ に ふ さ わ し い 風 景 理 念 を想 い 描 く時

期 とな っ た の で は ない か 。こ の ような 技術作 品 は ラ

ン ドアートの 審美性 を備えなが らそれ と違 っ て実用

品 で もあ る．技術 と ア
ートの 両 性 を兼 ね 備 え た新 し

い 大 地 の 審美的価値 を創造す る もの と して Ars　ter・

rae とい う言葉 を提案 して お こ う。土 木学会 80周 年

を記念 して 出版 され た 写真集
「TERRA 」

4L5 ）は そ の

一
っ の 問題 提 起 と して 編集さ れ た。参考 に して い た

だ きた い 。

　 こ の ような新風景と で もい うべ き表象 に つ い て は

今後 の 研究 に 期待するとこ ろ が 多い け れ ど も， そ れ

を考 え るい くつ か の 視角 だ け で もこ こ に 記 して 参考

に 供 した い と 思 う。

写 真一 6　 タン クの 道 　1995年 （牛 島憲 之）
5｝

4．新風景の 視角

　 こ こ で新風景 と言 うの は 17世紀 に確 立 した 古典的 な 風

景観 が 失効 した とい う前提 に 立つ 新 しい 風景観 を指す。

古典的風景 の 特色 を改 め て 記せ ば，次 の よ うに 整 理 で き

る か と思 うn

　（i ） 透視図法 に よ る環境 の 視覚的客観 化

　〔ii） 視 点は 環境か ち分離孤立 し不動 で ある

　（iii）　環境 は農業 文 明 時代に 成 立 した農村 と都市 を理

　　　想 とす る

　（iv）　一元 的 価 値 の 表 現 と して の 調和美

　 こ れ に 対 し，新 しい 風景像 は 次 の ような 特徴 をあ らわ

に しつ つ あ るの で は ない だ ろ うか 。

　 （1 ）　 情報化時代 の 風景

　 古 典風 景 が
一

つ の 規範 とす る農村 の 調和美 と い う風景

像 は 画家，詩 人 あ る い は さ ら に 言 え ば 工 業 化 時 代 の ブ ル

ジ ョ ア ジ
ー

な ど の 脱農者 に よ っ て 形成 さ れ た 審美的規準

で あ る。 と こ ろ が ， 現 代 人 は 工 業化時代 をす で に終 えて

情報化時代 に 生 きて い る と言 わ れ て い る。こ うい う脱 工

化 環 境 に生 き る 人 々 は，工 業化 さ れ た 環境 を 汗水 た ら し

て 働 くア ク チ ュ ア ル な 場所 と して は 見ず に，む し ろ そ れ

を静観 し，美的対象 と して 眺 め る 余裕 を もち つ つ あ る よ

うだ u 詳 し い 議論 は 他 日 を まつ しか な い が ，例 えば 石 油

精製基 地 を思 わ せ る ような パ リの ポ ン ピ ドゥ
ーセ ン ター

を想 い 浮べ て み る とよ い 。ある い は，日 本 の 洋画壇 の 最

長 老 で あ る 牛島憲 之 氏 が
「京 浜 工 業 地 帯 は新 し い 形 の 宝

庫 」
fi］ で あ る と言 い

， 芥 川 賞 を受賞 した 笙 野 頼子の
「タ イ

ム ス リ ッ プ コ ン ビ ナート」 の 風景 な ど を想 っ て み る と ，

そ こ に T．業景観 に 美を見よう とす る 脱 工 者 た ち の 新 しい

瓜 景像 が見え て きは しな い だ ろ うか
H ，。

　 （2 ）　 非西欧的伝統 の 参照

　例え ば 次 の よ うな事 実 に 私 た ち は 心 をひ か れ る。

　 （の　 状況 と して の 美　　 日本人 は 四 季 の うつ ろ い に

敏感 で あ る と言 う。あ る い は，浮世絵な ど を眺め る と す

ぐに 気 の つ くこ とだ が ，雁 と い う鳥は 夕空 と と もに 美 し

く飛ぶ の で あ っ て，雁 そ れ 白体 は 美 しくも醜 くくもな い 。

要す る に 日本 人 に と っ て 美は 実体 で は な く状 況 そ の もの
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 け ん こ ん

なの で は ない か。芭蕉 は こ の こ とを
「
乾坤 （天 地 〉の 変

は 風 雅 の 種 な り」 と言 っ た。不 動 の 美的形態 とい う意識

は 日本人 の 審美感 に は しっ く り こ な い よ うだ。こ う考 え

れ ば 新 し い 風 景美は ふ と 身近 に 姿を現すか も知 れ ない の

　　　　　だ。

4

写真
一5　 ポ ン ピ ドゥ

ー
セ ン タ

ー
（パ リ市）

　　　　 （
’
5二．真 ：仲問浩

一
に よ る）

　 （ii） 破調 の 美　　大徳寺 眞珠庵玄関の 飛

び石 の 写真 を こ こ に 用 意 した （写 真一7）。極

め て 個性 の 強 い 石 が 自在 に 躍 動す る な か に ，

切 石 が 突 然 横 位 置 に お か れ る とい う大胆 な意

匠 で あ る。利休 は 飛び 石 の 打 ち方 を，渡 り7分

と景3分 と教 え た が，こ の 織部好 み の 飛 び 石 は

渡 り3分 と景 7分 とい うラ ン ドアート風 の 景色

で あ る。こ こ に は
一

神論的 な規律の 表現 と し

て の 調 和 （cosmic 　harmony ）と い う考 え は な

い だ ろ う。む しろ，一
つ
一

つ の 石 の 個性が 自

由 に舞 い 躍 る 多神論 的 なデ ィ ア レ ク テ a ク

（対話）を感ず る。そ れ は む しろ 美的葛藤で さ

え あ る。こ れ を破調 の 美 と で も呼ん で お こ う。

　 （iii） 言 葉 に よ る解 釈 と意 味づ け　　す で

に 述べ た ように 西 欧 の 近代風景 は ，空間 の 視

覚 的 対象化 （絵 画 ） に よ り意識化 され た。そ

土 と基礎，43− 1 （44の
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写 真一 7　 大徳 寺 眞珠 庵 玄 関
12 ）

れ に対 して ，東 ア ジ ア の 風景観 は ， 例 え ば 陶 淵 明 の 詩想

か ら生 まれ た 史 実 を 想 い 起 こ す ま で もな く言語 に よる 意

識化 の 傾 向が 強 か っ た の で は な い だ ろ うか。宋 代 よ りあ

と は 風景 画 も盛 ん に な るが ，詩 画一致 と称 して 絵画 と 言

語 は こ ん 然
一・

体 の 趣 が 強か っ た 。

　召 語 に よ っ て 空間を解釈 し意 味 づ け る とい う風景化 の

方法 を と っ た 結果，風景 は視覚 の み ならず触覚，味 覚，
聴 覚 な どの 身体感覚 や 歴史的 イ メ

ー
ジ な どが 結 び つ い た

複合表象 と して 」解 さ れ る よ うに な っ た と 言え る v

　 日 本の 廻 遊式庭園 で は 鑑賞者に よ る場 所 の 命 名が 庭 園

鑑 賞．ヒす こ ぶ る重要 な 意義を有し て い た。こ こ で は 命名

も また デ ザ イ ン の
一．・

手法 と考え る こ とが で き るの で ，作

庭行為 と そ の 鑑 賞行為 との あ い だ に 判 然 と した 区別 が つ

か な い とい う興 味 あ る現 象が 見 られ る．こ れ も言語 に よ

る風景化 とつ なが る 風景感 の 豊か さ を示 す よ うに 思 う。

　（iv） 廻遊性 と視 点 の 浮 動　　廻 遊式庭園 に よ くみ ら

れ る こ と だ が，日本 の 庭 で は庭 園鑑賞者の 視点 は常 に 動

い て い る と い う当然 の 亊実 が 方 法 的 に 自覚 され，風景の

継起 的 な 生 成 が 楽 し まれ る よ うに 道 の 景観 が 工 夫 さ れ て

い る。こ の ような視点 の 移 動 に よ る風景 の ダ イナ ミ ズム

は 高速交通機関 の 日常化 し た現代風景 の モ デ ル と して 受

け 入 れ や す い で あ ろ う
T）。

）1

）2

耋

）4

）5

）6

門
’

）8

）9

1〔〕）

11）

12＞

　 こ の よ うな非 西 欧 的風景観 の 特色 は 主観
一

客

観 の ア ジ ア 的 ダ イナ ミ ズ ム と定式化 で き る か も

知 れ な い 。そ れ は と もか く，こ れ らの 視点 は 新

しい 風景観 を探 る上 で
一

つ の 鍵 に な るか も知 れ

ない 。

　 （3 ）　開 か れ た 多元 社会 の 風景

　新 し い 風景 の 生育す る k 壌 は もはや 価値 の 一

元 的な 正 統 性 と特権性 が 維持 さ れず に 多元的な

価値 が 衝突 し，合奏す る場 に な る こ と を認 め ざ

る を得 ない だ ろ う。伝統 と先端，白然 と人 工 ，

そ して 様 々 な社会集団の 多様 な価値 が 重層し ，

と きに 並 置 し， あ る い は 融 合 し，また は 対立 し

な が ら モ ザ イ ク風の 価値 の 織物 をつ くる時代 に

な っ た の か も知れない 。フ ラ ン ス の 景観社 会学

者 M ．　Conan ”）は こ の よ うな状 況 を palimpseste

（積層す る 文化）と い うキーワー ドで 要約 して い

る。考 え て 見れ ば 江 戸時代 に 完成 した 日本 の 廻

遊庭園 は 古代 の 寝殿造 りの 庭 を ト敷 に しなが ら

中世 の 枯 山水，近 世 の 茶 庭 や 露 地 の 庭 園 様式が

すべ て 生 か さ れ た 積層 空 間で あ っ た 。現 代 の 我

々 もまた
， 美 わ しい 古 典的調 和 を愛惜 しなが ら

も と きに は 異質な空間文化 との 緊張 した 対話 を

演出 しなけれ ば ならな V 

　 ラ ン ドス ケ
ープ デザ イ ン に と っ て 今，最 も大

事なの は 時代 に 合 っ た コ ン セ プ ト ・メーキ ン グ

で あ る。こ の 問題 に終 始 した の で 本稿 で は，土

の デ ザ イン の 各論に まで 踏 み 込 む 余裕 が な か っ

た。最後 に参 考 文 献 を あ げ て お き た い
9）・1°）。
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