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土構造物の景観設計

2． 景観の 予備知識

田 村 幸 久 （た む ら ゆ きひ さ）

　　 大 目本 コ ン サ ル タ ン ト  専務

　景観 に つ い て は 初 め て で ，使われ る用語 もわ か らない

とい う読者 も多 い と思われ る。そ こ で こ こ で は 第 2 回

以降に予定 の よ うな 各論 を読ん で理 解して も ら う上 で予

備知識 と して 持 っ て い た方 が よ い と思 え る事が らを，専

門 用 語 も含 め て一とお りそ の 概 要 を 解説 して お きた い
。

今後，景観を眺める時，日常生活 で 印象的視覚体験をし

た 時 な どに，そ の体験を 自分な りに解釈す る の に役立 ち，

ひ い て は，仕事 の 上 で も役 立 つ よ うな工 学的知 見 （数値

を 伴 っ た ） を で き る だ け 多 く集 め て 紹介 した い 。

2．1 景観の概念

　1）　景観とは何か

　人間は，だ れ で も美 しい 自然の 景色や絵画 に 描か れ た

美 しい 風 景 を 見 た 時 に ，素 直 に 感 動 す る 。
こ の 場 合 の

「景色」 や 「風景 」 とい う言葉 は，景観 と同 じよ うに 似

た よ うな 言葉 と して様々 な場 面 で 用 い られ て い る 。 しか

し ， 日常我 々 は 風景 とか 景色 とい う場合 には ，その 場 そ

の 場で 切 りと られ 目 に焼 きつ い た視覚的印象 を と り上げ

て 言 っ て い る場 合が 多い と思 わ れ る。そ れ に 対 して ，例

え ば景観論 とあえ て い う場合の 景観 とは，も っ と広 い 範

囲 （空間的 に も ， 時間的 に も）を含 め ， そ こ に ある す べ

て の対象物 （群）の 全体的な眺め で あ り，しかもそれは，

そ れ を 見 る人間 の 心 理 を介 して 眺 め られ る総合的な 体験

で あ る と 考 え られ る。中村良夫は ，こ の よ うな点を強調

して ，
「景観 とは ， 人 間 を と りま く環境 の な が め に ほ か

な ら ない 」
1＞と定義 し て い る。さらに それを受けて 篠原

修は，「景観 とは ，対象 （群） の 全体的な眺め で あ り，

そ れ を契機 に して 形成 され る 人間 （集団）の 心 的現象で

あ る」
2）と定義して い る 。

　2） 景観 の 価値お よ び 目的 ， 役割

　景観が人 間 に と っ て どの よ うな 価値 （意味）が あ るの

か に つ い て は，今ま で に さ ま ざ ま な考 え 方が 出され て い

る。筆者個人 と して は，「人間 が （健康 に）生 きて い く

た め に は 美 しい 環境が 不 可 欠 で あ る か ら」 で 十 分で ある

と思 うが，従来からの さまざまな主張を整理す る と大別，

次の 四 つ に 分類 さ れ る （斉藤に よ る，文献 3））。

　生物 の 生存本能 との か か わ りで の 価値

　行動 科学 との か か わ りで の価値

　人間 の 視知覚特性 との か か わ りで の 価値

　社会文化 に根ざす美意識 で の 価値

　3）　景観 と工 学 の 接点

　風景画 や 庭園 を持 ち 出す ま で も な く，古代 か ら人 間 は，
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美 しい 景色や景観 に関心を持 っ て来たが，近代土木工 学

に お い て ， 景観 を 工 学的に体系化 して 操作す る とい う考

え方が 出て来 た の は ，我 が 国 で は，名神高速道路 の 建設

が 最初 で は な い か と考 え られ る。こ れ は，ドイ ッ の ア ウ

トバ ー
ン の 計画理念 が紹介導入 され た こ とに よる 影響 が

大 き い が，これ を契機 に，中村良夫 らに よっ て我が国 の

景観工 学 が発展の 緒 に つ い た の で あ る。

　現在で は，土木工 学 の 中で 景観工 学 は 確立 して い るが，

そ の 中で の 景観概念の 役 割 は，「広 い 意味 で 多 くの 要素

を 形 に ま とめ あ げ る，総合化 して ゆ く と きの 主要 な 原動

力に な る こ とに あ る」
1）と考え られ て い る 。

2．2 景観の 類型 と種類

　景観 とい うもの ，ある い は そ の 構造を よ り よ く理 解 す

るた め に ， 今 まで に い ろ い ろ な観点 で景観を と らえ る こ

とが 行われ て 来た 。 こ こ で は そ れ らを，対象 に よ る もの ，

視点 と対象の 相互関係 に よる もの ，視点の 特性 に よる も

の （例 え ば 静，動 な ど）に 大別 して 紹介す る。こ こ に登

場す る さ ま ざ まな 種類 の 景観 と そ の 用 語は 景観 の扱 う領

域の 広さと，観点 の 多様さを表 して い る。

　1）　景観の 対象側の 特性 に 着 目 した分類

　視点 の 位置 と対象 との 関係で は な く，対象の 側 の 特性

だ け を よ り ど こ ろ に した 分類 は，地 理 学 な どの土 地 分類

学的な景観論 に 見 られ る 。
こ れ は ま た ， 景観工 学 に おけ

る景観デザイ ン などで，広域的な景観計画を行 う場合の

土 地 の 特色を 記述 す る時な どに用 い られ る。

　（D　地 理 学的観点か ら

　 自然 の 摂 理 や 人 間 の 営 み の 結 果，土 地 は，固有 の 外観

を見 せ る。その 外観 か ら それ らの シ ス テ ム の 分析 が 可能

とな るた め，地 理 学 で は ，土地分類学的観点 か ら景観を

分類 して きた。大 き く分 け て，自然景観 と文化 （人文）

景 観 で あ り，文化景観 を耕作景観，交通 景観，村落景観，

都市景観，工 業景観 に 細分 （辻 村 太 郎 に よ る）
4）して い

る。しか し，こ こ で は 景観 の 美醜 につ い て の視点は基本

的 に は 入 り込 ま な い 。

　（2） 風景地計画論的観点か ら

　地 理 学 の 自然 景 観 の 概 念 に 造園 学 や 森林美学 の 目的 と

す る観点 を融合させ，地形 ・植生要素 に 着 目 して ，こ れ

を 自然風景 と呼 び，さ らに こ れ を 山岳 ， 森林，瀑布，渓

河，平原，海岸，湖沼 の 七 つ の 風景 に大別 し，その 眺望

適 地 や 操作論な ど を扱うもの （上原敬二 に よ る例）
5＞。

　（3＞ 工 学的観点 か ら
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　 い わ ゆ る景 観 工 学 の 立 場 か ら，景観操作の 直接 の 対象

と して み た 場 合 ，ま ず 空間 を基 軸 に み る と，都 市 景観

街路景観，道路景観，港湾景観，河川景観 とい っ た分類

が成立 つ
。 た だ し，こ れ らは 必 ず し も独立 で 完結す る わ

け で はな く相互 に ま た が る もの もあ る。さ らに こ れ とは

別 に，土 木 構 造 物 に よ る もの ，例 えば 橋 梁 や ダム な どが

景観 の 中心 とな り，周 辺 部 を含 め た 景観 を問 題 に す る場

合 に は，特 に橋梁景観，ダム 景観 と呼ぶ 。 た だ し，周辺

の 景観 との 関連 を 問題 に せ ず 構造物自体の 形状 な どを論

じる場合は単 に構造物 の 外観 と言うべ きで ある。

　2）　視点
一
対象の 相互 関係に よ る分類

　視点 と景観対象 と の 相 互 関係 （主 に 視覚的） に 着 目 し

た 景観分類 で ， そ こ に は ， 主 と して そ の 関係を 人為的 に

操作 し調整す る などの ねらい が含まれた分類 で ある。

　（1） 囲繞 （い に ょ う，い じょ う）景観 ・眺望景観

　囲繞景観 と は，周囲 を と り囲 まれた 状態 に 見 え る景観

の こ とを い い ，反対 に 眺望景観 とは，遠方 ま で 周囲 の 視

界 が効 く景観で あ る 。 近景域内に視界が 限定 され る と，

観察者 は 囲い 込まれた との 印象を強 く受け ， そ れ が 良け

れ ば落着 き感，悪 け れ ば 閉塞感 に結びつ く。一
方，視界

が 遠景域以遠 に 達 す る 場合は 開放感が 得 られ るが ，悪 く

す る と ， 身の 置 き ど こ ろ を見 失 う不 安感 に もつ なが る。

囲繞景観 と眺望景観 は こ れ らの 心 理 的な 視覚体験を説明

す る概念 と して 提 示 された分類 で あ る （塩 田 の，Liレ

ton（リッ トン ）
7））D

　  　外部景観と内部景観

　景観を，それを成 り立 た せ て い る領域 （例 え ば土 木施

設 の道路 な ど） の 外側か ら見 て，検討 した り操作 す る 場

合 に 外部景観，内側か ら見 て 検討 し操作 す る場 合 に 内部

景 観 と呼 ん で 必 要 上 か ら区別す る こ とが あ る。こ の 場合

内部景観 は ， 領域内部の構成要素に よ る景観だ け で な く，

内部 に置 い た視点か ら見 え る領域外 の 眺め も含む概念で

ある。した が っ て，正 確 に は 内部視点景観 と呼ぶ べ き も

の で あ る （他方 は外部視点景観）。こ れ らが一
番取り上

げ られ る対 象 は，高 速 道 路 で あ る。高速道路 は，国 土 の

地形 の 改変 に与 え る影響 も大 きく，高架構造物 ， 橋梁 も

多 く， 設計 に あ た っ て は，道路利 用 者 の視点 か ら内部景

観だけで な く，沿道住民な ど道路を外側 か ら見 る人の 視

点 か らの 外 部 景観 の 検討 も必 要 とな る か らで あ る。な お，

ま ぎらわ しい の で あ ま り一般的 に は使 わ れ な い が，道 路

用地 内 に あ る構成要 素 が創 り出 す 景観 を道路内景観 と呼

ぶ こ とがある。こ れ は ， 道路 の 計画者側 が ， 権限の 及 ぶ

範囲 に つ い て操作的 に景観 を検討 したい 場合に 関係者 の

間で 使わ れ る。

　3） 視点の 静動 に着目 した 分類

　視点が一
点 に 静止 して い る か ， 時間 と と も に移動して

い るか に着 目 した景観 の分類 で ある。

　（1） シー
ン 景観

　 シ
ー

ン 景観 は ，あ る
一

点 に お い て
一

方向 を 向い た観察

者 の 経験 を想定 して お り，い わ ば写真に 撮 っ て 見る よ う

な眺めで ある。実際の 人間はこ の よ うに は 眺め な い の で，

正 し くは便宜 上の 概念 で あ る が，主対象 へ の 眺望点の 設
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定 や既存の 眺望点 に お け る 景観 を検討 し操作す る場 合の

基本 とな る。

　  　シ
ー

クエ ン ス 景観

　シーク エ ン ス 景観とは，視点 の 移動に伴っ て 継起的 に

変化 す る 景観 を説明す る と きに 用 い られ る概念で あ る。

あ る特定 の 目標に ア プロ
ー

チ す る空 間 の 設 計 な ど，景観

の 変 化 に 着 目 し，検討 す る よ うな 場 合 に こ の 概念が 用 い

られ る。

　4） そ の 他

　｛1） 場 の 景観

　 シ
ー

ン や シ
ー

ク エ ン ス の 体験 が 総合 され て ，あ る
一

定

範囲の 景観 の 特徴 を論ず る 場合 に 場 の 景観 と い う言葉 が

使わ れ る 。 r京都の都市景観」 とか ， 「尾瀬 の 景観」 とい

うような場合で 特定の 視点 に 限 ら ない 。

　  　変遷景観

　長 い 時間の 経過 に 伴 っ て 対象そ の もの が変化 し （例 え

ば 古 び て な じむ な ど）景観 が変わ っ て い く場合，こ れ を

変遷景観 と呼ぶ。季節の 変化や朝夕 の 日変化 な どは含め

な い
。

2．3 景観把握モ デル

　 どの よ うな 分野で もそ うで あ るが ， 現象 を分析的に と

ら え よ う とす る場合 ， それ を モ デル 化する事 が 有効で あ

る。特 に景観は，関係の 学 と もい わ れ，対象単独 で は な

く，周囲，見 る 人 （視点） な ど，さまざまな要素 との 相

互関係 に よ っ て創り出 され る主 と して視覚的現象で あ る 。

景観を把握す る こ とは ，こ れらの 関係を明らか に す る こ

と にほ か な らな い の で ある が，そ の た め に，今ま で に 多

くの モ デ ル （篠原　修，上 原敬二 ，塩 田 敏志，屋代雅充，

カ レ ン ，ア プル トソ 等） が提示 され て い る が，こ こ で は

工 学的立 場 か ら理解 しや すい ，篠原　修の シ
ー

ン 景観を

中心 と した 景観把握モ デル に つ い て解説す る2）。

　篠原 の モ デ ル は，シ
ー

ン 景観 を 視点，視点場，主 対象

（主 と副），対象場 の 五 つ の 構成要素 と，そ れ らの 問の

10とお りの 空 間 的関係 と して と ら え る もの で ，時 間 の

要素 を加 え て 拡張す る こ とで シ
ー

ク エ ン ス 景観，場の 景

　 景観構成要素　　　　　　　　　　　　　要素の 関係性

　 1、宇見　点V 　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、V−LSH　5．LSH−LsT
　 2．i見、転場LttH　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．V−c｝　　　6．0−LST
　 3．主対象 0L 主対象 Op，副対象o、）　　 3．v．LsT　7．o，

．o、
　 4、対象場LST　　　　　　　　　　　　4、LSTI−0

図
一2．1 景観把 握モ デル （シー

ソ 景観の 把 握，改良型 ）
2〕

土 と基礎，49− 8 （523＞
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観も表現す る もの で あ る （図
一2．1）。

　 視　点

　 視点 とは 景観 を 眺め る 人の （眼の ）位置 で ある。景観

とは，人間が 眼 で 見る景色を 問 題 に す る の で あ る か ら ，

そ の存在 を 視点位置で代表 さ せ て い る。同
一

の 対象 で あ

っ て も，そ れ を眺め る位置 に よ っ て 景観 は大 き く異 な る

こ と か ら もわ か る よ うに，景 観 の 質 を規 定 す る 最 も基本

的 な要因 で あ り，視点位置 の選定は 景観 が デザイ ン の 重

要な部分 を 占め て い る。

　 視点場

　 視点か ら眺 め られ る対 象 群 は，視 点 近 くか ら遠 くまで

連 続 的 に存在 す るわ け で あ る が，そ の 中で 視点の 存在す

る周囲の 空間，視点近傍 の空間を視点場 とい う。 視点場

の状態は ， 視点 に 近 い た めその 影響 も大きく，そ こ で 得

られ る景観の 質を規定す る。例 え ば，樹林や 建物に よ っ

て視 界 が 妨 げ られ た り狭 め られ た り して ，せ っ か くの 良

い 景色が 台無 しに な っ て し ま う事や，逆に 何 もな い 湖岸

よ り，ま ば らな樹林越 しに眺 め る湖岸 の 方が 趣きがある

と感 じる事な どよ く経験す る事 で ある。した が っ て視点

近傍 の 視点場 を う ま くデ ザ イ ソ す る （操作す る ） こ と に

よ っ て 風 景 を よ り効果的 に，例 え ば印象的に，良い 構図

で ．見せ る こ と もで き る 。 昔か ら 日本庭園 で 用 い られる借

景の 技法の よ うに ， 近 くに 生垣などを設け，遠 くの 山並

みな どの 主対象を手 も とに引き寄せ て 印象深 くす る な ど

は そ の 好例で あ る。こ の よ うに視点場は，一
般 に非 常 に

操作性の 高 い 部分 で あ る 。

一
般 に視点か ら見 え るすべ て

の もの を 景観 の た め に操作する こ とは不 可 能 であ るの で ，

景観工 学，土木工 学的 に 見れ ば，主 対 象 （後述）とな り

うる土 木施設の 計画
・
設計 と並ん で ，景観 を計画 ・設計

す る 際に ，影響 も大 き く，か つ 操 作性 の 高 い 視点場 を ど

う扱 うか が 重要 な課題 となる。なお，視点場 を確定す る

境界は常 に 存在す る わけ で はな く，ま た絶対値が あ るわ

け で もな い 。 視点場 と対象場 （後述） が連続 して い た り，

直近の 小さな空間，そ の 周 辺 の や や 広 い 空間 と境界 が複

数存在 し階層的に な っ て い る 場合 もあ る。

　主対象

　主対象は，そ の 景観 の 性格を規定 し，ほ かの対象を景

観的 に 支配 して い る対象 （単独あ るい は 群）で あ る。い

わば，眺め る人 が関心 を 持 っ て い る そ の 場の 主役，主題

で あ る が，長大橋や高速道路 な どの 大 規摸 な土 木 施 設 が

主対象 とな る場合 に は ， そ の 主 対象に よ っ て 橋梁景観，

道路景観な ど と区別 して 呼ばれ る こ とが 多 い
。 主対象は

一
次的な影響力を持つ 主対象と，二 次的 な影響力を持 つ

副対象とに 分 け る こ とが で き る。図
一2．1の 中で は，主

対象が長大吊橋，副 対 象 が 背後の 山 に な るが，橋が で き

る前の こ の 場の 景観で は，眼下 の海峡か，そ の 先の 山容

あるい はその 組合せ が主対象で あ っ た と思 わ れ る 。 この

よ うに，規 模の 大 きい 土木構造物が風景の 中 に新た に 出

現 した 場合，主対象が交代 し，景観 の 種 類 が 変 化 す る こ

とが あ る の で 構造 物 な ど土 木施設 の 計画 ・設計 に あた っ

て は ，十分な景観的配慮 が 必 要 とな る 。
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　対象場

　対 象場 とは，眺め られ て い る景観全体 （対象群）か ら

前述 の 視点場 と主対象 を除い た す べ ての 対象で あ る。景

観の 中で 主 役 とな る対象を浮 か び上 が らせ るため の 背景

と もい え る。面積的に も，対象の 種類 ・数 に お い て も多

く，眺 め る景 観 の 大部分 を 占め る土 木施設 の 景観設計 な

どの 場合 に は ，対象の 規模 に も よ る が，一
般に 主 対象 と

な る こ とを 目指 す の で は な く対象場 を形成 す る （良き背

景 となる） こ とを目指すべ きで あ ろ う。

2．4　景観の 分析一
そ の ための 基礎知識 ， ツ

ー
ル

　前記 の 把握 モ デ ル に 含 ま れ る各要素の 間 で の さ ま ざま

な 相互関係が ， い ろ い ろ な 視覚体験 や現象効果を生み 出

すが ， それらを分析 し理解す るに は ，造園，建築，視覚

心理学など幅広い 分野 の 知見に 基づ く概念や 指標 が 用 い

られ る。こ こ で は，それ らの 中か ら特 に視覚に か か わ る

もの で ，工 学的 に も関心 を もた れ そ うなもの を中心 に 紹

介す る 。

　 ユ）　 可 視
・
不 可 視

　対象が ，あ る 特定の 視点か ら見え る か 見 え な い か を 表

す指標で ある 。 見 え る場合 を 可視， 見 え な い 場合を不 可

視 とい い
， 景観計画や景観 ア セ ス メ ン トに お い て分析す

るための 最 も基本的な指標で ある 。 実際に は複数の 視点

を と っ て 検討 す る こ とが 多 い。

　見 られ頻度

　複数 の 視点 を と っ て 対象の 見 え方 を論ず る際の 指標 で

あ る （被視頻度 ともい う）。 あ る地 点が複数の 視点 か ら

可 視 で あ れ ば 見 られ 頻度が 高 い とい い ，目立 つ 場所 で あ

り，景観計画
・
設計 上 十 分な 配慮 が 必 要 とい う こ とに な

る （図
一2．2）。

　不可視深度

　手前 の 地 形 や建物な どの 障害物で 隠れて 見 えない 不 可

視点   か らの 　 視点  か らの 　 視点  か らの

可視領域　　　　　可視領域　　　　　可視領域

　 　 。．　 不可視
　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 や

路 艦 》
不可視

黙

＼ ↓／
可視

2　　　ユ　　
1

　
23
　2

　 ol

　  
〜
  の 3 視点か らの

　 　 被視頻度

図一2．2　見 られ頻度の 概念図
8）

DADB 　D ・

A　　B　 C

図一2．3 不可 視 深度の 概念図
3）・9）
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視領域 の 不 可 視の 度合 を垂直方向の 深 さ で表 そ う と した

指標 で あ る （図一2．3）。図 中 の DA ，　DB，　Dc が ，　 A ，　B，
C 点に おけ る不可視深度 で あ り，各位置 で の 構造物の高

さが こ の 深度 よ り低け れ ば 不 可視，高け れ ば 可視 とな る 。

　 不 可視深度 は，景観計画や 景観アセ ス などで 開発の 許

容限度 を測定 す る た め の 指 標 と して利 用 さ れ る こ とが 多

い 。な お 図 の 下 段 の よ う に ，視点 の 近傍 の 高 さ H の 障

害物は，101 の 距 離 に あ る 高 さ 10U の障害物 と同 じ不

可視深度 を作 り出せ る の で ， 近傍 1の 距離 の わずか な操

作 で 対象を隠す こ とが可能で あ る （デザ イ ン に使 え る）。

　2） 視 知 覚 特性

　視知 覚特性 と は，人 間が 対象を 眺め る場 合の 人 間の 目

に備わ る 基本的特性 で あ る 。 視野 ， 視界 ， 視力 か ら色彩

ま で ， さまざまな特性があ るが，景観 に かか わ る い ろ い

ろな現象，視覚体験 を分析 した り，解釈 した りす る 上 で ，

こ れ らの 人間の 視覚 に 関 す る 知見は，有用 で あ る 。

　視　野

　人間 が対象を眺め る場合 の 「見 えて い る範囲」 を言 う。

特 に視点 が静止 して い る場合の 視野 を静視野 とい うが，
い ろい ろ な デー

タが あ る 中で ，非常 に 大 ざ っ ぱ で は あ る

が，図一2．4に示 す視野60
°

コ ー
ン 説 （頂角60

°
の 円錐を

視野 とす る説）は ， 我 々 の 日常体験 と大 きく違わない た

め，簡便な指標 と して 広 く用 い られ て い る 。

一
方，視点

が 移動 して い る場合 の 視野 を 動視野 と い う。図
一2，5の

よ うに 自動車 を運転 しな が ら前方 の 景 色 を見 る場 合 ，速

度の増加 に よ っ て対象の 細部 は 見え に く くな り （動視力

図一一2．4　視 野60eコ
ー

ン 説
le ）

の 低下），有効 な視野 は狭 くな っ て くる （視野狭窄）の

で ，運転者か らの 道路景観 を検討 す る 時に は 留意す る 必

要が あ る。 な お視野は視界 とよ く混 同 さ れ るが，全 く別

の 概念 で あ る 。

　視　力

　視力 とは，人間 （視点，観察者）が持つ
， 対象 を識別

す る 能力で あ る。視力検査 で お な じみ の ラ ン ドル ト環 に

よ る視力の 定義で は ， 識別 で きる対 象を 見込む 視角 （分

単位）の 逆数 （視力＝1！視角） で 表 され る （図
一2，6）。

検査 の場 合，人 閤 は凝視状態で あ る が，景観の 場 合 に は，

60u

500

400

3．　oo

200

loo

o

11II1
注視点1

→

　　　　　z『　　　 l
　　　　　　　　　　 I100km

〆h8

→
，　　　　　 l

　　　　　　　　　　 I
　　　 29

°
置
80km〆hI

　　　　 　　　　　　 1
→
’
　　　　　　　1160km

！h6

37
’
　　　　 11

こ れより遠方は動

きが知覚されない 1 「
111lI

運転者よト1の
距離 〔m ｝

IlI1lI

運転者

1
65kml ’h，80km，！h，1。O　kmihに櫛 する注視点飜 1
視角および詳細な前景の 認知しっ る距離の 関係．

　　 図一2．5　動視野 と注視 点
ll）

　 　眼

　 　 提力 1．Oでは対象をその大きさの 343S倍

　 　 の距離か ら識別で きる．

図一2．6　視力1，0の 場 合の ラ ン ドル ト環 の 見 え 方 12〕

　　　 表情の
一

顏の

　　　 識別限界 認識限界

＠ 盈  

活動の

識別限界

人間の

認知限界

灸

〔注）標準対象人間：ヒュ
ーマ ン ス ケール

　　標準対象樹木 ：景観の 表情，樹木の効果はせ い ぜ い 3km程度までである．

　　　　　　　　　図一2．7 景観 に おけ る視距 離の分 割
2）
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対象 を普通 の 状態で 眺 め て い るの で ， こ れ に 対応 した概

念と して，熟視角 が よ く利用される。熟視角 は，対象を

は っ き り と見 る こ との で き る 角度 で
一

般 に は 1°あ る い

は 2
°
とい わ れ て い る （図

一2．4の 中心 部）。

　ちな み に，月 ・太 陽の 見込角は ，そ れ ぞ れ 31
’
，32

’
で

あ る が覚えて お くと ， 遠 くの 対象の 視角 の 見当をつ け る

時 に便利 で あ る。

　3） 視 距 離

　視距 離 とは，視点 か ら対象ま で の 距離を い う。 対象の

見 え方 を 決め る重要 な要因の
一

つ で ある が，一
般に は対

象の 見え方 に よ っ て 近景，中景，遠景 に分け る こ とが よ

く行われて い る。しか し，こ れ らは，相対的 な もの で 景

観の ス ケー
ル に よ っ て そ の 境 の 数値 は 異 な る 。

　視距離 の 分割

　工 学的 に は ， 対象の 見 え方が，視距離 に よっ て どの よ

うに 変わ る か，そ の 境界の 絶対的 な 数値が あれ ば，景観

分析 や デザ イ ン に は 便利で あ る。

　図
一2．7は，既存 の 研究成果 の

一
部で あ る 。 上 段 は 定

説 と な っ て い る人 間 を視対象 と した ヒ ュ
ー

マ ン ス ケ
ー

ル

で あ り ， 下 段は 樹木 （広葉樹林） につ い て，そ の テ ク ス

チ ュ ア （航蓮）の 見や す さ を よ り ど こ ろ と した もの で あ

る。近 景域 は，個 々 の 樹木 の 樹冠 とそ の 特 徴 が 識別で き

る領域で あ る。中景域は 個 々 の 樹木が 樹冠 の 群として み

られ，そ れ が 景観 の テ ク ス チ ュ ア の 単位 とな る領域 で あ

る。遠景域はそれより遠 くの 距離を指 し，1 本 1本 の 樹

木 の テ ク ス チ ュ ア は，もは や識別 で きず，大 きな植 生 分

布の 変化が 分か る程 度 で，山 の 稜 線 な どの 地形の ア ウ ト

ラ イ ン が 目立 っ て くる領域で あ る。こ れらの分割は，当

然，対象物 に よ っ て 変 わ るの で ， 実際 の 景観設計で は，

対象物 に適 した 分割尺度 を 想定 しなければな らな い
。

　4） 仰角と俯角

August ，2001

14 tt「
14
°
　
・

感の 閾値

14
“
〔1：411囲繞感の 消失

対象が非人間的な性質をもつ 場合は［［迫感
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°
　　 ．　　　 f1

  側 限 一2
・
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図
一2．9　俯 角の 仮 説的 数 値 （対 象が 平 面 的な場 合）

15〕

仰角45
°

：対象全体を見る こ とはで きない

1：D！
’
H＝1）個々 の ディテ

ー
ル が観賞さ札る

仰角27
”

：全体を眺める位置

〔D！H＝2）

仰角 18
’
　1建築的

一
絵画的印象

｛D111；31

仰角12e−−10e：純絵画的

（D ／H＝4．5−−5、7｝

図
一2．10　メル テ ン ス の 法則 （対 象び）視覚 と見え 方，印象

　 　 　 　 の 変化）
16 ｝

　仰角 と俯角は，視点 と対象の 上下 の 位置関係 を表す指

標 で あ る 。 対象 を 見上 げ る こ とを仰瞰す る とい い，その

と きの 視線の 水平 に 対す る角度を仰角とい う。 逆 に対象

を 見下 ろ す こ とを俯瞰 す る とい い ，そ の ときの 視線の 水

平 に 対する角度を俯角とい う。

　仰角と 囲ま れ 感

　仰角 は，広場や 街路 な どの 囲 ま れ感 （囲繞感）， 塔な

どの崇高感，圧 迫感 ， 威圧感 な どを表す指標 と して よ く

用い られ る。経験的 に 支持され定説化 した数値と して，

壁面 の 仰角の 場 合図一2．8の よ う に 14°〜45
°
の 間で 囲繞

感が 変化 す る と い わ れ て い る。仰角 は 簡便で 使 い や す い

た め，鉄塔な ど土木構造物 の 圧迫感 を 表す 指標 として も

よ く使われるが，法面な どで は，「見え の 面積」の方が

説明 力が あ る と もい わ れ て い る 。

　 ま た ，街路空 間 の 囲 ま れ感 を表 す 指標 と し て DIH
’

（街路幅員 と沿 道建物 高 さ の 比 ） が よ く用 い られ る。1）！
H ＝ 4 以上 で 囲繞感 は な く，DIH ＝1〜1．5付近 に均整感

があ る とい わ れ て い る。中世 ヨ ーロ ッ パ の 細街路 は D ！

ll がO．5程度で あ り，独特 の 雰囲気をも っ て い る。こ れ

らの 知見は 高 い 遮 音壁 に 囲 ま れ た 高 速道 路 の 圧 迫 感，囲

繞感 の 分析 に も役 立 ち そ うで あ る。

　俯角と展望

　俯角 は，展望 台 な どか ら湖 や港な どを俯瞰景 で眺 め る

場合 な どの 景観 の 分析指標 として よく用 い られ る。

　 ヘ ン リ
ー

ドレ ィ フ ェ ス に よれ ば 「立 っ た姿勢 の 人 間の

視線 は，一
般 に 水平 よ り も10°下で あ り，座 っ て い る場

合 は，15
°
下 で あ る 」，r俯角に して 0

°〜30
°
の 領域は ，

デ ィ スプ レイ に最適な 領域 で ある 」 と して い る
14）。
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　我 が 国の 景観 の 分野 の 研究成果で も，図
一2．9の よ う

に ， 対象 が 水面 の よ うに 平 面 的 な 場 合 に は ，俯角 10°付

近が見やすい 領域 で あ り，8
°〜10

°
に最も視線が 集中す

る こ とが 明 ら か に さ れ て い る （図
一2．9）15）。

　5） 見 え の 大きさ

　対象の 大 き さ は，視覚的 に は絶対的 な大 き さで は な く，

視距離や周囲 の物や空間 （対象場）との関係に よ っ て 異

な っ て 感 じ られる。こ の ような，視覚的 に認識 さ れ る対

象 の 大きさを 「見え の 大 きさ」 とい う。

　 見込 角 と対象 の 印 象

　見え の 大きさ は ，

一
般 に対象の 見込角 （対象の 張 る視

角）で表され る。対象の 垂直方向 と水平方向の 見込 角が

あ り，前者を垂直見込角，後者 を水平見込角 とい う。

一

般 に 水 平見込 角 が 10
°
以下 の 対象は ，主対象とな り得な

い と され て い る 。 図
一2．10は メ ル テ ソ ス の 法則 と呼ば れ

て い る もの で，都市 に おけ る建築物や モ ニ ュ メ ン トを対

象 と し， 対象の視覚と見 え方，印象の 変化を調 べ て 得 ら

れた 経験則 で あ る。

　恒常性と見 え の 距離

　対象の 見 え 方 に は，恒常性 とい う現 象が あ る。こ れ は

「対象に対 す る 視距離が変化する と，対象 の 張 る 視角は

計算 どお りに変化 す る に もか か わ らず，見え の 大きさは ，

そ れ に比例 せ ず比較的恒常性 を保 つ 」 とい うもの で あ る。

例 え ば ，人 が 眼 前 か ら遠 ざ か る時，計算上 の 視角 が小 さ

くな る の に 比例 して 小さ くは 見え ず，ほ ぼ 同 じ大 き さ に

知覚す る 。 こ の 現象は，見る人が対象の 実際の 大きさに

つ い て よ く知 っ て い る場合 に 起 き る 。 な お，この 見え の

大 き さ に 対応した距離 が，見えの 距離で あ る。

　 こ の ほ か に も，視覚 （知 覚）心 理 上 か ら説 明 さ れ る さ

まざま な 現象 が あ り，景観に か か わ る 現像 の 分析 や説 明

に 採用 さ れ る。誌面の 制約 上 省略 し，以 下 に用 語 の み を

あ げ る。

　 ス ケール ， 見え の 形 ， プロ ポーシ ョ ン ，
コ ソ ポジ シ ョ

ン ，色彩，肌理 （きめ，テ ク ス チ ュ ア）， 視線入射角，

奥行感，ゲ シ ュ タ ル ト心 理学，図 と地，群化，輪郭線，

錯視，な ど。
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