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要 旨 ： 建築 と そ の 周 辺 環境の 形成に は、自然環境 に よ る影響 を防ぐこ とと、生活 に 利す る こ との 両者 に 対す る パ ッ シ ブ・

コ ン トロ
ール が あ る 。 本 稿 で は、こ れ らを 取 り上 げ た従来 の 景観論 を踏まえ、風 雪 雨 と水環 境 に 着 目 し、建築と周 辺 環

境 と が
一

体化 した 景観 保 全 に お い て 、土 地 の 潜在力 の 表 出 と し て 考慮す べ き事 項 を整 理 検 討 した。そ の 結 果 、暴 風 雨 対

策 に みる景観 の 継承 に は 、石 積 み や 左 官 の 職人 技術 と結 び つ い た蓄積に 対 し、外 層 を更新す る こ と で 内部 を保護する文

化的営 み が あり、緩衝領域が重層的 に 図 られ て い る こ と、ま た 水 環境対策に つ い て は 、副次的な制御機能 と し て の 意味

が もつ 重 要性 を指摘 した。

キーワード ：景観、保全、建 築 、周 辺 環境、パ ッ シ ブ ・コ ン トロ
ー

ル

1 ．は じめ に

　建築 とそ の 周 辺 環 境と を
一

体的な景観と し て 捉 え る視点 は、

と りわ け、地 域 の 資 源 と して 景観 の 維 持 管 理 を重 視 し、生 活や

コ ミュ ニ テ ィ に 基づ い た 環境 の 創造を図るた め に 重要 で あ る。

　歴 史的な集落や 町 並 み は、周辺 の 地勢や気候、植生等 の 自然

条件の もと、時間 を か け て 造 られ て き た も の で あ る 。 従 っ て、

そ こ で の 建築は 、長 期 に わ た り、所在 す る 大 地 と大 気 の 変動 を

受 け て 歴 史 性 を具 現 化 して い る。さ ら に、人 間 は 、建 築 とそ の

周 辺 環境を 形成す る うえ で、自然環境 の 影響 を防 ぐこ と と、生

活 に 利す る こ との 両者を考慮して パ ッ シ ブ ・
コ ン トロ

ー
ル を試

み て きた。こ の よ うな 手 法 は、景観 に 現れ た 環境 の 指標 と して

明 示 し て い く こ とが 必 要で あ る と と もに、そ の 持続性 を検討す

る こ と に よ り、景観保 全 の 方向性 を見出す こ とが で き る と考え

られる。

2 ．研究の 対象と方法

　筆者ら （2007）は、こ れ ま で に建 築 とそ の 周辺 環境 の 景観 に

対 し、工学的観点 か らの 研究 が 盛ん に 取 り込まれ る 1970 年代

ま で の 研 究 成果 よ り、そ の 系譜化 を試 み て い る。そ こ で は、気

候学的観点 か らみ た 場合に 、どの よ うな景観 の 現 象 が、自然環

境への 人間 の 働き か け に よ る結果 とし て 捉 えられ て きたか を

検討 し て き た。

　本稿 で は、これ ま で の 論 考 を も とに、建築 とそ の 周 辺 環境 に
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お い て 、風 雪雨や水環境 に 対す るパ ッ シ ブ ・コ ン トロ
ー

ル を扱

っ た 分析対 象を取 り上 げ、景観 と して の 持 続 性 に つ い て 考察 を

行 っ た。す なわ ち、そ れ らの 景観 が、どの よ うな維持管理 に か

か わ る現象 で あ る の か を 整理 す る こ とに よ っ て 、景観保全 に あ

た り、土地 の 潜在力 の 表出 と して考慮す べ き 事項 を 導出 し よ う

とす る もの で あ る。

3 ．風 雪雨 に み る維持管理 の 特質

3 −1．風 雪雨 の 制御

　風雪雨 の 制御 を 目的 と した 外構 と して の 周 辺 環境に お い て、

最 も 多 く、また 広 い 分野で 取 り上 げ られ て き た の が 風 の 方位 に

基 づ く屋 敷林 と し て の 防風林、防風 垣 ・石 垣 石 塀等の 構 成 や 配

置 で あ る。こ れ ら を 「気候景観」 と して 取 り上げた矢沢 が、東

京近郊の 防風 林 分布 に つ い て 発 表 した の は 1936 年 で あ っ た が 、

そ の 頃か ら、こ うした 景観 の 現象 に み られ る 防風 ・防雪 ・防霜 ・

防霧対策 へ の 効果 は、継続 して 注日さ れて きた。そ の 後、緑 地

学 の 進展 に よ っ て 、生態学的な共通認識 が 様 々 な専門分野 に 拡

が り、温 熱環境の 実態把握に よ る評価や そ の 材種お よび構成 に

よ る 手 法 な ど機構 を 明 ら か に す る研究が発展 して い く。建築学

や家政学 の 分野 で は、風 に よ る 通気性や 防湿 性 、積 雪 に よ る 熱

容量、雨水 の 利用 と い っ た 生 活 に 利す る パ
ッ シ ブ ・コ ン トロ

ー

ル を 気候 観測等 に よ り裏付ける研究が 蓄積 され て い っ た。

　 こ こ で は、それ ら の 機構 に つ い て、便宜上、気象特性 か ら以

下の よ うに 大 ま か に 整理 し、検討 を試 み た。まず、被害 は
一

時

的で は あ る が、数次 に か けて 見 舞 われ る、台 風 へ の 配 慮 が 具 現

化 され た 台風常襲地帯、こ れ に 対 して 、例年
一定 期間 に訪 れ る

豪雪 へ の 対 策 が 半恒久化 し て い っ た 豪雪地 帯、そ れ ら の あ い だ

に 位置す る 中 間 地 帯 で あ る。

3 −2 ．台風 常襲地 帯

　 こ れ ま で に 景観 の 特 徴 が 頻繁 に 取 り上 げ ら れ て き た 台 風 常

襲地帯は 、南西諸島 と九 州南部、そ の ほ か 室 戸岬先 端、紀伊半

島先端等 の 西南 日本 の 太平洋沿岸 の 地帯 で あ る。強風対策に は、

曲 が りの 多い 街 路形 成 な どの 集落全 体 に よ る対 策 と、個 々 の 敷

地 の 掘 り下 げや 石 垣 等 に み られ る屋 敷単位 の 対 策がある。そ の

うち、い ずれ の ス ケー
ル に も適用 され る 対 策 と し て 防風 林 が あ

る 。 これ らの 地域 に お ける 景観 の 特徴は、竹富町竹富島や渡名

喜村渡名喜島が伝統的建造物群保存地区 と して 知 られ る よ う

に、石 垣 に 防風 林 が 併用 され た もの で あ る。石 垣 の 維 持管理 に

か ん して、村 松 （1956） に よ る 「石 垣 島で は石 垣 は
一

家の 大切

な 不 動 産 の
一

つ で も あ り、何代 に もわたっ て 少 し つ つ 積み 上 げ

る 家 も あ り、最 近 で はセ メ ン ト製 も 出 現 し て い る 」 と の 報告か

らも、伝統的な防風対策 が 蓄積 した 石 垣 と い う恒久化 が あ り、

並行 し て 新た な技術 に よ る 吏新 が 入 っ て き た こ と が わ か る。

　 外構 と建 築 との 関係 に つ い て は 、石 垣 や 石 塀 の 高 さ と屋 根 の

軒高 を 近づ けた配置 と構成の 調査研究が 蓄積 され て お り、主 に

こ とが 第
一

で あ っ た 環 境制御 の 在 り 方 と し て 理 解 され て き た。

図 1 ．防風 林 と石 垣 に 囲 わ れ た 重 要 文 化 財中村家住宅

図 2．中村家住宅屋根瓦の 目地漆喰 にみ る維持管理

図 3 ．加 賀橋立 伝統的 建造 物群保 存 地 区 に お け る 石 垣

図 4 ．輪 中 の 水屋 （左 ）と郡上 八 幡 の 水 利用 （右 ）
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通風 よ り も防風 が 重視 された こ とが示 され、利す る よ り も防 ぐ

建 築自体 に お い て も、屋根 瓦 を固 め る 目漆喰や 、 漆喰塗込 め の

妻壁 に水切 り瓦を何段も取 り付 けた壁体の 保護な どに よ り、維

持 管理 が継 承 され て い く （図 1 ，2 ）。

　 い ずれ も季節的な暴風雨対策が、石 積み や左官の 伝統技術と

強く結びつ き、維持管理 が蓄積 した景観 で あ る とい える。

3 −3 ．豪雷地帯

　例年冬の 時期 に 継続 して 豪雪 に 対応する地帯 で は、建築の 外

層を主 と し て 景観 の 特徴 が 見出され て い っ た。融雪 に 耐 え るた

めの 舟板壁や、杉皮 の 使用、また漆喰壁を保護す る下 見板張 り

等の 構 法 な ど が、従 来 の 研 究 で 取 り上 げ られ て き た よ うに 、風

雨 に 晒 され る 外 壁 に 多用 され た 、木材 の 風 化 が 顕 著で あ っ た。

こ れ よ り、外部の 層を傷み やす い もの と捉え、適宜、取 り換 え

る こ と に よ り内部 を保 護 す る文 化 的営み が 理 解 で き る。こ の こ

とは 、石 川県 の 加賀市加 賀橋 立 伝統 的建 造物 群保 存地 区 （平成

17年 選 定）に み られ る 石 垣 が、内部の 石 と異 な る石 で外 層 を覆

う構造 で あ る こ とに も窺 え る （図 3 ）。

　 さらに、外壁 を補強す る もの として 雪囲い が あ る。冬囲い と

も呼ばれ、北西風 ・西 風 に 対す る 防風機能と、防雪 ・保温 ・防

湿 機能 との 使 い 分 け に 関 して も 早 く か ら注 目 され る と と も に 、

工 藤 （1951）が 示 す よ うに、採光や 衛 生 面の 問題 、火 災に 対す

る 危険性 もま た 指摘 され て きた。こ れ は 、設置方 位 に防風 林 の

伐採が影響す る など、外構 に よっ て 形成 された緩衝領域を建築

の 外層 で 調 節す る、い わ ば装置 とし て の 景観要素で あ る。こ の

よ うな 季 節 に適 応 した 設 え は、住 ま い 方 と と も に保 持 され て き

た環境制御 の 蓄積で あ る 。 以上 、 こ れ らの 外 壁 に み られ る手 法

は 、環境制御 の 層を豊か に す る もの の 、社会生 活 の 変化 に よ る

影響を受けやすく、結果、建 築技術 の 発展 に よ り急速 に 更新 さ

れ る可 能性 が 大きい 。屋根材も同様 で あ り、城戸 （1962）は、

北 陸 地 方 に お け る 瓦 葺の 普 及 が、当時 は 耐 寒 性 に 乏 しか っ た た

め か 遅か っ た こ と を指摘 し、福井で は 文 化 10年 の 大 積 雪 以 後

に、城内の 建物、寺 院 な どに 瓦 葺 が 多 くな っ た こ と、そ の 普 及

が 防火 の た め で は なか っ た こ と を示 し て い る 。

　 これ に対 して 、防雪対 策が恒久化 したもの と して、雁木や コ

ミセ が あ る。こ れ ら は、軒か ら庇を差 し出す こ とで 通路を確保

するもの で 、建築外部 の 気象対策が 恒 久 化 し た 現象で あ る とい

え る。通路は 私有地なが ら、ア
ー

ケ
ードの よ うな公 共 性 を もっ

地 域で は、青森 県 黒 石 市中町 が 重要伝統的建造物群保存 地 区に

選 定 （平 成 17年） され た ほ か 、雁木 の 保存活用に 整備補助金

や税制措置の 面 か ら も取 り組 ん で きた、新潟県上越市の 高 田 地

区 等 が 知 られ る。こ う した 気 象 対 策 が 恒 久 化 を 伴い 、か つ 公 共

性 を も つ 場 合 に は、維持保 存 が 地域 の ま ちづ く りに取 り入 れ ら

れ や す い もの と考 え られ る。

3 −3 ．中間 地 帯

　 中間地 帯 に お い て も、冬 の 季 節 風 へ の 対策 が、集落 全 体 や 個

々 の 敷地 に お け る 防風 林 と して 現 れ る 。 敷地 内で は 、防 風 垣 の

み な らず、恒久的な 対策と して 土 蔵 の 配置や、冬の 季節的な対

策と して藁垣 の 設置 が 、こ れ ま で も取 り上 げ られて きた よ うに、

外構 に よ っ て 層 を な し た緩衝領域が 形成 され て い る こ とが わ

か る ． なお、漆喰壁材料 の 剥 落防止 を 目的 と した しぶ き 除 け か

らは、「風 蝕景観亅 とい う表 現 も生 ま れ て い る （浜 田 ，2000）。

こ こ で は、台風常襲地帯 と豪雪地帯にみられる対策 が、ゆるや

か に混 じ り合い 、よ り住まい 方 と密接に結 び つ い た建築の あり

様 に お い て 風 土 が 具現化 され て い く。すなわ ち、建築 自体の 風

化や劣化 に 対す る維持管理 の み ならず、付属屋 の 配置や防風林

に よ っ て 緩 衝 領域 が 重 層的 に 図 られ て い る こ とか ら、よ り総合

的 な 要 素 を 考慮 して 、環 境制 御 の 分 析 と評 価 を しな け れ ば な ら

ない と考 え られる。

4 ．水環境に み る維持管理 の 特質

　 水 環 境 を 扱 っ た 先 行 研 究 で は、主 に歴 史 地 理 学 の 分 野 にお い

て、地 下水 の 分 布 や 宙水 の 状態か ら古代 の歴 史的景観を扱っ た

藤岡 （1946）を は じ め、1950年代以降、集落発達の 可 能的条件

とそ の 機構 の 解明へと展 開 し て い く。そ の 背景 と して 、村松

（1930）に よる 集落分布 と湧水線 との 因果関係や環濠集落への

着 目 な ど、地 勢 と 治 水、地 下 水 と集落等、生活 環 境 に 対 す る 人

文 地 理 学的 な研 究 の 蓄積 が あ る 。

　建 築学の 分野 で は 、災害回避 や克服 の 結果 と して の 水 環境の

景観 が研究対象 と され た，例 え ば 西 LLJ・絹谷 （1955） は、建 築

や集落 の 立 地 に 水害 が 与える 影響 に っ い て 取 り上 げた が、こ れ

は 京都府南 山城
一

帯 の 水害を受けて 、被害を受けやす い 敷 地 の

特 徴 を 整理 した も の で あ る 。

一
方、同 時期の 鈴村 ・城 戸 （1955）

に よ る
一

連 の 水防施設研 究で は 、 濃尾 三 大河 川 流域にお け る農

村建 築 を集団的に 採集 し、建築 とそ の 周 辺 環境に 対す る
一

体的

な調査研究 が な され て い っ た。敷地の 造成、本屋 に 対す る水屋

の 配置や地盤高、その 建築年代 と過 去 の 災害履歴 との 関係、規

模 や 使 用 法 と とも に 、石 垣 や生 垣、防風 林 と の 組 合せ に よ る防

水及 び 防風 対策 に つ い て 総 合的 に 把 握 す る こ とに よ っ て 、環 境

制御 の 実態 を明 らか に し た。そ こ で は 、水屋 と水倉の 土 台 と柱

を太くす る こ と、ま た信濃川流域 で は水 屋 の 床 に 釘 を 打た ず洪

水時 に 取 り外 し で きる こ となど、構造技法にも言及 して い る。

こ う した総合的視点 は、城戸 自身 に よ る民 家調 査 で の 地域的な

採集 の 方 法 と深 く関連す る
一

方 、輪中 地 帯 の 断 面 図 や 、農家の

敷地全 体の 俯瞰図採取 か ら は、伊藤 （1967）が 目指 した と こ ろ

の デ ザ イ ン ・サー
ヴ ェ イ に み られ る 生 態 学 的 な 調 査 手 法 に も 通

じ る視点があっ た の で は ない か と考えられる。

　 総合的に 生活環境を捉 え る視点 は、生活用水や防火用水、ま

た 生産業な どに 利す るた め の 水環境 の パ ッ シ ブ ・コ ン トロ
ー

ル

に 関 して も、各種 の 生態学的ア プ ロ
ー

チ が展開 した。ひ とっ に

は、中 世 奈良盆 地 の 灌漑系 を環 境安定装置 とし て着 目 した 北原

（1978）は、集 落 単位 との 連 繋 を論 じ、ま た 便 所 と井 戸 の 雨 水
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利用 に 関す る調査 を行 っ た 片桐 （1958）は、環境制御 の 構造 を

取 り上げた。装置化 した パ ッ シ ブ ・
二コ ン トn 一ル は 、中島 （1963）

が 記す よ うに、緑地学の 分野に お い て 、屋 敷林等と と も に 「居

住環境保 護 施 設 」 と して 評価 され る よ うに な っ て い く。

　こ こ で 、藤岡 （1977）が、地 理 学 の 分 野 で 歴史的景観 とい っ

た場合 に、それ は 「今 もな お 現存す る歴 史的な人 文 景観 」 で あ

り、「現在 で は 廃道 とな り、人馬 の 通 行 を み な い も の で は な く、

歴 史時代 の 道路が現在道路として 踏襲 され て い る場合 の み を

歴 史的景観中 に入 れ る 」 とし、現在 に 視点をお くの か、過 去 に

視点をお くの か を 区別 して い た こ と に 注 目 し たい
。 現在で は 、

水利 シ ス テ ム の 変化 に よ る機能喪失や社会 シ ス テ ム の 変化 が

奈 良 県 環 濠 集落 に お け る歴史的水環境 の 変容要因 と な っ て い

る こ と を金 田 ら （2002）が 示 して い る。こ の よ うに 自然 を利用

し た 水利施 設の 多くが、別 の 大規模 な水利施設 の 確立 や水路変

更な どに よ っ て 小 単位 の 伝 統 的 な 「自然 立 地 的 土 地 利 用 」 の あ

り方を失 うとい っ た 施設 の 形骸化 に よ る 景観の 消 滅や遺構 化

が 懸 念 され る。しか し、一
方で 、自然環境の 制御 とい う側 面か

ら景観 を捉 え た場 合 、 利 す る た め の 制御 同 様 に 、防 ぐた め の 制

御 もま た、歴 史 的 景 観 と して 継 承 す る 意義が あ る と考 えられ る。

例 えば、郡 上 八 幡 に お い て は 、防 火 や 貯 水 等 の 各 種 水 利 を 目的

と した整備 か ら道路整備 に 伴 う水路整備 を経 て、現在は親水 利

用整備 へ と変化 して い る こ と を荒井 （2002）が 指摘す る。こ う

した 自然環境の パ ソ シ ブ ・コ ン トロ
ー

ル に よ る 結果 と し て の 景

観の 現象 は、建 築 と周 辺 環 境 との
一

体的なもの として 捉えた場

合、そ の 形態 と意味 が 生 活 環 境 と して 継 承 され て い る限 り、利

す る こ とと防ぐこ との 両者 に対 して 、副次 的 な 機能 を供 す る資

産 で あ る （図 4 ）。従 っ て 、様 々 な更新 に よ っ て 制御機能 が 失

わ れ た 場 合 こ そ、む し ろ、景観 の 形態だ けで は なく本来 の 意味

を継承 し、そ の 土 地 の 潜在力 を 示 す必 要があ る と考え られ る。

5 ．まとめ

　本稿 で は 、建 築 とそ の 周 辺 環 境 の 景 観 に対 し、工 学 的観 点 か

らの 研究 が盛 ん に取 り込まれ る 1970年代ま で の 研 究 成果 よ り、

風 雪 雨 や 水 環 境 に対 す るパ ッ シ ブ ・
コ ン トロ

ー
ル を扱 っ た 分析

対象 を取 り上 げ、景観 と して の 持続性 に つ い て 考察を行 っ た。

これ より、景観保 全 に あ た り、土 地 の 潜在 力 の 表 出 と して 考慮

すべ き事項 に つ い て 、以下の 知 見 を 得 た。

　 台風 常襲地帯 で は、季節的な暴風雨対策 が 、石 積 み や左 官 の

職 人 技術 と結びつ き、維持管理 が 蓄積 した 景観 を継承 して い る。
一

方、豪雪 地 帯 で は 、外部 の 層 を傷 み や す い もの と捉 え、適 宜 、

取 り換え る こ とに よ り 内部を保護す る 文化的営みが 景観 を継

承 し て い く。気象 対 策 が 季節的な装置 とし て で は なく、恒久化

を伴 い 、か つ 公 共 性 を もつ 場合に は 、維 持保存 が 地 城 の まちづ

く りに 取 り入れ られ や す い 。 中間地 帯 で は、建築 自体の 維 持管

理 に加 え、付属屋 の 配置や 防風 林 に よ っ て 緩 衝 領 域 が 重層 的に

図 られ て い る こ とか ら、よ り総合的 な 要素 を 考慮 した 分 析 と評

価 が必 要 で あ る 。 水環境 に 対す る パ ッ シ ブ ・コ ン トロ ール は、

副次的な制御機能と して の 可 能性 か ら、景観 の 形態だけで はな

く本来 の 意味 を継承するこ とに 意義 が あ る と考え られ る 。

　　　　　　　　　　　 6 ．文献

是澤紀子 ・田 中 稲 子 ・堀 越哲美 （2007）： 建築 と周辺 環境 の 景

　観保 全 に 関 わ る 気候風 士 とそ の 研 究思 潮 ， 都市計画論文集，

　 42 − 1，　1001105

矢沢大二 （1953）， 気候景観，古今書院，2151218 （矢沢大 二 ，気

　候景観 自然，43，24〆33，1949に初 出）

矢沢大 二 （1936）：東京 近 郊 に於 け る 防風 林 の 分 布 に 関 す る研究

　　（1），地理学評論，12 （1），47166

村 松 繁樹 （1956）：本邦 にお け る風 と集落との 関係 に つ い て ，

　 人文 研 究，7 （9），86／102

工 藤吉治郎 （195D ： 冬圍 の 地 理學的研 究
一

特に鳥海火 LI」麓を

　 中心 とし て
一，東北地 理 ，4 （2），11112

城 戸 久 （1962），北陸城下 町 を中心とする旧藩時代 に おける防

　火 対 策 に っ い て，日本建築学会大会学術講演要旨集，365

浜 田 崇（2000）：カ キ ノ キ の 偏 形 と しぶ き よけ，1151118，青 山 高

　 義 ほ か 編，日本の 気候景観一風 と樹 風 と集落一
， 古 今書 院

藤 岡 謙 二 郎（1946）：古文化叢刊 5 地 理 と古代文 化，！1，大 八 洲 出版

村松繁樹（1930）：近 畿に 於け る 特殊な る 街村 の
一

例
一
美濃波多

　 新 田
一
，歴史 と地理 ，25 （1），117〆124

西 山卯 三 ・絹谷 裕 規 （1955）：水 害 と建築 敷 地 及 び 部落 配 置 の 問

　 題，日本建築学会研究報告集，30，24！27

鈴村楙 ・城戸久（1955）：信濃川域流農村住居 とそ の 水 防施 設，

　 日本 建築学会研 究報告集，219／220

伊藤て い じ （1967）：デザ イ ン ・サー
ヴ ェ イ 方法論考，国際建築，

　 3，14／16

北原理雄 （1978）： 中世奈良盆地 に おける灌漑系の 展開 と集落

　 の 連繋，第 13 回 日本都市計画学会学術研究発表会，265！270

片 桐 文 夫 （1958 ）：遠 州 地 方 の 農家 の 便 所 と井 戸 の 調 査，家政学

　 雑誌，日本家政 学会 ， 9 （6）， 357！363

中島道郎（1963）：排水溝
・森戸 ・屋 敷林 （垣 ）等 の 各種 の 居住環

　 境保護施設 に み る 地 域性 ，
日本 の 屋 敷林 ，森林 殖 産 研 究 所，306

藤岡謙 二 郎 （1977＞：地理学 と歴史的景観 ，大明堂，1117

金 田直 子 ・明 智 圭子 ・増井 正 哉（2002）：集落に お け る歴史的水

　 環境 に 関す る研 究一大和 郡 山 市環 濠集落の 調 査か ら一，都 市

　 計 画 論 文集，37，1009tlO14

荒 井 歩 （2002）：郡 上 八 幡 に お け る 水 路網 と伝統的音環 境 に 関す

　 る研究，ラ ン ドス ケープ 研 究 ， 65（5）， 711〆716

〈 連絡先 〉

是澤紀 子

愛知県名古屋市昭和区御器所町

名古屋 工 業大学

kQresawa ＠nitech ．　ac ．　jp

100

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


