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｜序章｜

序
章

1.	 研究の背景と着眼点

　 本 研 究 は、 庭 園 と 都 市 と の 関 係 を 明 ら か に す る た め の 基 礎 研 究 で

あ る。 こ れ ま で 伝 統 的 庭 園 に つ い て は、 個 々 の 庭 園 毎 に 研 究 が 深 め

ら れ て き た が、 そ れ ら の 知 見 を も と に、 さ ら に 庭 園 と そ の 外 界 の 都

市と関係づけるための新たな視座を得る。

　 本 研 究 は、 ま ず「 都 市 に お け る 庭 園 の 役 割 と は 何 か 」 と い う 疑 問

か ら 始 ま っ て い る。 庭 園 は 基 本 的 に 閉 じ ら れ た、 ま た 理 想 化 さ れ た

私 的 な 場 所 と し て デ ザ イ ン さ れ る も の で あ る が、 庭 園 を 改 め て、 都

市 と の 関 係 の 中 で 位 置 づ け る べ き で は な い か と 考 え る。 こ う し た 疑

問 を も つ 背 景 に は、 現 在 の 庭 園 が 記 号 化 さ れ て し ま い、 消 費 さ れ る

空 間 に な っ て し ま っ た こ と に あ る。 造 営 時 に は あ っ た ま ち と の 関 係

や 本 来 の 使 わ れ 方 が な く な り、 一 方 で、 現 代 の 生 活 や 都 市 の あ り 方

と 庭 園 が 乖 離 し て し ま っ て い る の が 現 状 で あ る と い え る。 今 や 庭 園

は 観 光 地 と し て の 位 置 づ け を も つ 程 度 で あ ろ う か。 こ の よ う に、 庭

園 が 形 だ け に な っ て し ま っ て い る 中 で、 今 一 度、 庭 園 と 都 市 と の 関

係 に つ い て 見 直 す 必 要 が あ る。 一 方 で 西 欧 で は、 伝 統 的 な 庭 園 は 積

極 的 に 再 解 釈 さ れ、 現 代 の 環 境 デ ザ イ ン へ 多 く 取 り 込 ま れ て い る。

ア ジ ア 圏 に お い て も 今 一 度 伝 統 的 な 庭 園 を 見 直 す 必 要 が あ る の で は

ないか。

　 特 に、 本 研 究 で は 庭 園 と 都 市 の 関 係 の 中 で も、 双 方 を 物 理 的 に つ

な ぐ 水 に 着 目 し、 庭 園 構 成 要 素 と し て 重 要 な 庭 園 池 泉 と 都 市 と の 関

係 に 焦 点 を あ て る。 そ れ は、 庭 園 と 都 市 と を 直 接 に つ な ぐ 重 要 な 要

素 で あ り、 現 代 社 会 に お け る 水 を 取 り 巻 く 環 境 デ ザ イ ン を 考 え る 上

でもひとつの知見を得られるものと思われる。稲次は、

「<< 情報と造形 >> の対応関係におけるデザイン手法を過去の蓄積の

上 に 求 め、 そ の 伝 統 的 手 法 を 明 確 に す る こ と は、 今 日 の 延 長 線 上 に

展 開 さ れ る で あ ろ う 伝 統 の 再 構 築 に あ た っ て、 最 も 重 要 な こ と と 考

えるのである」

と 述 べ て い る
1)

。 今 一 度、 伝 統 庭 園 デ ザ イ ン を 都 市 環 境 と の 関 係 か

ら 見 直 し、 複 合 的 な 観 点 か ら 分 析 を 行 い 空 間 デ ザ イ ン の あ り 方 を 理

解 す る こ と は、 人 間 と 自 然 の 本 質 的 な 共 存 関 係 を 構 築 す る 必 要 性 が

高 ま っ て い る 今 日、 本 質 的 な 視 座 を 与 え る も の と 考 え ら れ る。 と り

わけ、民間企業や市民による緑化が盛んになってきた現代において、

庭園デザインを都市環境の観点から見直す必要がある。

　 現 代 に お い て、 多 く の 伝 統 的 庭 園 は、 市 民 に 開 放 さ れ た 公 園 や 緑
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地 と し て 親 し ま れ る 空 間 と な っ た。 そ の 結 果、 庭 園 は 本 来 の 使 わ れ

方 を さ れ な く な り、 ま た 管 理 主 体 が 行 政 な ど に 移 管 さ れ た こ と で、

文 化 財 と し て の 保 全 の あ り 方 と 運 営 方 針 に 齟 齬 が 生 ま れ、 庭 園 文 化

を 継 承 す る 上 で 影 響 が 出 て い る
2)

。 一 方、 こ れ ま で の 庭 園 保 全 に お

い て は、 基 本 的 に 文 化 財 と し て 指 定 さ れ た エ リ ア の み が 保 全 さ れ て

き た。 し か し、 庭 園 内 か ら 眺 望 を 楽 し む 庭 園 で あ れ ば、 周 辺 環 境 の

保 全 も 重 要 に な る。 既 に い く つ か の 庭 園 で は、 庭 園 周 辺 の 地 区 に 対

し て 建 物 の 高 さ 制 限 や 景 観 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ る 保 全 策 が 検 討 さ

れ て い る
3)

。 借 景 同 様、 庭 園 池 泉 に 使 わ れ る 水 も、 本 来 は 自 然 水 系

に 拠 る も の で あ り、 庭 園 池 泉 を 保 全 す る 上 で は 庭 園 と 接 続 す る 周 辺

の水系の保全も重要になる。このように伝統的な庭園の保存に際し、

こ れ ま で の 各 々 の 庭 園 だ け を 対 象 と し た も の だ け で は 不 十 分 で あ

り、周辺都市環境との関係からの保全方針の検討が必要である。

　 庭 園 池 泉 と 都 市 に 関 す る こ れ ま で の 研 究 に は、 都 市 に お け る 庭 園

の 立 地 や 水 源 に 関 し て 絵 図 や 文 献 資 料 か ら の 研 究 と し て、 平 安 京 に

お け る 寝 殿 造 系 庭 園 の 立 地 に 関 す る 研 究
4)

や、 江 戸 の 庭 園 と そ の 水

源 に つ い て の 研 究
5)

な ど が あ る。 ま た 現 存 す る 水 路 網 と 庭 園 池 泉 の

関 係 に つ い て、 長 崎 県 神 代 小 路
6)

、 福 岡 県 秋 月
7)

、 福 岡 県 柳 川
8)

、 長

野 県 松 代
9)

、 京 都 の 疎 水 庭 園
10)

な ど を 対 象 に 研 究 や 調 査 が 行 わ れ、

複 数 の 庭 園 池 泉 を も つ 水 路 網 と 庭 園 池 泉 の 配 置 に つ い て 研 究 さ れ て

い る。 一 方、 江 戸 時 代 の 上 水 を 引 き 込 ん だ 庭 園 を 事 例 に 庭 園 池 泉 の

取 水・ 排 水 ル ー ト な ど を 明 ら か に し た 研 究
11)

や、 小 石 川 後 楽 園 の 水

量 調 整 機 能 を 指 摘 し た 研 究
12)

な ど、 い く つ か の 事 例 に 水 系 シ ス テ ム

の 関 係 を 分 析 し た 研 究 も あ る。 し か し、 こ れ ら に お い て は、 庭 園 池

泉 の 立 地 や 水 源、 水 系 と の 関 係 な ど 都 市 的 な 観 点 か ら の 研 究 が 主 で

あ り、 庭 園 意 匠 と 都 市 水 系 と の 関 係 に つ い て ま で の 指 摘 は 少 な く、

ま た 立 地 か ら デ ザ イ ン ま で、 庭 園 と 都 市 の 相 互 関 係 を 総 合 的 な 観 点

で 明 ら か に し た 研 究 は な い。 従 っ て 本 研 究 で は、 こ れ ま で 明 ら か に

さ れ て き た 庭 園 の 立 地 と 池 泉 の 関 係 を 都 市 立 地 の 観 点 か ら 見 直 し、

各 々 の 庭 園 に お い て 指 摘 さ れ て い る 都 市 水 系 と の 関 係 を 具 体 的 に 調

べ、 都 市 水 系 と 庭 園 池 泉 意 匠 と の 関 係 に ま で 迫 る 総 合 的 な 分 析 を 行

うものである。
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２. 研究の目的

　 本 研 究 は、 庭 園 を 都 市 環 境 の 一 要 素 と し て み な し、 こ れ ま で 個 々

の 分 野 と し て 扱 わ れ が ち で あ っ た 都 市 と 庭 園 の 両 分 野 を つ な ぎ、 庭

園 デ ザ イ ン 研 究 を 都 市 の 諸 相 と の 関 係 か ら 捉 え 直 す こ と を 目 的 と す

る。

　 本 研 究 で は と り わ け 水 に 注 目 し、 庭 園 池 泉 と 都 市 水 系 と の 関 係 を

明 ら か に す る も の で あ る。 複 数 の 庭 園 を 庭 園 群 と し て も つ 都 市 を 対

象 と し、 立 地 環 境 か ら 利 用 形 態 に 至 る ま で 庭 園 を 総 合 的 な 観 点 か ら

観 察 し、 庭 園 意 匠 と 都 市 環 境 の 相 互 関 係 を 把 握 す る。 ま た 研 究 成 果

の 展 開 と し て、 都 市 環 境 か ら み た 総 合 的 な 庭 園 保 全 の た め の 知 見 を

得 る と と も に 今 後 の 都 市 計 画 手 法 お よ び 公 共 偏 重 の 緑 地 創 造 の 現 代

に対して今後の環境デザインのあり方を考察する。
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3 . 庭園と外界との関係に関する概観

　 こ れ ま で 庭 園 研 究 は、 様 式 論 や 個 別 庭 園 の 研 究 が 多 く、 そ の 外 界

環 境 徳 に、 都 市 計 画 や 都 市 構 造 と の 関 係 に お い て 言 及 す る 研 究 は 少

な い。 日 本 庭 園 を 科 学 的 に 論 考 し よ う と し た 進 士 (1987) は、 日 本

庭園の研究について、①文学・歴史・風土・文化論・美術史的研究、

② 個 別 庭 園 の 記 載 の 集 合 と し て の 様 式 論、 ③ 庭 園 の 社 会 性・ 精 神 性

に 関 す る 研 究、 ④ 様 式 論 が ほ と ん ど で あ る と 指 摘 し、 計 画 論 的 視 点

や 日 本 庭 園 全 体 か ら の 視 点 が 不 足 し て い る こ と を 指 摘 し て お り
13)

、

研 究 の 閉 鎖 性 に 言 及 し て い る。 こ れ ま で の 個 別 研 究 や 様 式 研 究 に て

指 摘 さ れ て い る 点 を 含 め、 よ り 広 い 観 点 で 庭 園 研 究 を 捉 え 直 す 必 要

が あ る と 考 え る。 本 研 究 は そ の 中 で も、 都 市 環 境 と 庭 園 意 匠 と の 関

係に着目するものである。

　 庭 園 意 匠 と 都 市 環 境 と の 関 係 を 明 ら か に す る 上 で、 ま ず 庭 園 と 外

界 と の 関 係 に つ い て こ れ ま で ど の よ う な 指 摘 が あ る の か 把 握 す る こ

とが重要と考え、既往研究からその内容をまとめる。

　 こ れ ま で、 庭 園 研 究 で は 庭 園 は 囲 わ れ た 空 間 と し て 捉 え ら れ て き

た。鈴木は庭の発生過程において、「自らの耕地や家畜を外敵や野獣

の 侵 害 か ら 守 る た め に 垣 を 廻 ら す こ と に 始 ま っ た 」
14)

と 述 べ、 庭 園

と は 周 囲 と 空 間 を 隔 て る こ と か ら 始 ま っ て い る と し て い る。 日 本 の

庭 園 文 化 は、 他 の 文 化 同 様、 大 陸 か ら の 移 入 と 考 え ら れ る
15)

が、 中

国 に お け る 庭 園 の 原 型 は 約 8000 年 前 に あ っ た と さ れ、 垣 で 囲 っ た

禽獣を飼育する「囿」や簡単な籬の類で仕切った果樹を植えた「圃」

と よ ば れ る 空 間 が で き た と さ れ て い る
15)

。 一 方、 西 欧 に お い て は、

古 代 ギ リ シ ア に 中 庭 や 小 規 模 の 庭 が 発 達 し て い た こ と が 知 ら れ て い

る
15)

。 こ の よ う に、 西 洋 東 洋 を 問 わ ず 庭 の 起 源 を た ど る と、 そ の 空

間 は 囲 い 込 ま れ 閉 じ ら れ て い た 空 間 と し て 定 義 さ れ て き た こ と が わ

かる。

　 し か し な が ら以下にまとめるように、庭園の空間デザインは、た

だ単に囲い込まれた内部空間というだけでなく、外界の環境と関係

しながら存続している。そこで以下に都市と庭園の関係について示

唆的な研究をいくつかあげる。

3 -1 . 都市立地の中にある庭園

　 庭 園 は 自 然 物 に よ り 構 成 さ れ て い る た め、 思 想 的 に ま た 形 態 的 に

完 結 し た も の を 目 指 し た と し て も、 環 境 構 造 か ら 切 り 離 す こ と は で
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き な い。 齋 藤 (1982） は、 庭 園 は「 風 土 の 影 響 か ら の が れ る こ と が

で き な い 」 と 述 べ て い る が、 こ れ は、 庭 園 デ ザ イ ン が 造 営 さ れ る 場

所 の 環 境 因 子 を 活 用 し て 成 立 し て い る と い う 評 価 と と も に、 逆 に 外

界 環 境 の 変 化 に も 影 響 を う け る も の で あ る こ と を 意 味 し て い る。 清

澄 庭 園 や 芝 離 宮 が 潮 入 り 池 か ら 雨 水 に よ る 池 に な っ た こ と で 水 質 汚

染 し て い る 状 況 や、 海 水 を 取 り 込 ん で い る 浜 離 宮 の 池 が 東 京 湾 の 汚

染により水質悪化している状況、さらに桂離宮、新宿御苑、銀閣寺、

浜 離 宮 な ど の 庭 園 で 池 際 の 浸 食 や ヘ ド ロ に よ る 水 質 悪 化 し て い る 状

況などが指摘されている。その上で齋藤は、「庭園はその内部の変化

と 共 に そ の 基 盤 と な る 地 域 レ ベ ル の 環 境 シ ス テ ム の 中 で、 孤 立 閉 鎖

的なものではありえない」と指摘している
16)

。

　 フ ラ ン ス 幾 何 学 式 庭 園 の よ う に 平 面 的 に は 幾 何 学 的 な 形 態 で あ っ

て も、 庭 園 の 基 盤 で あ る 地 形 構 造 は 無 視 出 来 ず、 立 体 的 に は 幾 何 学

形 が 崩 れ て い る。Clemens (2008） は、 ヴ ォ ー・ ル・ ヴ ィ コ ン ト 城

を 例 に、 そ の 基 盤 と な る 地 形 形 態 が 取 り 込 ま れ た こ と で、 平 面 的 に

は 対 称 的 な 構 成 を と り な が ら も、 立 体 的 に は 非 対 称 な 空 間 と な っ て

いることを３次元モデリングを使って指摘している
17)

。

　 一 方、 庭 園 池 泉 の あ る 庭 園 で は 水 源 の 確 保 が 必 要 と な る た め、 環

境 構 造 と 切 り 離 し て 考 え る こ と は 難 し く な る。 森 (1962) は、 平 安

京 の 碁 盤 の 目 の 都 市 構 造 の 基 盤 で あ る 地 質 構 造 に 着 目 し、 湧 水 や 河

川 水 の 得 ら れ る 地 質 の 場 所 に 庭 園 の 立 地 が 偏 在 し て い る こ と を 明 ら

かにしている
4)

。

　 こ の よ う に、 都 市 の 立 地 や 環 境 構 造 の 観 点 か ら 都 市 に お け る 庭 園

の 位 置 づ け を 明 ら か に し て い る 論 文 は い く つ か み ら れ る が、 い ず れ

も 個 別 庭 園 を 対 象 と し た 研 究 に と ど ま っ て い る。 し か し、 本 研 究 は

特 定 の 様 式 に お け る 複 数 の 庭 園 群 を 対 象 と し て、 庭 園 研 究 お よ び 都

市 研 究 を 組 み 合 わ せ る こ と で、 都 市 の 立 地 や 環 境 構 造 の 観 点 か ら 都

市 に お け る 庭 園 の 位 置 づ け を 明 ら か に す る こ と が 可 能 で あ る と 考 え

る。

　 た と え ば 平 城 京 の 庭 園 は、 川 跡 や 古 墳 の 堀 な ど を 利 用 し た と 言 わ

れ て い る が
18)

、 平 安 京 同 様 に グ リ ッ ド 状 の 都 市 構 造 の 中 で 地 勢 に 依

存 し た 偏 っ た 分 布 に な っ て い る。 高 橋 康 夫 ら (1999) に よ る 図 集 日

本 都 市 史
19)

か ら 引 用 し た 平 城 京 の 都 市 構 造 の 図 に 仲 ら (1998) に よ

り 作 成 さ れ た 平 城 京 に あ る 発 掘 庭 園 の 分 布 図
15)

を 重 ね、 さ ら に 国 土

地 理 院 発 行 の 基 盤 地 図 情 報 数 値 標 高 モ デ ル ５ m メ ッ シ ュ デ ー タ を 重

ね て 見 え て く る の は、 都 市 形 態 だ け み る と 均 質 に み え て い る 平 城 京
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に お い て も、 庭 園 は 北 に 偏 在 し て 立 地 し て い る こ と が わ か る。 そ の

背 後 に、 河 川 や 山 裾 な ど 水 を 確 保 し や す い 場 所 と い う 地 勢 が 影 響 し

ている。

3 -2 . 都市インフラの一部としての庭園

　田中 (1967）は、日本庭園を「自然に従う」時代と「自然を造形する」

時 代 に 分 け て 考 え て い る
20)

。 前 項 で も 述 べ た よ う に 奈 良 時 代 や 平 安

時 代 に お い て は 都 市 構 造 よ り 環 境 構 造 の 方 が 庭 園 の 立 地 へ の 影 響 が

大 き い が、 土 木 技 術 の 発 展 と と も に 自 然 環 境 を 改 変 す る こ と が 可 能

と な り、 庭 園 は 必 ず し も 環 境 構 造 に 従 属 的 で は な く な る。 江 戸 を 始

め、 名 古 屋、 金 沢、 萩、 彦 根、 水 戸 な ど 城 下 町 の 形 成 と と も に 庭 園

は 積 極 的 に 都 市 内 に 取 り 込 ま れ る。 江 戸 や 金 沢、 萩 な ど に お い て は

用 水 路 が ひ か れ た が、 そ の 一 部 は 庭 園 を 流 れ、 本 来 は 河 川 が 流 れ な

い 場 所 に お い て も 広 大 な 池 泉 を も つ 庭 園 池 泉 が 造 営 す る こ と が で き

る よ う に な っ た。 高 橋 康 夫 ら (1999) に よ る 図 集 日 本 都 市 史
19)

に 示

さ れ た 金 沢 の 都 市 構 造 に、 庭 園 の 分 布 図 を 重 ね、 さ ら に 国 土 地 理 院

発 行 の 基 盤 地 図 情 報 数 値 標 高 モ デ ル ５ m メ ッ シ ュ デ ー タ を 重 ね 合 わ

せ る と、 加 賀 藩 の 藩 庭 で あ る 兼 六 園 は 城 下 町 の 南 西 側 に 接 し た 台 地

上 に 位 置 し、 辰 巳 用 水 を 利 用 し た 広 大 な 池 泉 が 広 が っ て い る こ と が

わ か る。 そ の 他 に も 武 家 屋 敷 庭 園 が 金 沢 城 を 取 り 巻 く よ う に 配 置 さ

れている。

 一 方、 フ ラ ン ス 幾 何 学 式 庭 園 の 代 表 で も あ る ヴ ェ ル サ イ ユ 宮 殿 は そ

の 過 程 は 異 な る が、 同 様 に 庭 園 が 都 市 構 造 の 一 部 と な っ て い る。 最

初 は 狩 猟 の た め の 城 館 で あ っ た が、 城 館 の 西 に 庭 園、 東 に 館、 そ し

て 町 が 形 成 さ れ て ゆ き、 や が て 城 郭・ 町・ 庭 園 が 三 位 一 体 の も の と

な っ た
21)

。 ま た、 マ ル リ ー の 機 械 や 水 道 橋 に よ り セ ー ヌ 川 か ら 水 を

引 き 込 み 噴 水 施 設 を つ く る な ど、 庭 園 と と も に 都 市 施 設 も 大 規 模 に

整備された。

　 こ の よ う に 庭 園 が 都 市 イ ン フ ラ 機 構 の 一 部 と し て 機 能 し て い た こ

と は、 既 往 研 究 に 指 摘 さ れ て い る が、 い ず れ も 個 別 の 庭 園 を 対 象 と

した研究に留まり、都市と庭園群の関係性にまで言及されていない。

　

3 -3 . 都市生活の舞台としての庭園

　 一 方、 都 市 に お け る 庭 園 群 の 水 辺 を 都 市 生 活 の 繰 り 広 げ ら れ る 場

と し て 見 る 視 点 も 重 要 で あ る。 江 戸 の 大 名 庭 園 は、 私 的 な 慰 楽 空 間

だ け を 目 的 に し た の で は な く、 公 的 な 儀 礼 空 間 と し て も つ く ら れ た
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装 置
22)

で あ り、 儀 礼 や 交 際、 宴 遊 の 場 で あ っ た。 同 様 に、 ヴ ェ ル サ

イユ宮殿を例にあげバロック庭園の機能について、「大名屋敷と同じ

饗 遊 と 社 交 」 で あ る と 指 摘 さ れ
22)

、 フ ラ ン ス に お い て も 中 世 の 庭 園

が 社 交 の 場 と し て、 私 的 な 空 間 で は な く、 共 の 空 間 と し て 扱 わ れ て

い る こ と が わ か る。 こ の よ う に、 庭 園 は 都 市 生 活 の 一 部 と し て 遊 興

や 交 遊 の 場 と し て 利 用 さ れ て い た の で あ る。 同 様 の 指 摘 は、 台 湾 林

本源庭園
23)

や蘇州庭園
24)

においてもされている。

　 し か し、 こ う し た 庭 園 利 用 形 態 は、 時 代 や 社 会 状 況 に よ っ て 異 な

り、それに伴って庭園形態も大きく変化する。二条城二の丸庭園は、

そ の 役 割 の 変 化 と と も に そ の 空 間 形 態 も 変 え て い っ た と い わ れ て い

る
25)

。 当 初 は 儀 典 や 交 遊 の た め の 庭 園 で あ っ た が、 後 水 尾 天 皇 の 行

幸 に あ た り 増 改 築 を 繰 り 返 し、 政 治 的 役 割 の 強 い 空 間 へ と 変 わ り、

勢 威 を 誇 示 す る 場 と な っ た が、 上 洛 が 途 絶 え る と 庭 園 も 荒 廃 し た。

明 治 政 府 の 拠 点 と な っ て 再 び 観 賞 用 と し て 利 用 さ れ、 そ の 後 宮 内 省

の 直 轄 に な る こ と で、 再 び 庭 園 が 使 わ れ る よ う に な り、 大 規 模 な 植

栽工事によって生まれ変わったといわれている
25)

。

　 こ の よ う に 庭 園 の 利 用 形 態 に よ っ て、 庭 園 空 間 は 大 き く 変 わ る も

のであり、各時代における社会を映し出した空間が立ち現れている。

ま た 別 の い い 方 を す れ ば、 庭 園 は 常 に 変 化 し う る も の で あ る と い え

る。

　 小 石 川 後 楽 園 も 造 営 さ れ て か ら 改 変 が 行 わ れ て い る が、 中 で も 最

も 大 き な 改 変 は、 上 水 と 池 泉 を 分 離 し た こ と で あ り、 度 重 な る 江 戸

の 火 事 に 対 し て、 上 水 の 安 定 性 確 保 と 園 内 の 洪 水 被 害 を 最 小 限 に 食

い 止 め る た め と 考 え ら れ て い る
26)

。 こ こ で は、 基 本 と な る 生 活 の 安

全 性・ 安 定 性 を 確 保 す る た め に、 庭 園 空 間 が 大 き く 改 変 す る こ と と

なった。

 こ の よ う に 庭 園 が 都 市 生 活・ 文 化 の １ つ と し て 重 要 な 場 所 で あ り、

庭 園 デ ザ イ ン を 決 定 す る 因 子 で あ る こ と が 指 摘 さ れ て い る が、 形 態

論、意匠論からの研究はみられない。

3 -4 . 既往研究のまとめと本研究の位置づけ

　 こ れ ま で の 庭 園 研 究 に お い て 様 式 論 や 個 別 の 庭 園 研 究 が 数 多 く な

さ れ て い る 中 で、 本 節 で は 既 往 研 究 か ら 庭 園 と 都 市 を 関 係 づ け る 萌

芽 的 研 究 を 整 理 し た。 そ の 中 で、 庭 園 は そ の 基 盤 に 必 ず 環 境 構 造 が

関 係 し て お り そ れ を 完 全 に 分 離 す る こ と が で き な い こ と、 土 木 技 術

の 発 展 に よ り 積 極 的 に 庭 園 が 都 市 構 造 の 一 部 と な っ て い っ た こ と、
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ま た 都 市 利 用 形 態 の 変 化 に よ っ て 庭 園 空 間 形 態 も 変 化 し て い る こ と

を 明 ら か に し た。 し か し、 具 体 的 に 各 々 の 庭 園 空 間 意 匠 と、 環 境 構

造 や 都 市 構 造 お よ び 利 用 形 態 が ど の よ う に 関 係 し て い る の か ま で は

明らかにされていない。

　 本 研 究 で は、 庭 園 と 外 界 を 物 理 的 に つ な い で い る 水 に 特 に 注 目 す

る こ と で、 庭 園 池 泉 意 匠 と 環 境 構 造 や 都 市 構 造 お よ び 利 用 形 態 と が

ど の よ う な 関 係 に な っ て い る か を 具 体 的 に 明 ら か に す る。 ま た 先 に

示 し た 庭 園 と 都 市 を 関 係 づ け る 研 究 を ふ ま え て、 都 市 立 地、 都 市 機

構、 都 市 生 活 の そ れ ぞ れ の 観 点 か ら 分 析 し、 庭 園 デ ザ イ ン を 再 解 釈

す る。 こ れ ま で 断 片 的 に お こ な わ れ て き た 庭 園 研 究 お よ び 都 市 研 究

に つ い て、 そ れ ら を 相 互 に つ な ぐ 研 究 と し て、 都 市 と 庭 園 の 双 方 の

観点から分析するものである。
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4 . 研究方法

4 -1 . 庭園池泉からみる都市と庭園

　 本 研 究 で は、 庭 園 と 都 市 の 関 係 に つ い て 考 察 す る に あ た り、 具 体

的 に は、 物 理 的 に 庭 園 と 都 市 を つ な い で い る 水 に 注 目 し て、 庭 園 池

泉と都市水系を対象として研究を行う。

　 庭 園 池 泉 は、 庭 園 構 成 要 素 の 中 で も 重 要 な 構 成 要 素 で あ る。 稲 次

(1990) は、 庭 園 構 成 に つ い て、 築 山・ 池・ 嶋・ 南 庭 白 砂・ 遣 水・

滝 の ６ 要 素 を あ げ て お り
1）

、 ６ 要 素 中 ４ 要 素 が 池 に 付 随 し、 池 は 主

要 な 庭 園 構 成 要 素 と い え る。 主 要 な 庭 園 様 式 の 中 で も、 枯 山 水 を 除

け ば、 基 本 的 に 庭 園 に は 池 を 伴 う 庭 が 多 い。 本 研 究 で は 地 下 水 が 自

然 に 地 表 に わ き 出 て 水 が た ま っ た 泉 も 含 め た 庭 園 の 池 泉 を 対 象 に 研

究を進める。

　 庭 園 は 一 般 的 に 閉 鎖 的 な 空 間 で あ り 周 囲 か ら 隔 て ら れ て い る が、

庭 園 に 引 き 込 ま れ る 水 は、 周 囲 の 水 系 と 接 続 し て い る 場 合 が 多 い。

ま た 当 然 排 水 先 も 必 要 で あ り、 水 系 の 観 点 か ら み れ ば 庭 園 は 庭 園 空

間 だ け 完 結 し た も の で は な く、 周 囲 の 水 系 と 一 連 の も の に な っ て い

る。水を通して庭園内外は必然的に関係性をもっているといえる。

　 こ う し た 庭 園 池 泉 と 水 系 と の 接 続 形 態 は、 周 囲 が 山 や 海 な ど の 自

然 地 で あ れ ば、 庭 園 周 囲 の 水 系 を 取 水 お よ び 排 水 す る こ と は そ れ ほ

ど 問 題 と な ら な い。 し か し 都 市 に お い て は、 都 市 水 系 は 生 活 水、 水

運など様々な都市機能を担っており、庭園水系と都市水系の関係は、

よ り 合 理 的 に 考 え ら れ な け れ ば な ら い。 庭 園 内 に こ う し た 都 市 水 系

が 取 り 込 ま れ る 上 で は、 庭 園 と い う プ ラ イ ベ ー ト な 空 間 を 通 り な が

ら も、 水 そ の も の は 都 市 的 基 幹 構 造 の 一 部 と し て 成 立 し て い な け れ

ば な ら な い。 ま た 逆 に 都 市 水 系 と 接 続 さ れ た 庭 園 水 系 が 都 市 機 能 へ

と 関 係 し て い る こ と も 考 え う る。 こ う し た 相 互 関 係 を 読 み 解 く こ と

に本研究の主旨がある。

4 -2 . ３つの観点からの分析

　 本 研 究 で は、 先 の 既 往 研 究 を 整 理 す る 中 で 明 ら か に な っ た 立 地・

機 構・ 利 用 の ３ つ の 観 点 か ら 分 析 を 行 う。 水 利 用 空 間 の 研 究 方 法 に

は、 丹 後 半 島 の 集 落 を 事 例 に 地 形 構 造 の 分 析 か ら 集 落 に お け る 水 利

用 形 態 ま で 分 析 し た 三 好 ら
37）

や 三 品 ら
38)

の 研 究 の よ う に 集 落 に お

け る 水 利 用 形 態 を 分 析 し た も の や、 佐 賀 を 対 象 に 城 下 町 に お け る 都

市 の 立 地 形 態 か ら 水 利 用 形 態 ま で 分 析 し た 後 藤 ら
39)

の 研 究 な ど で も
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同 様 に、 水 の あ り よ う を 決 め て い る 立 地 的 観 点、 利 用 す る に あ た っ

て の 都 市 と 水 と の 関 係 を 構 築 し て い る 機 構 的 観 点、 生 活 文 化 を 築 き

上 げ て い る 利 用 的 観 点 の ３ つ の 観 点 か ら 分 析 さ れ て い る。 庭 園 池 泉

と都市との関係を分析するにあたっても（１）立地からの観点、（２）

水 を ど の よ う に 制 御 し て い る か と い う 機 構 か ら の 観 点、 ま た（ ３）

生 活 に ど の よ う に 利 用 し て い る か と い う 利 用 か ら の 観 点 の ３ つ の 観

点から分析することが必要である。

　 こ れ ら ３ つ の 観 点 は、 庭 園 が 宗 教 や 思 想 の 世 界 観 を 庭 園 空 間 と し

て 具 現 化 す る 過 程 の 中 で、 物 理 的 に 庭 園 空 間 を 規 定 し て い る 要 素 を

分 析 す る 上 で 重 要 な 観 点 と い え る。 そ れ は、 こ の ３ つ の 観 点 が い わ

ばスケールと対応関係にあるからである。つまり、（１）の立地から

の 観 点 と は、 地 形 や 都 市 構 造 と い っ た 都 市 域 の 面 的 な ス ケ ー ル か ら

の観点であり、（２）の機能からの観点は、都市の中でも水系インフ

ラといった線的なスケールからの観点であり、（３）の利用からの観

点 は、 建 築 か ら の 利 用 や 歩 行・ 休 息 と い っ た 人 間 の 行 動 に 基 づ い た

点 的 な ス ケ ー ル か ら の 観 点 と い え る。 こ の よ う に 本 研 究 は、 庭 園 空

間 意 匠 全 般 を 扱 う も の で は な く、 と り わ け 都 市 と 庭 園 の 関 係 か ら 規

定 さ れ て い る 意 匠 に つ い て、 そ れ ぞ れ 異 な る 観 点・ ス ケ ー ル か ら 分

析するものである。以下にそれぞれの観点について説明する。

（１）立地

　 立 地 と は、 土 地 を ど の よ う に 利 用 し て い る か と い う こ と で あ り、

都 市 も 庭 園 も、 程 度 の 違 い は あ り な が ら も 大 地 と 関 係 し な が ら 存 在

し て い る。 庭 園 と い う 閉 じ ら れ た 性 格 を 持 つ 空 間 に お い て も、 ど

の よ う に 立 地 環 境 と 関 係 し て い る か を 明 ら か に す る こ と は 重 要 で あ

る。 篠 沢 (1995) は「 京 都 の 日 本 庭 園 の 様 式 は、 土 地 自 然 条 件 と 密

接 に 関 連 し て お り、 そ の 変 化 に は 土 地 自 然 条 件 を 克 服 す る 土 木 技 術

や 文 化 の 伝 播、 発 想 の 転 換 が 関 与 し て い た 」 と 指 摘 し
40）

、 京 都 の 日

本 庭 園 の 様 式 お よ び そ の 発 達 に お い て、 立 地 環 境 お よ び 発 展 さ せ る

ための技術が必要であったことを指摘している。

　 こ の よ う に 元 来 か ら も つ 場 所 性 が 重 視 さ れ る ア ジ ア 文 化 圏 に お い

て は、 庭 園 デ ザ イ ン の 研 究 に お い て も 場 所 性、 立 地 か ら の 理 解 が 重

要である。

（２）機構

　 近 世 以 前 の 都 市 部 に お い て 庭 園 池 泉 と し て 水 を 利 用 す る 上 で は、

自 然 水 系 を 制 御 し た 水 系 イ ン フ ラ と 関 係 し て く る。 小 石 川 後 楽 園 を

対 象 と し た 研 究 で 指 摘 さ れ て い る よ う に
12)

、 庭 園 池 泉 が 洪 水 調 整 機



19池泉意匠からみる都市環境と庭園意匠の相互関係に関する研究 
｜序章｜

序
章

能 を も っ て い た と す る 考 え 方 も 提 示 さ れ て い る が、 都 市 に お い て 最

も 重 要 な 要 素 の １ つ で あ る 水 系 イ ン フ ラ の 構 造 や 機 能 性 を 担 保 し な

が ら ど の よ う に 庭 園 池 泉 へ 導 水 す る の か、 さ ら に は そ の 利 用 や 管 理

形 態 に 通 ず る 水 系 の 配 水 機 構 と の 関 係 が 重 要 に な っ て く る と 考 え ら

れ る。 公 園 と 並 木 の あ る 街 路 と が 一 体 化 し た パ ー ク シ ス テ ム の よ う

に、 庭 園 群 も 水 を 介 す こ と で 都 市 の 水 系 と 一 体 と な っ た シ ス テ ム と

して捉えることで、デザインを生む要因となると本研究では考える。

（３）利用

　 都 市 生 活 と の 関 係 の 中 で ど の よ う に 庭 園 が 使 わ れ て き た の か、 都

市 生 活 と の 関 係 か ら 庭 園 デ ザ イ ン の あ り 方 を 明 ら か に す る 必 要 が あ

ると考える。

　 近 代 以 降、 大 き な 庭 園 が 公 共 へ 開 放 さ れ 公 園 化 さ れ る 傾 向 が 強 ま

る 中、 そ の 利 用 形 態 は 大 き く 変 わ り、 庭 園 と し て の 利 用 の 下 に 成 立

し て い た 意 匠 や 形 態 は 形 骸 化 し て い く 問 題 が 生 じ て い る。 都 市 生 活

の 中 で の 公 園 の あ り 方 と 庭 園 の あ り 方 は 異 な り、 そ れ に 対 応 す る 空

間 形 態 も 大 き く 異 な る。 都 市 生 活 に お け る 庭 園 利 用 の あ り 方 を 理 解

す る 事 は、 庭 園 デ ザ イ ン を 真 に 理 解 す る こ と で も あ る。 庭 園 は、 絵

画 や 彫 刻 と 異 な り、 人 間 の 日 常 生 活 の 中 で 成 熟 す る 芸 術 で あ る。 特

に 日 本 の 庭 園 は、 庭 の 中 に 人 間 生 活 の 情 緒 や 感 慨 と い っ た 感 情 的 表

現 の ほ か に、 明 晰 な 主 智 的 表 現 も 同 時 に み せ、 実 際 の 人 間 が 経 験 し

て い る 生 活 そ の も の を 基 本 と し て い る と 言 わ れ て お り
41）

、 生 活 利 用

の観点から庭園デザインを捉える必要がある。

4 -3 . 庭園水系の時代的変遷に関する概観

　 庭 園 池 泉 と 一 言 で 言 っ て も、 実 は そ の 水 を ど の よ う に 引 き 入 れ 排

水 し て い る か は、 庭 園 文 化 毎 に 異 な る。 こ れ ま で の 研 究 で は、 そ れ

ぞ れ の 文 化・ 時 代 毎 に 池 泉 の デ ザ イ ン 形 態 や 思 想 な ど に つ い て は 考

察 が 行 わ れ て き た。 し か し、 庭 園 が 庭 園 と い う ひ と つ の 閉 じ ら れ た

系 の 外 と ど の よ う に 連 続 し て い た の か を 庭 園 の 水 源 と 排 水 に 着 目 し

て 時 代 毎 に 整 理 さ れ て こ な か っ た。 各 時 代 に お け る 庭 園 と そ の 取 水

お よ び 排 水 形 態 を み る と、 以 下 の よ う に 自 然 水 系 か ら 都 市 型 水 系 へ

と変遷していることがわかる。

4 -3 -1 . 庭園池泉の起源

　 日 本 で は、 三 重 県 上 野 市 に あ る 城 之 越 遺 跡 で、 ３ つ の 湧 水 が 合 流

し た 大 溝 の あ る 遺 跡 が み つ か っ て い る
15）

。 自 然 水 系 で あ る 湧 水 を 利

用した庭園池泉といえる。
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4 -3 -2 . 既存の水系・地勢を利用した庭園池泉

（１）井戸や湧水のある場所に成立した飛鳥時代の庭園池泉

　 飛 鳥 時 代 の 庭 園 は、 庭 園 池 泉 は 池 底 の 井 戸 を 水 源 と し た と み ら れ

る。 一 方 排 水 は、 余 剰 水 を 木 樋 に よ り 排 水 す る シ ス テ ム が す で に 成

立 し て い た。 造 園 意 匠 も 韓 国 の 造 園 手 法 と 指 摘 さ れ て お り、 庭 園 の

水系システムも朝鮮からの伝来したとも考えられている
15）

。

（２）自然の谷地形や河床地形を利用した奈良時代の庭園池泉

　奈 良 期 の 庭 園 に お い て は 建 築 と の 関 係 よ り 立 地 性 が 庭 の 成 立 に 大

き く 影 響 し て お り、 旧 水 路・ 谷 筋・ 古 墳 周 濠 な ど に 立 地 す る
18）

。 池

尻 ま た は 谷 筋 の 途 中 に 堰 を 設 け た 佐 紀 池 や、 元 河 川 の 蛇 行 し た 河 床

地 形 を 利 用 し た 平 城 京 左 京 三 条 二 坊 六 坪 の 曲 水 的 園 池 遺 跡 な ど が そ

の 例 で あ る
27）

。 排 水 に は 樋 が 用 い ら れ、 池 底 よ り 木 樋 で 抜 く 方 法 お

よび石溝より溢流する方法の双方がみられるという
27）

。

（３）自然水系をより高度に制御した平安時代の庭園池泉

　 平 安 時 代・ 京 都 の 庭 は、 京 都 盆 地 に 豊 か な 伏 流 水 や 河 川 の あ る 地

勢 を 利 用 し、 湧 水 や 河 川 水 を 引 き 込 ん で 庭 園 池 泉 が 造 ら れ、 主 に 公

家 の 寝 殿 造 系 邸 宅 か ら 鑑 賞 さ れ た と さ れ て い る
4）

。 元 よ り あ る 水 系

や 地 勢 を 生 か し な が ら 庭 園 が 造 営 さ れ て い る。 例 え ば 大 沢 池 は、 北

方の山峡より流出する細流を堰き止めて造られた庭園池泉である。

4 -3 -3 . 湧水の引き込みによる庭園池泉の造営

（１）山裾の湧水を引き込んだ鎌倉時代・京都の庭園池泉

　 鎌 倉 時 代 に、 京 都 盆 地 の 地 下 水 位 が 低 下 し た こ と か ら、 平 地 部 で

の 庭 園 へ の 水 の 取 り 込 み が 難 し く な り、 山 裾 で 湧 水 が 得 や す い 立 地

で 庭 園 が 発 達 す る こ と と な っ た
4）

。 平 安 京 郊 外、 西 は 嵐 山、 東 は 比

叡 山 の 山 際 で 湧 水 を 得 ら れ る 立 地 に、 懸 樋 で 引 き 込 み、 庭 園 池 泉 が

つくられた。

（２）導水路・排水路もデザインされた一乗谷庭園群の庭園池泉

　 一 乗 谷 庭 園 で は 湧 水 が 使 わ れ て い た が、 導 水 路 や 排 水 路 も 庭 園 の

一 部 と し て 積 極 的 に デ ザ イ ン さ れ た こ と が 知 ら れ て い る
30)

。 義 景 館

跡 庭 園 の 東 側 で 発 掘 さ れ た 導 水 路 で は、 溝 の 側 石 に は 玉 石 と 笏 谷 の

切 石 が 使 わ れ て お り、 ま た 導 水 路 に 沿 っ て 飛 石 段 が あ っ た と さ れ、

と こ ろ ど こ ろ に 飛 石 が 残 っ て い た。 ま た 一 方 で、 池 尻 か ら の 排 水 溝

は遣水風に作られ、護岸には一部海石の安島石が使われていた
30）

。

4 -3 -4 . 江戸期に発達する用水路網の武家屋敷街区への取り込み

（１）生活用水路網を町屋と武家屋敷に引き込んだ秋月の庭園池泉

　福岡県甘木市にある秋月は、野鳥川を源流とする主に飲料水の他、
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日 常 生 活 用 水 に 使 わ れ た 水 路 を 引 き 込 ん だ 庭 園 池 泉 が 町 屋 お よ び 武

家 屋 敷 で み ら れ る
7）

。 町 屋 地 区 の 庭 園 池 泉 は、 町 家 の 主 屋 の 裏 側 を

流 れ る １ 本 の 水 路 か ら そ れ ぞ れ 庭 園 池 泉 へ 水 を 引 き 込 ん で い る が、

武家屋敷地区では庭園池泉毎に引き込む水路は異なる。 

（２）大造成による水路網整備と水路を引き込んだ神代小路庭園池泉

　 長 崎 県 国 見 町 に あ る 神 代 小 路 は、 み の つ る 川 を 源 流 と す る 水 路 か

ら 引 き 込 ん だ 水 を 用 い る 庭 園 池 泉 が 武 家 屋 敷 で み ら れ る。 神 代 鍋 島

家 ４ 代 嵩 就 は、 城 の 西 側 を 流 れ る 川 の 流 路 を 変 え て 外 堀 と し、 内 側

の 深 田 を 埋 築、 現 在 の 武 家 屋 敷 群 が 残 る 小 路 地 区 を 造 成 し た
6）

。 武

家 屋 敷 地 区 内 の 道 路 沿 い を 流 れ る 水 路 か ら 引 き 込 ん だ 池 泉 が み ら

れ、現在１１の庭園が現存する
31）

。

（4）庭園専用水路網の発達する松代

　 長 野 県 松 代（ 扇 状 地 ） に あ る 武 家 屋 敷 庭 園 群 に は 泉 水 路 と よ ば れ

る 庭 園 専 用 の 水 路 が 設 け ら れ、 庭 園 池 泉 が 数 珠 つ な ぎ に 構 成 さ れ て

い る。 庭 園 池 泉 は、 主 に 生 活 に 使 わ れ、 食 用 の 鯉 を 飼 っ た り、 食 器

洗 い、 洗 面、 農 用 水、 防 火 用 水、 下 水、 散 水、 雪 落、 遊 水 池 な ど に

使われた
9)

。

4 -3 -5 . 江戸から明治期の私設水道による庭園造営

（１）私設公共水道を引き込んだ諸戸氏庭園の庭園池泉

　 三 重 県 桑 名 に あ る 諸 戸 水 道 は、 諸 戸 清 六 に よ り 造 ら れ た 公 共 水 道

で あ る が、 こ の 水 道 の 末 端 に は、 諸 戸 氏 庭 園 が あ り、 敷 設 し た 水 道

の 水 を 使 っ た 庭 園 池 泉 が あ る
32）

。 庭 園 池 泉 の 水 源 と し て 諸 戸 水 道 が

使われたが、揖斐川の水も使われていたとされている
33）

。

（２）庭園専用水道が敷設された古稀庵の庭園池泉

　 一 方、 小 田 原 に あ る 明 治 40 年 (1907 ) 山 縣 有 朋 に よ り 造 営 さ れ

た 古 稀 庵 は、 水 源 を 荻 窪 堰 と よ ば れ る 江 戸 時 代 に 造 ら れ た 用 水 路 に

求 め、 風 祭 と よ ば れ る 場 所 に 水 源 池 と 古 稀 庵 ま で に 山 縣 水 道 が 敷 設

され、庭園池泉へ流された
34）

。

4 -3 -6 . 複雑な庭園水系を形成した琵琶湖疎水庭園群

　 琵 琶 湖 疎 水 庭 園 群 は、 京 都 東 山 の 山 裾 に 立 地 し 基 本 的 に 庭 園 利 用

を 主 と し た 水 系 に 付 随 し た 庭 園 池 泉 で、 別 荘 と し て 利 用 さ れ て い

る。住友財閥を造った住友春翠や野村得庵、三菱財閥の岩城弥太郎、

別 荘 を 建 て 水 利 権 を 買 っ て、 疎 水 か ら 水 を 引 き 庭 園 池 泉 を 造 営 し た
10）

。 疎 水 は、 分 岐 を 繰 り 返 し 複 雑 な 水 路 網 を つ く り な が ら 庭 園 池 泉

に 取 り 込 ま れ、 ま た 庭 園 池 泉 か ら 出 た 水 は、 街 路 脇 な ど を 通 り 抜 け

再び庭園池泉へ取り込まれる。
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4 -3 -7 . まとめ

　 以 上 の よ う に こ れ ま で の 既 往 研 究 か ら、 庭 園 池 泉 の 水 の 引 き 込 み

形 態 の 変 遷 を 確 認 し た。 奈 良 時 代・ 平 安 時 代・ 鎌 倉 時 代 に お い て は

立 地 に 依 存 し、 河 川 跡 や 湧 水 が 湧 出 す る 場 所、 河 川 か ら 水 を 引 き 込

み、 庭 園 池 泉 と し て い た こ と が わ か る。 江 戸 期 に 入 り、 用 水 路 が 設

け ら れ る と、 用 水 路 網 の 水 を 引 き 込 ん だ 庭 園 池 泉 が み ら れ る よ う に

な り、 分 水 や 排 水 機 構 な ど を 伴 っ た 庭 園 と 水 路 が 一 体 的 な 水 系 シ ス

テ ム が 構 築 さ れ る よ う に な る こ と が わ か る。 明 治 期 に 入 る と、 私 有

水 道 に よ り 庭 園 池 泉 へ 導 水 す る 例 や、 琵 琶 湖 疎 水 に よ る 大 規 模 な 庭

園池泉水系が造られたことがわかる。

4 -4 . 先行研究に見られる研究手法の概観

　 都 市 と 庭 園 池 泉 の 双 方 を 同 時 に 扱 う 既 往 研 究 は 多 く は な い が、 以

下のような研究に分析方法の工夫がみられる。

　 森 (1962） は、 平 安 京 寝 殿 造 系 庭 園 の 研 究 の 中 で、 文 献 や 絵 図

を デ ー タ と し て 平 安 時 代 に お け る 庭 園 デ ザ イ ン を 観 察 す る 手 法 を と

り、 ま た 近 年 の 地 盤 調 査 か ら 明 ら か に な っ た 地 質 図 と 平 安 京 に お け

る 庭 園 分 布 を 重 ね、 庭 園 の 立 地 形 態 に つ い て 明 ら か に す る 手 法 を 試

み て い る
4）

。 白 井 ら (1983） は、 江 戸 名 所 図 会 を 元 デ ー タ と し て 庭

園 池 泉 の 分 布 を 明 ら か に す る 方 法 を と り、 そ の 水 源 の 変 遷 を 明 ら か

にしている
5）

。

　 こ の よ う に 池 泉 庭 園 と そ の 水 源 や 立 地 に つ い て は、 当 時 の 絵 図 や

文 献 を 資 料 と す る 方 法 が み ら れ る が、 水 源 と な っ て い る 水 系 シ ス テ

ム と の 接 続 形 態 や、 意 匠 と の 関 係 に つ い て 言 及 す る 研 究 や 研 究 手 法

はみられない。

　 一 方、 松 代 や 秋 月、 小 幡 な ど で は 現 在 も 庭 園 お よ び 水 路 網 が 残 っ

て お り 庭 同 士 が 水 路 網 で 接 続 し 庭 園 水 路 網 を 形 成 し て い る こ と が 研

究 さ れ て い る が
35）

、 水 路 網 の 構 造 と 庭 園 デ ザ イ ン の 双 方 か ら 形 態 的

な 観 察 を 行 う 手 法 が 不 足 し て い る と 思 わ れ る。 一 方、 京 都 東 山 の 疎

水庭園
36）

に関しては、水路網の全体像と庭園池泉配置まで詳細に述

べ ら れ て い る が、 そ れ ぞ れ 個 別 の 記 述 に と ど ま っ て お り 今 後 そ の シ

ステムや意匠形態にまで迫る研究方法が必要かと思われる。

4 -5 . 本研究における分析方法

　 こ れ ま で の 個 々 の 庭 園 を 対 象 と し た 図 面 や 絵 図 や 文 献 か ら の 歴 史

研 究 や 意 匠 研 究、 技 術 研 究 が 行 わ れ、 一 方、 都 市 研 究 や 広 域 か ら の
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庭 園 研 究 は、 広 域 の 地 図 か ら 庭 園 の 分 布 な ど か ら 研 究 が 行 わ れ て き

た。 本 研 究 で は、 都 市 立 地、 都 市 機 構、 都 市 利 用 の そ れ ぞ れ の 事 象

や そ の 変 化 に 対 し て、 都 市 に あ る 庭 園 群 が ど の よ う に 空 間 構 成 や デ

ザ イ ン の 上 で 反 応 し て い る の か を、 都 市 か ら の 視 点 と 庭 園 か ら の 視

点 の 双 方 が 重 な り 合 う 部 分 を 見 つ け、 都 市 と 庭 園 の 関 係 を 探 る も の

である。

　 都 市 お よ び 庭 園 の 双 方 の 視 点 か ら 研 究 を 行 う に あ た っ て、 現 況 を

実 地 調 査 お よ び 実 測 調 査 す る。 し か し、 多 く の 場 合、 造 営 さ れ た 当

時 の 水 路 や 庭 園 の 形 態 か ら は 改 変 ま た は 消 失 し て い る ケ ー ス が 多

い。 庭 園 と 都 市 の 間 の 関 係 性 を で き る だ け 正 確 に 分 析 す る 上 で は、

造 営 時 に 近 い 資 料 か ら 水 路 や 庭 園 の 形 態 を 客 観 的 に 扱 う 必 要 が あ

る。

4 -5 -1 . 研究対象地

　 本 研 究 に お い て、 ア ジ ア 庭 園 文 化 圏 の 中 に お い て 立 地・ 機 構・ 利

用 の そ れ ぞ れ の 観 点 に 対 し て 特 徴 的 な 庭 園 群 の あ る 都 市 を 研 究 対 象

地として選出した。選出するにあたって以下の点に留意した。

（１）必要条件

・池泉庭園が１都市内に多数存在する

・水系および庭園が残存または資料が残存（入手可能）している

（２）選定要素

・過去の地図の有無

・庭園池泉数

・都市水系の残存状況

・都市水系の用途

・庭園の残存状況

・生活風景のわかる絵図の有無

・生活のわかる池際遺構の有無

　 上 記 の 点 に 留 意 し ３ つ の 観 点 か ら の 分 析 を 行 う の に ふ さ わ し い 対

象 を 選 出 す る 必 要 が あ る が、 い ず れ の 対 象 都 市 に お い て も、 網 羅 的

資 料 の 欠 如 や 実 証 可 能 な 現 存 庭 園 の 現 存 状 況 の 不 十 分 さ か ら、 ３ つ

の 観 点 の す べ て の 分 析 に ふ さ わ し い 一 都 市 を み つ け る こ と は 難 し

い。 そ こ で 本 研 究 で は、 そ れ ぞ れ に お い て 特 徴 的 で ほ ぼ 同 時 代 の ３

都 市 を 抽 出 し た。 都 市 立 地 か ら の 観 点 と し て は、 特 に 地 形 構 造 に 注

目 し 地 勢 が 豊 か で 同 時 代 に 1,000 以 上 の 池 泉 を も つ 江 戸 を 対 象 と す

る。 ま た 都 市 機 構 か ら の 観 点 と し て、 江 戸 期 に 造 営 さ れ た 庭 園 を 含

む 水 路 網 が 現 存 す る 都 市 に 注 目 し 池 泉 を も つ 複 雑 な 都 市 水 路 網 の あ
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る 甘 楽 町 小 幡 を 対 象 と す る。 都 市 利 用 の か ら の 観 点 で は、 特 に 庭 園

建 築 の 利 用 に 注 目 し 池 ま わ り に 庭 園 宴 遊 機 能 が 展 開 し た 清 代 の 中 国

蘇州庭園を対象地とする。

4 -5 -2 . 地図・絵図資料のデジタル化

　 本 研 究 で は、 都 市 お よ び 庭 園 が 描 か れ た 古 地 図 や 絵 図 を 用 い る 場

合 も、 描 か れ た 表 現 的 内 容 は 尊 重 し つ つ、 現 存 す る 都 市 資 料 や 庭 園

空 間 を 参 照 し な が ら 復 元 し、 で き る 限 り 客 観 的 な 図 面 と し て 扱 え る

方 法 を と る。 こ う し た 現 代 の 都 市 の 根 底 の 文 脈 を 読 み な が ら 実 地 調

査 を し て 作 成 し た 復 元 図 か ら 都 市 を 分 析 す る 方 法 は、 都 市 形 成 史 を

研 究 す る 上 で の 一 般 的 手 法 と し て 陣 内 に よ り 紹 介 さ れ て き た が
42）

、

本 研 究 で は さ ら に 次 の よ う な デ ジ タ ル 情 報 化 に よ り そ の 精 度 を 高 め

る研究方法として採用する。

（１）古地図・図面の修歪図作成

　 研 究 対 象 都 市 の 古 地 図 や 庭 園 の 図 面 が 残 っ て い る も の に つ い て

は、 古 地 図 か ら 庭 園 の 位 置 や 都 市 構 造 に つ い て 把 握 す る。 古 地 図 や

図 面 は、 通 常 絵 図 に 近 い も の で あ る た め、 当 時 の 概 略 を 理 解 す る こ

と に は 有 効 で あ っ て も、 正 確 な 数 量 を 分 析 す る た め に は、 そ の ま ま

用 い る こ と が で き な い。 本 研 究 プ ロ セ ス で は 古 地 図 を 現 代 の 測 量 地

図 を 重 ね 合 わ せ、 画 像 処 理 ソ フ ト Adobe  Pho to shop  CS4 を 使 い、

歪 み を 補 正 し 正 確 な 地 図 画 像 に す る。 そ の 上 で、AutoCAD  2010

な ど の ソ フ ト を 利 用 し 各 要 素 を CAD デ ー タ 化 す る こ と で、 こ れ に よ

り、 池 の 大 き さ や 水 路 の 総 延 長 等 の 定 量 的 な デ ー タ が 得 ら れ る 資 料

と し て 準 備 す る。 ま た 古 地 図 に 記 載 さ れ て い る 情 報 と 現 況 と の 違 い

を 把 握 す る こ と が 可 能 と な り、 こ の デ ジ タ ル 化 し た 図 か ら、 要 素 を

抽出し、他の地図と重ね合わせる分析も可能となり、要素毎の比較・

検討ができる（図 0-1）。

（２）絵図

　 絵 図 は、 人 の 動 き や 利 用 形 式 を 把 握 す る こ と が で き る た め、 当 時

の 庭 園 や 都 市 の 利 用 形 態 を 明 ら か に す る 上 で は 重 要 な 資 料 で あ る。

分 析 対 象 と し て 抽 出 し た 部 分 に つ い て は、 絵 図 に 描 か れ て い る 人 な

ど を 参 考 に し な が ら ス ケ ー ル を 把 握 し、CAD 化 お よ び ス ケ ッ チ ア ッ

プ３次元データを作成し、分析を行う（図 0-2）。

4 -5 -3 . 現地調査・測量調査

（１）実測調査

　 現 状 で は 多 く の 都 市 で、 水 路 網 お よ び 庭 園 が 消 失 ま た は 改 変 さ れ

ている場合が多いが、造営当時の様子が伺える遺構が残存しており、
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現 在 も 水 が 造 営 当 時 に 近 い ル ー ト で 流 れ て い る 都 市 を、 本 研 究 で は

対 象 地 と す る。 上 記 の 古 地 図・ 絵 図 と 現 況 測 量 図 と の 比 較 か ら 当 時

の 庭 園 や 水 路 に 近 い と 考 え ら れ る 部 位 に つ い て は、 現 地 で 実 測 調 査

を行い現況把握を行い、絵図や古地図から得られた図面を補足する。

詳 細 な レ ベ ル 出 し や 位 置 出 し が 必 要 な 場 合 は、 ト ー タ ル ス テ ー シ ョ

ン や オ ー ト レ ベ ル を 利 用 し て 測 量 す る。 ま た 距 離 や 構 造 物 の 高 さ な

ど は メ ジ ャ ー を 使 い 測 量 を 行 い、 各 構 成 要 素 や 空 間 形 態 を 立 体 的 に

把握する。

（２）ヒアリング

　 水 路 や 庭 園 の 管 理・ 運 営 方 法 や 改 修 の 有 無 な ど に つ い て は、 庭 園

の 持 ち 主 や 管 理 者 に 適 宜 ヒ ア リ ン グ を 行 い、 そ の 実 態 を 把 握 す る。

ま た 庭 園 管 理 者 に も 庭 園 管 理 上 の 問 題 や 解 決 方 法 に つ い て ヒ ア リ ン

グを行い、今後の庭園保全に向けた課題を把握する。

図 0-1 . 古地図の補正および CAD 化

図 0-2 . 絵図の３D 化による空間把握

原図 CAD 化現在の測量地図との
重ね合わせによる補正

原図 3D 化
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５. 本研究の構成

　 本 研 究 で は、 庭 園 池 泉 に 注 目 し て、 空 間 デ ザ イ ン 的 な 観 点 か ら、

庭園と都市の間にある関係を具体的に明らかにするものである。

　 第 １ 章 で は、 都 市 と 庭 園 の 背 後 に あ る 立 地 環 境 に 着 目 し、 各 庭 園

池 泉 が 都 市 の ど の よ う な 場 所 に 立 地 し て い る の か 明 ら か に し た 上

で、 各 庭 園 池 泉 の 立 地 環 境 が 各 庭 園 空 間 構 成 や デ ザ イ ン に ど の よ う

に影響しているのか明らかにする。

　 ま た 第 ２ 章 で は 庭 園 池 泉 へ の 分 水 機 構 に 注 目 し、 各 庭 園 池 泉 へ の

安 定 的 な 配 水 を 可 能 と し て い る 都 市 水 路 形 態 を 明 ら か に し た 上 で、

そ れ ぞ れ の 庭 園 で ど の よ う に 都 市 イ ン フ ラ 機 能 と 庭 園 デ ザ イ ン を 両

立させているのかを明らかにする。

　 第 ３ 章 で は、 庭 園 池 泉 の 水 際 空 間 と そ の 利 用 形 態、 特 に 水 際 の 建

築 利 用 形 態 に 注 目 し、 都 市 水 系 に お け る 生 活 様 式 の 展 開 と 同 時 代 の

庭 園 池 泉 と 池 泉 際 の 建 築 デ ザ イ ン 様 式 と の 間 に 現 れ た 関 係 を 具 体 的

に明らかにする。

　 最 後 に、 第 ４ 章 に お い て、 第 １ 章 か ら 第 ３ 章 ま で の 結 論 を 総 括 す

るとともに、今後の庭園のあり方に向けたについて検討する。

図 0-3 . 研究の構成

序章

第１章

都市立地を反映する

庭園池泉デザイン

第２章

インフラとしての水路網と

庭園池泉デザイン

第４章

考察および

まとめ

第３章

水際利用形態と

庭園池泉デザイン

【利用】

点的視点

【立地】

面的視点

【機構】

線的視点
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1 . 背景と目的

　 本 章 で は、 都 市 と 庭 園 双 方 の 背 後 に あ る 地 形 や 水 系 に 着 目 し、 都

市 の 立 地 条 件 が 池 泉 デ ザ イ ン と ど の よ う に 関 係 し て い る の か 明 ら か

にすることを目的とする。

　 庭 園 は 思 想 や 個 々 の 意 志 に よ り そ の デ ザ イ ン が 決 定 さ れ る だ け で

な く、 庭 園 が 立 地 す る 環 境 に よ っ て も そ の デ ザ イ ン は 異 な る。 進 士

（1987） は 庭 園 の 特 徴 を 決 め る も の と し て、 ① 土 地 と 自 然 風 土、 ②

人 間 の 意 思 や 思 想、 ③ 庭 園 を 実 現 す る た め の 経 済 的 社 会 的 技 術 的 基

盤 と し、 庭 園 の 世 界 観 を つ く り あ げ る 思 想 や 意 志 だ け で な く、 庭 園

の 立 地 す る 環 境 や 社 会 的 基 盤 の 庭 園 デ ザ イ ン に お け る 重 要 性 に つ い

て 指 摘 し て い る
1)

。 例 え ば 京 都 の 庭 園 で は、 思 想 や 意 志 以 上 に 地 勢

に よ っ て そ の 分 布 お よ び デ ザ イ ン が 変 化 し て い っ た。 平 安 時 代 は、

京 都 盆 地 の 中 央 部 の も と も と 扇 状 地 伏 流 水 の 湧 水 や 池 沼 が で き や す

い 立 地 に 寝 殿 造 系 庭 園 が 分 布 し て い た
2)

。 し か し 地 下 水 位 の 低 下 と

と も に、 山 裾 で 湧 水 が 得 や す い 立 地 に 庭 園 の 分 布 が 移 動 し、 一 方 で

水を全く利用しない枯山水が登場する。

　 こ れ ま で、 都 市 構 造 と 庭 園 デ ザ イ ン の 関 係 に つ い て は、 様 々 な 既

往研究がみられる。篠沢（1995）は具体的に京都を事例として庭園

デ ザ イ ン と 立 地 と の 関 係 を
3)

、I . マ ク ハ ー グ が オ ー バ ー レ イ に よ り

環 境 把 握 す る 手 法 を 用 い て、 土 地 自 然 条 件 図 と 庭 園 様 式 毎 の 分 布 図

を 重 ね 合 わ せ、 庭 園 様 式 と 土 地 自 然 特 性、 技 術 の 関 連 を 示 し、 都 市

構造と庭園の配置の関係について指摘している。一方、宮元 (2007)

は、 鎌 倉 の 庭 園 を 網 羅 的 に 研 究 し、 鎌 倉 の 庭 園 を 日 本 庭 園 の 中 で も

特 有 の ス タ イ ル と し て 鎌 倉 型 庭 園 と 位 置 づ け、 各 庭 園 敷 地 内 の 立 地

条 件 と 庭 園 デ ザ イ ン と の 関 係 に つ い て 指 摘 し て い る
4)

。 し か し な が

ら、 い ず れ の 研 究 も 都 市 構 造 全 体 に 対 す る 庭 園 の 分 布、 さ ら に そ の

分布と庭園デザインとの関係までは言及されていない。

　 一 方、 借 景 庭 園 で は 都 市 に お け る 庭 園 の 立 地 と 庭 園 デ ザ イ ン が 深

く関係している。庭園と借景との位置関係を断面から分析した研究
5)

や、 さ ら に ３ 次 元 モ デ リ ン グ な ど を 利 用 し て、 借 景 と 庭 園 の 空 間 構

成 と の 関 係 に ま で 指 摘 さ れ て い る
6)7)

。 こ う い っ た 借 景 庭 園 は、 都 市

に 対 す る 視 点 場 と 位 置 づ け る こ と が で き、 眺 望 可 能 で あ る と い う 庭

園 の 立 地 条 件 が 庭 園 デ ザ イ ン に 活 か さ れ た 結 果 と い え る。 都 市 構 造

と庭園デザインが密接に関係する一例である。

　 さ て、 庭 園 を 多 く も つ 都 市 に お い て、 近 年、 代 表 的 な 大 規 模 な 庭
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園 の み 残 存 し、 そ の 他 の 小 規 模 な 庭 園 池 泉 な ど は 消 失 し て し ま い、

そ の 都 市 に お け る 特 殊 な 庭 園 の み が 保 全 さ れ て い る 現 状 に あ る。 そ

の た め、 各 都 市 に お け る 庭 園 池 泉 の 特 徴 の 全 体 像 を 十 分 に 把 握 す る

こ と が で き な い。 同 様 に、 残 存 す る 代 表 的 な い く つ か の 庭 園 の み を

挙 げ て 研 究 し、 対 象 都 市 に お け る 庭 園 の 全 体 像 を 見 い だ す こ と は 難

し い。 一 方、 庭 園 が 図 示 さ れ た 古 地 図 な ど を 使 う こ と で、 網 羅 的 に

庭 園 池 泉 を み る こ と で、 各 都 市 に お け る 庭 園 デ ザ イ ン の 特 徴 を 把 握

することが出来る。

　 本 章 で は、 庭 園 池 泉 の 都 市 に お け る 立 地 形 態 と 庭 園 池 泉 デ ザ イ ン

と の 関 係 を、 庭 園 意 匠 ま で 詳 細 に 描 か れ た 古 地 図 を 用 い て 網 羅 的 に

把 握 し、 そ の 上 で そ れ ぞ れ の 敷 地 に お け る 庭 園 池 泉 の 立 地 条 件 と 空

間構成要素との関係を明らかにすることを目的とする。

　 分 析 に あ た っ て は、 都 市 内 の 庭 園 池 泉 の 分 布 と 都 市 構 造 と の 関 係

を 把 握 し、 そ の 上 で そ れ ぞ れ の 庭 園 池 泉 の 立 地 環 境 と 庭 園 池 泉 デ ザ

イ ン の 関 係 を 明 ら か に す る。 庭 園 池 泉 の 分 布 と 都 市 構 造 の 関 係 を 把

握 す る 上 で は、 双 方 の 背 後 に あ る 地 形 や 水 系 と い っ た 要 素 と の 関 係

を 把 握 し た 上 で 分 析 す る。 ま た、 都 市 構 造 が 変 化 す る こ と で 庭 園 池

泉 の 分 布 に 影 響 が あ る も の と 考 え ら れ、 都 市 構 造 の 変 遷 か ら も 分 析

する。これらの分析を通して、各庭園池泉における地形や水系といっ

た 立 地 条 件 と 庭 園 池 泉 を 構 成 す る 築 山 や 島 と い っ た デ ザ イ ン 構 成 要

素 や 池 の 形 と の 関 係 を 明 ら か に し、 同 一 都 市 内 に お い て も 立 地 条 件

に 応 じ て 立 地 特 有 の 庭 園 池 泉 デ ザ イ ン が 表 出 し て い る こ と を 明 ら か

にする。
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2 . 研究の方法

2 - 1 . 研 究 対 象 地 の 選 定

　 本 章 で は、 庭 園 池 泉 の 都 市 に お け る 立 地 形 態 と 庭 園 池 泉 デ ザ イ ン

と の 関 係 を 明 ら か に す る に あ た り、 台 地 か ら 海 ま で あ る 豊 富 な 地 勢

を も つ 都 市 に 1000 を 超 え る 庭 園 が 存 在 し、 ま た 往 時 の 庭 園 の 構 成

要素が把握できる測量地図がある江戸を対象とする。

　 江 戸 は、 武 蔵 野 台 地 か ら 沖 積 低 地 そ し て 海 ま で を も つ 豊 か な 地 勢

を 活 か し た 都 市 で あ る。「 一、 二 百 坪 の 小 宅 か ら、 千 坪 を こ え る よ

う な 屋 敷 に い た る ま で、 庭 園 を 設 置 し な い も の は な く 」 と 指 摘 さ れ

て お り
8）

多 数 の 庭 園 を も ち、 庭 園 の 立 地 形 態 と 都 市 構 造 の 関 係 を 把

握 す る 対 象 と し て ふ さ わ し い。 現 在、 江 戸 期 の 町 や 庭 園 は、 そ の ほ

ど ん ど が 残 存 し て い な い も の の、 切 絵 図 と い っ た 地 図 や 名 所 図 会 と

い っ た 絵 な ど の 資 料 を 通 し て 当 時 の 都 市 像 を 把 握 す る 事 が 可 能 で あ

る。 さ ら に 明 治 16・17 年 に 測 量 さ れ 明 治 19 年 に 製 版 さ れ た 参 謀

本 部 陸 軍 部 測 量 局 の「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 で は、 江 戸 末 期 の 都 市

の 様 子 が 測 量 地 図 と し て 詳 細 に、 ま た 計 測 可 能 な 形 で 記 載 さ れ て お

り、正確に把握することができる。

　江戸の庭園は、「江戸期以前の日本の史的庭園意匠のほとんどが総

合 的 に 活 用 さ れ て い る こ と と 同 時 に、 空 間 構 成 技 術 の 多 様 性 と 完 成

度 の 高 さ 」 が 高 く 評 価 さ れ て い る
9)

。 浜 離 宮 庭 園 や 芝 離 宮 庭 園、 小

石 川 後 楽 園、 戸 山 荘 と い っ た 大 規 模 な 庭 園 が、 江 戸 の 海 際 か ら 台 地

ま で 多 数 造 営 さ れ、 ま た 実 用 的 に 幅 広 い 用 途 で 庭 園 空 間 が 使 わ れ る

よ う に な り、 江 戸 に お い て 庭 園 デ ザ イ ン の 可 能 性 が 広 が っ た と い え

る。

　 以 上 の 理 由 で 江 戸 を 研 究 対 象 に 選 定 し た が、 下 記 に そ の 要 旨 を ま

とめる。

（１）都市域内に海から台地までの地形を含み、様々な庭園デザイン

と立地との関係がある。

（２）庭園池泉の取水源として湧水・河川・海水・井戸水とその水源

が立地に対応して多様である。

（ ３） ほ ぼ 同 時 代 に 同 地 域 で 発 達 し た 庭 園 が 1000 以 上 の 庭 園 群 と

して存在する。

（４）大規模な庭園については、絵図や図面などの資料が豊富に存在

する。



34池泉意匠からみる都市環境と庭園意匠の相互関係に関する研究
｜第１章｜都市立地を反映する庭園池泉デザイン

第
１
章

2 - 2 . 研 究 対 象 地 の 概 要

2 - 2 - 1 . 江 戸 の 地 形

　 江 戸 に お け る 庭 園 池 泉 の 立 地 形 態 を 把 握 す る に あ た っ て は、 江 戸

の 地 形 構 造 を 把 握 す る 必 要 が あ る。 江 戸 は、 太 田 道 灌 の 時 代 に は 江

戸 湾 に 面 し た 海 側 の 沖 積 低 地 に 市 街 地 が 広 が っ て い た が、 徳 川 幕 府

に な っ て 以 降、 武 蔵 野 台 地 側 お よ び 隅 田 川 の 東 岸、 さ ら に 埋 立 に よ

り 海 側 に 市 街 地 が 広 が っ て い っ た。 明 暦 の 大 火 以 降、「 江 戸 東 京 は、

「山の辺」と「水の辺」の両方をとり込みながら都市空間を組み立て

て き た。」 と 指 摘 さ れ て い る
10)

よ う に、 武 蔵 野 台 地 の 突 端 に 城、 沖

積 低 地 に 下 町 の 町 人 地、 西 の 洪 積 台 地 に 武 家 屋 敷 と い う 構 造 が 形 成

さ れ た。 武 蔵 野 台 地 と 沖 積 低 地 は 入 り 組 ん だ 地 形 を 形 成 し て お り、

台地と低地の間には 10~30m 程度の崖線が広がる。崖線から湧水が

湧 出 し、 江 戸 を 流 れ る 神 田 川、 目 黒 川 や 渋 谷 川 な ど の 水 源 と な っ て

い る。 貝 塚（1979） は、「 江 戸 時 代 か ら、 水 害・ 震 害 な ど の 経 験 を

積 ん で い る が、 そ の 経 験 な ら び に 多 く の 研 究 か ら 知 ら れ た 自 然 の 性

状 が、 小 は 個 人 の 居 住 地 の 選 定 か ら、 大 は 東 京 の プ ラ ン ニ ン グ に ま

で 生 か さ れ て い る の で あ ろ う 」 と 指 摘 し
11)

、 江 戸 東 京 が、 地 勢 を 読

み 込 み な が ら 都 市 が 構 築 さ れ て き た こ と が わ か る。 江 戸 東 京 に み ら

れる地形には以下のものがある。

（１）台地（山の手）

　洪積台地または段丘。下町にくらべて２０m から４０m ほど高い。

山のようにみえるところもある（愛宕山、飛鳥山、道灌山、御殿山）。

ま た 台 の つ く 地 名 が 多 い。 江 戸 期 に は 武 家 屋 敷 が 広 が っ て い た。 上

野台地、本郷台地、小石川・目白台地、牛込台地、四谷・麹町台地、

赤 坂・ 麻 布 台 地、 芝・ 白 金 台 地、 豊 島・ 成 増 台 な ど が あ る。 淀 橋 台

や 荏 原 台 な ど は 比 較 的 高 い 台 地 面 で あ り、 形 成 時 期 が 古 く、 よ り 長

く浸食作用にさらされているため、斜面が急で谷が密になっている。

（２）沖積低地

　 東 京 低 地、 多 摩 川 低 地、 荒 川 低 地 な ど が あ り、 江 戸 期 に は 小 規 模

な屋敷や町屋が広がっていた。

（３）埋立

　江戸期には、幾度か埋立が行われた。茅原の埋立（徳川入国直後）、

外 島 の 海 岸、 日 比 谷 入 江（1603 年 以 降 ）、 隅 田 川 以 東・ 小 名 木 川 以

南 の 江 東 区 の 大 部 分 は、 埋 立 で あ る。1657 年（ 明 暦 3 年 ） の 大 火

の後の復興計画においても埋立が行われた。

2 - 2 - 2 . 江 戸 を 構 成 す る 屋 敷 群
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　 江 戸 の 庭 園 の 多 く は、 寺 社 ま た は 武 家 屋 敷 に 付 随 し て 造 営 さ れ た

が、 武 家 屋 敷 に は い く つ か の 種 類 が あ り、 そ の 種 類 に よ り 庭 園 の 規

模 が 異 な る こ と か ら、 江 戸 の 武 家 屋 敷 に つ い て も 把 握 す る 必 要 が

あ る。 内 藤 晶 (1978) に よ る と、 慶 応 元 年 の 江 戸 の 朱 引 地 の う ち、

63 .5% が 武 家 地、2.7 ％ が 寺 社、17 .8 ％ が 町 屋 で 構 成 さ れ て い た と

い わ れ て い る
12)

。 武 家 屋 敷 は、 上 屋 敷、 中 屋 敷、 下 屋 敷 に わ か れ、

そ れ ぞ れ 以 下 の よ う に 機 能 が 異 な っ て お り、 大 規 模 な 庭 園 の 多 く は

郊外にある下屋敷に造られた。

（１）上屋敷

　 藩 主 の 住 む と こ ろ で、 家 臣 の 住 む 長 屋 は も ち ろ ん、 学 問 所、 武 道

場などがある。

（２）中屋敷

　 屋 敷 が 火 災 な ど に 遭 っ た と き の 予 備 邸 で あ り、 手 狭 の と き に は 藩

主の家族が住んだり、嗣子（藩主となる子）が住む役割があった。

（３）下屋敷

　 国 許 か ら の 物 資 の 荷 揚 げ、 保 管、 他 の 藩 邸 へ の 食 糧・ 建 築 資 材 な

ど の 供 給、 そ し て 藩 主 家 族 の 別 邸、 遊 興 の 場 所。 庭 園 は 主 に 下 屋 敷

に 造 営 さ れ た。 庭 園 が 多 く 造 営 さ れ た こ の 下 屋 敷 は、 広 大 な 平 地 が

上屋敷・中屋敷を建てるために使われたため、江戸湾湊口、河岸地、

四 谷、 駒 込、 本 所 な ど の 江 戸 近 郊 な ど の 台 地 の 端 部 や 河 川 沿 い に 多

く立地した
13)

。

2 - 2 - 3 . 江 戸 の 庭 園

　江戸の庭園は、大きな池が大名庭園を性格づけている
14）

と言われ、

江 戸 の 庭 園 利 用 に つ い て は 既 に い く つ か の 指 摘 が さ れ て い る。 進 士

(1987) が 指 摘 す る よ う に 江 戸 の 庭 園、 そ れ ま で の 鑑 賞 本 位 の 庭 園

で あ る 以 外 に、 鴨 場、 馬 場 と い っ た レ ク リ エ ー シ ョ ン 空 間 や 信 仰 空

間、 社 交 空 間 な ど、 都 市 の 一 部 と し て 使 わ れ る よ う に な っ た
1)

。 田

中 正 大 は「 大 名 庭 園 は、 と く に 武 家・ 大 名 の 暮 ら し 全 体 に か か わ る

屋 外 の 装 置 」 と し て、 庭 園 が 生 活 の 一 部 で あ る こ と を 指 摘 し て い る
15)

。 進 士 五 十 八 (1987) は、 江 戸 の 庭 園 の 諸 機 能 を 以 下 の よ う に ま

とめている
1)

。

①社交・外交・集会など政治的施設

②別業的休養施設

③儒教的・信仰的教化施設

④出城的軍事施設

⑤鴨猟、花園、菜園などレクリエーション・実用趣味施設
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⑥弓馬など武術訓練スポーツ施設

⑦藩民への恩寵施設

　 こ の よ う に 多 様 な 機 能 が 庭 園 に 求 め ら れ て る よ う に な っ た 中 で、

よ り 都 市 と の 関 係 が 深 ま っ た と い え、 都 市 構 造 に 対 す る 庭 園 の 立 地

が重要になる。

2 - 3 . 江 戸 の 庭 園 の 立 地 に 関 す る 先 行 研 究

　 江 戸 の 庭 園 の 立 地 に つ い て は、 既 に 以 下 に あ げ る 研 究 に お い て 指

摘されている。

　 白 井 ら は、 江 戸 名 所 図 会 か ら 江 戸 の 池 泉 庭 園 の 変 容 と 水 源 の 変 化

の因果関係を指摘しており、「池泉庭園に関係ある地形は、水辺（海

岸・河岸）、低地、台地の３類型である」とし、さらに水源別により「潮

入型庭園、上水型庭園、湧水型庭園、井戸水型庭園、河川水型庭園、

水 道 水 型 庭 園 」 と 分 類 し て そ の 変 遷 を 分 析 し て い る
16)

が、 江 戸 の 庭

園 の 全 体 像 を 分 析 す る に は 研 究 対 象 数 は 少 な く、 立 地 と 各 庭 園 の デ

ザインとの関係にまで深く分析が及んでいない。

　 一 方、 江 戸 の 庭 園 デ ザ イ ン に つ い て、 進 士 五 十 八 (1987)
1)

は「 江

戸 の に わ 」 に は、 自 然 地 形 や 地 域 と の 関 連 で、 水、 土、 石、 木 な ど

の 活 用 が な さ れ、 意 匠 に も「 地 域 性 」 や「 地 場 性 」 が 見 出 さ れ た 」

と し て、 京 都 と 比 べ て 借 景 が 少 な い 江 戸 に お い て、 江 戸 の 地 形 お よ

び 水、 土 な ど の 要 素 を う ま く 活 用 し、 立 地 特 有 の 庭 園 デ ザ イ ン を 創

出 し て い る こ と を 概 論 と し て 指 摘 し て い る。 し か し な が ら 具 体 的 に

立 地 環 境 と 庭 園 デ ザ イ ン が ど の よ う に 関 係 し て い る の か ま で 指 摘 す

る も の で は な い。 白 ら (1987) は 具 体 的 に 浜 離 宮 庭 園 と 小 石 川 後 楽

園 を と り あ げ、 そ の 水 際 意 匠 に つ い て 比 較 し て そ の 立 地 と 意 匠 形 態

と の 関 係 を 見 い だ し 江 戸 の 庭 園 の 多 様 さ を 垣 間 み る こ と が で き る
17)

が、 あ く ま で も 特 殊 な ２ 庭 園 の 比 較 に す ぎ な い。 一 方、 江 戸 の 庭 園

の 植 栽 に つ い て は、 飛 田 氏 に よ る『 日 本 庭 園 の 植 栽 史 』 に 代 表 的 な

庭 園 を 事 例 に 言 及 さ れ て い る
18)

が、 立 地 と の 関 係 や 池 泉 と の 関 係 に

まで分析されていない。

　 一 方、 各 庭 園 に お い て、 庭 園 の 立 地 形 態 や 庭 園 池 泉 意 匠 に つ い て

そ れ ぞ れ 研 究 が 行 わ れ て い る。 小 石 川 後 楽 園 は、 小 石 川 台 と 牛 込 台

に は さ ま れ た 湿 地 を 埋 め 立 て て 造 ら れ た も の で、 元 来 の 立 地 の 自 然

環 境 特 性 を 利 用 し て 庭 園 が 造 ら れ た こ と が 指 摘 さ れ て い る
19)

。 小 石

川 後 楽 園 に つ い て は 他 に も、 水 景 の 変 遷 に つ い て 研 究 さ れ て お り、

そ の 歴 史 的 変 遷 を 把 握 す る こ と が で き る
20)

が、 庭 園 内 外 の 微 地 形 が
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ど の よ う に 庭 園 デ ザ イ ン お よ び 水 景 に 活 か さ れ て い る か な ど 空 間 デ

ザインにまで言及が及んでいない。しかし、小野 (2001) の研究では、

小 石 河 後 楽 園 の 庭 園 池 泉 が 調 整 池 と し て 機 能 し て い た の で は な い か

と 指 摘 さ れ て お り、 小 石 川 後 楽 園 の 江 戸 に お け る 特 殊 な 立 地 か ら 庭

園 デ ザ イ ン と の 関 係 に 迄 言 及 が み ら れ る
19)

。 一 方、 浜 離 宮 庭 園 に つ

い て は、 浜 離 宮 庭 園 の 景 観 構 造 に つ い て 園 内 の シ ー ク エ ン ス お よ び

周 囲 と の 関 係 か ら 考 察 し た 研 究
21)

に お い て、 景 観 的 な 観 点 か ら そ の

立 地 特 性 を 明 ら か に し て い る 研 究 が あ る。 ま た 庭 園 池 泉 の 中 で も 鴨

池 に つ い て、 と り わ け 浜 離 宮 の 鴨 池 を 対 象 に 具 体 的 に と り あ げ そ の

成 立 過 程 や 変 遷 に つ い て 研 究 も み ら れ る
22)

が、 具 体 的 に 都 市 環 境 が

ど の よ う に 庭 園 デ ザ イ ン へ 影 響 し て い る の か ま で 明 ら か に さ れ て い

な い。 六 義 園 に つ い て も 様 々 な 研 究 が 行 わ れ て い る。 六 義 園 の 水 に

つ い て、 千 川 上 水 の 水 が 止 め れ て 以 降、 降 雨 と 湧 水 に 水 源 を 頼 っ て

い た た め、 水 位 が 変 化 し た こ と が 明 ら か に な っ て い る
23)

。 ま た 六 義

園 に つ い て は そ の 他 に 成 立 過 程
24)

や 変 遷
25)

、 利 用 形 態
26)

や 庭 の 産

物
27)

に つ い て な ど 研 究 さ れ て い る が、 庭 園 デ ザ イ ン と 都 市 と の 関 係

にまで分析されていない。

　 こ の よ う に、 江 戸 の 庭 園 の 特 徴 に つ い て、 地 形 や 水 源 と の 関 係 か

ら 概 論 的 に 明 ら か に し た 研 究 が あ る 一 方 で、 京 都 の 庭 園 に 比 べ て 江

戸 の 庭 園 デ ザ イ ン が 実 用 性 や 地 域 性 を も っ て い つ こ と に つ い て ま で

指 摘 す る 研 究 も あ っ た。 こ の よ う に、 江 戸 の 庭 園 に つ い て 全 体 像 を

捉 え よ う と す る 研 究 と 有 名 庭 園 に つ い て 個 々 に デ ザ イ ン 研 究 が そ れ

ぞ れ 存 在 す る も の の、 都 市 環 境 と 個 々 の 庭 園 の 関 係 に つ い て ま で 研

究しているものはない。

2 - 4 . 分 析 方 法

　 本 研 究 で は 江 戸 を 対 象 に 庭 園 池 泉 意 匠 の 立 地 と 意 匠 と の 関 係 を 明

ら か に す る に あ た り、 こ れ ま で の 研 究 で は 不 足 し て い た 江 戸 全 体 を

網 羅 的 に 把 握 す る こ と、 さ ら に そ れ ぞ れ の 庭 園 意 匠 ま で 分 析 す る に

あ た り、 明 治 16・17 年 測 量 さ れ 明 治 19 年 製 版 に さ れ た 参 謀 本 部

陸軍部測量局の「東京市 5 千分 1 地図」を基礎資料とし分析を行う。

現 存 庭 園 お よ び 詳 細 図 面 が あ る も の に つ い て は 現 地 踏 査 に よ り 補 足

し分析を行う。

2 - 4 - 1 . 「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 の 有 用 性 と 分 析 図 作 成

　 江 戸 期 の 庭 園 池 泉 意 匠 と 立 地 と の 関 係 を 明 ら か に す る た め、 庭 園

が 描 か れ た 地 図 を も と に 分 析 を 進 め る 必 要 が あ る。 江 戸 期 に 見 ら れ
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図 1 - 1 . 「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 の C A D 化

「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 地 形 水 系 庭 園 池 泉
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る 地 図 は 切 絵 図 と よ ば れ る も の で、 道 路 や 河 川 お よ び 屋 敷 割 と い っ

た 情 報 に つ い て は 把 握 で き る。 し か し、 地 形 や 敷 地 内 の 情 報 に つ い

て は 記 載 さ れ て い な い た め、 庭 園 池 泉 の 形 や 庭 園 が ど の よ う な 構 成

に な っ て い る か ま で 把 握 出 来 な い。 一 方、 明 治 16・17 年 測 量 さ れ

明 治 19 年 製 版 に さ れ た 参 謀 本 部 陸 軍 部 測 量 局 の「 東 京 市 5 千 分 1

地 図 」 に は、 地 形、 庭 園 池 泉 や 一 部 で は 植 栽 な ど に つ い て も 記 載 さ

れ て お り、 ま た 測 量 地 図 で あ る た め、 正 確 に 空 間 を 把 握 す る こ と が

できる。

　 分 析 す る に あ た り、「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 か ら 抽 出 し た 庭 園 池

泉 を、CAD デ ー タ 化（AutoCAD2012 で 線 デ ー タ 化 ） す る こ と で、

面 積 算 定 や 距 離 算 定 が 可 能 と な る だ け な く、 抽 出 し た 庭 園 池 泉 を 他

の 地 図 資 料 等 に 重 ね 合 わ せ た り す る こ と を 可 能 と す る。CAD デ ー タ

化する上で、以下のような手順で作業を行う。

（ １）「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 は 尺 度 や 寸 法 の 信 頼 性 を あ げ る た め、

国 土 地 理 院 が 提 供 し て い る 最 新 の 基 盤 地 図 情 報 を CAD 化 し た 地 図 に

重ね合わせ、適正な尺度および寸法になるように補正する。

（ ２） 補 正 し た 地 図 よ り 庭 園 池 泉 を 取 り 出 し た デ ジ タ ル デ ー タ 化 す

る。　

2 - 4 - 2 . 現 存 庭 園 の 現 地 調 査

　 多 く の 江 戸 期 の 庭 園 は 消 失 し た が、 い く つ か の 庭 園 は 現 存 す る。

す で に 池 泉 が 縮 小 し た り 水 系 シ ス テ ム と は 切 り 離 さ れ て し ま っ て い

る 事 例 が 多 い が、 庭 園 構 成 要 素 の 一 部 や 地 形 と の 関 係 は 残 存 し て い

ることが現地調査より確認できる。

第一回　

　期日：2006 年３月２１日

　実地場所：三四郎池

第二回　

　期日：2006 年４月 27 日

　実地場所：須藤公園、旧岩崎邸庭園、根津神社、三四郎池

第三回　

　期日：2006 年 5 月 1 日〜 5 月 2 日

　実地場所：おとめ山公園、占春園、甘泉園、関口台公園、戸山公園、

　　　　　　椿山荘、育徳園、新江戸川公園、大塚公園、護国寺

第四回　

　期日：2006 年５月８日

　実地場所：根津美術館、芝公園、落合薬王院
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第五回　

　期日：2006 年 7 月 18 日

　実地場所：根津美術館、新江戸川公園、自然生態園、清水谷公園、

　　　　　　旧古川邸庭園、八芳園、有栖川記念公園

第六回

　期日：2007 年５月 26 日

　実施場所：向島百華園

第七回

　期日：2008 年４月７日

　実施場所：浜離宮恩賜庭園、旧芝離宮恩賜庭園、旧安田庭園、

第八回

　期日：2008 年 4 月 10 日

　実施場所：小石川後楽園、六義園、池田山公園、新宿御苑、

　　　　　　鍋島松涛公園

第九回

　期日：2010 年 12 月 18 日

　実施場所：皇居内苑

第十回

　期日：2011 年 12 月 4 日

　実施場所：伝法院庭園、蓬莱園

2 - 5 . 本 章 の 構 成

　 ま ず 第 ３ 節 で は、「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 か ら 抽 出 し た 庭 園 池 泉

の 分 布 の 特 徴 を 明 ら か に す る た め 庭 園 池 泉 の 分 布 図 に、 地 形 図 お よ

び 内 藤 昌 氏 が 作 成 し た 江 戸 図
28)

を 重 ね 合 わ せ、 江 戸 の 都 市 構 造 と 庭

園 池 泉 の 関 係 に つ い て 明 ら か に す る。 第 ４ 節 で は、「 東 京 市 5 千 分

1 地 図 」 か ら 読 み 取 れ る 築 山 や 中 島、 池 の 形 と い っ た 庭 園 デ ザ イ ン

の構成要素から、江戸の庭園池泉デザインの類型化行い、その上で、

そ れ ぞ れ ど の よ う な 立 地 に あ る の か 分 析 す る こ と で、 庭 園 デ ザ イ ン

と 立 地 と の 関 係 を 明 ら か に す る。 第 ５ 節 で は、 第 ３・ ４ 節 で の 分 析

結果をもとに考察しまとめる。
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３. 庭園池泉の分布の特徴と都市の変遷

3 - 1 . 「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」

　 江 戸 に は、1000 を 超 え る 庭 園 が 広 が る 庭 園 都 市 で あ っ た も の の

現 在 に 至 る ま で に そ の 多 く は 消 失 し た。 進 士 (1987)
1)

に よ る と、 尾

張 屋 版 切 絵 図 か ら 1015 例 の 庭 園 が 存 在 す る こ と を 推 察 で き る と し

て い る。 し か し、 こ の 尾 張 屋 板 切 絵 図 か ら で は 庭 園 の 空 間 構 成 や デ

ザイン、さらに庭園池泉についてまで読み取る事が出来ない。また、

現 在 東 京 に 残 存 す る 庭 園 は、 文 化 財 と し て 保 存 さ れ て い る 浜 離 宮 恩

賜 庭 園、 旧 芝 離 宮 恩 賜 庭 園、 小 石 川 後 楽 園、 六 義 園、 旧 安 田 庭 園、

伝法院庭園、赤坂御用地庭園の他、公園化した甘泉園、新江戸川公園、

池 田 山 公 園、 自 然 教 育 園、 有 栖 川 宮 記 念 公 園、 新 宿 御 苑、 鍋 島 松 涛

公 園、 学 校 施 設 の 一 部 に 残 存 す る 蓬 莱 園、 占 春 園、 育 徳 園 に 限 ら れ

て い る。 江 戸 と い う 都 市 全 体 と 江 戸 期 庭 園 の デ ザ イ ン と の 関 係 を 考

察するためには、これら残存している庭園のみからの記述を超えて、

庭園群に対する観察を行うことが必要と考える。

　そこで本節では、江戸城を中心に約 7km 四方の範囲について、明

治 16・17 年 測 量 さ れ 明 治 19 年 製 版 に さ れ た 参 謀 本 部 陸 軍 部 測 量

局 の「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 か ら、 江 戸 に お け る 庭 園 池 泉 の 分 布 お

よびそのデザインの特徴について明らかにする。

図 1 - 2 . 「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 に 描 か れ て い る 庭 園 池 泉 お よ び 築 山 や 中 島 の 例

築 山

中 島

池 泉
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　 参 謀 本 部 陸 軍 部 測 量 局 作 成 の「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 は、 全 ９ 枚

の地図から構成され、江戸城を中心に東は浅草・本所・深川、南は芝・

広尾、西は青山・千駄ヶ谷・早稲田、北は音羽・西片・上野まで含む。

地 図 に は、 測 量 時 の 道 路 形 態、 建 物 配 置、 河 川、 海、 等 高 線 な ど の

基 本 的 な 地 図 情 報 の 他、 私 邸 内 の 庭 園 池 泉 や 築 山、 一 部 で は 植 栽 ま

で 描 か れ て お り、 都 市 形 態 だ け で な く 庭 園 形 態 に つ い て も 読 み 取 る

ことができる。

　 江 戸 期 に あ っ た 切 絵 図 と は 異 な り、「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 は 計

測が可能なため、切絵図と「東京市 5 千分 1 地図」を見比べながら、

江 戸 期 の 空 間 構 成 を 数 量 的 に 把 握 す る こ と が で き る。 陣 内
29)

は、 江

戸 の 各 屋 敷 の 空 間 構 成 の 特 徴 を 把 握 す る た め、 尾 張 屋 版 江 戸 切 絵 図

と こ の「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 を 用 い な が ら、 江 戸 の 屋 敷 地 の 空 間

構 成 の 特 徴 を 数 量 的 に 明 ら か に し て い る。 ま た、 同 様 の 手 法 は 庭 園

研 究 に お い て も 行 わ れ て お り、 白 井 (1984）
30)

は、 嘉 永・ 慶 応 と 弘

化 版 の 江 戸 図 と こ の「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 を 用 い な が ら、 大 名 屋

敷 の 位 置 や 面 積 の 復 元 考 察 を 行 っ て い る。 ま た、「 東 京 市 5 千 分 1

地 図 」 を 用 い る 理 由 に つ い て も 述 べ て お り、 そ の 一 部 を 以 下 に 引 用

する。

１）「 縮 尺 は 1/5 ,000 で あ り、 区 画 の 寸 法 は 正 し い 縮 尺 に よ り 示 さ

れている。」

２）「江戸城の濠、池の形が平面的に初めて明らかになった。」

３）「溜池は、当時、地名のみならず、現存する池沼として図上に明

記されている。」

４）「江戸城周辺の大名屋敷には明治に入っても区画を明瞭に残して

いるから、絵図との照合が容易である。」

　 こ の よ う に「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 は、 江 戸 時 代 に 描 か れ た 江 戸

図 を 補 足 す る 資 料 と し て 使 わ れ、 ま た そ の 一 方 で 測 量 地 図 と し て 数

量 的 に ま た 正 確 に 地 図 情 報 を 扱 う こ と が で き る、 江 戸 の 都 市 構 造 お

よび庭園の空間構成を把握する上で、重要な資料といえる。

　本章では、上記２）で指摘されているように「東京市 5 千分 1 地図」

に記載され初めて明らかになった、庭園池泉の形態、さらには築山、

島 と い っ た 庭 園 池 泉 の 構 成 要 素 を、「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 か ら 読

み取り抽出し、江戸の庭園池泉のデザインについて明らかにする（図

1-2）。 さ ら に、 各 庭 園 敷 地 の 地 形 や 水 系 お よ び 街 区 形 態 と い っ た 敷

地 の 立 地 環 境 を 読 み 取 り、 各 敷 地 に お け る 立 地 条 件 が、 ど の よ う に

庭園池泉デザインに反映されているのかを明らかにする。
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図 1 - 3 . 「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 か ら 抽 出 さ れ た 庭 園 池 泉

図 1 - 4 . 「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 か ら 抽 出 さ れ た 庭 園 池 泉 と 地 形

台 地

浅 草 エ リ ア
( 低 地 )

隅 田 川

小 日 向 エ リ ア
( 低 地 )

麹 町 エ リ ア
( 低 地 )

江 戸 城

江 戸 湾

c

a

b

庭 園 池 泉 ( 台 地 )

庭 園 池 泉 ( 低 地 )

庭 園 池 泉 ( 埋 立 地 )
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図 1 - 4 - c 部 拡 大 図

図 1 - 4 - b 部 拡 大 図

図 1 - 4 - a 部 拡 大 図
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3 - 2 . 「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 に 記 載 さ れ た 江 戸 の 庭 園 池 泉

　「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 に 描 か れ て い る 庭 園 池 泉 は 判 読 で き る も

の だ け で も 1451 カ 所 を 抽 出 す る こ と が で き る ( 図 1-3）。 こ れ ま で

の研究において、進士 (1987)
1)

により尾張屋版切絵図から 1015 カ

所、 白 井 (1984）
30)

に よ り「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 か ら 762 カ 所

の大名庭園の存在があるとしているが、本章では大名庭園に限らず、

寺 院 や 町 屋 の 庭 園 池 泉 も 含 め、 庭 園 池 泉 と 考 え ら れ る 庭 園 池 泉 に つ

いて対象とする。

　 抽 出 し た 庭 園 池 泉 1451 カ 所 の 総 面 積 は、501 ,733 ㎡ で あ り 平 均

す る と １ カ 所 あ た り 345 ㎡ の 池 泉 が あ る。 最 大 の 庭 園 池 泉 は 浜 離 宮

庭園の潮入り池の 24 ,486㎡である。

　 抽 出 し た 庭 園 池 泉 の 分 布 が ど の よ う な 特 徴 が あ る の か、 ① 地 形 ②

江 戸 の 範 囲 と い っ た 都 市 を 構 成 し て い る 各 々 の 要 素 を 重 ね 合 わ せ 分

析を行う。

3 - 2 - 1 . 庭 園 池 泉 分 布 と 地 形 構 造

　 前 述 の と お り 江 戸 の 地 形 は、 台 地、 低 地 か ら 形 成 さ れ て い る が、

庭 園 池 泉 分 布 図 に 地 形 構 造 を の せ る と、 庭 園 池 泉 分 布 と 地 形 と の 関

係 が 把 握 で き る（ 図 1-4）。 池 泉 が 台 地 に あ る も の は 102 カ 所 (7%)

と 少 な く、 低 地 に あ る も の は 1349 カ 所 (93%) あ る。 低 地 の う ち、

江 戸 時 代 に 埋 立 て た 土 地 に 存 在 す る 庭 園 池 泉 は 26 カ 所 で あ る。 庭

園 池 泉 が 台 地 上 に 少 な い の は、 自 然 流 下 を 基 本 と し た 都 市 水 系 シ ス

テ ム で あ り、 水 の 得 に く い 台 地 上 は 井 戸 や 上 水 を 利 用 し て い る 庭 園

の他は立地が難しいため、存在数も少ないと考えられる。

　 江 戸 の 低 地 に 分 布 す る 庭 園 池 泉 に は、 い く つ か の ま と ま り が あ る

の が 確 認 出 来 る。 そ れ ぞ れ の エ リ ア 毎 の 庭 園 池 泉 個 数、 総 面 積、 平

均面積を表 1-1 にまとめた。

（１）隅田川・江戸湾沿岸エリア

　 隅 田 川 沿 岸 お よ び 江 戸 湾 沿 岸 に、 複 数 の 庭 園 池 泉 が あ る。 比 較 的

大 規 模 な 庭 園 が 並 び、 浜 離 宮、 芝 離 宮、 浴 恩 園、 旧 池 田 庭 園 と い っ

た 現 在 も 残 る 庭 園 が あ る。 い ず れ も、 江 戸 期 の 庭 園 の 特 有 の 潮 入 池

の あ る 庭 園 池 泉 で あ り、 庭 園 池 泉 の 水 源 と し て 海 水 を 利 用 し て い た

と 考 え ら れ る。176 カ 所 の 庭 園 池 泉 が あ り 総 面 積 は 174 ,570 ㎡ で、

全 庭 園 池 泉 の 35 ％ に な る。 １ カ 所 の 庭 園 池 泉 あ た り の 面 積 は、991

㎡である。

（２）浅草エリア

　 浅 草 浅 草 寺 の 塔 頭 庭 園 か ら 浅 草 橋 ま で の 範 囲 に も、 小 規 模 な 庭 園

1 ,174
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図 1 - 5 . 「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 か ら 抽 出 さ れ た 庭 園 池 泉 と 江 戸 の 範 囲 お よ び 地 形

庭 園 池 泉 ( 低 地 )

江 戸 の 範 囲 ( 1 6 3 2 )

埋 立 地崖 線

江 戸 の 範 囲 ( 1 6 7 0 ) 江 戸 の 範 囲 ( 幕 末 )

庭 園 池 泉 ( 台 地 ) 庭 園 池 泉 ( 埋 立 地 )



47池泉意匠からみる都市環境と庭園意匠の相互関係に関する研究
｜第１章｜都市立地を反映する庭園池泉デザイン

第
１
章

池 泉 が 集 中 し て い る。 浅 草 寺 や 立 花 邸、 松 浦 邸 な ど 大 規 模 な 庭 園 も

含 ま れ る。 現 存 す る の は、 伝 法 院 庭 園（4,320 ㎡） お よ び 肥 前 平 戸

藩 主 松 浦 家 庭 園 ( 蓬 莱 園 )（3 ,821 ㎡） の 一 部 が 忍 岡 高 校 の 敷 地 の 一

部 に 残 存 す る の み で あ る。 蓬 莱 園 は 図 面 が 残 存 し て い る が、 運 河 の

水 を 取 り 入 れ て い た こ と が わ か る。315 カ 所 の 庭 園 池 泉 が あ り 総 面

積 は、72 ,756 ㎡ で 全 庭 園 池 泉 の 15 ％ に な る。 １ カ 所 の 庭 園 池 泉 あ

たりの面積は、231㎡である。

（３）麹町エリア

　 飯 田 橋 か ら 神 保 町 付 近 に か け て の 日 本 橋 川 沿 い の 範 囲 に も、 小 規

模な庭園池泉が集中している。現在まで残る庭園池泉はみられない。

135 カ所の庭園池泉があり総面積は、10 ,746㎡で全庭園池泉の 2％

になる。１カ所の庭園池泉あたりの面積は、80㎡である。

（４）小日向エリア

　 江 戸 川 橋 か ら 飯 田 橋 に か け て の 神 田 川 北 沿 岸 に も 小 規 模 な 庭 園 池

泉 が 集 中 し て い る。 現 在 ま で 残 る 庭 園 池 泉 は み ら れ な い。189 カ 所

の 庭 園 池 泉 が あ り 総 面 積 は、9,955 ㎡ で 全 庭 園 池 泉 の 2 ％ に な る。

１カ所の庭園池泉あたりの面積は、53㎡である。

表 1 - 1 . 庭 園 池 泉 の エ リ ア 毎 の 分 布 数 と 面 積

台 地 上

計

低 地

隅 田 ・ 港 湾

エ リ ア

庭園
池泉数

庭園面積
( 全体に対する割合 )

平均
池泉面積

1 7 6
1 7 4 , 5 7 0 ㎡

( 3 5 % )
9 9 1 ㎡

1 0 2
3 4 , 9 2 6 ㎡

( 3 5 % )
3 4 2 ㎡平 均

平 均

平 均

平 均

平 均

平 均

平 均

浅 草

エ リ ア
3 1 5

7 2 , 7 5 6 ㎡

( 1 5 % )
2 3 1 ㎡

麹 町

エ リ ア
1 3 5

1 0 , 7 4 6 ㎡

( 2 % )
8 0 ㎡

小 日 向

エ リ ア

そ の 他

1 8 9
9 , 9 5 5 ㎡

( 2 % )
5 3 ㎡

5 3 4
1 9 8 , 7 8 0 ㎡

( 4 0 % )
3 7 2 ㎡

1 , 4 5 1
5 0 1 , 7 3 3 ㎡

( 1 0 0 % )
3 4 5 ㎡
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（５）その他

　 そ の 他 に、 江 戸 の 西 側 に お い て 神 田 川、 谷 田 川、 古 川 な ど の 東 京

を 流 れ る 小 河 川 に よ っ て 開 削 さ れ た 谷 戸 地 形 が あ る。 こ う し た 谷 戸

地 形 を 使 っ た 庭 園 が 池 泉 が み ら れ る。 紀 州 藩 徳 川 家 上 屋 敷 庭 園（ 赤

坂 御 所 ）、 熊 本 藩 細 川 家 下 屋 敷 庭 園（ 現 新 江 戸 川 公 園 ）、 戸 山 荘 な ど

大規模な庭園池泉がみられる。534 カ所の庭園池泉があり総面積は、

198 ,780㎡で全庭園池泉の 40％になる。372㎡である。

3 - 2 - 2 . 庭 園 池 泉 分 布 と 明 暦 の 大 火 に よ る 都 市 域 の 拡 大  

　「江戸の発展、拡大は計画的に進められたものでなく、むしろ災害、

特 に 大 火 を き っ か け と し て 進 め ら れ、 明 暦 の 大 火 の 後 に 防 災 都 市 を

目 指 し た 大 掛 か り な 都 市 改 造 が 行 わ れ た 」 と あ り、 明 暦 の 大 火 は、

江戸の都市構造を捉える上でも重要であることがわかる
31）

。

　 江 戸 は、 武 蔵 野 台 地 と 沖 積 低 地 と い う 地 形 構 造 を 都 市 構 造 に 読 み

替 え な が ら 発 展 し て き た 都 市 で あ る。 と り わ け 明 暦 の 大 火 (1657)

以 降 に 都 市 型 生 活 圏 が 武 蔵 野 台 地 側 ま で 広 が っ た こ と で、 そ れ ま で

の 低 地 に の み 展 開 し て い た 街 区 構 造 が 台 地 側 に ま で 拡 張 し た。 そ の

結 果、 台 地 と 低 地 の 地 形 的 特 徴 が 都 市 の 形 態 的 構 造 に 取 り 込 ま れ て

い っ た。 寛 永 ９ 年 (1632） の 江 戸 の 範 囲 図 と 明 暦 の 大 火 後 の 寛 文

10 年 (1670） の 江 戸 の 範 囲 ( 図 1-5 に 内 藤 昌（1966 年 ）
28)

作 成 )

を 重 ね 合 わ せ た 上 で、 崖 線 を 入 れ た 図 を 作 成 す る と、 明 暦 の 大 火 の

前後で台地側へ大きく広がったことがわかる。一方、明暦の大火後、

『 玉 露 叢 』  に「 大 火 以 後、 高 石 以 上 の 諸 大 名 に、 望 次 第 下 屋 敷 を 下

さ る 」 と い う 記 事 に 書 か れ て い る よ う に、 避 災 地 と し て 郊 外 に 下 屋

敷 の 確 保 が 急 が れ た。 そ の 下 屋 敷 は 別 邸 と し て 庭 園 が 設 け ら れ る 事

が 多 か っ た こ と が 知 ら れ て い る。 こ の こ と は、 江 戸 期 当 初 に は 限 ら

れ た エ リ ア に 造 ら れ て い た 池 泉 庭 園 が、 台 地、 崖 線、 湿 地 エ リ ア

に ま で 造 ら れ よ う に な っ た こ と を 示 し て お り、 こ れ が、 庭 園 デ ザ イ

ン の 新 し い 展 開 を も た ら す き っ か け と な っ た の で は な い か と 考 え ら

れ、以下で検証する。

　 寛 永 ９ 年 (1632） の 江 戸 の 範 囲 に あ る 庭 園 池 泉 は、277 カ 所 の 庭

園 池 泉 が あ り、 取 り 出 さ れ た 庭 園 池 泉 の 19 ％ に あ た る。 総 面 積 は、

66 ,177 ㎡ で、13 ％ に あ た る。 明 暦 の 大 火 以 後 に 造 ら れ た 皇 居 内 の

庭 園 を 除 け ば、 庭 園 池 泉 １ カ 所 あ た り 平 均 176 ㎡ 程 度 の 比 較 的 小 規

模 な 庭 園 池 泉 が 多 く 分 布 す る。 こ の 範 囲 で 庭 園 池 泉 が 多 く 分 布 し て

い る の は、 麹 町 エ リ ア で あ る。 皇 居 内 の 庭 園 を 除 い て 現 存 庭 園 は な

い。
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　一方、寛永９年 (1632）の江戸の範囲外にある庭園池泉は、1,174

カ所の庭園池泉があり、取り出された庭園池泉の 81％にあたる。総

面積は、435 ,556㎡で、87％にあたる。庭園池泉１カ所あたりの平

均 371 ㎡ 程 度 と な る。 現 存 す る 庭 園 の す べ て は、 明 暦 の 大 火 以 後 に

都市域となったエリアに位置する。以上の結果を表 1-2 に整理する。

　 こ の よ う に、 明 暦 の 大 火 後 に 都 市 域 が 拡 大 し た 台 地 や 海 沿 い、 隅

田 川 以 東 の 低 地 と い っ た 地 勢 を も つ 立 地 に 庭 園 池 泉 が 多 く 分 布 し て

い る こ と が わ か る。 低 地 で は 井 戸 や 運 河 ま た は 海 水 に 庭 園 池 泉 の 水

源 を 求 め な け れ ば な ら な か っ た が、 台 地 側 に 広 が っ た こ と で 崖 線 か

ら 湧 水 や 小 河 川 も 利 用 し た よ う で あ り、 庭 園 池 泉 の 水 源 も 多 様 化 し

た。 ま た 庭 園 池 泉 の 平 均 規 模 も 明 暦 の 大 火 以 前 都 市 で あ っ た 範 囲 内

の庭園池泉に比べて倍近くの値になっている。

表 1 - 2 . 寛 永 ９ 年 ( 1 6 3 2 ） 江 戸 の 範 囲 内 外 に あ る 庭 園 数 と 面 積

寛 永 ９ 年 ( 1 6 3 2 ） 江 戸 の 範 囲 内

寛 永 ９ 年 ( 1 6 3 2 ） 江 戸 の 範 囲 外

庭 園 池 泉 数
( 全 体 に 対 す る 割 合 )

庭 園 面 積
( 全 体 に 対 す る 割 合 )

2 7 7 ( 1 9 % )

1 , 1 7 4 ( 8 1 % )
6 6 , 1 7 7 ㎡

4 3 5 , 5 5 6 ㎡ ( 8 7 % )
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4 . 敷地条件と庭園池泉デザイン

4 - 1 . 庭 園 の 立 地 環 境 と 庭 園 池 泉 デ ザ イ ン

　 前 節 ま で に「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 に 記 載 さ れ て い る 庭 園 池 泉 の

分 布 を 地 勢 と の 関 係 か ら 分 析 し、 江 戸 の 庭 園 池 泉 は 低 地 に 多 く、 特

に 隅 田 川・ 江 戸 湾 沿 岸、 浅 草、 麹 町、 小 日 向 と い っ た 地 域 に 集 中 し

て 分 布 し て い る こ と を 明 ら か に し た。 こ う し た 庭 園 池 泉 が 集 中 す る

地 域 は、 麹 町 を 除 く と 明 暦 の 大 火 後 に 都 市 域 が 拡 張 し た 地 域 に あ る

こ と が わ か る。 ま た、 大 火 後 の 都 市 の 拡 大 と と も に 台 地 お よ び 海 や

隅 田 川 の 沿 岸 を 取 り 込 み、 庭 園 池 泉 の 水 源 に 選 択 肢 が 広 が り、 ま た

郊 外 へ 庭 園 が 造 ら れ た こ と で 比 較 的 規 模 の 大 き い 庭 園 池 泉 が 造 ら れ

る よ う に な っ た こ と で、 江 戸 の 多 機 能 で 実 用 的 な 庭 園 デ ザ イ ン を 成

立させた背景を明らかにした。前節では、都市域が広がったことで、

庭 園 池 泉 が 増 加 し た こ と、 庭 園 池 泉 が 立 地 す る 環 境 に も バ リ エ ー

シ ョ ン が 生 ま れ た こ と を 明 ら か に し た が、 ど の よ う に 庭 園 池 泉 デ ザ

インに反映されているのかまで明らかにしていない。

　 そ こ で 本 節 で は、 庭 園 池 泉 デ ザ イ ン と 庭 園 池 泉 の 立 地 環 境 と の 関

係 を、 庭 園 池 泉 デ ザ イ ン の 構 成 要 素 と 庭 園 池 泉 の 立 地 環 境 を 規 定 し

ている各要素との関係から明らかにする。

　 江 戸 の 庭 園 に つ い て、 個 々 の 庭 園 の 研 究 は 行 わ れ て い る が、 江 戸

の 庭 園 全 般 の 特 徴 に つ い て、 と り わ け デ ザ イ ン 的 特 徴 に つ い て の 研

究 は 少 な く、 進 士 が「 池 を ほ っ て、 そ の 土 を 盛 り 上 げ 山 を 築 く と い

う作庭法」を基本とし、「広大な平野で富士山と筑波山を晴れた日に

眺 望 す る 以 外、 依 拠 す べ き 自 然 の 座 標 の 無 い 江 戸 の 土 地 」 に お い て

築山が重要であることを指摘している
1)

のみである。本研究では、「東

京 市 5 千 分 1 地 図 」 か ら 江 戸 に あ る 全 庭 園 池 泉 を 対 象 に、 庭 園 池 泉

の デ ザ イ ン 構 成 要 素 で あ る ① 庭 園 池 泉 形、 ② 築 山、 ③ 中 島 を 読 み 取

り、 江 戸 の 庭 園 池 泉 デ ザ イ ン の 特 徴 を 明 ら か に し、 さ ら に こ れ ら デ

ザ イ ン 構 成 要 素 の あ り 方 と 立 地 環 境 と の 関 係 ま で 分 析 を 進 め る も の

である（図 1-6）。

4 - 2 . 「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 に み る 庭 園 池 泉 デ ザ イ ン 　

　　「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 か ら 読 み 取 れ る 庭 園 池 泉 の 要 素 に は 以

下 の も の が あ げ ら れ る が、 そ れ ぞ れ 以 下 の よ う な 各 条 件 で、 地 図 か

ら抽出した 1,451 庭園池泉を振り分けし、類型化する。

①庭園池泉形：自由形 or 地形準拠型
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　 庭 園 池 泉 の 形 に つ い て は、 様 々 な 形 の も の が み ら れ る が、 本 章 で

は 立 地 の 地 形 に 関 係 な く 自 由 に つ く ら れ て い る 自 由 形 か、 斜 面 な ど

の 自 然 地 形 に 準 拠 し 形 が 規 定 さ れ て し ま っ て い る か で 振 り 分 け る。

斜 面 な ど の 自 然 地 形 に よ り 庭 園 池 泉 の 形 態 が 規 定 さ れ て い る の は、

地図から抽出した庭園池泉のうち 162 事例 (11%) みられる。

②築山：ある or ない

　 庭 園 池 泉 の 周 囲 に は 築 山 が 設 け ら れ て い る か、 設 け ら れ て い な い

か で 振 り 分 け る。 築 山 が あ る 庭 園 は、 地 図 か ら 抽 出 し た 庭 園 池 泉 の

うち、272 事例 (19%) ある。

③中島：ある or ない

　庭園池泉に中島があるか、ないかで分類する。中島があるのは、

地図から抽出した庭園池泉のうち、161 事例 (11%) ある。

　 以 上 の 条 件 で す べ て の 庭 園 池 泉 を 分 類 し、 振 り 分 け た 結 果 に 基 づ

いて TYPE -A から TYPE -H にグループ分けした（表 1-3）。

TYPE -A：( 地形規定・築山あり・中島あり )

TYPE -B：( 地形規定・築山あり・中島なし )

TYPE -C：( 地形規定・築山なし・中島あり )

TYPE -D：( 地形規定・築山なし・中島なし )

TYPE -E：( 自由形・築山あり・中島あり )

TYPE -F：( 自由形・築山あり・中島なし )

TYPE -G：( 自由形・築山なし・中島あり )

TYPE -H：( 自由形・築山なし・中島なし )

そ の 分 類 結 果 を 集 計 し た も の が 図 1-7 で あ る。 こ の 図 か ら、 最 も 多

い の は TYPE -H ( 自 由 形・ 築 山 な し・ 中 島 な し ) で 952 事 例 み ら れ、

【 池 泉 形 態 】 【 築 山 】 【 島 】

図 1 - 6 . 「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 に み ら れ る 庭 園 池 泉 デ ザ イ ン
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池 だ け し か な い 非 常 に シ ン プ ル な 構 成 の TYPE -H が 最 も 多 い。 江 戸

の 庭 園 池 泉 群 に お い て は、 基 本 的 に シ ン プ ル に 池 を 設 け る だ け の も

のが大半を占めていたことが判明する。

　 次 に 多 い の は、TYPE -F ( 自 由 形・ 築 山 あ り・ 中 島 な し ) で 206 事

例 あ る。 先 行 研 究 で も 指 摘 さ れ て い た よ う に、 築 山 は 江 戸 の 庭 園 に

おいて重要な構成要素であり、TYPE -H に次いで多い。

　 ３ 番 目 に 多 い の は、TYPE -D（ 自 然 形・ 築 山 な し・ 中 島 な し ） で

127 事例ある。

　 ４ 番 目 に 多 い の は、TYPE -G（ 自 由 形・ 築 山 な し・ 中 島 あ り ） で

81 事例ある。

　 以 上 の 結 果 を ま と め る と、 庭 園 池 泉 デ ザ イ ン の 構 成 要 素 の 間 に は

以 下 の 傾 向 が あ る こ と が わ か る。 築 山、 中 島、 庭 園 池 泉 形 の ３ つ の

要 素 の 用 い ら れ 方 か ら、(1) 築 山 が あ る 場 合 は 中 島 が な く 地 泉 は 自

由 形、(2) 中 島 が あ る 場 合 は 築 山 が な く 地 泉 は 自 由 形、(3) 庭 園 池 泉

が 地 形 準 拠 型 の 場 合 は、 中 島 や 築 山 が な い と い う、 互 い に 独 立 し た

関 係 が 見 ら れ る。 よ っ て、 江 戸 末 期 池 泉 庭 園 群 は、 築 山 も 中 島 も な

く 池 泉 が 自 由 形 を し た も の を 含 め た、 以 下 の ４ タ イ プ に 分 化 し て い

たと考えられる。

①自由池泉単独型

図 1 - 7 . 庭 園 池 泉 デ ザ イ ン の 各 構 成 要 素 の 組 み 合 わ せ と タ イ プ
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②自由池泉築山型

③自由池泉中島型

④地形準拠池泉型

4 - 3 . 庭 園 池 泉 を も つ 敷 地 の 立 地 的 特 徴 　

　 本 項 で は、 前 項 で あ げ た 各 々 の 庭 園 構 成 要 素 と 立 地 環 境 と が ど の

よ う な 関 係 に あ る の か 明 ら か に す る。 抽 出 し た 1,451 の 庭 園 池 泉 を

もつそれぞれの敷地について、立地条件で振り分け類型化する。

　 先 に「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 か ら 分 析 し た よ う に、 庭 園 池 泉 の 分

布 は、 ① 台 地 や 低 地 と い っ た 地 形 と の 関 係、 ② 海 際 や 川 際 お よ び 崖

線 際 な ど 水 系 と の 関 係、 ③ 郊 外 ま た は 中 心 部 と い っ た 都 市 構 造 と の

関 係 な ど に 影 響 を 受 け て い る と 考 え ら れ る。 そ こ で、 以 下 の よ う な

図 1 - 8 . 庭 園 池 泉 を も つ 敷 地 の 立 地 条 件 の 振 り 分 け 方 法

【 斜 面 】

　 　 隣 接 　

　 　 開 放

　 　 含 む ・ 接 す る

　 　 　 　 な し

　 　 　 　 含 む

　 　 　 接 す る

な し

【 水 系 】 【 都 市 立 地 】
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条件で、各敷地を振り分ける ( 図 1-8 )。

①地形：斜面含む／斜面に接する／斜面なし

　 各 敷 地 に お い て、 斜 面 が 含 む か、 接 す る か、 ま た は 平 地 か ど う か

で ３ タ イ プ に 分 類 す る。 斜 面 を 含 む も の は、 敷 地 内 に ４ m 以 上 の 落

差（「 東 京 市 5 千 分 １ 地 図 」 が 2m 等 高 線 表 記 の た め、 等 高 線 を ２

本 以 上 含 む ） が あ る も の と し、 斜 面 が 接 す る も の は、 ４ m 以 上 の 落

差（ ２ m 等 高 線 が ２ 本 以 上 含 む ） の 斜 面 に 接 す る 敷 地 と す る。 地 図

から抽出した庭園池泉をもつ敷地のうち、斜面含むものは 178 カ所、

斜面が接するものは 177 カ所、平地にあるものは 1096 カ所ある。

②水系：接する・含む／接しない

　各敷地において、水系が含むまたは接するかしないかで分類する。

地 図 か ら 抽 出 し た 庭 園 池 泉 を も つ 敷 地 の う ち、 水 系 に 接 す る も の は

460 カ所、水系に接しないもの 991 カ所ある。

③都市立地：街区型／非街区型

　 町 中 に あ る も の は 敷 地 の 周 囲 が 他 の 屋 敷 と 接 す る が、 郊 外 に あ る

も の は、 １ 面 ま た は 何 面 か が 他 の 屋 敷 と は 接 せ ず 農 地 な ど の 非 街 区

地 と 接 し て い る。 そ こ で、 各 敷 地 に お い て ど の 面 も 屋 敷 に 隣 接 し て

い る か、 一 面 で も 隣 接 し て い な い 面 を も ち 庭 園 が 開 放 空 間 に 面 し て

い る か で 分 類 す る。 地 図 か ら 抽 出 し た 庭 園 池 泉 を も つ 敷 地 の う ち、

屋 敷 に 隣 接 す る も の は 1,396 カ 所、 隣 接 し な い も の は 55 カ 所 で あ

る。

　 以 上 の 条 件 で す べ て の 庭 園 池 泉 の 立 地 を 分 類 し、 そ の 結 果 に 基 づ

いて TYPE １から TYPE12 にグループ分けした（表 1-3）。

TYPE  1：（斜面含む・水系あり・屋敷隣接）

TYPE  2：（斜面含む・水系あり・屋敷隣接せず）

TYPE  3：（斜面含む・水系なし・屋敷隣接）

TYPE  4：（斜面含む・水系なし・屋敷隣接せず）

TYPE  5：（斜面接する・水系あり・屋敷隣接）

TYPE  6：（斜面接する・水系あり・屋敷隣接せず）

TYPE  7：（斜面接する・水系なし・屋敷隣接）

TYPE  8：（斜面接する・水系なし・屋敷隣接せず）

TYPE  9：（斜面なし・水系あり・屋敷隣接）

TYPE  10：（斜面なし・水系あり・屋敷隣接せず）

TYPE  11：（斜面なし・水系なし・屋敷隣接）

TYPE  12：（斜面なし・水系なし・屋敷隣接せず）

分類結果を集計したものが図 1-9 である。



55池泉意匠からみる都市環境と庭園意匠の相互関係に関する研究
｜第１章｜都市立地を反映する庭園池泉デザイン

第
１
章

　 立 地 条 件 の 中 で 最 も 多 い の は、TYPE  11（ 斜 面 な し・ 水 系 な し・

屋 敷 隣 接 ） の も の で 739 カ 所 で み ら れ る。 町 中 の 平 地 に あ り 周 囲 に

水系がない場所である。

　 ２ 番 目 に 多 い の は、TYPE  9（ 斜 面 な し・ 水 系 あ り・ 屋 敷 隣 接 ）

の も の で、328 カ 所 で み ら れ る。 町 中 の 平 地 に あ り 周 囲 に 水 系 が あ

る場所である。

　 ３ 番 目 に 多 い の は、TYPE  3（ 斜 面 含 む・ 水 系 な し・ 屋 敷 隣 接 ）

の も の で、115 カ 所 で み ら れ る。 町 中 の 斜 面 地 に あ り 周 囲 に 水 系 が

ない場所である。

　 ４ 番 目 に 多 い の は、TYPE  7（ 斜 面 接 す る・ 水 系 な し・ 屋 敷 隣 接 ）

の も の で、111 カ 所 で み ら れ る。 町 中 で 斜 面 地 に 接 し 周 囲 に 水 系 が

ない場所である。

　 以 上 の 結 果 か ら 以 下 の こ と が 認 め ら れ る。 江 戸 期 の 池 泉 庭 園 は、

基 本 的 に 郊 外 で は な く 都 市 部 に 立 地 す る 庭 園 が 多 い こ と が わ か る。

また、全体の 75％は平地に立地し、斜面を含むまた接しているもの

はそれぞ 12％程度である。敷地が水系に接するのは、斜面を含むも

図 1 - 9 . 池 泉 庭 園 を も つ 敷 地 の 立 地 条 件 と 組 み 合 わ せ
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表 1 - 3 . 「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 に 記 載 さ れ た 庭 園 池 泉 と そ の 特 徴 ( 1 / 8 )
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の、 斜 面 に 接 す る も の、 平 地 の も の の い ず れ も 同 じ 割 合 で １ ／ ３ 程

度 で あ る。 こ こ で 水 系 に 接 し な い も の は 井 戸 ま た は 雨 水、 湧 水 を 水

源 と し て い る と 考 え う る が、 斜 面 や 斜 面 隣 接 型 で は 湧 水 が 得 ら れ る

と 考 え ら れ、 ま た 平 地 型 で も 井 戸 に よ り 水 源 を と る こ と が で き る と

考 え ら れ、 い ず れ の 地 形 に お い て も 同 じ 割 合 で 水 系 と 独 立 し た 水 源

を と っ て い る 考 え ら れ る。 こ の よ う に、 敷 地 と 水 系 と の 関 係 に お い

て、 水 系 条 件 は そ れ ほ ど 大 き く 影 響 せ ず、 斜 面 と の 関 係 が 庭 園 池 泉

を も つ 敷 地 を 特 徴 付 け て い る と い え る。 よ っ て、 庭 園 池 泉 の 立 地 タ

イプは以下の３タイプに分類することができる。

①斜面（街区排水系立地）型

②斜面隣接（街区排水系立地）型

③平地（街区非水系立地）型

4 - 4 . 庭 園 池 泉 デ ザ イ ン タ イ プ と 敷 地 立 地 タ イ プ の 相 互 関 係 の 分 析

　 こ れ ま で の 分 析 4-1、4-2 に よ っ て、「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 に

記 載 さ れ た 庭 園 池 泉 構 成 要 素 か ら 類 型 化 し た 江 戸 の 庭 園 池 泉 デ ザ イ

ン タ イ プ と、 敷 地 内 の 構 成 要 素 か ら 類 型 化 し た 立 地 タ イ プ の 知 見 が

得られた。この両者の関係を示すものが図 1-10 である。

　 斜 面 型 に 立 地 す る 庭 園 池 泉 は、 そ の 半 数 を 超 え る 54 .1 ％ が 池 泉 の

形 が 地 形 に よ り 規 定 さ れ た 庭 園 池 泉 を も っ て い る。 ま た 築 山 の あ る

庭園池泉もみられるが、中島はほとんどみられない。

　 斜 面 隣 接 型 に 立 地 す る 庭 園 池 泉 は、 斜 面 型 に 比 べ る と 斜 面 が 敷 地

に な い た め、 斜 面 型 に 比 べ て 地 形 に よ り 池 泉 の 形 が 規 定 さ れ る 庭 園

図 1 - 1 0 . 庭 園 池 泉 デ ザ イ ン と 立 地 と の 関 係
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池 泉 の 割 合 が 下 が る。 築 山 や 中 島 が あ る 庭 園 池 泉 も み ら れ、 中 島 型

は他の立地タイプに比べて多い。

　 平 地 型 に 立 地 す る 庭 園 池 泉 は、 平 坦 な た め 地 形 に よ り 池 泉 の 形 が

規 定 さ れ る 庭 園 池 泉 は な く、 池 泉 形 は 各 々 の 庭 園 に よ り 様 々 な 形 態

を し て い る。 築 山 型 が 他 と 比 べ て 比 率 が 高 く、 平 地 で 空 間 を 規 定 す

る 要 素 が 少 な い 中、 築 山 が 重 要 な 空 間 構 成 要 素 と な っ て い る こ と が

わかる。

　 一 方、 全 体 的 に 築 山 が み ら れ る の は、 進 士 が、「 広 大 な 平 野 で 富

士 山 と 筑 波 山 を 晴 れ た 日 に 眺 望 す る 以 外、 依 拠 す べ き 自 然 の 座 標 の

無 い 江 戸 の 土 地 」 に お い て 築 山 が 重 要 で あ る
1)

と 指 摘 し て い た 点 に

ついて具体的に定量的に示したことになる。中でも平地に多いのは、

斜 面 地 な ど と は 異 な り 景 観 構 成 要 素 が と り わ け 少 な い か ら で あ る。

逆 に 言 え ば、 斜 面 型 の 敷 地 に お い て 地 形 に 沿 っ た 形 態 の 庭 園 池 泉 が

多 く み ら れ る こ と か ら、 築 山 が な く と も 原 地 形 の 斜 面 が 築 山 の 代 わ

り と な っ て 眺 望 や 囲 繞 性 を 高 め る 庭 園 構 成 要 素 と な っ て い る。 中 島

が 斜 面 型 で ほ と ん ど み ら れ な い の も 同 様 の 理 由 と 考 え ら れ る。 中 島

は 平 地 型 や 斜 面 隣 接 型 で 多 く み ら れ る が、 小 石 川 後 楽 園 の 蓬 莱 島 や

六 義 園 の 中 の 島 の よ う に、 庭 園 池 泉 の 中 で も 象 徴 的 ま た 宗 教 的 な 存

在 で あ る こ と が わ か る。 築 山 同 様、 比 較 的 景 観 構 成 要 素 の 少 な い 平

地 や 斜 面 隣 接 型 の 敷 地 に お い て 中 島 を 配 置 す る こ と で 視 線 を 池 の 中

心 に 集 中 さ せ て い る の で は な い か と 考 え ら れ る。 特 に 斜 面 隣 接 型 で

多 い の は、 敷 地 外 の 背 景 の 山 と の 対 比 を 狙 い、 中 景 ま た は 近 景 を 造

ろうとしたためではないかと考えられる。「築山庭造伝」とも関係が

あると考えられるが、この点については今後の課題としたい。

斜面型敷地
+ + +

地形準拠池泉

斜面隣接型敷地

中島

平地型敷地

単独型池泉

図 1 - 1 1 . 「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 に み る 庭 園 池 泉 デ ザ イ ン と 立 地 と の 関 係
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　 以 上 を ま と め る と、 そ れ ぞ れ の 立 地 条 件 に 対 す る 意 匠 形 態 の 特 徴

を み る と、 斜 面 型 で は 中 島 が な い 地 形 準 拠 池 泉 が、 斜 面 隣 接 型 で は

中 島 の あ る 単 独 池 泉 が、 平 地 型 で は 築 山 の あ る 単 独 池 泉 そ れ ぞ れ 特

徴的な意匠といえる。以上得た結果をそれぞれ「東京市 5 千分 1 地図」

から抜き出したものを図 1-11 に示す。

4 - 5 . 特 殊 事 例 と し て の 現 存 庭 園

　「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 か ら 1,451 の 庭 園 池 泉 が 抽 出 で き た が、

こ の う ち 現 在 も 残 る 庭 園 池 泉 は、 文 化 財 と し て 保 存 さ れ て い る 浜 離

宮恩賜庭園、旧芝離宮恩賜庭園、小石川後楽園、六義園、旧安田庭園、

伝法院庭園、赤坂御用地庭園の他、公園化した甘泉園、新江戸川公園、

池 田 山 公 園、 自 然 教 育 園、 有 栖 川 宮 記 念 公 園、 新 宿 御 苑、 鍋 島 松 涛

公園、学校施設の一部に残存する蓬莱園、占春園、育徳園のみである。

こ れ ら の 庭 園 の 立 地 を 改 め て、 本 分 析 に よ っ て 得 ら れ た 庭 園 立 地 の

分 類 に 載 せ て み る。4-2 で 行 っ た よ う に 分 類 す る と、 図 1-12 の よ

う に な る。 現 存 庭 園 の う ち、 六 義 園、 池 田 山 公 園、 自 然 教 育 園、 新

宿 御 苑、 鍋 島 松 涛 公 園、 占 春 園 に つ い て は、「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」

の範囲外にあるため、別欄とした。

　 現 存 す る 17 庭 園 は、「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 の う ち、10 庭 園 は

都 市 内 で は な く 郊 外 で 敷 地 周 辺 に 敷 地 が 接 し て お ら ず、 庭 園 の 周 囲

都市立地水系地形
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図 1 - 1 2 . 現 存 庭 園 お よ び 絵 図 に 描 か れ て い る 庭 園

浜 離 宮 恩 賜 庭 園
旧 芝 離 宮 恩 賜 庭 園

小 石 川 後 楽 園

旧 安 田 庭 園

伝 法 院 庭 園

赤 坂 御 用 地 庭 園

六 義 園

新 宿 御 苑

池 田 山 公 園
鍋 島 松 涛 公 園

自 然 教 育 園

現 存 庭 園 現 存 庭 園 ( 範 囲 外 )

甘 泉 園
新 江 戸 川 公 園

有 栖 川 宮 記 念 公 園 占 春 園

蓬 莱 園
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に あ る 田 圃 や 海 の 風 景 を 眺 め る こ と が で き る 立 地 に あ る こ と が わ か

り、 先 に グ ル ー プ 分 け し た 内 訳 比 率 か ら す る と、 非 常 に 特 殊 な 立 地

にあることがわかる。

　 一 方、「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 か ら 見 い だ さ れ た 立 地 タ イ プ の

中 で も 数 多 く あ っ た TYPE3（ 斜 面 含 む・ 水 系 な し・ 屋 敷 隣 接 ） や

TYPE  9（ 斜 面 な し・ 水 系 あ り・ 屋 敷 隣 接 ） に 該 当 す る 現 存 庭 園 は、

伝 法 院 を 除 く と、 公 園 や 教 育 施 設 の 一 部 と し て 残 存 し、 文 化 財 庭 園

として十分な保全や管理活動がされていないのが現状である。また、

こ れ ら の 庭 園 を 個 々 に 扱 っ た 研 究 も 少 な い。 こ れ ら の 庭 園 は、 江 戸

期 に 比 較 的 多 い 立 地 形 態 を 活 か し た 庭 園 で あ る だ け に、 今 後、 立 地

環 境 や 庭 園 デ ザ イ ン に つ い て 研 究 が 深 ま り、 立 地 環 境 や 庭 園 デ ザ イ

ンに配慮した庭園の保全が行われることが望ましいと考えられる。



68池泉意匠からみる都市環境と庭園意匠の相互関係に関する研究
｜第１章｜都市立地を反映する庭園池泉デザイン

第
１
章

5 . まとめ

　 本 章 で は、 庭 園 池 泉 の 立 地 と デ ザ イ ン の 関 係 に つ い て、 江 戸 を 対

象 と し て、「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 の 他 に 実 地 調 査 を 補 足 的 に 行 い

分析し、次の結果を得た。

（１）これまでの研究では江戸時代の切絵図から庭園の分布や数につ

い て 指 摘 さ れ て い た が、 本 研 究 で は「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 を 使 う

事 で、 具 体 的 に 庭 園 池 泉 を 抽 出 す る こ と で、1451 カ 所 の 庭 園 池 泉

を抽出し、その正確な分布を明らかにすることができた。

（２）庭園池泉を造営する上で水が得やすい低地に全庭園池泉の９割

が 立 地 す る こ と が わ か っ た。 そ の 中 で も 隅 田 川 や 江 戸 湾 な ど の 沿 岸

に あ る 海 水 を 利 用 し た 庭 園 は、 低 地 に あ る 庭 園 の １ 割 ほ ど で 数 は 少

な い が、 浜 離 宮 恩 賜 庭 園、 旧 芝 離 宮 恩 賜 庭 園、 浴 恩 園 な ど の 大 規 模

な 池 泉 が あ る た め 抽 出 し た 全 庭 園 池 泉 の 面 積 の １ ／ ３ を 占 め、 江 戸

の池泉庭園の特徴の１つを見いだすことができた。

（ ３） 明 暦 の 大 火 後 の 江 戸 の 大 改 造 に よ り 都 市 の 範 囲 が 拡 大 し た が、

拡 張 し た エ リ ア に は 江 戸 湾 沿 岸 や 台 地 側 が 含 ま れ 庭 園 池 泉 の 水 源 に

選 択 の 幅 が 広 が っ た。 ま た 同 エ リ ア の 庭 園 池 泉 数 お よ び 庭 園 池 泉 の

平 均 面 積 と も に 大 火 前 の 都 市 域 に 比 べ て ２ 倍 以 上 に 増 え た こ と を 明

ら か に し た。 明 暦 の 大 火 に よ る 江 戸 の 大 改 造 が、 江 戸 の 庭 園 文 化 に

おいても重要であることが示唆している。

（ ４） 江 戸 の 庭 園 池 泉 空 間 を 構 成 し て い る も の と し て、 築 山・ 中 島・

地 形（ 斜 面 ） が あ る が、 そ れ ぞ れ の 構 成 要 素 は 独 立 関 係 に あ り、 大

規 模 な 庭 園 を 除 く と、 庭 園 池 泉 に 庭 園 構 成 要 素 が １ 種 類 だ け 加 わ っ

た シ ン プ ル な 構 成 を と っ て い る こ と が わ か る。 江 戸 の 庭 園 構 成 要 素

と し て 重 要 で あ る と 指 摘 さ れ て い る 築 山 は ど の よ う な 立 地 に お い て

も み ら れ る が、 平 地 に 立 地 す る 庭 園 池 泉 で 時 に 多 く み ら れ、 借 景 的

要 素 の な い 江 戸 に お い て 平 地 に あ る 庭 園 池 泉 で は、 空 間 構 成 要 素 と

なる築山を取り入れた庭園デザインが発達したことがわかる。一方、

斜 面 に 接 す る 場 所 に 立 地 す る 庭 園 池 泉 は、 斜 面 地 に 立 地 す る 庭 園 池

泉 で は ほ と ん ど 事 例 が な い に も 関 わ ら ず、 中 島 を 取 り 入 れ て い る 庭

園 池 泉 の 比 率 が 高 く、 隣 地 の 斜 面 を 背 景 と し つ つ 中 景 に 中 島 を と り

入れたのではないかと推察できる。

（５）現在残存し文化財として保全されている庭園の多くは、元々周

囲 が 海 や 田 圃 に 囲 ま れ た 土 地 に あ り、 多 く の 庭 園 池 泉 が 立 地 し て い

た 場 所 と は 異 な り 特 殊 な 場 所 に 立 地 し て い る と い え、 現 存 庭 園 の 研
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究のみで江戸の庭園文化を理解するのは難しいといえる。

　 以 上 の よ う に、 こ れ ま で 江 戸 の 庭 園 は 土 塀・ 垣 で 囲 ま れ 空 間 的 に

も 都 市 か ら 独 立 し た 場 所 と し て 庭 園 は 別 に 扱 わ れ て き た が、 都 市 と

庭 園 の 双 方 に 共 通 し た 基 盤 で あ る 地 形 構 造 に 改 め て 注 目 し、 都 市 の

立 地 と 庭 園 意 匠 と の 関 係 に つ い て 分 析 を 行 っ た。 そ の 結 果、 庭 園 池

泉 が 都 市 の 拡 張 に 伴 い な が ら の 様 々 な 立 地 条 件 に 広 く 分 布 す る こ と

で庭園池泉に多様性が生まれ、またそれぞれの立地条件により築山・

中 島・ 庭 園 池 泉 形 態 と い っ た 庭 園 構 成 要 素 と 組 合 わ さ る こ と で、 立

地特有のデザインが表出していることを明らかにした。
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1 . 背景と目的

　 本 章 で は、 庭 園 池 泉 へ の 分 水 機 構 に 注 目 し、 都 市 水 系 の 系 統 シ ス

テムと庭園池泉意匠の間にある関係をみる。

　 第 １ 章 で は、 敷 地 の 立 地 条 件 と 池 泉 デ ザ イ ン の 関 係 に 注 目 し、 都

市 の 包 含 す る 地 勢 的 特 徴 が、 庭 園 池 泉 の 築 山 や 中 島 と い っ た 空 間 構

成 要 素 に 一 定 の 傾 向 を も た ら し て い る こ と、 そ し て そ の 結 果 と し て

池 泉 庭 園 の 形 態 様 式 に 多 様 性 を 創 出 し て い る こ と を 明 ら か に し た。

こ う し た 庭 園 の も つ 立 地 を 反 映 し た 特 有 性 は デ ザ イ ン だ け で な く、

庭 園 池 泉 を 考 え る 上 で は そ の 水 源 に も 大 き く 影 響 す る。 庭 園 池 泉 の

水は、どのように取り込まれているのであろうか。

　 近 代 の 水 道 が 都 市 へ 導 入 さ れ る ま で は、 庭 園・ 都 市 に 関 わ ら ず、

導 水 は 人 工 的 な 水 路 で あ っ て も 自 然 の 地 勢 に よ る 系 統 が 多 い。 庭 園

池 泉 で は、 古 く は 平 安 期 の 遺 構 に も み ら れ る が、 田 中 は「 特 に 庭 園

の 立 地 が ほ か の 要 素 に 対 し て も 強 く 影 響 し て い る 」 と 指 摘 し
１）

、 も

と よ り 水 の あ っ た と こ ろ を 庭 園 池 泉 と し て 利 用 し て い る。 ま た、 水

源 は 必 ず し も 一 定 し て い る わ け で は な く 常 に 水 量 や 流 路 が 変 わ り う

る も の で あ り、 そ れ に あ わ せ て 庭 園 の 立 地 も 移 動 し て い る。 森 に よ

る と、 鎌 倉 時 代 に な る と 京 都 盆 地 の 地 下 水 位 が 低 下 し た こ と で、 平

安 京 に あ っ た 伏 流 水 を 利 用 し た 庭 園 池 泉 が 衰 退 し、 山 際 の 湧 水 を 利

用 し た 庭 園 が 残 っ て い っ た と い わ れ て い る
２）

。 こ の よ う に、 庭 園 池

泉の立地は、その水源および地勢により大きく影響を受けている。

　 用 水 路 網 が 発 達 す る と、 そ れ ま で の よ う に 地 勢 や 水 源 の 影 響 を 庭

園 が 大 き く 受 け る こ と は な く な っ た。 用 水 を 引 き 込 む こ と で、 台 地

や 丘 陵 上 で も 庭 園 池 泉 が つ く る こ と が 可 能 と な り、 千 川 上 水 を 利 用

し た 六 義 園 な ど が 造 ら れ た。 ま た、 戸 山 荘 や 玉 川 園 で は 谷 地 形 に あ

り な が ら 玉 川 上 水 を 引 き 込 む こ と で、 水 量 豊 富 な 大 き な 池 泉 が 造 ら

れた。こうした上水を庭園池泉へ利用出来た屋敷は限られていたが、

神 吉 に よ る と こ う し た 庭 園 池 泉 が 上 水 の 流 量 調 整 の 機 能 を 有 し て い

た
３）

と 指 摘 さ れ て い る。 同 様 に 小 野 に よ れ ば、 神 田 上 水 を 引 き 込 ん

だ 小 石 川 後 楽 園 の 池 泉 は、 神 田 川 の 洪 水 抑 制 機 能 が あ っ た
４）

と 指 摘

し て い る。 こ の よ う に、 都 市 水 系 を 引 き 込 ん だ 庭 園 池 泉 に は、 都 市

的機能のあることも部分的に知られている。

　 こ う し た 庭 園 や 都 市 水 系 に つ い て の 研 究 に は、 都 市 水 系 シ ス テ ム

の 観 点 か ら 分 析 し た も の が 多 く、 庭 園 の 空 間 構 成 や デ ザ イ ン と の 関

係 に ま で 迫 る も の は 少 な い。 江 戸 に お け る 都 市 水 系 と の 庭 園 の 関 係
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に つ い て は、 前 述 し た と お り 神 吉 が ま と め て お り、 都 市 水 系 に お け

る 庭 園 池 泉 の 機 能 を 指 摘 し て い る
３）

。 ま た、 長 野 県 松 代 に 現 在 も 残

る 泉 水 路 と 庭 園 池 泉 の 関 係 に つ い て は、 佐 々 木 に よ り、 江 戸 期 の 絵

図 か ら の 分 析 を 用 い て、 泉 水 路 ネ ッ ト ワ ー ク と 庭 園 池 泉 の 関 係 に つ

い て 明 ら か に さ れ て い る
５）

。 ま た 現 存 す る 水 路 網 と 庭 園 池 泉 の 関 係

に つ い て、 長 崎 県 神 代 小 路
6)

、 福 岡 県 秋 月
7)

、 福 岡 県 柳 川
8)

、 京 都 の

疎 水 庭 園
9)

な ど を 対 象 に 研 究 や 調 査 が 行 わ れ、 複 数 の 庭 園 池 泉 を も

つ 水 路 網 と 庭 園 池 泉 の 配 置 に つ い て 研 究 さ れ て い る。 し か し な が ら

い ず れ の 研 究 に お い て も、 都 市 水 系 を 取 り 込 ん だ 庭 園 に お い て、 取

水 形 態 や 吐 出 形 態、 池 泉 の デ ザ イ ン な ど に つ い て、 デ ザ イ ン 研 究 の

視 点 か ら は 十 分 に 研 究 さ れ て い な い。 都 市 と 自 然 の 本 質 的 な 共 存 関

係 を い か に 構 築 す る か が 求 め ら れ て い る 現 代 に お い て、 こ う し た 庭

園 都 市 の 環 境 構 成 手 法 お よ び そ の デ ザ イ ン を 理 解 す る こ と は、 新 た

な持続可能な都市を形成する上で重要と考える。

　 一 方、 こ う し た 都 市 水 系 を 取 り 入 れ た 庭 園 池 泉 を ど の よ う に 保 全

す べ き か に つ い て の 研 究 も ま だ 十 分 に さ れ て い る と は い え な い。 都

市 水 系 を 取 り 入 れ た 庭 園 池 泉 は、 都 市 水 系 に 水 源 を 依 存 し て い る た

め、 都 市 水 系 の 影 響 を 受 け や す い。 近 代 水 道 が 自 然 水 系 を 利 用 し た

都 市 水 系 に と っ て 変 わ ら れ 都 市 水 系 が 消 失 し た り 使 わ れ な く な る こ

と で、 庭 園 池 泉 へ の 配 水 も で き な く な り 荒 廃 し た り 消 失 し て い る。

ま た、 長 野 県 松 代 や 甘 楽 町 小 幡 で は、 水 路 に 下 水 が 流 さ れ る こ と で

庭 園 へ の 引 き 込 み を や め た ケ ー ス も あ る
10）

。 水 路 と 庭 園 池 泉 の 双 方

が一体的に管理・保全されなければ、こうした問題は解決できない。

敷 地 区 分 や 管 理 主 体 が 異 な る 中 で、 ど の よ う に 一 体 的 な 保 全 を す べ

き な の か 模 索 す る 必 要 が あ る。 そ こ で 本 章 で は、 都 市 水 系 か ら 水 を

引 き 込 ん で い る 庭 園 池 泉 を 対 象 に、 都 市 水 系 全 体 の シ ス テ ム お よ び

そ の 流 路 形 態 を 把 握 す る と と も に、 水 路 か ら 庭 園 ま で の 一 連 の 流 れ

を空間デザインの視点から明らかにすることを目的とする。

　 研 究 を す す め る に あ た っ て は、 都 市 水 系 シ ス テ ム か ら の 視 点 と 庭

園 デ ザ イ ン の 視 点 の 双 方 か ら 分 析 す る 必 要 が あ る と 考 え る。 庭 園 池

泉 を 付 随 し た 都 市 水 系 を も つ 対 象 地 区 を 具 体 的 に あ げ、 都 市 水 系 の

流 水 経 路、 お よ び 庭 園 へ の 分 岐 や 合 流 方 法 を 明 ら か に し、 ど の よ う

に 庭 園 池 泉 へ 分 水 す る こ と を 可 能 と し て い る の か を 明 ら か に す る。

そ の 上 で、 取 り 込 ん だ 水 を ど の よ う に 庭 園 池 泉 へ 導 い て い る の か、

導 水 形 態 と 水 落 ち や 池 の 意 匠 形 態 を 明 ら か に し、 庭 園 を も つ 都 市 水

系システムと庭園デザインの関係を明らかにする。
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2 . 研究方法

2 - 1 . 研 究 対 象 地 の 選 定

　 本 章 で は、 都 市 水 系 シ ス テ ム と 庭 園 池 泉 デ ザ イ ン の 関 係 を 明 ら か

に す る に あ た り、 庭 園 池 泉 を 付 随 し た 都 市 水 系 を も ち、 現 在 も 庭 園

と都市水系の双方が残存する群馬県甘楽町小幡を対象とする。

　 小 幡 は、 ま ち の 西 側 を 流 れ る 雄 川 の 河 岸 段 丘 上 に あ る ま ち で、 小

幡 藩 主 陣 屋 を 中 心 と し た ま ち で あ る。 藩 主 の 庭 で あ る 楽 山 園 を 中 心

に 武 家 屋 敷 に 10 庭 園 の 庭 園 池 泉 が 現 在 で も 残 存 し、 一 部 で は 今 で

も 水 路 か ら の 水 が 流 れ 込 む。 ま た、 江 戸 期 の 小 幡 が 描 か れ た 小 幡 陣

屋 内 絵 図 が 現 在 も 残 り、 江 戸 期 の 小 幡 の 水 路 経 路 や 都 市 構 造 を 把 握

するための重要な資料となっている。

　 佐 々 木
11）

に よ る と、 小 幡 の よ う に 私 邸 庭 園 か 私 邸 庭 園 へ と 水 路

が 流 れ て い く 都 市 水 系 が 残 存 す る ま ち と し て、 長 野 県 松 代、 福 岡 県

秋 月、 滋 賀 県 坂 本 に あ る と 指 摘 し て い る。 中 で も、 松 代 は 現 在 で も

３ ０ 程 度 の 庭 園 群 が 現 在 ま で 残 存 し、 庭 園 池 泉 と 都 市 水 系 と の 関 係

も 泉 水 路 と い う 庭 園 専 用 の 水 路 を も つ。 松 代 の 庭 園 群 は、 松 代 藩 の

武 家 屋 敷 に 造 営 さ れ た も の で、 象 山 を 借 景 と し た 庭 園 群 で あ る。 松

代を流れる３種類の水路には、「カワ」（中水）、「セギ」（灌漑用水）、

「泉水路」があり、この「泉水路」が庭園池泉同士をつなぐ水路である。

つまり、「泉水路」は庭園専用の水路であり、庭園に特化した都市水

系 と い え る。 し か し、 本 研 究 で は 都 市 機 能 と 庭 園 が 併 存 し て い る 水

系 に お い て、 ど の よ う に 庭 園 池 泉 へ 配 水 し て い る か、 そ の 仕 組 み と

デ ザ イ ン を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し て お り、 生 活 用 水 お よ び 庭

園 用 水 を 兼 用 し て い る 水 系 か ら 庭 園 池 泉 へ 水 を 引 き 込 ん で い る 小 幡

を対象地とする。

　小幡を研究対象に選定した理由は下記の通りである。

（１）庭園および都市水系の双方が現存し、現在も水が庭園に流れる。

（２）庭園意匠が細部まで観察できる。

（ ３） 江 戸 期 の 水 路 や 街 区 を 知 る 資 料 と な る 絵 図（ 小 幡 陣 屋 内 絵 図 ）

がある。

（４）１つの水系の中に庭園池泉用水と生活用水が併存している。

2 - 2 . 対 象 地 の 概 要

2 - 2 - 1 . 織 田 信 昌 が 造 っ た 城 下 町

　 本 研 究 の 対 象 地 の 小 幡 は、 江 戸 期 に 造 ら れ た 城 下 町 で あ る。 小 幡
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は、 織 田 信 長 の 次 男・ 信 雄 か ら ８ 代 152 年 間 を 織 田 氏 に、 そ の 後 ４

代 102 年 間 を 松 平 氏 に 統 治 さ れ た 城 下 町 で あ る。 小 幡 藩 は、 織 田 信

長 の 二 男 の 信 雄 が、 元 和 元 年（1615） に 大 和 国 宇 陀 郡 三 万 石 と 上

州 小 幡 二 万 石 が 与 え ら れ た の が 始 ま り で、 翌 元 和 ２ 年（1616） 信

雄 の 子、 信 良 が 福 島 の 仮 陣 屋 に 入 っ た 時 か ら 小 幡 支 配 が 開 始 さ れ、

明 和 ４ 年（1767） に 起 き た 藩 内 対 立 か ら ８ 代 藩 主 の 信 邦 は 蟄 居、

９ 代 信 浮 が 出 羽 高 畑 へ 移 封 さ れ た「 明 和 事 件 」 ま で の ８ 代 152 年 間

続いた。

2 - 2 - 2 . 小 幡 の 地 形 と 水 系

　 小 幡 の 都 市 水 系 シ ス テ ム と 庭 園 池 泉 デ ザ イ ン を 把 握 す る に あ た っ

て、 小 幡 の 地 形 お よ び 水 系 を 把 握 す る。 小 幡 は 台 地 上 に あ り、 小 幡

の 西 端 を 流 れ る 雄 川 と は 20m を 超 え る 断 崖 に よ っ て 隔 て ら れ て い

る。 台 地 面 は ゆ る や か に 北 側 に 傾 斜 し て い る。 ま た 小 幡 の 東 側 に は

さ ら に 高 い 台 地 面 が あ り、 そ の 間 に は 斜 面 が あ る。 こ う し た 地 形 形

態 で あ る た め、 小 幡 に 陣 屋 が で き る 以 前 か ら 水 が 不 足 し が ち な 土 地

で あ り、 水 路 網 が 発 達 し た 背 景 と な っ て い る。 雄 川 堰 と よ ば れ る 用

水 路 が で き る 以 前 は、 現 在 の 楽 山 園 付 近 や 町 屋 の あ る 地 区 に あ る 井

戸に頼っていたようである
12）

。

2 - 2 - 3 . 雄 川 堰

　 小 幡 の 東 端 に は 雄 川 堰 が 流 れ る が、 こ れ は 小 幡 の 南 の 雄 川 か ら 取

水 し た 用 水 路 で あ り、 小 幡 を 通 り 小 幡 の 北 側 の 農 地 に 灌 漑 用 と し て

流 れ て い る。 雄 川 堰 の 成 立 年 代 に つ い て は 不 詳 で あ る が、 藩 政 時 代

以 前 か ら 存 在 し て い た と 考 え ら れ る と 指 摘 さ れ て い る
12)

。 地 形 的 に

水 が 不 足 し が ち な 地 域 に あ り、 小 幡 に 陣 屋 を 構 え る 以 前 か ら 農 地 へ

の灌漑用に使われていたと考えられる。

　 雄 川 堰 は、 武 家 屋 敷 が 建 ち 並 ぶ 小 幡 地 区 の 東 端 を 通 り 抜 け る が、

地 区 の 南 側 に ３ カ 所 の 分 水 口 が 設 け ら れ、 武 家 屋 敷 地 区 を 流 れ る 小

堰 と よ ば れ る 水 路 に 水 が 流 さ れ て い る。 こ の 水 路 は、 三 代 信 昌 の 時

代 で あ る 寛 政 ６ 年（1629） に 小 幡 へ の 藩 邸 移 転 す る 際 に、 地 割、

用水割、水道筋見立て等が実施されたといわれ
12）

、移転計画の中で、

水路網の流路が計画したと考えられている。

2 - 2 - 4 . 小 幡 の 庭 園

　 小 幡 に は 藩 主 の 庭 で あ っ た 楽 山 園 と 楽 山 園 東 邸 の ほ か 武 家 屋 敷 に

10 の庭園（山田邸、高橋浜雄邸、高橋寛邸、松浦邸、掛川邸、吉澤

邸、 沼 澤 邸、 柴 田 邸、 佐 藤 邸、 太 田 邸 ） が 現 存 し て い る。 す べ て の

庭 園 池 泉 は 屋 敷 の 南 側 に 位 置 し、 熊 倉 山 を 借 景 と し て い る。 京 都 の
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庭 師・ 藪 内 剣 仲 に よ る 作 庭 と も い わ れ て い る が、 定 か で は な い。 ま

た 造 営 時 期 に つ い て も 定 か で は な い も の の、 お お よ そ 楽 山 園 と 同 時

期 (1600 年代前半 ) に造営されたものと言われている
13）

。

　 楽 山 園 含 む す べ て の 庭 園 で 庭 園 池 泉 が あ り 元 来 は い ず れ の 庭 園 も

小 堰 か ら 取 水 し た 水 を 使 っ て い た が、 現 在 は 山 田 邸、 高 橋 寛 邸、 松

浦 邸、 太 田 邸 の み 小 堰 と 接 続 し て 庭 園 池 泉 へ 水 が 分 水 さ れ て い る
13）

。 高 橋 浜 雄 邸 も 庭 園 泉 水 が 現 存 し て い る が、 小 堰 と は 接 続 さ れ て

おらず、井戸水を水源としている
13）

。

2 - 3 . 小 幡 に 関 す る 先 行 研 究 お よ び 調 査

　 小 幡 に 関 す る 基 礎 調 査 は 既 に 行 わ れ て お り、 江 戸 期 の 絵 図、 各 武

家 屋 敷 の 庭 園、 雄 川 堰 を 中 心 と し た 水 路 網 の 調 査 資 料 を 得 る こ と が

で き る
13）

。 ま た、 小 堰 網 と 泉 水 の 関 係 に つ い て、 小 幡 に は 庭 と 庭

を つ な ぐ 水 路 の シ ス テ ム が あ り、 水 路 を 庭 の 中 に 取 り 込 ん で 泉 水 へ

分 水 し て い る と 指 摘 さ れ て い る
11）

。 一 方、 小 幡 藩 主 の 楽 山 園 は 小 幡

で 最 大 の 庭 園 で あ り 発 掘 調 査 さ れ て い る が、 小 幡 に 見 ら れ る 他 の 武

家 屋 敷 庭 園 を 分 析 す る 上 で も そ の 作 庭 手 法 な ど 参 考 と な る 点 が 多 い
14）

。 こ れ に 対 し、 本 研 究 は 都 市 水 路 網 と 庭 園 池 泉 の デ ザ イ ン の 関 係

を 知 る こ と が 目 的 で あ る。 上 記 の 基 礎 的 な デ ー タ や 調 査 を も と に し

な が ら、 新 た に 小 堰 か ら 泉 水 へ の 分 水 機 構 と 庭 園 へ の 取 水、 排 水 の

機 能 と デ ザ イ ン に 注 目 す る こ と が 本 研 究 の 目 的 で あ る。 都 市 水 路 網

に つ い て は、 江 戸 期 小 堰 網 を 推 定 復 元 す る と と も に、 具 体 的 な 空 間

構 成 や 意 匠 に つ い て は 現 地 調 査（ 測 量・ ヒ ア リ ン グ な ど ） を 行 い 分

析するものである。

2 - 4 . 分 析 方 法

2 - 4 - 1 . 　 江 戸 期 の 小 堰 網 の 復 元

　 小 幡 の 小 堰 網 は 現 在 も 多 く が 残 存 し て い る が、 一 部 は 道 路 の 改 修

や 農 地 の 宅 地 化 に 伴 い 流 路 の 付 け 替 え や 改 修 が 行 わ れ て い る。 ま た

庭 園 の 一 部 に お い て も 既 に 改 修 や 放 棄 さ れ て い る も の が あ り、 従 前

形 態 の 把 握 が 難 し い。 そ の た め、 本 研 究 で は 江 戸 期 に お い て 最 も 詳

細に小堰網の様子が描かれている「小幡藩陣屋内絵図」（江戸期・年

代 不 詳 ） を 元 に、 以 下 の 手 順 で 江 戸 期 の 小 堰 網 と 庭 園 群 の 様 子 を 推

定復元しながら分析を行なう。

①「 小 幡 藩 陣 屋 内 絵 図 」 と「 小 幡 の 町 並 」
13）

を 参 考 に し、 オ ー ト デ

ス ク 社 AutoCAD2010  お よ び Adobe  社 Pho toshop  CS4 を 用 い て
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甘 楽 町 発 行 の 2,500 分 の １ の 測 量 地 図 を 元 に、 補 正 を 行 い な が ら 重

ねあわせ、地理的客観性のある地図データを作成する。

②庭園の位置については、「小幡藩陣屋内絵図」には記載がないため、

① に 作 成 し た 補 正 図 に、1983 年 に 測 量 さ れ た 図 面 を 重 ね 合 わ せ る
13）

。

③ 小 幡 藩 陣 屋 内 絵 図 の 敷 地 境 界 線 を 補 正 す る に あ た っ て は、 甘 楽 町

発行の地籍図を参照して補正し、①の地図データに重ね合わせる。

④ 小 堰 の 周 囲 を 踏 査 し、 小 堰 の 流 れ る 方 向 や 分 水 箇 所、 合 流 箇 所、

小滝などの場所および形態を把握する。以上をまとめて図式化する。

2 - 4 - 2 　 庭 園 泉 水 と 小 堰 の 現 地 調 査

　 泉 水 と 水 路 間 の 流 路・ 接 続 形 態・ 分 水 機 構 を 把 握 す る に あ た り、

小 幡 の 武 家 屋 敷 地 区 に 現 在 も 残 存 す る １ ０ 庭 園 お よ び 楽 山 園、 楽 山

園 東 に 位 置 す る 庭 園 に つ い て 現 地 調 査 を お こ な う。 楽 山 園、 楽 山 園

東 庭 園 に つ い て は、 既 に 発 掘 調 査 時 の 測 量 資 料 が あ る た め、 そ の 他

の １ ０ 庭 園 に つ い て、「 小 幡 の 町 並 」
13）

に 掲 載 さ れ て い る 庭 園 関 係

資 料 を 基 礎 資 料 と し、 特 に 取 水・ 排 水 部 お よ び 泉 水 の 詳 細 な 高 さ や

長さに注目して実測し、以下の手順で分析図を作成する。

① １ ０ 庭 園 に つ い て、 ト ー タ ル ス テ ー シ ョ ン に よ り 小 堰 と 庭 園 泉 水

の高低差や距離などの実測を行う。

② 実 測 を 行 っ た 成 果 を AutoCAD  2010 に よ り 図 面 化 し、 庭 園 外 周

部 に つ い て は 甘 楽 町 発 行 の 下 水 道 台 帳 に 記 載 さ れ て い る 標 高 デ ー タ

と組み合わせる。

③ 既 に 改 変 さ れ た 庭 園 も 多 い た め、 か つ て の 小 堰 と 庭 園 と の 関 係 に

つ い て 園 主 に ヒ ア リ ン グ を 行 い、 補 足 す る。 以 上 を ま と め て、 庭 園

泉水と小堰の意匠を分析するための図の作成を行う。

第一回（事前調査）

　期間：2011 年 5 月 9 日

　実施場所：楽山園、高橋浜雄家庭園、松浦家庭園

　内容：現地踏査・写真撮影

第二回

　期間：2011 年 6 月 10 日

　実施場所：雄川堰、小堰、山田邸、高橋浜雄邸、高橋寛邸、松浦邸、

　　　　　　掛川邸、吉澤邸、沼澤邸、柴田邸、佐藤邸、太田邸

　内容：現地踏査、各庭園および雄川堰・小堰の簡易測量

第三回

　期間：2011 年 11 月 10 日
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　実地場所：高橋寛邸、松浦邸、沼澤邸、柴田邸、野本邸

　　　　　　甘楽町役場

　内容：現地踏査、各庭園および小堰のオートレベルによる測量

　ヒアリング調査：群馬県甘楽郡甘楽町教育委員会事務局教育課　

　　　　　　　　　文化財保護係　田村昌徳様

   柴田邸家主様、野本邸家主様  

第四回

　期間：2011 年 12 月 15 日

　実地場所：高橋浜雄邸、山田邸、　掛川邸、吉澤邸、太田邸

　内容：現地踏査、各庭園および小堰のオートレベルによる測量

　ヒアリング調査：太田邸家主様、山田邸家主様、吉澤邸家主様

2 - 5 . 本 章 の 構 成

　 第 ３ 節 で は、 江 戸 期 の 絵 図 で あ る「 小 幡 陣 屋 内 絵 図 」 を 基 礎 資 料

とし、小堰とよばれる武家屋敷地区内を網目状に張り巡る水路網（以

下、 小 堰 と は 小 幡 の 水 路 網 を 指 す ） の 特 徴 を、 形 態 お よ び 敷 地 所 有

形 態 の 違 い か ら 明 ら か に す る。 そ の 上 で、 小 堰 に 付 随 す る 泉 水 と 小

堰 網 の 関 係 を 明 ら か に し、 小 幡 の 都 市 構 造 に お け る 泉 水 と 小 堰 の 全

体配置構成を図式化する。

　 第 ４ 節 で は、 小 堰 か ら 泉 水 へ の 分 水 手 法 に 着 目 し、 私 邸 内 に お け

る 小 堰 か ら 泉 水 へ の 導 水 形 態 を 把 握 す る。 さ ら に 庭 園 泉 水 を 機 能 と

形 態 的 特 徴 か ら 類 型 化 す る。 そ の 上 で、 地 形 構 造 と の 関 係 か ら 分 水

および導水形態および庭園意匠との関係を分析する。

　 第 ５ 節 で は、 小 幡 に お け る 庭 園 泉 水 を 都 市 水 路 網 の 一 部 と し て み

た場合の分水機構の全容および意匠を考察する。
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3 . 小堰網と庭園泉水に関する分析

3 - 1 . 小 堰 復 元 図 の 作 成

　「 小 幡 陣 屋 内 絵 図 」 を 現 代 の 地 形 図 お よ び 地 籍 図 に あ わ せ て 作 成

した復元地図を「小堰復元図」とする（図 2-1）。「小幡陣屋内絵図」

の も つ 歪 み が な く な り 距 離 や 形 態 が 補 正 さ れ、 江 戸 期 に お け る 小 堰

の 流 路 形 態 が 正 確 に 把 握 で き る。 ま た 水 路 網 や 庭 園 池 泉 と 地 形 と の

関係をみることができるようになる。

　 小 幡 の 武 家 屋 敷 地 区 は 地 区 の 東 端 を 流 れ る 用 水 路 で あ る 雄 川 堰 か

ら 分 水 し た 小 堰 が 流 れ る。 小 幡 の 武 家 屋 敷 地 区 の 中 で も 最 も 高 い 南

東 側 の ３ つ の 取 水 口 か ら 水 を 取 り 込 ん で い る こ と が 作 成 し た 復 元 図

よ り わ か る。 こ れ ま で の 調 査 研 究 よ り、 取 り 込 ま れ た 水 は 分 流 と 合

流 を 繰 り 返 し な が ら 北 西 方 向 へ 緩 や か に 流 れ る が、 松 浦 邸 に 至 る水

路と吉澤邸を流れる水路で 例 外 的 に 斜 面 と は 逆 方 向 に、 松 浦 邸 前 で

は 北 か ら 南 へ、 吉 澤 邸 で は 東 か ら 西 に 流 れ る こ と が 指 摘 さ れ、 こ の

よ う に 工 夫 が な さ れ た 水 路 に よ り 各 武 家 屋 敷 へ 配 水 さ れ、 最 終 的 に

は 雄 川 へ 流 れ る こ と が わ か っ て い る。 ３ つ の 取 水 口 は、 そ れ ぞ れ 一

番 口、 二 番 口、 三 番 口 と 呼 ば れ、 取 り 込 ま れ る 水 量、 そ れ ぞ れ の 流

路 長 さ が 異 な る。 一 番 口、 二 番 口、 三 番 口 は、 そ れ ぞ れ 一 升 枡、 五

合 枡、 三 合 枡 の 大 き さ に 造 ら れ て お り、 一 番 口 か ら 取 り 込 ま れ る 水

量が最も多いと言われている
13)

。

3 - 2 . 小 堰 網 と 庭 園 泉 水 の 関 係

　 そ れ ぞ れ の 取 水 口 か ら の 水 路 の 長 さ は、 一 番 口 か ら 最 も 長 く、 作

成 し た「 小 堰 復 元 図 」 で 計 測 す る と 3.38km に な り 小 幡 の 武 家 屋 敷

地 区 を 流 れ る 小 堰 の 総 延 長 6.02km の 56 .0 ％ に な る。 藩 主 の 庭 で

あ る 楽 山 園 も こ の 一 番 口 か ら 流 れ る 水 路 の 水 を 引 き 込 ん で い る。 一

方、 二 番 口 は 取 り 込 ま れ る 水 量 は 二 番 目 に 多 い が、 水 路 の 長 さ は 最

も 短 く 0.25m 程 度 し か な い。 三 番 口 か ら 流 れ る 水 路 は 取 水 口 か ら

す ぐ の と こ ろ で ３ 又 に 分 岐 し、 小 幡 の 武 家 屋 敷 地 区 の 東 側 の 一 部 の

地 区 を 流 れ る。 二 番 口 か ら の 水 も 三 番 口 か ら の 水 も、 一 番 口 か ら の

水と混ざり地区の北西側へと流れる ( 表 2-1）。

　 こ れ ら の 水 路 網 と、 私 邸 の 庭 園 泉 水 の 接 続 形 態 を 分 析 す る た め に

ま ず「 小 幡 陣 屋 内 絵 図 」 か ら 敷 地 所 有 形 態 を 把 握 し 水 路 の 流 路 の 公

私 の 所 有 形 態 を 分 析 す る。 そ の 結 果、 図 2-1 を 敷 地 所 有 形 態 の 違 い

か ら ダ イ ア グ ラ ム 化 し た 図 が 図 2-2 に な る。 こ の 図 か ら、 水 路 網 の



81池泉意匠からみる都市環境と庭園意匠の相互関係に関する研究
｜第 2 章｜インフラとしての水路網と庭園池泉デザイン

第
２
章

雄川堰
一番口
からの小堰
二番口
からの小堰
三番口
からの小堰
現存する庭園泉水

N

一 番 口

二 番 口

三 番 口

図 2 - 1 小 堰 復 元 図

高 橋 寛 邸

松 浦 邸
楽 山 園 東 邸

吉 澤 邸

山 田 邸

柴 田 邸沼 澤 邸
小 堰

雄 川

佐 藤 邸

高 橋 浜 雄 邸

掛 川 邸

太 田 邸
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図 2 - 2 . 小 堰 網 と 庭 園 泉 水 の 連 結 関 係 図

表 2 - 1 . 現 存 す る 各 庭 園 池 泉 の 取 水 口 の 一 覧

道 路 際（ 公 共 ）

私 邸 内（ 私 有 ）

合 計

一 番 口 二 番 口 三 番 口 全 合 計
一 番 口

+
二 番 口

980m
16 .1%

90m
1 .4%

130m
2 .1%

30m
0 .5%

550m
9 .1%

1 ,780m
29 .6%

2 ,400m
39 .9%

3 ,380m
56 .0%

160m
2 .7%

250m
4 .1%

710m
11 .8%

840m
13 .9%

0m
0%

30m
0 .5%

970m
16 .0%

1 ,520m
25 .1%

4 ,240m
70 .4%

6 ,020m
100 .0%

道沿いを流れる水路

分水点 (18 ヶ所）

合流点 (16 ヶ所）

現存する庭園 (10 庭園 )

00　水路 ( 私邸内 ) 長さ

　水路 ( 道沿い ) 長さ

一番口

二番口

(m)

三番口

雄

川

私邸内を流れる水路

私邸間境界を
流れる水路

204

286

63
188

27

29

21

6066

138

18
211

139

23

267

245

87

53

28

59 92

187

13

71 79

91
71

117

340

213

125

125

109

13
52

50

高 橋 寛 邸

松 浦 邸

楽 山 園 東 邸

吉 澤 邸

太 田 邸

山 田 邸

柴 田 邸

沼 澤 邸

佐 藤 邸

高 橋 浜 雄 邸

掛 川 邸
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流 路 形 態 と 敷 地 所 有 形 態 お よ び 庭 園 の 配 置 に つ い て 明 ら か に す る 事

ができる。

　 図 2-2 よ り 以 下 の こ と が わ か る。 一 番 口 か ら の 水 路 お よ ぼ 三 番 口

か ら の 水 路 は、 各 屋 敷 へ 配 水 さ れ る 過 程 で 分 流 と 合 流 を 繰 り 返 し な

が ら ま ち に 広 が っ て い る こ と が わ か る。 こ れ を「 小 幡 陣 屋 内 絵 図 」

に 戻 り ひ と つ ひ と つ そ の 詳 細 を 調 べ 整 理 し た も の が、 表 2-2、2-3、

2-4 で あ る。 小 幡 陣 屋 内 絵 図 に 描 か れ て い る 分 水 点 は 18 カ 所 あ り、

そ の う ち 13 カ 所 は 道 沿 い に あ り、 道 沿 い を 流 れ る 水 路 か ら 私 邸 へ

入 っ て い る こ と が わ か る（ 表 2-2）。 一 方、 合 流 点 は 16 カ 所 描 か れ

て お り、 そ の う ち 12 カ 所 は 道 沿 い に あ り、 私 邸 内 を 流 れ て い た 水

路 が 道 路 沿 い を 流 れ る 水 路 と 合 流 す る（ 表 2-3）。 こ れ ら の 表 か ら わ

か る こ と は、 屋 敷 地 内 へ 合 流 し た 水 路 は 分 水 し た も と の 同 じ 水 路 に

合 流 し な い こ と で あ る｡ 武 家 屋 敷 地 区 の 北 側 の ２ カ 所 を 除 い て、 同

じ 水 路 に 合 流 し な い。 ま た 分 水 や 合 流 点 は、 必 ず し も 武 家 屋 敷 地 区

の 上 流 や 下 流 部 に 偏 っ て 存 在 す る わ け で は な く 武 家 屋 敷 地 区 内 に 比

較 的 均 等 に 配 置 さ れ て お り、 武 家 屋 敷 地 区 内 で 何 度 も 分 水 と 合 流 を

繰り返しながら水路網を形成していることである｡

　 こ う し た 合 流 と 分 水 を 繰 り 返 す 水 路 網 の 中 に 庭 園 が 付 随 し て い

る。「 小 幡 陣 屋 内 絵 図 」 に は 庭 園 は 記 載 さ れ て い な い。 そ こ で、「 小

幡 の 町 並 」
13）

お よ び 庭 園 主 へ の ヒ ア リ ン グ に よ り 庭 園 の 配 置 を 明 ら

か に し、 図 2-2 に 記 載 し て い る。 水 路 網 と 庭 園 泉 水 の 関 係 は 図 2-2

を み る と、 庭 園 に 配 水 さ れ る 前 の 上 流 側 で 分 水 が お こ な わ れ、1 つ

な い し は 2 つ の 庭 園 内 流 れ る と 他 の 水 路 と 下 流 側 で 合 流 す る よ う な

構成となっていることがわかる。

　 た だ し、 一 庭 園 の み 例 外 が あ る。 そ れ は 太 田 邸 庭 園 で、 二 番 口 か

ら 取 り 入 れ た 水 が そ の ま ま 太 田 邸 の 敷 地 へ 流 れ 込 み、 ま た 排 出 さ れ

て い る。 こ れ は 太 田 氏 へ の ヒ ア リ ン グ か ら、 太 田 邸 が か つ て の 水 奉

行の武家屋敷庭園であったことによるものと考えられる。

3 - 3 . 私 邸 内 と 小 堰 網 の 関 係 す る 水 路

　 誰 で も ア ク セ ス の で き る 洗 い 場 が 岸 辺 に 多 数 あ り そ の ほ と ん ど が

道 沿 い を 流 れ る 雄 川 堰 と は 異 な り、 流 路 の 総 延 長 の 70 .4 ％ が 私 邸 内

を 抜 け て い る の が 甘 楽 町 小 堰 の 特 徴 で あ る（ 図 2-2）。 道 沿 い を 流 れ

る 箇 所 は あ る も の の 雄 川 堰 の 分 水 点 か ら 雄 川 ま で 流 れ る 間 に ど の 流

路 を 流 れ て も、 必 ず 私 邸 内 を 抜 け る。 一 方、 武 家 屋 敷 地 区 に あ る 小

堰 の 分 水 点 は、 全 18 カ 所 の う ち 5 カ 所 を 除 き 道 沿 い す な わ ち 官 地
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B 0 1

B 0 2

B 0 8

B 1 2 B 1 3 B 1 4 B 1 6

B 1 7

B 0 9 B 1 0 B 1 1

B 0 3 B 0 4 B 0 7

B 0 5 B 1 8

B 1 5B 6

表 2 - 2 . 絵 図 に 描 か れ て い る 分 水 地 点

道 路 脇

⇩

① 屋 敷 地

＋

② 道 路 脇

13 ／ 18

（72％）

2 ／ 18
（11％）

3 ／ 18
（27％）

道 路 脇
⇩

① 道 路 脇
＋

② 道 路 脇

屋 敷 地 内
⇩

① 屋 敷 内
＋

② 屋 敷 内
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J 0 1 J 0 4

J 0 7 J 0 9J 0 5

J 1 0 J 1 2 J 1 3 J 1 4

J 0 6

J 0 2 J 0 3

J 0 8

J 1 1

J 1 5 J 1 6

表 2 - 3 . 絵 図 に 描 か れ て い る 合 流 地 点

① 屋 敷 地

＋

② 道 路 脇

⇩

道 路 脇

12 ／ 16

（75％）

1 ／ 16
（6％）

3 ／ 16
（19％）

① 道 路 脇
＋

② 道 路 脇
⇩

道 路 脇

① 屋 敷 内
＋

② 屋 敷 内
⇩

屋 敷 地 内
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0 5

3 2

1 1

3 0 6 3

2 4 6 1

大 竹 薮

2 61 2

表 2 - 4 ( 1 / 4 ) . 絵 図 に 描 か れ て い る 各 私 有 地 内 の 水 路 経 路

道

↓

屋 敷

↓

道

分

水

な

し

分

水

あ

り

③

①②

② ③

①

② -B

② -A
③ -A

③ -B

①

5 ／ 10

5 ／ 10

10 ／ 47

（21％）

①

②

③

②

③

①

②

③

①

②

③

①

② -A

③ -A

① -A

②

②

③

③
①

①
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1 9 2 9 4 0

0 2

1 5

3 6

5 8 6 6 2 2

4 4 5 7

1 6 2 3

0 4 1 3

5 0

表 2 - 4 ( 2 / 4 ) . 絵 図 に 描 か れ て い る 各 私 有 地 内 の 水 路 経 路

道

↓

屋 敷

↓

屋 敷

分

水

な

し

分

水

あ

り

②

③

①

②

③

①

②③

①

②③
①

②

③

①

②
③

①
②③

①

②③ ①

②

③

①

②

①

③ ②

③

①

②

③

①

②③ ①

②

③

①

16 ／ 47

（33％）

4 ／ 16

12 ／ 16

①②

③

①
②

③
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表 2 - 4 ( 3 / 4 ) . 絵 図 に 描 か れ て い る 各 私 有 地 内 の 水 路 経 路

屋 敷

↓

屋 敷

↓

屋 敷

分

水

な

し

分

水

あ

り

0 3 1 0

4 1 6 02 1

6 1

3 9 5 9

6 4 6 5

0 9

①②③

②

②

③

①
②

③

①

②

③

①

11 ／ 47

（23％）

4 ／ 16

2 ／ 11

9 ／ 11

②

③

①

①

③

② -B

③ -B

① -B

②

③

②

③

①

①

②
③

①

②
③

①
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表 2 - 4 ( 4 / 4 ) . 絵 図 に 描 か れ て い る 各 私 有 地 内 の 水 路 経 路

屋 敷

↓

屋 敷

↓

道
②

③
①

2 8

4 3 6 2

7 1 7 1 8

2 0 3 7

3 8 4 2

② -B
② -A

③

① -A ① -B

②

③

①

②

③

①

②
③

①

②

③

①

②

③

①

②

①

③

②

③

①

10 ／ 47

（21％）

①

②
③
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に あ る。 ま た 16 カ 所 あ る 合 流 点 の う ち、4 カ 所 を 除 い て 道 沿 い に

ある。このように小堰の水は私邸内を流れて私邸内で使用されるが、

分 水 や 合 流 と い っ た 水 路 網 の 構 造 上 重 要 な 部 分 は、 道 沿 い 即 ち 官 地

に存在することがわかる。

　 小 幡 陣 屋 内 絵 図 に 描 か れ て い る 敷 地 の う ち 水 路 が 流 れ る 敷 地 は、

47 ある。その私邸内水路と道沿い水路の水の出入りについて観察す

ると、以下のことがわかる。10 の事例では道沿いを流れる水路が私

邸に取り込まれた後、すぐに道沿いに流れる水路に戻されているが、

そ の 他 の 37 事 例 で は、 屋 敷 か ら 屋 敷 へ と 水 路 が 流 れ て い る こ と が

わかる。また、道沿いから屋敷地内へ取り込まれる際には、16 事例

中 12 事 例 で 道 沿 い で 分 水 し た １ 本 の 水 路 が 私 邸 内 へ 引 き 込 ま れ て

いるが、屋敷から屋敷へ流れる際には、21 事例中（屋敷→屋敷→屋

敷または屋敷→屋敷→水路）19 事例で分水を伴わず、隣の屋敷を流

れた水路がそのまま当該屋敷地を流れている（表 2-4）。
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4 . 都市水系を引き込む庭園池泉意匠の分析

4 - 1 . 水 路 網 か ら 庭 園 群 へ の 導 水 形 態

「小幡陣屋内絵図」には庭園は描かれていないため私邸内に引き込ま

れ た 水 路 か ら ど の よ う に 庭 園 へ 分 水 が お こ な わ れ た か わ か ら な い。

そ こ で、「 小 幡 の 町 並 」
13）

お よ び ヒ ア リ ン グ 調 査 を 行 な い、 小 堰 か

ら 庭 園 へ の 導 水 形 態 に は ２ つ の パ タ ー ン が 見 ら れ る こ と が わ か る

（ 図 2-3 左 軸 ）。 そ の う ち 直 結 型 は ２ 庭 園、 分 水 型 は ８ 庭 園 み ら れ る

( 図 2-3）。

（１）直結型庭園

　 こ の タ イ プ は 2 例 の み で あ る。 即 ち、 小 堰 か ら 分 水 せ ず そ の ま ま

庭 園 へ 導 水 さ れ て、 ま た 直 接 排 出 す る タ イ プ で あ る。 こ の タ イ プ の

庭 園 に は、 水 奉 行 で あ っ た 太 田 邸 庭 園 お よ び、 藩 主 の 庭 で あ る 楽 山

園 で あ る。 直 接 小 堰 の 水 を 泉 水 の 水 に 使 え る の は あ る 特 定 の 権 力 を

持ったものに許されたことが推測できる。

（２）分水型庭園

　 こ の タ イ プ は、 小 堰 か ら 分 水 し て 庭 園 へ 導 水 し、 合 流 し て 小 堰 に

戻 す タ イ プ で あ る。 武 家 屋 敷 地 区 に み ら れ る ほ と ん ど の 泉 水 が、 こ

のパターンである。小堰を引き込んだ泉水を複数もつ小幡において、

標 準 的 な タ イ プ で、 全 調 査 庭 園 １ ２ 庭 園 中 １ ０ 庭 園 が こ れ に 該 当 す

る。

4 - 2 . 庭 園 内 に 導 水 さ れ た 水 路 と 池 泉 形 態

　 小 堰 か ら 庭 園 内 へ 導 水 さ れ た 水 は、 庭 園 内 に お い て も 池 泉 や 水 路

に わ か れ 様 々 な 流 れ 方 を す る。 こ れ を 分 類 し た も の が 図 2-3 右 欄 で

あ る。 池 泉 は、 庭 園 内 へ 導 水 さ れ た 水 路 と の 関 係 か ら ２ 種 類 の も の

に分類することができる。

（１）一体型池泉

　 こ の タ イ プ の 池 泉 は、 庭 園 内 へ 分 水 さ れ た 水 路 そ の も の が、 池 泉

と な る タ イ プ で あ る。 い ず れ の 池 泉 の 周 囲 に も、 大 き な 石 が 配 置 さ

れていたり、積極的に植栽されており鑑賞池として構成されている。

池 泉 の 形 態 は、 不 定 形 を し て お り、 心 字 池 や 瓢 箪 型 の 池 泉 も み ら れ

る。 池 泉 の 深 さ は、40 〜 60cm 程 度 の 比 較 的 浅 い 池 泉 で あ る が、

一 部 の 池 泉 に は 池 内 に １ 〜 1.5m ほ ど の 深 さ の あ る 深 堀 が 存 在 し、

生 活 用 水 と し て 使 用 さ れ た り、 冬 場 に 池 泉 内 で 飼 育 さ れ て い る 鯉 の

す み か と な る 場 所 と な っ て い る。 吉 澤 邸 庭 園 以 外 の す べ て の 庭 園 に



92池泉意匠からみる都市環境と庭園意匠の相互関係に関する研究
｜第 2 章｜インフラとしての水路網と庭園池泉デザイン

第
２
章

図 2 - 3 　 庭 園 池 泉 へ の 導 水 形 態 の 分 類

隣接型池泉
一体型池泉

庭園

庭園

( 1 ) 直 結 型 庭 園

太田邸

山田邸

楽山園東邸

沼澤邸

佐藤邸

高橋浜雄邸

楽山園

② 一 体 型 池 泉 ＋ 隣 接 型 池 泉

④ 隣 接 型 池 泉 の み

① 一 体 型 池 泉 の み

① 一 体 型 池 泉 の み

③ 一 体 型 二 連 池 泉

② 一 体 型 池 泉 ＋ 隣 接 型 池 泉

掛川邸

高橋寛邸 柴田邸

松浦邸

( 2 ) 分 水 型 庭 園

吉澤邸

（ 2 / 1 2 )

（ 1 0 / 1 2 )
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一体型池泉をみることができる。

（２）隣接型池泉

　 こ の タ イ プ の 池 泉 は、 庭 園 内 へ 導 水 さ れ た 水 路 と 隣 接 し て 造 ら れ

て い る 池 泉 で、 池 泉 と 水 路 の 間 に 空 石 積 み に よ り 隔 て て い る だ け の

池 泉 や、 水 路 か ら 分 水 し 取 水 路 を 設 け て こ の 泉 水 へ と 導 水 し て い る

池 泉 も あ る。 こ の 泉 水 の ま わ り に は 大 き な 石 や 特 徴 的 な 植 栽 は さ れ

て お ら ず、 座 敷 か ら こ の 池 泉 は 見 え に く く 鑑 賞 目 的 で は な く、 主 に

魚 を 飼 育 し た り 水 を 溜 め て 生 活 用 水 な ど に 使 わ れ て い る。 形 態 は 方

形 を し て お り、 泉 水 の 深 さ は、80cm 〜 1.5m 前 後 で 比 較 的 深 い。

太田邸、松浦邸、吉澤邸でみられる。

　 上 記 ２ 種 類 の 池 泉 が、 そ れ ぞ れ 庭 園 内 で そ れ ぞ れ 組 み 合 わ さ り 配

置 を さ れ て い る が、 以 下 の ４ つ の 形 態 に 組 合 せ が あ る こ と が わ か る

（図 2-3）。

①一体型池泉のみ

　一体型池泉のみで構成された庭園。山田邸、佐藤邸、楽山園東邸、

沼澤邸、高橋浜雄邸がこれにあたる。

②一体型池泉＋隣接型池泉

　 一 体 型 池 泉 に 隣 接 型 池 泉 が 組 合 わ さ っ た 構 成 の も の。 松 浦 邸 が こ

れにあたる。

③一体型二連池泉

　 一 体 型 池 泉 が 二 連 し て い る も の。 い ず れ も ２ つ の 池 泉 が と も に 残

存 し て い る 事 例 は み ら れ な い。 柴 田 邸 は 他 と は 異 な り 四 角 い 池 で 構

成 さ れ て い る。 深 堀 が 設 け ら れ、 隣 接 型 池 泉 の よ う に 生 活 利 用 に 使

われたと考えられる。高橋寛邸、柴田邸、掛川邸でみられる。

④隣接型池泉のみ

　 隣 接 型 池 泉 の み が 水 路 に 付 随 し て い る も の。 意 匠 的 な し つ ら え は

ほ と ん ど み ら れ ず 機 能 的 な 庭 園 池 泉 と な っ て い る。 吉 澤 邸 で み ら れ

る。

4 - 3 . 池 泉 へ の 導 水 と 地 形 構 造 に 伴 う 意 匠

　 以 上 の よ う に、 小 堰 網 と 庭 園 池 泉 の 関 係 を 調 査 し て い く 中 で、 さ

ら に、 詳 細 な ス ケ ー ル に お け る 取 水 排 水 部 の 配 置 と、 私 邸 内 の 導 水

意 匠 の 間 に 様 々 な 工 夫 の あ る こ と が 認 め ら れ た。 そ こ で 本 項 で は そ

の 詳 細 を 明 ら か と す る こ と に よ り、 都 市 水 系 と 庭 園 池 泉 の 間 に あ る

意匠的な相互関係を見出すものである。
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4 - 3 - 1 . 各 庭 園 に お け る 庭 園 池 泉 の 配 置 お よ び 取 水 ・ 排 水 形 態

　 小 幡 は 全 体 的 に 緩 や か に 北 西 方 向 に 下 っ た 緩 斜 面 に 位 置 す る が、

泉 水 は そ の 中 で も 比 較 的 高 低 差 の あ る 斜 面 付 近 に 位 置 す る。 こ の 高

低 差 は 各 庭 園 に お い て 40cm 〜 1m 程 度 で あ り、 こ の 高 低 差 を 利 用

し て 水 路 か ら 庭 園 池 泉 へ 導 水 し、 ま た 庭 園 池 泉 か ら 水 路 へ 水 を 戻 し

て い る。 現 地 測 量 に 基 づ い て 作 成 し た 各 庭 園 の 地 形 図 か ら、 各 庭 園

の 微 地 形 と 庭 園 池 泉 の 配 置、 取 水・ 排 水 の 経 路 の 関 係 に つ い て 分 析

する。

　池泉の現存状況から、詳細調査を行なったのは、12 庭園中以下の

6 庭園である。
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（１）山田家庭園

　 敷 地 の 南 側 を 流 れ る 水 路 か ら 取 水 し た 水 は、 現 在 導 水 管 を 通 し て

庭 園 内 へ 導 水 さ れ て い る。 庭 園 池 泉 へ は、 石 樋 を 通 じ て 流 れ 落 ち て

い る。 石 樋 は、 庭 園 池 泉 の 南 東 側 に 平 面 的 に は 凹 型 に 引 き 込 ん だ 形

で 設 置 さ れ、 石 樋 の 先 端 部 だ け が、 池 泉 側 へ 突 き 出 て い る。 取 水 路

が 変 更 さ れ た た め か、 落 差 は 10cm 程 度 し か な く、 水 落 ち の 音 も わ

ずかに聞こえるだけである。排水路は、改めてオーバーフローをとっ

た導水管により敷地東側を流れる水路へつながる。

192.0

191 .5

191 .5

191 .0

N

図 2 - 4 　 山 田 家 庭 園 の 地 形 と 池 泉 お よ び 取 水 ・ 排 水 形 態

S C A L E  1 : 2 0 0

out

in

水路

ヒアリングにより予想さ
れるかつての池泉形態

ヒアリングにより予想さ
れるかつての水路

庭園池泉

0 2 5 10m
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（２）高橋浜雄家庭園

　 敷 地 の 南 側 を 流 れ る 水 路 か ら 取 水 し た 水 は、 現 在 導 水 さ れ て お ら

ず 正 確 な 経 路 は 不 明 で あ る が、 庭 園 池 泉 の 東 側 に あ る 水 路 を 流 れ た

も の と 考 え ら れ る。 現 在 は 井 戸 水 を 使 っ て 水 を 溜 め て い る。 水 落 ち

は 残 存 し て い な い。 排 水 路 は、 庭 園 池 泉 の 北 側 か ら オ バ ー フ ロ ー で

抜けたのち、東側へ抜ける水路へ接続している。

191 .0

190 .5

190 .0

水路

N

図 2 - 5 　 高 橋 浜 雄 家 庭 園 の 地 形 と 池 泉 お よ び 取 水 ・ 排 水 形 態

S C A L E  1 : 2 0 0

in

out

庭園池泉

0 2 5 10m
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（３）高橋寛家庭園

　 敷 地 の 南 側 を 流 れ る 水 路 か ら 取 水 し た 水 は、 導 水 管 を 通 し て 庭 園

へ 導 水 さ れ る。 庭 園 池 泉 へ は、 石 樋 を 通 じ て 流 れ 落 ち て い る。 石 樋

は、庭園池泉の南東側に平面的には凹型に引き込んだ形で設置され、

石 樋 の 先 端 部 だ け が、 池 泉 側 へ 突 き 出 て い る。 取 水 路 が 変 更 さ れ た

た め か、 落 差 は 10cm 程 度 し か な く、 水 落 ち の 音 も わ ず か し か 聞 こ

えない。
197 .0

197 .5

N
S C A L E  1 : 2 0 0

図 2 - 6 　 高 橋 寛 家 庭 園 の 地 形 と 池 泉 お よ び 取 水 ・ 排 水 形 態

out in
水路

庭園池泉

0 2 5 10m
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（４）柴田家庭園

　 敷 地 の 東 側 を 流 れ る 水 路 か ら 取 水 し て い た と 思 わ れ る が、 現 在 は

庭 園 へ の 導 水 は 行 わ れ て い な い。 吐 出 口 に は 石 樋 が あ り、 庭 園 池 泉

の 南 東 側 に 平 面 的 に は 凸 型 に 突 き 出 た 形 で 設 置 さ れ て い る。 全 体 的

に 池 は 四 角 く ま た い く つ か に 分 節 で き る よ う に な っ て い る。 排 水 路

は、西側の池の端に設けられている。

1
9

0
.0

N

図 2 - 7 　 柴 田 家 庭 園 の 地 形 と 池 泉 お よ び 取 水 ・ 排 水 形 態

S C A L E  1 : 2 0 0

out

in

水路

方形池泉

0 2 5 10m
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（５）松浦家庭園

　 敷 地 の 南 側 を 流 れ る 水 路 か ら 取 水 し た 水 は、 導 水 管 を 通 し て 庭 園

へ 導 水 さ れ る。 庭 園 池 泉 へ は、 石 樋 と ３ 段 の 滝 を 通 じ て 流 れ 落 ち て

い る。 石 樋 は、 庭 園 池 泉 の 南 東 側 に 平 面 的 に は 凸 型 に 突 き 出 た 形 で

設 置 さ れ、 石 樋 か ら 落 ち た 水 は ３ 段 の 石 の 滝 を 86 .7cm 落 ち る。 池

尻から排水されたあと、再び方形池泉へ導水される。

1
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1
9

5
.5

195 .0
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図 2 - 8 　 松 浦 家 庭 園 の 地 形 と 池 泉 お よ び 取 水 ・ 排 水 形 態

S C A L E  1 : 2 0 0

out

in

水路

方形池泉

庭園池泉

N 0 2 5 10m
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（６）太田家庭園

　 敷 地 の 東 側 を 流 れ る 水 路 を 直 接 庭 園 池 泉 へ 引 き 込 ん で い る。 水 路

を そ の ま ま 取 り 込 ん で い る た め、 庭 園 池 泉 東 側 に あ る 滝 は 水 量 が 多

い。 排 水 は 庭 園 池 泉 の 西 側 か ら さ れ、 小 滝 に よ っ て 流 れ 落 ち る。 そ

の 後、 再 び 方 形 池 へ 導 水 さ れ る が、 特 に 導 水 路 は な く、 し み 出 し 水

で水路と水が行き交う程度である。
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図 2 - 9 　 太 田 家 庭 園 の 地 形 と 池 泉 お よ び 取 水 ・ 排 水 形 態

out in

N 0 2 5 10m
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4 -3 -2 . 庭園内導水部と吐出口の意匠調査

　 池 泉 へ の 導 水 は 単 に 高 低 差 を 利 用 し て 屋 敷 へ 水 を 取 り 込 む と い う

だ け で は な く、 水 を 取 り 込 む 際 に 滝 ま た は 石 樋 な ど の 意 匠 を 形 作 っ

て お り、 こ こ に 微 地 形 を 巧 妙 に 利 用 し た こ と が わ か る。 庭 園 へ 取 り

込まれた水は、滝や石樋といった形でわずかな高低差を有効に用い、

意 匠 的 な 水 落 を つ く っ て い る。 小 堰 の 水 を そ の ま ま 利 用 し て い る

直 結 型 泉 水 の 庭 園 で は、 大 き な 滝 が み ら れ 庭 園 の 重 要 な 構 成 要 素 と

な っ て い る。 一 方、 分 水 型 泉 水 の 庭 園 で も、 私 邸 内 の 高 い と こ ろ で

泉 水 へ の 分 水 が 行 わ れ、 庭 園 内 に 高 低 差 を 取 り 込 ん で そ れ を 最 大 限

生 か し た 水 の 落 と し 口 の 意 匠 が み ら れ る。 い ず れ も 高 低 差 が わ ず か

で あ る た め、 吐 出 口 の 幅 を 取 水 口 の 幅 よ り 狭 く す る こ と で、 水 勢 を

強くするなどの工夫がみられる（表 2-5）。

　 研 究 対 象 １ ２ 庭 園 の う ち、 ５ 庭 園 で 詳 細 部 分 を 確 認 す る こ と が で

きる。

表 2 - 5 . 現 存 池 泉 の 取 水 口 お よ び 吐 出 口 の 実 測

泉 水 直 結 型

泉 水 分 水 型

太 田 邸
沼 澤 邸
佐 藤 邸

高 橋 浜 雄 邸
山 田 邸
掛 川 邸
柴 田 邸

高 橋 寛 邸
松 浦 邸
吉 澤 邸

取水口の幅 吐出口の幅
吐出口から

取水口の高低差 吐出口の意匠

72cm 37cm 54 .5cm 滝
– – – 残存せず
– 30cm – 滝
– – – 残存せず

45cm 27cm 57 .6cm 滝
– – – 残存せず
– 8cm – 滝

10cm 8cm 42 .4cm 滝
10cm 8cm 86 .7cm 滝
45cm 32cm 79 .7cm 滝
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平 面 図  1 : 2 5

断 面 図  1 : 2 5

導水管→
庭園池泉

庭園池泉
石樋

石樋

導水管→

（１）高橋寛家庭園

　 導 水 管 か ら 吐 出 さ れ た 水 は、 直 接 石 樋 を 通 じ て 流 れ 落 ち て い る。

石樋は、巾 50cm 近く、長さ 100cm をこえる平石が水平に据えられ、

庭 園 池 泉 の 南 東 側 に 平 面 的 に は 凹 型 に 引 き 込 ん だ 形 で 設 置 さ れ て い

る。 石 樋 の 先 端 部 だ け が、 池 泉 側 へ 突 き 出 て い る。 取 水 路 が 変 更 さ

れ た た め か、 落 差 は 10cm 程 度 し か な い が、 こ の 大 き な 石 樋 の 工 夫

に よ り 水 落 ち の 音 が わ ず か で は あ る が 聞 こ え る。 ま た、 こ の 大 き な

石 樋 の 上 に は、 ち ょ う ど 落 水 部 の 上 部 に も う ひ と つ の 平 石 が 掛 け ら

れ、 主 屋 か ら み る と こ の 掛 石 と 排 水 部 周 り に 組 ま れ た 石 組 み が 立 体

的な奥行きをもつ造形として見えている。

N

0 0.2 0.5 1.0m

図 2 - 1 0 　 高 橋 寛 家 庭 園 の 吐 出 口 の 断 面 お よ び 平 面 の 意 匠
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平 面 図  1 : 2 5

断 面 図  1 : 2 5

導水管→

庭園池泉

庭園池泉

滝

滝

滝

滝

導水管→

（２）山田家庭園

　 導 水 管 か ら 排 出 さ れ た 水 は、 い っ た ん 水 平 な 小 流 れ で た く わ え ら

れ、 そ れ が 二 段 構 成 の 小 滝 を 通 じ て 流 れ 落 ち る。 小 滝 は、 庭 園 池 泉

の 南 東 側 に 平 面 的 に は 凹 型 に 引 き 込 ん だ 形 で 配 置 さ れ て い る。 こ の

上 段 の 小 滝 を 挟 む よ う に 滝 石 組 が 立 て ら れ、 主 屋 か ら は、 こ の 立 石

組 が 主 と し て み え る。 小 滝 の 落 差 自 体 は 20cm 程 度 で あ る が 立 石 組

により、池泉内水源部に高さのある表現がなされている。

N

0 0.2 0.5 1.0m

図 2 - 1 1 　 山 田 家 庭 園 の 吐 出 口 の 断 面 お よ び 平 面 の 意 匠
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平 面 図  1 : 2 5

断 面 図  1 : 2 5

導水管→

庭園池泉水溜

水溜 庭園池泉

石樋

石樋

導水管→

（３）柴田家庭園

　 敷 地 の 東 側 を 流 れ る 水 路 か ら 取 水 し た と 思 わ れ る が、 現 在 は 庭 園

へ 導 水 さ れ て い な い。 庭 園 池 泉 の 東 に 小 堰 が 流 れ る こ と か ら、 庭 園

池 泉 へ は、 こ の 東 側 の 石 樋 を 通 じ て 流 れ 落 ち て い た と 考 え ら れ る。

石 樋 か ら 引 き 込 ま れ た 水 は 一 端 庭 園 池 泉 と は 隔 て ら れ た 水 溜 め に 入

り、そこからオーバーフローした水が庭園池泉へ流れ込む。石樋は、

巾 40cm 弱､ 長さ 120cm を超えるものであり、さらに石樋内には、

狭 幅 の 導 水 部 が 引 か れ て い る。 こ の た め 吐 水 の 流 速 が あ が り、 小 さ

な落差でも効果をあげようとして工夫が見られる。

N

0 0.2 0.5 1.0m

図 2 - 1 2 　 柴 田 家 庭 園 の 吐 出 口 の 断 面 お よ び 平 面 の 意 匠
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平 面 図  1 : 2 5

断 面 図  1 : 2 5

導水管→

導水管→

庭園池泉

庭園池泉

石樋

石樋

（４）松浦家庭園

　導水管から吐出された水は、長さ 70cm 程の小ぶりな石樋に乗り、

小 滝 を 通 じ て 流 れ 落 ち て い る。 石 樋 は、 庭 園 池 泉 の 南 東 側 に 平 面 的

に は 凹 型 に 引 き 込 ん だ 形 で 設 置 さ れ、 小 滝 だ け が、 池 泉 側 へ 突 き 出

て い る。 落 差 は 50cm 程 度 で、 調 査 庭 園 の 中 で 最 も 落 差 が あ り、 小

滝 も 三 段 組 と も 見 え る 階 段 状 の 形 式 を と り、 水 の 動 き と 落 水 音 を 増

幅する工夫が見られる。

N

0 0.2 0.5 1.0m

図 2 - 1 3 　 松 浦 家 庭 園 の 吐 出 口 の 断 面 お よ び 平 面 の 意 匠
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平 面 図  1 : 2 5

断 面 図  1 : 2 5

水路→ 庭園池泉

庭園池泉

滝

滝

水路→

（５）太田家庭園

　 敷 地 の 東 側 を 流 れ る 水 路 が、 調 査 庭 園 で 唯 一 そ の ま ま 庭 園 へ 導 水 さ

れ る。 庭 園 池 泉 へ は、 滝 を 通 じ て 流 れ 落 ち て い る。 と こ ろ が、 滝 前

に あ え て 中 島 を 配 置 し、 滝 そ の も の は 主 屋 か ら の 視 線 か ら 隠 さ れ て あ

り、 落 水 部 の 上 部 に 高 さ 130cm 程 の 石 を 立 て、 こ れ が 中 島 背 後 に 見

え る。 落 差 の あ る 滝 を む し ろ 隠 し て、 位 置 を 暗 示 す る 仕 掛 け と も 考 え

られる。落水 40cm を生かした水音をたてるためか、水落は直崖となっ

て お り、 ま た 直 接 水 を 引 き 込 ん で い る た め、 水 勢 の あ る 滝 に な っ て い

る。

N

0 0.2 0.5 1.0m

図 2 - 1 4 　 太 田 家 庭 園 の 吐 出 口 の 断 面 お よ び 平 面 の 意 匠
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　 以 上、 ５ 庭 園 に 現 存 す る 吐 水 口 の 意 匠 に つ い て み て き た が、 以 下

のことが特徴として認められた。

　 ① 吐 水 口 に は 大 き く 分 け て 滝 型 と 石 樋 型 の ２ 種 類 あ る こ と が わ か

る（ 表 2-6 )。 ３ 庭 園 で 使 わ れ て い る 吐 出 口 の 石 樋 は い ず れ も、 幅

約 40cm、 長 さ 1m 前 後 の 細 長 い 石 の 中 央 部 が 掘 り 込 ま れ た 石 造 物

で、 ど の 庭 園 の も の も ほ ぼ 同 一 形 を し て い る（ 図 2-15 )。 小 幡 の 庭

園 は い ず れ も ど の 時 代 に で き た も の か は っ き り し な い と 言 わ れ て い

る が、 こ の よ う に ３ つ の 庭 園 で 似 た 石 造 品 と 石 組 み の 様 式 が 使 わ れ

ていることから、同時代によって造られた可能性が考えられる。

　 ② 吐 水 位 置 は い ず れ も 東 ま た は 南 東 で あ る が、 こ れ は 小 幡 の 庭 園

池 泉 が い ず れ も 主 屋 の 南 側 に あ り、 ま た 小 幡 の 水 路 は 南 東 側 か ら 北

西側に流れているためである。

　 ③ 小 落 差 を 生 か す た め、 分 水 部 と 吐 水 口 の 高 さ は 近 く、 吐 水 部 で

落差をとるように工夫していること。

　 ④ 吐 水 部 で 流 路 を 小 さ く す る、 長 い 石 樋 で 流 れ を 整 え る な ど の 工

夫で、吐水勢を高める工夫がされていること。

表 2 - 6 . 現 存 す る 各 庭 園 池 泉 の 吐 水 口 の 意 匠 一 覧

高 橋 寛 家 庭 園

山 田 家 庭 園

松 浦 家 庭 園

柴 田 家 庭 園

太 田 家 庭 園

吐 水 口 の 形 態庭 園 名 吐 水 位 置

石樋

小滝

石樋＋小滝

石樋

 滝

南東

南東

南東

南東

 東

10cm

20cm

50cm

-  cm

30cm

※ 2011 年 11 月１０日調査時の計測値

落 差

図 2 - 1 5 . ３ 庭 園 で み ら れ る 石 樋

柴 田 家 庭 園 高 橋 寛 家 庭 園 松 浦 家 庭 園
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　以上これまでの実測調査の結果について、その水路、庭園内水路、

水 落 ち の 高 低 差 に つ い て ま と め た の が こ の 表 に な る。 こ こ で み ら れ

る よ う に 敷 地 内 高 低 差 に 対 し て、 敷 地 内 を 流 れ る 水 路 の 高 低 差 は、

多くのもので 60％以上の敷地内高低差を水路の高低差に還元してい

る こ と が わ か る。 こ の よ う に 敷 地 内 の 高 低 差 を 有 効 に 利 用 し た 水 路

経 路 を と る こ と で、 滝 落 ち や 機 能 の 異 な る 庭 園 池 泉 の 造 営 な ど、 意

匠の可能性を広げたと考えられる（表 2-7 )。

表 2 - 7 . 各 庭 園 敷 地 に お け る 高 低 差 と 庭 園 内 水 路 高 低 差 の 関 係

敷 地 内 最 高 点

水 路 流 入 点

庭 園 水 路 分 水 点

敷 地 内 最 低 点

水 路 流 末 店

庭 園 水 路 合 流 店

敷 地 内 高 低 差

水 路 高 低 差
( 敷 地 高 低 差

に 対 す る 割 合 )

( 水 路 高 低 差
に 対 す る 割 合 )

( 庭 園 水 路 高 低 差
に 対 す る 割 合 )

庭 園 水 路 高 低 差

水 落 ち 落 差

1 9 8 . 91 9 7 . 11 9 0 . 7 1 8 9 . 71 9 2 . 21 9 3 . 4 1 9 5 . 2 1 8 2 . 6 1 9 0 . 01 9 7 . 6

1 9 8 . 81 9 6 . 31 9 0 . 7 1 8 9 . 31 9 2 . 21 9 5 . 5 1 9 4 . 8 - 1 9 0 . 01 9 7 . 6

-1 9 5 . 91 9 0 . 5 -1 9 2 . 01 9 5 . 0 - - -1 9 7 . 3

1 9 6 . 71 9 2 . 01 8 9 . 3 1 8 8 . 51 9 0 . 71 9 6 . 0 1 9 3 . 4 1 7 8 . 6 1 8 9 . 01 9 6 . 4

1 9 7 . 31 9 4 . 51 8 9 . 3 1 8 9 . 11 9 0 . 71 9 3 . 4 1 9 3 . 6 - 1 8 9 . 31 9 6 . 9

-1 9 4 . 91 8 9 . 8 -1 9 1 . 61 9 3 . 6 - - -1 9 7 . 1

2 . 25 . 11 . 4 1 . 21 . 52 . 6 1 . 8 4 . 0 1 . 01 . 2

1 . 5
( 6 8 % )

1 . 8
( 3 5 % )

( 5 6 % )

( 5 0 % )

1 . 4 0 . 2
( 1 7 % )

1 . 5
( 1 0 0 % )

( 2 7 % )

( 5 0 % )

( 1 0 0 % )

( 5 0 % )

2 . 1
( 8 1 % )

( 6 7 % )

1 . 2
( 6 7 % )

-
-

0 . 7
( 7 0 % )

0 . 4
( 3 3 % )

( 5 0 % )

( 5 0 % )

-1 . 00 . 7 -0 . 41 . 4 - - -0 . 2

0 . 30 . 5- -0 . 2- - - -0 . 1

太田邸 沼澤邸佐藤邸高橋浜雄邸山田邸掛川邸 柴田邸高橋寛邸 松浦邸吉澤邸
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道沿いを流れる水路分水点

合流点

楽山園

太田邸

庭園

庭園泉水

私邸内を流れる水路

私邸間境界を
流れる水路

庭園内を流れる水路

一番口

二番口

三番口

図 2 - 1 6 　 分 水 と 合 流 を 伴 っ た 水 路 網 と 庭 園 池 泉

高 橋 寛 邸

松 浦 邸

楽 山 園 東 邸

吉 澤 邸

山 田 邸

柴 田 邸

沼 澤 邸

佐 藤 邸

高 橋 浜 雄 邸

掛 川 邸
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5 . まとめ

　 本 章 で は、 庭 園 池 泉 群 が 都 市 水 路 網 全 体 の 仕 組 み と ど の よ う に 関

係 を 持 っ て い る か を 研 究 す る た め の 事 例 と し て、 現 在 も 江 戸 期 の 水

路 網 お よ び 庭 園 池 泉 群 が 残 存 す る 小 幡 を と り あ げ て 分 析 を 行 っ た。

既 往 研 究 で は、 松 代 な ど 庭 園 池 泉 群 と と も に あ る 水 路 網 が 事 例 と し

て扱われているが、具体的な空間構成や意匠についての分析、また、

水路網全体における池泉群の位置づけは明らかにされていない。

　 江 戸 期 に 描 か れ た 絵 図 か ら 江 戸 期 の 都 市 水 路 網 の 復 元 図 を 作 成 し

た 上 で、 ま ず 水 路 網 が 私 邸 お よ び 庭 園 に ど の よ う に 取 り 込 ま れ て い

る の か を 明 ら か に し、 水 路 網 全 体 の 構 成 に お け る 庭 園 の 位 置 づ け に

つ い て 明 ら か に し た の が 本 章 で あ る。 ま た 本 章 で は、 各 庭 園 に お け

る 水 路 網 か ら の 水 の 取 り 込 み 形 態 に 注 目 し、 実 測 調 査 を も と に 微 地

形 と の 関 係 の 中 で 造 ら れ た 意 匠 形 態 に つ い て も 明 ら か に し た（ 表

2-8）。

表 2 - 8 . 全 庭 園 調 査 デ ー タ 一 覧

残 存 状 況

一 体 型 池 泉

取 水 口

隣 接 型 池 泉

排 出 口 意 匠

池 泉 面 積 ( ㎡ )

落 差 ( m )

平 均 深 さ ( m )

小 堰 と の 関 係

泉 水 容 量

深 掘 部 面 積 ( ㎡ )

深掘平均深さ (m)

深 掘 容 量 ( ㎡ )

池 泉 全 容 量 ( ㎡ )

太田邸 沼澤邸 楽山園東邸 楽山園佐藤邸高橋浜雄邸山田邸

残存 残存残存 残存 復元 復元

全

0.2 0.1 0.5 0.3

全 全

掛川邸

池一部
残存

池一部
残存

池一部
残存

残存
せず

残存
せず

残存
せず

残存
せず

残存
( 井戸水 )

残存
(通水なし)

三番口

分水型 分水型 分水型 分水型 分水型 分水型 分水型 分水型 分水型分水型直結型 直結型

– –

–

– –

–

–

–

– – –

–

–

–

–

–

– –

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– –

○

○

○ ○

○

○

○

○ ○ ○○

– – –– – –

二連

23.46

0.15

3.52

4.51

2.20

0.60

1.32

78.19

0.25

19.55

19.55

18.11

0.30

5.43

6.16

3.63

0.50

1.82

22.69

0.07

1.59

4.26

8.11

0.40

3.24

11.97

不明

50.82

0.30
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5 - 1 . 都 市 水 路 機 構 と 庭 園 配 置

（１）分水と合流を繰り返す水路網

　 雄 川 堰 か ら ３ カ 所 の 取 水 口 よ り 引 き 込 ま れ た 小 幡 の 武 家 屋 敷 の 水

路 網 は、 町 屋 地 区 を 流 れ る 雄 川 堰 に み ら れ る よ う な 洗 い 場 の 意 匠 は

み ら れ ず、 庭 園 内 に 設 け ら れ た 泉 水 や 屋 敷 内 へ 引 き 込 ま れ た 水 路 よ

り 取 水 し、 私 邸 内 で 利 用 さ れ て い る。 武 家 屋 敷 の 水 路 網 の ７ 割 が 私

邸 内 を 通 り、 い ず れ の ル ー ト を 通 っ て も 私 邸 内 を 通 る。 一 方、 ３ カ

所 の 取 水 口 か ら 取 り 込 ま れ た 各 々 の 水 路 は さ ら に 分 水 を 重 ね 各 武 家

屋 敷 へ 配 水 で き る 構 成 と な っ て い る。 こ の よ う に 小 幡 の 水 路 は 主 水

路 か ら 順 次 枝 分 か れ す る 構 造 で は な く、 取 水 口 よ り 取 水 し た 水 路 を

都 市 域 か ら 庭 園 域 ま で 分 水 と 合 流 を 繰 り 返 し 並 列 的 な 構 成 を つ く り

あ げ て お り、 下 流 域 に 達 す る ル ー ト は 何 通 り も あ る（524 ,288 通

り）。これは、水系が私邸内を通り抜けながらも下流域まで配水でき

る 仕 組 み の 重 要 な 鍵 で あ る こ と が わ か る。 小 幡 の 水 路 網 に お い て は

庭 園 の 前 後 で 分 水 と 合 流 を す る 水 路 構 造 を と る こ と で、 い ず れ か の

庭 園 で 水 が 分 断 さ れ る な ど し て 水 が 下 流 側 へ 流 れ な く な る よ う な 問

題 が お こ っ た と し て も、 水 路 網 全 体 と し て の 機 能 は 失 わ れ に く い 構

造 と な っ て い る こ と が わ か る。 こ れ に よ り 水 路 網 と 庭 園 池 泉 の 多 様

な 連 結 が で き、 水 路 網 へ の 庭 園 の 影 響 が 及 び に く い 庭 園 の 配 置 を 可

能としている。

　 唯 一 の 例 外 は 太 田 邸 で あ る。 太 田 邸 で は 取 水 口 か ら 引 き 込 ん だ 後

直近の私邸内で水が止まると、下流には水が流れなくなってしまう。

こ れ は 太 田 邸 の 家 主 へ の ヒ ア リ ン グ に よ る と 太 田 邸 庭 園 が 江 戸 期 の

水奉行の庭園であったことに由来する。

（２）私邸への分水と水路への合流の配置構成

　 私 邸 内 へ 引 き 込 ま れ る 水 路 の 直 近 で 分 水 お よ び 合 流 点 が 設 け ら

れ、 各 私 邸 内 に お け る 水 路 の 遮 断 や 汚 染 な ど の 問 題 の 影 響 が 水 路 網

全 体 に 出 に く い 構 造 と な っ て い る こ と、 こ れ が、 池 泉 な ど の 意 匠 の

多 様 性 を 高 め る 結 果 と な っ て い る。 各 武 家 屋 敷 へ の 配 水 を 目 的 と し

て 私 邸 内 に 小 堰 を 引 き 込 む 際 に は、 引 き 込 ま れ る 直 前 に 道 沿 い を 流

れ る 水 路 と 分 水 し、 私 邸 を 流 れ た 直 後 に 道 沿 い を 流 れ る 水 路 と 合 流

す る 構 成 を と っ て い る。 こ の よ う に 小 幡 の 水 路 網 に お け る 分 水 お よ

び 合 流 は 基 本 的 に 道 沿 い で 行 わ れ、 各 屋 敷 へ の 配 水 は 道 沿 い で 管 理

で き る よ う に な っ て い る。 こ れ は、 私 邸 内 で 遮 断 や 汚 染 な ど の 問 題

が あ っ て も 官 地 側 か ら の 制 御 に よ り 全 体 へ の 影 響 を 防 ぐ 構 造 と 言 え
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る。 以 上 の 私 邸 内 庭 園 で の 水 事 故 が 直 接 水 路 網 に 悪 影 響 を 及 ぼ さ な

い シ ス テ ム の 発 達 に よ り、 安 全 な 配 水 を 目 的 と し た 水 路 網 に 雨 水 貯

水 機 能 を も つ 庭 園 池 泉 を 多 数 に 組 み 込 む こ と が 可 能 と な り、 都 市 全

体 と し て、 さ ら に す ぐ れ た 水 管 理 シ ス テ ム が 実 現 さ れ て い る の で あ

る。 私 邸 内 に お け る 遮 断 や 汚 染 な ど の 問 題 を 水 路 網 に お い て 影 響 を

最 少 化 す る 工 夫 は 庭 園 内 で も み ら れ、 私 邸 内 に 引 き 込 ん だ 小 堰 を さ

ら に 分 水 す る こ と で 池 泉 へ 導 水 さ れ て お り、 私 邸 内 に お い て も 配 水

水路機能と庭園機能がわけられている。

5 - 2 . 都 市 水 路 機 構 を を 反 映 す る 庭 園 の 意 匠

（１）池泉への導水と庭園意匠

　 小 幡 で み ら れ た 庭 園 池 泉 意 匠 の 特 徴 は、 庭 園 内 に お い て 用 途 と 形

態 の 異 な る ２ 種 類 の 池 泉 が あ る こ と で あ る。 私 邸 内 に お い て、 池 泉

は 鑑 賞 を 目 的 に 造 営 さ れ た が、 そ の 主 た る 対 象 は、 常 に 水 が 流 れ 込

む 不 定 形 の 池 泉 で あ り、 池 泉 に 流 れ 込 む 水 落 ち と、 そ の 周 囲 に 植 え

ら れ た 植 栽 お よ び 借 景 を 楽 し む こ と が で き る。 こ の 泉 水 に は 魚 が 飼

育 さ れ て い る が、 泉 水 内 に 深 堀 を 設 け る こ と で 観 賞 魚 の 越 冬 へ の 配

慮 が な さ れ て い る。 一 方、 一 部 の 庭 園 に お い て は、 水 路 に 隣 接 し て

方 形 で 底 の 深 い 池 泉 が 設 け ら れ て お り、 水 路 に 隣 接 し て い る が 直 接

接 続 さ れ て い な い。 こ の 泉 水 に お い て は 魚 を 飼 育 す る 他、 風 呂 な ど

の 生 活 用 水 に 使 わ れ て お り、 庭 園 的 な 意 匠 は み ら れ な い。 こ の よ う

に 庭 園 内 に は 機 能 に 応 じ て、 形 態 お よ び 意 匠 の 異 な る ２ 種 類 の 泉 水

が 造 ら れ て い る が、 こ れ も、 小 堰 網 と の 分 水 シ ス テ ム に 支 え ら れ た

多様性である。

（２）微地形による庭園意匠

　 庭 園 池 泉 へ の 分 水 は、 微 地 形 高 低 差 を 最 大 限 に 利 用 で き る 位 置 が

と ら れ、 わ ず か な 高 低 差 な が ら、 そ れ を 生 か し て 滝 や 樋 に よ る 水 の

落 と し 口 の 意 匠 を 工 夫 す る 可 能 性 を 高 め て い る。 小 幡 の 庭 園 構 成 要

素 で 重 要 な も の に は、 池 泉 の ほ か 水 の 落 と し 口 の 意 匠 が あ げ ら れ

る。 こ の よ う な 水 の 落 と し 口 の 意 匠 は 高 低 差 が 重 要 で あ る が、 小 堰

か ら 庭 園 へ の 分 水 を 私 邸 内 に お い て 高 い 位 置 で お こ な い、 ま た 水 路

に も 堰 を つ く る こ と で 地 形 的 に は わ ず か な 高 低 差 で あ っ て も、 分 水

す る 前 の 水 位 を 高 く す る こ と で 高 低 差 を 最 大 限 活 用 し て い る（ 図

2-17）。

　 以 上 の よ う に、 本 研 究 で は 台 地 上 に 造 営 さ れ た 水 道 シ ス テ ム と い
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う 生 活 必 須 の イ ン フ ラ を 庭 園 へ 取 り 込 む 上 で は、 分 岐 と 合 流 を 繰 り

返 し た 網 目 状 の 水 路 形 態 と 庭 園 内 の 機 能 に 応 じ た 池 泉 意 匠 に 相 互 の

関 係 が み ら れ、 生 活 イ ン フ ラ の 一 部 と し て の 池 泉 庭 園 デ ザ イ ン の 特

徴 お よ び 水 路 シ ス テ ム の 特 徴 が 見 出 さ れ た。 庭 園 内 に は 庭 園 の 主 要

構 成 要 素 で あ る 不 定 形 の 大 き な 泉 水 や 流 れ を 表 現 す る 水 路 の 意 匠 も

み ら れ、 流 れ る 水 と 溜 め る 水 の 両 側 面 が 表 出 し た 意 匠 的 に も 優 れ た

庭 園 空 間 が 生 み 出 さ れ て い る。 ま た、 水 路 網 か ら 庭 園 泉 水 へ の 分 水

は微地形と密接に関係しており、これが意匠の契機となっている。

　 以 上 の 結 論 は 小 幡 の 小 堰 保 全 計 画 に 関 し て 以 下 の こ と を 示 唆 し て

い る。 私 邸 内 を 通 り 抜 け る 都 市 水 路 網 の 保 全 に は、 私 邸 内 に お け る

水 路 の 保 全 活 動 が 必 要 不 可 欠 と な る。 ま た、 庭 園 泉 水 は 水 路 網 の 一

部 で あ り 水 路 網 の 保 全 が あ っ て 始 め て 泉 水 が 生 き る た め、 私 邸 内 の

水 路 網 お よ び 庭 園 泉 水 を 一 体 的 に と ら え た 都 市 全 体 の 水 系 保 全 が 求

められる。

熊 倉 山

松 浦 邸

分 水 点

分 水 点

合 流 点

図 2 - 1 7 　 松 浦 邸 の 微 地 形 と 池 泉 お よ び 水 路 の 配 置 形 態
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１. 背景と目的

　 本 章 で は、 庭 園 池 泉 の 水 際 空 間 と そ の 利 用 形 態 に 注 目 し、 都 市 水

系 に お け る 生 活 様 式 の 展 開 と 同 時 代 の 庭 園 池 泉 と 建 築 の デ ザ イ ン 様

式の間にあらわれた関係を具体的に探る。

　 第 １ 章 で は、 敷 地 の 立 地 条 件 と 池 泉 デ ザ イ ン の 関 係 に 注 目 し、 都

市 の 地 勢 的 特 徴 が、 庭 園 池 泉 の 築 山 や 中 島 と い っ た 空 間 構 成 要 素 に

影 響 し、 立 地 特 有 の 庭 園 形 態 と 関 係 し て い る こ と を 明 ら か に し た。

ま た 第 ２ 章 で は 庭 園 池 泉 へ の 分 水 機 構 に 注 目 し、 分 水・ 合 流 を 繰 り

返 し た 都 市 水 路 形 態 に よ り 各 庭 園 へ の 安 定 的 な 配 水 を 可 能 と し、 一

方 で 微 地 形 を 利 用 し た 分 水 に よ り 滝 な ど の 庭 園 意 匠 を 創 出 し、 庭 園

意 匠 と 都 市 イ ン フ ラ 機 能 が 両 立 で き る 仕 組 み の 存 在 し た こ と を 明 ら

かにした。

　 以 上 の よ う に、 都 市 の 立 地 や 都 市 水 系 シ ス テ ム の 観 点 か ら 庭 園 と

都 市 の 関 係 を 明 ら か に し て き た が、 立 地 に 則 し た、 ま た 水 系 シ ス テ

ム を 創 出 す る こ と で 水 を 引 き 込 み 創 出 し た 庭 園 池 泉 が ど の よ う に 利

用され、楽しまれたのかまでは言及できなかった。

　 庭 園 は 趣 味 的 ま た は 思 想 的 な 世 界 が 現 実 空 間 に 表 現 さ れ た 空 間 で

あるだけでなく、庭園の成熟期においては交遊の場として利用され、

余 暇 や 遊 戯、 宴 遊 空 間 と し て 都 市 の 文 化 活 動 を 支 え る 場 と し て 存 在

していた。例えば、江戸の大名庭園について田中 (1967) は、「武家・

大 名 の 暮 ら し 全 体 に か か わ る 屋 外 の 装 置 」 と 指 摘 さ れ て い る
1)

。 ま

た 西 洋 の ル ネ ッ サ ン ス 庭 園 や バ ロ ッ ク 庭 園 に 関 す る 研 究 で も 宴 遊 や

交 遊 の 場 と し て の 利 用 が 庭 園 空 間 の デ ザ イ ン と 関 係 し て い た こ と が

言 及 さ れ て い る
２ )

　。 つ ま り、 庭 園 空 間 は 私 有 地 と し て 都 市 か ら 切

り 離 さ れ た 空 間 で は あ る も の の、 様 々 な 都 市 の 文 化 活 動 を 可 能 と す

る 受 け 皿 で あ り、 都 市 に お け る 様 々 な 趣 味 や 宴 遊 な ど の 文 化 活 動 を

映し出す場であったことが知られているのである。

　 こ う し た 庭 園 に お け る 利 用 形 態 に 関 す る 既 往 研 究 は い く つ か 存 在

す る。 各 庭 園 に て 行 わ れ て い た 活 動 を 具 体 的 に 文 献 資 料 や 絵 図 か ら

読 み 込 み 分 析 し た 研 究 が 多 く み ら れ、 例 え ば、 今 橋 理 子 は、 江 戸 絵

画 と 文 学 を 通 し て、 庭 園 の 利 用 形 態 を 明 ら か に し て い る
３ )

。 ま た、

長 野 県 松 代 町 の 現 存 す る 庭 園 所 有 者 に ア ン ケ ー ト を と り、 庭 園 利 用

の 実 体 は 空 く な ど を 行 っ て い る 研 究 も あ る
４ )

。 し か し な が ら、 そ れ

ら の 活 動 が 空 間 形 態 と ど の よ う な 関 係 に あ る の か、 さ ら に 都 市 と の

関 係 で 庭 園 で の 利 用 形 態 が ど の よ う に 位 置 づ け ら れ る も の な の か、
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デザイン論や空間論の視点から述べている研究は少ない。

　一方、こうした庭園の利用は都市活動と一連のものであるがゆえ、

時 代 の 変 化 や 都 市 形 態 の 変 化 に よ り、 庭 園 利 用 の あ り 方 も 変 わ る と

考 え ら れ、 そ の 結 果 空 間 形 態 も 変 化 し て し ま う 可 能 性 が あ る。 と り

わ け 池 泉 な ど の 水 際 に お け る 利 用 は、 水 源 の 変 化 や 水 際 デ ザ イ ン の

変 化 だ け で も そ の 利 用 形 態 に 大 き く 影 響 を 与 え る。 現 代 に 至 る 過 程

で 近 代 水 道 へ の 転 換 や 都 市 の 開 発 が 進 ん だ こ と に よ り、 庭 園 が 消 失

し た り、 庭 園 池 泉 へ の 導 水 が 行 わ れ な く な っ た り し て お り、 水 空 間

と共にあった庭園利用のあり方は大きく異なってきている。

　 近 年、 文 化 的 価 値 が 高 い と 評 価 さ れ た 庭 園 は 文 化 財 庭 園 と し て 保

存 さ れ て い る が、 そ の 利 用 の あ り 方 を 伝 え ず し て 形 態 の み を 保 存 し

た と し て も、 そ の デ ザ イ ン は 形 骸 化 し「 保 存 さ れ た 」 形 態 が 暗 号 化

さ れ て ゆ く。 今 後 庭 園 の 保 全 を 行 う 上 で も 今 一 度 庭 園 の 利 用 形 態 と

空間形態の関係を都市の関係で見直す必要がある。歴史学者のロイ・

ポ ー タ ー は「 建 物 が 人 々 よ り も 先 に い っ て し ま う と、 そ れ は 遺 産 に

な る が、 歴 史 に は な ら な い 」 と 述 べ て お り、 庭 園 と 都 市 の 関 係 を 明

ら か に す る 上 で も、 庭 園 や 都 市 な ど 形 態 や デ ザ イ ン を 明 ら か に す る

だ け で は 不 十 分 で あ り、 利 用 の 観 点 か ら も 分 析 す る 必 要 が あ る と 考

え る。 と り わ け 都 市 の 変 化 に 伴 い 刻 々 と 状 況 が 変 化 し や す い 水 系 と

密接な池泉庭園では、早急な対応が求められる。

　 そ こ で 本 章 で は、 水 際 空 間 の 空 間 デ ザ イ ン と 利 用 形 態 の 関 係 を 都

市 と 庭 園 の 双 方 か ら 分 析 し、 都 市 の 水 際 空 間 に 対 す る 庭 園 池 泉 水 際

空 間 の デ ザ イ ン 的 特 徴 を 水 際 利 用 の 観 点 か ら 明 ら か に す る こ と を 目

的 と す る。 庭 園 お よ び 都 市 の 水 際 空 間 の 利 用 形 態 を 分 析 す る 上 で、

本 章 で は 特 に、 水 際 空 間 を 利 用 す る 上 で 中 心 的 存 在 で あ る 庭 園 建 築

の利用形態に焦点をあてて行う。

水際空間デザイン

利用形態

①

②

③

庭園池泉水際空間デザイン

⇧

庭園池泉水際空間の

利用形態・機能

⇧

都市の水際空間の

利用形態・機能

⇧

都市の水際空間デザイン

都市生活
庭園利用形態

↑

庭園建築×護岸×園路 etc

↑

　水際建築×護岸×港湾施設 etc

↑

水際建築＋護岸 etc

図 3 - 1 . 本 章 の 研 究 フ ロ ー
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　 分 析 に あ た っ て は、 都 市 の 水 際 デ ザ イ ン を 明 ら か に し た 上 で、 庭

園 池 泉 の 水 際 デ ザ イ ン と 比 較 す る。 都 市 に お い て ど の よ う に 水 際 空

間 が 形 成 さ れ て い る の か、 水 際 空 間 を 構 成 す る 建 築 や 護 岸 な ど の 要

素 か ら そ の 空 間 構 成 を 明 ら か に す る。 そ の 上 で、 水 際 空 間 の 使 わ れ

方 と 水 際 デ ザ イ ン の 関 係 を 明 ら か に し、 都 市 に お け る 水 際 空 間 と そ

の 利 用 形 態 を 把 握 す る。 同 様 の 分 析 を 庭 園 に お い て も 行 い、 双 方 を

比 較 す る こ と で、 都 市 水 際 空 間 デ ザ イ ン と 庭 園 池 泉 空 間 デ ザ イ ン の

関係を明らかにする（図 3-1）。
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２. 研究方法

2 - 1 . 研 究 対 象 地 の 選 定

　 本 章 で は、 都 市 の 水 際 利 用 の 観 点 か ら 都 市 と 庭 園 池 泉 の 水 際 空 間

デ ザ イ ン を 明 ら か に す る に あ た り、 編 み 目 の よ う に 発 達 し た 運 河 網

お よ び 多 数 の 池 泉 庭 園 が 現 在 も 残 り、 絵 図 な ど の 文 献 資 料 も 豊 富 な

中国・蘇州市とそこで発達した蘇州私家庭園を対象とする。

　 蘇 州 は、 運 河 の 発 達 し た 都 市 と し て 有 名 で あ る が、 一 方 で 世 界 遺

産 に 登 録 さ れ た 庭 園 も 有 し、 庭 園 都 市 で も あ る。 現 在 も 運 河 は、 蘇

州 城 内 外 に そ れ ぞ れ １ 地 区 ず つ 保 存 さ れ、 庭 園 は ８ 庭 園 が 世 界 遺 産

庭 園 に 登 録 さ れ て い る。 姑 蘇 繁 華 図 や 拙 政 園 三 十 一 景 図 と い っ た 都

市 や 庭 園 の 絵 図 や 平 江 図 を は じ め と す る 古 地 図 も 残 っ て お り、 時 代

の変化についても把握できる。

　 ま た、 蘇 州 庭 園 は、 庭 園 の 面 積 の わ り に 庭 園 建 築 が 多 く ま た 種 類

も 多 く、 様 々 な 生 活 に 庭 園 が 使 わ れ て お り、 水 際 利 用 の 観 点 か ら 庭

園 池 泉 水 際 空 間 を 分 析 し よ う と す る 本 章 の 研 究 の 対 象 と し て ふ さ わ

しい。河原は、「わが国の庭園建築は主として茶室・四阿など少量で

あ る が、 中 国 で は 古 来、 日 常 生 活 に 必 要 な 部 屋 の 一 部 を 園 内 へ 機 能

別 に 配 置 」 し て い る と し
５ )

、 日 本 庭 園 に 比 べ て 中 国 庭 園 は、 よ り 生

活空間が庭園に入り込んでいる。また、稲次は、「日本の回遊式庭園

が 池 を 中 心 と し た 自 然 風 景 の 多 面 的 構 成 に 重 点 を お き、 建 屋 は 見 え

か く れ て 添 景 と し て 位 置 付 け る の に 対 し、 中 国 庭 園 で は そ の 構 成 の

重点を建屋配置におく」とし
6)

、中国庭園では庭園建築が庭園構成上、

重要であるとしている。

　蘇州を研究対象に選定した理由は下記の通りである。

（１）庭園および伝統的な運河空間の双方が良好な状態で現存する。

（２）庭園および伝統的な運河空間の双方に複数の絵図資料がある。

（３）庭園建築の種類や数が多く現在でも利用されている。

（４）庭園建築の配置に重点がおかれ、建築に焦点をあてやすい。

（５）建築という観点で庭園と都市の関係を考察することができる。

2 - 2 . 対 象 地 の 概 要

2 - 2 - 1 . 蘇 州 の 地 形

　 蘇 州 は、 河 川 や 太 湖 な ど の 湖 が 集 中 す る 江 蘇 州 に 位 置 す る。 蘇 州

は 海 か ら は 離 れ て い る が 海 水 が 遡 上 し て 被 害 を 出 す な ど 標 高 が 低 い

が、 江 南 全 体 か ら す る と、 明 ら か に 土 地 の や や 高 い 微 高 地 に 形 成 さ
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れているといわれている
7)

。太湖から来た水は、北西から南西へ流れ、

か つ て は 旧 市 街 地 に も 流 れ 込 ん で い た。 旧 市 街 地 内 も 比 較 的 平 坦 で

あ る が、 北 西 が 若 干 高 く、 南 東 が 低 く な っ て い る。 旧 市 街 の 地 形 を

Zhang
8)

が 作 成 し た 資 料 を も と に、 高 さ 選 別 に 色 分 け し た 図 を 作 成

した（図 3-2）。この図から、旧市街地はおおよそ海抜 5 〜 7m 程度

で あ る が、 旧 市 街 地 の 南 東 お よ び 北 西・ 北 東 端 は 周 囲 よ り 低 く ０ 〜

２ m 程 度 の 標 高 で あ る。 庭 園 の 多 く は、 蘇 州 城 内 の 北 側 と 南 側 の 蘇

州の中でも低い土地に位置している。

2 - 2 - 2 . 水 運 都 市 ・ 蘇 州

　 蘇 州 は 紀 元 前 六 世 紀 に 成 立 し た 都 市 で あ る。 蘇 州 の 西 に は 北 京 と

杭 州 を 結 ぶ 京 杭 運 河 が あ り、 舟 運 都 市 で あ り、 都 市 内 に 発 達 し た 運

河 網 が 物 資 の 輸 送 や 交 通 手 段 の 要 で あ っ た。 運 河 沿 い は、 商 店 や 倉

庫 群 な ど ぎ っ し り と 並 び、 運 河 は 多 く の 船 が 往 来 し て い た よ う で、

そ の 様 子 が 姑 蘇 繁 華 図 に は 描 か れ て い る。 こ う し た 運 河 や 都 市 建 築

は、 現 在 で は ほ と ん ど が 消 失 し、 平 江 路 や 城 外 の 山 塘 街 の 一 部 に 残

存 す る の み と な っ て い る。 山 塘 街 の 一 部 は 運 河 内 か ら の 家 屋 調 査 を

行 っ た と こ ろ、 未 だ に 川 の 水 を 生 活 水 と し て 利 用 し た り、 物 資 を 運

ぶ 為 に 川 を 往 来 す る 船 が あ る な ど、 運 河 水 と 建 築、 都 市 生 活 と の 関

係が密に現存している。

2 - 2 - 3 . 蘇 州 私 家 庭 園
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図 3 - 2 . 蘇 州 旧 市 街 地 の 地 形 と 庭 園 の 配 置
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　 蘇 州 庭 園 の 多 く は、 池 泉 庭 園 で あ る。 中 で も 私 家 庭 園 は 比 較 的 住

宅 ス ケ ー ル の 規 模 が 揃 っ た 敷 地 内 に 池 泉 は 複 雑 な 形 状 で 建 築 や 園

路、廊と絡む。文豪や退官した役人などが住み、庭園が造営された。

　 蘇 州 は、 現 在 も 水 路、 庭 園、 建 築 と も に 現 存 ま た は 保 存 さ れ て い

る が、 現 在 は 運 河 は 旧 市 街 地 外 の 運 河 と は 切 り 離 さ れ て お り、 庭 園

内 の 多 く の 池 泉 も 運 河 と 切 り 離 さ れ、 そ れ ぞ れ 別 の 水 系 と な っ て し

ま っ て い る。 そ の た め、 庭 園 池 泉 の 水 源 は 池 底 の 深 井 戸 ま た は 水 道

に 頼 っ て い る こ と が 園 林 局 へ の ヒ ア リ ン グ か ら 明 ら か に な っ た。 元

来 は、 蘇 州 私 家 庭 園 は 運 河 か ら 水 を 引 き 込 ん で い た と い わ れ、 運 河

も 庭 園 内 の 池 泉 も あ る 程 度 同 じ 性 質 お よ び 挙 動 を 示 し た も の と 考 え

ら れ る。 地 水 位 が 高 い と 考 え ら れ、 池 泉 の 掘 削 を 行 え ば、 自 然 に 湧

水が得られたものと考えられる。

2 - 3 . 先 行 研 究 ： 蘇 州 に お け る 庭 園 と 都 市 の 関 係 に 関 す る 研 究

　 陣 内、 高 村 ら や 伊 原 に よ り、 蘇 州 の 都 市 形 態 や 文 化 形 態 に つ い て

は深く研究されている。「平江図」から蘇州の運河空間には３タイプ

の 断 面 構 成 が あ る こ と を 明 ら か に し て い る。 し か し、 平 江 路 や 姑 蘇

繁 華 図 な ど の 絵 図 や 都 市 施 設 お よ び 住 居 の 実 地 調 査 か ら 得 た 知 見 を

中 心 に 研 究 さ れ て お り、 庭 園 に ま で 研 究 が 及 ん で い な い。 一 方、 鈴

木 充 に よ り 蘇 州 の 住 居 の 基 本 構 成 は 明 ら か に さ れ て お り、 複 数 の 落

が 連 な る 辺 楽 の 中 に、 庭 園 空 間 が 位 置 づ け ら れ て い る こ と が わ か る
9)

。

　 こ の よ う に、 蘇 州 に 関 す る 一 連 の 研 究 で は、 都 市 や 住 居 な ど の 研

究 の 中 で 一 部 都 市 庭 園 に つ い て の 言 及 は あ る も の の、 都 市 水 系 と 庭

園 の 水 際 空 間 デ ザ イ ン の 双 方 に 注 目 し、 そ の 具 体 的 な デ ザ イ ン の 関

係 に つ い て、 そ の 意 味 で も、 本 章 は、 都 市 環 境 を 形 成 す る 要 素 と し

て庭園を位置づけ比較しているものはない。

2 - 4 . 分 析 方 法

　 分 析 に あ た り、 現 存 す る 庭 園 お よ び 運 河 に つ い て は 現 地 踏 査 お よ

び 測 量 調 査 を 行 っ た。 ま た、 庭 園 お よ び 都 市 を 描 い た 絵 図 か ら も 分

析 を 行 い、 現 在 の 遺 構 だ け で は わ か ら な い 水 際 空 間 の デ ザ イ ン お よ

びその利用形態を明らかにする。

2 - 4 - 1 . 現 地 調 査

　 本 章 の 研 究 に あ た り、 以 下 日 程 の 計 ３ 回 の 現 地 踏 査 を 行 い、 各 庭

園 や 都 市 施 設 の 現 況 お よ び 既 往 研 究 や 文 献 に は な い、 詳 細 部 の 意 匠



122池泉意匠からみる都市環境と庭園意匠の相互関係に関する研究
｜第 3 章｜水際利用形態と庭園池泉デザイン

第
３
章

に つ い て は、 実 測 調 査 お よ び 写 真 撮 影 を 行 っ た。 各 回 の 調 査 内 容 は

以 下 の 通 り で あ る。 庭 園 の 実 地・ 実 測 調 査 に あ た っ て は、 実 地 調 査

と 沿 革 調 査 の 両 面 か ら の 集 大 成 と 評 価 さ れ て い る
10)

 劉 著「 蘇 州 古

典 庭 園 」
11)

を 基 礎 資 料 と し、 護 岸 や 建 築 の 収 ま り な ど 詳 細 部 に つ い

て の み 現 地 で 測 量 調 査 を 行 っ た。 主 に 計 測 し た 箇 所 は、 建 物 の 基 礎

部 の 長 さ・ 幅・ 高 さ、 護 岸 部 長 さ・ 幅・ 高 さ お よ び 建 物 と 護 岸 と の

間の空間の距離、水位などである。

第一回

　期間：2011 年 11 月 21 日〜 26 日

　実施場所：蘇州市内の世界遺産指定蘇州私家庭園（蘇州市、周庄鎮、

同里鎮、木瀆鎮、蘇州図書館）および平江路

　 内 容： 現 地 踏 査・ 護 岸・ 水 際 建 築 の 実 測 調 査、 園 林 局 へ の ヒ ア リ

ング

第二回

　期間：2012 年 3 月 13 日〜 20 日

　実施場所：蘇州市内の世界遺産指定蘇州私家庭園（蘇州市、周庄鎮、

同里鎮、木瀆鎮、蘇州図書館、豫園）および平江路

　内容：護岸・水際建築の実測調査、園林局へのヒアリング

第三回

　期間：2012 年 11 月 21 日〜 26 日

　実地場所：蘇州市、周庄鎮、同里鎮、木瀆鎮、蘇州図書館

　 内 容： 現 地 踏 査・ 護 岸・ 水 路 内 か ら の 水 際 建 築 の 連 続 立 面 撮 影 簡

易計測、文献調査

2 - 4 - 2 . 絵 図 分 析

　 本 研 究 に お い て、 庭 園 や 都 市 の 水 際 に お け る 利 用 形 態 を 把 握 す る

に あ た り、 庭 園 や 都 市 の 遺 構 だ け で は な く、 都 市 や 庭 園 を 描 い た 絵

図 か ら、 庭 園 お よ び 運 河 空 間 が 機 能 し て い た 時 代 に お け る 水 際 空 間

の 空 間 形 態 お よ び 利 用 形 態 を 明 ら か に す る。 そ れ ぞ れ 以 下 の 絵 図 を

使用した。

A：都市を描いた絵図

　１）姑蘇繁華図

B：庭園を描いた絵図

　１）東庄園図



123池泉意匠からみる都市環境と庭園意匠の相互関係に関する研究
｜第 3 章｜水際利用形態と庭園池泉デザイン

第
３
章

　２）拙政園三十一景図

　３）求志園図

　４）並雪堂図　

　５）滄浪亭図

　６）姑蘇繁華図

　７）临顿新居第三图

　８）凤池精舎图

2 - 4 - 3 . 空 間 形 態 の 類 型 化 に よ る 特 徴 の 把 握 と 利 用 形 態

　 以 上 の 資 料 を も と に、 そ れ ぞ れ の 絵 図 に 描 か れ て い る 建 築 お よ び

護 岸 な ど の 水 際 空 間 の 構 成 要 素 を 抽 出 し、 建 築 か ら 水 際 ま で ど の よ

う に 構 成 さ れ て い る か 把 握 す る。 そ の 上 で、 建 築 お よ び 水 際 で 描 か

れ て い る 人 々 の 活 動 の 様 子 な ど か ら、 水 際 の 利 用 形 態 と 空 間 形 態 の

関係を明らかにする。

2 - 5 . 本 章 の 構 成

　 ま ず 第 ３ 節 で は、 絵 図 か ら 都 市 お よ び 庭 園 そ れ ぞ れ の 水 際 空 間 デ

ザ イ ン を 水 際 建 築 か ら 護 岸・ 水 面 ま で の 断 面 形 態 か ら 分 析 し、 水 際

の 利 用 形 態 と の 関 係 を 明 ら か に し た 上 で、 絵 図 か ら 把 握 で き る 庭 園

と 都 市 の 水 際 デ ザ イ ン 関 係 を 明 ら か に す る。 第 ４ 節 で は、 現 存 庭 園

に お い て 池 泉 水 際 空 間 の 断 面 お よ び 立 面 形 態 に つ い て よ り 詳 細 に 定

量 的 に 分 析 を 行 い、 現 代 の 蘇 州 庭 園 に お け る 庭 園 池 泉 水 際 デ ザ イ ン

と 利 用 形 態 と の 関 係 を 明 ら か に す る。 第 ５ 節 で は、 都 市 と 庭 園 の 水

際デザインについて過去から現代までの流れをふまえて考察する。
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3 . 絵図にみる都市水際空間と庭園池泉空間

3 - 1 . 姑 蘇 繁 華 図 に み る 水 際 空 間

　 蘇 州 は 運 河 都 市 と し て 発 展 し た も の の、 運 河 の 多 く は 既 に 消 失 し

た も の が 多 い。Zhang
8)

に よ る と、17 世 紀 中 期 に 蘇 州 城 内 の 運 河 の

総延長が最大値になる。その後、19 世紀までには半分以下にまで減

少している。20 世紀末には最大時の４割ほどになるが、２１世紀に

入 り 復 元 整 備 さ れ ５ 割 程 度 ま で に 回 復 し て い る。 し か し な が ら 舟 運

が す で に 使 わ れ な く な っ た 中 で、 蘇 州 の 水 際 空 間 と そ の 利 用 形 態 を

把 握 す る に は、 現 在 残 存 し て い る 運 河 だ け で は 不 十 分 で あ り、 歴 史

資料から読み解く必要がある。

　 そ こ で、 本 章 で は 蘇 州 お よ び そ の 周 辺 都 市 と そ の 生 活 風 景 を 描 い

た 清 代 の 乾 隆 年 間 (1736 -1795 ) に 描 か れ た 姑 蘇 繁 華 図 に 描 か れ た

水際空間について、空間デザインとその利用形態を明らかにする。

　 姑 蘇 繁 華 図 は、 元 々、 盛 世 滋 生 図 と い わ れ た 絵 巻 物 で、 徐 揚 が 清

代 の 乾 隆 年 間（1736-1795） に お け る 蘇 州 と そ の 周 辺 を 描 い た 縦

39cm、 全 長 1241cm の も の で あ る。 絵 の 内 容 は、 木 涜 の 西 北 に あ

る 霊 巌 山 か ら、 木 涜、 蘇 州 城 の 西 の 部 分、 山 塘 街 を 沿 っ て 虎 丘 ま で

の 風 景 が 描 か れ て い る。 彭
12)

は 姑 蘇 繁 華 図 に つ い て「 に ぎ や か な

河 岸 や 商 店 街、 立 派 な 城 壁・ 城 門 な い し き れ い な ア ー チ 型 の 橋、 川

を 往 来 す る 船 な ど の 風 景 と、 農 耕 か ら、 娯 楽、 商 売 な い し 科 挙 ま で

さ ま ざ ま な 場 面 が 描 か れ、 生 活 用 品 の 形 お よ び 用 い 方 や 人 物 の し ぐ

さ ま で、 生 き 生 き と 見 ら れ、 当 時 の 蘇 州 お よ び 周 辺 地 域 に 関 す る 情

報 」 が、 構 造 物 か ら 生 活 風 景 ま で が 描 か れ て い る こ と が わ か る。 中

国 絵 画 は、 作 者 や 皇 帝 の 思 想 や 心 情 が 優 先 さ れ 写 実 性 に 欠 け る も の

の
13)

、 既 に 多 く の 運 河 が 埋 め 立 て ら れ た 現 状 に お い て、 全 盛 期 の 蘇

州 城 内 の 水 際 空 間 や 生 活 風 景 を 読 み 取 れ る 重 要 な 資 料 で あ り、 蘇 州

に お け る 水 際 空 間 の 利 用 形 態 の 全 容 を つ か む に あ た り、 重 要 な 資 料

である。

　 本 節 で は、 姑 蘇 繁 華 図 に 描 か れ て い る 水 際 空 間 の 空 間 構 成 お よ び

そ こ に 描 か れ て い る 生 活 風 景 に 注 目 し、 歴 史 街 区 と し て 現 存 す る 平

江 路 お よ び 山 糖 街 を 参 照 し な が ら、 蘇 州 の 運 河 空 間 の 空 間 形 態 お よ

びその利用形態を明らかにする。以下の手順で分析を進める。

（１）姑蘇繁華図から水際空間構成要素のうち護岸を取り出し、形態

的特徴から類型化する。

（２）運河の水際空間において、建築、埠頭や道路、護岸がどのよう
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に 構 成 さ れ て い た か 把 握 す る た め、 姑 蘇 繁 華 図 に 描 か れ て い る 運 河

沿 い の 空 間 の う ち、 建 築 か ら 水 際 ま で が 把 握 で き る 64 箇 所 を 抽 出

し、断面形態毎に整理する。

（３）それぞれの類型毎に空間形態および利用形態の特徴を明らかに

し、姑蘇繁華図に描かれた蘇州の水際空間の特徴を明らかにする。

3 - 1 - 1 . 護 岸 形 態 に よ り 異 な る 運 河 の 利 用 形 態

（ １ ） 護 岸 の 種 類

　 姑 蘇 繁 華 図 に は、 建 築 の 構 造 や 運 河 護 岸 の 石 の 積 み 方 ま で 詳 細 に

分 か る 描 写 が さ れ て お り、 全 体 に 均 一 性 が あ る た め、 描 写 内 容 を 検

討 す る こ と に は、 一 定 の 信 頼 性 が あ る も の と 思 わ れ る。 描 か れ て い

る 護 岸 に は 大 き く 土 系 護 岸 と 石 系 護 岸 に 分 け ら れ る が、 そ れ ぞ れ 意

匠的な違いから、「土護岸」、「切土護岸」、「石組護岸」、「砕石護岸」、

「切石積護岸」の５種に分類した（図 3-3）。

①土護岸

　 土 そ の ま ま の 護 岸。 主 に 農 村 部 で み ら れ る。 積 荷 や 積 卸 の 空 間 と

して利用されている。

②切土護岸

　 水 際 が 切 土 処 理 さ れ、 急 傾 斜 で 水 に 落 ち て い る 護 岸。 土 護 岸 に 比

べ て、 護 岸 近 く で も 深 さ の 確 保 が 可 能 で、 積 荷 の 荷 卸 の 際 に 利 便 性

が高いものと考えられる。城内でも一部でみられる。

③石組護岸

　 自 然 形 の 石 を 使 い、 組 ん で つ く っ た 意 匠 的 に 造 ら れ た 護 岸。 姑 蘇

繁 華 図 に 描 か れ て い る の は、 い ず れ も 植 木 市 で に ぎ わ う 山 塘 街 の み

で、 橋 の た も と に あ る。 黄 石 と 考 え ら れ る 大 振 り な 石 が １ 〜 ２ 段 組

まれている。

④砕石護岸

　30 〜 50cm 程 度 の 不 定 形 の 砕 石 を 垂 直 に 積 ん だ 護 岸。 城 内 の 運

河 沿 い の １ カ 所 と 寺 院 前 広 場 の １ カ 所 の 護 岸 に 高 さ 約 １ m ほ ど の も

切 土
護 岸

土
護 岸

石 組
護 岸

砕 石
護 岸

切 石 積
護 岸 ( 駁 岸 )

図 3 - 3 . 姑 蘇 繁 華 図 に み ら れ る 護 岸 タ イ プ
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の が 描 か れ て い る。 次 に 述 べ る 切 石 積 護 岸 に 比 べ て 精 度 の 必 要 な 簡

易な石積護岸と考えられる。

⑤切石積護岸

　 故 蘇 繁 華 図 に 描 か れ て い る 中 で 最 も 多 い 護 岸 は、 切 石 積 護 岸 で あ

る。 お お よ そ 長 さ 100 〜 200cm、 高 さ 15 〜 20cm、 奥 行 き 10 〜

15cm 程 度 の 切 石 を 互 い 違 い に 積 み 上 げ、 馬 目 地 に な っ て い る。 １

段 か ら ６ 段 程 度 ま で 積 み 上 げ ら れ、 お よ そ 0.3m か ら 2.5m ま で の

高 さ の 護 岸 と な っ て い る。 こ の 切 石 積 護 岸 は 現 在 で も 多 く み ら れ、

平 江 路 や 山 糖 街 の 護 岸 は い ず れ も 切 石 積 護 岸 で あ る。 切 石 積 護 岸 の

中には天端石のみ、寸法の異なる石を置いた護岸も一部でみられる。

（ ２ ） 護 岸 形 態 と 利 用

　 故 蘇 繁 華 図 に は、 同 時 に 水 際 に お け る 人 々 の 生 活 内 容 や 建 築 の 利

用 状 況 な ど が 詳 細 に 描 か れ、 分 析 対 象 と し て 用 い る こ と が で き る。

例 え ば、 蘇 州 の 水 際 空 間 は、 舟 運 利 用、 商 い、 広 場、 交 遊 と い っ た

公 共 的 利 用 の 他 に、 水 汲 み や 洗 濯、 食 事 な ど の 日 常 利 用 も 多 様 に 描

かれている（図 3-4）。

　 土 護 岸 の よ う に 護 岸 か ら 水 際 ま で 緩 や か な 斜 面 に な っ て い る も の

は、 そ の ま ま 水 に 近 づ け る た め、 水 際 ま で 近 づ き 水 汲 み な ど に 利 用

さ れ て い る。 ま た、 小 型 の 船 は そ の ま ま 土 護 岸 に 乗 り 上 げ て 停 泊 す

る。

　 一 方、 切 土 護 岸 や 切 石 積 護 岸 で は 護 岸 ま で 船 が 近 づ け る が、 水 際

ま で は 距 離 が あ る た め、 階 段 な ど の 常 設 の 施 設 が 設 け ら れ て い る 場

所 で 水 際 ま で 降 り る こ と が で き る。 洗 濯 や 生 活 利 用 を す る 他、 小 型

の船などに乗降する。

　 船 へ の 乗 降 や 荷 卸 に は、 渡 板 や は し ご な ど の 仮 設 物 も 使 わ れ、 階

段 が な い 場 所 で も 船 と 埠 頭 を 渡 し て、 物 資 の 荷 卸 や 船 の 乗 降 が 行 わ

れる。

　 こ の よ う に、 土 護 岸 か ら、 構 築 的 な 都 市 型 護 岸 が 発 達 し た こ に よ

り、 護 岸 で は 岸 辺 か ら 船 へ は し ご や 板 を 渡 し た り、 階 段 な ど を 伴 っ

図 3 - 4 . 護 岸 に お け る 利 用 形 態 の 例
水 汲 み 渡 し 板 （ 仮 設 物 ）階 段（ 常 設 物 ）
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た 水 辺 空 間 が 整 備 さ れ、 様 々 な 機 能 分 化 が 生 じ て い っ た こ こ と が わ

かる。

3 - 1 - 2 . 運 河 空 間 の 私 有 化

（１）運河沿いの建築の種類

　 蘇 州 の 伝 統 的 な 住 宅 地 は 大 宅・ 中 宅・ 小 宅 に よ っ て 構 成 さ れ て い

る と い わ れ て い る が、 水 際 は と り わ け「 小 宅 」 に よ っ て 特 徴 づ け ら

れ て い る と い わ れ て い る
9)

。 運 河 に 面 し た 建 築 は 主 に、 こ の 小 宅 と

し て の 商 店・ 住 宅 が ほ と ん ど で あ る が、 寺 院 や 宴 遊 施 設、 東 屋 な ど

も 描 か れ て い る（ 図 3-5）。 こ の 小 宅 を そ の 形 態 と 用 い ら れ 方 か ら 分

析すると以下の様になる。

①民居（商店・住宅）

　 姑 蘇 繁 華 図 に 描 か れ て い る ほ と ん ど の 建 築 は、 民 居 で あ る。 運 河

と は 垂 直 方 向 に、 建 屋 が 並 ぶ。 軸 方 向 は 建 具 な ど で 開 放 可 能 な 構 造

で あ り、 一 方 そ の 両 側 面 は 壁 に な っ て い る。 平 屋 の も の が 多 い が、

２ 階 建 て の も の も あ る。 運 河 側 は 取 り 外 し 可 能 な 窓 お よ び 腰 壁 が あ

り、 物 資 の 仕 入 れ 時 や 取 り 外 し て 使 っ て い る。 中 に は ２ 階 部 分 が 運

河 に む け た テ ラ ス な ど が 設 置 さ れ、 水 際 に 開 い た 構 造 と な っ て い る

ものもある。

②寺院

　 蘇 州 の 典 型 的 な 民 居 と 同 じ よ う に、 水 路 か ら 垂 直 方 向 に 建 屋 が 数

棟 並 ぶ。 水 路 側 に は 赤 等 に 塗 装 さ れ た 門 が あ る。 水 際 に は 広 場 が 張

り出しているものもある。

③宴遊施設

　 商 店 の 一 部 や ２ 階 が、 宴 会 や 接 待 な ど 行 う 宴 遊 施 設 に な っ て い る

建 築 も あ る。 四 方 が 開 放された部 屋 か ら 運 河 を 見 下 ろ す よ う な 宴 会

場も描かれている。

④独立建築

図 3 - 5 . 姑 蘇 繁 華 図 に み ら れ る 建 築 タ イ プ

商 店 宴 遊 施 設寺 院 独 立 建 築
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　 郊 外 に は、 水 際 に 独 立 し た 建 築 が い く つ か み ら れ る。 四 阿 の よ う

に 屋 根 と 柱 だ け の も の や 小 屋 の よ う な も の も あ る。 い ず れ も 自 然 の

護 岸 よ り 水 際 へ 張 り 出 し、 眺 望 や 釣 り な ど の 場 と し て 利 用 さ れ て い

る。 護 岸 と 建 築 が 近 接 す る 場 合、 周 囲 の 護 岸 と は 独 立 し、 建 築 毎 に

単 独 の 護 岸 が 造 ら れ て い る。 特 に こ の 独 立 建 築 の 発 生 は、 都 市 空 間

か、 観 賞 や 休 息 の た め に 用 い ら れ こ と を 表 出 し て い る 施 設 と 考 え ら

れ、 都 市 の 中 に、 庭 園 的 な 行 為 と デ ザ イ ン が 生 ま れ て い る こ と を 示

す興味深い描写である。

（２）建築—水の断面形態の類型化

　 運 河 沿 い の 水 際 空 間 が ど の よ う な 構 成 に な っ て い る の か、 建 築 か

ら 水 面 ま で の 断 面 的 関 係 性 か ら 類 型 化 を 行 い、 蘇 州 に お け る 水 際 空

間の特徴を明らかにする。

　 運 河 を 中 心 に そ の 両 岸 の 空 間 構 成 に つ い て は、 鈴 木 充
9)

が、 道 と

民居の組合せについて平江図や実地調査から、①道—河—道、②居—

河 — 居、 ③ 道 — 河 — 居 の ３ 種 類 あ る と 既 に 指 摘 し て お り、 蘇 州 の 都

市 構 造 を 理 解 す る 上 で 重 要 な 構 成 を 明 ら か に し て い る。 こ の 知 見 を

踏 ま え て 本 章 で は、 建 築 と 護 岸 と の 関 係 に 注 目 し 運 河 沿 い の 建 築 か

ら水面までの断面構成について、（１）張出型（２）接岸型（３）運

河 沿 道 型（ ４） 広 場 型 の ４ 種 類 に 分 類 す る。 そ の 上 で、 姑 蘇 繁 華 図

に 描 か れ て い る 運 河 沿 い の 空 間 の う ち、 建 築 お よ び 護 岸 が 描 か れ て

い る ６ ４ 箇 所 に つ い て 断 面 模 式 図 を 作 成 し、 上 記 ４ 種 類 の 分 類 に 仕

分 け し、 姑 蘇 繁 華 図 に 描 か れ て い る 水 際 の 建 築 と 水 と の 断 面 的 関 係

の特徴を明らかにする（表 3-1）。

①張出型

　 建 物 が、 護 岸 よ り 張 り 出 し た も の。 ６ ４ 箇 所 の う ち ２ 箇 所 あ る。

１ つ は 商 店 で、 切 石 積 護 岸 上 に 石 造 の 床 板 が 片 持 ち に な っ て い る。

商 店 と 商 店 の 間 に 通 路 が あ り、 そ こ を 使 っ て 運 河 と 街 路 を 行 き 来 し

て い る 様 子 が 描 か れ て い る。 も う 一 方 は、 木 造 の 柱 で 張 り 出 し た 住

宅 と お も わ れ る 建 築 か ら 釣 り 糸 を た ら し て い る 様 子 が 描 か れ て い

る。

②接岸型

　 建 物 の 壁 面 か ら 護 岸 ま で が 一 体 と な っ て い る も の。 ６ ４ 箇 所 の う

ち １ ６ 箇 所 あ る。 い ず れ も 切 石 積 護 岸 お よ び 砕 石 護 岸 で あ る。 都 市

部 で 一 連 の 民 居 が 建 ち 並 ぶ 中 で、 前 街 後 河 の 形 式 を と る 小 宅 で み ら

れ る。 ま た 郊 外 部 に 独 立 し た 東 屋 建 築 で も み ら れ る。 い ず れ も、 岸

と 建 築 と の 間 に ス ペ ー ス は な い た め、 民 居 の 窓 の 外 に は す ぐ に 水 辺
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が 広 が る。 水 辺 に は 民 居 か ら し か ア ク セ ス で き な い た め、 民 居 の 所

有 者 の み が 利 用 で き る。 荷 卸 は は し ご や 階 段 を 直 接 建 築 内 か ら 出 し

て、 そ れ ら を 使 っ て 運 び 入 れ て い る 様 子 が 描 か れ て い る。 現 在 も 遺

構 の 残 る 山 糖 街 や 平 江 路 に も、 こ の タ イ プ の も の が ほ と ん ど で、 岸

壁 ま で 建 築 が 張 り 付 い て い る。 鈴 木 充
9)

は、 蘇 州 の 運 河 空 間 は 前 街

後 河 に よ っ て 特 徴 づ け ら れ て い る と 指 摘 し、 さ ら に そ の 成 立 の 背 景

に は 駁 岸（ 切 石 積 護 岸 ） が あ る と 指 摘 し て お り、 張 出 型 お よ び 接 岸

型の成立には、切石積護岸の成立が必要不可欠であることがわかる。

③運河沿道型

　 護 岸 と 建 物 の 間 に ス ペ ー ス が あ り 通 路 と な っ て い る も の。 ６ ４ 箇

所 の う ち ４ １ 箇 所 み ら れ 最 も 多 く み ら れ る。 土 護 岸 か ら 切 石 積 護 岸

ま で 護 岸 形 態 問 わ ず み ら れ る。 埠 頭 と し て、 荷 卸 の ス ペ ー ス や 露 天

商 が 商 売 し て い た り、 洗 濯 や 水 汲 み な ど の 生 活 利 用 さ れ、 様 々 な 人

が 公 共 空 間 の よ う に 自 由 に 利 用 し て い る 様 子 が 描 か れ て い る。 埠 頭

に並木状に植栽されているものもある。

④広場型

　 護 岸 と 建 物 の 間 に 広 く ス ペ ー ス が と っ て あ り 広 場 と な っ て い る も

の。 ６ ４ 箇 所 の う ち ５ 箇 所 あ る。 寺 院 の 前 で は 広 場 が 壁 で 囲 ま れ て

い た り、 広 場 が 運 河 側 へ 張 り 出 し て い た り す る。 そ の 他、 祭 り や 商

売空間として利用される。

（３）運河の空間形態と利用形態

１）水際空地の公共利用

　 水 際 道 型 と 分 類 し た よ う に 岸 壁 と 建 築 と の 間 に あ る 空 地 が あ る 場

合 は、 そ の 幅 に よ り 利 用 形 態 は 異 な る。 蘇 州 の 水 際 空 間 の 多 く は、

舟 運 利 用 さ れ る が、 岸 壁 と 建 築 と の 間 に 空 地 が あ る 場 合、 埠 頭 と し

て 使 わ れ る。 荷 卸 の 他、 露 店 が 開 か れ た り す る。 こ う し た 利 用 形 態

には、以下のような利用があるものと整理できる。

　①通路利用

　②埠頭利用

　③露店利用

　④生活利用

　 こ う し た 空 地 も 切 石 積 護 岸 化 さ れ 小 宅 が 建 ち 並 ぶ と、 空 地 の 幅 が

限 ら れ、 ま た 岸 に 面 す る 店 が 独 占 的 に 利 用 さ れ る よ う に な り、 上 記

の機能も限定されてくる様子が観察される（図 3- ６）。

２）蘇州の水際空間を変えた切石積護岸

　 接 岸 型 と 分 類 し た も の の よ う に 切 石 積 護 岸 は 建 築 と 一 体 化 し て、
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1 - 1

1 1 - 2 1 7

3 01 9 2 8 2 9

1 2 1 4

2 3 1 1 - 1

1 5 4 1

接 岸 型

浮 床 型

1 6 / 6 4
（ 2 5 ％ ）

2 / 6 4
（ 3 ％ ）

切 石 積 護 岸

切 石 積 護 岸

土 護 岸

表 3 - 1 . 姑 蘇 繁 華 図 に み ら れ る 護 岸 断 面 形 態 ( 1 / 4 )

3 1
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4

2 3
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3 8 4 0

2 6 2 7

1 6

2 0 2 1

5

4 8 4 9

7

2 5

5 0

運 河 沿 道 型

切 石 積 護 岸

4 1 / 6 4
（ 6 4 ％ ）

砕 石 護 岸

表 3 - 1 . 姑 蘇 繁 華 図 に み ら れ る 護 岸 断 面 形 態 ( 2 / 4 )
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6

3 3 5 4 5 5

3 72 4

9 1 3 - 1 1 3 - 2 3 2

1 8

3 9 5 1 6 04 4

2 2

土 護 岸

切 土 護 岸

4 5

4 6

表 3 - 1 . 姑 蘇 繁 華 図 に み ら れ る 護 岸 断 面 形 態 ( 3 / 4 )
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8 1 0

自 然 石 護 岸

1 - 2

4 7

5 23 4

4 3

広 場 タ イ プ

5 / 6 4
（ 8 ％ ）

切 土 護 岸

切 石 積 護 岸

砕 石 護 岸

表 3 - 1 . 姑 蘇 繁 華 図 に み ら れ る 護 岸 断 面 形 態 ( 4 / 4 )
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護 岸 際 ま で 建 築 が 建 て ら れ る よ う に な っ た こ と か ら、 運 河 空 間 は 護

岸の際まで建築が立ち並び、運河景観を大きく変えた。

３）水面の私有化と都市の風景化

　 張 出 型 や 接 岸 型 に 水 面 の 私 有 化 が 見 ら れ る。 こ れ ま で 埠 頭 と し て

利 用 し て き た ス ペ ー ス に 小 宅 が 建 ち 並 び、 様 々 な 公 共 的 な 利 用 が さ

れ て い た 場 が な く な る。 こ れ に と も な い、 運 河 上 の 水 面 は 運 河 に 面

す る 小 宅 利 用 者 の み が 利 用 で き る よ う に な っ て い る。 こ の 水 際 建 築

形 態 を と る こ と で、 水 際 が 独 占 的 に 利 用 で き、 舟 か ら 直 接 物 資 を 商

店へ運び入れることが可能となっている様子が観察される。

　 こ の よ う に 小 宅 の 発 達 に よ り 建 築 が、 運 河 に 接 す る よ う に な る こ

と で、 運 河 の 利 用 は 公 共 的 な 利 用 か ら 私 有 的 な 利 用 に 変 わ る。 こ の

結 果、 都 市 景 観 の 意 味 も 変 化 し て い る こ と が 重 要 で あ る。 水 面 が 私

有 化 さ れ る こ と で、 水 際 道 型 の よ う に 水 際 が、 都 市 経 済 の た め の 機

能 的 な 空 間 と し て 利 用 さ れ る だ け に 留 ま ら ず、 運 河 側 を 開 放 し、 そ

の場所を生活の楽しみのために用いる機会が増えている。図中には、

飲 食 や 音 楽 を 聞 き な が ら 運 河 風 景 を 楽 し む 場 や 釣 り を し て い る 場 が

多 く 描 か れ て い る（ 表 3-1 中、 接 岸 型 1-1 ,11 -1，42 ,58、 浮 床 型

41）。 こ れ は 運 河 そ の も の が、 都 市 の 舟 運 施 設 と し て の 機 会 的 利 用

か ら、 運 河 景 観 を 観 賞 や 宴 遊 の 場 と し て の 利 用 に 変 化 し た 結 果 と い

える。例えば、木瀆鎮を描いたエリアにある宴遊施設は（表 3-1 中、

接 岸 型 58）、 二 進 の 形 態 で あ り な が ら、 裏 側 が 運 河 側 に 開 き 赤 い 欄

干 が 設 け ら れ、 盆 栽 が お か れ た 運 河 側 の 椅 子 で は 音 楽 を 演 奏 し て い

る 人 が 描 か れ て お り、 運 河 を 背 景 に 音 楽 を 聞 く 場 と な っ て い る こ と

が わ か る。 こ の 例 で は 建 築 が 専 ら 運 河 景 観 を 観 賞 す る 施 設 と な っ た

こ と を 示 し て お り、 そ れ に と も な い 舟 運 施 設 と し て の 護 岸 で は み ら

　 図 3 - ６ . 切 石 積 護 岸 に よ り 成 立 し た 小 宅 に よ る 水 際 空 間 の 私 有 化

小 宅

切 石 積 護 岸
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れ な か っ た 新 し い 欄 干 な ど の デ ザ イ ン も 発 達 し た こ と が 見 つ け ら れ

る。 即 ち、 運 河 護 岸 の 土 木 技 術 の 発 達 が、 水 際 建 築 の 新 し い タ イ プ

を 可 能 と し、 そ の 結 果 都 市 生 活 の 形 態 に 変 化 が 生 じ る こ と も、 建 築

と 水 際 の 新 し い デ ザ イ ン 言 語 が 生 ま れ て き た 様 子 を み る こ と が で き

るのである。

3 - 2 . 庭 園 の 絵 図 に み る 水 際 空 間

　 蘇 州 に は、 現 在 も 世 界 遺 産 に 登 録 さ れ て い る ８ 庭 園 の ほ か に 現 在

も 多 く の 庭 園 が 残 存 し て い る。 し か し な が ら、 孫 ら に よ る と、 蘇 州

を 代 表 す る 拙 政 園 の デ ザ イ ン は 所 有 者 が 変 わ る 度 に 幾 度 と な く 大 き

な 改 変 を 受 け て い る と 指 摘 さ れ て お り
14)

、 現 在 残 っ て い る 他 の 庭 園

についても何度かの改変が行われている可能性が高い。

　 そ こ で、 本 章 で は 蘇 州 の 庭 園 に つ い て 当 時 の 様 子 が 描 か れ た 絵 図

である①東庄園図、②拙政園三十一景図、③求志園図、④並雪堂図、

⑤ 滄 浪 亭 図、 ⑥临顿新 居 第 三图、⑦獅子林図巻、⑧凤池精舎图およ

び⑨姑蘇華図を 根 拠 と し て そ こ に 描 か れ て い る 庭 園 の 各 庭 園 池 泉 の

水際空間、空間デザインとその利用形態を明らかにする。

　故蘇繁華図で分析したように同様の手順で分析を進める。

（１）各庭園の絵図から水際空間構成要素のうち護岸に着目し、その

形態的特徴から類型化する。

（２）庭園の水際空間において、建築、園路、護岸がどのように構成

さ れ て い た か 把 握 す る た め、 庭 園 に 描 か れ て い る 池 泉 沿 い の 空 間 の

うち、建築から水際までが把握できる図を抽出し（６４箇所）、断面

形態毎に整理する。

（３）それぞれの類型毎に空間形態および利用形態の特徴を明らかに

し、庭園の絵図に描かれた蘇州の水際空間の特徴を明らかにする。

3 - 2 - 1 . 土 系 護 岸 と 石 系 護 岸 に よ る 庭 園 池 泉

（ １ ） 護 岸 の 種 類

　 各 庭 園 の 絵 図 に も、 姑 蘇 繁 華 図 と 同 様 の 護 岸 形 式 が み ら れ る が、

庭 園 絵 図 に よ っ て 描 か れ て い る 護 岸 形 式 が 異 な る。 そ れ ぞ れ の 庭 園

絵図に描かれている護岸形式は以下のとおりである。

　 各 絵 図 毎 に 描 か れ た 時 代 が 異 な る た め、 描 か れ て い る 護 岸 形 態 も

異 な る が、 大 き く ２ つ の 傾 向 が み ら れ る。 １ つ は 土 ま た は 切 土 護 岸

な ど の 土 系 護 岸 を 主 と し、 そ れ に 石 護 岸 や 砕 石 護 岸 な ど が 一 部 に 入

り 込 ん で い る も の で あ る。 も う １ つ は、 求 志 園 図 や 獅 子 林 図 お よ び

姑 蘇 繁 華 図 に み ら れ る 砕 石 護 岸 ま た は 切 石 積 護 岸 な ど の 石 系 護 岸 を
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主とした護岸に石積護岸が入ったものである。

（ ２ ） 護 岸 の 利 用 形 態

　 各 庭 園 の 絵 図 に は、 そ れ ほ ど 人 の 姿 が 描 か れ て お ら ず、 描 か れ て

い る 人 の 多 く は 建 築 内 に い る。 東 庄 園 図 と 拙 政 園 三 十 一 景 図 に は、

水 際 で 船 を 接 岸 し て い た り、 座 り こ ん で い る 人、 釣 り を す る 人 の 姿

が 描 か れ て い る（ 図 3-7）。 い ず れ も 土 護 岸、 切 土 護 岸 な ど の 土 系 護

岸 で あ り、 自 然 風 景 の 中 で 水 際 を 楽 し ん で い る 様 子 が 伺 え る。 ま た

１５世紀〜１６世紀に描かれた２つの絵図だけでみられる。

　 一 方、 姑 蘇 繁 華 図 に は、 池 泉 庭 園 が ３ 庭 園 描 か れ て い る が、 そ の

う ち ２ 庭 園 で は 人 が 描 か れ て い る。 １ つ に は 池 岸 に い る 鶴 と 思 わ れ

る 鳥 も 描 か れ て い る。 飼 育 し て い る 可 能 性 も あ る。 も う １ つ の も の

は 盆 栽 を テ ラ ス に お き、 そ れ を 見 な が ら 会 話 を し て い る 姿 が 描 か れ

ている。

3 - 2 - 2 . 庭 園 に 付 随 す る 建 築 か ら 建 築 に 付 随 す る 庭 園 へ

（１）池泉沿いの建築の種類

座 る 人
（ 拙政園三十一景図 「志清处」）

船 遊 び の 人
（ 東庄園図 「全真馆」）

釣 り を す る 人
（ 拙政園三十一景図 「钓䂬」）

図 3 - 7 . 東庄園図と拙政園三十一景図 に 描 か れ た 護 岸 利 用 形 態

表 3 - 2 . 各 庭 園 絵 図 に お け る 利 用 形 態

①東庄園図 ○（四阿） ○

②拙政園三十一景図 ○（四阿） ○（四阿） ○（四阿） ○ ○

③求志園図 ○

④並雪堂図 ○

⑤滄浪亭図 ○ ○

⑥姑蘇華図 ○

⑦ 新居第三 ○ ○

⑧獅子林図巻

⑨凤池精舎 ○



137池泉意匠からみる都市環境と庭園意匠の相互関係に関する研究
｜第 3 章｜水際利用形態と庭園池泉デザイン

第
３
章

　 庭 園 絵 図 に 描 か れ て い る 建 築 に は、 四 阿 タ イ プ の も の と 運 河 沿 い

で も み ら れ る 民 居 タ イ プ の も の の ２ 種 類 が み ら れ、 い ず れ の 庭 園 に

おいても双方のタイプのものが描かれている。

　 庭 園 を 眺 め る 場 と し て 利 用 す る 他、 詩 を よ ん だ り、 話 す な ど の 利

用 に 使 わ れ て い る。 建 築 内 外 の 利 用 形 態 を 表 3-2 に ま と め た。 絵 図

に は ほ と ん ど 人 が 書 き 込 ま れ て い な い の で、 傾 向 を み る に は 不 十 分

で あ る が、 以 下 の こ と が 認 め ら れ る。 東 庄 園 図、 拙 政 園 三 十 一 景 図

な ど の １ ６ 世 紀 以 前 に 描 か れ た 絵 図 で は、 屋 外 で の 利 用 が 描 か れ、

ま た 建 築 内 の 利 用 で あ っ て も、 開 放 的 な 四 阿 型 の 建 築 で の 利 用 と し

て 描 か れ て お り、 利 用 が 外 部 空 間 を 積 極 的 利 用 す る も の に 限 ら れ て

い る。 一 方、 そ の 他 ７ 世 紀 以 降 の 絵 図 で は 民 居 型 ま た は 民 居 型 に 付

随 し た テ ラ ス な ど の 庭 園 建 築 が 見 ら れ る よ う に な り、 そ の 中 に 描 か

れ た 人 の 様 子 か ら、 庭 園 屋 外 の 利 用 と 民 居 型 建 築 屋 内 の 利 用 に 関 係

が生じたことが観察できる。

（２）建築配置と護岸デザイン

　 以 上 の よ う な 時 代 的 な 庭 園 建 築 の 護 岸 に 対 す る 配 置 や 護 岸 へ の 接

地 形 態 の 変 化 と し て も 観 察 さ れ る。 東 庄 園 図 と 拙 政 園 三 十 一 景 図 に

描 か れ て い る 建 築 は、 い ず れ も 庭 園 建 築 と 護 岸 の 接 地 が 密 接 で は な

く、 建 築 が 水 際 に 張 り 出 す 場 合 も、 木 造 の 架 橋 構 造 に よ り 浮 き、 護

岸 と は 無 関 係 で あ る。 し か し な が ら、 東 庄 園 図 と 拙 政 園 三 十 一 景 図

以 外 の 後 年 の 絵 図 で は、 石 系 護 岸 が 取 り 入 れ ら れ て お り、 護 岸 と 建

築 が 一 体 化 ま た は 一 体 と な っ て な く と も、 建 築 の 平 面 形 を オ フ セ ッ

ト し た 線 が 護 岸 部 に 展 開 し、 建 築 と 護 岸 の 間 に デ ザ イ ン 的 な 関 係 が

生まれてきていることが観察される（図 3-8）。

　 こ の よ う に 石 系 護 岸 が 時 代 と と に 庭 園 に 用 い ら れ る よ う に な っ た

こ と で、 建 築 の 配 置 が 護 岸 の 平 面 形 態 に も 影 響 を 与 え、 ひ い て は 庭

園池泉の護岸形態の特徴を大きく変えていったことが認められる。

狮子林图卷临顿新居第三图 姑 蘇 繁 華 図
図 3 - 8 . 建 築 の 配 置 形 態 に よ る 庭 園 池 泉 形 態
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４. 庭園建築形態と水際空間の構成

　 前 節 ま で に お い て、 絵 図 に 描 か れ て い る 内 容 か ら 庭 園 お よ び 運 河

の 水 際 空 間 の 空 間 デ ザ イ ン と そ こ に 描 か れ て い る 利 用 形 態 の 二 点 を

明 ら か と し た。 蘇 州 の 運 河 空 間 の 観 察 か ら は、 護 岸 形 態 の 発 展 と と

も に 水 際 が 私 的 に 利 用 さ れ る よ う に な り 意 匠 化 さ れ て い る こ と を 明

ら か に し た。 一 方、 庭 園 池 泉 の 水 際 空 間 の 観 察 か ら は、 庭 園 建 築 の

あ り 方 が、 庭 園 に 添 景 物 と し て 付 随 す る 存 在 か ら、 庭 園 空 間、 特 に

池 泉 水 際 の 形 態 そ の も の を 左 右 す る 存 在 へ と 関 係 が 変 わ っ て き て い

ることを明らかにした。

　 本 節 で は、 具 体 的 に 現 存 す る 庭 園 に お い て、 庭 園 池 泉 が ど の よ う

な 空 間 構 成 を も ち ど の よ う な 利 用 が 想 定 さ れ て い る の か、 庭 園 利 用

の 中 心 と な る 庭 園 建 築 の 断 面 お よ び 立 面 的 な 空 間 形 態 か ら、 現 存 庭

園における水際の空間形態と利用形態を明らかにする。

　蘇州私家庭園については数多くの研究がなされており、概論、個々

の 庭 園 の 史 的 研 究、 思 想 的 な 研 究、 意 匠 研 究、 平 面 構 成 に つ い て の

研 究 は あ る も の の、 庭 園 建 築 と 水 際 護 岸 の デ ザ イ ン の 関 係 性 に に つ

い て 十 分 に 分 析 さ れ て い る と は い え な い。 ま た、 さ ら に 進 ん で そ れ

ら が 都 市 に お け る 水 際 と 護 岸 様 式 の 発 展 に ど の よ う な 関 係 に あ る の

か、その利用形態から考察したものはない。

　 蘇 州 私 家 庭 園 の 建 築 は、 重 要 な 庭 園 景 観 構 成 要 素 で あ り、 と り わ

け 水 際 で は 護 岸 と う ま く 組 み 合 わ さ る こ と で 水 際 景 観 に 変 化 を つ け

て お り、 庭 園 建 築 と 護 岸 形 態 の 関 係 が 重 要 で あ る と 考 え ら れ る。 劉
15)

は、 山 や 池 は 庭 園 の 骨 格 で あ る と し な が ら も、 特 に 蘇 州 の 庭 園 建

築 は 数 量 が 多 く、 中 国 庭 園 の 中 で も 庭 園 景 観 に お け る 建 築 の 重 要 性

が 高 い と し て い る
15)

。 具 体 的 な 庭 園 建 築 の 形 態 や 配 置 手 法 な ど は、

稲 次 (1990)
6)

、 河 原 (2007)
5)

 、 曽 ら (1996)
16)

 な ど に よ り 整 理 さ

れ、庭園建築の基礎資料となっている。陳 (1982)
17)

や杉村 (1966)
18)

が 指 摘 す る よ う に 水 面 と 建 築 の 景 観 的 な 結 び つ き は 強 く、 微 細 な と

ころまで気が配られている。例えば、「石磯と整形の船付状護岸や水

に 接 し た 水 閣・ 水 廊 等 で 岸 に 変 化 を つ け、 単 調 さ を ふ せ い で 」
15)

い

る と あ り、 水 に 接 す る 建 築 と 護 岸 形 態 と の 関 係 に つ い て 示 唆 さ れ て

い る。 ま た、 河 原 (2007b ) は 留 園 の ３ 建 築 を 例 に 立 面 的 に も 建 築 と

護 岸 が 関 係 し て い る と 指 摘 し て い る
19)

 。 こ の よ う に 建 築 と 護 岸 形

態 に つ い て の 一 般 的 な 傾 向 は 指 摘 さ れ て い る が、 さ ら に 具 体 的 な 形

態 的 相 関 に つ い て 注 目 し 明 ら か に す る こ と が 必 要 と 思 わ れ る。 庭 園
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建 築 と 池 護 岸 の 関 係 性 に つ い て、 既 往 研 究 に み ら れ る 史 的 研 究 か ら

だ け で は な く デ ザ イ ン 研 究 の 視 点 か ら 分 析 す る こ と が、 蘇 州 私 家 庭

園の特徴をより鮮明にすると考える。

　 そ こ で、 本 章 で は 思 想 的・ 伝 統 的・ 錯 覚 的 な 観 点 を 一 度 保 留 し、

庭 園 建 築 と 護 岸 形 態 に つ い て、 形 態 上 の 特 徴 の み を 分 析 し て か ら、

そ の 相 関 性 を 明 ら か に す る。 分 析 に お い て は、 蘇 州 庭 園 を デ ザ イ ン

の 視 点 か ら 分 析 し た、 趙 ら (2004) に よ る 私 家 庭 園 空 間 構 成 の 定 量

的な分析
20)

、廊を形態的に分析した章ら (1998)  
21)

や仙田ら (2001)  
22)

の 研 究、 水 景 技 法 に つ い て 述 べ て い る 河 原 (2007b ) の 研 究
19)

な

どを参考とした。

4 - 1 . 研 究 方 法

4 - 1 - 1 . 対 象 庭 園

　 本 研 究 で は、 歴 史 的 価 値 が 高 く 資 料 も 数 多 く 入 手 が 可 能 な 蘇 州 市

内にある世界遺産庭園（拙政園、留園、獅子林、艺圃、耦園、网师園、

沧浪亭、环秀山庄） の ８ 庭 園 全 園 を 対 象 と し、 全 池 泉 と 全 庭 園 建 築

に対し調査を行った。

4 - 1 - 2 . 対 象 建 築

　 本 研 究 で は、 上 記 8 庭 園 を 調 査 し た と こ ろ、54 の 庭 園 建 築 が 数

え ら れ、 そ れ ら 全 て に つ い て 分 析 す る。 蘇 州 庭 園 内 に は、 主 に 日 常

生 活 に 使 わ れ る 住 居 部 分 の 建 築 と、 主 に 庭 園 利 用 に 際 し て 使 わ れ る

建 築 に 分 け ら れ る が、 本 研 究 で は 池 護 岸 と の 関 係 を 分 析 す る に あ た

り、庭園建築だけではなく、住居建築の一部であっても池泉に接し、

池 泉 景 観 を 鑑 賞 す る 機 能 を 持 っ て い る 部 分 に 関 し て は、 庭 園 建 築 と

度 売 れ る に 扱 い 調 査 の 対 象 と す る。 調 査 対 象 と し た 建 築 を 表 １ に 示

す。

4 - 1 - 3 . 分 析 方 法

　既往研究にみられるような史的・思想・デザイン的研究だけでは、

庭 園 建 築 と 護 岸 形 態 の 関 係 性 を 理 解 す る に は 難 し く、 双 方 の 実 測 調

査 を も と に 形 態 的 な 空 間 の 特 徴 を 見 い だ す ア プ ロ ー チ が 必 要 と 考 え

る。このため本章では以下の手順で分析を進める。

（i）庭園建築の建屋構造および護岸形態を現地調査し、類型化する。

（i i） 庭 園 建 築 の 建 屋 構 造 タ イ プ と 護 岸 形 態 の 種 類 と の 関 係 性 を 示 す

断 面 構 成 パ タ ー ン 図 お よ び 立 面 構 成 パ タ ー ン 図 を 原 理 調 査 か ら 作 成

し分析する。 

（i i i） 庭 園 建 築 の 空 間 形 態 を 規 定 す る 機 能 と 護 岸 形 態 の 関 係 性 を 明
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表 3 - ３ . 対 象 庭 園 と 庭 園 建 築

獅子林 修竹 C

獅子林 湖心亭 亭 C

獅子林 见山 楼 A

獅子林 真趣亭 亭 B

獅子林 荷花 A

獅子林 梅 A

獅子林 文天祥碑亭 亭 C

獅子林 扇子亭 亭 C

獅子林 飞瀑亭 亭 C

拙政園 三十六 A

拙政園 小 浪 軒 A

拙政園 松风亭 亭 C

拙政園 倚玉 A

拙政園 与 同坐 軒 C

拙政園 得真亭 亭 C

拙政園 见山 楼 A

拙政園 漪亭 亭 C

拙政園 倒影亭 亭 C

拙政園 香洲 洲(楼) A

拙政園 香堂 堂 A

拙政園 留听 A

拙政園 笠亭 亭 C

拙政園 待霜亭 亭 C

拙政園 雪香云蔚亭 亭 C

拙政園 亭 亭 C

拙政園 梧竹幽居 亭 C

拙政園 荷风四面亭 亭 C

拙政園 玉 堂 堂 A

留園 濠濮亭 亭 C

留園 活 地 B

留園 (軒) B

留園 清风池 B

留園 涵碧山房 房 A

留園 明瑟 楼 B

留園 木樨香 C

留園 可亭 亭 C

留園 曲溪 楼 A

网 园 月到风 亭 亭 C

网 园 濯 水 B

网 园 竹外一枝 軒 C

网 园 廊亭 亭 C

浪亭 鱼处 处 B

浪亭 面水 A

浪亭 御碑亭 亭 C

秀山庄 泉亭 亭 C

秀山庄 半潭秋水一方山 亭 C

耦园 山水间 间 B

耦园 望月亭 亭 A

耦园 亭 C

耦园 廊亭 亭 C

艺圃 水榭 榭 A

艺圃 乳鱼亭 亭 C

艺圃 響月亭 亭 C

艺圃 亭 C
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らかにする。

　 分 析 す る に あ た り、 既 往 研 究 や 文 献 資 料 を も と に し な が ら、 よ り

詳細な実測調査を行う。

（１）基礎資料

　 対 象 庭 園 の 概 要 と 図 面 に つ い て は、 実 測 調 査 と 沿 革 調 査 の 両 面 か

ら の 集 大 成 と 評 価 さ れ て い る
10)

 劉 著「 蘇 州 古 典 庭 園 」
11)

を 基 礎 資

料として分析を行う。

（２）実地調査および詳細部の実測調査

 上記の図面では、全体の空間構成や概要を把握することはできるが、

建 築 や 護 岸 の 詳 細 部、 特 に 建 具 や 護 岸 意 匠 に つ い て は 十 分 に 記 載 さ

れ て い な い。 ま た、 当 文 献 に は 図 示 さ れ て い な い 庭 園 建 築 部 位 も 複

数 あ る。 そ の た め の 各 要 素 に つ い て は 各 庭 園 に お い て 実 測 調 査
２ 3)

を

行い、建築構成や庭園空間の構成を正確に把握する。

水 面建 屋 テ ラ ス

図 3 - 9 . 断 面 構 成 パ タ ー ン 図 の 作 成 方 法

図 3 - 1 0 . 立 面 構 成 パ タ ー ン 図 の 作 成 方 法

植 栽 植 栽 石 積園 路
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4 - 1 - 4 . パ タ ー ン 図 の 作 成

　 既 往 研 究 で は、 庭 園 の 意 匠 か、 そ の 構 成 要 素 の 意 味 か ら 述 べ ら れ

る か、 建 築 の 周 辺 の 空 間 の 様 相 か ら 記 述 さ れ る こ と が 多 く、 ど の よ

う な 空 間 形 態 か、 ど の よ う な 要 素 の 配 列 に よ っ て 実 現 さ れ て い る か

を 網 羅 的 に 述 べ て い る も の が な い。 本 分 析 で は、 建 築 の 空 間 形 式 と

そ の 周 辺 の 庭 園 デ ザ イ ン の 相 互 関 係 を 明 ら か に す る た め、 要 素 の 組

合せをパターンとして分析することにする。

「 蘇 州 古 典 庭 園 」 で は、 全 体 の 空 間 構 成 や 概 要 を 把 握 す る こ と は で

き る が、 建 築 や 護 岸 の 詳 細 部、 特 に 建 具 や 護 岸 意 匠 に つ い て は 十 分

に 記 載 さ れ て お ら ず、 こ れ ら の 各 要 素 に つ い て は 各 庭 園 に お け る 実

測 調 査 に 基 づ い て、 建 築 構 成 や 庭 園 空 間 の 構 成 を 正 確 に 把 握 す る 時

に、 建 築 の 内 外 空 間 を つ な げ る 開 口 部 の 建 具 意 匠 に つ い て は 本 研 究

に と っ て 重 要 で あ る が、 図 示、 記 述 が 無 い か、 少 な く、 こ れ も 全 庭

園建築について開口部現地調査を行う。

（１）＜断面構成パターン図＞の作成

　 庭 園 建 築 お よ び 池 ま わ り の ラ ン ド ス ケ ー プ 空 間 の 特 徴 を 断 面 構 成

パ タ ー ン か ら 分 析 す る。 ま ず、 実 測 調 査 の 結 果 か ら、 断 面 方 向 の 要

素 の 配 列 を 調 べ る 断 面 方 向 と は、 各 庭 園 建 築 の 扁 額 が 示 す 軸 上 の 方

向であり、池泉護岸までの断面と定義する。

　 作 成 し た 断 面 図 よ り、 庭 園 の 空 間 構 成 要 素 と し て L.  Zhou の 研 究

を 参 考 に、 庭 園 建 築、 池、 植 栽、 園 路、 石 組 の ５ 要 素 と し て 分 類 す

る こ と が 妥 当 と 考 え た。 こ の よ う に し て 庭 園 構 成 要 素 を 断 面 構 成 パ

タ ー ン 図 と し て 表 現 す る。 作 成 さ れ た パ タ ー ン 図 よ り、 断 面 構 成 に

おける庭園建築と池の関係性を分析する（図 3-9）。

（２）＜立面構成パターン図＞の作成

　庭園の景の多くは、池泉護岸を対岸などから鑑賞する視線が多い。

こ の こ と か ら、 庭 園 権 利 久 賀、 池 に 対 し て、 ど の よ う な 正 面 性 を つ

く り 出 し て い る の か そ の 影 響 の パ タ ー ン を 把 握 し た い。 そ の た め、

庭 園 建 築 と 護 岸 形 態 と の 関 係 を 把 握 す る た め の 立 面 構 成 パ タ ー ン 図

を 作 成 す る。 護 岸 を 中 心 に 庭 園 建 築 と の 関 係 を 把 握 す る た め、 池 側

か ら 建 築 外 形 線 に 合 わ せ て 断 面 線 を 折 り 曲 げ な が ら 描 き、 そ の 線 に

あ わ せ て 立 面 展 開 図 を 作 成 す る。 庭 園 建 築 と 護 岸 形 態 と の 相 関 性 を

分 析 す る た め 各 立 面 構 成 要 素 を、 平 面 距 離 を 維 持 し な が ら 表 現 を 簡

素化し、立面構成パターン図を作成する。作成された立面構成パター

ン 図 を 用 い て、 庭 園 建 築 と 建 築 が 面 す る 部 分 の 護 岸 の 形 態 デ ザ イ ン

との相互関係を分析する（図 3-10）。
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4 - 2 . 建 屋 構 造 の 空 間 形 態 と 生 活 機 能 の 類 別

　建屋構造には、利用形態の異なるいくつかの空間形態がみられる。

し か し、 そ の 類 別 は 多 岐 に わ た り、 複 雑 で あ る。 ま た そ の 種 別 も 時

代 毎 に 変 わ り、 河 原 (2007) は、 伝 統 的 な 呼 称 を 用 い て 建 築 を 規 模

別 に 分 類 し て い る
５ ) 

が、「 建 築 物 の 名 称 も よ く 混 用 さ れ、 そ れ ほ ど

厳 密 さ は な い 」
24)  

と あ り、 伝 統 的 な 呼 称 と 建 屋 の も つ 空 間 形 態 は 必

ずしも一致しない。

　 本 研 究 で は、 現 地 に お い て、 全 庭 園 建 築 と 調 査 し、 こ れ ら の 類 別

の 妥 当 性 を 検 証 し た。 そ の 結 果、 倒 影 亭 と 見 山 楼 が、 同 じ 空 間 形 式

で あ り な が ら 亭 と 楼 と い う 異 な る 類 別 名 称 を 持 っ て い る こ と、 あ る

い は、 興 誰 同 坐 軒 と 面 水 軒 が 同 じ 軒 と い う 類 別 で あ り な が ら 全 く 異

な る 空 間 形 式 で あ る こ と な ど、 複 数 の 矛 盾 が 数 見 ら れ る こ と が 判 明

した。

　 そ こ で 本 研 究 で は、 伝 統 的 呼 称 に よ ら な い 空 間 的 観 点 か ら 蘇 州 庭

園建築を分類することが重要な前提と考え Ono ら (2012 ) の研究
25)

を基に、建屋構造を以下の 3 タイプに分類する。

１）A タイプ：完全室内化建築

　 こ の タ イ プ の 建 屋 構 造 は、 開 口 部 を 完 全 に 閉 め 切 る こ と が で き る

建 具 を も つ 建 屋 で あ る。 対 象 建 築 の う ち 16 軒 が 該 当 す る。 建 築 の

図 3 - 1 1 . 庭 園 建 築 タ イ プ と 予 想 さ れ る 機 能
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全 て の 面 が、 壁 ま た は 扉 に よ っ て 囲 ま れ て お り、 室 内 環 境 は、 扉 や

窓 を 開 け 閉 め す る こ と で 管 理 す る こ と が 可 能 で あ る。 主 に 宴 遊 や 鑑

賞 の 拠 点 に 使 わ れ て お り、 い く つ か の 建 築 で は 外 ま で テ ラ ス が 張 り

出 し、 水 際 ま で 近 寄 る こ と が で き る（ 図 3-11）。 代 表 的 な も の は、

拙政園の远香堂や、留園の涵碧山房、獅子林の荷花厅である。

２）B タイプ：半室内化建築

　 こ の タ イ プ の 建 屋 構 造 に は、 部 分 的 に 閉 め 切 る こ と が で き る 建 具

を 有 し て い る 建 屋 で あ る。 対 象 建 築 の う ち 6 軒 が 該 当 す る。 ２ 面

も し く は ３ 面 が 壁 な ど で 閉 じ ら れ て い る が、 そ の 他 の 面 は 庭 園 に 向

か っ て 開 い て お り 建 具 が 入 っ て い な い た め 外 気 と 通 じ て い る。 そ の

た め 空 間 全 体 で は 閉 じ て い る が、 外 部 と 内 部 の 環 境 は ほ ぼ 同 じ に な

る。 主 に 書 斎 や 宴 遊 の 場 と し て 使 わ れ て い る（ 図 3-11）。 代 表 的 な

ものは、留園の绿荫や網師園の濯缨水阁である。

３）C タイプ：屋外建築

　 こ の タ イ プ の 建 屋 構 造 は 開 口 部 に 建 具 を も た ず、 常 時 外 に 開 い た

建 屋 で あ る。 対 象 庭 園 の う ち 32 軒 が 該 当 す る。 こ の タ イ プ の ほ と

ん ど の 建 築 は、 柱、 屋 根 と 低 い 腰 壁 だ け で 構 成 さ れ て い る。 壁 や 仕

切 り が 視 線 の 高 さ に は な い た め、 周 囲 の 風 景 を 見 渡 す こ と が で き

る。 主 に 園 内 を 歩 く 際 の 小 休 憩 や 添 景 物 と し て 使 わ れ て い る（ 図

3-11）。 代 表 的 な も の は、艺圃の乳鱼亭や环秀山庄の问泉亭、滄浪

亭の观鱼处である。

4 - 3 . 庭 園 建 築 か ら 池 ま で の 断 面 構 成  

4 - 3 - 1 . 断 面 構 成 パ タ ー ン の 分 類

 多 く の 庭 園 建 築 は 池 の 近 く に 位 置 し て い る。 そ こ で、 建 築 か ら 池 泉

護 岸 ま で の 実 測 調 査 を 基 に し、 そ の 構 成 要 素 の 配 列 を 示 す 断 面 構 成

パ タ ー ン を 作 成 す る。 こ の 図 か ら、 庭 園 建 築 と 池 の 多 様 な 関 係 性 が

明 ら か と な り、 以 下 に あ げ る ６ 種 類 の パ タ ー ン が 認 め ら れ る 6  （ 図

3-12）（表 3-4）。

・パターン 1:  池—池上の建築

　 こ の パ タ ー ン は、 池 と 庭 園 建 築 の ２ つ で 構 成 さ れ て い る。 全 対 象

断 面 の う ち ９ 事 例（ 全 体 の 16 .7%） に あ た る。 こ の タ イ プ に み ら れ

る 庭 園 建 築 の 一 部 ま た は 全 体 が、 池 の 上 に 位 置 し て い る。 全 て の タ

イ プ の 建 築 が み ら れ、A タ イ プ の 建 築（ 完 全 室 内 化 建 築 ） お よ び B

タイプの建築（半室内化建築）は石柱の上に、また C タイプの建築 ( 屋

外建築 ) は自然形の石積みの上にそれぞれ位置している。
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図 3 - 1 2 . 断 面 構 成 パ タ ー ン
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・パターン 2:  池—建築

 　 こ の パ タ ー ン は、 池 と 庭 園 建 築 の ２ つ で 構 成 さ れ て い る も の で あ

る。 全 対 象 断 面 の う ち ９ 事 例（ 全 体 の 16 .7%） に あ た る。 パ タ ー ン

１ と の 大 き な 違 い は、 庭 園 建 築 が 池 の 護 岸 端 に 位 置 し て い る こ と で

あ る。 こ の パ タ ー ン で は、 全 て の タ イ プ の 庭 園 建 築 が み ら れ る。A

タ イ プ の 建 築（ 完 全 室 内 化 建 築 ） お よ び B タ イ プ の 建 築（ 半 室 内 化

建 築 ） の 袖 壁 は、 護 岸 の 壁 と 一 体 化 し た 意 匠 と な っ て い る。 ま た、

C タ イ プ の 建 築 ( 屋 外 建 築 ) は、 自 然 形 の 石 積 み の 上 に 位 置 し て い

る。

・パターン 3:  池—テラス—建築

　 こ の パ タ ー ン は、 池、 テ ラ ス、 建 築 の ３ つ で 構 成 さ れ て い る も の

で あ る。 ７ 事 例（ 全 体 の 13 .0%） に あ た る。 こ の パ タ ー ン に み ら れ

る 建 築 は、 池 ま わ り の ラ ン ド ス ケ ー プ 空 間 そ の も の を 構 成 す る テ ラ

ス と 一 体 化 さ れ て い る。 主 に A タ イ プ の 建 築（ 完 全 室 内 化 建 築 ） お

よび B タイプの建築（半室内化建築）がみられる。テラスの舗装は、

庭 園 建 築 の 床 舗 装 と 同 じ 石 を 使 う こ と で、 内 外 で 空 間 の 調 和 が 図 ら

れている。 

・パターン 4:  池—石組—植栽—建築

 こ の パ タ ー ン は、 池、 石 組、 植 栽、 建 築 の 順 に 構 成 さ れ て い る も の

で あ る。 ９ 事 例（ 全 体 の 16 .7%） に あ た る。 こ の パ タ ー ン で は、 主

に C タ イ プ の 建 築 ( 屋 外 建 築 )  が み ら れ、 池 の 周 り の 植 栽 帯 の 後 ろ

にあり、また回廊の一部となっている。

・パターン 5: 池—石組—園路—建築 

　 こ の パ タ ー ン は、 池、 石 組、 園 路、 植 栽、 建 築 の 順 に 構 成 さ れ て

い る も の で あ る。 １ １ 事 例（ 全 体 の 20 .4%） に あ た る。 こ の パ タ ー

ン は、 主 に C タ イ プ の 建 築 ( 完 全 開 放 建 築 ) が み ら れ、 築 山 な ど の

上に位置している。 

パターン 6:  池—石組—園路—建築

 こ の パ タ ー ン は、 池、 石 組、 園 路、 建 築 の 順 に 構 成 さ れ て い る も の

で あ る。 ５ 事 例（ 全 体 の 9.3%） に あ た る。 こ の パ タ ー ン で は、 主

に C タ イ プ の 建 築 ( 屋 外 建 築 )  が み ら れ る。 建 築 の 多 く は、 回 廊 の

一部であったり、回廊から外の園路への分岐点にあることが多い。

4 - 3 - 2 . 護 岸 形 態 と 建 築 形 態 の 関 係

　 断 面 パ タ ー ン 図 の 作 成 に よ り、 空 間 特 性 に よ る 庭 園 建 築 の 分 類 が

可 能 で あ る こ と が 判 明 し、 さ ら に こ の 分 類 が、 池 岸 断 面 の 意 匠 と 一

定の相互関係を持つことが、以下のように考察される。
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　 ま ず 始 め に、A タ イ プ の 建 築（ 完 全 室 内 化 建 築 ） お よ び B タ イ プ

の 建 築（ 半 室 内 化 建 築 ） は、 基 本 的 に 池 の 上 ま た は 池 に 接 し て 配 置

さ れ て い る こ と が 多 く、 池 へ 直 接 面 し た 構 成 と な っ て い る こ と が わ

か る。 池 の 護 岸 は、 直 方 体 状 の 切 り 石 積 み 護 岸 で 造 ら れ て い る（ 図

４）。 

 一 方、C タ イ プ の 建 築（ 屋 外 建 築 ） は 池 の 護 岸 に 接 し な い、 あ る い

は 池 ま わ り の 築 山 な ど に 置 か れ て い る こ と が わ か る。C タ イ プ の 建

築（ 屋 外 建 築 ） か ら 池 ま で の 空 間 に は、 自 然 形 の 石 組 み お よ び 植 栽

空 間 が あ り 自 然 要 素 の 多 い ラ ン ド ス ケ ー プ 空 間 と な っ て い る。 ま た

C タ イ プ の 建 築（ 屋 外 建 築 ） は 景 観 を 制 限 す る 構 成 要 素 が 少 な く、

周囲の風景と一体化されている（図 3-13）。 

　最後に、一時的な休息などに使われる C タイプの建築（屋外建築）

は、 庭 園 内 の ど の 部 分 に も 配 置 さ れ て い る が、 長 期 滞 在 ま た は 式 典

な ど の 行 わ れ る A タ イ プ の 建 築（ 完 全 室 内 化 建 築 ） お よ び B タ イ プ

の 建 築（ 半 室 内 化 建 築 ） は、 池 の 護 岸 に 接 し て 配 置 さ れ て い る こ と

が わ か る。 こ れ は、 庭 園 建 築 に お け る 活 動 と 庭 園 内 の 池 ま わ り の ラ

ン ド ス ケ ー プ 空 間 の 特 徴 と が 密 接 に 関 係 し て い る と い う こ と を 意 味

す る。 ま た、A タ イ プ の 建 築（ 完 全 室 内 化 建 築 ） お よ び B タ イ プ の

建 築（ 半 室 内 化 建 築 ） に た く さ ん の 名 前 の 種 類 が あ る こ と は、 池 ま

わりの空間が機能的にも多様であることを示している。

　 以 上 の 結 果 よ り、 池 際 の 庭 園 建 築 は、 建 築 空 間 と し て だ け で な く

池 ま わ り の ラ ン ド ス ケ ー プ も 含 め た 一 体 的 な 空 間 と し て と ら え る 必

要 が あ る こ と、 逆 に 池 泉 全 体 の 景 観 デ ザ イ ン も 建 築 の 配 置 と そ の 空

間 タ イ プ に 強 く 影 響 さ れ て い る こ と を 認 識 す る こ と の 重 要 性 が 結 論

される。

4 - 4 . 庭 園 建 築 の 空 間 形 態 と 立 面 デ ザ イ ン

　 前 節 に て 断 面 形 態 か ら 庭 園 建 築 と 水 際 空 間 の 関 係 を 明 ら か に し た

が、 庭 園 建 築 は、 景 観 の 構 成 要 素 で あ り 視 対 象 と も な り う る こ と か

ら、 池 泉 対 岸 な ど か ら 見 ら れ る こ と の 多 い 庭 園 建 築 と 護 岸 の 立 面 構

成 に 着 目 し、 立 面 図 を ダ イ ア グ ラ ム 表 現 す る こ と で 類 型 化 す る。 本

節では立面形態を＜立面構成パターン＞として分析する。

　 現 地 調 査 か ら 庭 園 建 築 を、 護 岸 と 直 接 関 係 す る 基 礎 構 造、 建 屋 の

床 と な る 床 構 造、 建 築 的 利 用 が 行 わ れ る 建 屋 構 造 の 3 つ に 分 け て 分

析するのが妥当と判断される。蘇州私家庭園の庭園建築においては、

権 利 区 の こ の 水 平 分 割 が 明 快 で あ り、 か つ、 立 面 の 中 で、 こ れ ら の
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図 3 - 1 3 . 建 築 形 態 と 断 面 形 態 の 関 係 性

表 3 - 4 . 建 築 形 態 と 断 面 構 成 パ タ ー ン の 関 係

パターン 1 パターン 4パターン 2 パターン 5パターン 3 パターン 6

A 4
(22%)

(50%)

(20%)

(33%)

(0%)

(0%)

(6%)

(0%)

(40%)

(22%)

(33%)

(17%)

(11%)

(0%)

(13%)

(6%)

(17%)

(10%)

4 6 2 1 1

B 3 2 0 0 0 1

C 6 5 0 4 12 3
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要素が上下に混在することは極めて少ない（図 3-14）。

１） 基 礎 構 造： 建 築 を 支 え る 基 礎 と な る 部 分 で、 直 接 地 面 と 接 す る

部分である。主に石積みで構成されている。

２） 床 構 造： 建 築 の 床 部 で、 建 屋 構 造 を 支 え る 部 分 で あ る。 基 礎 の

ない建築では床構造が地面と接する。主に石材が使われる。

３） 建 屋 構 造： 床 構 造 の 上 か ら 屋 根 ま で の 空 間 で あ り、 建 築 空 間 と

してさまざまな利用がおこなわれる部分である。

4 - 4 - 1 . 護 岸 形 態

　 庭 園 建 築 の う ち 基 礎 構 造 は、 護 岸 と 直 接 関 係 す る 部 分 で あ り、 水

際 に 位 置 す る 建 築 の 多 く は 独 立 し た 基 礎 構 造 で は な く、 護 岸 と 一 体

化 し て い る。 中 国 庭 園 の 護 岸 の 技 法 に つ い て は、 河 原 (2007) に よ

り ま と め ら れ て い る
19)

 が、 現 在 の 蘇 州 庭 園 で は 石 積 護 岸 が 多 く み

ら れ る。 本 研 究 で は 石 積 護 岸 の 意 匠 に 注 目 し、 石 積 護 岸 の 形 態 の 違

い か ら 以 下 の 2 種 類 に 分 類 す る。 ま た、 各 対 象 庭 園 に お い て 池 護 岸

全体に対するそれぞれの護岸形態の割合を表 3-5 に示す。

（１）自然石護岸（石組護岸）

　 現 在 の 蘇 州 庭 園 で は、 山 石 や 礫 石 な ど を 使 い 自 然 を 模 し て 石 積 さ

れ た 護 岸 意 匠 が 最 も 多 く み ら れ、 対 象 8 庭 園 全 護 岸 長 さ 2,262  m

の う ち 81 .8 ％ が 自 然 石 護 岸 で あ る。 護 岸 か ら 仮 山 ま で が 一 体 の 風 景

として構成されている。

（２）切石積護岸（駁岸）

　 花 崗 岩 な ど の 切 石 を 積 ん だ も の で あ る。 対 象 8 庭 園 全 護 岸 長 さ

2,262  m の う ち 18 .2 ％ ほ ど で あ り、 そ の う ち 73 .7 ％ は 建 築 ま た は

建屋構造

池

床構造
基礎構造

図 3 - 1 4 . 建 屋 構 造 の 分 解
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建築付随テラスの基礎構造と一体化されている。

4 - 4 - 2 . 護 岸 形 態 と 建 屋 形 態

　 上 記 の 分 析 よ り、 建 屋 構 造 は 3 種 類 の 空 間 形 態 に 分 類 で き、 ま た

庭 園 建 築 の 基 礎 構 造 の 一 部 と も な り う る 護 岸 形 態 は ２ 種 類 の 形 態 に

分 類 す る こ と が で き る。 次 に、 各 々 の 建 屋 構 造 タ イ プ と 護 岸 形 態 タ

イプの関係性を、立面構成パターン図を作成し分析する。

　 庭 園 建 築 は 景 観 構 成 要 素 と し て 視 対 象 と な る た め、 建 築 と 護 岸 の

立 面 構 成 か ら 建 屋 構 造 タ イ プ と 護 岸 形 態 タ イ プ の 関 係 性 を 明 ら か に

す る 必 要 が あ る。 建 屋 に 対 し て 正 面 と 隣 接 す る 護 岸 形 態 毎 に 分 類 し

６ タ イ プ あ る こ と が わ か り、 図 3-15 の よ う に 整 理 す る。 ま た そ れ

ぞれのタイプと建屋構造タイプの関係性を表 3-6 に示す。

（１）A タイプの建屋構造と護岸形態

　A タ イ プ の 建 屋 構 造 に 対 応 す る 護 岸 形 態 は、 水 際 に 位 置 し て い る

12 事例が、切石積護岸となっている。床構造が池まで張り出してい

る 場 合 で も そ の 基 礎 で あ る 柱 は、 切 石 の 石 柱 と な っ て い る。 一 方、

水際にないものが 6 事例ある。

（２）B タイプの建屋構造と護岸形態

　B タ イ プ の 建 屋 構 造 に 対 応 す る 護 岸 形 態 は、A タ イ プ 同 様 に 切 石

積 護 岸 を 用 い て 護 岸 さ れ て い る。 基 本 的 に 隣 接 す る 護 岸 は 自 然 石 護

岸 で あ る。 ま た、 床 構 造 が 浮 い て い る 事 例 が 3 事 例 あ り、 い ず れ も

A タ イ プ 同 様 に 切 石 の 石 柱 に よ り 床 構 造 が 支 え ら れ て い る。 自 然 石

護岸のみで構成された護岸のものはみられない。

（３）C タイプの建屋構造と護岸形態

　 C タ イ プ の 建 屋 構 造 は 30 事 例 あ る が、 そ の う ち 27 事 例 が、 自

然 石 護 岸 で あ る。 床 構 造 が 水 面 へ 張 り 出 し て い る 建 築 が 6 事 例 あ る

が、 こ の う ち 5 事 例 で は 柱 の 代 わ り に 自 然 石 の 石 積 み に よ り 支 え ら

れ て お り、 床 構 造 は 自 然 石 積 の 上 に 置 か れ た 意 匠 と さ れ て い る。 一

方、 切 石 積 護 岸 や 切 石 の 石 柱 の 建 築 も 例 外 的 に 3 事 例 あ り、 ま た、

30 事 例 の う ち 12 事 例 は 仮 山 上 に あ り、 仮 山 と 同 様 の 自 然 石 の 護 岸

である。

4 - 4 - 3 . 庭 園 建 築 の 利 用 形 態 と 水 際 空 間 デ ザ イ ン

表 3 - 5 . 各 庭 園 の 切 石 積 護 岸 と 自 然 石 護 岸
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図 3 - 1 5 . 庭 園 建 築 タ イ プ と 庭 園 池 護 岸 の 立 面 構 成 パ タ ー ン 図

タイプ 1 タイプ 4タイプ 2 タイプ 5タイプ 3 タイプ 6

A 5
(28%)

(17%)

(3%)

(6%)

(0%)

(7%)

(22%)

(50%)

(20%)

(11%)

(0%)

(0%)

(0%)

(33%)

(0%)

(33%)

(0%)

(70%)

2 1 0 4 6

B 1 0 0 2 3 0

C 1 0 2 0 6 21

表 3 - 6 . 建 築 形 態 と 立 面 構 成 パ タ ー ン の 関 係
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（１）建屋構造タイプにより表出する護岸形態

　 水 際 に 位 置 す る 庭 園 建 築 の 建 屋 構 造 タ イ プ と 護 岸 形 態 の 関 係 を 見

る。 図 3-15、 表 3-6 よ り 建 屋 構 造 タ イ プ ご と に 護 岸 形 態 が 異 な る

傾向があり相互に影響関係があることが観察される。

　 水 際 に あ る A タ イ プ の 建 屋 構 造 の 護 岸 に は、 面 水 亭 を 除 い て 全 て

切 石 積 護 岸 が 用 い ら れ、 基 礎 構 造 と 護 岸 が 一 体 化 し て い る。 ま た、

床構造が池まで張り出す場合でも、切石積の様式を守る傾向が強く、

建 築 的 石 柱 に よ り 床 構 造 が 支 え ら れ て い る。 こ の よ う に、A タ イ プ

の 建 屋 構 造 で は、 切 石 積 の 基 礎 構 造 が そ の ま ま 護 岸 と な り、 水 際 の

意匠を決めている（図 3-16）。

　B タ イ プ の 建 築 は い ず れ も 水 際 に あ り、 そ の 護 岸 は、A タ イ プ 同

様 に 切 石 積 護 岸 が 用 い ら れ る が、 テ ラ ス が 付 随 す る 建 築 を 除 く と A

タ イ プ に 比 べ て 自 然 石 護 岸 が 混 在 す る 確 率 が 高 く、 水 に 面 す る 一 側

面 の 中 で 自 然 石 護 岸 と 切 石 積 護 岸 が 混 在 す る 両 者 が 池 泉 景 観 を つ く

る。 こ の よ う に 書 斎 や 宴 遊 の 場 と な る B タ イ プ の 建 屋 構 造 で は、 護

岸 が 切 石 積 護 岸 と 自 然 石 護 岸 の 双 方 に よ り 基 礎 構 造 と 一 体 化 さ れ て

いる（図 3-16）。

　 一 方、C タ イ プ の 建 屋 構 造 の 護 岸 は、 自 然 石 護 岸 が 用 い ら れ る 傾

向 が 明 ら か で あ る。 こ の 傾 向 は 強 く、 床 構 造 が 池 へ 張 り 出 す 場 合 で

も、 そ の 支 え は わ ざ わ ざ 自 然 石 を 積 む 意 匠 と さ れ て お り、 建 築 が 浮

い て い て も 周 囲 の 自 然 石 護 岸 と 一 体 化 さ れ て い る。 こ の よ う に、C

タ イ プ の 建 屋 構 造 で は、 小 休 憩 や 添 景 物 の た め の 亭 が 多 く、 基 礎 構

造 が 自 然 石 護 岸 と 一 体 化 し た 意 匠 と な っ て い る（ 図 3-16）。 一 方、

C タ イ プ の 例 外 も 3 例 あ る が、 実 は い ず れ も 廊 付 随 の 場 合 あ る こ と

がわかる。

（２）仮山上の庭園建築と護岸形態

　 対 象 庭 園 建 築 の う ち 25 .9 ％ が 水 際 か ら 離 れ、 仮 山 上 に あ る。 仮

山 上 に あ る 庭 園 建 築 は 添 景 物 ま た は 眺 望 点 と し て、 仮 山 の 頂 上 に 配

置 さ れ て い る。 こ れ ら は、 距 離 が あ る た め、 一 見 池 泉 護 岸 の デ ザ イ

ン と 無 関 係 の よ う に 思 わ れ る。 し か し な が ら 本 分 析 で 扁 額 の 向 き を

考 慮 し た 断 面 パ タ ー ン 図 立 面 パ タ ー ン 図 を 作 成 し、 表 と し た 結 果、

仮 山 の 意 匠 は 護 岸 か ら 頂 上 ま で 何 層 か の 石 組 み に よ り 積 ま れ て お り

護 岸 も 全 て 自 然 石 護 岸 で あ る こ と が 判 明 し た。 こ の こ と か ら、 仮 山

は、 護 岸 ま で が 一 体 的 な 景 観 と な る よ う に 庭 園 要 素 が 組 ま れ て い る

といえる
26)

。そのため、仮山上にある庭園建築と護岸形態の関係は、

い ず れ の 建 屋 構 造 タ イ プ も 自 然 石 護 岸 を と も な っ て い る こ と が わ か
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る。 こ の よ う に 仮 山 に あ る 庭 園 建 築 も、 建 屋 構 造・ 仮 山・ 護 岸 が 一

体となったものとして捉えられることが認められる。

（３）庭園建築の水際への接し方と護岸形態

　 対 象 庭 園 建 築 の う ち 74 .1 ％ が 水 際 に 接 し て い る。 そ の う ち

52 .5 ％ は 建 築 が 池 へ 張 り 出 し て 2 面 以 上 が 水 際 に 接 し て お り、 建 築

形態が護岸の一部として表出している。（１）の考察より各建屋構造

タ イ プ と 護 岸 形 態 に は 相 関 性 が あ り、 建 屋 構 造 タ イ プ ご と に 池 護 岸

に 特 徴 的 な 表 出 形 態 を も た ら す。 建 築 規 模 が 大 き く、 ま た テ ラ ス を

付 随 す る 例 も あ る A タ イ プ の 建 屋 構 造 は、 凸 状 に 2 面 以 上 が 池 へ 張

り 出 し て 配 置 さ れ る も の が、 水 際 に 接 す る A タ イ プ の 67 ％ で あ り、

池 護 岸 の 形 態 的 特 徴 を 部 分 的 に 与 え て い る。 一 方、B タ イ プ の 建 屋

構 造 は、 切 石 護 岸 を 用 い な が ら も 自 然 石 護 岸 と 融 合 す る 傾 向 が み ら

れ、 池 へ 張 り 出 す 場 合 も 切 石 護 岸 の 露 出 が 少 な い。 ま た C タ イ プ の

建 屋 構 造 は、 池 へ 張 り 出 し て い る 場 合 も、 自 然 石 護 岸 に 囲 ま れ て お

り、 蘇 州 庭 園 の 池 の 基 本 と な っ て い る 自 然 石 護 岸 の 形 態 に 特 徴 を 与

えている。

　 以 上 の よ う に、 庭 園 建 築 と 護 岸 形 態 に は 相 互 の 関 係 が み ら れ、 建

屋 構 造 タ イ プ に よ り 護 岸 の 種 類 が 異 な る と い う 池 護 岸 デ ザ イ ン の 部

分 的 な 形 態 的 特 徴 を 見 い だ す こ と が で き る。 ま た、 池 の 形 態 は 庭 園

の立地や敷地形状に影響されるところも大きいが、池護岸の表情は、

以 上 の 分 析 か ら、 建 築 が 護 岸 の 一 部 を 構 成 す る 形 で 決 ま っ て く る こ

と が 判 明 し た。 そ の 際、 建 屋 構 造 の 違 い に よ り 護 岸 形 態 は 異 な る。

倚玉轩 ( 拙政園 )

切石積護岸
切石積護岸

自然石
護岸

自然石
護岸

自然石護岸

自然石護岸

自然石
護岸

自然石
護岸

切石積護岸

切石積護岸

池 池
池

出典：劉　敦楨 (1979)「蘇州古典園林」

池 池 池

袖壁

袖壁

袖壁

绿荫 ( 留園 ) 乳鱼亭（艺圃）
A タイプ Bタイプ Cタイプ

図 3 - 1 6 . 建 屋 構 造 タ イ プ と 護 岸 形 態
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迎 賓 や 接 待 空 間 と な る 建 築 で は、 周 囲 の 自 然 石 護 岸 と は 異 な る 切 石

護 岸 で あ り、 迎 賓 機 能 を も ち 庭 園 の 中 心 的 建 築 と し て の 存 在 感 を、

他 と は 異 な る 護 岸 形 態 に よ り 高 め て い る。 一 方、 眺 望 や 添 景 の 対 象

と な る 建 築 で は、 周 囲 の 自 然 石 護 岸 と 同 じ で あ り、 周 囲 の 景 観 と 一

体 化 さ れ て い る。 こ の よ う に 庭 園 建 築 の 空 間 形 態 を 規 定 す る 機 能 の

違いと護岸形態にも関係があることが示唆されている。

4 - 5 . 断 面 構 成 パ タ ー ン と 立 面 構 成 タ イ プ の 関 係

　 本 節 で は 断 面 形 態 と 立 面 形 態 の 分 析 で 明 ら か に な っ た 類 型 同 士 の

関 係 を 図 3-17 に 示 す と、 表 中 に い く つ か の グ ル ー プ を 見 い だ す こ

と が で き る。 １ つ 目 の グ ル ー プ は 建 築 の 護 岸 は 切 石 積 護 岸 で、 護 岸

へ 接 し た り、 テ ラ ス で 水 際 へ 張 り 出 し た タ イ プ の も の で あ る。 こ う

し た 水 際 空 間 を と る も の は、 宴 遊 や 書 斎 な ど と の 利 用 と 関 係 が 強 い

こ と が わ か る。 次 に、 建 築 が 護 岸 よ り 張 り 出 し 水 面 上 に 浮 い て い る

こ の グ ル ー プ を み る と、 ど の よ う な 利 用 形 態 の 建 築 で あ っ て も お か

れ て い る こ と が わ か る。 最 後 の グ ル ー プ は、 建 築 の 護 岸 は 自 然 石 護

岸 で、 水 際 と の 間 に 植 栽 や 園 路 な ど を 挟 み、 水 際 ま で 距 離 が あ る も

の で あ る。 こ う し た 水 際 空 間 を と る も の は、 眺 望 利 用 と の 関 係 が 強

いことがわかる。

パターン①

パターン②

パターン③

パターン④

パターン⑤

パターン⑥

タイプ 1 タイプ 4タイプ 2 タイプ 5タイプ 3 タイプ 6
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A

A

A A A
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A

A
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AA A A
B

B

B B

B B
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C C

C C C C

C C C

C
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図 3 - 1 7 . 断 面 構 成 パ タ ー ン と 立 面 構 成 タ イ プ の 関 係

切 石 積 護 岸 に よ る 水 張 出 タ イ プ

浮 床 タ イ プ

水
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5 . まとめ

5 - 1 . 本 章 の ま と め

　 本 章 で は、 庭 園 池 泉 の 利 用 形 態 に つ い て 特 に 庭 園 建 築 の 利 用 形 態

と 水 際 空 間 の 意 匠 に 注 目 し、 蘇 州 の 庭 園 お よ び 都 市 を 対 象 に、 現 地

調 査 の 他 に、 姑 蘇 繁 華 図 や 庭 園 絵 図 な ど も 補 足 資 料 と し 分 析 し、 次

の結果を得た。

（１）水際建築を可能とした都市土木技術の発展と水面の私有化

　 都 市 が 高 密 化 す る こ と で、 そ れ ま で 開 発 さ れ て こ な か っ た 運 河 の

護 岸 が、 土 護 岸 か ら 駁 岸 へ と 変 わ っ た こ と で 水 際 ま で 建 築 が 建 つ よ

う に な り、 運 河 空 間 が 運 河 に 面 す る 建 築 に よ っ て 私 有 化 さ れ て ゆ く

空間構造の変化を明らかにした。

（２）庭園空間においても、現代に至るまでの絵図資料によれば、土

護 岸 が 主 で 部 分 的 に 石 を 使 っ た 護 岸 が あ っ た 程 度 で あ り、 庭 園 内 に

建 築 が そ れ ほ ど 描 か れ て い な か っ た。 し か し、 都 市 に お い て 水 際 建

築 を 可 能 と し た 都 市 土 木 技 術 と し て の 駁 岸 が 庭 園 空 間 に 入 り、 ま た

庭 園 に 建 築 が 増 え て く る と、 切 石 積 護 岸 が 多 く な り、 自 然 護 岸 も 石

組護岸に変わっていったことを明らかにした。

　 都 市 水 系 で 開 発 導 入 さ れ た 土 木 技 術 の 発 展 と 庭 園 空 間 の 水 際 意 匠

の 変 化 が 同 時 期 で あ る こ と か ら、 都 市 水 系 の 空 間 と 景 観 の 変 化 と 庭

園池泉デザインの変化の間に一定の関係があると思われる。

（３）姑蘇繁華図に描かれた護岸意匠は、現代の都市および庭園に至

る ま で 大 き な 大 差 は な く、 都 市 に お い て も 庭 園 に お い て も、 都 市・

庭 園 ど ち ら に お い て も、 土 木 技 術 的 基 盤 は 同 じ で あ る こ と が 現 地 調

査 か ら 知 ら れ た。 一 方、 都 市 で は 水 際 利 用 に 際 し て は、 水 の 際 ま で

階 段 な ど で お り て 利 用 す る が、 鑑 賞 利 用 す る 際 は、 水 に 近 づ く こ と

な く、 む し ろ 高 い と こ ろ か ら 見 下 ろ す よ う に 運 河 を み る 視 点 を と っ

た。 護 岸 に は 機 能 的 な 利 用 が 図 ら れ る 埠 頭 で は み ら れ な い 柵 が 設 け

られ、転落防止が図られている。

　 ま た、 絵 図 な ど の 古 文 献 お よ び 現 地 調 査 か ら も、 庭 園 水 系 と 都 市

水 系 に み ら れ る 水 際 空 間 意 匠 は 相 似 的 な 関 係 に な っ て い る こ と が わ

か る が、 庭 園 で は 様 々 な タ イ プ の 水 際 空 間 が 組 合 わ さ っ た 形 態 と

なっている。

（ ４） こ れ ま で、 庭 園 建 築 は そ の 伝 統 的 な 呼 称 に よ り 分 類 さ れ て い

た が、 本 章 で は 庭 園 建 築 を 空 間 形 態 か ら 再 分 類 し た。 そ の 結 果、 建

築 と 池 泉 護 岸 と の 間 に あ る デ ザ イ ン 的 な 関 係 を 明 ら か に す る こ と が
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で き た。 開 放 的 な 庭 園 建 築 と 自 然 石 護 岸 と い う 組 合 せ が、 宴 遊 に 使

わ れ る 内 部 化 で は 建 築 と 切 石 を 積 護 岸 と い う 組 合 せ が 強 い こ と が わ

かった。

（５）庭園建築は、庭園や周囲の景観を楽しむと同時に、対景という

言 葉 に あ る よ う に、 建 築 は み て み ら れ る 関 係 に あ る。 そ の 庭 園 建 築

の 空 間 お よ び 利 用 類 型 と そ の 周 辺 ラ ン ド ス ケ ー プ 意 匠 に 近 い 関 係 が

あ り、 一 体 的 に 用 い ら れ る こ と が わ か っ た。 こ う し た 建 築 と 護 岸 の

一 体 の セ ッ ト の 組 み 合 わ せ に よ り 庭 園 景 観 が 創 出 さ れ て い る と 示 唆

さ れ る。 庭 園 建 築 と 護 岸 形 態 に は 相 関 関 係 が み ら れ、 建 屋 構 造 タ イ

プ に よ り 護 岸 の 種 類 が 異 な る と い う 池 護 岸 デ ザ イ ン の 部 分 的 な 形 態

的 特 徴 を 見 い だ す こ と が で き る。 こ の よ う に 庭 園 建 築 の 空 間 形 態 を

規 定 す る 機 能 の 違 い と 護 岸 形 態 に も 相 関 が あ る と 示 唆 さ れ る こ と が

わかる。

5 - 2 . 保 全 計 画 と 今 後 の 研 究 課 題

（１）庭園水際デザインと水位のあり方

　 本 章 で 明 ら か に し た よ う に、 庭 園 建 築 と 護 岸 お よ び 水 面 と の 関 係

は、 庭 園 建 築 か ら 池 を み る と い う 視 点 に お い て も、 対 岸 か ら 庭 園 建

築 を 見 る と い う 視 点 に お い て も 重 要 で あ る。 し か し、 そ の 重 要 な 庭

園 景 観 を つ く っ て い る 池 泉 の 水 位 は ど の よ う に 考 え る べ き な の だ ろ

うか。今後庭園保存を行う上でも、重要な視点である。

　 現 在 の 庭 園 池 泉 の 水 源 は、耦園で運河の水を利用している他は、

池 底 の 深 井 戸 も し く 水 道 を 利 用 し て い る。 し か し な が ら、 か つ て

は 運 河 の 水 を 取 り 入 れ て い た と 考 え ら れ、 そ の 水 位 は 運 河 の 水 位 に

因っていたと考えられる。現在の運河は水位も一定化されているが、

近 代 化 以 前 は、 自 然 流 下 に 因 っ て お り、 水 位 は 変 化 し た も の と 考 え

ら れ、 庭 園 池 泉 の 水 位 も 多 少 な り 水 位 変 化 が 生 じ て い た も の と 考 え

られる。

　 本 章 で は 水 位 に つ い て ま で 十 分 に 研 究 を 深 め る こ と は で き な か っ

た が、 今 後 の 保 全 活 動 を す る 上 で は 重 要 で あ り、 今 後 の 課 題 と し た

い。

（２）技術革新・生活形態の変化による空間改変と文化財保存

　 本 章 で み て き た よ う に、 庭 園 は 技 術 革 新 や 利 用 形 態 の 変 化 に よ っ

て そ の 空 間 形 態 を 大 き く 変 え る。 文 化 財 を 保 存 す る と い う 観 点 で

は、 形 態 が 変 わ っ て し ま う こ と は 望 ま し い 事 で は な い が、 そ の 時 代

に あ っ た 利 用 形 態 に 則 し た 形 態 が 生 ま れ る と い う こ と は 至 っ て 自 然
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なことといえる。しかし、現在に多くみられる庭園の保存の形態は、

生 活 利 用 を 前 提 と し て い な い。 保 存 さ れ て し ま う と ほ と ん ど 場 合、

自治体などにより買い取られ、庭園はただの鑑賞空間となる。

　 蘇 州 お よ び そ の 周 辺 に は 世 界 遺 産 庭 園 以 外 に も 多 く の 庭 園 が 残

る。 そ の 一 部 は 今 で も 住 宅 の 一 部 と し て 使 わ れ て い る。 ま た 芸 圃 な

ど は、 近 隣 住 民 に 会 員 制 を 与 え、 自 由 に 謝 に お け る 喫 茶 利 用 が で き

る 運 営 も 仕 掛 け て い る。 今 回 の 調 査 で は 保 全 計 画 を 策 定 す る ま で に

は 至 ら な か っ た が、 今 後 こ う し た 生 活 利 用 が 未 だ に 続 い て い る 庭 園

の 保 全 形 態 の あ り 方 に 提 言 す る と と も に、 文 化 財 庭 園 の 庭 園 管 理 に

も 提 言 す べ き で あ る と 考 え て い る。 平 江 路 は 建 築 の 用 途 変 更 は 可 能

な 中 で 街 区 構 成 は 保 存 さ れ て い る が、 庭 園 に お い て も 同 様 の あ り 方

が可能であろう。また、しかしながら、「生活者もいて、どう共存す

る か が 課 題 」 で あ る と 水 都 学 (2014)
27)

の 中 で 寺 田 香 織 は 指 摘 し て

お り、 生 活 と 文 化 財 を ど の よ う に 考 え て、 保 全 を 図 る か は 今 後 の 課

題としたい。

（３）都市生活の一部としての庭園利用

　 機 能 的 に つ く ら れ た 蘇 州 の 運 河 空 間 で あ る が、 姑 蘇 繁 華 図 に あ る

よ う に 一 部 で は、 機 能 的 に つ く ら れ た 運 河 空 間 に 対 し て も 鑑 賞 の 視

点 が 加 わ っ て い る こ と が 確 認 で き た。 現 在 で は、 運 河 と 庭 園 は 水 路

で も つ な が っ て お ら ず、 ま た 運 河 を 船 で 移 動 し な が ら、 私 家 庭 園 に

至るといったこともないが、機能的につくられた運河空間に対して、

鑑 賞 や 宴 遊 を 主 と し て つ く ら れ た 庭 園 空 間 は そ の 空 間 構 成 も 異 な

り、またその利用形態にも異なる。本調査を進める中では、『かつて

図 3 - 1 8  寒 山 寺 の 池 底 に み ら れ る 水 源 と し て の 深 井 戸
( 孫 氏 に よ り 2 0 1 2 . 9 . 2 5 撮 影 ）
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は 自 宅 か ら 船 で 友 人 宅 へ 行 き、 運 河 か ら 住 宅 へ 入 る と、 庭 園 へ 案 内

され、庭園で遊んできた』という証言も得られたが、こうした証言は、

庭 園 空 間 が 一 連 の 都 市 生 活 に お け る 一 部 の 生 活 の 場 で あ っ た こ と を

示 す も の で あ る。 運 河 生 活 の 中 で の 庭 園 生 活 の 位 置 づ け を 明 ら か に

することで、今後の保全を計画する必要があろう。
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1 . 各章のまとめ

　 本 研 究 は、 都 市 に お け る 庭 園 の 役 割 と は 何 か と い う 疑 問 か ら 始 ま

り、 庭 園 を 都 市 と の 関 係 の 中 で 位 置 づ け よ う と 試 み、 都 市 環 境 と 庭

園 意 匠 と の 関 係 に つ い て 研 究 し た。 こ れ ま で 個 々 の 庭 園 に 着 目 し て

詳 細 に 考 察 さ れ る こ と の 多 か っ た 庭 園 研 究 に 対 し て、 庭 園 意 匠 と 都

市 環 境 と の 相 互 関 係 を 読 み 解 く た め に 庭 園 群 を 対 象 と し て 着 目 す る

研 究 を 行 っ た。 特 に、 物 理 的 に 庭 園 と 都 市 を つ な い で い る 水 に 注 目

し、 庭 園 群 の 発 達 し た 都 市 に お い て、 古 地 図 や 絵 図 資 料 な ど の 文 献

資料および実地・実測調査から両者の関係を分析した。

　 分 析 に あ た っ て は、 都 市 構 造 と 水 路 形 態 の 関 係 の 研 究 に お け る 分

析 手 法 を 参 考 に、 都 市 環 境 と 庭 園 意 匠 と の 関 係 に つ い て、 空 間 を 京

成 す る 上 で 前 提 と な る 立 地、 そ し て 水 の 取 り 込 み 方・ 取 り 出 し 方 を

決 め る 機 構、 そ し て 空 間 の 基 盤 が 整 備 さ れ る 上 で ど の よ う な 利 用 が

想 定 さ れ て い た か の ３ つ の 観 点 か ら 分 析 を 行 っ た。(1) 立 地 か ら の

観 点、(2) 水 を ど の よ う に 制 御 し て い る か と い う 機 構 か ら の 観 点、

ま た (3) 生 活 に ど の よ う に 使 わ れ て い る か と い う 利 用 か ら の 観 点 の

３ つ の 観 点 で あ る。 こ れ ま で、 い ず れ か の 観 点 に 立 っ て 研 究 さ れ て

き た も の は あ る が、 本 研 究 は 庭 園 意 匠 と 都 市 と の 関 係 に つ い て 複 合

的 に 分 析 し た も の で あ る。 本 章 で は そ れ ら を 総 合 的 に 考 察 し て み た

い。

　 ま ず 最 初 に 各 章 に お い て、 そ れ ぞ れ の 観 点 か ら 分 析 し て 得 ら れ た

知見をまとめてみると以下の通りになる。

1 - 1 . 立 地 か ら み る 庭 園 池 泉 意 匠 と 都 市 環 境 と の 関 係

　 第 １ 章 で は、 詳 細 な 測 量 図 面 に よ っ て 庭 園 の 構 成 要 素 ま で 判 読 で

き る 地 図 が 残 存 し、1,000 以 上 の 庭 園 が 残 存 す る 江 戸 後 期 の 都 市

を 対 象 に、 庭 園 池 泉 の 分 布 と 地 勢 や 都 市 構 造 と の 関 係 お よ び そ れ ぞ

れ の 立 地 と デ ザ イ ン と の 関 係 に つ い て 明 ら か に し、 こ れ ま で 大 規 模

な 庭 園 の み に 焦 点 を 当 て て い た 江 戸 の 庭 園 に 関 す る 既 往 研 究 に 対 し

て、江戸の庭園池泉群の全体像を示すことができた。

　 明 治 16・17 年 に 測 量 さ れ 明 治 19 年 に 製 版 さ れ た 参 謀 本 部 陸 軍

部測量局の「東京市 5 千分 1 地図」をもとに現代の測量地図を重ね、

画 像 処 理 ソ フ ト Adobe  Pho to shop を 用 い て 正 確 な 測 量 地 図 に 変 形

させ補正した分析地図から、庭園池泉 1451 カ所、総面積 501 ,733

㎡ を 抽 出 し、 江 戸 に お け る 庭 園 池 泉 群 の 正 確 な 分 布 を 把 握 す る こ と
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が で き た。 そ の 結 果、 地 図 に 記 載 さ れ た 江 戸 の 庭 園 池 泉 の ほ と ん ど

が 水 が 得 や す い 低 地 に 位 置 し、 江 戸 期 池 泉 庭 園 の 様 式 の 立 地 に 応 じ

る ４ つ の デ ザ イ ン 様 式 の 差 異 が あ ら わ れ た こ と、 ま た 全 庭 園 池 泉 面

積 の ３ 分 の １ が、 庭 園 池 泉 に 海 水 の 利 用 出 来 る 隅 田 川 沿 岸 お よ び 江

戸湾沿岸の庭園池泉に集中していることを明らかにした。

　 こ う し た 庭 園 池 泉 の 多 く は、 明 暦 の 大 火 以 降 に 広 が っ た 都 市 拡 張

域 に 立 地 し て い る。「 東 京 市 5 千 分 1 地 図 」 よ り 作 成 し た 地 図 に 江

戸 の 大 火 前 後 の 都 市 域 を 重 ね 合 わ せ る と、 明 暦 の 大 火 以 降 に 拡 大 し

た 都 市 域 に 81 ％ の 庭 園 池 泉（ 池 泉 面 積 に し て 87 ％） が 存 在 し て い

る こ と が わ か る。 明 暦 の 大 火 後 の 都 市 の 大 改 造 を 期 に 江 戸 の 郊 外 や

沿 岸 部 が 開 発 さ れ、 庭 園 池 泉 も 広 範 に ま た、 よ り 大 規 模 な 庭 園 池 泉

が 造 営 さ れ た こ と が 明 ら か と な っ た。 こ う し た 江 戸 の 拡 大 に 伴 い、

江 戸 湾 沿 岸 だ け で な く、 そ れ ま で ほ と ん ど が 低 地 に 分 布 し て い た 江

戸 の 庭 園 様 式 が 武 蔵 野 台 地 側 に も 広 が り、 複 数 の 台 地、 複 雑 に 入 り

組 ん だ 台 地 際 の 崖 線、 小 河 川 が 開 削 し た 谷 な ど の 地 形 に つ く ら れ る

よ う に な っ た こ と は、 庭 園 池 泉 デ ザ イ ン に お い て も 重 要 で あ っ た。

つ ま り、 平 坦 地 に 立 地 す る 庭 園 の 多 く が、 築 山 ま た は 中 島 の あ る 庭

園 池 泉 と い う 意 匠 の も の が 多 い こ と が 庭 園 池 泉 の 構 成 要 素 と 立 地 条

件 と の 関 係 か ら 明 ら か に な っ た。 一 方 で、 斜 面 を 庭 園 池 泉 と し て 利

用 す る タ イ プ の も の も 江 戸 の 庭 園 池 泉 意 匠 の 特 徴 的 な タ イ プ の 一 つ

と し て 登 場 し た こ と も 明 ら か と な っ た。 こ う し た 形 質 を も つ 庭 園 池

泉 は、 江 戸 が 武 蔵 野 台 地 側 へ 拡 張 す る こ と で 初 め て 成 立 し た 庭 園 池

泉 形 態 で あ る と い え、 都 市 立 地 の 拡 張 が 庭 園 デ ザ イ ン 様 式 の 多 様 化

を生んだことが理解される。
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図 4 - 1 . 都 市 域 の 拡 張 に 伴 う 庭 園 様 式 の 展 開
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　このように、都市の拡大を契機に江戸の庭園文化は急速に発展し、

現 在 残 存 す る 多 く の 文 化 財 庭 園 も 明 暦 の 大 火 以 降 に 拡 大 し た 都 市 域

に 立 地 す る。 こ れ は、 現 存 す る 庭 園 の 多 く が、 明 暦 の 大 火 以 降 の 江

戸 の 庭 園 文 化 を 象 徴 す る も の で は あ る と い う こ と を 明 ら か に す る と

と も に、 都 市 の 拡 張 に 伴 い、 様 々 な 立 地 条 件 が 庭 園 デ ザ イ ン 的 工 夫

と し て 取 り 込 ま れ、 江 戸 成 熟 期 の 庭 園 池 泉 デ ザ イ ン と し て 展 開 さ れ

ていったことを意味している。

　 以 上 の 結 果 を 図 4-1 に ま と め る。 第 １ 章 に お け る 分 析 を 通 し て、

都 市 に お い て は 都 市 域 の 拡 張 に 伴 う 都 市 の 立 地 特 性 に 広 が り が 見 ら

れ、 一 方 庭 園 に お い て は、 立 地 特 有 の 庭 園 池 泉 様 式 の 展 開 が み ら れ

たことがわかったので、それぞれ庭園側と都市側にわけて図示した。

こ の 双 方 の 間 に は、 立 地 条 件 を 庭 園 が 取 り 込 む と い う プ ロ セ ス が あ

り、 ま た 各 立 地 条 件 に あ わ せ て 庭 園 要 素 の 構 成 組 み 合 わ せ の 型 が 決

ま る こ と で、 庭 園 様 式 の 展 開 と 定 着 に つ な が っ て い る こ と が わ か っ

た。その関係を、矢印を用いて整理した。

1 - 2 . 機 構 か ら み る 庭 園 池 泉 意 匠 と 都 市 環 境 と の 関 係

　 第 ２ 章 で は、 江 戸 期 の 水 路 網 お よ び 敷 地 割 が 描 か れ て い る 地 図 が

残 り、 ま た 現 在 も 庭 園 池 泉 と 水 路 の 双 方 に 水 が 流 れ て い る 群 馬 県 甘

楽 町 小 幡 を 対 象 に し た。 甘 楽 町 小 幡 で は、 庭 園 池 泉 の 配 置 と 都 市 水

系 の 系 統 シ ス テ ム と の 関 係 お よ び、 そ れ ぞ れ の 庭 園 に お け る 取 水 形

態 と 庭 園 池 泉 デ ザ イ ン と の 関 係 に つ い て 明 ら か に で き た。 こ の 成 果

に よ り、 こ れ ま で 水 系 シ ス テ ム と 庭 園 の 配 置 に 焦 点 を あ て た 既 往 研

究 に 対 し て、 都 市 水 系 の 系 統 シ ス テ ム に お け る 庭 園 池 泉 の 配 置 の 意

味 だ け に と ど ま ら ず、 庭 園 池 泉 へ の 配 水 形 態 お よ び 庭 園 池 泉 デ ザ イ

ンと水系との関係まで明らかにすることができた。

　 江 戸 期 に 描 か れ た 水 路 網 や 敷 地 割 な ど が 表 現 さ れ た「 小 幡 藩 陣 屋

内 絵 図 」 に 現 代 の 測 量 地 図 を 重 ね Photoshop を 用 い て 正 確 な 測 量

地 図 に 変 形 さ せ 補 正 し た 分 析 地 図 か ら、 総 延 長 6.02km、18 カ 所

の 分 水 お よ び 16 カ 所 の 合 流 を も つ 水 路 網 を 抽 出 し、 江 戸 期 に お け

る 小 幡 の 水 路 網 の 経 路 を 正 確 に 復 元 す る こ と が で き た。 そ の 水 路 網

の 系 統 シ ス テ ム を み る と ７ 割 が 私 邸 を 流 れ、 ま た ど の 経 路 を 流 れ て

も 私 邸 を 流 れ る と い う 特 徴 を も つ 一 方 で、 １ ８ カ 所 の 分 水 点 の う ち

１ ５ カ 所 が 官 地 で あ る 道 路 脇 に あ る こ と を 明 ら か に し た。 こ れ は、

流 路 の 多 く を 水 路 の 遮 断 や 汚 染 な ど の 問 題 が 起 こ り う る 私 邸 内 を 流

れ な が ら も、 分 水 点 と い う 都 市 に 配 水 す る 上 で 最 も 重 要 な 機 構 を 道
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路 側 に 配 置 す る こ と で 管 理 可 能 な も の と す る こ と で、 水 路 全 体 に お

いて安定的な水供給を可能とする機構の工夫といえる。

　 ま た 同 様 に、 主 水 路 か ら 順 次 枝 分 か れ す る 構 造 で は な く、 水 源 と

な る 水 路 よ り ３ 本 の 取 水 口 か ら 取 水 し た 上 で、 水 路 を 都 市 域 か ら 庭

園 域 ま で 分 水 と 合 流 を 繰 り 返 し 並 列 的 な 構 成 を つ く り あ げ て い る こ

と で、 下 流 域 に 達 す る ル ー ト を 輻 輳 的 な も の と し、 各 私 邸 へ の 安 定

的 な 配 水 を 可 能 と し て い る 機 構 と い え る。 こ れ に よ り 水 路 網 と 庭 園

池 泉 の 多 様 な 連 結 が 発 達 し、 水 路 網 へ の 庭 園 の 影 響 が 及 び に く い 庭

園の配置を可能としている。

　 さ ら に、 私 邸 内 の 水 路 網 を 調 べ た 結 果、 道 路 脇 か ら 分 水 に よ り 私

邸 内 へ 引 き 込 ま れ た 水 路 は、 改 め て 私 邸 内 で 庭 園 へ 分 流 し、 庭 園 内

で は さ ら に 鑑 賞 を 主 と す る 池、 水 路 に は 接 し て い な い 水 の 貯 留、 お

よ び 生 活 用 に 使 わ れ た 深 堀 の 池 な ど 複 数 の 経 路 に と 分 流 す る 仕 組 み

の あ る こ と が 明 ら か と な っ た。 私 邸 内 へ 取 り 込 ん だ 水 路 も、 分 水 を

繰 り 返 す こ と で、 水 路 機 能 と 庭 園 機 能、 鑑 賞 機 能 と 生 活 機 能 と い う

ように機能分化させているといえる。

　 庭 園 池 泉 へ の 分 水 機 構 に お い て は、 以 上 の よ う な ネ ッ ト ワ ー ク シ

ス テ ム の 工 夫 が 見 ら れ る だ け で な く、 こ の 都 市 お よ び 庭 園 が 立 地 す

る 場 所 の 微 地 形 に よ る 高 低 差 を 巧 み に 利 用 す る こ と で 水 落 ち の 意 匠

が み ら れ る。 こ れ は 庭 園 へ の 分 水 機 構 を 私 邸 内 の で き る だ け 高 い 位

置 で 行 う こ と で、 わ ず か な 高 低 差 を 最 大 限 意 匠 化 し て お り、 庭 園 デ

ザ イ ン と 分 水 シ ス テ ム が 一 体 的 に 構 築 さ れ て い る と い え る。 ま た、

庭 園 の 水 落 ち の 意 匠 に 使 わ れ て い る 石 樋 が、 ３ 庭 園 で 類 似 し て い る

こ と か ら、 こ の 事 例 に お け る 庭 園 群 が ほ ぼ 同 時 期 に 一 体 的 に 発 達 し

図 4 - 2 .  分 水 に よ る 機 能 分 化 と 微 地 形 の 取 り 込 み に よ る 庭 園 意 匠
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た と 考 え ら れ、 水 路 網 か ら 庭 園 池 泉 の 造 営 ま で の 一 連 の 庭 園 池 泉 水

系 シ ス テ ム が、 都 市 構 築 と 並 行 し て 造 ら れ た の で は な い か と 考 え ら

れる。

 　 こ の よ う に 都 市 水 道 シ ス テ ム を 分 水 と 合 流 を 繰 り 返 し た 水 系 ネ ッ

ト ワ ー ク に よ り 庭 園 池 泉 を 成 立 さ せ る 一 方 で、 都 市 水 系 の も つ 様 々

な 機 能 を 分 水 を 伴 い な が ら 分 化 さ せ る こ と で、 各 機 能 を 発 現 さ せ て

いる。

　 以 上 の 結 果 を 図 4-2 に ま と め る。 第 ２ 章 に お け る 分 析 を 通 し て、

都 市 に お い て は、 水 道 の 導 入 に 伴 い 分 水 と 合 流 を 繰 り 返 し た 配 水 シ

ス テ ム に よ り 庭 園 を 成 立 さ せ て い る こ と、 一 方、 庭 園 に お い て は 分

水 に よ り 生 活 利 用 さ れ た 機 能 的 な 池 泉 だ け で な く、 意 匠 的 に 構 成 さ

れ た 池 泉 の ２ 種 類 が あ る こ と を 明 ら か に し た こ と を、 そ れ ぞ れ 庭 園

側 と 都 市 側 に わ け て 図 示 し た。 庭 園 池 泉 と 都 市 水 系 は 分 水 に よ り 両

者 が つ な が り １ つ の 水 系 シ ス テ ム を 構 築 し て い る こ と を 示 し た。 そ

の 関 係 を、 矢 印 を 用 い て 整 理 し た。 庭 園 へ の 分 水 に お い て は 微 地 形

を 最 大 限 使 う 事 で 可 能 な 限 り 高 低 差 の あ る 水 落 ち の 意 匠 を 創 出 し て

いることを明らかにしたので、その旨を点線の矢印で記載した。

　

1 - 3 . 利 用 か ら み る 庭 園 池 泉 意 匠 と 都 市 環 境 と の 関 係

　 第 ３ 章 で は、 複 数 の 庭 園 お よ び 水 路 空 間 の 利 用 形 態 が 描 か れ て い

る 絵 図 が 複 数 残 り、 ま た 現 在 も 庭 園 お よ び 水 路 の 双 方 が 現 存 す る 中

国・ 蘇 州 庭 園 を 対 象 と し た。 蘇 州 庭 園 は、 庭 園 利 用 の 中 心 と な る 庭

園 建 築 の 種 類 や 数 の 多 い の が 特 徴 で あ り、 と り わ け 水 際 の 建 築 利 用

形 態 に 注 目 し て 分 析 を 行 っ た。 絵 図 な ど の 資 料 か ら、 都 市 お よ び 庭

園 の 双 方 の 水 際 建 築 か ら 水 面 ま で の 空 間 構 成 を 把 握 し、 さ ら に 現 存

す る 庭 園 に お い て 池 泉 際 庭 園 建 築 か ら 水 面 ま で の 断 面 構 成 お よ び 立

面 構 成 を 実 地 調 査 か ら 明 ら か に し た。 こ の よ う に 蘇 州 庭 園 の 歴 史 や

意 味 論、 単 に 空 間 構 成 に 焦 点 を あ て た 既 往 研 究 に 対 し て、 庭 園 の 水

際 空 間 と 都 市 の 水 際 空 間 と 比 較 し、 さ ら に 絵 図 を 用 い て 利 用 形 態 と

そ の 空 間 の 変 遷 を た ど る こ と で、 双 方 向 的 に 庭 園 の 水 際 デ ザ イ ン の

都市的位置づけを明らかにした。

　 徐 揚 が 清 代 の 乾 隆 年 間（1736 年 -  1795 年 ） に 描 い た、 蘇 州 を

中 心 と し た 都 市 の 運 河 空 間 と そ の 利 用 形 態 に つ い て 描 い た 姑 蘇 繁 華

図 か ら 水 際 の 断 面 構 成 を 64 例 抽 出 し、 護 岸 意 匠 お よ び 建 築 と 水 際

空 間 と の 関 係 を 土 護 岸、 切 土 護 岸、 石 組 護 岸、 砕 石 護 岸、 切 石 積 護

岸（ 駁 岸 ） の ５ タ イ プ に 分 類 し、 建 築 が 護 岸 に 接 す る こ と で、 水 際
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空 間 が 私 有 化 さ れ 独 占 的 に 使 わ れ る よ う に な っ た こ と を 明 ら か に し

た。 こ の よ う に 水 際 建 築 が 運 河 に 接 岸 し 護 岸 と 一 体 化 し た 切 石 積 で

で き た 護 岸 は 駁 岸 と 呼 ば れ、 蘇 州 の 運 河 空 間 を 前 街 後 河 を 成 立 さ せ

た 土 木 技 術 で あ り、 蘇 州 の 水 際 空 間 の 利 用 形 態 を 大 き く 変 え た と い

える。

　 本 研 究 は、 庭 園 空 間 に お い て も 同 様 の こ と が 生 じ て い る と の 知 見

を 得 た。 １ ５ 世 紀 か ら １ ９ 世 紀 に お い て そ れ ぞ れ 描 か れ た 庭 園 を 描

い た 絵 図 お よ び 現 存 庭 園 か ら 抽 出 し た 水 際 空 間 を 比 較 す る と、 土 護

岸 が 主 で あ っ た 庭 園 空 間 が、 現 代 に お い て は 切 石 積 護 岸 ま た は 自 然

石 で 石 組 み し た 護 岸 の ２ 種 類 だ け で 構 成 さ れ る よ う に な っ た。 ま た

切 石 積 護 岸 は 庭 園 建 築、 と り わ け 閉 鎖 性 が 高 く 宴 遊 や 会 合 に 使 わ れ

る 建 築 と と も に 庭 園 空 間 に 導 入 さ れ、 庭 園 池 泉 の 利 用 形 態 も 大 き く

変 わ っ た こ と を 明 ら か に し た。 こ の よ う に、 都 市 水 系 で 開 発 導 入 さ

れ た 土 木 技 術 が 庭 園 空 間 の 水 際 意 匠 に 期 を 同 じ く し て 反 映 さ れ、 庭

園 空 間 に お け る 水 際 利 用 の あ り 方 に も 大 き く 影 響 が 出 た こ と が 理 解

された。

　 本 研 究 か ら は ま た、 都 市 に お い て 駁 岸 を 用 い 運 河 に 接 し た 建 築 の

中 に は、 庭 園 建 築 の よ う に 運 河 を 眺 め る 建 築、 運 河 沿 い の 空 間 で 遊

興 す る 建 築 な ど の 存 在 が 確 認 さ れ る。 水 運 や 生 活 利 用 の た め に 水 際

ま で 近 づ く た め 階 段 な ど を 付 随 し た 低 い 護 岸 と は 異 な り、 水 面 か ら

離 れ て 高 い と こ ろ に 建 築 が 置 か れ、 運 河 を 見 下 ろ す よ う に 鑑 賞 し て

い た こ と が わ か る。 同 様 に 庭 園 内 に お い て も、 水 に 近 づ け る 護 岸 は

ほ と ん ど 見 ら れ ず、 建 築 内 や 護 岸 か ら 池 泉 を 見 下 ろ し た り、 対 岸 の

建 築 と 護 岸 を セ ッ ト で 景 観 と し て 捉 え る 手 法 が 庭 園 デ ザ イ ン の 基 底

図 4 - 3 .  護 岸 技 術 の 導 入 に よ る 庭 園 池 泉 景 観 の 変 化
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にあったことが認められた。

　 こ の よ う に 庭 園 池 泉 空 間 を 捉 え る と、 建 築 と そ の 対 岸 の 建 築 と の

組 み 合 わ せ に よ り 構 成 さ れ て い る 庭 園 空 間 に お い て、 建 築 と 護 岸 の

セ ッ ト の 組 み 合 わ せ に よ り、 庭 園 池 泉 空 間 が 構 成 さ れ て い る と 考 え

ることができるといえる。

　 以 上 の 結 果 を 図 4-3 に ま と め る。 第 ３ 章 で は、 都 市 に お い て は 基

幹 水 系 を 専 有 化 す る こ と を 可 能 に し た 都 市 土 木 技 術 の 発 展 し た こ と

を 明 ら か に し、 一 方 で 庭 園 利 用 形 態 が 建 築 利 用 型 宴 遊 へ と 変 化 し て

い っ た こ と を 明 ら か に し た の で、 そ れ ぞ れ 庭 園 側 と 都 市 側 に わ け て

図 示 し た。 こ の 双 方 の 間 に は、 護 岸 技 術 と 同 時 に、 宴 遊 建 築 や 会 合

建 築 と い っ た 都 市 建 築 土 木 技 術 が 都 市 か ら 庭 園 へ 導 入 さ れ た こ と が

あるので、その流れを矢印で示した。

1 - 4 . 各 章 で 得 ら れ た 結 果 の 図 式 化

　 以 上、1-1 〜 1-3 ま で 明 ら か に な っ た 結 果 を、 １ つ の 模 式 図 と し

て 図 4-4 に ま と め る。 中 心 に 庭 園 お よ び 庭 園 池 泉、 周 囲 を 都 市 と し

た 図 に、 本 研 究 に お け る そ れ ぞ れ の 章 で 明 ら か に し た こ と を 配 置 し

た 図 と し、 本 研 究 で 得 た 結 果 の 全 体 像 を 示 す。 第 １ 章 に お け る 立 地

か ら の 観 点 の 分 析 で 得 ら れ た 知 見 を 示 し た 図 は 左 下 に、 第 ２ 章 に お

け る 機 構 か ら の 観 点 の 分 析 で 得 ら れ た 知 見 を 示 し た 図 は 左 上 に、 第

３ 章 に お け る 生 活 か ら の 観 点 の 分 析 で 得 ら れ た 知 見 を 示 し た 図 は 右

にそれぞれ配置し、１つの図として統合した。

　 都 市 の 立 地 特 性 が 庭 園 に 反 映 さ れ る と き、 そ れ は 庭 園 内 の 地 形 構

成 や 周 辺 地 形 の 取 り 込 み と し て 反 映 さ れ る。 す な わ ち「 地 割・ 構 成

要 素 の 様 式 化 」 と し て 庭 園 内 に 定 着 し て ゆ く と 言 い か え る こ と が で

き る。 ま た、 都 市 水 系 イ ン フ ラ の 工 夫 が 庭 園 池 泉 と 一 体 化 し て 展 開

さ れ る と き、 そ れ は 庭 園 内 で は 水 落 ち の 意 匠 や 貯 留 機 能 と し て 反 映

さ れ る。 す な わ ち「 分 配 水 機 能 の 様 式 化 」 と 言 え る。 そ し て、 都 市

建 築 土 木 技 術 が 庭 園 内 に 応 用 さ れ る こ と で、 庭 園 内 の 利 用 形 態 に 反

映 さ れ た。 す な わ ち「 池 際 と 建 築 の 様 式 化 」 し て 庭 園 内 に デ ザ イ ン

化されていると言えよう。

　 以 上 の ３ 知 見 は 本 研 究 に お い て は、 ３ つ の 異 な る 対 象 都 市 に お い

て 個 別 に 認 め ら れ た こ と で あ る が、 い ず れ の 対 象 都 市 に お い て も、

そ の 他 の ２ つ の 視 点 に お け る 相 互 関 係 を 把 握 す る こ と が で き る の

で、それらについてさらに考察を進めてみたい。
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図 4 - 4 .  各 章 で 得 ら れ た 結 果 と し て の 都 市 環 境 と 庭 園 意 匠 の 関 係
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2 . ３つの事象 −都市から庭園へ映し込まれる特性−

　 本 研 究 で は 地 勢、 機 構、 利 用 の ３ つ の 事 象 か ら 庭 園 池 泉 意 匠 と 都

市 と の 関 係 を 分 析 し た。 そ れ ぞ れ の 事 象 で 特 徴 的 な 都 市 と し て、 立

地 に つ い て は 江 戸 を、 機 構 に つ い て は 甘 楽 町 小 幡 を、 利 用 形 態 に つ

い て は 中 国 蘇 州 庭 園 を 対 象 に 分 析 を 行 っ た。 そ れ ら の 分 析 を 通 し て

庭 園 池 泉 空 間 が、 そ れ ぞ れ 都 市 環 境 と 呼 応 関 係 を 結 び な が ら 創 出 さ

れ て い る こ と が 明 ら か に な っ た。 庭 園 池 泉 は 水 を 使 う こ と か ら、 庭

園 池 泉 の 空 間 構 成 を 決 定 す る 立 地 環 境、 水 源 と な る 水 系 と の 関 係、

水 際 の 利 用 形 態 を 決 定 す る 水 際 空 間 と の 関 係 か ら そ の 意 匠 形 態 に お

いて相互関係がよく表出されていることが明らかになった。

　一方で、これまでそれぞれの章では、各事象（立地・機構・利用）

か ら 特 徴 的 な 都 市 を １ つ 抽 出 し 分 析 を 行 い、 庭 園 意 匠 と 都 市 環 境 の

関 係 を 明 ら か に し て き た。 い ず れ の 対 象 都 市 に お い て も、 そ の 他 の

２ つ の 事 象 に お け る 相 互 関 係 を 考 察 し う る も の で あ る が、 網 羅 的 資

料 の 欠 如 や 実 証 可 能 な 現 存 庭 園 の 不 足 な ど に よ り 考 察 に ま で 踏 み 込

ん で い な い。 し か し、 現 地 調 査 な ど か ら 明 ら か に な っ た 点 に つ い て

は第１〜３章において記述しなかった知見もある。そこで本節では、

それぞれの対象都市における分析を通して、予見された点も加えて、

改 め て 立 地・ 機 構・ 利 用 の ３ つ の 観 点 か ら 都 市 環 境 と の 関 係 か ら 立

ち現れる庭園池泉意匠とその要因について考察を深めていきたい。

2 - 1 . 都 市 立 地 と 庭 園 池 泉 意 匠

　 江 戸 の 研 究 を 通 し て、 都 市 の 拡 張 に と も な い 様 々 な 地 勢 条 件 が 取

り 込 ま れ、 そ れ ぞ れ の 地 勢 条 件 と 築 山 や 中 島、 池 泉 形 態 と い っ た 庭

園 デ ザ イ ン 構 成 要 素 の 組 合 せ に よ り 意 匠 性 が 拡 大 し た こ と を 明 ら か

に し た。 そ の 他 の 対 象 ２ 都 市 に つ い て み て み る と 同 様 に、 地 勢 条 件

をデザインへ昇華させていることがわかる。

　 第 ２ 章 で 対 象 と し た 甘 楽 町 小 幡 の 庭 園 池 泉 群 に お い て は、 台 地 面

の 微 地 形 が 庭 園 意 匠 へ 昇 華 し て い る こ と が わ か っ た。 小 幡 の 庭 園 池

泉 群 が 立 地 す る ほ ぼ 平 坦 な 河 岸 段 丘 上 に お い て、 比 較 的 高 低 差 の あ

る 地 形 が 庭 園 へ 取 り 込 ま れ、 水 落 ち の 意 匠 と し て 庭 園 池 泉 空 間 に 表

出 し て い る こ と は、 第 ２ 章 の 結 論 の 知 見 と し て 得 た 通 り で あ る。 ま

た、 各 々 の 庭 園 に お い て 東 側 ま た は 南 側、 も し く は そ の 両 側 に 比 較

的 高 低 差 の あ る 斜 面 が 取 り 込 ま れ て、 庭 園 空 間 の 基 本 構 造 を つ く り

あ げ て い る こ と が 本 研 究 の 詳 細 な 測 量 調 査 か ら わ か っ た。 平 坦 な 台
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地 上 に お い て、 各 々 の 敷 地 に お け る わ ず か な 高 低 差 を 活 か し て 庭 園

池 泉 空 間 デ ザ イ ン へ と 昇 華 さ せ て い る。 こ の 基 本 と な る 庭 園 内 の 地

形 構 造 に 加 え て 山 田 家 庭 園 や 掛 川 家 庭 園、 吉 澤 家 庭 園 で は 築 山 を 南

側 に 造 営 し、 庭 園 空 間 を 構 成 し て お り、 江 戸 同 様 に 取 り 込 ん だ 地 形

構 造 に 庭 園 構 成 要 素（ 甘 楽 町 小 幡 の 庭 園 群 で は 築 山 ） を 加 え る こ と

で 場 所 特 有 の 庭 園 空 間 に な っ て い る。 こ れ は、 平 坦 な 台 地 上 と い う

都 市 立 地 に 呼 応 し た 庭 園 意 匠（ 微 地 形 と 庭 園 池 泉 の 関 係 ） が 発 達 し

たと考えることができる。

　 こ の よ う に 平 坦 な 台 地 上 に お い て、 局 所 的 な 微 地 形 を 庭 園 空 間 に

取 り 込 め た の は、 甘 楽 町 小 幡 の 武 家 屋 敷 が、 地 割 り か ら 水 道 敷 設 ま

で 一 挙 に 計 画 さ れ て い た か ら で あ る と 考 え ら れ る。 甘 楽 町 史 に よ る

と 寛 政 ６ 年（1629） に 上 州 福 島 か ら 上 州 小 幡 へ の 藩 邸 移 転 が 計 画

さ れ た と あ り、 金 井 村 の 郷 士 江 崎 三 郎 兵 衛 に よ り、 小 幡 の 地 割、 用

水 割、 水 道 筋 見 立 て 等 が 実 施 さ れ た と い わ れ て お り
1)

、 小 幡 は 移 転

に 伴 い 綿 密 に 都 市 が 計 画 さ れ た 結 果、 微 地 形 が 庭 園 意 匠 と し て 有 効

に使われたのではないかと考えられる。

　 中 国 蘇 州 の 庭 園 池 泉 群 に お い て も、 都 市 の 立 地 と 庭 園 様 式 の 関 係

の 深 い こ と が 感 じ ら れ た。 庭 園 池 泉 群 が 立 地 す る ほ ぼ 平 坦 で 地 下 水

位 の 高 い 低 湿 地 に お い て そ の 中 で も と り わ け 低 く、 沼 や 池 の 多 か っ

た 蘇 州 城 市 内 北 部 や 南 部 さ ら に は 城 外 に、 拙 政 園・ 留 園・ 獅 子 林・

網 師 園・ 滄 浪 亭 な ど 大 規 模 な 庭 園 群 が 配 置 さ れ て い る こ と が、 第 ３

章 に お い て 示 し た 地 形 図 に 作 成 し た 庭 園 池 泉 分 布 図 よ り わ か る。 こ

れ は、 文 徴 明 が 著 し た『 拙 政 園 記 』 に「 群 城 に 東 北 部 の 婁 紋 か ら 斎

門 に か け て の 部 分 は 空 き 地 が 多 く、 水 が 大 き く 溜 ま っ て い る と こ ろ

がある。これをいくぶん整備して樹林をめぐらし」と書かれており
2)

、

未 開 発 で 低 湿 地 の 土 地 の 地 勢 を 生 か し な が ら 拙 政 園 が 造 営 さ れ て い

ることを示している。一方で、艺圃、耦園、网师園、环秀山庄などは、

都 市 内 の 比 較 的 高 い 場 所 に つ く ら れ、 規 模 も 小 規 模 で あ る。 こ の よ

う に 蘇 州 の 庭 園 に お い て も 原 地 形 を 利 用 し な が ら 庭 園 造 営 が 行 わ れ

て お り、 ま た 立 地 に よ り 規 模 が 異 な る こ と が わ か る。 ま た 蘇 州 庭 園

で は 庭 園 池 泉 の 水 は、 場 所 に よ り 地 下 水 ま た は 水 位 変 化 の あ る 運 河

の 水 を 利 用 し た と 考 え ら れ、 取 り 込 む 水 の 種 類 に よ り 護 岸 形 態 が 異

な っ て い た と 考 え ら れ る。 こ の よ う に そ れ ぞ れ の 敷 地 の 地 形 条 件 と

水 の 取 り 込 み 方 に よ り 場 所 特 有 の 庭 園 意 匠 を つ く り あ げ て い た の で

はないかと推察される。

　 人 口 が 過 密 に 集 中 す る 蘇 州 に お い て、 大 規 模 な 庭 園 造 営 が 可 能 と
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なったのは、「呉県と長州県の開発時期の違いは、庭園の規模や数に

も 見 て と れ、 小 規 模 な 庭 園 が 数 多 く 点 在 す る 呉 県 と は 異 な り、 長 州

県 で は 拙 政 園 の よ う な 大 規 模 庭 園 が、 明 代 中 期 か ら 清 末 に か け て 築

か れ る よ う に な る 」 と 高 村 に よ り 指 摘 さ れ て お り
3)

、 蘇 州 城 市 内 北

部 や 南 部 な ど に お い て 一 挙 に 行 わ れ た 都 市 開 発 に 起 因 す る と 考 え ら

れ る。 こ の よ う な 地 域 に 立 地 す る 庭 園 の う ち 拙 政 園、 留 園、 獅 子 林

で は 他 の 現 存 庭 園 で は ほ と ん ど み ら れ な い 運 河 で よ く 用 い ら れ る 切

石 護 岸 が み ら れ る。 こ れ は 運 河 の 水 を 取 水 源 と し て い る た め と も 考

えうるが、実証を得るには至っていない。

　 以 上 の よ う に 第 １ 章 で 扱 っ た 江 戸 の 他 ２ 都 市 に お い て も 庭 園 意 匠

様 式 と 立 地 と の 関 係 が 予 見 さ れ る。 都 市 立 地 と 庭 園 池 泉 デ ザ イ ン と

の 関 係 に つ い て、 立 地 条 件 を 庭 園 に 取 り 込 む に あ た っ て、 築 山 や

中 島 な ど の 庭 園 構 成 要 素 と 組 合 せ て 取 り こ む こ と で、 立 地 特 有 の

庭 園 デ ザ イ ン を つ く り だ し て い る こ と が わ か る。 ま た 地 形 の 取 り 込

み 方 は、 庭 園 デ ザ イ ン の 空 間 構 成 に 大 き く 影 響 し、 同 じ 思 想 の も と

に 造 ら れ た 庭 園 で あ っ て も、 そ れ ぞ れ の 場 所 特 有 の 庭 園 形 態 が 創 出

さ れ て い る こ と が わ か る。 こ う し た 場 所 特 有 の 庭 園 意 匠 を も た ら す

に 至 っ た の は、 都 市 の 拡 大 や 移 転 と い っ た 変 化 に よ り 新 た に 地 形 条

件 が 加 わ っ た こ と や 都 市 基 盤 が 整 備 さ れ た こ と が 影 響 し て お り、 そ

れ ま で に は な か っ た 庭 園 意 匠 が 発 達 す る き っ か け と な っ て い る こ と

が わ か る。 こ の よ う に 庭 園 は、 そ れ ぞ れ の 場 所 そ の も の が も つ ポ テ

ン シ ャ ル を 庭 園 意 匠 と し て 最 大 化 し た デ ザ イ ン が さ れ て い る と い え

る。以上の結果を図 4-5 にまとめる。庭園と都市との関係において、

都 市 側 か ら 都 市 の 立 地 特 性 が 庭 園 へ 取 り 込 ま れ る の で 矢 印 で そ の 流

図 4 - 5 .  都 市 立 地 特 性 の 庭 園 意 匠 へ の 反 映
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れ を 示 し、 そ の 流 れ に 各 種 庭 園 構 成 要 素 が 加 わ る こ と で、 立 地 特 有

の庭園デザインが表出しているので、その流れを図示した。

2 - 2 . 都 市 機 構 と 庭 園 池 泉 意 匠

　 甘 楽 町 小 幡 を 対 象 と し た 研 究 を 通 し て、 官 地 に お い て 分 水・ 合 流

を 繰 り 返 す 水 路 網 に よ り 庭 園 の 成 立 を 可 能 と す る 基 盤 が つ く ら れ て

い る こ と、 一 方 で 微 地 形 を 読 み 込 ん だ 分 水 機 構 に よ り、 平 坦 な 土 地

に お い て 庭 園 意 匠 を 可 能 と し、 ま た 庭 園 内 で も さ ら に 分 水 を 行 う こ

と で、 庭 園 内 で 利 用 目 的 に 応 じ て 機 能 分 化 し て い る こ と を 明 ら か に

し た。 そ の 他 の 対 象 ２ 都 市 に つ い て も 同 様 に、 都 市 イ ン フ ラ を 利 用

し な が ら も 分 水 や 制 御 機 構 な ど に よ り 機 能 性 と 意 匠 性 を 両 立 さ せ て

いることは、研究の過程で散見された。

　 江 戸 の 庭 園 池 泉 群 に お い て は、 上 水 シ ス テ ム を 取 り 入 れ た 庭 園 に

お い て、 都 市 イ ン フ ラ と し て の 庭 園 池 泉 の あ り 方 を み る こ と が で き

る。 江 戸 の 庭 園 池 泉 に は、 自 然 水 系 を 利 用 し た 庭 園 池 泉 と 都 市 水 道

水 系 を 利 用 し た 庭 園 池 泉 が み ら れ る が、 大 半 の 庭 園 池 泉 は 河 川・ 海

な ど の 自 然 水 系 の 引 き 込 み に よ る も の で、 水 系 シ ス テ ム と は 独 立 し

て い る こ と が、 作 成 し た 江 戸 の 庭 園 池 泉 分 布 図 と 水 系 と の 関 係 か ら

明 ら か に な る。 こ う し た 庭 園 池 泉 群 は、 自 然 水 路 網 か ら 引 き 込 ん だ

生 活 用 の 溜 池 や 調 節 池 と し て 利 用 さ れ た と 考 え ら れ、 ま た 一 部 で は

船 が 入 れ た 庭 園 池 泉 も あ る こ と が 江 戸 屏 風 絵 図 な ど か ら 確 認 で き る

が、 い ず れ も 残 存 し て い る 庭 園 お よ び そ の 資 料 が 少 な く、 数 多 く 存

在 し て い た 低 地 の 小 規 模 庭 園 が ど の よ う に 水 系 と 関 係 し て い る か ま

で、 作 成 し た 地 図 か ら は 明 ら か に す る こ と は で き な か っ た。 一 方、

既 往 研 究 よ り、 江 戸 の 水 道 シ ス テ ム は 積 極 的 に 庭 園 池 泉 へ 引 き 込 ま

れ て い る こ と が わ か っ て い る。 神 田 上 水 は 小 石 川 後 楽 園 へ ま ず 入 っ

て そ こ か ら 配 水 さ れ て い た が、 こ の 小 石 川 後 楽 園 に 洪 水 調 整 機 能 が

あ っ た と 指 摘 す る 研 究 も あ る
4)

。 ま た 戸 山 荘 の よ う に 水 源 に あ た る

場 所 で は、 上 水 か ら 分 岐 し た 余 剰 水 が 流 れ 込 ん だ も の を せ き 止 め 大

き な 池 を つ く り、 水 量 の あ る 滝 が つ く ら れ て い る と 指 摘 さ れ て い る
5)

。 こ の よ う に、 都 市 水 系 に 庭 園 池 泉 が 組 み 込 ま れ た こ と で、 庭 園

池 泉 は 水 量 の 調 節 機 能 の 一 端 を 担 う こ と が で き る よ う に な っ た の で

は な い か と 考 え ら れ る。 同 時 に、 引 き 込 ん だ 水 路 の 水 量 を 生 か し た

滝 意 匠 や 護 岸 意 匠 が み ら れ、 都 市 機 構 の 機 能 性 を 担 保 し な が ら も 庭

園 意 匠 が 共 存 で き る も の で あ っ た と 考 え ら れ る。 こ の 点 に つ い て は

さ ら に 分 析 が 行 う こ と で、 さ ら に 探 求 が 深 ま る も の と 思 わ れ、 今 後
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の研究課題である。

　 中 国 蘇 州 の 庭 園 池 泉 群 に お い て も、 機 能 性 と 意 匠 性 が 併 存 し た 庭

園 池 泉 の あ り 方 を み る こ と で き る。 運 河 を 水 源 と し た も の と 井 戸 水

を 水 源 と し た も の の ２ 種 類 が あ る が、 現 在 で は 運 河 を 水 源 と し て い

る こ と が 確 認 で き る の は耦園 の み で あ る。 清 代 に お け る人口過密化

による汚染浚渫不足での水路の消滅や染 料 の 廃 水 に よ る 水 の 汚 染 が

深 刻 な 問 題 と な り、 庭 園 の 水 源 が 井 戸 を 水 源 と し た も の に 切 り 替

わ っ た こ と を 現 地 に お け る ヒ ア リ ン グ お よ び 実 地 調 査 で 確 認 す る こ

と が で き、 現 在 で は耦園 の み と な っ た と 考 え ら れ る。 現 存 す る 庭 園

で は 運 河 と 直 接 接 続 す る 庭 園 が み ら れ な く な っ た こ と で、 運 河 と 庭

園 池 泉 が 当 時 ど の よ う に 接 続 し て い る か を 正 確 に 把 握 す る こ と は 難

し い。 し か し、 姑 蘇 繁 華 図 描 か れ た 木 涜 の 社 倉 に お い て、 運 河 か ら

水 門 を 設 け た 取 水 口 か ら 庭 園 お よ び 敷 地 内 に 水 を 取 り 込 ん で い る こ

と や、 現 存 の耦園 で も 水 門 状 の 設 備 で 運 河 と 庭 園 池 泉 を 分 け て い る

こ と か ら、 何 ら か の 方 法 に よ り 水 位 変 化 の あ る 運 河 と 庭 園 池 泉 を 分

け、 庭 園 内 に 水 を 引 き 入 れ て い る と 考 え ら れ る。 こ の よ う に 水 位 変

化 の あ る 運 河 の 水 を 水 門 に よ り 制 御 し な が ら 庭 園 内 に 取 り 込 み、 庭

園利用を可能としているといえる。

　 一 方、 蘇 州 民 居 の 中 庭（ 蟹 目 天 井 ） は 雨 水 の 排 水 や 通 風、 採 光 の

問 題 を も 解 決 し て い る
3)
とあり、また河原により庭園池泉が園 内 の

雨 水 処 理、 気 温 や 湿 度 と 空 気 の 浄 化 調 節、 更 に 花 木 の 潅 水 や 防 火 用

水 の 水 源 と な る
6)

と 指 摘 さ れ て お り、 庭 園 池 泉 が 住 環 境 シ ス テ ム の

一部として機能していたことが示唆される。

　このように、都市水系から取水機構で制御しながら水を取り込み、

住 環 境 シ ス テ ム の 一 部 と し て 庭 園 池 泉 が 設 け ら れ る こ と で、 運 河 の

水 位 変 化 や 水 質 の 変 化 に 影 響 を 少 な く し、 運 河 沿 い 空 間 と は 異 な っ

た 水 施 設 が 成 立 し た こ と は、 都 市 水 系 イ ン フ ラ の 複 層 性 と い う 意 味

で今後研究すべきシステムであると思われる。

　 以 上、 第 ２ 章 で 扱 っ た 甘 楽 町 小 幡 の 他 ２ 都 市 に お い て の 予 見 さ れ

た 知 見 に つ い て の 考 察 を 加 え た 結 果、 都 市 機 構 と 庭 園 池 泉 意 匠 の 関

係 に つ い て、 都 市 水 系 か ら 分 水 お よ ぶ 分 離 し 水 門 な ど で 管 理 で き る

半 閉 鎖 水 系 を 創 出 す る こ と で、 庭 園 意 匠 を 成 立 さ せ て い る こ と が 明

らかになった。

　 一 方 で、 水 路 網 そ の も の を 直 接 庭 園 池 泉 へ 組 み 込 む 庭 園 で は、 庭

園 池 泉 は 都 市 水 系 の 一 部 と し て 機 能 的 な 役 割 を 果 た す。 水 路 網 の 末

端 に あ る 庭 園 池 泉 で は 水 質 管 理、 水 路 の 途 中 分 岐 し て 流 れ 込 む 庭 園
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池 泉 で は 水 量 管 理、 配 水 元 に あ る 庭 園 池 泉 で は 水 量・ 水 質 な ど 全 体

管 理 を 行 う 役 割 を も っ て い る の で は な い か と、 甘 楽 町 で の 研 究 お よ

び 既 往 研 究 か ら 推 測 で き る。 水 量 が 一 定 し な い 自 然 水 系 を 使 っ た 都

市 水 系 で あ っ た か つ て に お い て は、 各 所 で 水 量 の 調 整 機 能 が 必 要 で

あ っ た と 考 え ら れ る。 こ う し た 都 市 水 系 機 構 と 庭 園 池 泉 の 管 理 が 相

互依存した関係の中に意匠の意味があると考えられる。庭園池泉が、

単 に 意 匠 的 に 造 ら れ た 形 態 で は な く、 都 市 水 系 イ ン フ ラ や 住 環 境 の

一 部 と し て の 機 能 性 が 担 保 さ れ た 形 態 と す る こ と で、 意 匠 性 と 機 能

性 を 併 存 さ せ た 空 間 を つ く り あ げ、 文 化 的 な 空 間 で あ り な が ら 都 市

施設としての重要性が高めているといえる。

　 以 上 の 結 果 を 図 4-6 に ま と め る。 庭 園 と 都 市 と の 関 係 に お い て、

都 市 側 か ら 都 市 水 系 シ ス テ ム が 庭 園 へ 引 き 込 ま れ る と い う 流 れ を 矢

印 で 示 し、 水 系 シ ス テ ム に 分 水 機 構 や 制 御 機 構 が 加 わ る こ と で、 機

能 性 と 意 匠 性 が 併 存 し た デ ザ イ ン が 表 出 し て い る の で、 そ の 流 れ を

図示した。

2 - 3 . 都 市 生 活 と 庭 園 池 泉 意 匠

　 中 国 蘇 州 を 対 象 と し た 研 究 を 通 し て、 都 市 に お け る 水 際 建 築 利 用

形 態 が 庭 園 に 呼 応 す る 形 で 庭 園 建 築 に お い て も そ の 水 際 利 用 形 態 お

よ び 空 間 形 態 が 変 化 し た こ と で、 庭 園 池 泉 の 利 用 形 態 お よ び 空 間 構

成が大きく変化したことを明らかにした。

　 江 戸 の 庭 園 池 泉 群 に お い て も、 本 研 究 の 立 地 分 析 を 通 じ て 都 市 生

活 と 意 匠 の 関 係 を 垣 間 見 る こ と が あ っ た。 進 士 が 指 摘 す る よ う に 江

戸 の 庭 園 で は 様 々 な レ ク リ エ ー シ ョ ン が 行 わ れ て い た
7)

が そ の 背 景

図 4 - 6 .  都 市 水 系 シ ス テ ム の 庭 園 へ の 導 入 と 庭 園 意 匠 と の 併 存
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に は、 １ つ の 庭 園 に お い て 複 数 の 庭 園 池 泉 や 複 数 の 入 り 江 の あ る 庭

園 池 泉 を と っ て い る こ と が、 作 成 し た 図 よ り 明 ら か に す る こ と が で

き る。 ま た 各 庭 園 の 図 面 を 読 み 込 む と、 大 規 模 な 庭 園 で は 庭 園 面 積

の わ り に 庭 園 建 築 の 数 は 少 な い こ と が わ か る が、 こ れ は 屋 外 空 間 利

用が多かったことを意味しているにように思われる。屋外利用には、

鷹 狩 や 武 術 鍛 錬、 船 遊 び や 釣 り な ど、 庭 園 外 の 都 市 内 で も 行 わ れ て

い る レ ク リ エ ー シ ョ ン が 庭 園 内 で 行 わ れ て お り、 都 市 内 と 庭 園 内 の

水際利用形態に呼応関係がみられると推察できる。

　 こ の よ う に、 広 く 屋 外 空 間 を と り、 ま た 複 数 の 庭 園 池 泉 ま た は 複

数 の 入 り 江 も つ 庭 園 池 泉 と す る こ と で、 都 市 近 郊 で 行 わ れ て い た 複

数 の レ ク リ エ ー シ ョ ン を 一 庭 園 内 で 行 う こ と を 可 能 と し て い る。 こ

う し た レ ク リ エ ー シ ョ ン は、 大 名 屋 敷 な ど の 大 規 模 な 庭 園 で 行 わ れ

て い た こ と は 既 往 研 究 で 述 べ ら れ て い る が、 そ の 他 の 江 戸 市 内 に 分

布 し た 小 規 模 庭 園 で は ど の よ う に 庭 園 池 泉 が 使 わ れ て い た か、 ま た

庭 園 意 匠 と の 関 係 に つ い て は、 資 料 が 得 ら れ ず、 詳 細 ま で は わ か ら

ない。

　 甘 楽 町 小 幡 の 庭 園 池 泉 群 の 分 析 に お い て も、 都 市 生 活 と 意 匠 の 関

係 を み る こ と が で き る。 小 幡 を 流 れ る 水 路 お よ び 庭 園 の 護 岸 形 態 は

同 じ で あ り い ず れ に お い て も 飲 料 水 を 始 め と し た 生 活 利 用 が な さ れ

て い る が、 庭 園 内 に 引 き 込 ま れ る こ と で 形 態 や 深 さ の 異 な る 生 活 利

用 用 の 池 泉 と 鑑 賞 利 用 用 の 池 泉 が あ り、 庭 園 に 水 路 を 引 き 込 む こ と

で 利 用 形 態 の 幅 が 広 が り、 ま た そ の 利 用 形 態 に 呼 応 し た 意 匠 が 表 出

し て い る こ と を 第 ２ 章 の 結 論 よ り 得 た。 ま た、 水 路 も 同 時 に 庭 園 内

を 通 す こ と で、 生 活 利 用 に あ わ せ て 水 路 と 溜 池 お よ び 鑑 賞 池 を そ れ

ぞれ配置していたと推察される。

　 こ う し た 江 戸 期 に み ら れ る 庭 園 内 水 系 の 積 極 的 な 利 用 も、 水 道 管

に よ る 上 水 道 の 整 備 に よ り 水 道 機 能 が 置 換 さ れ、 ま た 作 業 場 や 畑 地

の需要拡大に伴い池は縮小されたことで、次第に形骸化していった。

甘 楽 町 教 育 委 員 会 が 編 纂 し た「 小 幡 の 町 並 み 」 に よ る
8)

と、 佐 藤 茂

雄 邸 に つ い て「 主 屋 と 池 と の 間 は ５ m ほ ど あ り、 作 業 庭 と し て 使 わ

れている」、高橋浜雄邸では「大戦中池の西側部分を埋め、畑地とし

た」、山田邸では「アプローチの処まで池があり、門から石橋を渡り

玄関に入った」、高橋寛邸では「池は、座敷前面まであったが第二次

大 戦 中、 菜 園 化 の た め 規 模 を 縮 小 し た 」 な ど、 池 が 縮 小 し 作 業 庭 や

菜 園 と し て 使 わ れ て い っ た こ と が わ か る。 こ れ は 言 っ て み れ ば、 水

の 生 活 に お け る 利 用 形 態 が 変 わ っ た た め に 庭 園 意 匠 に 変 化 が 現 れ た
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結果といえる。

　 以 上、 第 ３ 章 で 扱 っ た 中 国 蘇 州 の 他 ２ 都 市 に お い て の 予 見 さ れ た

知 見 に つ い て の 考 察 を 加 え た 結 果、 都 市 利 用 形 態 と 庭 園 池 泉 意 匠 の

関 係 に つ い て、 都 市 に お け る 利 用 形 態 が 庭 園 内 に 取 り 込 ま れ た こ と

で、 都 市 空 間 に お け る 水 際 空 間 お よ び そ の 利 用 形 態 が 庭 園 空 間 と し

て 引 用 さ れ た と と も に、 庭 園 内 と い う 限 ら れ た 空 間 の 中 で、 住 空 間

と の 一 体 性 を 図 っ た り 空 間 を 分 節 さ せ た り 池 を 分 水 さ せ た り す る こ

と で、 都 市 内 で み ら れ た 水 際 利 用 形 態 が 庭 園 デ ザ イ ン と し て 展 開 し

て い っ た と 考 え ら れ る。 こ う し た 庭 園 と 都 市 に お け る 利 用 形 態 の 共

通性について、槙は建築と都市の関係において「一個の建築であれ、

町 で あ れ、 都 市 で あ れ、 本 来 人 工 環 境 の 自 然 に 接 す る 態 度 は、 基 本

的 に は 同 じ も の で あ る は ず 」 と 述 べ て お り
9)

、 基 本 と な る 自 然 へ の

態度は、都市内でも私有地内でも共通性があるといえる。その上で、

庭 園 内 で は 空 間 的 な 工 夫 を 行 う こ と で、 １ カ 所 で 様 々 な 水 際 利 用 形

態を実現させている。

　 こ う し た 庭 園 デ ザ イ ン を 支 え る 背 景 に は、 都 市 建 築 土 木 技 術 が 発

展 し 庭 園 技 術 に 取 り 込 ま れ た こ と が あ る。 江 戸 時 代 に は 大 規 模 な 土

木 技 術 が 発 達 し 治 水・ 砂 防 技 術 に よ り、 土 地 自 然 条 件 が 改 変 さ れ、

新 た に 作 庭 可 能 な 立 地 が 見 出 さ れ た こ と で、 積 極 的 な 水 際 利 用 が 図

ら れ た。 修 学 院 離 宮 や 桂 離 宮 な ど は、 こ う し た 庭 園 技 術 の 下 に 様 々

な水際利用が展開したといえる。

　 以 上 の 結 果 を 図 4-7 に ま と め る。 庭 園 と 都 市 と の 関 係 に お い て、

都 市 側 か ら 都 市 の 利 用 形 態 が 庭 園 へ 取 り 込 ま れ る と い う 流 れ を 矢 印

で 示 し、 そ の 流 れ の 中 で、 都 市 建 築 や 土 木 技 術 が 加 わ る こ と で、 庭

図 4 - 7 .  都 市 利 用 形 態 の 取 り 込 み と そ れ に 呼 応 し た 庭 園 水 際 デ ザ イ ン
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園 内 に 利 用 形 態 に 呼 応 し た 水 際 空 間 が 表 出 し て い る の で、 そ の 流 れ

を図示した。

2 - 4 . 都 市 か ら 庭 園 へ 映 し 込 ま れ る デ ザ イ ン 特 性

　 以 上、2-1 〜 2 .3 ま で の 考 察 を 図 4-8 に 模 式 図 と し て ま と め る。

図 4-4 と 同 様 に 左 下 に 立 地 か ら の 事 象、 左 上 に 機 構 か ら の 事 象、 右

に 利 用 か ら の 事 象 の ３ 点 か ら 都 市 の そ れ ぞ れ の 要 素 が、 庭 園 デ ザ イ

ンにどのように影響したかを、図 4-5、4-6、4-7 を統合する形でひ

とつの円環に合わせてみると以下のことがみえてくる。

　 庭 園 池 泉 の デ ザ イ ン に つ い て 都 市 環 境 の 相 互 に 関 係 す る ３ つ の 事

象 か ら 分 析 を 行 う こ と で、 そ れ ぞ れ の 事 象 に 対 し て ３ つ の 庭 園 デ ザ

イ ン 特 性 を 見 い だ す こ と が で き た。 こ う し た ３ つ の 事 象 は 独 立 事 象

と し て あ る わ け で は な く、 見 い だ さ れ た 庭 園 デ ザ イ ン 特 性 は 相 互 に

関 係 す る こ と で、 個 々 の 庭 園 デ ザ イ ン の 特 徴 と し て 表 出 し て い る と

考 え ら れ る。 つ ま り、 立 地 特 有 の デ ザ イ ン 特 性、 機 能 性 と 意 匠 性 を

両 立 し た デ ザ イ ン 特 性、 利 用 形 態 に 呼 応 し た 水 際 空 間 デ ザ イ ン 特 性

の そ れ ぞ れ の 特 性 が 相 互 に 関 係 し な が ら 庭 園 池 泉 の 空 間 形 態 が 決 定

さ れ て い る と 考 え る こ と が で き る。 こ の よ う に、 庭 園 デ ザ イ ン を 物

理 的 特 性 を 明 ら か に す る 上 で は、 相 互 に 関 係 し て い る 都 市 の 立 地、

都 市 機 構、 都 市 利 用 形 態 の ３ つ の 事 象 か ら 必 ず み る こ と が 重 要 で あ

ることを示すものである。

　 さ て、 多 く の 庭 園 文 化 は 宗 教、 思 想 な ど の 世 界 観 の 表 象 と し て デ

ザ イ ン さ れ て き た こ と は 言 う ま で も な い。 庭 園 デ ザ イ ン が 成 立 す る

上 で は、 そ の 背 景 に は 宗 教 や 思 想 が あ り、 そ れ ら の 世 界 観 を 具 現 化

す る 過 程 の 中 で、 本 研 究 が 述 べ て き た よ う な 都 市 と の 関 係 が 重 要 に

な る。 物 理 的 な 空 間 へ と 昇 華 す る 中 で、 都 市 空 間 と の 関 係 性 は 必 要

不 可 欠 な も の で あ る。 こ れ ま で 一 般 的 に 述 べ ら れ て き た 庭 園 が 具 現

化 す る と い う 過 程 の う ち、 本 研 究 が と り あ げ た 部 分 を 明 確 化 す る た

め、 図 4-4 で は、 思 想 か ら 庭 園 空 間 へ と 昇 華 す る 流 れ を 大 き な 矢 印

を 加 え、 本 研 究 の 位 置 づ け を 示 し た。 本 研 究 は、 庭 園 を 物 理 的 な 事

象 か ら 捉 え て、 都 市 の 立 地、 都 市 機 構、 都 市 利 用 形 態 と い っ た 空 間

を 規 定 す る ３ つ の 事 象 か ら み る こ と で、 庭 園 空 間 が、 都 市 か ら 庭 園

へ 物 理 的 に 影 響 し た 結 果 と し て 表 出 し た デ ザ イ ン 特 性 が 相 互 に 作 用

することで創出された空間であることを明らかにした。

　 こ の 相 互 作 用 す る 関 係 性 が あ る こ と に よ り、 庭 園 は 庭 園 と し て 維

持 さ れ て い く も の で あ る と 考 え ら れ る。 例 え、 人 為 的 に 造 成 さ れ た



183池泉意匠からみる都市環境と庭園意匠の相互関係に関する研究
｜第４章｜考察および提言

第
４
章

地 形 や 完 全 に 閉 じ ら れ た 庭 園 で あ っ て も、 閉 じ る こ と や 造 成 さ れ る

こ と で つ く ら れ る 都 市 と の 関 係 性 そ の も の が そ の 庭 園 性 を 担 保 し て

い る と い え る。 ま た い ず れ か の 事 象 に お い て 相 互 関 係 が 欠 落 す る こ

とで形骸化や記号化がおこるものと考えられる。
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図 4 - 8 . 都 市 か ら 庭 園 へ 映 し 込 ま れ る デ ザ イ ン 特 性
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3 . ３つの事象 −庭園から都市へ返される意味−

　前節では都市の３つの事象に対して、庭園空間において現れた『形

態 ( 意 匠・ デ ザ イ ン 空 間 )』 を 考 察 し た が、 本 項 で は 本 研 究 で 明 ら か

に な っ た 結 果 を 超 え て さ ら に 考 察 を 展 開 し、 都 市 環 境 に 対 し て 発 現

し た 庭 園 意 匠 が、 都 市 環 境 に 対 し て ど の よ う な 意 味 を も つ も の な の

か、論を展開していきたい。

　 こ れ ま で 庭 園 学 で は、 個 々 の 空 間 や 様 式 を 中 心 に 研 究 が 進 め ら

れ、 庭 園 の み に 焦 点 を 当 て た 研 究 が 進 め ら れ て き た が、 本 研 究 は 都

市 か ら の 視 点 で 庭 園 を 位 置 づ け、 都 市 環 境 と 庭 園 意 匠 と の 関 係 を 明

らかにする研究である。こうした都市的な観点は、庭園概念が公園、

そ し て ラ ン ド ス ケ ー プ ア ー キ テ ク チ ュ ア と い う 概 念 と 平 行 す る か た

ち で 概 念 化 さ れ る 過 程 で 発 達 し て き た 観 点 で あ る。 こ れ ま で 単 に 緑

地 を 対 象 に 都 市 と の 関 係 が 述 べ ら れ て き た ラ ン ド ス ケ ー プ デ ザ イ ン

の 研 究 を さ ら に 深 化 さ せ る 可 能 性 も も つ で あ ろ う。 す な わ ち、 前 節

ま で は 庭 園 な い し 庭 園 群 の 意 匠 の 背 景 を 都 市 に 求 め る 作 業 で あ っ た

が、 本 節 で は 庭 園 群 の 意 匠 が 都 市 環 境 の ラ ン ド ス ケ ー プ デ ザ イ ン と

してどう位置づけられるかを述べるものである。

3 - 1 . 立 地 特 性 の 様 式 化 と 都 市 文 化

　 庭 園 は 緑 地 の 中 で も 私 有 地 内 に あ る こ と が 多 く、 何 か し ら の 形 で

囲 わ れ て い る が、 こ れ が た だ の 緑 地 と は 異 な る 様 相 を 見 せ た 空 間 へ

と 発 展 し て い る 理 由 で も あ る。 つ ま り、 庭 園 に は 作 庭 者 や 持 ち 主 な

ど の 明 確 な 主 体 が 存 在 す る こ と で、 空 間 を 意 匠 化 す る に あ た っ て の

図 4 - 9 .  立 地 特 有 の 庭 園 デ ザ イ ン の 都 市 デ ザ イ ン へ の 昇 華
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意 志 が み え る。 公 園 な ど の 公 共 緑 地 に み ら れ る 一 般 化、 機 能 化 の 流

れ と は 逆 に、 庭 園 は そ れ ぞ れ の 作 庭 者 や 持 ち 主 な ど の 意 図 に よ り そ

の 空 間 は 個 性 化、 意 匠 化 す る 緑 地 空 間 と と ら え る こ と が で き る。 公

共 的 な 緑 地 で は み え て こ な い 場 所 毎 の 独 自 性 が 空 間 と し て 表 出 し や

す い。 こ れ は 一 言 で 言 え ば、 都 市 の 立 脚 す る「 場 所 」 の 独 自 性 が 特

有の形となって立ちあらわれた空間と言える。

　 先 に 第 １ 章 に お い て 都 市 立 地 か ら の 事 象 か ら 庭 園 意 匠 に つ い て 考

察 し た よ う に、 庭 園 内 に 取 り 込 む 地 勢 形 態 と 庭 園 構 成 要 素 の 組 合 せ

で 庭 園 意 匠 が 立 地 毎 に 固 有 性 を 勝 ち 得 て い る と 第 １ 章 で 述 べ た 通 り

で あ る。 こ う し た 庭 園 に み ら れ る 緑 地 形 態 は、 立 地 特 有 の 場 所 性 と

そ れ ぞ れ の 庭 園 と し て の 独 自 性 が 組 み 合 わ さ っ た 形 態 と い え、 こ う

した緑地形態そのものが、他の公共的に担保された緑地とは異なり、

都 市 に お い て 特 徴 的 な 緑 地 空 間 と な る。 こ れ は 庭 園 が 保 存 さ れ、 ま

た 周 囲 が 都 市 化 が 進 ん だ 現 代 に お い て は 明 ら か な こ と で あ る が、 庭

園 が 営 ま れ て い た 時 代 に お い て も、 研 究 対 象 地 で あ る 江 戸、 小 幡、

蘇 州 の 古 地 図 や 絵 図 に み ら れ る よ う に、 機 能 的 で 実 利 的 な 屋 外 空 間

が 広 が り、 庭 園 の よ う に 地 勢 を 積 極 的 に 取 り 込 み、 さ ら に 意 匠 的 に

デ ザ イ ン さ れ た 緑 地 ま た は 屋 外 空 間 は な い。 ま た「 名 所 」 の よ う に

特 徴 的 な 場 所 は、 都 市 か ら 見 い だ さ れ た が、 そ れ ら は そ こ で 行 わ れ

る 行 楽 に 重 点 が あ り 意 匠 的 に デ ザ イ ン さ れ た 庭 園 空 間 と は 一 線 を 画

す も の で あ る。 こ の よ う に 庭 園 空 間 は、 都 市 の 機 能 的 実 利 的 な 空 間

に 対 し て、 立 地 特 有 の 空 間 デ ザ イ ン の あ り 方 を 都 市 に 示 す も の で あ

り、 地 域 に お け る 場 所 性 や 特 徴 を 表 出 す る 場 と な っ て い る。 本 研 究

は、 こ の よ う に 立 地 特 性 が 直 接 的 に 庭 園 デ ザ イ ン へ 昇 華 さ れ て い く

図 4 - 1 0 .  機 能 性 と 意 匠 性 の 併 存 し た デ ザ イ ン の
都 市 イ ン フ ラ デ ザ イ ン へ の 昇 華
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様 相 を 具 体 的 に 示 し た も の で あ る。 一 方 で、 幾 何 学 形 を と る 西 欧 庭

園 で も 同 様 に、 都 市 の 地 勢 が 読 み 込 ま れ、 そ れ を 改 変 さ せ な が ら 周

囲 と 対 比 的 な 空 間 造 形 を 作 り 出 す こ と で、 立 地 特 有 の 庭 園 空 間 を 成

立させていると考えられる。以上考察した内容を図 4-9 にまとめる。

3 - 2 . 水 基 幹 機 構 の ネ ッ ト ワ ー ク デ ザ イ ン

　 立 地 特 有 の 庭 園 空 間 は、 立 地 特 性 を 表 出 し や す い 水 を 取 り 込 み 池

泉 が 設 け ら れ る こ と で よ り そ の 特 徴 が 明 確 に な る が、 さ ら に そ の 水

が 水 系 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 相 互 に 接 続 さ れ る こ と で、 庭 園 が 水 系

ネ ッ ト ワ ー ク を 通 じ て 一 体 の 系 と な る。 先 の 第 ２ 章 で 都 市 機 構 か ら

の 事 象 の 分 析 で 明 ら か に し た よ う に イ ン フ ラ と し て の 水 路 シ ス テ ム

の 機 能 性 を 担 保 さ せ な が ら 庭 園 が 組 み 込 め る 都 市 構 造 を も つ こ と

で、 機 能 性 と 意 匠 性 の 両 立 が 可 能 と な っ た。 そ の 結 果、 利 用 形 態 に

呼 応 し た 様 々 な 庭 園 意 匠 が 発 達 し た だ け で な く、 そ れ が 結 果 的 に 都

市 の イ ン フ ラ デ ザ イ ン へ 影 響 を 与 え う る も の に な っ て い る。 研 究 対

象 地 の 江 戸、 甘 楽 町 小 幡、 蘇 州 に お い て も 現 存、 絵 図 の い ず れ に お

い て も 確 認 で き た よ う に 緑 地 と し て は 分 散 し た も の で あ る が、 水 系

を 介 し て 接 続 す る こ と で、 一 連 の 緑 地 シ ス テ ム と し て 構 築 さ れ て い

る こ と が わ か る。 緑 が 水 に よ っ て 育 ま れ て い る こ と か ら 考 え れ ば 本

質 的 で 持 続 性 の あ る 緑 地 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム と い え る。 こ の よ う

に、 庭 園 空 間 は 都 市 機 構 の １ つ で あ る 水 系 シ ス テ ム を 引 き 込 ん で 庭

園 池 泉 と し て 利 用 す る こ と で 庭 園 池 泉 の ネ ッ ト ワ ー ク が 形 成 さ れ た

こ と で、 水 イ ン フ ラ ネ ッ ト ワ ー ク の 機 能 性 を 高 め、 ま た 生 活 利 用 な

どの機能的な利用を超えた意匠的な水利用を可能としたといえる。

図 4 - 1 1 .  利 用 形 態 に 呼 応 し た 水 際 空 間 デ ザ イ ン の 都 市 へ の 展 開
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　 こ れ ま で ラ ン ド ス ケ ー プ ア ー キ テ ク チ ュ ア の 歴 史 の 中 で、 エ メ ラ

ル ド ネ ッ ク レ ス を 始 め と し た 大 規 模 な 緑 地 と 緑 道 を つ な い だ パ ー ク

ウ ェ イ の 概 念 は、 ア メ リ カ を 中 心 に 発 展 し て い っ た が、 こ の よ う に

そ れ 以 前 に ア ジ ア に お け る 庭 園 群 に お い て 庭 園 緑 地 の ネ ッ ト ワ ー ク

が 形 成 さ れ て い た こ と が わ か る。 パ ー ク ウ ェ イ は、 広 幅 員 の 街 路 樹

を 伴 っ た 道 路 に よ り 大 規 模 な 緑 地 を 結 び つ け た シ ス テ ム で あ る が、

本 研 究 で 取 り 扱 っ た の は、 道 路 で は な く 水 路 に よ っ て 庭 園 と い っ た

緑 地 を 結 び つ け て い る シ ス テ ム で あ る。 緑 地 同 士 を 緑 道 と い っ た 緑

化 さ れ た 線 的 な 交 通 イ ン フ ラ に よ っ て つ な ぐ こ と は、 分 散 し た 緑 地

を 一 連 の 緑 地 と し て 取 り 扱 う こ と が で き る が、 庭 園 と い っ た 緑 地 を

水 路 網 に 組 み 込 ん だ シ ス テ ム は、 水 に よ っ て 一 連 の 水 系 シ ス テ ム と

し て 取 り 扱 え る だ け で な く、 分 水 や 分 離 と い っ た 操 作 を 加 え る こ と

で、 様 々 な 水 利 用 形 態 に 対 応 し た 空 間 を 創 出 す る こ と を 可 能 と し て

お り、 今 後 の 緑 地 ネ ッ ト ワ ー ク 形 成 に お け る 重 要 な 示 唆 を 与 え て い

る。以上考察した内容を図 4-10 にまとめる。

3 - 3 . 都 市 建 築 ・ 土 木 の 意 匠 化

　 こ の よ う に し て 水 イ ン フ ラ ネ ッ ト ワ ー ク を 庭 園 へ 取 り 込 む こ と で

可 能 と な っ た 水 際 空 間 は、 空 間 構 成 に よ っ て は さ ら に そ の 利 用 形 態

の 幅 を 広 げ る こ と が で き る。 と り わ け 都 市 の 水 際 建 築 か ら 引 用 し た

建 築 を 取 り 込 む こ と で、 庭 園 建 築 と 水 際 の 結 び つ き が 強 く な る こ と

で、 都 市 生 活 が 庭 園 内 へ 取 り 込 ま れ て い く。 こ う し た 建 築 内 外 の 空

間 を 一 体 の 空 間 と し て 捉 え よ う と す る 考 え 方 は、 既 に ア ジ ア の 庭 園

群 と り わ け 中 国 蘇 州 庭 園 に お い て 行 わ れ て お り、 蘇 州 庭 園 が 護 岸 か

ら 建 築 ま で の 空 間 を 一 体 的 に 捉 え る こ と が で き る こ と を、 先 の 第 ３

章 で 都 市 利 用 か ら の 事 象 の 分 析 で 明 ら か に し て い る。 そ の 他 の 研 究

対 象 地 で あ る 江 戸、 小 幡 に お い て も 絵 図 や ヒ ア リ ン グ 調 査 か ら、 庭

園 建 築 か ら 護 岸、 池、 さ ら に は 対 岸 ま で も が 生 活 利 用、 鑑 賞 利 用 の

中で一体の空間として扱われていることを確認できる。このように、

庭 園 池 泉 利 用 形 態 の 幅 が 広 が り、 ま た 庭 園 建 築 の 利 用 形 態 お よ び 空

間 形 態 が と も に 庭 園 池 泉 側 へ 表 出 し た こ と で、 庭 園 池 泉 と 建 築 の 一

体 性 が 高 ま っ た と い え る。 こ う し た 建 築 か ら 屋 外 空 間、 水 際 ま で 一

体 化 し た 空 間 に よ り、 水 際 利 用 形 態、 庭 園 利 用 形 態、 建 築 利 用 形 態

の そ れ ぞ れ が 組 合 わ さ っ た 複 合 的 な 水 際 利 用 形 態 を 可 能 と し、 機 能

性 や 効 率 一 辺 倒 で つ く ら れ て い る 都 市 空 間 に お い て も、 新 た な 水 際

利用のあり方をもたらすきっかけとなっている。
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　 庭 園 や 緑 地 を 積 極 的 に 建 築 空 間 の 一 部 と し て 取 り 込 も う と い う 動

き は 現 代 の ラ ン ド ス ケ ー プ デ ザ イ ン の ベ ー ス と も な っ て お り、 ル・

コ ル ビ ジ ェ に よ っ て 提 唱 さ れ た 高 層 住 宅 と オ ー プ ン ス ペ ー ス か ら 始

ま り ジ ェ ー ム ズ・ ワ イ ン ズ ＆ サ イ ト に よ る 戸 建 て 住 宅 と 庭 を 積 層 化

さ せ よ う と し た 高 層 戸 建 て 建 築 プ ロ ジ ェ ク ト や、 ダ ン・ カ イ リ ー ら

に よ る 一 連 の ラ ン ド ス ケ ー プ デ ザ イ ン プ ロ ジ ェ ク ト の 中 で、 建 築 内

外の空間を一体化し一連の「床」として捉えようとしている。また、

WEST ８ に よ る ア ム ス テ ル ダ ム 東 部 港 湾 地 区 ボ ル ネ オ・ ス ポ ー ル ン

ブ ル ク 島 に お け る 集 合 住 宅 の 計 画 で は、 個 々 に デ ザ イ ン さ れ た 住 宅

と 水 際 を 一 体 に し た 住 戸 を 配 置 す る こ と で、 住 民 個 々 の 利 用 形 態 に

あわせた水際空間が創出されている。

　 こ の よ う に 本 研 究 に お い て 指 摘 し た よ う に、 庭 園 に お け る 利 用 形

態 に 呼 応 し た 建 築 か ら 水 際 ま で の 空 間 形 態 を 都 市 で 展 開 す る こ と

は、 今 後 の 都 市 の 水 際 利 用 を 考 え る 上 で も 重 要 で あ る と い え る。 以

上考察した内容を図 4-11 にまとめる。

3 - 4 .  庭 園 か ら 都 市 へ も た ら さ れ る 意 味 と そ の 相 互 関 係

　 以 上、 ３ つ の 事 象 と し て 庭 園 意 匠 か ら 都 市 環 境 へ 返 さ れ て ゆ く 意

味 に つ い て 考 察 を 行 っ た。 第 １ 章 の 結 論 か ら、 庭 園 は 都 市 立 地 の 事

象 か ら み る こ と で、 庭 園 は 周 辺 地 形 の 特 質 を 取 り 込 み な が ら 同 時 に

築 山 な ど の 地 形 要 素 を 追 加 し、 そ の 相 互 関 係 を 通 じ て、 立 地 特 有 の

空 間 を つ く り あ げ た こ と を 明 ら か に し た。 す な わ ち、 庭 園 の 外 部 で

あ る 地 形 な ど の 立 地 特 性 も、 庭 園 の デ ザ イ ン 要 素 と さ れ る こ と で、

都 市 の 単 な る 物 理 的 環 境 要 素 ま で は な く、 文 化 的 な 意 味 の 付 与 さ れ

た 景 観 要 素 に 引 き 上 げ ら れ る の で あ る。 こ れ は、 都 市 に お け る 立 地

特 有 の 空 間 デ ザ イ ン の あ り 方 を 示 す 役 割 を も つ こ と を 意 味 す る も の

で あ る。 庭 園 に お い て 行 わ れ た 土 地 の 読 み 込 み 方 と、 そ れ ぞ れ の 土

地 に あ っ た 土 地 造 成 や 地 割 の あ り 方 が 現 代 の 都 市 デ ザ イ ン へ 応 用 で

き る も の と 考 え ら れ る。 一 方 で 第 ２ 章 の 結 論 で は、 分 水・ 合 流 を 繰

り 返 し た 水 路 網 に 庭 園 が 一 体 的 に 組 み 込 ま れ て い る こ と を 明 ら か に

し た。 こ れ は、 都 市 水 系 機 構 に 対 し て、 庭 園 池 泉 が、 機 能 性 だ け で

な く 意 匠 も 与 え て ゆ く こ と を 示 す も の と い え る。 現 代 の 機 能 一 辺 倒

な イ ン フ ラ に 対 し て、 意 匠 性 を 許 容 す る こ と の で き た 庭 園 デ ザ イ ン

は、 今 後 の 都 市 イ ン フ ラ 空 間 の あ り 方 を 変 え う る だ ろ う。 第 ３ 章 の

結 論 か ら、 都 市 建 築 土 木 技 術 の 発 展 の 中 で 利 用 用 途 に あ わ せ た 水 際

空 間 形 態 が 形 成 さ れ て い る こ と を 明 ら か に し た。 こ の よ う な 庭 園 に
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お け る 建 築 と 水 際 空 間 の 一 体 化 し た 様 式 化 は、 都 市 の 水 際 利 用 に お

い て も、 複 合 的 な 水 際 利 用 を 可 能 と す る 都 市 景 観 デ ザ イ ン を 示 唆 す

る も の で あ る と い え る。 庭 園 に お け る 水 際 利 用 の 多 様 性 は、 画 一 化

し て て い る 現 代 の 都 市 空 間 に 新 た な 利 用 の 幅 を 広 げ る こ と に な り う

る。以上の結果を、図 4-9、4-10、4-11 を合わせて図 4-12 のように、

ひとつの円環に合わせてみると以下のことがみえてくる。

　 本 節 で 明 ら か に し た そ れ ぞ れ の デ ザ イ ン 特 性 の 都 市 デ ザ イ ン へ の

示 唆 は、 各 都 市 環 境 事 象 か ら 庭 園 デ ザ イ ン へ 映 し 込 み が そ の ま ま 戻

さ れ る の で は な く、 そ の 他 の ２ つ の 都 市 環 境 的 事 象 か ら 映 し 込 ま れ

た デ ザ イ ン 特 性 と 融 合 さ れ て 返 さ れ て ゆ く こ と に な る と 考 え ら れ

る。 こ の こ と は 庭 園 と い う デ ザ イ ン 分 野 を 通 過 す る こ と に よ り、 都

市 環 境 因 子 が 一 旦 様 式 化 さ れ 返 さ れ て ゆ く こ と を 意 味 し て お り、 都

市 デ ザ イ ン に 対 し て 文 化 的 意 味 の 大 き い 現 象 で あ る。 つ ま り、 都 市

の 立 地 条 件 に 影 響 を 受 け 創 出 さ れ た 庭 園 デ ザ イ ン は、 都 市 機 構 を 庭

園に組み入れる中で、また庭園利用を図る中で、変性しうるもので、

そ の よ う な 過 程 を 通 し て 生 成 さ れ た 庭 園 デ ザ イ ン 特 性 が、 都 市 の 地

勢 の 読 み 解 き や 立 地 特 有 の 空 間 利 用 に あ た っ て の 示 唆 に つ な が っ て

いくと考えられる。

　 こ の よ う に 見 い だ さ れ た 庭 園 か ら 都 市 へ の そ れ ぞ れ の 示 唆 は、 相

互 に 組 合 わ さ る こ と で、 都 市 デ ザ イ ン へ さ ら に 重 層 的 な 示 唆 を 与 え

て い る。 例 え ば 建 築 と 水 際 が 一 体 的 に 取 り 扱 わ れ た 空 間 に お い て、

意 匠 と 機 能 性 を 合 わ せ 持 つ デ ザ イ ン が 適 用 さ れ る こ と で、 都 市 の 水

際 利 用 の あ り 方 が、 機 能 一 辺 倒 に な ら ず 都 市 生 活 に お け る 都 市 生 活

に お け る 水 際 利 用 の 文 化 を さ ら に 成 熟 さ せ う る だ ろ う。 一 方 で、 建

築 と 水 際 が 一 体 的 に 取 り 扱 わ れ た 空 間 に 場 所 特 有 の デ ザ イ ン 言 語 を

取 り 込 む こ と は、 そ れ ぞ れ の 場 所 特 有 の 水 際 デ ザ イ ン が 建 築 利 用 の

あ り 方 と と も に 生 ま れ、 場 所 特 有 の 都 市 水 際 景 観 を 生 み 出 す こ と と

思 わ れ る。 他 方 で、 イ ン フ ラ の 利 用 デ ザ イ ン に 場 所 特 有 の デ ザ イ ン

言 語 が 取 り 込 ま れ る こ と で、 機 能 的 で 単 一 的 に 造 ら れ う る イ ン フ ラ

が、 場 所 な り の 風 景 を 生 み 出 す 景 観 要 素 と し て 扱 わ れ る 可 能 性 を 与

えることとなるだろう。以上の相互関係を図 4-12 に図示した。

　 庭 園 池 泉 が 形 態 化 さ れ る に あ た っ て は、 外 部 環 境 と し て の 都 市 の

３ 事 象 が、 技 術 的 に も 芸 術 的 に も 関 わ っ て 実 体 化 さ れ て ゆ く が そ の

背 景 に は、 庭 園 文 化 に お け る 世 界 観 の 表 象 と し て 庭 園 池 泉 が 形 態 化

さ れ て い る。 図 4-12 で は、 本 研 究 が 扱 っ た 都 市 研 究 の ３ 事 象 の 他

に庭園池泉のデザインを決定する基本的要件として「世界観の表象」
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と い う 庭 園 文 化 因 子 も 描 き 込 ん だ。 庭 園 池 泉 が 形 態 化 し て ひ と つ の

デ ザ イ ン 様 式 と し て 成 立 し た も の が、 改 め て 都 市 環 境 デ ザ イ ン に 返

さ れ て ゆ く わ け で は あ る か ら、 図 4-12 に 表 し た ３ つ の 庭 園 か ら 都

市への矢印の中には、「庭園的な世界観」という思想的特徴も自ずと

入り込んでゆくことになる。

　 都 市 と 庭 園 が 本 来 の 密 接 な 関 係 を も っ て い た 文 化 圏 で は こ の よ う

に し て 都 市 デ ザ イ ン も 豊 か な 思 想 性 を お よ び 可 能 性 を 有 し て い た こ

とになるであろう。
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４. 「庭園−都市」観からみる庭園研究の位置づけ

　 以 上 の 考 察 か ら、 都 市 と 庭 園 の 相 互 関 係 を ま と め た こ の 段 階 で 改

め て 序 章 で 触 れ た 庭 園 や 都 市 に 関 す る 先 行 研 究 を 本 研 究 が ま と め た

体 系 に 位 置 づ け て み る。 こ れ に よ り、 今 後 の 庭 園 研 究 分 野 を 新 し く

概観することができると考えるからである。

　 こ れ ま で の 研 究 に お い て も、 都 市 環 境 か ら 庭 園 デ ザ イ ン の 位 置 づ

け を 明 ら か に し よ う と す る も の が 複 数 み ら れ る。 平 安 京 に お け る 寝

殿 造 系 庭 園 の 立 地 に 関 す る 研 究
10)

や、 江 戸 の 庭 園 と そ の 水 源 に つ

い て の 研 究
11)

、 京 都 の 庭 園 様 式 の 変 遷 を 地 勢 と の 関 係 か ら 読 み 込

ん だ 篠 沢 (1998) の 研 究
12)

な ど は、 都 市 の 立 地 条 件 が ど の よ う に

庭 園 デ ザ イ ン へ 取 り 込 ま れ て い る か を 指 摘 し て い る も の で あ っ た。

Clemens (2008） の 西 欧 の 伝 統 的 庭 園 を 地 形 に 重 ね 合 わ せ る 一 連 の

分 析 は
13)

、 こ れ ま で 庭 園 が 閉 鎖 的 ま た は 人 為 的 な 改 変 に よ っ て つ く

ら れ て き た 西 欧 の 庭 園 が、 無 関 係 と 思 わ れ が ち な 地 形 構 造 や 都 市 構

造と関係していることを指摘するものである。

　 一 方、 現 存 す る 水 路 網 と 庭 園 池 泉 の 関 係 に つ い て 明 ら か に し て い

る、 長 崎 県 神 代 小 路
14)

、 福 岡 県 秋 月
15)

、 福 岡 県 柳 川
16)

、 長 野 県 松

代
17)

、 京 都 の 疎 水 庭 園
18)

の 研 究 は、 都 市 機 構 と し て の 水 路 網 に つ

い て 分 析 し、 ど の よ う に 庭 園 を 配 置・ 成 立 さ せ て い る か を 研 究 し て

い る も の で あ っ た。 ま た 齋 藤 (1982） の
19)

指 摘 は、 現 存 す る 庭 園

に お け る 水 の 問 題 か ら、 庭 園 が 都 市 の 中 に あ る こ と を 改 め て 指 摘 す

るものである。

　 ま た 二 条 城 庭 園
20)

や 小 石 川 後 楽 園
21)

に お い て、 そ の 形 態 は 幾 度

も 変 化 し て い る こ と を 明 ら か に し て い る 研 究 が あ る が、 こ れ ら の 研

究 は、 庭 園 の 利 用 形 態 が 都 市 社 会 の 変 化 に 呼 応 し て デ ザ イ ン が 変 化

していることを指摘している研究として位置づけることができる。

　 こ の よ う に 都 市 の 中 に 庭 園 を 位 置 づ け よ う と す る 研 究 は こ れ ま で

に み ら れ る も の の、 庭 園 を 都 市 の 構 成 要 素、 さ ら に は 都 市 デ ザ イ ン

を 推 進 す る プ ロ セ ス と し て そ の 機 能 や 役 割、 意 義 を 見 い だ す 研 究 が

少 な い。 小 野 の 研 究
22)

は、 小 石 川 後 楽 園 の 池 泉 を 都 市 土 木 的 な 観

点 か ら 位 置 づ け て い る。 ま た、 江 戸 の 上 水 を 利 用 し た 庭 園 池 泉 に つ

い て は、 神 吉 が 自 然 水 系 を 利 用 し た 上 水 を 使 う 中 で 庭 園 池 泉 が 水 量

の 調 整 機 能 を も っ て い た こ と を 指 摘 し
23)

、 江 戸 の 上 水 利 用 庭 園 池 泉

を 都 市 水 系 イ ン フ ラ 的 な 観 点 か ら 位 置 づ け て い る。 が あ る 京 都 の 疎

水 庭 園 を 対 象 に、 琵 琶 湖 か ら の 疎 水 が 現 在 ま た は 最 近 ま で 庭 園 池 泉
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に 流 れ て い た こ と で、 琵 琶 湖 に ほ と ん ど み ら れ な く な っ た 生 態 系 が

疎 水 庭 園 の い く つ か で 棲 息 し て い る こ と が 確 認 し た 伊 藤 ら の 研 究
24)

は、庭園池泉を生態学的な観点で位置づけている。

　 こ の よ う に 本 研 究 を 通 し て 得 ら れ た 体 系 に、 こ れ ま で の 研 究 を 位

置 づ け て い く こ と で、 こ れ ま で の 個 々 を 対 象 と し て き た 庭 園 学 を 都

市 的 な 観 点 か ら 見 直 し て い く こ と で、 こ れ ま で の 庭 園 学 を 超 え た 都

市庭園学への発展することを期待するものである。
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5 . 「庭園−都市」観からみる庭園運営管理の位置づけ

　 本 研 究 は、 庭 園 を 改 め て 都 市 環 境 の 一 部 と し て 位 置 づ け 複 数 の 視

点 か ら 各 々 分 析 し 今 後 の 環 都 市 境 デ ザ イ ン を 模 索 す る た め に 再 度 総

合 化 し た 研 究 で あ る。 こ れ ま で の 考 察 に よ っ て 明 ら か に し て き た 点

を踏まえて、今後の庭園のあり方について展望を記したい。

5 - 1 . 現 代 都 市 と 庭 園 保 全 の あ り 方

　 こ れ ま で の 庭 園 保 全 の 施 策 は、 庭 園 そ の も の の み を 保 全 す る 傾 向

が 強 い。 し か し 本 研 究 は、 保 全 す る 庭 園 と 都 市 と の 相 互 関 係 こ そ 保

全 す る 必 要 が あ る こ と を 示 す も の で あ る（ 図 4-13）。 庭 園 そ の も の

だ け が 保 全 さ れ る 傾 向 に あ る の は、 庭 園 は ひ と つ の 閉 じ ら れ た 別 世

界 で あ る と い う 認 識、 さ ら に は 庭 園 に 限 定 さ れ た 学 術 言 説 が あ る こ

と が 影 響 し て い る だ ろ う。 一 方、 借 景 庭 園 な ど 周 辺 の 景 観 を 取 り 入

れた庭園では、景観条例などのガイドラインが周辺地域に適用され、

庭 園 か ら の 景 観 を 保 全 す る こ と で 庭 園 の 価 値 を 保 持 し よ う と い う 試

み も み ら れ る。 し か し こ う い っ た 試 み も、 閉 じ ら れ た 空 間 内 部 の 理

解 に 外 部 の 都 市 を 一 方 的 に 従 わ せ る 方 法 と い え、 都 市 と 庭 園 の 間 に

相互に作用する関係性の維持というところには達していない。

　 庭 園 を 個 々 で の み 捉 え 凍 結 保 存 す る 現 代 の 庭 園 保 全 あ り 方 は、 時

代 毎 に 変 化 し て き た 庭 園 文 化 を 否 定 す る も の に も な り か ね な い。 リ

チ ャ ー ド (2002) は、 ヴ ェ ロ ー ナ・ ス カ ル パ の カ ス テ ル ヴ ェ ッ キ オ、

ロ ン ド ン・ ロ イ ヤ ル カ ア カ デ ミ ー 内 の フ ォ ス タ ー に よ る サ ッ ク ラ ー

ギ ャ ラ リ ー、 ル ー ブ ル の IM ペ イ の ガ ラ ス ピ ラ ミ ッ ド を 例 に、 歴 史

的 景 観 を そ の ま ま 保 存 す る こ と に 問 題 提 起 し、 技 術 革 新 の 中 で 新 旧

共 存 し な が ら 保 全 さ れ て い く べ き だ と 指 摘 し て い る
25)

。 本 研 究 の 中

で 明 ら か に し た よ う に 蘇 州 庭 園 が 護 岸 技 術 の 革 新 と と も に 庭 園 池 泉

景 観 が 大 き く 変 化 し た こ と か ら も、 庭 園 を あ る 一 時 代 の 断 面 で 凍 結

保 存 す る 手 法 が 不 自 然 で あ る こ と を 本 研 究 は 示 唆 し て い る。 庭 園 は

時 代 に 応 じ て 変 化 す る も の で あ り、 現 代 の 社 会 と 呼 応 し た 新 し い 庭

園 ス タ イ ル が 創 造 さ れ る べ き で あ る。 そ の よ う に 捉 え れ ば、 庭 園 が

も は や 文 化 財 と し て の 庭 園 の 枠 を 超 え、 新 た な 庭 園 概 念 へ の 成 長 も

必要であると考えるべきである。

　 庭 園 保 全 は、 こ れ ま で の 考 察 で 明 ら か に な っ た よ う に 都 市 と の 形

態 学 的 関 係 性 か ら、 元 来 存 在 し て い た 立 地 環 境 を 踏 ま え た 保 全、 庭

園 と 接 続 す る 水 系 イ ン フ ラ と の 一 体 的 な 保 全、 そ の 時 代 時 代 の 都 市
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図 4 - 1 3 . 庭 園 と 都 市 の 相 互 関 係 に お け る 動 的 現 象 の 保 全

庭 園

都 市

庭 園

都 市

従 前

提 言

庭 園 の み の 保 全 か ら

庭 園 と 都 市 と の 相 互 関 係 の 保 全 へ
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生 活 と と も に 保 全 が 必 要 で あ る と 考 え る。 本 研 究 は こ の 点 を 論 ず る

基 礎 と な る と 考 え る。 こ う し た 保 全 の あ り 方 は イ ギ リ ス や 中 国 な ど

の 一 部 の 庭 園 に お い て は 既 に み ら れ、 イ ギ リ ス で は 歴 史 的 環 境 を 静

態 的 に 保 全 す る だ け に 留 ま ら ず、 生 活 環 境 の 向 上 も 同 時 に 推 進 で き

る よ う な 保 全 に あ た っ て 制 度 が つ く ら れ て お り
26)

、 ま た 本 研 究 で 取

り 扱 っ た 蘇 州 私 家 庭 園 で は、 文 化 遺 産 で あ り な が ら 周 辺 住 民 が 自 由

に 喫 茶 利 用 を 会 員 制 と し て 運 用 し て お り、 本 来 の 利 用 の 風 景 を つ く

りだしている。

　 こ の よ う に、 歴 史 的 文 化 財 で あ り な が ら 現 代 の 生 活 利 用 を 受 け 入

れ る こ と は、 庭 園 を 空 間 や 形 態 だ け で な く 文 化 と し て 継 承 す る 上 で

重 要 で あ る。 今 後、 日 本 で も 同 様 の あ り 方 を 模 索 す る 中 で は、 生 活

者 が い る 中 で ど の よ う に 保 全 す べ き か、 ま た 都 市 計 画 や 規 制 と 文 化

財 保 全 を ど う 一 体 化 さ せ る か、 現 代 社 会 と の 整 合 性 に つ い て も 検 討

が必要である。このような文化遺産の生活利用に対する考え方には、

1930 年 代 に 郷 土 風 景 の 保 存 に つ い て の 議 論 の 中 で も 行 わ れ、 郷 土

風 景 を 開 発 制 御 し な が ら よ り 良 い も の に し て い く べ き だ と い う 提 言

も あ っ た
27)

が、 結 果 的 に は、 郷 土 風 景 は 都 市 化 の 波 に の ま れ て 消

滅 し て い っ た。 一 方 で、 古 川 の 河 岸 は 300 年 以 上 も 機 能 を 保 持 し て

き た が、 こ の 背 景 に は 土 地 が 細 分 化 さ れ ず 公 有 地 と し て 支 え ら れ て

き た こ と や コ ミ ュ ニ テ ィ に よ り 維 持 存 続 が 続 け ら れ た こ と が あ げ ら

れ、持続的な維持には地域の暮らしに支えられた維持管理システム、

そ れ を 支 え る 公 的 土 地 所 有 や 土 地 利 用 の ル ー ル な ど が 重 要 で あ る こ

とを指摘されている
28)

。

　 庭 園 を 都 市 の 一 部 と し て 捉 え、 新 た な 庭 園 保 全 の 動 き に 出 よ う と

す る 流 れ は、 長 い 歴 史 を 持 つ 西 欧 で は 既 に み ら れ る。1981 年 5 月

に 打 ち 立 て た『 フ ィ レ ン ツ ェ 憲 章 』 に お い て、 歴 史 的 庭 園 は「 周 辺

の 環 境 と は 切 り 離 せ な い も の で あ る 」 と 述 べ ら れ、 ま た そ れ に 続 く

『歴史的庭園イタリア憲章』では、庭園の利活用について都市計画的

に 検 討 す べ き で あ る と し、 庭 園 を 都 市 的 に 位 置 づ け よ う と い う 動 き

が 既 に み ら れ て い る。2000 年 9 月 に（ 社 ） 日 本 造 園 学 会・ 日 本 三

名 園 物 語 実 行 委 員 会 主 催 の「 世 界 名 園 シ ン ポ ジ ウ ム 」 で 表 明 さ れ た

『岡山宣言』では、歴史的庭園の価値を構築し持続的に発展させるべ

きとあり、『庭園から都市へ』と文化的・社会的な発信を続けていく

宣 言 で あ る と 指 摘 さ れ て い る
29)

。 本 研 究 で 扱 っ た ３ 事 象 に お け る 相

互 関 係 は、 こ の よ う に 既 に 表 明 さ れ て い る 庭 園 か ら 都 市 へ の 保 全 に

対 す る 施 策 や 宣 言 に 対 す る 具 体 的 な 手 法 を 考 え る 出 発 点 と な る と 思
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われる。

　 以 上 の よ う に 庭 園 保 全 に お い て、 こ れ ま で の よ う に 個 々 の 庭 園 単

位 で 凍 結 保 存 す る よ う な 空 間 形 態 の み を 残 す の で は な く、 庭 園 文 化

と し て 広 く 都 市 域 か ら の 保 全 の あ り 方 を 計 画 的 に ま た 制 度 や 維 持 管

理、 利 用 シ ス テ ム な ど 多 面 的 に 検 討 し、 時 代 毎 に 庭 園 の あ り よ う を

発 展 さ せ て い く べ き で あ る。 建 築 に お い て 民 家 園 な ど が あ る こ と を

考 え れ ば 凍 結 保 存 と い う あ り 方 は 一 概 に は 否 定 で き な い も の の、 伝

統 庭 園、 と り わ け ア ジ ア 庭 園 に お い て 発 展 し 現 代 の デ ザ イ ン へ 応 用

さ れ て い な い 点 に つ い て は、 今 後 の 環 境 デ ザ イ ン 分 野 の 発 展 に 期 待

し た い。 そ の た め に は、 伝 統 庭 園 が 当 時 ど の よ う に 造 営 さ れ て い た

の か を 一 層 深 く 理 解 し、 現 代 に お い て そ の 解 を デ ザ イ ン と し て 取 り

込み続ける必要があるのではないだろうか。

　 ア ジ ア 圏 で は 国 際 化 が 進 む 中 で、 そ の 国 ら し さ に つ い て 再 認 識 せ

ねばならない機会が増えており、他国とは差別化が求められている。

そ れ は 建 築・ 都 市・ 造 園 分 野 で も 同 様 で あ り、 建 築 分 野 で は 現 代 建

築 で あ り な が ら 伝 統 的 様 式 を 表 現 し て い る 建 築 も 現 れ て い る よ う に

思 う。 し か し そ れ は、 常 に 議 論 を 要 す る も の で あ る と 考 え ら れ る。

そ う い っ た 議 論 の 積 み 重 ね に よ り、 初 め て 本 来 の あ り 方 を 模 索 で き

るのではないかと思う。

5 - 2 . 都 市 文 化 緑 地 と し て の 庭 園

　 庭 園 が、 交 遊 空 間 と し て 文 化 的 な 空 間 で あ っ た こ と は し ば し ば 指

摘 さ れ て い る が、 日 本 の 広 場 も 同 様 に 文 化 的 な 空 間 と し て 位 置 づ け

ら れ る。 都 市 デ ザ イ ン 研 究 体（2009） は「 日 本 の 広 場 は 広 場 化 す

る こ と に よ っ て 存 在 し て き た 」 と し て 日 本 に お い て 広 場 は、 空 間 に

規 定 さ れ る も の と い う よ り は、 コ ミ ュ ニ テ ィ に よ り 規 定 さ れ る も の
30）

で あ る と 指 摘 さ れ て い る。 そ の 意 味 で、 江 戸 の 大 名 庭 園 が 宴 遊 や

交 遊 の 場 で あ っ た よ う に、 庭 園 も " 広 場 化 " さ れ た 空 間 で あ り、 庭

園 は " 広 場 化 " さ れ る こ と で、 は じ め て 私 的 な 空 間 か ら 都 市 に つ な

が る 共 的 な 空 間 に 昇 華 す る と 考 え ら れ る。 現 代 の 凍 結 保 存 さ れ た 庭

園 は、 こ う し た 宴 遊 や 交 遊 の 場 で は な く、 鑑 賞 の み の 記 号 化 し た 空

間になってしまったといえる。

　 江 戸 の 庭 園 に お け る 交 遊 の 場 と し て の 庭 園 は、 明 治 期 以 降 も 都 市

の 中 の 庭 園 や 眺 望 の 場 と し て の 別 荘 と し て 続 い た も の の、 避 暑 地 な

ど の 大 自 然 の 中 の 別 荘 へ と 別 荘 の あ り 方 が 変 わ っ た と い わ れ て い る
31）

。 そ の 結 果、 別 荘 は 自 然 そ の も の を 愛 で て 静 養 す る た め の 場 に な
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り、 庭 園 で は な く 自 然 そ の も の が 文 化 の 対 象 と し て 位 置 づ け ら れ る

よ う に な っ た
31）

。 こ の よ う に し て、 交 遊 の 場 と し て 庭 園 は 海 水 浴 や

ゴ ル フ な ど の 庭 園 外 で の レ ク リ エ ー シ ョ ン に と っ て 代 わ ら れ た と 考

えられる。

　 こ う し た 伝 統 庭 園 の 流 れ と は 別 に、 都 市 を 庭 園 化 し よ う と す

る 流 れ も み ら れ る。 サ ン フ ラ ン シ ス コ で 2005 年 か ら 始 ま っ た

PARK( ing )DAY というイベントは、駐車場 (Park ing ) を公園 (Park )

化 し 各 々 で 自 由 に 駐 車 場 を 公 園 化 す る と い う も の で、 広 く 世 界 で 行

わ れ る イ ベ ン ト と な っ て い る。 こ こ で の 公 園 化 と は、 ベ ン チ や 芝 生

を 主 体 者 が 置 く と い う 私 的 利 用 を し て い る こ と か ら、 庭 園 化 し て い

る も の と 捉 え ら れ る。 ま た イ ベ ン ト と し て 宴 遊 や 交 遊 を 目 的 と し た

イ ベ ン ト で あ る こ と か ら、 一 時 的 な 庭 園 で あ る と 考 え ら れ る。 一

方、 団 地 緑 地 の よ う に 半 公 共 的 な 緑 地 を 住 民 が 庭 園 利 用 し て い る 例

も、都営住宅を中心に多くみられる。このような動きは、「Open  t o  

Pub l i c」 と よ ば れ る 世 界 的 に み ら れ る 様 々 な 施 設 や 私 有 地 の 都 市 へ

の 公 開 を 促 す 潮 流 と は 逆 の も の で あ り、 都 市 と の 関 係 性 を 保 ち な が

ら も 都 市 を 私 有 化 ま た は 囲 い 込 み を 行 う こ と で、 都 市 空 間 と は 異 な

る 一 定 の 価 値 を も っ た 文 化 的 空 間 へ と 昇 華 さ せ て い る。「 パ ブ リ ッ

ク化した」公園や公開空地といった概念の下でつくられる緑地では、

求 め ら れ る 機 能 性 や 社 会 性、 リ ス ク、 コ ス ト な ど の 関 係 か ら、 庭 園

空 間 の よ う に そ れ ぞ れ の 立 地 や 利 用 に 呼 応 し た 個 性 の も っ た 空 間 へ

は発展することは珍しく、一般化しやすい。

　 こ れ ま で の 緑 の 量 が 求 め ら れ て き た 時 代 か ら 緑 の 質 が 問 わ れ る 時

代 へ と 移 行 し て い る 中 で 今 後 の 緑 地 の あ り よ う を 考 え る と、 公 園 や

公 開 空 地 と い っ た 公 共 的 な 緑 地 だ け で な く、 庭 園 の よ う に 私 的 な 緑

地 で あ っ て も、 そ の 価 値 を 認 め 都 市 計 画 の 中 で も 反 映 さ せ て い く べ

き で は な い だ ろ う か。 ま た そ の 一 方 で、 自 然 や 緑 へ の 積 極 的 な 関 わ

り も 重 要 で あ る。 庭 園 は 交 遊 や レ ク リ エ ー シ ョ ン 空 間 に 使 わ れ、 も

て な し の 文 化 の １ つ と し て 積 極 的 に 自 然 が 住 居 に と り い れ ら れ た 空

間 で あ り、 自 然 を 取 り 込 む 中 で 様 々 な 造 作 が さ れ た 空 間 と い え る。

こ う し た 自 然 と の 接 し 方 は、 花 見 と い っ た 自 然 に 対 し て 受 動 的 な 接

し 方 だ け で は な く、 能 動 的 な 接 し 方 を 示 唆 し て い る と い え、 今 後 の

緑 と の 関 わ り 方 を 考 え る 上 で も 重 要 で あ る。 能 動 的 な 接 し 方 を す る

上 で は、 場 所 や 自 然 を 解 釈 す る 自 分 の 手 の 先 と な る 技 術 も 重 要 と

な っ て く る が、 技 術 の 発 展 に よ り 新 た な 自 然 と の 接 し 方 を 生 み 出 す

も の と 考 え ら れ、 そ こ に 新 し い 庭 園 の あ り 方 を 模 索 で き る の で は な
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いかと考える。

　 先 に 述 べ た よ う に、 宗 教 や 思 想 世 界 観 の 表 象 と し て 庭 園 空 間 が 立

ち 現 れ る も の で あ る が、 宗 教 や 思 想 の 影 響 が 弱 ま っ て い る 現 代 に お

い て、 庭 園 空 間 を ど の よ う に 生 み 出 し て い く の か が 重 要 で あ る。 現

代 の 緑 地 空 間 を 生 み 出 す 背 景 に は、 世 界 的 な 環 境 問 題 を 背 景 に し た

緑 化 を 求 め る 動 き が あ る が、 こ う し た 社 会 的 な 動 向 が 新 た な 空 間 を

生 み 出 す 大 き な 原 動 力 と な っ て い る。 設 計 者・ デ ザ イ ナ ー に は、 こ

う し た 社 会 的 な 動 向 を ど う 読 み 解 き 解 釈 し、 デ ザ イ ン へ つ な げ て い

く か が 求 め ら れ て い る。 複 雑 化 す る 現 代 社 会 の 中 で は、 社 会 を ど の

よ う に 理 解 す る か そ の 考 え 方 そ の も の が、 か つ て の 庭 園 空 間 を 創 出

す る 原 動 力 と な っ た 宗 教 や 思 想 に 代 わ る も の で は な い だ ろ う か。 そ

れ は 宗 教 や 思 想 と 同 様 に 普 遍 的 で 影 響 力 を も つ た め に は、 論 理 的 な

思 考 が 求 め ら れ る で あ ろ う。 一 方 で、 宗 教 や 思 想 の 影 響 力 が 弱 ま っ

た こ と で、 都 市 立 地、 都 市 機 構、 都 市 利 用 の あ り 方 か ら 強 く 庭 園 空

間 が 規 定 さ れ る よ う に な っ て く る と も 考 え ら れ る。 本 研 究 の 中 で 取

り 上 げ た 都 市 立 地・ 都 市 機 構・ 都 市 利 用 形 態 の ３ つ の 事 象 は、 都 市

と 庭 園 な い し は 庭 園 に 代 わ る 緑 地 空 間 を 考 え る 上 で 重 要 で あ る が、

同 じ ヒ エ ラ ル キ ー の 下 に あ る わ け で は な い。 都 市 立 地 の よ う に 普 遍

的 な も の の 上 に、 都 市 機 構 が あ り、 さ ら に そ の 上 に 都 市 利 用 形 態 が

あ る。 こ れ は 序 章 で 述 べ た よ う に、 ス ケ ー ル と の 関 係 に も あ て は ま

る。 ヒ ュ ー マ ン ス ケ ー ル で お こ り う る 様 々 な 社 会 現 象 に 対 す る 都 市

利 用 の あ り 方 に 注 視 し な が ら も、 そ の 基 盤 と な る 都 市 機 構、 さ ら に

都 市 機 構 を 形 作 っ て い る 都 市 の 地 勢 を 今 一 度 読 み 解 き 直 す こ と が 必

要である。
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6 . 本研究のまとめ

　 本 研 究 は 都 市 環 境 と 庭 園 意 匠 に つ い て、 庭 園 ま た は 都 市 の み を 対

象 と し た こ れ ま で の 研 究 に 対 し て、 庭 園 を 改 め て 都 市 環 境 の 一 部 と

し て 位 置 づ け、 思 想 的 や 文 化 的 な 研 究 に 対 し て 物 理 的 な 関 係 性 を 都

市 立 地・ 都 市 機 構・ 都 市 利 用 の ３ つ の 事 象 か ら 各 々 分 析 し た。 こ う

した研究をする出発点には、「都市における庭園の役割とは何か」と

い う 疑 問 が あ っ た。 こ う し た 疑 問 を も つ 背 景 に は、 庭 園 が 凍 結 保 存

さ れ、 以 前 は あ っ た ま ち と の 関 係 や 本 来 の 使 わ れ 方 が な く な り、 同

時 に 現 代 の 生 活 や 都 市 と は 乖 離 し た 空 間 と な っ て い る こ と が あ る。

こ の よ う に 記 号 化 さ れ て し ま っ た 現 代 の 庭 園 は、 消 費 さ れ る 空 間 に

な っ て し ま っ て い る。 そ こ で 本 研 究 は、 基 本 的 に 閉 じ ら れ た、 ま た

理 想 化 さ れ た 私 的 な 場 所 と し て デ ザ イ ン さ れ る 庭 園 を、 改 め て 都 市

と の 関 係 の 中 で 位 置 づ け た。 伝 統 庭 園 デ ザ イ ン を 都 市 環 境 と の 関 係

か ら 見 直 し、 複 合 的 な 視 点 か ら 空 間 デ ザ イ ン の あ り 方 を 理 解 す る こ

と は、 人 間 と 自 然 の 本 質 的 な 共 存 関 係 を 構 築 す る 必 要 性 が 高 ま っ て

い る 今 日、 重 要 な 視 座 を 与 え る も の で あ る。 ヨ ー ロ ッ パ で は 既 に 庭

園 の 再 解 釈 と 現 代 の 都 市 デ ザ イ ン へ の 応 用 が 積 極 的 に 行 わ れ て い る

中 で、 本 研 究 で は ア ジ ア 庭 園 に お い て 伝 統 的 な 庭 園 デ ザ イ ン の 再 解

釈を行った。

　 特 に、 本 研 究 で は 庭 園 と 都 市 の 関 係 の 中 で も、 双 方 を 物 理 的 に つ

な ぐ 水 に 着 目 し た。 元 来、 庭 園 池 泉 に 使 わ れ る 水 は 自 然 水 系 ま た は

自 然 水 系 を 利 用 し た 都 市 水 系 に 拠 る も の で あ り、 庭 園 と 接 続 す る 周

辺 の 水 系 も 重 要 と な る。 こ の 庭 園 と 都 市 と を 物 理 的 に つ な ぐ 重 要 な

要 素 で あ る 水 に 注 目 す る 事 で、 現 代 社 会 に お け る 水 を 取 り 巻 く 環 境

デザインを考える上でも重要な知見を得られるものと思われる。

　 既 往 研 究 に お い て は、 都 市 的 な 視 点 か ら の 研 究 と し て 庭 園 池 泉 の

立 地 や 水 源、 水 系 と の 関 係 な ど を 研 究 し た も の が 主 で あ り、 庭 園 意

匠 と 都 市 水 系 と の 関 係 に つ い て ま で の 指 摘 は 少 な い。 ま た 庭 園 の 立

地 か ら 利 用 形 態 ま で、 庭 園 を 都 市 と の 関 係 か ら 総 合 的 な 視 点 で 分 析

し た 研 究 は な い。 そ こ で 本 研 究 で は、 こ れ ま で 明 ら か に さ れ て き た

各 々 の 庭 園 に お け る 都 市 水 系 と の 関 係 を 踏 ま え な が ら、 総 合 的 な 分

析を通して都市水系と庭園池泉意匠との関係を明らかにした。

　 以 上 の よ う に、 本 研 究 で は と り わ け 水 に 注 目 し、 庭 園 池 泉 と 都 市

水 系 と の 関 係 を 明 ら か に す る も の で あ り、 複 数 の 庭 園 を も つ 都 市 に

つ い て、 立 地 環 境 か ら デ ザ イ ン ま で 庭 園 を 巡 る 総 合 的 な 観 点 か ら、
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庭園意匠と都市環境の相互関係を把握した。

　 そ の 結 果、 そ れ ぞ れ の 事 象 に 対 し て、 庭 園 デ ザ イ ン 特 性 が 表 出 し

て い る こ と を 明 ら か に し た。 都 市 の 立 地 条 件 を 取 り 込 む 中 で、 地 割

形 態 や 造 成 形 態 を 工 夫 す る こ と で 立 地 特 有 の 庭 園 デ ザ イ ン が 表 出 し

て い る 事 が わ か る。 そ の 上 で、 都 市 水 系 と 共 存 す る 中 で は、 分 水 機

構 や 水 制 御 機 構 を 工 夫 す る こ と で、 機 能 性 と 意 匠 性 が 両 立 し た デ ザ

イ ン が が 表 出 し て い る 事 が わ か る。 そ し て 都 市 利 用 形 態 を 庭 園 に 取

り 込 む 中 で は、 都 市 建 築・ 土 木 技 術 を 取 り 入 れ る こ と で 利 用 形 態 に

呼応した水際空間デザインが表出している事がわかる。

　 見 い だ さ れ た 庭 園 デ ザ イ ン 特 性 は 相 互 に 関 係 す る こ と で、 個 々 の

庭 園 デ ザ イ ン の 特 徴 と し て 表 出 し 個 々 の 庭 園 空 間 を 構 成 し て い る こ

と が わ か る。 ま た、 こ の よ う に し て 表 出 し た 庭 園 デ ザ イ ン 特 性 が、

都 市 デ ザ イ ン へ と 示 唆 を 与 え て い る と 考 え ら れ る。 一 般 的 に 庭 園 文

化 世 界 観 の 表 象 と し て 庭 園 デ ザ イ ン が あ る が、 本 研 究 で は 庭 園 を 都

市 の 物 理 的 関 係 の 側 面 に の み 集 中 し て 分 析 す る こ と で、 は じ め て 庭

園と都市のデザイン的、形態的な相互関係を見いだすことができた。

　 環 境 問 題 が 悪 化 し 緑 化 が 叫 ば れ て い る 現 代 に お い て、 公 共 偏 重 の

緑 化 政 策 に は 限 界 が あ り、 既 に 民 間 企 業 に よ る 緑 化 に 頼 ら ざ る を 得

な い 現 状 に あ る が、 こ れ ま で の 公 共 事 業 に よ る 機 能 的 な 緑 地 整 備 か

ら、 文 化 と し て の 緑 へ 転 換 す る べ き で あ り、 そ の 中 で 今 一 度 こ れ ま

で 庭 園 が 都 市 環 境 と の 関 係 の 中 で 構 築 し て き た 考 え 方 を 継 承 す べ き

であることが、本研究から得られる知見である。
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