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 本 研 究 は 、 1958 年 以 降 に 中 国 農 村 部 を 対 象 と し て 成 立 が 図 ら れ た 社 会 主 義 的 基 礎 組 織

単 位 で あ る 人 民 公 社 の 地 域 計 画 、建 築 計 画 な ら び に そ の 様 式 の 特 質 を 、近 代 建 築 史 上 に

位 置 付 け よ う と し た も の で あ る 。 同 公 社 は 1983 年 の 憲 法 改 正 に よ る 解 体 ま で 、 紆 余 曲

折 を 経 つ つ も 中 国 近 代 農 村 の 行 政・経 済 機 構 と し て 各 地 に 建 設 運 営 さ れ て き た が 、そ の

建 築 的 詳 細 は 不 明 で 、史 的 評 価 は 定 ま っ て い な い 。本 研 究 で は 同 公 社 の 最 も 先 駆 的 か つ

代 表 的 事 例 と し て 著 名 な 河 南 省 の 衛 星 人 民 公 社 を 対 象 と し て 、そ の 設 計 に 関 す る 一 次 資

料 の 分 析 な ら び に 実 際 の 建 造 物 の 実 地 分 析 を 行 な っ た 。  

人 民 公 社 に つ い て の 先 行 研 究 は 、 主 に そ の 政 治 ・ 社 会 組 織 に つ い て 論 じ た も の は 数 多

く 存 在 す る が 、建 築 領 域 で の 研 究 は 少 な い 。そ の 成 果 の 一 端 に お い て 、人 民 公 社 は 先 進

国 以 外 で の モ ダ ニ ズ ム の 実 践 と し て 認 識 、主 張 さ れ た 。本 論 で は 、具 体 的 な 人 民 公 社 の

計 画 か ら 実 現 ま で の 経 緯 の 新 た な 詳 細 復 元 に よ っ て 既 往 研 究 の 主 張 を 精 密 に 再 検 討 し

て い る 。さ ら に 、1972 年 日 中 国 交 回 復 後 に 発 足 し た わ が 国 の 建 築 の 学 術 技 術 の 交 流 組 織

で あ っ た「 日 中 建 築 技 術 交 流 会 」（ 1973 - 2003）の 訪 中 活 動 と そ の 出 版 物 の 記 録 を 通 し て 、

吉 阪 隆 正 を は じ め と し た 日 本 人 建 築 家 た ち に よ る 人 民 公 社 像 と い う 国 外 か ら の 評 価 も

視 野 に 含 め た 。  

本 論 文 は 、 序 論 ・ 本 論 5 章 ・ 結 論 か ら 構 成 さ れ る 。 以 下 、 各 章 の 要 旨 を 述 べ る 。  

序 論 で は 、 研 究 背 景 と 目 的 、 先 行 研 究 、 研 究 方 法 お よ び 本 論 文 の 構 成 に つ い て 述 べ て

い る 。ま ず 、中 国 、日 本 に お け る 歴 史 学 や 社 会 学 の 諸 分 野 に お け る 先 行 研 究 を 概 略 的 に

紹 介 し 、次 に 建 築 学 分 野 に お け る 研 究 を 整 理 し て い る 。結 果 と し て 人 民 公 社 の 具 体 的 な

建 築 計 画 の 経 緯 や 建 築 様 式 の 史 的 解 明 の 不 備 を 指 摘 し て い る 。  

本 論 第 一 章 「 人 民 公 社 の 設 計 に お け る 居 住 区 域 の 配 置 計 画 」 で は 、 主 要 研 究 対 象 で あ

る 衛 星 人 民 公 社 の 地 域 計 画 の 特 質 を 検 討 し て い る 。具 体 的 に は 最 末 端 の 共 同 居 住 単 位 で

あ っ た 生 産 隊 の 居 住 区 域 の 配 置 方 法 論 を 紹 介・分 析 し て い る 。同 方 法 を 計 画・提 案 し た

設 計 組 織 は 12 名 の 華 南 工 学 院 建 築 系 の 教 員 と 学 生 か ら な る グ ル ー プ で あ っ た （ 以 下 、

華 工 ）。華 工 は 当 時 の 中 国 南 部 の 拠 点 的 建 築 教 育 機 関 で あ っ た 。彼 ら は 1950 年 代 当 時 の

中 国 農 村 の 現 実 条 件（ 地 形 的 特 徴 、交 通 の 状 況 ）を 踏 ま え た 上 で 、農 民 の 日 常 的 な 生 産 ・

生 活 行 動 を 円 形 の 徒 歩 圏 に 限 定 し 計 画・提 案 し た の で あ っ た 。そ の 中 心 概 念 で あ る「 耕

作 半 径 」（ 居 住 区 域 か ら 耕 作 地 ま で の 歩 行 距 離 を 関 数 か ら 導 き 出 し た 値 。 道 路 の 実 際 や

地 形 の 要 素 を 加 味 し た 係 数 で 除 し た ） と 「 近 隣 住 区 」（ ペ リ ー ・ 1924） の サ ー ビ ス 半 径

と の 比 較 に よ っ て 、衛 星 人 民 公 社 の 生 産 隊 居 住 区 域 の 配 置 方 法 と 西 洋 の 近 代 都 市 計 画 理

念 が 、地 域 計 画 を 生 活 圏 か ら 構 想 す る 圏 域 的 計 画 と し て 共 通 し た 手 法 を 持 つ こ と を 指 摘

し た 。両 者 は 規 模 や 具 体 的 な 目 的 が 異 な る も の の 、通 勤 通 学 圏 の 理 念 、中 心 ・ 周 辺 ・ 境

界 に よ っ て 構 成 さ れ る 空 間 構 成 の 把 握 方 法 に 類 似 性 が 認 め ら れ る 。こ れ に よ っ て 先 駆 的

公 社 の 設 計 に お け る 圏 域 的 計 画 の あ り 方 の 一 端 を 初 め て 提 示 し た 。  

本 論 第 二 章 「 人 民 公 社 の 設 計 に お け る 公 共 建 築 の 建 築 様 式 」 で は 、 華 工 が 一 体 的 に 計

画・提 案 し た 衛 星 人 民 公 社 計 画 案 に お け る 公 社 の 最 高 の 行 政 管 理 機 関 で あ る「 公 社 中 心 」

と 第 一 生 産 大 隊（ 中 級 の 行 政 組 織 で あ り 、行 政 村 程 度 ）の 居 住 区 域 の 建 築 群 の 配 置 計 画
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案 に 注 目 し 、 そ の 様 式 の 特 徴 を 検 討 し て い る 。 そ の 結 果 と し て 1950 年 代 初 期 よ り 中 国

に 持 ち 込 ま れ た ソ 連 由 来 の 社 会 主 義 リ ア リ ズ ム を 基 本 と し つ つ も 、建 築 様 式 細 部 に お け

る 20 世 紀 初 頭 の 西 欧 を 発 端 と す る モ ダ ニ ズ ム と の 拮 抗 的 併 存 関 係 を 指 摘 し 、 そ の 設 計

主 体 の 出 自 の 考 察 も 加 え 、そ の 経 緯 を 検 討 し て い る 。具 体 的 に は 、衛 星 人 民 公 社 中 心 の

公 共 建 築 の 平 面・立 面 案 は 、社 会 主 義 リ ア リ ズ ム に 則 り 公 社 成 立 以 前 か ら す で に 当 時 の

中 国 で 主 要 な 建 築 様 式 と な っ て い た「 大 屋 根 様 式（ 大 屋 頂 建 築 ）」（ 近 代 的 な 鉄 筋 コ ン ク

リ ー ト 構 造 の 躯 体 に 中 国 の 伝 統 的 な 屋 根 形 状 や 装 飾 を 付 加 さ せ た 様 式 。平 面 計 画 は 中 軸

対 称 手 法 を 採 用 ）を 前 提 と し て い た 。に も か か わ ら ず 、同 公 社 の 立 面 提 案 に お い て は「 大

屋 根 様 式 」 の 伝 統 的 な 屋 根 を 排 し 、 ル ・ コ ル ビ ュ ジ エ の 「 輝 く 村 落 」（ 1934） に 登 場 す

る 反 復 す る バ レ ル・ア ー チ 型（ か ま ぼ こ 状 ）の 連 続 屋 根 が 採 用 さ れ た こ と を 初 め て 報 告

し た 。以 上 の 建 築 様 式 の 特 徴 の 考 察 に よ っ て 、同 公 社 中 心 部 の 公 共 建 築 の 設 計 提 案 で は 、

こ れ ま で 公 社 の 主 要 な 様 式 と し て 考 え ら れ て き た 社 会 主 義 リ ア リ ズ ム の み な ら ず 、モ ダ

ニ ズ ム の 文 脈 も 併 存 し た こ と 、ま た そ の 提 案 組 織 で あ っ た 華 工 に は ド イ ツ の カ ー ル ス ル

ー エ 工 科 大 学 で 教 育 を 受 け 、ル・コ ル ビ ュ ジ エ の ア ト リ エ に 勤 務 し た 計 画 者 が 含 ま れ て

い た こ と を 明 ら か に し 、 そ の 傍 証 と し た 。  

本 論 第 三 章 「 人 民 公 社 の 設 計 に お け る 居 住 建 築 の 設 計 方 針 」 で は 、 人 民 公 社 制 度 下 の

集 団 生 活 の 特 徴 、な ら び に そ れ に 対 応 し た 人 民 公 社 の 居 住 建 築 の デ ザ イ ン と の 関 連 性 を

述 べ 、さ ら に そ の 背 景 と し て 計 画 当 時 の 中 国 建 築 界 の 設 計 動 向 を 検 討 し て い る 。そ の 結

果 と し て 、同 居 住 建 築 の 設 計 が 当 時 の 中 国 政 府 が 求 め た 方 針 に な ら っ て 、経 済 性 と 標 準

化 を 主 要 な 追 及 項 目 と し て い た こ と を 明 ら か に し た 。さ ら に 、華 工 に よ る 同 公 社 地 元 の

「 民 居 」（ 民 家 の 意 ） 調 査 報 告 と 、 彼 ら が 提 案 し た 集 団 住 宅 設 計 案 の 分 析 を 通 し て 、 彼

ら が 意 識 的 に 地 方 住 宅 を 参 照 し 、経 済 性 と 合 理 性 を 実 態 に あ わ せ て 検 討 し 、集 団 住 宅 を

設 計 し た 経 緯 を 明 ら か に し た 。具 体 的 に は 、そ の 集 団 住 宅 の 平 面 構 成 案 は 、経 済 的 な 一

人 当 た り の 居 住 面 積 の 設 定 や 、住 棟 の 独 立 入 口 の 強 調 は い ず れ も 地 元 の 住 宅 に 由 来 し た

結 果 で あ っ た こ と を 指 摘 し た 。し か し な が ら 一 方 で 、華 工 は 過 去 の 民 家 の「 庭 」の 存 在

を 意 識 せ ず 集 団 住 宅 案 を 創 出 し た 。そ の 結 果 、副 業 生 産 の た め の 空 間 と し て の「 庭 」が

各 戸 か ら 消 失 し た 経 緯 も 併 せ て 指 摘 し た 。  

本 論 第 四 章 「 衛 星 人 民 公 社 の 実 際 」 で は 、 河 南 省 駐 馬 店 市 遂 平 県 に 位 置 す る 旧 衛 星 人

民 公 社（ 現 衛 星 人 民 公 社 旧 址博物館）の 現 地 調 査 に 基づき 、計 画 案 と の相違を 明 ら か に

し た 上 で 、実 際 に 建 て ら れ た 衛 星 人 民 公 社 の 建 築 群 の 特 徴 な ら び に そ の 史 的 意 義 に つ い

て 述 べ て い る 。そ の 結 果 と し て 、ま ず 公 社センター 建 築 群 の全体 配 置 は 中 軸 対 称 で 計 画

案 と 共 通 し て い る こ と 、ま た役場 機能を 持 つ 中 心 建 物 で あ る「弁公楼」に お け る 建 築 様

式 で は 、屋 根 は よ り簡素 な切妻屋 根 と し て 実 現 さ れ た こ と を 実測、報 告 し た 。こ れ は 人

民 公 社 の 実 際 の 建 設 に お い て 、大 屋 根 様 式 で も 、バ レ ル・ア ー チ 型 で も な く 、地 元 の古

い 民 家 の 構 造 方 式 が援用 さ れ た 結 果 で あ る 。こ の こ と か ら 同 公 社 の 建 築 様 式 が 、近 代 的

計 画 手 法 を 経 な が ら も 、そ の 実 現 に お い て 地 元 の 伝 統 的 構 法 を 踏 ま えねばな ら な か っ た

こ と を 指 摘 し た 。著 者 は こ こ に 同 計 画 の 実施が遭遇せざる を得な か っ た 地 域 的 特 性 の 存
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在 を見出 し 、そ の 後 の 建 設 活 動への影響を 検 討 し て い る 。例 えば当 時 、エ リ ー ト 集 団 で

あ る 華 工 と 地 元施工 者 が 共 同 で 行 っ た 一 連 の 建 設 結 果 の 中 に 、農 民 た ち の 集 団 住 居 の た

め の 新 機能を 備 え る 公 共施設 が 実 現 し た こ と を 指 摘 し て い る 。  

本 論 第五章 「 日 本 人 建 築 家 の見た 人 民 公 社 像  -日 中 建 築 技 術 交 流 会誌『日 中 建 築』を

中 心 と し て -」 は 、 公 社 計 画 に お け る 地 域 的 特 性 の 存 在 の 史 的 意 義 を 外 部 の 視 点 か ら見

出 そ う と し て い る 。 そ の た め に 前 述 の 、「 日 中 建 築 技 術 交 流 会 」 の 会誌で あ る『日 中 建

築』の 記 事 を 通 し て 、吉 阪 隆 正 を は じ め と し た 日 本 人 建 築 家並び に 建 築 各 領 域 の専門家

た ち が そ れぞれ執筆し た 人 民 公 社 像 を 紹 介・検 討 し て い る 。そ れ に よ れば当 時 の 訪 中 日

本 人 建 築 家・専門家 た ち が 、自 治 を 基 礎 と し た 集 住 組 織 化 、伝 統 的 な 技 術 や 、古い 民 家

の 意 匠 と い っ た 地 域 固 有 の 要 素 に 基 づ く 中 国 の 新 し い 造 形 の 誕 生 等 に お い て 大 き な 期

待を寄せ て い た こ と を 明 ら か に し た 。そ の 上 で 、当 時 の 中 国 に お け る こ の よ う な 近 代 性

実 現 の困難が 、逆に 新 た に 地 域 的 要 素 の重要 性 を 発見せ し め た こ と を 積極的 に 評 価 す べ

き こ と を 主 張 し て い る 。そ の 後 の 1960年 代 か ら 、先 進 国 で は 建 築 に お け る 近 代 主 義への

反 省 が台頭 し た 。人 民 公 社 一般は そ の「 反 省 」期 に あ っ て 、日 本 に お い て は相応 の 建 築

家・専門家 た ち に 、そ の 先 駆 的 存 在 と し て 把 握 さ れ た と 主 張 し て い る 。こ の 指 摘 は今後

検 討 さ れ る べ き重要 な着眼で あ る 。  

結 論 で は 、 各 章 を 踏 ま え た 上 で 、 人 民 公 社 の 計 画 に お い て は 、 社 会 主 義 リ ア リ ズ ム 、

モ ダ ニ ズ ム双方 の 要 素 を 含 み な が ら も 、そ の 実 際 に お い て 地 域固有の 技 術 を 採 用 す る必

要 が あ っ た と 整 理 し た 。そ の 上 で 、人 民 公 社 と い う 社 会 実験が 特 に 同 時 代 の 日 本 の 建 築

専門家 に与え た影響を ま と め た 。  

以 上 を 要 す る に 、 本 論 文 は 、 人 民 公 社 建 設 の 計 画 か ら 結 果 ま で を取り扱い 、 そ の 設 計

方 法 論 の展開な ら び に 実 現 の 過 程 に 形 成 さ れ た 地 域 の 実 際 に 向 か う 建 設 理 念 を 、外 部 の

視 点 か ら の 考 察 を 踏 ま え た 上 で 近 代 建 築 史 の 流 れ に 位 置 付 け 、そ の 意 義 を あ ら た に 認知

せ し め た も の で あ る 。 こ れ ら 成 果 は 、博士（ 工 学 ） の授与に 値 す る も の と 認 め る 。  
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