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本 論 文 の 目 的 は 、 1 9 世 紀 か ら 2 0 世 紀 へ の 世 紀 転 換 期 に ウ ィ ー ン を 中 心 に 活 躍

し た ア ド ル フ ・ ロ ー ス （ A d o l f  L o o s , 1 8 7 0 - 1 9 3 3） の 建 築 を 、 ヴ ァ ル タ ー ・ ベ ン ヤ

ミ ン（ W a l t e r  B e n j a m i n , 1 8 9 2 - 1 9 4 0）に よ る 触 覚 概 念 に 即 し て 考 察 す る こ と で 、ロ

ー ス が 達 成 し た 空 間 の 質 を あ き ら か に す る こ と に あ る 。 本 論 文 が ベ ン ヤ ミ ン の ロ

ー ス 理 解 を 通 し て ロ ー ス を 読 み 解 く と い う 二 段 階 の ア プ ロ ー チ 方 法 を 採 用 す る こ

と で 目 指 す の は 、 ベ ン ヤ ミ ン が ロ ー ス を 通 し て 見 据 え て い た ロ ー ス の 建 築 の 可 能

性 を 探 る こ と で ロ ー ス 建 築 の 特 質 を 再 考 す る こ と に あ る 。  

ベ ン ヤ ミ ン は 「 カ ー ル ・ ク ラ ウ ス 」（ 1 9 3 1） と 「 経 験 と 貧 困 」（ 1 9 3 3） の 二 編 の

エ ッ セ イ で ロ ー ス に 言 及 し て い る 。 そ れ ら は 僅 か な 言 及 に 過 ぎ な い が 、 ベ ン ヤ ミ

ン は ロ ー ス を と お し て 時 代 変 革 期 に お け る 知 覚 変 容 の 議 論 に つ な げ て い る と 考 え

ら れ 、ロ ー ス の 存 在 は ベ ン ヤ ミ ン に と っ て 思 考 を 発 展 さ せ る 重 要 な 存 在 で あ っ た 。

ベ ン ヤ ミ ン を 通 し た ロ ー ス 理 解 と い う 限 定 的 な 方 法 は 体 系 的 な ロ ー ス 像 を 描 く こ

と が で き な い 代 わ り に 、 ベ ン ヤ ミ ン が 見 据 え て い た ロ ー ス の 歴 史 的 意 義 を 照 ら し

出 し 、 ロ ー ス 建 築 の 特 質 を 考 え る 上 で の 一 助 と な る こ と が 期 待 で き る と 考 え る 。

ベ ン ヤ ミ ン は 「 カ ー ル ・ ク ラ ウ ス 」 に お い て 、 ロ ー ス の 論 考 「 装 飾 と 犯 罪 」 の 主

旨 を「 芸 術 作 品 と 実 用 品 の 分 離 」と 断 定 し た 上 で 肯 定 的 に 捉 え て い る 。続 い て「 経

験 と 貧 困 」の な か で 、「 ち っ ぽ け で も ろ い 人 間 の 身 体 」以 外 の す べ て が 変 貌 し て し

ま っ た 「 新 た な 未 開 の 状 態 」 に お い て 、 そ の よ う な 状 態 を 打 破 し 新 た な 創 造 を 生

み 出 す 「 鋭 敏 な 意 識 の 持 主 」 の ひ と り と し て ロ ー ス を 高 く 評 価 し て い る 。 本 論 文

が 振 り 返 っ た の は 、 こ の よ う に ベ ン ヤ ミ ン が 時 代 変 革 期 に お け る 先 達 と し て 評 価

し た 建 築 家 ロ ー ス に よ る 建 築 空 間 の 質 で あ っ た 。  

ロ ー ス に 関 す る 既 往 研 究 は 、 図 面 や 写 真 と い っ た 研 究 史 料 の 乏 し さ 、 そ れ と は

対 照 的 に 残 さ れ た 論 考 の 多 さ 、 さ ら に 竣 工 当 時 の 状 態 を あ り の ま ま 追 体 験 で き る

建 築 の 少 な さ の 三 つ の 困 難 に 直 面 し 規 定 さ れ て き た 。 そ れ に よ り 協 働 者 と し て 設

計 に か か わ り 実 際 の ロ ー ス 建 築 を 知 る ク ル カ の 見 解 が 追 認 さ れ て き た 状 況 や 、 実

体 験 を 伴 わ な い 観 念 的 な 研 究 が 行 わ れ る 状 況 が 生 み だ さ れ て き た 。 本 論 文 は 、 こ

の よ う な 既 往 研 究 を 規 定 し て き た 状 況 を 、 実 際 の 空 間 体 験 を 巡 っ て 得 ら れ る 感 覚

を も と に 、 残 さ れ た 史 料 や 論 考 も 含 め て 複 合 的 か つ 総 合 的 に 考 察 す る こ と で 、 ロ

ー ス 建 築 が 達 成 し た 空 間 の 質 を あ き ら か に す る こ と を 目 指 し て い る 。  

本 論 文 の 課 題 は 、ベ ン ヤ ミ ン に よ る ロ ー ス 評 価 を 発 端 に ロ ー ス の 建 築 を「 触 覚 」

と い う キ ー ワ ー ド に 即 し て 読 み 解 く こ と で 、 ベ ン ヤ ミ ン が 時 代 変 革 期 に お け る 先

導 者 と し て み て い た ロ ー ス 建 築 の 空 間 的 質 を 解 明 す る こ と に あ る 。 そ の た め の 方

法 と し て 本 論 文 は 「 普 遍 的 価 値 の 不 在 状 況 と ロ ー ス の 価 値 基 準 の 同 定 」、「 ベ ン ヤ

ミ ン が 見 据 え て い た ロ ー ス の 可 能 性 の 把 握 」、「 空 間 の 運 動 性 へ の 着 目 」 と い う 三

種 の 異 な る 位 相 の 考 察 を 試 み た 。  

 本 論 文 は 、 序 章 、 第 一 部 3 章 、 第 二 部 2 章 、 結 語 の 構 成 を と る 。  

 序 章 に お い て は 、本 論 文 の 研 究 背 景 と 目 的 、ロ ー ス 研 究 に お け る 本 論 文 の 位 置 、



 

No. 2 

方 法 を 述 べ て い る 。  

 第 一 部 第 一 章 で は 、1 9 世 紀 末 ウ ィ ー ン に お け る 旧 来 の 価 値 基 準 が 有 効 に 働 か な

く な っ た 社 会 的 文 化 的 状 況 の な か で 、 拠 る べ き 価 値 基 準 を ど こ に 見 出 す か 、 と い

う 問 い へ の 応 答 を 探 っ て い た ロ ー ス の 状 況 を 確 認 し た 。 ロ ー ス が 建 築 家 と し て 活

動 を 始 め た 時 期 の ウ ィ ー ン は 社 会 的・文 化 的 な 普 遍 的 価 値 が 失 わ れ た 状 況 に あ り 、

ロ ー ス は 自 身 の 拠 る べ き 価 値 基 準 を 模 索 す る 状 態 に あ っ た 。 の ち に 激 し く 非 難 す

る こ と に な る ヨ ー ゼ フ ・ ホ フ マ ン と ウ ィ ー ン 分 離 派 を 当 初 は 肯 定 す る な ど 、 ロ ー

ス は 揺 れ 動 き な が ら 模 索 し て い た こ と が わ か っ た 。 当 時 の 状 況 を ロ ー ス と ホ フ マ

ン の 関 係 か ら 浮 き 彫 り に す る の と 同 時 に 、 ホ フ マ ン が 主 要 メ ン バ ー で あ っ た ウ ィ

ー ン 分 離 派 と ロ ー ス の 関 係 を 確 認 す る こ と で ロ ー ス の 立 ち 位 置 を 同 定 し た 。  

第 一 部 第 二 章 で は 、 ベ ン ヤ ミ ン が 言 及 す る 論 考 「 装 飾 と 犯 罪 」 へ と 続 く こ と に

な る ロ ー ス の 初 期 論 考 を 検 討 し 、 拠 る べ き 価 値 基 準 の 不 在 と い う 世 紀 末 ウ ィ ー ン

の 状 況 下 に お け る ロ ー ス が 拠 り 所 と し た 価 値 基 準 を 探 り 、 ベ ン ヤ ミ ン が 見 据 え た

「 装 飾 と 犯 罪 」 の 意 義 と 可 能 性 を あ き ら か に し た 。 ロ ー ス の 拠 る べ き 価 値 基 準 を

探 る 手 掛 か り は 「 ゲ ヴ ェ ル ベ （ G e w e r b e）」 と い う 術 語 に あ っ た 。 ロ ー ス が 考 え る

ゲ ヴ ェ ル ベ と は 、 工 業 化 さ れ る 以 前 の デ ザ イ ン と 製 作 の 両 方 を 担 う 職 人 が 生 み 出

す モ ノ づ く り で あ り 、そ の 手 仕 事 に よ る 有 用 な 日 用 品 が 想 定 さ れ て い た 。そ し て 、

ロ ー ス が 自 ら の 拠 る べ き 価 値 基 準 と し て 提 示 し た の は 、「 芸 術 作 品 と 実 用 品 の 分

離 」 で あ り 、 建 築 を 実 用 品 と し て 「 日 常 使 用 す る も の 」 の ひ と つ に 位 置 づ け た こ

と で あ る 。 ベ ン ヤ ミ ン は 、 こ の よ う な 「 装 飾 と 犯 罪 」 の 主 旨 で あ る 「 芸 術 作 品 と

実 用 品 の 分 離 」 を 首 肯 し 、 ロ ー ス が 提 示 し た 拠 る べ き 価 値 基 準 が も つ 意 味 を み つ

め 、 そ の 可 能 性 を 延 伸 し て い く こ と に な る 。  

 第 一 部 第 三 章 で み た の は 、 ベ ン ヤ ミ ン が 首 肯 し た ロ ー ス に よ る 「 芸 術 作 品 と 実

用 品 の 分 離 」 か ら 導 か れ る 「 使 用 す る も の 」 と し て の 建 築 の 受 容 方 法 で あ る 。 ベ

ン ヤ ミ ン は「 経 験 と 貧 困 」の 三 年 後 の「 複 製 技 術 時 代 の 芸 術 作 品 」（ 1 9 3 6）に お い

て 、「 鑑 賞 す る も の 」と し て の 建 築 と「 使 用 す る も の 」と し て の 建 築 の ふ た 通 り の

異 な っ た 受 容 方 法 を 指 摘 し 、 そ れ ぞ れ 視 覚 と 触 覚 に 対 応 す る と し て い た 。 そ し て

現 代 に お い て 、 建 築 を 「 使 用 す る も の 」 と し て 触 覚 的 に 受 容 す る 必 要 性 を 説 く の

で あ る 。ベ ン ヤ ミ ン は 、「 鑑 賞 す る も の 」と し て の 建 築 受 容 を 、精 神 を 集 中 さ せ て

ジ ッ と 「 静 観 」 す る 方 法 と し て 提 示 し た の に 対 し 、 そ れ に 対 置 さ れ る 「 使 用 す る

も の 」 と し て の 建 築 受 容 は 、 日 常 的 な 「 慣 れ 」 に よ る 方 法 と し て 提 示 し て い た 。

ベ ン ヤ ミ ン の 触 覚 概 念 の 原 初 で あ る ヒ ル デ ブ ラ ン ト に よ る 触 覚 概 念 を 確 認 す る こ

と で 、「 慣 れ 」に よ る 触 覚 的 な 受 容 が 何 度 も 触 れ て 確 か め る と い う 触 覚 的 行 為 か ら

の 拡 張 で あ る こ と が 理 解 で き る 。 そ し て 、 そ の 「 慣 れ 」 に よ る 繰 り 返 し 行 為 に よ

っ て 形 成 さ れ る の は 、 あ る 状 況 に 対 す る 典 型 的 な 反 応 で あ る 。 あ る 状 況 に 対 応 し

た あ る 典 型 的 反 応 は 人 間 の 習 性 と な り 、 人 間 の 習 性 は 人 間 が 共 有 す る 「 空 間 的 イ

メ ー ジ 」 を 生 み 出 す こ と に な る 。  
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 第 二 部 第 四 章 で は 、 人 間 の 習 性 が 形 象 化 さ れ た 空 間 的 イ メ ー ジ と し て の 「 空 間

の 運 動 性 」 を 整 理 し 、 ミ ュ ラ ー 邸 に お け る 「 空 間 の 運 動 性 」 を あ き ら か に し た 。

「 空 間 の 運 動 性 」 は 、 人 間 の 行 動 を 喚 起 す る 建 築 的 仕 掛 け （ 空 間 の あ り 方 ） と 、

そ の 建 築 的 仕 掛 け に よ っ て も た ら さ れ る 空 間 的 体 験 （ 空 間 の 現 れ 方 ） の 相 互 の 結

び つ き に よ っ て 構 成 さ れ て い る 。 そ の 「 空 間 の 運 動 性 」 を 考 察 す る に あ た り 、 ヴ

ァ ン ・ デ ュ ー ザ ー と ク ラ イ ン マ ン が ミ ュ ラ ー 邸 に お い て 静 的 な 主 題 と 動 的 な 主 題

を 見 出 し た 研 究 を 参 照 し た が 、 彼 ら が み い だ し た 静 的 な 主 題 と 動 的 な 主 題 を 「 空

間 の あ り 方 」 と 「 空 間 の 現 れ 方 」 に 即 し て 分 析 す る こ と で 、 あ ら た め て 「 空 間 の

運 動 性 」 を 吟 味 し た 。 そ れ に 加 え 、 仕 上 材 の 素 材 そ の も の が も つ 質 感 や 色 、 模 様

が も た ら す 空 間 的 イ メ ー ジ を 新 た な 指 標 に 加 え る こ と で 、 ヴ ァ ン ・ デ ュ ー ザ ー と

ク ラ イ ン マ ン と は 異 な る 「 空 間 の 運 動 性 」 を 再 構 成 す る こ と に な っ た 。  

 第 二 部 第 五 章 で は 5 軒 の 住 宅 に お け る 「 空 間 の 運 動 性 」 を 具 体 的 に 考 察 し た 。

こ れ ら の 考 察 対 象 は 、「 空 間 の あ り 方 」と「 空 間 の 現 れ 方 」を 考 察 す る た め の 許 可

申 請 図 面 入 手 と 実 体 験 が 可 能 で あ る こ と を 条 件 に 選 定 さ れ た 。 選 定 さ れ た 五 軒 の

住 宅 に お け る 「 空 間 の 運 動 性 」 は 、 静 的 な 空 間 の 運 動 性 を 基 本 と し な が ら も 動 的

な 空 間 の 運 動 性 が 存 在 し 、そ の 両 義 性 に 空 間 的 質 の 特 徴 を み い だ す こ と が で き た 。

レ ー ヴ ェ ン バ ッ ハ 邸 で は 隣 室 間 の 空 間 構 成 要 素 の 反 転 に 特 徴 が 見 ら れ 、 ド ゥ シ ュ

ニ ッ ツ 邸 で は 仕 上 材 の 模 様 や 色 に よ る 微 細 な「 空 間 の 運 動 性 」に 特 徴 が み ら れ た 。

ミ ュ ラ ー 邸 に お い て 動 線 と 左 右 対 称 軸 の ズ レ（ 不 一 致 ）に よ っ て 発 生 し て い た「 空

間 の 運 動 性 」 に お け る 静 的 状 況 と 動 的 状 況 の 調 和 は 、 ブ リ ュ ン メ ル 邸 で は 動 線 と

左 右 対 称 軸 の 一 致 に よ り 発 生 し て い た 。ホ ー ナ ー 邸 と ロ ー ゼ ン フ ェ ル ド 邸 で は「 空

間 の あ り 方 」 を 考 察 す る た め の 図 面 作 成 す る 過 程 に お い て 、 い く つ か の 図 面 史 料

を 確 認 す る こ と で 、 管 見 に よ れ ば こ れ ま で 明 ら か に な っ て こ な か っ た 「 空 間 の あ

り 方 」 を 発 見 す る こ と が で き た 。  

 結 語 で は 、第 一 部 と 第 二 部 の 考 察 を 要 約 す る こ と で 本 論 文 全 体 の ま と め と し た 。

本 論 文 の 特 徴 は「 空 間 の 運 動 性 」を 触 覚 性 の あ ら わ れ と し て 分 析 し た こ と に あ る 。

「 空 間 の 運 動 性 」 は 人 間 の 身 体 的 運 動 を 喚 起 す る 空 間 的 イ メ ー ジ と し て 建 築 空 間

に 形 象 化 さ れ て お り 、 そ の 空 間 的 イ メ ー ジ に 誘 発 さ れ て 行 動 す る 運 動 体 と し て の

人 間 の 身 体 は 、 動 物 的 で 野 蛮 な 感 覚 で あ る 触 覚 を 頼 り に し て い た 。 ベ ン ヤ ミ ン が

ロ ー ス を と お し て 見 据 え て い た の は 、拠 る べ き 価 値 基 準 が 失 わ れ た「 未 開 の 状 態 」

の 世 界 に お い て 人 間 の 居 場 所 を 構 築 す る た め の 根 拠 を ど こ に 求 め る か と い う 問 い

に 、 動 物 的 で 野 蛮 な 「 人 間 の 身 体 」 を 手 掛 か り と し た 触 覚 的 感 覚 を 根 拠 に 導 か れ

る 建 築 空 間 の 構 築 に あ っ た と 考 え ら れ る 。 拠 る べ き 価 値 基 準 を 喪 失 し た 時 代 と 向

き 合 っ て な さ れ た ロ ー ス の 建 築 的 試 み は 人 間 の 身 体 へ の 確 か さ を 頼 り に 、 人 間 の

動 物 的 感 覚 へ と 還 元 さ れ る 触 覚 に よ っ て と ら え る 建 築 空 間 の 構 築 で あ っ た 。 ベ ン

ヤ ミ ン は 、そ れ ま で の 視 覚 と 触 覚 の 関 係 を 転 換 さ せ 、触 覚 の 重 要 性 を 強 調 す る が 、

そ の ベ ン ヤ ミ ン の 主 張 は ロ ー ス の 建 築 空 間 に 形 象 化 さ れ て い た の で あ る 。  
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