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「離散性（ディスクリート）」とは「離合集散について、その最大の多様性を示

す理念的な概念」であると建築家の原広司は説明しているが、「離散空間としての

芸術祭とその空間モデルの実践的研究」と題する本論は、国際芸術祭においてそ

の作品空間群が、これまでの美術館における機能と行為を多様に拡張した上で「離

散性」をもって都市や地域に分散していることを示し、その可能性について論じ

た研究である。著者は本研究において自らが実践した建築作品を分析した上で、

新しい都市・建築空間モデルを提示しており、数々の芸術祭に設計者として関わ

ってきた著者の専門性に即した極めて独創的なアプローチとして高く評価できる。 

本論は次の４つの章と、各章の要約と展望をまとめた終章で構成されている。  

第 一 章 で は 、 ま ず 原 に よ る 「 離 散 空 間 」 の 概 念と 試 み に つ い て 概 観 し 、 本 研 究

に お け る こ の 概 念 の 応 用 に つ い て 述 べ た 上 で 、 研 究 背 景 と 目 的 を 整 理 し て い る 。

日本において 2000 年頃から本格的にはじまった国際芸術祭は、美術館を飛び出し

（あるいは美術館もその内に含みながら）、まちなかあるいは里山に、数十から数

百 の 作 品 を 分 散 さ せ 繋 ぐ こ と で 、 都 市 や 地 域 単 位 の ス ケ ー ル で 大 き な 空 間 的 影 響

を 及 ぼ し 、 こ れ ま で に は な い 状 況 を 生 み 出 し て い ると し て い る 。 し か し そ れ に よ

っ て 「 ソ ー シ ャ ル キ ャ ピ タ ル 」 が 形 成 さ れ る か否 か と い っ た 「 ま ち づ く り 」 的視

点 か ら 、 も し く は 美 術 側 か ら の真 逆 の 視 点 つ ま り 地 域 の 為 に 芸 術 が あ る の で は な

い と い う ２ つ の 視 点 か ら 批 判 が な さ れ て い る 現 況 を 示 し た 上 で 、 芸 術 祭 が 、 数 多

く継 続 的 に 開 か れ て い る 現 在 に お い て は、 ま ち づ く り や 美 術 側 か ら だ け で な く 、

都市・建築空間論として芸術祭を考える必要があると著者は主張する。  
第 二 章 で は 、 世 界 と 日 本 に お け る 芸 術 祭 の 系 譜 を 辿 り 、 日 本 に お い て は 芸 術 祭

と一 括 り に 言 っ て も か な り 性 質 が 異 な る も の が 含 ま れ る とし て い る 。 こ れ ま で の

主だった「都市型－地域型」という大分類に対して、建築家の武藤隆は「アート・

文化活動系－地域・まちづくり系」という１軸を重ねてマトリクスにしているが、

さらに筆者は作品の継続性や分散範囲といった軸を新しく加えた提案をしている。

本 研 究 で は 、 ま ず 継 続 性 に 着 目 し 「 コ レ ク シ ョ ン 蓄 積 型 」 と 「 企 画 展 型 」 に 分 類

を行 っ て い る 。 そ し て 大 地 の 芸 術 祭 ・ 越 後 妻 有 ア ー ト ト リ エ ン ナ ー レ や 瀬 戸 内 国

際 芸 術 祭 と い っ た 芸 術 祭 は 、 作 品 の 一 部 を パ ー マ ネ ン ト と し て 残 し て い ると述 べ

る。作 品 を 収 蔵 ・ 保 管 し 、 建 物 の 維 持 管 理 費も か か る 美 術 館 に 比 し て 、 芸 術 祭 は

そ れ ら を 回 避 し た イ ベ ン ト と い う 比 較 も な さ れ る が 、 上 記 の よ う な 芸術 祭 は む し

ろ 、 点 在 す る 形 で 非 常 に 管 理 し づ ら い コ レ ク シ ョ ン を 地 域 に 増 や し 続 け て お り 、

美 術 館 的 役 割 を 既 に 担 っ て い る こ と を 指 摘 し て い る 。 加 え て 分 散 範 囲 は そ の 離 散

性と、都市や地域をどう移動し体験するかに直接繋がることを明らかにしている。

ま た 点 在 す る 作 品 群 を 組 合 せ 巡 る 体 験 を 「 水 平 の 巡 礼 」 と呼 び 、 例 え ば ６ 年 後 、

１０年後に同じ作品を再訪するのは「垂直の巡礼」と定義している。「水平の巡礼」

を 担 保 す る の は 、 会 場 の 複 数 性 ・ 分 散 性 で あ り 、 垂 直 の 巡 礼 を も た ら す の は 、 ２
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年 や ３ 年 に 一 度 開 催 さ れ る と い う 芸 術 祭 の 周 期 性と 、 先 の 「 コ レ ク シ ョ ン 」 の 蓄

積であると述べている。  

第三章では、芸術祭において巡る「点」にあたる個々の作品空間について整理し

ている。美術館建築においては、 1990 年代の建築家、磯崎新による世代論（第一

世 代 ＝ ル ー ブ ル の よ う な 近 世 の コ レ ク シ ョ ン 、 第二世 代 ＝ 近 代 の ホ ワ イ ト キ ュ ー

ブ 、 第 三 世 代 ＝ サ イ ト ・ ス ペ シ フ ィ ッ ク 空 間 ） が 常 に 参 照 さ れる こ と を 述 べ た 上

で、 次 世 代 に つ い て の 議 論 を 取 り 上 げ る 。芸 術 文 化 施 設 を 研 究 す る 佐 藤 慎 也 が 、

む し ろ 第 三世 代 ＝ リ ノ ベ ー シ ョ ン 型 美 術 館 で あ り 、 第四世 代 は 「 人 」 の 為 の 空 間

とす る こ と に 対 し て 、著 者 は 現 代 に お い て 美 術 館 に 求 め ら れ る の は 単 一 機 能 の 空

間 で は な く 、 世 代 に よ る と さ れ て い た も の を、並 列 し て 要 求 さ れ る 展 示 室 タ イ プ

と し て 変 換 し て 読 み 替 え る こ と が で き る の で は な い かと指 摘 す る 。 そ の 上 で 、 そ

れ ら 全 て を 含 む も の を 現 在 生 ま れ つ つ あ る 美 術 館 とし「 新 第 四 世 代 」 と 名 付 け て

いる。更にそれらが離散する集合を芸術祭として再定義し、「第五世代」と独自に

位 置 づ け てい る 点 は 高 く 評 価 で き る 。 ま た 芸 術 祭 に お い て は 、 そ れ ぞ れ の 世 代 の

空 間 が 新 た な 展 開 を し て お り 、 こ れ ま で の 美 術 館 建 築 には な か っ た 「展 示 」 以 外

の機能が重ね合わされ、「鑑賞」以外の行為が多様に含まれているとした上で、作

品空間を以下の A)〜 I )までの９タイプに分類し、芸術祭での具体例と共に示して

いる。  

A)  第一世代タイプ：陳列型  

B)  第二世代タイプ：ホワイト／ブラック／カラーキューブ  
C)  第三世代タイプ：サイト・スペシフィック「作品」型  

D)  新第三世代タイプ１：サイトスペシフィック「建築」リノベーション型  

E)  新第三世代タイプ２：サイトスペシフィック「建築」既存機能保持型  

F)  新第三世代タイプ３：別機能の重ね合わせ／作品化  
G)  第四世代タイプ１：ラーニング空間・パフォーマンス空間型  

H)  第四世代タイプ２：行為の重ね合わせ／作品化  

I )  第四世代タイプ３：展示空間＝滞在・生産空間型  

第 四 章 で は 、 こ れ ま で の 分 析 か ら 明 ら か に な っ た 芸 術 祭 と そ の 作 品 空 間 群の 特

性を整理し、展開の可能性について論じている。結果として離散性、機能の重合、

行 為 の 重 合 が 様 々 な 状 況 で 発 生 し て い る こ と を 指 摘 し た 上 で 、 こ れ ら を計 画 す る

手法を探っている。そして新しい空間モデルの試案では、９タイプの作品空間が、

都 市 の 中 に 離 散 性 を も っ て 分 散 す る ア ー ト フ ィ ー ル ド を 提 示 し た 。 愛 知 県 豊 橋 市

の「水上ビル」と呼ばれる縦割長屋の RC ビル群を敷地として、既存の店舗・住宅

と 共 存 し な が ら 空 き 部 分 を 開 き 活 用 す る こ と で 段 階 的 に 空 間 タ イ プ を 増 や し て ゆ

く計 画 と し て い る 。ま た 周 囲 に あ る 公 共 施 設 の サ テ ラ イ ト と し て の 機 能 も含 み 、

建 物 が 迎 え る 解 体 ・保 存 の 段 階 も 計 画 に 取 り 込 ん で い る 。 こ こ で は 多 く の 芸 術 祭
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に参画した自身の建築の実作例などを参照しながら、この試案を示している。  

こ れ ま で の 美 術 館 や 芸 術 祭 に お い て は 作 品 が 変 容 し 、 建 築 が そ の 要 請 に 応 答 す

る形 で 新 た な 空 間 が 生 ま れ て き て い た が 、 そ れ ら を 自 覚 的 に 見 極 め 、 あ る 程 度 の

柔 軟 性 を 持 つ 多 様 な 空 間 を 離 散 性 を も っ て 繋 い で い く こ と で 、 ア ー ト だ け で は な

く都 市 へ の 応 答 に も な る こ と を 著 者 の 計 画 は 示 唆 し て い る 。 芸 術 祭 を 都 市 ・ 建 築

空 間 論 と し て 捉 え た 上 で 、 今 後 の新 し い 建 築 の 在 り 方 に 対 し て も 提 言 し て い る 点

は大いに評価できる。  

終章では、各章の要約と展望を述べている。  
巻末に作品収録として《スズ・シアター・ミュージアム》《鉢＆田島征三・絵本

と木の実の美術館》《あいちトリエンナーレ 2016》《タガイ／チガイ》を含む本研

究 に 関 連 す る 実 践 と し て の建 築 作 品 が 提 示 さ れ て お り 、 そ の 成 果 と 専 門 性 か ら 、

いずれもその建築的価値は高く評価されているものである。  
 

以上を要するに、本論文は独創的な視点から日本における芸術祭を「離散空間」

と見做し、その分散方法・巡り方と構成する個々の空間の多様さを提示した上で計

画へと展開したものであり、高い新規性のある研究成果と認められる。よって本論

文を新しい建築デザインに貢献し、建築計画学の発展に大きく寄与するものとして

博士（建築学）の学位授与に相応しいものと認める。  
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