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１６６号（鈴木博之氏追悼号） 

                   ２０１５年２月２４日 

 

               

                          

 
       ホームページ  

   http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Icho/3732/ 

  
                      
                       
                    

                                     

 

    
常盤台の景観を守る会 

    常盤台まちづくり委員会 

  

事務局  島田晴子 tel・fax  3960‐3869 

ざ 

振
込
用
紙
で
の
協
力
金
お
願
い
の

開
始
か
ら
二
週
間
あ
ま
り
で
の
結
果

は
左
記
の
通
り
。
素
晴
ら
し
い
！ 

こ
の
数
は
、
時
間
切
れ
で
裁
判
に

踏
み
切
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
情

も
あ
り
、
皆
様
の
ご
意
見
に
つ
い
て

十
分
な
自
信
が
持
て
な
か
っ
た
私
た

ち
を
勇
気
付
け
る
に
余
り
あ
る
も
の

で
あ
っ
た
。 

世
田
谷
で
も
環
境
破
壊
の
マ
ン
シ

ョ
ン
に
訴
訟
の
件
が
報
じ
ら
れ
て
い

る
。
私
た
ち
の
行
動
は
間
違
っ
て
は

い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

振
込
用
紙
に
書
い
て
い
た
だ
い
た

ご
意
見
の
一
部
を
紹
介
す
る
。 

 

常
盤
台
が 

東
京
都
の
「
お
し
ゃ
れ
な 

 

ま
ち
づ
く
り
推
進
条
例
」
の

指
定
地
区
に
内
定
！ 

ま
だ
都
か
ら
の
正
式
発
表
は

な
い
が
、
内
々
で
下
準
備
を

進
う
ね
ん
め
て
い
る
。 

 常盤台の景観を守る会 常盤台まちづくり

委員会の代表を永年務められた 2 丁目住民の

鈴木博之さんが亡くなられて、早くも 1 年が

過ぎました。亡くなってますますその存在の

大きさが解ってきた気がします。今回１６６

号は追悼号として組みました。 

多くの追悼記事の中から著者の 

了解を得て一部を転載します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

○ 鈴木博之氏来歴 
 

1945年 東京生まれ。 

1968 年 東京大学工学部建築学科を卒業、大学

院に進む 

1974年 東京大学工学部専任講師となる。 

1974年から 1975年にかけて、ロンドン大学付属

コートールド美術研究所に留学。東京大学工

学部の助教授を経て教授に就任、建築学科に

て教鞭を執る。また、ハーバード大学や早稲

田大学にて客員教授も務めた。 

2005年 紫綬褒章を受章した。 

2009年 定年退職し、青山大学総合文化政策学

部にて教授に就任。 

2010年 愛知県犬山市にある博物館明治村の

館長も務める。 

2014年 2月 3日午前 8時 59分、肺炎のため東

京都内の病院で死去。享年 68歳。同日付で、

正四位および瑞宝中授章を授与された。 

 

主な著作 

・ 「建築の世紀末」    晶文社 1977 

・ 「建築は兵士ではない」 鹿島出版会 1980 

・ 「建築の七つの力」 鹿島出版会 1984 

・ 「日本の地霊（ゲニウス・ロキ）」 

講談社現代新書 1990 

・ 「ヴィクトリアン・ゴシックの崩壊」 

       中央公論美術出版 1996 

・ 「現代の建築保存論」   王国社 2001  

・ 「庭師小川治兵衛とその時代」 

          東京大学出版会 2013 

・ 「保存原論 日本の伝統建築を守る」 

         市ヶ谷出版社 2013 など 

 翻訳 

・ サマーソン著「天上の館」鹿島出版会 1972 

・ ニコラウス・ペヴスナー 著「ラスキンとヴィ  

オレ・ル・デュク  ゴシック建築評価におけ

る英国性とフランス性」   

中央公論美術出版  1990 など 

              など 

 

実際行動に加え、多くの著作を通じて、建築の保

存や歴史の継承の重要さを訴えてきた鈴木だ

が、もちろん、彼が残すべきだと主張した建物の

すべてを保存することができたわけではない。け

れども、それまで保存されるべき建築といえば、

圧倒的に江戸時代以前の建造物だったのを、近

現代の建築に対しても人々の意識が向けられる

ために、鈴木の果たした役割はけっして小さくな

いはずだ。 

 

復原工事の終わった東京駅は話題を呼び、駅舎

の前で大勢の人々がカメラを向けるさまが見ら

れた。鈴木の業績を振り返るうえでは、そうした

成功したケースだけでなく、途中で断念せざるを

えなかったケースも含め、彼が「残したもの」ばか

りでなく「残そうとしたもの」全般をとらえたほう

が、より多くの教訓が得られるように思う。 

 

2020年には東京で２度目のオリンピックの開催

が予定されている。ちょうどその頃が、前回、

1964年の東京オリンピック開催前後に建てられ

た多くの建物や高速道路など建造物の耐用期限

だともいわれる。否が応でも都市の更新を迫ら

れるなかで、歴史的な建築や土地はいかに残さ

れていくべきなのか。そのときこそ鈴木が「残そう

としたもの」に向けた経験が活かされるものと信

じたい。 

“東京駅復原を実現した建築史家・鈴木博之が 

ショックを受けた「亡者の墓」”（近藤正高）より 

              

  



 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  
 

 

八
三
年
以
降
は
娘
が
幼
稚
園
・
小
学
校
か
ら
別
の

区
に
通
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
常
盤
台
と
の
縁

は
住
ん
で
い
る
だ
け
に
近
い
も
の
に
な
っ
た
。
ス
ー

パ
ー
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
買
い
物
す
る
よ
う
に
な
っ

て
、
母
の
よ
う
に
「
裏
」
（
い
わ
ゆ
る
Ｓ
Ｂ
通
り
商

店
街
）
か
ら
「
表
」
（
駅
前
商
店
街
）
を
め
ぐ
る
必

要
も
な
く
な
り
、
好
き
だ
っ
た
大
谷
石
の
施
設
も
ほ

と
ん
ど
消
え
た
。
中
学
校
で
都
心
の
私
立
校
に
行
く

ま
で
は
心
の
ふ
る
さ
と
だ
っ
た
常
盤
台
は
ど
こ
に

行
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
ぶ
ん
そ
れ
は
常

盤
台
の
せ
い
で
は
な
く
、
人
が
大
人
に
な
る
と
い
う

の
は
そ
う
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

 

鈴
木
さ
ん
と
ま
ち
づ
く
り
運
動 

  

鈴
木
さ
ん
と
初
め
て
お
会
い
し
た
の
は
、
駅
前
マ

ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
集
会
が
常
盤
台
集
会
所
で

行
わ
れ
た
時
だ
っ
た
。
「
鈴
木
で
す
」
と
挨
拶
さ
れ

て
も
、
ど
の
鈴
木
さ
ん
？
と
思
っ
た
程
度
だ
っ
た

が
、
立
派
な
人
ほ
ど
謙
虚
な
わ
け
で
、
男
尊
女
卑
の

風
潮
に
敏
感
な
私
が
、
一
度
も
そ
う
い
う
意
味
で
い

や
な
思
い
を
持
っ
た
こ
と
は
な
い
。
常
盤
台
の
住
民

運
動
で
は
陰
に
陽
に
本
当
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
お

忙
し
い
の
は
皆
承
知
し
て
い
た
の
で
、
代
表
だ
か
ら

と
い
っ
て
余
り
無
理
な
お
願
い
は
し
な
か
っ
た
が
、

裁
判
の
証
人
に
進
ん
で
立
た
れ
た
り
、
新
年
会
に
現

れ
た
り
、
で
き
る
限
り
は
役
立
と
う
と
し
て
下
さ
っ

た
。
東
京
駅
に
つ
い
て
の
講
演
も
、
岩
波
の
「
図
書
」

の
裏
表
紙
で
御
殿
場
で
講
演
を
な
さ
る
と
い
う
の

を
見
つ
け
て
常
盤
台
で
も
、
と
い
う
依
頼
を
聞
い
て

下
さ
っ
た
の
だ
。
体
調
の
悪
い
の
を
押
し
て
の
こ
と

だ
っ
た
。
常
盤
台
の
ま
ち
づ
く
り
運
動
は
ま
た
新
た

な
展
開
を
し
て
い
る
。
鈴
木
さ
ん
の
ご
意
見
を
聞
き

た
い
と
思
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

島
田
晴
子 

               

  
常
盤
台
と
、
夫
・
鈴
木
博
之 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

鈴
木
杜
幾
子 

 

 

夫
と
私
の
実
家
は
と
も
に
常
盤
台
二
丁
目
に
あ

る
。
一
九
七
〇
年
に
結
婚
し
て
以
降
し
ば
ら
く
は
他

県
、
他
区
、
外
国
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
町
に
住
ん
だ

が
、
一
九
八
三
年
春
、
私
の
実
家
を
二
世
帯
住
宅
に

し
て
、
今
に
至
る
ま
で
そ
こ
で
暮
ら
し
て
い
る
。
両

親
は
は
る
か
以
前
に
亡
く
な
り
、
夫
も
去
年
二
月
に

六
十
八
才
で
逝
っ
て
し
ま
っ
た
。 

 

八
三
年
に
戻
っ
て
か
ら
三
十
年
、
常
盤
台
に
関
し

て
は
何
と
な
く
私
の
方
が
つ
な
が
り
が
強
く
、
夫
の

方
は
半
分
「
よ
そ
者
」
と
い
う
認
識
が
私
に
は
あ
っ

た
。
と
い
う
の
は
、
二
人
と
も
戦
前
か
ら
の
常
盤
台

住
民
の
家
に
疎
開
先
の
埼
玉
県
で
生
ま
れ
た
と
い

う
共
通
点
は
あ
っ
た
も
の
の
、
夫
は
国
立
大
付
属
小

学
校
に
入
っ
て
電
車
通
学
と
な
り
、
そ
れ
も
一
学
期

だ
け
で
、
あ
と
は
父
親
の
転
勤
に
つ
い
て
各
地
の
小

学
校
を
転
々
と
し
、
六
年
生
の
終
わ
り
に
常
盤
台
に

戻
っ
た
後
、
区
外
の
中
学
校
に
進
学
し
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
私
は
創
立
直
後
の
常
盤
台
小

学
校
の
（
た
ぶ
ん
）
第
一
回
生
だ
っ
た
の
で
、
根
っ

か
ら
の
常
盤
台
っ
子
の
意
識
が
強
か
っ
た
の
で
あ

る
。 

 

小
学
校
の
六
年
間
は
長
い
。
登
下
校
の
行
き
帰
り

や
帰
宅
後
、
あ
ち
こ
ち
の
道
や
友
達
の
家
の
庭
で
、

ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
や
石
蹴
り
や
鬼
ご
っ
こ
を
し
て
遊

ん
だ
記
憶
が
あ
り
、
絵
や
ピ
ア
ノ
な
ど
の
習
い
事
も

す
べ
て
こ
の
町
の
中
、
池
袋
に
用
足
し
に
行
く
大
人

に
つ
い
て
常
盤
台
か
ら
離
れ
る
の
は
一
ヶ
月
に
一

回
く
ら
い
だ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。 

 
 

                                               

さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
末
娘
だ
っ
た
私
は
、
よ
ち
よ

ち
歩
き
の
頃
か
ら
母
の
「
お
使
い
」
に
連
れ
て
行
か
れ
、

前
野
町
か
ら
駅
前
ま
で
幼
児
に
は
遠
い
道
の
り
を
歩
い

て
、
ク
ル
・
ド
・
サ
ッ
ク
や
ロ
ー
タ
リ
ー
や
並
木
道
の
風

景
は
お
な
じ
み
だ
っ
た
。 

 

そ
の
頃
の
常
盤
台
は
子
供
心
に
も
美
し
か
っ
た
。
小
学

校
の
隣
の
公
園
に
は
大
谷
石
の
パ
ー
ゴ
ラ
が
あ
り
、
交
番

と
駅
と
駅
長
さ
ん
の
家
も
同
じ
素
材
で
で
き
て
い
た
よ

う
な
記
憶
が
あ
る
（
駅
に
は
現
在
で
も
大
谷
石
の
部
分
が

残
っ
て
い
る
が
、
改
修
部
分
が
あ
ま
り
に
も
実
用
一
点
張

り
な
の
が
残
念
で
あ
る
。
東
京
駅
で
は
な
い
が
少
し
「
復

原
」
し
て
、
つ
い
で
に
改
札
前
の
歩
道
を
自
転
車
禁
止
に

し
、
昔
の
牧
歌
的
雰
囲
気
を
再
現
し
て
も
ら
い
た
い
も
の

だ
）。 

 

話
は
も
ど
る
が
、
私
は
夫
に
は
こ
う
し
た
幼
時
や
小 

学
校
時
代
の
記
憶
が
な
い
だ
ろ
う
と
勝
手
に
思
っ
て
、
夫

と
常
盤
台
の
縁
を
過
小
評
価
し
て
い
た
ふ
し
が
あ
る
。
だ

が
比
較
的
最
近
に
な
っ
て
、
夫
が
子
供
の
こ
ろ
年
齢
の
割

に
自
由
に
常
盤
台
を
動
き
ま
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
知
っ

た
。
一
度
は
二
歳
年
下
の
弟
を
三
輪
車
に
乗
せ
て
Ｓ
Ｂ
カ

レ
ー
の
本
社
に
行
き
、
当
時
の
社
屋
を
「
国
会
議
事
堂
に

似
て
い
る
」
と
思
っ
た
と
い
う
。
ま
た
別
の
と
き
に
は
一

人
で
三
輪
車
に
乗
っ
て
上
板
橋
ま
で
行
き
、
時
計
屋
の
ウ

ィ
ン
ド
ウ
の
花
の
か
た
ち
の
時
計
に
西
日
が
当
た
っ
て

い
る
の
を
物
哀
し
い
よ
う
な
気
持
ち
で
見
て
い
た
と
い

う
。
の
ち
に
建
築
史
研
究
者
に
な
り
、
文
学
好
き
に
な
っ

た
夫
の
面
目
躍
如
で
あ
る
。
当
時
は
車
も
少
な
か
っ
た

し
、
妻
が
書
く
の
も
変
か
も
し
れ
な
い
が
、
方
向
感
覚
が

鋭
く
、
判
断
力
も
し
っ
か
り
し
た
子
供
だ
っ
た
と
思
う
の

で
、
親
も
自
由
に
出
か
け
さ
せ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
夫
に

は
私
が
思
っ
て
い
た
よ
り
は
る
か
に
密
度
の
濃
い
常
盤

台
体
験
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。 

                

 

  


