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は し が き

本研究は、平成12年度から平成14年度にわたって、科学研究費補助金（基盤研究（C）

（2））を得て実施したものである。研究課題・研究組織・研究経費・研究発表は以下の通

りである。

研究課題　　東アジアと東南アジアのアール・デコの建築に関する研究

課題番号　　12650641

研究組織

　　　研究代表者 吉田鋼市（横浜国立大学大学院工学研究院教授）

研究経費

　　　平成12年度

　　　平成13年度

　　　平成14年度

　　　　　計

1，000千円

1，000千円

　　500千円

2，500千円

研究発表

　　（1）吉田鋼市「ウォルフ・シュマケルとバンドンのアール・デコ」

　　　　（日本建築学会大会学術講演梗概集、2003年9月、563－564頁）
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研究成果について

　研究代表者は、平成7年から9年にかけてパリのアール・デコの建築の悉皆的調査を実

施し、アール・デコの建築の基本的な造形的特徴を把握した。その後、アジアのアール・

デコの建築の調査を志し、平成11年夏に予備的調査として北京・天津・上海の3都市を

まわり、予想通りアール・デコの建築がどの都市にも存在することを認識した。そこで、

アール・デコの建築の国際的な波及の様相を明らかにせんとして、科学研究費の補助金を

申請し、幸いにも平成12年から14年まで、補助金を得て表記の研究を実施した次第で

ある。

　藤森照信・江坦編『全調査　東アジア近代の都市と建築』（1996年、大成建設）と

《World　Architecture　1900－2000：acritica1田osaic》（Springer，Wien＆New　York）の

vo1．8　South　Asia（2000）、　　vo1．9　East　Asia（2000）、　　vo1．10　Southeast　Asia　and

Oceania（1999）を参考にはしたが、これらは特にアール・デコを対象としたものではなく、

したがってアール・デコの建物の掲載例はそれほど多くはない。いきおい、現地に赴いて

ひたすら歩き回るという非常に効率の悪い調査方法を取らざるを得なかった。まず平成1

2年度にはハルビン・導車・長春・大連・青島・香港・マカオ・シンガポール・クアラル

ンプールの9都市をまわり、翌平成13年度にはバンコク・ホーチミンシティ・ハノイ・

プノンペン・ヤンゴン・ソウル・台北の7都市をまわり、最後の平成14年度にはジャカ

ルタとバンドンの2都市をまわった。これに先述の平成11年における3都市の調査を加

えると合計21都市を一応調査してまわったことになる。もちろん、これらは東アジアと

東南アジアのほんの一部の都市にすぎず、また各都市の調査期間は短く、ほとんど都心の

みあ調査に終始したが、多くのアール・デコの実例を見ることができた。その調査で拾い

出した実例が以下に掲げるリストである。また、そのなかでも典型的・代表的な遺構例の

写真を各建物についてそれぞれ数点掲げた。

　上述の調査から得られた知見を記すと、まず研究当初の予想通り、アール・デコの国際

的な波及性を確認したことである。従来、アール・デコはフランス、そしてフランスから

それを積極的に導入したアメリカとの関係が強いと見なされ、したがって旧植民地・旧租

界地であったところでも、フランスとアメリカのそれを中心にアール・デコが普及してい

るものと考えられてきた。たしかに、そうした面がないでもなく、旧フランス植民地・租

界地にはフランス的、、つまりは典型的なアール・デコの遺構がしばしば見られる。しかし、
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その様式の純粋性といった質的な面は問わず、単純に数的な普及度から見れば、その遺構

の数とフランスやアメリカとの関連性はほとんどない。現に、ヨーロヅパにおいては19

89年にブリュヅセルで開催された「ヨーロッパのアール・デコ展」で、ベルギー・ドイ

ヅ・オランダ・イタリア・イギリス・デンマーク・スウェーデン・オーストリア・ポーラ

ンド・ハンガリー・チェコ各国のアール・デコの事例が展示されていたが、その国際的な

波及性がアジアでも確認されたことになる。なにをもってアール・デコの事例と見なすか

や、後世にどれだけ壊されているか、つまり遺構の残存度や、あるいはまたこの調査の各

都市での悉皆性の薄さ、つまりは行き当たりばったり性をひとまず置くと、この調査によ

って最も多くのアール・デコの事例が拾われたのはオランダとの関わりが深いバンドンと

日本との関わりが深い台北と、それに各国の租界が置かれた上海である。この一事だけで

も、アール・デコの国際的な波及度を示すには十分であろう。

　そして、アール・デコの遺構の数の多寡は、フランスやアメリカといった特定の国との

関わりいかんではなく、アール・デコが国際的に盛行した1920～30年代に、その都

市でどれだけ活発な建設活動が行われたかに大きく関わっているように思われる。青島や

ハルビンにアール・ヌーヴォーの遺構が多く、アール・デコが比較的少ないのは、この二

つの都市が1900年前後に最も活発な建設活動を見て、その時期に都市の主たる外観が

形成されたためであり、青島とドイヅ、ハルビンとロシアとの関わりは副次的なものと見

なされる。要するに、アール・デコは特定の国や地域に固有のスタイルではなく、地域に

関わらぬ時代の産物である。したがって、それはどこにでも見られるのである。

　結局は上と同じことを言うことになるが、リストに掲げた建物のうち、判明した設計者

の国籍もしくは出自も仏・米・英・蘭・日・中・韓と様々で、アール・デコが特定の国・

地域の建築家と結びついているわけではないことを物語っているdアール・デコはその時

代の様々な国・地域の建築家に浸透していたということである。あるいはまた、アール・

デコの細部意匠は、名もなき小さな普通の建物にこそ多く見られるのであり、アール・デ

コが広く共有された時代の感性の表現であることがわかる。

　つぎに注目されるのが、アール・デコの伝統的建造物群保存地区とも称すべきの地区の

存在である。つまり、アール・デコの建物遺構が集中的に残存している地区がいくつか存

在する。バンドンのBraga通りとAsiaAfrika通り、ホーチミンシティのDong　Khoi通り、

クアラルンプールのTuanku　Abdul　Rha無an通り、ヤンゴンのBogyoke　Aun　San通り、長春

の新博大街、天津の解放北路、青島の河南路・中山路・曲阜路・肥塘路で囲まれた一画、
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そして1940年代の建設になるものではあるがバンコクのRatchada㎜oen　Nok通りがそ

れである。これは単純に、これらの地区が最後のものを除いて1920～30年代に開発

もしくは再開発されたこと、そしてたまたま往時の建物がよく残されていることを示すに

すぎないとも考えられるが、1940年代に再開発されたバンコクのRatchada田noen　Nok

通りはアール・デコの造形が戦後にまで継承されていることの一証左であり、貴重である。

この大通りは、Chitrasen　Abhaiwongseなどフランスで建築教育を受けたタイの建築家たち

によって設計されたものであるが、1キロ以上もあるまっすぐな通りの両側の建物すべて

が同じスタイルをもっている。それは、やや簡略化されたシンプルなアール・デコといっ

てよい。こうしたシンプルなアール・デコの建物は1950年代まで各地に建てられたよ

うで、それが1930年代に建てられたものかあるいは戦後の建物なのかしばしば判断に

苦しんだ。いわゆる絵に描いたようなモダニズムの建築というのは、1950年代までは

ほとんど見られないようであり、大規模な建築の主流は、1950年代まではアール・デ

コだったとみなされるのである。

　バンドンのBraga通りとAsia　Afrika通りは特筆すべき存在で、東南アジアにおけるア

ール・デコの遺構の宝庫である。Braga通りが都心を南北に通り、　Asia　Afrika通りがそれ

に直行して東西に通るもので、この二つの通りはT字型に接しており、連続した一区画と

も見なしうる。Braga通りはもともと繁華な商店街であったようだが、1920年代に集中

的に再開発されている。その建築の設計を担当したのが、Wolff　Schoe麗aker（1882－1949）と

Richard　Scoe田aker（1886－1942、1945説もある）のシュマケル兄弟や、　Albert　Frederik

Aalbers（1897－1961＞、　R．A．　de　Waa1、　Benink、　Bri櫨mn、　G鵬1ig　Meyling、それに3人か

らなる建築家チームBe1－Kok＆pisoといった主としてオランダで教育を受けた建築家たち

であった。その代表的な存在と目されるウォルフ・シュマケルはオランダのBredaの王立

軍学校（KMA）で土木を学んだ建築家であり、デルフト低下大学でアカデミヅクに建築

を学んで当時のオランダ領東インドで活躍したHenri　Maclaine　Pont（1884－1971）やHerman

Tho磁as　Karsten（1885－1945）がアール・デコ的な作品を残していないことを考えるとはなは

だ興味深い。当時のデルフトエ科大学はボザール流の古典主義的な建築教育で知られてお

り、その教育を受けた二人は、古典主義的な造形と地域の伝統的な風土や造形との融合に

腐心している。ついでながら、この風土性・地域性の考慮というのは古典主義的な建築教

育のなかにあったものであり、いわゆるモダニズムの建築はそれを無視したということに

なる。それに対して、シュマケルは軍人としての実践的な教育を受けており、そうした建

一4・



築が本来考慮すべきとされた問題に悩むことなく臨機応変に設計活動を行ったように見え

る。Aalbersも正統的に建築を学んだ建築家のようであるが、彼のアール・デコもしくはモ

ダニズムの採用は、むしろ世代の相違の産物であろう。つまり、Aalbersが教育を受けた1

920年代には、正統的な建築教育もすでに近代運動の影響を受けていたということであ

る。いずれにしても、このBraga通りとAsia　Afrika通りには多くのアール・デコの建物

が見られる。その代表的存在がシュマケル設計のHotel　Grand　Preanger（1928年）とAalbers

設計のHotel　Savoy　Ho撮an（1938年）である。この二つの通りのほかにも、バンドンにはシ

ュマケル設計のVilla　Isola（1933年）をはじめ、アール・デコの大作が多い。バンドンは

アジアにおけるアール・デコの宝庫といえるであろう。

　ホーチミンシティのDong　Khoi通りの建設についてはフランスの建築家たちの関与が大

きいようであるが、主として1930年代に建てられたと覚しき建物が通りの両側に点在

している。その代表例は13－27番地のMax抽’sビルと211二213番地のChiken

Townビルである。クアラルンプールのTuanku　Abdul　Rha田an通りは、特筆すべき建物とて

ない小規模な建物が並ぶ通りであるが、ほとんどの建物が同じスタイルをもっている。ヤ

ンゴンのBogyoke　Am　San通りは、鉄道線路沿いの長くはない通りであるが、映画館が5

軒片側に並んでおり、それら5軒は典型的なアール・デコのファサードをもっている。

　長春の新民大街は、満州国総務庁営繕課の設計によって1930年代につくられた首都

のメインストリートであるが、その左右の建物は独特のスタイルで統一されている。それ

は鉄筋コンクリートの造の躯体に勾配屋根を載せた日本でいうところの戸冠様式に似たス

タイルであるが、屋根は中国風に反っており、細部にも中国の伝統的な造形が見られ、和

洋中の混交したものである。これをしもアール・デコとすることについては異論があるか

もしれないが、研究代表者はアール・デコを、鉄筋コンクリートの表面に主として幾何学

的ななんらかの付加的装飾を施した建物と広くとらえようとしており、典型的なアール・

デコの細部造形がかりになくとも、庇や柱型や開口部の額縁の存在や、あるいはまた壁面

の分節だけでもアール・デコとみなしうると考えてきた。上記のバシコクのRatchada膿簸oen

Nok通りの建物をアール・デコに含めたのも同じ理由による。また、1930年代の復古的

古典主義のスタイル、つまりファシズムやナチズムやスターリニズムで好んで用いられた

スタイルをも広くアール・デコととらえんとしており、そうした見方に立てば日本の亡羊

様式も、この旧満州国の和洋中混交のスタイルもアール・デコの一例と見なしうる。先述

のバンドンのアール・デコにも、インドネシアの伝統的な勾配屋根を架けたものがしばし
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ば見られ、あるいはまた台北の民生西路や迫化街に典型的に見られる中国風看板建築の存

在も考えあわせれば、これらはアール・デコの世界的な伝播における地方的な変容の一形

態と見なしうるのである。いずれにしても、長春の新民大街はアール・デコの地方的な変

容の独特の様相を示すものとして貴重である。この通りの両側は、現在は白求恩医科大学

のキャンパスおよび付属病院となっており、かつての満州国政府関係の建物がほぼすべて

この医科大学の施設となっている。

　天津の解放北路はもとのフランスの租界地であったところに集中的にアール・デコの遺

構がある。その建築家にはフランス人ばかりでなく、中国人も見られるようであるが、典

型的なアール・デコの大作が多い。その代表例が天津讃券交易中心（旧フランス・クラブ）、

天津百貨公司（旧新華信託銀行）、天津第二電子儀器大楼（旧裕泰飯店）である。青島の河

南路・中山路・曲越路・肥出路で囲まれた一画は1934年に開発されたもので、この一

画のほとんどすべてがアール・デコである。その設計者は益益法、蘇夏島、羅邦傑、除毒、

許守忠などすべて中国の建築家のようである。代表的作品が中国銀行青島分行（柴山左銀

行）である。

　さて、これらのアール・デコの建築をつくりだした建築家たちであるが、バンドンのオ

ランダ人建築家についてはシュマケルを中心に文献的な調査を行った。それを2003年

度の日本建築学会大会で発表する予定であり、その梗概を末尾に掲げた。シュマケルにつ

いてはオランダの美術史家JanvanDulle鵬n氏がモノグラフを準備中だということを知り、

直接にデータの一部のご教示を得た。しかし、その他の建築家たちについては、その研究

は容易ではなく、ほとんど手付かずの状態である。しかし、近年、こうした植民地時代の

建築遺産を”Colonial　heritage”といった負の遺産としてではなく、”Mutual

heritage”と呼んで積極的な研究対象としょうとする動きがあり、大部な研究書もすでに

いくつか出ているようである。そうした動きも、かつての帝国主義諸国の都合のいい解釈

とみなされなくもないが、少なくとも事実が明らかとなるのは非常にありがたく、今後は

そうした研究を参考にアール・デコを担った建築家たちについて調査を進めたいと考えて

いる。
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アール・デコの現存建物リスト

建物名に＊印を付したものは写真を掲載

盤北京

戸土地 塾善・　工 建設
耐喬飯店 東城区東交民巷2号

旧館の一部（レストラン等）がアー　一ル・γコ

i天津
物 巨土地 塾曇・　工 建訟

奮聯二電子儀器大楼（旧裕泰飯 和平区解放北路3号 設計儀品地産公司
br6dit　Fo携cler　d’匠xセeme

nrient

フランス的

整天津百貨公司（旧新華信託銀行）
^羅

和平区解放北路8－10号 設計沈理源 アメリカン・アール・デコ風

蘇合住宅（旧光明大楼、旧美業銀

噤j

和平区解放北路18号 フランス的

津談券交易中心（前天津市青年
激tランス・クラブ）

和平区解放北路39号 設計So携Sag麹e？
外観・ディテールとも典型的なアー　一ル・アコ

筑
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雛海

戸土地 設曇・　工 建瓢
日平飯店北楼（旧Sassooa　House）

d海市隠一百貨店

黄面心南京東路20号 設計Paimer＆Tumer
{工新柄記営造廠

壌929 アメリカン・アール・デコ風

歯面区南京東路83◎号（南京

堅H西端）
設計基泰工程司
{工酸記営造廠

1936 中国風の装飾を加味

際飯店（旧Park　H。tel） 黄磁区南京山路η0号 設計LHudec
{工酸記営造廠

1933 アメリカン・アール・デコ風

轡電影院（Grand　Theater）

Z

黄浦区南京山路22◎号 設計Ladisbv幽dec 遷934 大規模

島並行

Y

黄浦雨虎丘路20号 アール・デコ＋日マネスク

・一大楼（上海市教体育用品進出 黄浦区虎丘路128号 アール・デコ＋ゴシック

継驚高光陵大楼 黄浦二尊丘路糾6号 設計C．H。Gonda

{工張裕泰建築事務所
1927 アメリカン・アール・デコ風

華州大虚（旧Hamil毛on　House） 黄浦区福州路170号 設計Pal隣er＆Tumer
{工新仁記営造廠

193◎頃 アメリカン・アール・デコ風

i城飯店（旧Metrop◎1e　HoセeD 留浦区江西中路180号 設計Palmer＆τurηer

{工新馬記営造廠
1930頃 アメリカン・アール・デコ風

富浦区江西中路181号（福州
蝌Oの向かい）

アメリカン・アール・デコ風

ｾだしシンプル

天津路と江西中路の交差点

ﾌ北西隅
二部に意匠集中

海市総工会（旧交通銀行） 黄浦区中山東一路14号 1940 シンプルなアール・デコ

黄浦区中山東一路23号 設計陵謙受とPalmer＆

sumer施工陶桂岡営造廠
1937 中国風屋根

虹口最北蘇州路20号 設計背広地産有限公司建築
狽rhaRghai　La副江酬estment
bo．

1934 アメリカン・アール・デコ

1浜大虚Enbankrhe醜House 虹口最北蘇州路410号 設計Palmer＆Turner
{工新申記営造廠

1930 シンプル

睡大酒店

p
虹心懸天漢路422号（四川北
Hと天渡場の交差点北西隅）

アメリカン・アール・デコ風

く一ト 虹口区四川北路1288号 細部はややクラシック

1蟄衣公司 虹口証四期北路

盧湾区両名南路58号 設計A．しe。hard＆

o．Veysseyre

望926 外観クラシッケ内部アール・デコ

監鰭二面’”……………”…噂”

ｽ妻舞幽晦桜δ購面一

盧湾区山名南路59号

装搨u茂急雷蕗感喜…………

恆¥●■■9●oOOB儲D膨，9脅◎o曹⇔◎9●■o●の伽鱒●o■，●●o陰●●■●御。・go●o臓Ooo●OP，畳魯じ

I盤区雷名南路59号

o．陰。撃。のooo唇●●・唇，・●脇の，箪．o，60夢死ooり唇●●●●●，卿●，夢●●o鱒。，．の騎悔。■ODO◎●，

ﾝ計Pai隣er＆Tqmer

怐掾｡●●・●●ゆ●・の顧●．．6●，●o・唇・，脅・顧。購P・●■●●會●●紬Oo顧臓衡り●o●●●響，o●●●●●邑鱒

ﾝ計Palmer＆Tumer

●畠，夢，098・○●b観●塵9●夢

@　1931

a怺噤｡喚●●，曾・陰鼻●，●，膨，

@　1928

中楼と同時期のもの

�｢張り

﨟C・攣・o，oo，●●，●9D9吟糖。書響●●●●■・●，●夢夢顧●の卿●D俸3●・齢。鯵。働。験09勝●，饗●o曾，●・●・費●顛●●

Aメリカン・アール・デコ風

�｢張り

ﾊ・，．，嘗B・唇辱3．・P量．・●馳唇●顧●9塾口昏卿唇●鳳●o嶺の。■o●●■o●顧●じ●●●，●學。の80吟po齢。儀●●，●の，■

Aメリカン・アール・デコ風

羅
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難

戸土地 勢量・　工 建塾

泰電影院Cathay　theater 盧湾区濫海中路870号 外観は上海を代表する映画館建

z

讐く一ト’ 徐塵区高安路48号 フランス的もしくはロシア的

ﾘ麗な漆喰細工

パート 徐匿区建国西路641号 フランス風

／講講昇研究鰍 擁区岳陽路320号 設計内田祥三 1930 東大ゴシック風

黎パート

^
徐匿区武康路115号 フランス風

立住宅
早^

徐匿区武康路370号（上海職

ﾆ底地産総公司の隣）

モダニズム＋アール・デコ

・1海蠣（旧Gascoigne　Apa此） 徐匪区濫海中路1202号 設計A上eORard＆
o．Veysseyre

1930年

繻續ｼ
フランス風

鵜
徐筐区准海中路1251号 外壁に漆喰細工

康薬房
蛯P

徐塵区濫海中路1842一灌856号 フランス風、ストリームライン・デコ

夢金鷹名品

]

丁丁中路（地下鉄陳西南路
w傍）

アール・デコ＋ゴシック

監海交通（集団）公司
訣

丁丁区新丁丁82号 中国風＋アール・デコ

馨ノく一一ト（旧Dauphine　Apa撲ment）婆　　　　　、語

^

丁丁区丁丁路195－207号 設計A．しeo目ard＆

o．Veysseyre

紬35頃 フランス風

Wャン・ブーシェ風花模様

安賓館
｣　・

@

丁丁区桑山路370 戦後か？

；灘のトイレ
ｳ斑

小規模だが佳品
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馨連

戸土地 設言・工 騰凡
藁飯店（旧遼東ホテル）

@
中山区上海路6号

　郵電局営業楼（旧大連中央郵?） 中山区長江路134号 設計関東庁土木課（臼井健
O）

葉929 クラシック＋アール・デコ、細部に中

蒼I意匠

　銀行大連分行（旧東洋拓殖株

T社大連支店）
中山区中山広場街6号 設計宗像主一建築事務所 1936 ややクラシックで平板

1く一ト

@
中山区中山路η8－184号 頂部・玄関辺りに典型的なアール・

fコの意匠

　エ商銀行青泥支店

ﾃ
中山路、青泥港橋バス停そば 典型的なアール・デコ

雛市人民政府（旧関東州庁） 西崩区斯大林広場 設計関東州庁土木課 1937 クラシック＋アール・デコ、細部に中

装来ﾓ匠

『広欄の建物 西崩区斯大林広場 中央に塔を戴く巨大な建物

竄窿Nラシック

1去省燵市人民検察院

T市司法局（旧高等法院）
西崩区斯大林広場 東大ゴシック風

』

く一ト 武漢街95 2階建ての小規模ながら佳品、入口
ﾉステンドグラス

／く｝ト

I

武漢街と解放路の交差点、南
結

シンプルなアール・デ期

罫工商銀行毘明路儲蓄所

@
毘明街と貨昌街の角の北東 シンプルなアール・デコ

；庭臓

戸土地 塾号・　工 量几

穏大慶
ｱ葦

和平区中山路 スクラッチタイル張り

；・大度
ﾋ選

和平区中山路2号 頂部にレリーフ

欝賓館（旧奉天大和ホテル）

^
和平区中山路97号 設計小野木横井共同事務所 1929 ややクラシック

農難山幾揖支行（旧横

¥

和平区中山路1◎4号 設計宗像主一建築事務所 壌925 ややクラシック

脚公安馴曄天警察署）

^
和平区中山路肇◎6号 設計関東庁土木課 壌929 ややクラシック（上とよく似ている）

、姪
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灘

鐸 噛土地 設量・工 建訟
羅　恩医科大学第一医学院（旧満
?軍事部）

新民大街1号 設計満州国営繕需品局営繕 1936 帝冠様式、頂部にレリーフ

恩医科大学基礎医学部（旧満

走ｱ院）

新民大街2号 設計満州国総務庁需用処営
U科（石井達郎）

1936 中国二三様式風、細部はややクラ

Vック

経済部）

新二大街5号 設計満州国営繕需品局営繕 壌939 中国三冠様式風

恩医科大学校部（旧満州国司

j

新民大上6号 設計満州国総務庁需用処営
U科（相賀兼介）

・1936 帝冠様式

恩医科大学予防医学部（円満

�ﾊ部）

新二大街7号 設計満州国営需品局営繕処 1937 中国帝劇様式風

省国宝館 新二大街12号 設計満州国営繕需品局営繕
?？

中国三冠様式風

　市人民政府（旧三菱康徳会 其大林大街57号 設計三菱地所 壌936 旧丸ビル風に中国風塔屋

，市電話局（旧満州電信電話株
搦ﾐ）

其大林大街65号 中国帝冠様式風

　市公安局（旧満州国第2庁舎）

@
其大林大街67号 設計満州国国務院国都建設

ﾇ（相賀兼介）

遷933 中国帝冠様式風

　日報社（旧満州重工業）
u蓬

其大林大詰 董935頃 中国風なくオーソドックス

轡人民政府執行楼（旧大興ビ

@

其大林大街 1937 大規模、中国風なくオーソドックス

鯵省人民政府（三関三局庁舎）

@
其大林大正 設計関東局土木課（臼井健

O）

肇935 中国風なし、スクラッチタイル張り

皇宮陳列館（旧満州国皇宮西
蝠

光復旧路北 設計満州国総務庁需用処営
U科（相賀些些）

1936 ややクラシック

光復旧路北 ややクラシック

1省博物館（旧満州上皇宮東　，

@
光復旧路 設計満州国総務庁需用処営

U科？
1938 中国帝冠様式風

1人民解放靴榔隊門診部 人民大街145 中国三冠様式風

自由大路2号 設計満州国営繕需品局営繕 1938 スクラッチタイル張り

｢国帝冠様式風

　省東北二連房地産開発公司
桴B国外交部）
H

建設街普三二剛号 8rossard　M◎piR＆Cie 1936頃 フランス風、六角形の窓

人民広場 地味な中国三冠様式風

辞去（騰講 駅前広場 設計満鉄地方部工事課（太
c宗太郎）

壌936 大規模、正面中央に意匠集中

縁
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浜
巨土地 曇量・　工 曇凡

一局 白白区東大直門 ストリームライン・デコ

南崩区東大直街 クラシック＋アール・デコ

際飯店（旧新ハルビン旅館） 南笥子東大直街124号 設計スビリドブ

{工近藤林業公司
1937 アメリカン・アール・デコ風

E端部の棟は典型的なアール・デ

R

葦

イスビル 吊手千手大直街287号 ややクラシック

南商千千大直街 憩30年代ソ手風、戦後か？

濱鉄路第二工程公司 南帯千千大直街26 要所に典型的なアール・デコの造

`
　金手

ｱ

道里千手麟街（ハルビン話劇

@の北隣）

qマネスク＋アール・デコ

ぐ　く一ト

ｫ

西十手街51－53号 細部に典型的なアール・デコの意

?
三江省臼報社 地畔街2号 設計E．PanonOPT

{工Bo月Ta
壌938 中央に塔を戴く左右対称の角地の

囎ｨ

舞

戸土地 鞘巻・　工 きル

i講三島分行（旧欄 市南区中山路62号 設計陸謙受・呉景奇
{工新慎記・徐毒

1934 シンプルだがバットレス風装飾あり

婁 中山路と広西路の交差点 漆喰細工のレリーフ

，国銀行青島分行（旧山左銀行） 市南区中山路64－66号 設計劉鐙法 1934 河南路・中山路・曲千路・干城路に

ﾍまれた一画が1934年に開発され
ｽ．一群のアール・デコ

銀行青島分行（旧上海商業貯
s）

市南区中山路68号 設計早戸軒
{工公和興営造廠

1934 一群のアール・デコ

糧油食品進出口公司山東省
ｪ公司（旧大陸銀行青島分

市南区中山路70号 設計羅白白
{工新慎記営造廠

准934 一群のアール・デコ

民銀行青島分行（旧中国

s青島分行）
市南区河南路13号 設計千守忠

{工申泰営造廠
1934 一群のアール・デコ

市南区河南路15号 設計徐毒
{工貨富恒記

1934 一群のアール・デコ

光大銀行（旧青島市礼堂） 市南区芝山路で号 設計鄭白白（基泰工程司）

{工美化営造廠
1935 ややクラシックなアール・デコ

貨商旅行社 市南区広西路47号 中国的造形を加えたアール・デコ

市博物館
q：1

市南区魚山路37号 設計白白 194壌 クラシックと中国風とアール・デコの

ｬ交した独得の建物

蓬
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雛
巨土地 考曇・　工 牽塾

・土地鐸行（旧日本勧業銀行台
I店）

変乱路26号 設計勧業銀行建築係 壌933 基本はクラシックだが、細部にアー

求Eデコの意匠

上記の建物の隣 典型的なアール・デコ

衡走路68号 水平線の強調

金庫（旧台北第十信用合作 重陽路87号 1935 ややクラシック

／

1逸士
宝慶路 設計西村好時 壌938 ほとんどクラシック

1塗壁新館部ミl／　大度（旧台湾総督府高等法 上記の台湾銀行の隣 ややクラシック

蒙

重慶南路一段124号 設計台湾総督府営繕課 1934 基本はロマネスク風だが、細部に

Aール・デコの意匠

市立第一女中（旧台北第一高
w校）
^

重慶南路一段165号 設計台北州土木課 望933 シンプルなアール・デコ

1八記念館（糊置放送局）

y

中山南路 設計栗山俊一 193で スパニッシュ風だが、細部にアー

求Eデコの意匠

大学本部（旧台北高等学校本
^餐

和平東路一段162号 設計総督府営繕課（米重三
Y）

1928 スクラッチタイル張り

鮮L堂（旧台北高等学校講 和平東路一段162号 設計総督府営繕課（井手薫） 肇929 スクラッチタイル張り

郵政局（旧台北郵便局） 忠孝西路一段114号 設計台湾総督府営繕課（栗
R俊一）

1930 壁は煉瓦造にタイル張り、ややクラ

Vック

拳北鴎囎理局包茎営業庁 台北郵便局の隣 中央部分は典型的なアール・デ
Fコ、青海波模様、あるいは戦後

ｩ？
1ヒ軸堂（旧台北公会堂） 延平南路98号 設計台湾総督府営二二（井

闌O）

1936 スクラッチタイル張りにテラコッタ

Aール・デコのディテール

1霧大学（旧台北帝国大学） 羅新福路一段 設計台湾総督府営二二 1929 基本はロマネスク風だが、細部に

Aール・デコの意匠

！獅　㎝　 南海路盤土壁54 設計台湾総督府営繕課長
芬闌O

1931 スクラッチタイル張り

斐

／嚇2ビル 民生西堂30g タイル張りのシンプルなアール・デ

R

葬一ショツカビル 民生西路311？ 「大和家飾」ビルの隣一部ややクラシック

箋閣」ビル
?業

民生鎮星32凄 ややクラシック

鮒食品行」「大福商行」ビル

ｳ
民生西堂385 垂直性の強調で、少しゴシック的

ｵ囲気

食品公司」ビル 迫化生144 上記と同様の建物

毒　電子」ビル

民生西路と重慶北路二段の

�ｷ点、北西角
細部意匠はクラシックだが骨格は
Aール・デコ
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餐

戸土地 塾曇・　工 建量几

曇＿ト 民生西路と重慶北路二段の

k西の角の重慶北路の西側
?寄?

上記と同様の建物

元行」ビル 迫化街一段1刀 バロック的アール・デ：コ

迫化街96 スパンドレルにレリーフ

鯵有限飼ビル
^

民楽街99号 ややクラシック

　学園・植物園
開封街一一段32号 スクラッチタイル張りのオーソドック

Xなアール・デコ

南海路41号 国立台湾科学教育館など園内に
ｭしアール・デコの要素をもつ建物

ｪいくつかある
馨
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戸土地 訟曇・　工 量鎚

｛曄鯖会 干諾道中25 アール・デコの意匠横溢

銀行（旧中国銀行）
o1嚢

Oes　Voeux　Rd． 設計Palmer＆Turner 准950
戦後の作品だが、典型的なアメリカ　　　　　ーン・アール・アコ

Natha汽Road 頂部にアール・デコの装飾

銅鑓湾付近

Tl朗es　Square付近 鋭角に交わる道路の角地のビル

’のビル Mody　R◎adとCormwall

≠魔?酬eの交差点

ストリームライン・デコ

1垂

晒。㎞h 銅鍵湾道と嘉寧径の交差点 設計1。N．　Chau 1937 中国の伝統意匠にアール・デコが

ﾁ味された独得の教会堂建築

卑オ

ル 籍 訟言・工
●

籍s闇NE
@

巳sセrada　de　Dr．J◎ao　Paulino

i飽公馬路）（主教山眺望台の

?かいの住宅）

典型的なアール・デコの住宅

主教山 1934－

P935

ロマネスク風だが細部にアール・デ

Rの意匠をもつ

蓼

主教山

1地のビル

p
主教山 典型的な1930年代風
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馨ル

戸土地 設曇・工 牽訟
灘罐会（旧京城府民館）

^
中区太平路1喝0 設計京城府 1935 塔屋頂部に装飾

響医科大学（旧京城献医学

P
鍾路区連建洞28 設計総督府官房会計課 1928 スクラッチタイル張り

　化芸術振興院（旧京城帝大

^日報ビル

鍾路区東崇洞壌一31 設計朴吉龍 1931 スクラッチタイル張りで、ソウル医

ﾈ大学とよく似る

世宗路？ ファサード保存

旧ビル

^
10，蓉輯劃型 シンプルなストリームライン・デコだ

ｪ戦後か？

髭灘を結ぶ橋
^馨

RC造で親柱の装飾がアール・デコ

蟻、謬』ン

戸土地 設量・工 建設

一

Bogyoke　Aqng　San　St南側 80gyoke　A囎g　San　S七南側に映画
ﾙ5軒が連なる。いずれも典型的な　　　一アール・アコ

Bogyoke　AuRg　S麟St南側

叢

Bogyoke　A囎g　Sa資St南側

Bogyoke　Au自g　San　St南側

鉾 Bogyoke　Aung　Sa為St南側

スーレーパゴダ通り 戦後か？

麹ク
嘱

戸土地 塾曇・　ユニ きル

Pロンコン大学

@
254Phya七hai　Road　Pa土urnwan 一部にアール・デコの建物がある

トヤダムヌーン・ノーク通り ラーチャダムヌーン・ノーク通りの

ｶ右の建物は偲40年代のもので
?るが、すべてアール・デコ
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懇・ポールSin　a　ore
灘

戸土地 塾萱・　工 牽訟

藩イオンの土産物屋 BI　Fu鎧er勤OR　R◎ad 特筆すべき典型的なアール・デコ

行 Battery　Road アメリカン・アール・デコ風

灘＄・・a・C・B・　di・9 Ra硝es　Q糠ay シンプルなアール・デコ風

202S。・th　p・idg・R・ad 頂部の両端にアール・デコの意匠

驚家） 210South　Bridge　Road ペンシルビルだが頂部に典型的な

Aール・デコの意匠

47－49－51，Tar竃jorヨg　Pagar

q◎ad（cook　stとの交差点）

肇950

N代？

コーナー部にアール・デコ的表現

／旺しs
120Jarゴ。怜g　Pagar　Road シンプルなアール・デコ

驚醜齢・ Telok　Ayer　stre就とBoo陰tat

唐狽窒?就の角

シンプルなアール・デコ

1霧・dPl・・ 1933 アール・デコの意匠横溢
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ラルンプールKuala　Lum　ur
戸土地 塾曇・　工 牽設

驚繭（元三　玄

Jln．　Damansara 1932 現在は空家

、HKA莇AH　SYARIAH　W風YAH

激ﾃKUTUAN

♂ln．　Damansara，駅の南隣 塔屋は典型的なアール・デコ

　纏

Jln．　Tua自k“Abdul　Ra卜man 以下、この通りにはアール・デコの

囎ｨが多数ある

Jl轟．　Tuanku　Abdul　Rahman 改造多いが、頂部はアール・デコ

揮商店 JIハ．　Tuanku　Abdul　Rahmar｝ 頂部はアール・デコの表現

ビル Jh．　Tuagku　Abdul　Rahrnan 改造多いが、骨格はアール・デコ

iliビル

ﾓ

Jln．　Tuanku　Abd疑l　RahmaR よく当初の姿をとどめる

蕃ビルの隣のビル
」書R．Tua自ku　Abdul　Raわ搬ar〕 Tivollビルによく似るがシンプル

蒙

鱒
ASURAJビル Jh。　T乱」arlku　Abdul　Rahman 頂部に典型的なアール・デコ

藍

Jln．　Tuanku　Abdd　RahmaR
シンプル　　　　、

RIKAT　M！NGビル Jln．　Tuanku　Abdul　Rahr轟an シンプル

　館ODEON

^
Jln．　Tuanku　Abdul　Rahman 典型的なアール・デコ

毒

ge　Town　Chemis之 China　Tow矯の中 中央頂部にアール・デコの意匠

／

／lbk触 Chiha　T◎wmの中 シンプル、「畑7月の文字があるが

v工年とは思えない

1遷

Jh．　Ampang 典型的な1930年代風

1塔

@飴＿腕d

Medan　Pasar 典型的なアール・デコ

時計塔の背後 頂部にアール・デコの表現

｝IC　BANK（華僑銀行） しeboh　Pasar　Besarと　Medan

oasarの交差点の東南隅

戦後かもしれないが、アール・デコ

I

靹・IM・・賊

J
Jln．　Hang　Kasturi 入口部分は典型的なアール・デコ

／◎◎・gR・・tau・ant
Jln。　Chengし◎ck シンプルなアール・デコ

響・t・18繭g

倦蜥p＿眺
Jh．　Mebka

ややクラシックだが、注目すべき　　　一アール・7：コ

張
Jl窪Tun　H・S・LeeとJin．

gangしekirの交差点西南隅

随所にアール・デコの意匠

茎，

ψln．　T疑n　H・＄・LeeとKE訓h．

oud“の北東隅

ストリームライン・デコ

?るいは戦後か？
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謹ンペン

戸土地 塾号・　工 建訟

講

。、ム副37－39番地のビル ノロドム通り37－39番地 シンプルなアール・デコ

?央に線のライン

a
ノロドム通り56－58番地 典型的なアール・デコの独立住宅

。経yw◎◎d　Hotel フランス通り USJ風アール・デコ

トラルマーケット 設計Jean　Desb。is＆しoqis

bhaucho為

1935－

v937
東南アジアを代表するアール・デコ

ac◎し媚．ビル

^融レ

セントラルマーケット近く 角地のビル、三角を連ねた意匠

セントラルマーケット近く 上と同じでペアのビル

ペン駅Royal　Rallways　of
揩р撃

左右対称、随所に菱形モチーフ

Ripble ストリームライン・デコ

1イ

巨土地 塾魯・　工 牽訟

ひ

漏ome窒eobgical　Service　of

A、a「η

Q縫ang　Trung通り51番地 典型的なアール・デコ

fon　Bank Quang　Trung通り55番地 アール・デコの傑作、ポーチにレ

梶[フ
羅、tl。。。I　P。st。仔lce

Dlnh　Ti6n　Hoang通り75番地 シンプルなアール・デコ

薫

Gdd　Silver＆Gemstones
??

Dinh　Ti勲Hoang通り・ 大規模建築、花模様のレリーフ

し6Ho論g　Pho論g通り16番地 壁面に広くレリーフを施す

／㎞幽大劇場

ﾞ

Tran£Tien　Trang通り

iKS　Dan　Chih　Hotelの西隣）

やや大味だが、典型的なアール・デ

R
＝蓑
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膨チミンシティ

戸土地 き燕き・　工 建設

難

匠しMAJεSTIC D。ng　Khoi通り1番地 ややクラシック

｝fiC酬。e、ビル Dong　Khoi通り2番地 ストリームライン・デコ

献㎜
D。ng　Khoi通り8番地 1930 基本はクラシックだが、一部にアー

求Eデコの造形

lMSビル DOh墓Khoi通り捻一27番地 典型的なアール・デ：コ、内部もアー

求Eデコの意匠横溢

兼アパート Do論g　Khoi通り41－49番地 やや平板

トランTUDO　Libe沈y
^蓬

Do玲g　Khoi通り80番地 ストリームライン・デコ

　ia田otel
ﾋ

D。ng　Khoi通り107－109番地 レリーフに特徴

；

◎ARDカフェレストラン

^
Dong　Khol通り13H33番地 シンプルだが細部に典型的なアー

求Eデコの造形

Dong　Khoi通り135－145番地 やや固い造形

1一ト DORg　Khoi通り158番地 prop肖6亀6　de　la　Soci6t6　urbaiηe

?ｏｎｃｉ６re　indocienolseの表記あり．

癖 Dong　Khoi通り183番地 中央に典型的なアール・デコの造

`
　en　Townビル Dong　Khoi通り211－213番地 にぎやかなアール・デコ

嚢

グエンフエ通り東側 シンプルなアール・デコ

lLαTYHCTEL
^　HOTEL

グエンフエ通り西側 レリーフに特徴

婁一 レロイ通りとグエンフエ通りの

�ｷ点北西隅

部分的に濃厚なアール・デコ

鰹H・T晒隣の韓

^
NGUYEN　HUE通り 典型的なアール・デコ

／l・t・matb・・1τ・adi・g　C・nt・・

^
レロイ通り 戦後か？

智スビル

p
レ日イ通りとグエンフエ通りの

�ｷ点北東隅

ストリームライン・デコ

／hgKARAOKεビル、冊難　ON　TOURISTビル
レ日イ通りとグエンフエ通りの

�ｷ点北東隅ビルの北隣

ジグザグ平面のファサード

レロイ通りとグエンフエ通りの

�ｷ点南東隅

ややシンプルなアール・デコ

レロイ通りとグエンフエ通りの

�ｷ点南西隅

シンプルなストリームライン・デ：コ

Hamnghi通り45番地
インターナショナル・スタイルに一部　　　一アール・ア：コ
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戸土地 塾き・　工 曇ル

ハムギ通りとバストウール通り

ﾌ角北西隅
戦后か？

　館Kich　Saigon

^一ト

Pas圭eur通り57番地 1959？ 戦後のようだが、典型的なアール・

fコ

Nguyendu通り81番地
iNgり七endu通りとPastew通
閧ﾌ交差点の西南隅）

円窓

シンプルなアール・デコ

ミ

u癩通りのオフィス（。r学校） Le　Du6n通り（ホーチミン作戦

歯ｨ館の向かい）

戦後か？

肇

影 塔屋はややクラシックだが、典型的
ﾈアール・デ：コ

灘

／

1カルタ

巨土地 塾暴・　工 建塾
局 独立記念塔（モナス）東側 モニュメンタルなアール・デコ

　局POS　1NDONESIA

^
コタ地区ファタヒラ広場北側 典型的なアール・デコ

1局の西隣のビル

^
ファタヒラ広場北郵便局の西

ﾗ
寄棟の屋根だが、壁面はアール・

fコ

Jl　Pi携tu　Besar　Uセara西側 屋根は寄棟だが、アール・デコ。

竄窿Nラシックな面もある。

ｪ角形窓
ミ智嚢叢叢

シンプルだが骨格はアール・デコ

／ドネシア銀行 コタ駅西側 ジャカルタを代表するアール・デコ

T型的な1930年代風

1駅南側のビル

^

コタ駅南側 典型的なアール・デコ

霞
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ドンBandun
戸土地 設き・工 き几

　昭Merdeka（Museum　of之he Asia　Afrika通り 設計Wdfr　Sch。emaker＆A
eAa；bers

1924

P938

搨z

最大規模のアール・デコの大作

Asia　Afrika通り南側（Gedung

lerdekaの向かい）

寄棟屋根だが、随所にアール・デコ

ﾌ造形
／門戸（旧一ビル）

Asia　Afrika通り 設計A．F．　Aalbers 1935 Hotel　Savoy　Ho隣anと似る。

Asia　Afrika通り 平家の店舗

・i ar’ビル
奄

Asia　Afrika通り ややクラシック

粒ビル Asia　Afrika通りGed鵬g

lerdekaの隣

典型的なアール・デコ、インドネシア

`統の造形を加味、

／PLN（PERSER。）・
Asia　Afrika通り ややクラシック、円窓あり

lERKEBUNAN　Xバ Asia　Afrika通り シンプルなアール・デコ

1鞭 Asia　Afrika通り 勾配屋根だがにぎやかなアール・

fコ

Asia　Afrika通り49番地 寄棟瓦葺きだが、アール・デコ。や

窿Nラシックな造形もある。

nMa自diri　24　Jam Asia　Afrika通り ややゴシック風

iONN．V．・

^
Asia　Afrika通り にぎやかなアール・デコ

鮮宅 Asia　Afrika通りとOtto

hskandardiハata通りの交差点

兼??

シンプルなアール・デコ

lP，，a。g。r

H

Asia　Afrika通り81番地 設計Woiff　Schoer陥ker 讐928 アール・デコの大作、ライト調

葺PAC旧C

ｯ

Tambbng通り東側Hotel
orea論gerの向かい

切妻破風を見せるが、細部造形は　　　一アール・7’：コ

嶽／Homan　Hotel Asia　Afrika通り112番地 設計A．F．　Aalbers 1939 アール・デコの大作

ler　Palace” Braga通り西側 シンプルなアール・デコ

1粥ξ

Braga通り西側 シンプルなアール・デコ

Braga通り西側103番地 細部にアール・デコの造形

住宅

ｯ

8raga通り東側72番地 細部に典型的なアール・デコ

8raga通り46－62番地 細部に典型的なアール・デコの造

`

8raga通り やや平板だが細部がアール・デコ

灘
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隅土地 訟登・　工 建泌

静宅 Braga通り5◎番地 ややクラシッグ

誉、

講AN今Dバビル
Braga通り 柱頭部分に典型的なアール・デ：コ

講ANADバ傷戸おい鱗の Braga通り ややシンプル

灘

住宅 Braga通り 柱頭部分にアール・デコの造形

：響

住宅 Braga通り71－77番地 ファサードの長いビル、細部にアー

求Eデコの造形

Braga通り 隅部や柱頭にアール・デコの造形

Braga通り 細部にアール・デコの造形

灘

1幽♂ビル Braga通り 頂部右に独得の造形

住宅 Braga通りK匂aksaan通りと

ﾌ交差点
やや構成主義風

住宅 Braga通り 非常に長い2階建連結棟

1朗 Braga通り 隅部にアール・デコの造形

donesian　Natlonal　News

凵gA伽ra”

8raga通り ストリームライン・デコ

／Mバコ＋店

f＿
8raga通り 葉936 角地のビル

T型的なアール・デコのレタリング

Braga通りSumirasa通りとの

�ｷ点西北隅
寄棟屋根、柱型の上下に典型的な
Aール・デコの造形

　住宅
^住宅

Otto　Iskandardihaね通り131番

n？

小規模だが装飾性豊か

Otto　iskaBdardinata通り152番

n
まったく直線的なアール・デコ

灘宅 αtdska醐ardiRaね通り シンプルなアール・デコ

　住宅
]馨

Otヒ。　Iskandardihata通り 細部に独得の造形

：叢ン駅

^
シンプルなアール・デコ

KMA　FARMA バンドン駅北方 隅部にアール・デコの造形

Ac曲通り アール・デコの住宅風

1姻大学別棟 DL　Setia　8udi通り ややクラシック

D貌Setia　8udi通り ややライト風のアール・デコ

i嚢
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舳土地 嚢几曇・　工 曇几

態。1・（現U・；…s忙・・

?♂ｋ・繭貸esia）

Dr　Setia　Budi通り 設計Wolff　Sch◎emaker 1933 シューマイケルの代表作

／磁
北郊外（Villa　ls・la近く） 典型的なアール・デコ

難
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天津
天津第二電子儀器大楼（旧裕泰鯖）（解放北路3号）

　設計　儀品地産公司

，滅f乱ノ話

し、 錘．、

．堰．

霧題1し旺

’蓬1．夢知

闇． 掴、．＝

虹

．箋難欝毫

・．
c華i馨繋蓬

　　　●

臨ヲ’．：摯一二．＿＿；急、『

　．．．一4」．一よ8．彊＝＝覧

，：拶

節．
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天津

　天津百貨公司（1日新華信託銀行）（解放北路8－10号）

　設計　沈理源

「 ．感　† ‘澗

・褐／

” 図圏
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釆津

天津謹券交易中心（旧フランス・グラブ）（解放北路．39号）

設計　Son　Sagne？

妊

．∫

ﾛ灘．
・き

�窒S
　　　、懸薩．

．’

PB’

．タ≒『．　下・．　　誼ξ
　　　　　灘；・・．

即

製¶

　一　　，識．選二．
　　　　　．．潔；
　　圃
．． 煙ｮ柔難．
　　　．』き認’

　　　　　デ亀．

「，

難；

　　　　　　　　　　、　．　　．．．

、ヂ講講

鐘，

こ
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上海

　和平飯店北楼（旧Sassoon　Hon8e）（南京東躇20号）

　1929年、設計　Pahner＆Tumer、施工　新仁記営．造廠

璽

f…藍i熱藤戴．3

灘

ﾁ．．

?厚．摩，

11置置：．

ガ．

　　≒雫1再．・’

　　　．　「

　　　『．ゼL．『，陥．

．与こ，馨懸1：ll

∴’吃． u．．卓 ｮ　．．よ

冤τ．

　り「；

　「　　　　　馳

　弊．．素．・を．4

1．：：

1雛：

懸’

　　　　　F．．　Lτア．7』

．轟綾÷寵．，、

　　　一冨’

　　　　　ジタ；駕．セ． ▲
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上海

　大光明電影院Grand　Theater（南京西園220号）

　1934年、設計　Ladis［ay　Hudec

騨
繁

融L，1蚕．

謬．翼壁

．．一

．「炉．四「

島

国
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上海

　国泰電影院Ca山ay Theater（潅海中路870号）

看

日

影

旧・1轟
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治爾浜

　国際飯店（旧新ハルビン旅館）（東大直街124号）

　1937年、設計　スピリドブ、施工　近藤林業公司

、曝．9．

；胃早．．

．冨．

・軒興

翻 T

盛濫灘・羅竃
　、・1・；⊃蜘榊蝋裡。憶‘
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青島

　中国銀行青島分行（旧山左銀行）（中山路64－66号）

　1934年、設計　劉鐙法．

｛．．＼．

＼
＼

＝耳＝1コ
1一

門「轡曜・一

．、

1｝、
与

鰹：恥
’π「T．り

　　　　　　　　　　　　　㊥申⑳私右BANK。下CHm＾

軋鼻
ヤ「4

　、ニヒ．’、・．

叫㌦･鵬融

獲

lll．．

『終．

＿甦
　　　　　　　　　．㌔二；」く
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青島

　中国人民銀行青島分行（河南路13号）

　1934年、設計　許守忠、施工　申泰営造廠

青島

　山東省服装進出公司（河南路15号）

　1934年、設計　除毒、施工　貨富恒記

．臥
z’．1

而

養．・

黙
．．

D．

gコ．．．』h．

＾y　無1“日

　。・掴．

菌寅
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　台北

　　台湾土地銀行・増築部（衡陽路26号の隣）

慈　　　　　』

趣

1．

…1舗

鉱紳“，
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含北

台北中山堂（旧台北公会堂）（延平南路98号）

　1936年、設計　台湾総督府営繕課（井出薫）

n：．

．L」」亙ご．コー幽霊一

「ウ
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　　濁

　　騒；，噸二訟

　漕1嗣睡ヨi；，．．．

　　　　　　　　　　　ド　　

多で一．一

香港

新華銀行（旧中国銀行）（De6　Vbeuxz　Rd．）

1950年、設計　Pal血『τ＆Tumer

　　　　げノへげコロ　　　・1趣ii，・1．

　　，餐1愛　藷．≦

　　1齢塵鱒鱒電
　　闘　　　　；i〒『財“「．．
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香港

St．　Mary’s　Church（銅鋸湾道と嘉寧径の交差点）
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マカオ
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ソウル

東亜日報ヒル（ファサード保存）（世宗路？）
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シンガポール

マーライオンの土産物屋⑲1Funer勧寡RQad）
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シンガポール

　Clif丑）rd　Pk∋r

　1933．年
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クアラルンプール

Ma｝lakamah　Sya盛ah　W五ayah　Pe路eku加a丑（Jln．　Da皿ap3ara、駅の南）
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クアラルンプール

映画館ODEOb1（J1且．【㎞a丑ku　Abdul　Eha職皿．）
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クアラルンプール

セントラル・マーケヅト（ぬ．Haロg且astu亜）
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クアラルンプール

　Ohental　BuUding（Jln．　Melaka）
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プノンペン

　セントラル．・．マーケット1
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プノンペン

　セントラル・マーケット2

　1935－37年、設計　Jean　Desbois　＆　］Lou玉s　Chauchon
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ハノイ
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ハノイ

Chin孟｝u　Bank（Quang　Th澱pg通り55．番地．）
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ハノイ

Hanoi　Gold　Siver＆Ge皿sωnes　Co皿pany（D血h　Ti6n　Hoaロg通り）
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ハノイ

　カナダ大使館マ（聴　Hong　Phong通り16番地）
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ハノイ

恥」huu皿g　M・汰劇場（野・ng恥瓜．㎞9通り）
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ホーチミンシティー

　MAXIMSビル（DOng Khoi通り1．3－27番地）
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ホーチミンシティー

Chiken　Townビル（Dong　Khoi通り211－213番地）
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ホーチミンシティー

　REX　HOTELの西隣の車庫（Nguen　Hue通り）
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ホーチミン．シ．ティー

　Saigon　「Ih皿㎏tビル（レロイ通りとグエンフェ通りめ交差点南西隅）
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ホーチミンシティー

　映画館Kich　Saigon（Pas』eur通り57番地）

　19．59年？
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ホーチミンシティー

ベンタイン市場
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ジャカルタ

郵便局　POS　INDONESIA（コタ地区、ファタヒラ．広場北側）
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ジャカ．ルタ

　インドネシア銀行（コタ駅前西側）
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ジャカルタ

　コタ駅南側のビル
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パン．ドン　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　Gedung　Merdeka（Museum　ofthe　A面ca　A鋤a　Con艶renoe）（Asia　A出ka通り）

　1924年（1938年増築）、．設計　Wd田i　Schoe皿aker　＆　A・F陰Aalbefs
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バンドン

　Gedu皿g　Merdek捌向かいのビル（A劔a　Af冠ka通り）
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バンド．ン

　“AACC”ビル（Asla　A蝕a通り、　Gedung　Merdekaの隣）

“， 辱

．．

ﾔ：

．1’ P；＝尽．P

躯

a

’計．ヤ…：∴

．．．，、菰，，

謬．．’』

　　．　　　．

　．
　　．　　　

篭．．

：《

．1

一64一



バンドン

Hobel　Preanger（趣ia　A佃【a通り81番地）

1928年、設計　WoH　Schoemaker
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バンドン

　Savo夕　Homan　Hotel（A白ia　A佃ka通り112．番地）

　1939年、設計　A・F・A｛曲ers
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バンドン

「℃anadian　Shoes”ビル（Braga通り46－62番地）
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バンドン

　Centre　Po血t（Bra騨通り、Sumirasa通りとの交差点西北隅）
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バンドン

　Villa　IsoLa　（D蜜」　Setia

　1933年、設計　Wblff

Budi通り）

Schoemaker
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ウォルフ・シュマケルとバンドンのアール・デ：コ

正会員 ○吉田鋼市

　　　　に　アール・アコ

近代建築

バンドン インドネシア

　1．アール・デコの建築はアジアの諸都市に散見され

るが、その遺構の多寡は、基本的にはその都市の1920～

30年代における建設活動の活発さ如何に関わっており、

旧仏領であった都市に多いわけでは全然ない。その証左

の一つとして、インドネシアのバンドンが注目される。

バンドンは、1920年以降に活発な建設活動を見たBraga

通りとAsia　Afrika通りを中心にアール・デコの建物が

集中的に存在しており、Braga通りはさながらアール・デ

コの伝建地区的な様相を呈している。その中心的な建築

家と目されるのがウォルフ・シュマケル（Charles

Prosper　Wolff　Schoe澱ker，1882－1％9）であるが、この

小稿は、シュマケルの簡単な経歴を紹介するとともに、

その経歴とアール・デコとの関わりについて若干の考察

を施さんとするものである。なお、シュマケルについて

は、ほぼすべてオランダの美術史家Jan　vaa　Mle齢n氏

のご教示によるものであり、準備中というシュマケルの

モノグラフのために獲得された貴重な情報を寛大に提供

してくださった氏に深く感謝する次第である。

　H．インドネシアの近代建築は、主としてオランダの

建築家たちによってっくられてきたようであるが、その

代表がHenri　Maclaine　Pont（1884－1971）とHe㎜an　Thomas

Karsten（18854945）の二人である。　Po凱は今田ではジャカ

ルタの一部となった旧オランダ領東インドのMeester

Comelisで生まれ育ち、高等教育をオランダで受けて生地

に戻った建築家であるが、Kars重enはオランダ本国生まれ

である。二人は同時期にデルフト工科大学Tech鍛ische

Hoogeschoolで建築を学んでおり、共に1909年に卒業し

ている。Po嬢が生地に戻ったのが19n年、　Karstenが当時

の東インドに来たのが1914年であるから、あるいはPo薮t

がKars重enを誘ったのかもしれない。　Po撲は浮嚢のバンド

ン工科大学ITBのキャンパス（19184920年）をはじめた

くさんの建物を設計しているし、Kars繰はソロの鉄道駅

舎Qg23年）やジョクジャカルタのソノブドヨ博物館

（1933年）などを設計している。二人とも洋風とインド

ネシアの伝統的な意匠との融合に腐心しており、そうし

た地域性を考慮した設計が評価されている。1＞それに対

して、シュマケルは旧オランダ領東インドの生まれ育ち

であるにも関わらず、それほど地域の伝統を考慮しては

いないように見える。2）その理由の一端を彼の経歴から

探ってみよう。

　皿：．　シュマケルは1882年に旧オランダ領東インド、

ジャワ島のA曲arawa近郊のBanjubiruで、軍人の家に生

まれている。この頃の東インド在住のオランダ人の子弟

の例に洩れず、高等教育はオランダで受けているが、軍

人の子であった故か、Bredaの王立軍学校KMAで土木を

学んでいる。東インドに戻ってからは、この地における

最初のフリーアーキテクトの一人となり、同時に1924年

から1941年まで、後にITBとなるバンドンの
Technische　Roogeschoolで教えている。3）　1949年にバ

ンドンで亡くなるまで少なくとも65件の設計に関与して

いるという。

　作品の大半はバンドンにあるが、代表作がバンドン西

北部の丘陵地DL　Setla　Budi通りに1933年に竣工した

villa夏solaである（写真1）。4）これは、イタリア系の富

裕な新聞社主D．W．　Berre卸の別荘で、　Berr鉗yが竣工翌年

の1934年に飛行機事故で亡くなってからはホテルとして

使われ、現在はインドネシア教育大学Universitas

Pendidikan　I翻onesiaの施設として用いられている。プラン

の形には表現主義やアムステルダム派の影響が指摘でき

るかもしれないが、外観の造形は典型的なアール・デコ

といってよい。この別荘を手がける前の1928年に、シュ

マケルはもう一つのアール・デコの大作Hotel　Grand

PreangerをAsla　Affika通りに建てている（写真2）。これ

は、F．R．ライトの影響が強く出ているもので、そのディ

テールほとんどライト調である。この仕事の少し前に、

彼は渡米していて、ライトとの接触があったようである。

したがって、彼のアール・デコのルーツの一つがライト

にあることは間違いないであろう。しかし、Villa　Isolaは

ライト調では全然なく、ライト以外の影響も考えられそ

うである。

　その一つの可能性を与えてくれるのが、A韮bert　F∫ederik

Aalbers（1897－1961）という建築家の存在である。　Aalbersは

ロッテルダム生まれで、オランダにおける履歴が長いが、

生涯のなかほど、1930年から1942．年までの12年間、バ

ンドンを中心とした東インドで仕事をし、非常に生産的

な時代を送っている。世代としてはPo磁やKarstenやシュ

マケルよりも十数年若く、アール・デコが盛んになり始

めた時期に教育を受けている。代表作が1938年竣工の、

WolffSchoemake∫aRdArtDeco
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　　　　写真l　Villa　Isola　　　　　　　　　　　写真2

Asia　A丘ika通りの先述のHotel　Grand　Preangerの向かい

にあるHotel　Savoy　Ho撚n。5）彼の実作品はほとんどViUa

1solaよりも後のものであるが、先述のように1930年には

当地に来ており、当時のオランダひいてはヨーロッパの

最新の造形をシュマケルに伝えたのではないかと思われ

る。Aalbersの作風はいわゆるストリームライン・アー

ル・デコに相当するもので、水平線が強調されたもので

あるが、その水平性の強調はVilla　Isolaにも見られるから

である。6）

　シュマケルは正統的に建築を学んでおらず、おそらく

それが故に様式のもつ意味とか、様式の地域・風土との

関係といった問題に頭を悩ませなくてもよかったのであ

ろう。彼は非常に実践的な建築家であり、7）そうした実

践性とアール・デコとはよくあつたに違いない。なぜな

ら、アール・デコもまた、鉄筋コンクリートの表層の造

形を主眼としたさしたる主張をもたないプラクティカル

なスタイルだったからである。

　　　　　　　　　　　注

1）PontとK鍵stenの業績については、壬｛elen　Jessup”Dutch

　Architectural　visions　　of　　the　　Indonesian　　tradition‘‘　玉n

　《Muqarnas》vol．3（1985），　pp．138ヨ61　を参照。論文

の趣旨のせいであるが、この論文はシュマケルについて

　はまったく言及がない。ついでながら、こうした植民地

時代の遺産を”Colonial　heritage”ではなく”mut慧al

heritage”と呼んで、双方向的な視線の下にその価値を

考えようとするむきがあるが、そうしたスタンスからし

てもこの二人の業績が高く評価されるのであろう。なお

Braga通りのアール・デコの建築家としては、後述の弟

を含めたシュマケル兄弟のほかにR．A．　de　Waal，　Benink，

Brinkman，　G狙elig酸eyhngそれに3人の建築家チーム

Bel－Kok＆Pisoが知られている。

2）シュマケルの業績をつぶさに調べたわけではないので、

断言ははばかられる。しかし、たとえば”List　of　the

UNESCO　Asia－Paci負。］Eleritage　2000　Awards　Pr（：弓ect　E就ries”

箋蕪蕪i

Hotel　Grand　Preanger

　　ア共和国初代大統領となるスカルノは二人の教え子であ

　　る。シュマケルは生涯スカルノと親交を結んだという。

　　また、シュマケルには同じ建築家の弟Richard
　　Schoemaker（1886－1942）がいる。弟はBredaとDe1負の両方

　　で学び、開校年の192茎年から1924までやはりこの学校

　　で教えている。そして1924年から亡くなるまでデルフ

　　ト工科大学で教えていたという。おそらく弟のほうがき

　　ちんと建築を学んでいたが故に、先にこの学校で教える

　　ことになり、弟がオランダに戻った後に交代する形でシ

　　ュマケルがこの学校と関わることになつ．たのであろう。

　4）この建物は《World　Architecture，　a　critical

　　mosaic　　1900－2000，　　vo1．10　　Southeast　　Asia　　and

　　Oceania》Spri簸ger－Verlag，　Wien　NewYork，1999，　pp．38－

　　41にとりあげられている。なお、この建物の名前Isola

　　は「島」を意味するイタリア語からとられたものと思わ

　　れる。

　5）そのほかにも、いずれもバンドンにあるBank

　　Pe恥bangunan　Daerah、　　Three　Colour　Vil！a、　　Dago

　　Thee　Villaなどの作品があるという。

触6）ついでながら、1955年にバンドンで開催されたアジ

　　ア・アフリカ会議の会場となった建物（当初はSoci6telt

　　Concordlaという名であったが、この会議以後Ge崩ng

　　Merdekaと変わった）は、シュマケルが1924年忌既存

　　の建物に大改造を加え、さらに1938年にAalbersが増築

　　したものである。

　7）彼は画家・彫刻家でもあり、インドネシアの建築を主

　　とした伝統美術に関する著書（《Aesthetiek　en

　　oorsprong　der　Hindoe－kunst　op　Java》G．　C．　T．　varl　Dorp，

　　1924）をもつ美術史家でもあるから、軍人的実践性にお

　　さまつてしまうわけではもちろんない。

にも掲載されている1925年竣工の彼

のもとの自邸も、庇の深い勾配屋根

を備えているけれども、それはアム

ステルダム派の独立住宅作品にも見

られるもので、インドネシア的とい

うよりもむしろアムステルダム派的

である。

　3）ついでながらKarstenもこの

　　学校で教えており、インドネシ

＊本稿は平成12年度から平成14年度まで科学研究費補助

金を得て行った「東アジアと東南アジアのアール・デコ

の建築に関する研究」の成果の報告の一部である。
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