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１ ． は じ め に

古代 ロ ー マ都市は高度に稠密化 し た 消費拠点で あ り 、 都市組織 と し て は

極 め て 計画的に形成 さ れ た。 ロ ー マ ン グ リ ッ ド に 代表 さ れ る 都市構造の計

画性は も ち ろ ん だ が、 ド ム ス 型住宅 で あ れ イ ン ス ラ で あ れ、 そ の投機的計

画性は貴族階級に よ る 都市内の大規模土地所有に拠 っ て い る と 考 え ら れ る 。

い わ ゆ る 中世的 な 町家型 と 言わ れ る 短冊状の土地区画は発生せず、 貴族 に

よ る 街区単位の開発が行わ れ た 結果、 商業価値の高い沿道の １ 階 に店舗 を

配置 し 、 住居部分は そ の奥 も し く は上層階に設 け ら れ た。

消費拠点 と し て の ロ ー マ 都市の沿道に は計画的に店舗が配置 さ れ る こ と

に な る が、 そ の開口部の形状につい て も あ る 意味 の定形が あ っ た と 言 え る 。

古代 ロ ー マ の外港都市オ ス テ ィ ア の建築遺構に見 ら れ る 店舗 の開口形状は、

そ の後 の中世にお け る 町家型住居の １ 階部分 に見 ら れ る 店舗 の開口へ と 引

き 継が れ た と 考 え ら れ る が
1
、 そ の機能的合理性に は疑問が残 る。 そ の一

方 で、 盛期ル ネ サ ン ス の建築家 ド ナー ト ・ ブ ラ マ ン テ の設計に よ る パ ラ ッ

ツ ォ ・ カ プ リ ー ニ の立面に は、 １ 階部分 の店舗開口の形状に は明 ら か な 古

代 ロ ー マ の影響 （ あ る い は古代 ロ ー マ か ら の引用 ） を 見 て 取 る こ と が で き

る 。 古代 ロ ー マ の店舗開口の形状が、 中世 か ら 近世ル ネ サ ン ス に か け て、

都市建築の中 で如何に継承 さ れ た の か を 考 え て み た い。

２ ． オ ス テ ィ ア ・ ア ン テ ィ カ にお け る 店舗開口部

オ ス テ ィ ア ・ ア ン テ ィ カ に残 る イ ン ス ラ の地上 １ 階部分 の開口に着目す

る と 、 １ 階店舗 tabernaに ア ク セ ス す る た め の広 い開口 と 住居 に ア ク セ ス す

る た め の狭い開口の ２ タ イ プ が あ り 、 後者に は階段が直結 し て い る こ と も

多 い （ 写真 １ ） 。 通 り に 面 し た １ 階部分は通常貸 し 店舗 と し て 利用 さ れ、

上階は住居 と な る た め、 管理区分は明確に分 け ら れ て い る。 中 ２ 階 あ る い

は ２ 階部分 を 利用す る 店舗 が あ っ た と し て も 、 そ の上層部への ア ク セ ス は

店舗内か ら に限定 さ れ た と 思 われ る。 し た が っ て、 通 り に 面 し た １ 階店舗

の入口 と ２ 階住居への ア プ ロ ーチ は平面計画的に は連続 し て い な い。

イ ン ス ラ の １ 階店舗 の開口部の形状はおお よ そ 定型化 し て い る。 建物 の

構造は コ ン ク リ ー ト と 煉瓦 の混構造だ が、 敷居部分に は大理石 も し く は ト

ラ バーチ ン が 用い ら れ て い る 。 開口上部は扁平 な ア ーチ の下部に木製 あ る

い は煉瓦の楣 を 入れ る こ と で 矩形開口 を 実現 し て い る 。 オ ス テ ィ ア ・ ア ン

テ ィ カ の テ ル モ ポ リ ウ ム に は店舗の様子が復元 さ れ て い る が、 矩形の開口

部の脇に大理石の売台 banco が設 け ら れ て い る （ 写真 ２ ） 。 売台は開口全



体 を 塞 ぐ こ と は な く 、 店内へ の ア ク セ ス を 確保すべ く 開口 の一部 を 覆 う に

と ど ま っ て い る 。 平面的に見 て も 、 敷居部 を 避 け て 内側に設置 さ れ て い る

た め、 開口 を 閉 じ る た め の 建具は矩形開口全面 を 塞 ぐ た め の板状の引 き 戸

の よ う な も の で あ っ た と 考 え ら れ る。 オ ス テ ィ ア ・ ア ン テ ィ カ の店舗 の開

口の敷居に残 さ れ た 建具 の溝 か ら は、 一本引 き の引 き 戸 が想像 さ れ る 。 溝

は一方の端 で大 き く え ぐ ら れ て お り 、 そ こ か ら 板戸 を 嵌 め込み、 溝 に沿 っ

て 流 し た と 考 え ら れ る （ 写真 ３ ） 。 賃貸 さ れ て い た 店舗部分の営業形態が

変化す る 可能性 を 考 え れば、 売台は い わば什器 で あ り 、 そ の有無や形状に

か か わ ら ず建築 と し て の開口部 を 閉 じ る た め に は、 売台が敷居の内側に収

ま っ て 開口部か ら は独立 し て い る こ と が 合理的 で あ っ た と 言 え る 。

３ ． 中世住居にお け る 店舗 の開口形状

３ − １ ． テ ィ ポ ロ ジ ア か ら 見 た 開口の可能性

テ ヴ ェ レ 川の堆積作用に よ っ て 海岸線が オ ス テ ィ ア の 町 か ら 徐々に遠の

き 、 更 に は ロ ー マ 帝国の衰退に伴 っ て ロ ー マ の外港 と し て の そ の 地位 も

失 っ て い く 中 で、 中世初期 ま で に都市建築が ど の よ う に変化 し た か は定 か

で は な い。 し か し 、 中世後期 イ タ リ ア 半島部の諸都市が 11世紀以降、 商業

の復活 と と も に次第 に発展 の兆 し を 見せ る 中 で、 都市建築の中 で街路空間

に面 し た １ 階部分 の多 く はやは り 倉庫や工房、 店舗 な ど の商業活動 に供 さ

れ た。 イ タ リ ア の都市分析手法 と し て 確立 さ れ た テ ィ ポ ロ ジ ア の 考 え 方に

よ れば、 1 階店舗部分の開口の形状 と 住居部への直通開口お よ び階段の位

置 と 形状は、 都市 の高密化 と 密接 な 関係 が あ る。 原初的 な 単家族住居で あ

れば、 例 え 上層階が あ っ た と し て も 1 階店舗部分の開口 と 住居への直通開

口部 を 分 け る 必要は な い。 む し ろ 店舗部 の開口で家人 の出入 り 口 を 兼ね た

方 が、 間口が狭い ス キ エ ラ 型 の住居形式 に あ っ て は有利に商業活動 を 展開

す る こ と が で き る はず で あ る （ 図 １ ） 。

店舗部 の開口 と 住居部への開口が区別 さ れ る の は、 都市 の高密化が増 し 、

一棟 の建物に複数 の世帯 が居住す る よ う に な っ て か ら の こ と に な る 。 投機

目的 で計画的に建設 さ れ た 古代 ロ ー マ の イ ン ス ラ にお い て は、 上階住居部

への開口部は階段 と 共 に過不足無 く 計画 さ れ た はず だ が、 暫時的に高密化

が進む中世都市で は、 ス キ エ ラ 型住宅 が支配的 な 初期段階に は住居部への

開口お よ び階段の出現頻度は高 く な り 、 店舗部 の開口 と 一つお き に現れ る

こ と に な る 。 し か し 、 複数の ス キ エ ラ 型住宅が リ ネ ア 型住宅へ と 統合 さ れ

る と 、 階段 を 集約 し 、 そ れ に と も な っ て 上階住居部への開口部 も 減少す る

こ と に な る 。 後藤は 『西洋住居史』
2
の中 で、 中世 の町家型 （ ス キ エ ラ

型 ） 住宅 の 1 階開口部が、 単世帯住居で階段が店舗内に あ っ て も 店舗入口

開口 と 上層階住居への入口 を 別 に持 っ て い る の は、 イ ン ス ラ か ら 中世町屋

型への過渡期的 な 現象 で あ る と し て い る （ 図 ２ ） 。 し か し 、 テ ィ ポ ロ ジ ア

の視点か ら 考察す る と 古代 ロ ー マ の イ ン ス ラ あ る い は ド ム ス か ら 発展 し た



場合 と 、 中世 の基本住居か ら 発達 し た 場合 と で は異 な る 展開 を し た はず で

あ る 。 単世帯におい て は住居が多層に な っ た 場合で も 入口 を 区別す る 必要

は な い た め、 １ 階 の開口は店舗 と 住居併用の間口の広い開口 と な り 、 基本

住居が複数世帯 に対応 し て 高層化 し て い く 中 で 店舗部分 と 住居部への入口

開口は分離 さ れ る 。 そ の後 の高密化の中 で階段の統合 と と も に、 住居部専

用の入口 と し て の １ 階開口部の数は減少す る はず で あ る。 一方 で当初 か ら

間口が広い リ ネ ア 型住宅 と し て 計画 さ れ た 建物につい て は、 古代 ロ ー マ の

イ ン ス ラ お よ び ド ム ス と 同様の計画性 を 見 る こ と が で き る だ ろ う 。

単世帯 の基本住居 を 考 え れば、 店舗入口開口部 を 間口に大 き く 取 り 、 居

住部への入口 と 兼ね る 方 が商業的に も 合理的 で あ る。 し た が っ て、 テ ィ ポ

ロ ジ ア の観点か ら は初期段階の単世帯住居の入口開口 と し て ２ つ に 分離 さ

れ た 開口は前提 と し な い。 売台 と 出入口が一体化 し た 鉤型の開口は、 間口

が狭 く 低層の一世帯住居に こ そ ふ さ わ し く 、 高密化 の過程 で階段室 が分離

さ れ た こ と を 考 え る と 、 階段室は当初、 木板 な ど の簡易 な 構造に よ っ て 区

画 さ れ、 上層階専用の出入口が設 け ら れ た と 考 え ら れ る。 つ ま り 、 テ ィ ポ

ロ ジ ア 的 な 解釈に よ れば、 図 ２ の時系列は② が① と ③の過渡的姿 な の で は

な く 、 む し ろ ③が① か ら ②へ と い う 古代 ロ ー マ の高密 な 市街地か ら 中世初

期の低密 な 市街地 を 経 て 再び都市が高密化 し て い く 中世後期の都市形成過

程 にお け る 過渡的姿 と 解釈す る こ と が妥当 な よ う に思われ る
3
。 中世 の町

屋型住居の １ 階開口部の あ り 方 と し て、 古代 ロ ー マ 都市 を 起源 と す る 都市

と 10世紀以降 に発達 し た い わ ゆ る 中世都市 を 比較検証す る 必要 が あ る が、

中世初期の建築遺構の手 が か り は少 な く 、 実証は困難 で あ ろ う 。 し か し 、

中世都市の形成過程 におい て 一般的で あ っ た 間口の狭い町家型住宅は、 古

代 ロ ー マ にお け る 一般的住居形式 で あ っ た イ ン ス ラ と は ま っ た く 概念 が異

な る 都市建築で あ り 、 む し ろ 都市が稠密化 し た 中世後期か ら 一般化す る リ

ネ ア 型住宅 あ る い はル ネ サ ン ス 以降 の パ ラ ッ ツ ォ 建築 の方 が成立背景 と 空

間構成か ら は イ ン ス ラ と 近似 し た 都市建築で あ っ た と 言 え る だ ろ う 。

３ − ２ ． 絵画史料 に見 る 開口形状

パ リ の テ ュ ル ゴ ・ プ ラ ン （ 図 ３ ） お よ び 15世紀 ロ ー マ のペ ッ レ グ リ ー ノ

通 り の街並み （ 図 ４ ） に は、 間口が狭い典型的 な 中世期の街区の様子 と し

て １ 階部分に鉤型開口の あ る 町屋型住居が描 か れ て い る
4
。 建築 タ イ プ か

ら こ れ ら の 街区が中世後期に形成 さ れ た 庶民的 な エ リ ア で あ る こ と は 明 ら

か だ が、 鉤型の こ の 開口形状が中世の 早い段階か ら 採用 さ れ て い た の か、

図 が描 か れ た 近世以降 に成立 し た も の か は不明で あ る。 し か し 、 こ の よ う

な 街区 の住宅の形式につい て は、 間口 を 統合す る リ ネ ア 型に進行す る こ と

は あ っ て も 、 そ の逆は考 え ら れ な い の で、 おお よ そ 中世後期か ら 変 わ っ て

い な い と 考 え て よ い。 特に、 間口が極め て 狭 く 開口が一つ し か取 ら れ て い

な い建物につい て は、 高層化が 進 ん で尚、 上層階の住居への専用の入口 を



設 け る こ と が で き て い な い も の と 考 え ら れ る。 陣内 ら の復元に よ る ロ ー マ

の中世住居に も 、 鉤型開口部 を １ 階 に持つ住宅 を 確認す る こ と が で き る

（ 図 ５ ）
5
。 こ の事例 で は店舗部 と 住居部の入口は区別 さ れ て い る が、 階

段室 が独立 し て い な い た め単世帯住居 と 見做す こ と が で き る 。

こ れ ら 中世の店舗入口開口の形状 を よ く 見 る と 、 矩形開口の一部 を 売台

が塞 ぐ 鉤型の開口は古代 ロ ー マ の遺構 と 同様だ が、 イ ン ス ラ の売台 が開口

部 よ り も 内側 に引 き こ ま れ て 建築 と は構造的に切 り 離 さ れ て い た の に対 し

て、 中世の町屋の図 で は建築 と 一体的に描 か れ て い る こ と が わ か る 。 １ 階

部分 の用途 の バ リ エー シ ョ ン を 考 え る と 、 建築 の構造 と 売台 を 区別す る 方

が合理的で あ る が、 中世後期の都市部で は店舗 と し て の利用 （ す な わ ち 売

台 の設置 ） は必須 と な っ て い た 可能性 も あ る 。 ア ル プ ス 以北 の都市の様子

に な る が、 『テ ィ ル ・ オ イ レ ン シ ュ ピ ゲール』 の 16世紀 の木版画に よ る 挿

絵 に は、 中世町屋 の店舗開口の様子が描 か れ、 売台 を 介 し て 店内 と 街路空

間 の間 で取引 を す る 様 が表現 さ れ て い る
6
（ 図 ６ ） 。

イ タ リ ア 中部 シ エ ナ の中世後期の都市の様子 を 描 い た ア ン ブ ロ ジ オ ・ ロ

レ ン ツ ェ ッ テ ィ の壁画に は、 街路 に面 し て 様々 な ア ク テ ィ ビ テ ィ が描 か れ

て い る 。 建具の描写 も 省略 さ れ て い る た め当時 の店舗の建築的特徴が精緻

に記録 さ れ て い る と は言 え な い が、 鉤型の開口部は な く 、 売台 と 思 われ る

も の はむ し ろ 建築 か ら 通 り 空間 の側 に はみ出 し て い る よ う に見 え る （ 図

７ ） 。 1340年 に シ エ ナ の パ ラ ッ ツ ォ ・ サ ン セ ド ー ニ の建設に際 し て 交 わ さ

れ た 契約書の た め に描 か れ た フ ァ サー ド の図に は扁平 ア ーチ に よ る 間口の

大 き な 開口部が ア ー ケ ー ド 状 に連続す る １ 階立面 が表現 さ れ て い る が、 鉤

型の開口は描 か れ て お ら ず、 少 な く と も 中世都市 シ エ ナ におい て は １ 階店

舗 の開口部の形状 と し て 鉤型の開口は意識 さ れ て い な か っ た と 言 え る （ 図

８ ） 。

中世期 を 通 し て、 都市 にお け る 街路 に面 し た 商業的 ア ク テ ィ ビ テ ィ は、

古代 ロ ー マ 都市 と 同様に住宅建築の １ 階部分 に店舗が連続す る こ と に よ っ

て 活発に行わ れ て い た こ と は 明 ら か だ が、 開口部 と 売台の関係お よ び出入

口の関係 につい て は、 中世来 の街区に建築構造 と 売台 が一体化 し た 事例 が

多 く 確認 で き る 一方 で、 同時代の図像史料は鉤型の開口が必ず し も 定形 と

は言 い切れ な い こ と を 示 し て い る 。

４ ． ル ネ サ ン ス 期 の パ ラ ッ ツ ォ にお け る 店舗 の開口形状の意味

街路 に面 し た パ ラ ッ ツ ォ の フ ァ サー ド に意匠的関心 が払 われ る よ う に な

る の は、 主 と し て 14世紀以降 の こ と で あ る 。 中世後期 を 通 し て 住宅建築の

上層階は木製の バル コ ニ ー で 覆 われ る 傾向 に あ っ た が、 １ 階部分は都市条

例 の規制 に よ っ て 野放図 な 増築 を 免れ て い た た め、 建築構造 と し て の開口

形状が露出 し て い た はず で あ る。 15世紀以降 も パ ラ ッ ツ ォ の １ 階部分は店

舗 と し て 賃貸 さ れ る こ と が 一般的で あ り 、 こ の 点 につ い て は古代 ロ ー マ の



ド ム ス あ る い は イ ン ス ラ と 同様で あ っ た。 16世紀半ばの シ エ ナ の パ ラ ッ

ツ ォ ・ ト デ ス キ ー ニ ・ ピ ッ コ ロ ー ミ ニ の建設に際 し て も 、 １ 階 に店舗 か ら

賃貸収益 を 得 る こ と は計画 にお け る 最優先事項 で あ っ た
7
。

そ れ は、 ル ネ サ ン ス 期 の ロ ー マ も 同様で あ っ た。 1377年 に ロ ー マ に戻 っ

た 教皇庁は、 教皇宮殿 を ヴ ァ チ カ ン に移 し 、 教皇都市 と し て の ロ ー マ の整

備 に着手す る。 高位聖 職者のパ ラ ッ ツ ォ に は、 商業的 ア ク テ ィ ビ テ ィ を １

階部分 に導入 し な が ら 、 同時 に人文主義的 な 嗜 好 を 通 し て 新 し い ロ ー マ の

景観 を 形成す る こ と が求 め ら れ た。 ブ ラ マ ン テ が設計 し た パ ラ ッ ツ ォ ・ カ

プ リ ー ニ
8
（ 1512年 ） は、 ス コ ッ サ カ ヴ ァ ッ リ 広場 と ア レ ッ サ ン ド リ ー ナ

通 り に フ ァ サー ド 向 け て 建 っ て い た が、 ブ ラ マ ン テ は建物の店舗が入 る 下

層部に基壇的にル ス テ ィ カ 仕上げ を 採用 し 、 オ ー ダー を ピ ア ノ ・ ノ ビ レ に

のみ用い る こ と で、 商業的 ア ク テ ィ ビ テ ィ と 高貴 な 住空間 を 区別 し て い

る
9
。 こ の パ ラ ッ ツ ォ は現存 し な い が、 図像史料 に残 さ れ た そ の フ ァ サー

ド に は １ 階店舗の開口 と し て 鉤型開口が描 か れ て い る
10
（ 図 ９ ） 。 ル ネ サ

ン ス の パ ラ ッ ツ ォ の 下層部分につい て は １ 階店舗部 と そ れ に 対応 し た 中 ２

階 か ら な り 、 上層部 の居住部 と は空間的に隔 絶 さ れ て い た。 ま た、 ス パ ン

毎 に賃借 り す る テ ナ ン ト も 異 な っ た た め、 店舗 の開口部 と 出入口 を 共有す

る 他の空間は な い こ と か ら 、 鉤型開口が連続す る フ ァ サー ド は合理的 と 言

え る。 そ の後、 こ の ブ ラ マ ン テ の パ ラ ッ ツ ォ の デザ イ ン 言語 を 模倣 し た パ

ラ ッ ツ ォ が ロ ー マ お よ び イ タ リ ア 半島各地に建 て ら れ る が （ パ ッ ラ ーデ ィ

オ も そ の代表 で あ る ） 、 直後 （ 1515年 ） に ロ ー マ の ポ ン テ 広場 に近い バ ン

キ 通 り に ラ フ ァ エ ッ ロ のデザ イ ン で 建設 さ れ た パ ラ ッ ツ ォ ・ ア ルベ リ ー ニ

の フ ァ サー ド に も 、 １ 階 に鉤型開口が描 か れ て い る
11
（ 図 10 ） 。

F. ネ ヴ ォ ラ は、 商業活動 を １ 階 の賃貸部分に取 り 込む こ と が 如何 に重要

で あ っ た か を そ の立地 と フ ァ サー ド のデザ イ ン か ら 説明 し て い る が、 パ

ラ ッ ツ ォ ・ カ プ リ ー ニ の フ ァ サー ド 図 にお け る 鉤型開口の出現が と り わ け

興味深 い の は、 そ の意匠的扱 い が明 ら か だ か ら で あ る 。 前述 の テ ュ ル ゴ ・

プ ラ ン に せ よ 、 ペ ッ レ グ リ ー ノ 通 り の 立面図にせ よ 、 鉤型開口の向 き は ほ

ぼ同一方向 で統一 さ れ て い た。 し か し 、 パ ラ ッ ツ ォ ・ カ プ リ ー ニ の フ ァ

サー ド に描 か れ た 鉤型開口は、 中央の パ ラ ッ ツ ォ へ の 入口 を 挟 ん で シ ン メ

ト リ ー に な る よ う に開口の向 き が左 右 で反 転 し て い る の で あ る 。 中世来

（ あ る い は古代以来 ） の伝統的 な 店舗の開口部で あ る だ け で な く 、 鉤型の

形状が こ こ で は意匠的 な 記号 と し て 使用 さ れ て い る と 見做す こ と が で き る 。

ブ ラ マ ン テ が人文主義的 な 思想の も と で こ の モ チー フ を 古代 ロ ー マ 的 な も

の と し て 認識 し た の か、 単 に中世来 の伝統的 な モ チー フ の一つ と 認識 し た

の か は定 か で は な い
12
。 し か し 、 そ の後 の パ ラ ッ ツ ォ 建築 におい て、 上述

の パ ラ ッ ツ ォ ・ ア ルベ リ ー ニ の例 を 除 けば、 鉤型開口が意匠的に描 か れ る

例は稀 で あ り 、 16世紀 ロ ー マ にお け る 十 字 窓 枠 の普 及
13
の よ う に ロ ー マ の

街路空間 にお け る 教皇 の権 威 の表象やル ネ サ ン ス 的 な 古典主義 と い う 明確



な 意図は な か っ た と 言 え る だ ろ う 。

５ ． むすび

都市の街路 に面 し た １ 階 に店舗が入 り 活発 な 商業活動 が営 ま れ る の は、

古代 ロ ー マ か ら 近世ル ネ サ ン ス ま で変 わ ら な い が、 中世 の町屋型住宅は投

機的 ・ 計画的 に建設 さ れ た 古代 ロ ー マ の イ ン ス ラ あ る い はル ネ サ ン ス の パ

ラ ッ ツ ォ と は異 な る 。 居住空間 と 店舗空間の関係が異 な る た め、 店舗の開

口部 と 居住部への出入口の関係 が変化 し て い る の で あ る 。 し か し 、 矩形 の

店舗開口部の一部 を 売台が塞 ぐ 鉤型の開口形状は一部の中世の店舗開口に

連綿 と 引 き 継 が れ て い た こ と を 図像史料 が示 し て い る 。 ル ネ サ ン ス 期 の パ

ラ ッ ツ ォ の １ 階部分に も 賃貸の店舗が配置 さ れ、 ブ ラ マ ン テ が 設計 し た パ

ラ ッ ツ ォ ・ カ プ リ ー ニ の １ 階店舗に は鉤型の開口部が採用 さ れ た。 そ の 明

ら か に ア イ コ ン 化 さ れ た 開口部形状が中世の 伝統の継承 な の か、 あ る い は

古代 ロ ー マ か ら の引用 な の か は、 他 の ル ネ サ ン ス の パ ラ ッ ツ ォ のデザ イ ン

お よ び同時期に書 か れ た 多 く の建築論 と と も に検証す る 必要 が あ る だ ろ う 。

写真 １ 　 via di Diana に面 し た イ ン ス ラ （ 筆者撮影 ）

写真 ２ 　 テ ル モ ポ リ ウ ム の店舗開口 と 売台 （ 筆者撮影 ）



写真 ３ 　 店舗開口部の敷居 （ 筆者撮影 ）

図 １ 　 フ ィ レ ン ツ ェ にお け る 住宅類型 （ G. Caniggia / G.L. Maffei, 1979,

Tav.12 ）

図 ２ 　 古代 と 中世 の店 の入口 　 ① ロ ー マ ン ・ イ ン ス ラ の一階開口部。 ②は

① か ら ③への過渡期の開口部。 ③中世町家の一階開口部。 （ 後藤久 , 2005,

図 66 ）



図 ３ 　 テ ュ ル ゴ ・ プ ラ ン。 ①近世 を 表すパ リ の地図 と し て 最 も 細密に描 か

れ て い る 。 左上にパ リ の大聖 堂が見 え る 。 ②同拡大図、 一階開口部が鉤型

を し て い る の が 分 か る 。 ③鉤型

（ 後藤久 , 2005, 図 61 ）

図 ４ 　 ペ ッ レ グ リ ー ノ 通 り の街並み。 ロ ー マ、 15世紀 （ 後藤久 , 2005, 図

67 ）

図 ５ 　 店 が付 属す る 1 家族 , ２ 室構成の ス キ エ ラ 型住宅 （ 陣内秀 信 , 1988,

p.153, 図 6 ）



図 ６ 　 『テ ィ ル ・ オ イ レ ン シ ュ ピ ゲール』 に見 る 麝 香 を 売 る 店 （ 後藤久 ,

2005, 図 65 ）

図 ７ 　 A. ロ レ ン ツ ェ ッ テ ィ 『善 政 の効果 （ 部分 ） 』 （ R. Starn, 1996 ）

図 ８ 　 パ ラ ッ ツ ォ ・ サ ン セ ド ー ニ の た め の素描 （ F. Gabbrielli, 2009, Fig.203 ）



図 ９ 　 パ ラ ッ ツ ォ ・ カ プ リ ー ニ （ 西洋建築史図集 , p.54 ）

図 10 　 パ ラ ッ ツ ォ ・ ア ルベ リ ー ニ （ F. Nevola, 2011, Fig.14 ）

＜ 参考文 献 ＞

後藤久 , 『西洋住居史 　 石 の文化 と 木 の文化』 , 彰国社 , 2005 年 ．

陣内秀 信 , 『都市 を 読む＊ イ タ リ ア 』 , 法政大学出版局 , 1988 年 ．

Fabrizio NEVOLA, Home Shopping ―Urbanism, Commerce, and Palace
Design in Renaissance Italy, in “Journal of the Society of Architectural
Historians” 70, no. 2, June 2011, pp. 153-173.

日本建築学会 編 , 西洋建築史図集 , 彰国社 , 1987 年 ．

石川清 , 「十 五世紀 ロ ー マ の パ ラ ッ ツ ォ 建築 にお け る 十 字型窓 枠 の導入に

つい て 」 , 日本建築学会計画系論 文集  第 471 号 , 1995 年 5 月 , pp.175-

183.



1  後藤久, 『西洋住居史　石の文化と木の文化』, 彰国社, 2005年, pp.142-152.
2  後藤久, 前掲書, pp.150-151.
3  ティポロジアは中世後期の人口増加による都市の高密化と拡大を前提としているが、中世初期には古代ローマ帝

国崩壊後の人口減少と都市の縮小があり、後藤の説は古代ローマのインスラ遺構が中世初期において単世帯住

居化した場合の開口のあり様と解釈することも可能である。

4  後藤久, 前掲書, pp.146-147, 151-152.
5  陣内秀信, 『都市を読む＊イタリア』, 法政大学出版局, 1988年, pp.152-154. ここでは階段室が区別されていな
い理由を裏庭に井戸があるための運搬路確保のためとしているが、開口部が２つに別れる理由の説明にはなって

いない。

6  後藤久, 前掲書, p.149. ここで描かれているのは腰壁のある開口であり、売台と出入り口が一体となった鉤型開口

ではない。

7  Fabrizio NEVOLA, Home Shopping ―Urbanism, Commerce, and Palace Design
in Renaissance Italy, in “Journal of the Society of Architectural Historians” 70, no.
2, June 2011, p. 155.

8 ヴィテルボの司教アドリアーノ・カプリーニのために建てられたものだが、後にラファエッロの邸宅となる。

9  F. Nevola, 前掲書, pp.160-162.
10 日本建築学会編, 西洋建築史図集, 彰国社, 1987年, p.54.
11 F. Nevola, 前掲書, p.162.
12 ポンペイの発掘が始まるのが 1748年、オスティアについては 1801年になる。売台が設置された鉤型の店舗開口
を古代ローマのモチーフと認識して引用していたとは考えられない。

13 石川清, 「十五世紀ローマのパラッツォ建築における十字型窓枠の導入について」, 日本建築学会計画系論文集 

第 471 号, 1995年 5 月, pp.175-183.


