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受賞記念講演：「アジアからの新時代」
文 化 賞 ／隈 研吾  建築家 東京大学特別教授･名誉教授

現在、世界は文化の大きな変わり目にきています。いままで
の人類の歴史・文化は一言で言えば、「都市への集中」です。
コンクリートの超高層ビルは集中の極致です。効率性を求め
て走ってきた結果、地球や環境がもたなくなってきました。
　ではこれをどう変えるか。変えるのではなく、振り返る必
要があると考えています。そのヒントは、東アジアの文化の中
にたくさん隠れています。東アジアには古くから、自然と共に
歩み、自然と人間は同じ循環の輪の中にあるという考え方が
ありました。それが最も表れているものが木の建築であり、
それを代表する場所が奈良です。その証拠に、奈良には、世
界最古の木造建築物である法隆寺と、つい最近まで世界最
大だった木造建築物の東大寺があります。
　こういう考えに基づいてデザインに携わったのが、オリン
ピックスタジアムである国立競技場です。明治神宮という神
社の森の中にあります。神社は森を非常に大事にしてきまし
た。建物の外壁には日本の杉を使いました。「長持ちするの
か」と質問を受けますが、法隆寺を例に出して説明していま
す。東アジアの木造は木材のつなぎ目が少し動くようになっ
ており、地震などに強い構造ができていました。今の構造の
エンジニアもびっくりするような技術を持っていたわけで、国
立競技場にも応用しています。
　私が木造を特に重要と考え始めた2000年頃に手掛けた
「那珂川町馬頭広重美術館」は、屋根も壁もほとんど木で
できており、建物に開けた穴で森とつながっています。日本
では村の裏にある森を里山と呼び、その脇に住んで、森を守
りながら、森の宝を大事に使ってきました。これが東アジア
のライフスタイルだったわけです。森の脇には必ず神社があ
り、森を全部なくしてしまったら生きていけないという強い
メッセージを送っていました。そのような文化が東アジアの
ベースにあり、里山、神社、それから村の関係に現れている
わけです。この建物では、人と森をもう一度つなぎ直すこと
をイメージしています。さらに、壁も楮（こうぞ）という植物を
使って地元の職人が造ったものです。地元の森の材料を使っ
て生活し、循環することも、経済の基本になっていました。
東アジアでは文化も経済も、森が起点となっていました。

　「竹屋（Great (Bamboo) Wall）」は、竹を使って造った
ホテルです。中国の万里の長城のすぐ近くにあり、通常、こ
のような場所では、木を切って、土地を造成してから建築を
行いますが、緑をそのまま守りました。
　イタリアのミラノで手掛けた「Chidori」は、くぎも接着剤
も使わず、木材を組んで造った実験的パビリオンです。日
本の大工の技術がいかに優れているかが分かるような、細
い木による緻密な構造システムです。
　「茅葺（かやぶき）屋根」も東アジア独特のものです。強
い日差しから建物を守るだけでなく、腐敗すると肥料として
再利用する循環システムです。2025年の大阪・関西万博で
もテーマ館の一つを茅葺屋根で造っています。ここで使わ
れた茅を万博終了後に再利用するという、大きなシステムと
して提案しています。
　ヨーロッパでも木の建築を設計しています。フランスのブ
ザンソンという街では、川辺の古い倉庫の周囲に、地元の
木材を使った建物を継ぎ足していき、小川もデザインして、
一つの自然を街中に取り戻すプロジェクトを試みています。
パリのサンドニ・プレイエル駅は、屋上を公園にし、内装に
木を使い、街の中に緑の空間ができあがります。
　これらは、東アジアの知恵に世界の人たちが今注目して
いることの証拠ではないかと思うわけです。東アジアでは
「自然を循環させる」、今の言葉で言えば「サステナブル」
という思想が昔からありました。その意味で、奈良は技術
の宝庫です。吉野杉は、世界でも例のない育て方で作られ
るため、非常に美しい木目を持ちます。奈良の杉には、人間
と自然が1000年以上をかけて共につくった技術が詰まって
います。これからの世界の文化、あるいは世界の経済を考
えたときに、人間と自然が一緒につくっていくという考え方
が一番重要だと思います。単に自然を守るというのではな
くて、人間と自然が一緒になってそれらを守る知恵をつくっ
ていかなければいけません。そういう一番良い例がこの奈
良という場所にあって、それがこのような賞の場所になって
いることに、私は単なる偶然以上のものを感じています。
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Awards Commemorative Lecture：“New Era from Asia”

　Today, the world is facing a great cultural pivot. The 
past of human history and culture can be thought of as 
“urban concentration”. This concentration has reached its 
climax in concrete skyscrapers. As a result of pursuing 
efficiency, the planet and environment can no longer bear 
the burden.
　Then how should we change it? I believe that we must 
look back rather than seek changes. Many hints lie 
hidden in the culture of East Asia. For ages, East Asia 
has nurtured a concept that humans walk hand in hand 
with nature within the same circle of life. This is most 
pronounced in the wooden architecture, and Nara is the 
most representative place. As proof, Nara boasts of 
Horyu-ji, the world’s oldest wooden building, and Todai-ji 
that was, until recently, the world's largest wooden build-
ing.
　I designed the Japan National Stadium (Olympic Stadi-
um) based on this concept. The stadium is located in the 
forest of Meiji Shrine. The shrine has taken great care of 
its forest. The walls of the building are made of Japanese 
cedar. When asked if the building is durable, I explain it 
by example of Horyu-ji. In wooden construction of East 
Asia, joints provide wooden parts with some backlash to 
stand earthquakes. The ancient building technology that 
comes as a surprise even to modern structural engineers 
was used in the Japan National Stadium.
　I started thinking about the great importance of 
wooden construction around 2000 when designing Bato 
Hiroshige Museum of Art. Most of the roof and walls are 
made of wood, and the building opens into a forest. In 
Japan, village people have taken good care of the 
surrounding forests called Satoyama, and used forest’s 
gifts sparingly. This is the lifestyle that East Asians have 
led. Shrines were always built beside forests to send a 
strong message that the wholesale devastation of forests 
would make living impossible. This culture underlies 
East Asia, and shows up in the relationships between 
forests, shrines, and villages. The museum’s building is 
to make one reconsider the connection between humans 
and forests. In addition, local artisans used a plant called 
kozo when making walls. Using Local wood as a lifelong 
companion and preserving its cycle are economic basis. 
In East Asia, both culture and economy have started 

from forest.
　Great (Bamboo) Wall is a hotel constructed using 
bamboo. The building is in immediate vicinity of the 
Great Wall of China; in such places, trees are usually 
victimized to prepare a site, but in this case, the green 
was preserved as it was.
　“Chidori” is an experimental pavilion erected in 
Milan, Italy; the construction was assembled from 
wood without any nails or adhesives. The precise struc-
ture made of thin timber is illustrative of how excellent 
is the technique of Japanese carpenters.
　Another feature of East Asia is thatched roofs. Such 
roofs protect buildings from strong sun; moreover, the 
worn-out roofing is reused as a fertilizer to make up a 
circulation system. As a big system, I proposed that one 
of theme pavilions in Expo 2025, Osaka, Kansai be 
made of thatch, and that the material be to be reused 
once the Expo ends. 
　I have designed wooden architecture in Europe as 
well. A project realized in the French city of Besançon 
is intended to bring nature back to the city; the build-
ing, made of local materials and framed by a creek, 
adjoins an old warehouse at the riverbank. Rooftop of 
the Saint-Denis Pleyel station building in Paris is 
designed as a park, while the interior is made of wood, 
thus providing a green space amidst the city.
　I have a feeling that these projects prove that the 
wisdom of East Asia has attracted attention of people 
worldwide. A notion of “nature’s cycle”, or “sustainabili-
ty” in today’s language, has long existed in East Asia. 
In this context, Nara is a treasure trove of technology. 
Yoshino cedar, cultivated in a way unprecedented in the 
world, features a wood grain of extreme beauty. Tech-
nology packed into the cedars of Nara has been created 
jointly by humans and nature during more than a 
thousand years. Speaking about the future of world’s 
culture or world’s economy, I think that the idea of 
collaboration between humans and nature is the most 
important. What we must do is to not merely preserve 
nature, but to jointly create wisdom of coexistence. And 
it is more than coincidence that these awards are given 
in Nara where this wisdom appears as nowhere else.
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