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ザンジバ）し・ストーンタウンの歴史的建造物における伝統と現代そして持続可能な保存

Stonじ ’l'(）WIlllfZ叩 ZII)ar,a rcnowml };IstQril• cllStmt oi zanzil)ar （江tyon the East 1¥frican coast and a 

¥Vorld Heritage Site, is being sc1uccLc,d at 廿•lC CL―l)ss-roads between its tradition、andthe relentless forces 

of modern1tv. This battle bet¥veen t卜．epa'it and modernity is not uni-:uc to Stone Town, bは israther 

応pica!of conscn•;;tion struggles taking place 111 histonc c1「lCS(ill己1(lwnsworldwidc. Indccd̀ tracht1(lns are 

oftrn vulncrahlc to mmicrm応 pr(・'rogat1¥.-cs'l'l1(91―cforc,for the traditions to attain survivability and retain 

、mthcntic1ty,mcms must lie devistd to harmonize past and pr~sr::1t. This th区 1ヽcmtraditions, mudcrn 

cu!'rents anJ uヽst:1i11al心はJt1scn・atiunrcmforces th~ par叫 gmthat the h:s↑吋 0ta pl,lCe. Is an oppori¥^：lC 

source of inspiraucn for mcth,ds to acdrc:ss the past in our conte1:1pcrnryしlInes

The thc~is cxplorr.s the rnn~cn·,lti:::Jn ?rospccts of the district・ frum the point of Yiew nf its early 

habitation. lt conccnrratcs on the consnvational conscqucnccs of culttiral amalgamation ov1:r time and 

the town's architeclurnl t―(Jrma1io11. It l.Jecame apparent from the >',rchitcr.tt1rc anc rhc Je,•elopment(）「

trad:tional construction m,ltcrials tlut sustain，1恥 physicalcn,1setvat1011 of buildings migli1 bi.: achieved 1f 

the huildir.答 couldsnurl'ly ac、lprrhe prfv呻 ngenvironment?.i、economic,and socio-cultur:il cond1t1uns 

The c::ulnrr,1] influrnc(：ヽhav(,had pr[）found cffcct to thc cntlrcty of Stonc,IOwǹs hfc and dcvcl(JpnlCIl：： 

Islamic culture hid a dominant intluc:nce. Through 1↑s rich tradition of'w・蒻` ,an Islamic c11吋omof 

Illさtill:t1(`）I叫1%edd叫 t・，山I,・ L:ndowrr.enl, it. fed tiurm:rous families in the cummumty ・ and provic:ed 

accommodation to -a considcraqlc number of town's inhah1ta11ts. !l'．匹fssystem also i-，lV(）rs t)IC （迅rcful

conservation of buildin笞 andurb氾1areas. The subject of 11辺gfllecomesattrac:t:vc forてhcscY1rtucs :ind 

thus adds a source of intellectual ir,sp'.ration to this study. Thus, a significant pa::-t of this thes1ヽ isJevoteJ 

t(）、tudylngthcsul)lcct (．li-）／c.l1（.¥ numh(r of coǹcrvatIOn (；onccpts and mmagemcnt techniqu⑱ ¥vere 

rcvt＇，恥．Iin the course of i1m:st1gatjng J)し1qf°'.rtenets. One of its ::nportant aspects is its system of 

gc:1crat111g finatlCC for building mai111e11:mce. fぷ~aq(s simuitancou~ly slr1ct yet flexible rules prohibit the 

tfoenfranchisement of irs prnpe吋ICS3nd allow thc systCIT，t(l mmeuvcr :icr(）SS a r;inge oi-thrcdts i匹吼

may be explained as a conscn・at101】 inherenttr,1Jition whose practiceヽ maybe adopted t(）叫1ieve

a11thrntic:: :md s11st:1m:1bir cnns（"n°ation of historic heritages. Nevertheless, it, susta111ab山tymay :,e 

Infnnged Inじertaincircumstan_ces. T n thぐ CV(：nt.that thc mcr)mc ylcld by,1)IUqf, 1ヽt(）(J （{Immlslm(l t(_） 

impress its bcncfo.:iarics there arc chances for neglect and even ahand1J1rnxnt or collapse. Howcw.r, 

through 11（悦qJ'.1rich history, n-n:e;dics tu such situations were devdopcd tl1rnughout its cycle of existence. 

Certainly, the :1istoric traい町(_)fa distri(,t s.ich as Stone Town c,1n provide insight into i'1c way present. 

叩 dfuture co:iscrvation ncccis of an皿；1of h1stonc value should be addressed t(_) c叫 (_)W、tprolonged and 
sust;unablc existence to our shan:d:'1critage sites. 
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Traditiom, modernity and sustainable conservation of historic buildings 

論文週目 Iin the Slone Town of Zanzibar 

審査要旨

（ザンジバル・ストーンタウンの歴史的建造物における伝統と現代そして

持続可能な保仔）

本論は、長い歴史の中で独特な建造物群の景観を形成したタンザニア・ザンジバル島

ストーンタウンの歴史的建造物に関する持統叫能な保存方法について、建造物の建築的

特性の分析に基づいてイスラム世界特有の社会制度であるワクフ (Waqf) に注目し、そ

の制度の持つ仕組みと可能性について論じており、これまで我国をはじめ西洋世界では

殆ど論じてこられなかった分野を開拓した画期的研究として両く評価されるe

本研究の調査対象地は東アフリカのタンザニアにあるザンジバル品であるが、この島

は17世紀にぱポルトガルが交易のための拠点施設を建設し、そして19世紀初頭頃からア

ラプ世界の建築がもたらされ、交易の進展とともにインドや英国からも建築がも たらさ

れ、これらは1.:地の建築材料とも懃合 して独特の建築文化を形成し、コスモポリタン的
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社会を形成したe この島はイスラム世界の中でも旧矢屈湘民地で英語翌に屈し、多くの 1

文献資料が英文の公文臼として多数保存されている岩匝な研究対象地域でもあなI ワクフの制度に関してほ都rImr画等、他分野において幾つかの既社断究はあるが、今

H注目される歴史的建進物の特続可能な保存手法に視点を持つ研究に1問‘-ては、少なく

|とも我国及び西洋世界では木研究が咄矢といえよう。

ックフはイスラム世界の信仰と深く関わっており、信仰に基づく不勅席の地域社会と

の契約閲係であり、その解釈は極めて教裟と密接に関わっているe このためイスラム 此

界の中で完結したシステムである。しかし、現任炎国で将及 している建造物保存制度の

-•つであるナショナル• :、ラストはワクフを参考に‘/ているともいわれるが、大きな相 1,

違点は信仰に某づく契約かどうかという点にあるc そのためワクプでは不動光の笠埋辿

党は各宗派の地域集団毎に行われ、笠理者の選出や辿営は西吹のそれとは根本的に貌な i

り、ごこにイスラム社会独自の持続可能な建造物保存の可能性が窺えるのであり、本研 ！

究の高い評価もこの点にある C

歴史的建造物の保存運動が世界的に展朋されるようになったのはユネスコを中心とす

る世界遺産の指定が大きな要囚の一つであるが、ごれらは 20世紀後‘i'：以降の活動であ

り、 1400年にわたるワクフの反い伝統に比べるとこれらは勅しい勃叙である。この長い

1歴史の中でワクフの保存ンステムが機能し続けてぎ に大ぎな要因り）一つを本研究では、・，

1ヽ 動産の貨抒収益（こあると指摘しており、その収益の運用についても詳細な分析を行っ：

ている。さらに符色ある卓項として各物件間に地域のネットワークが｛了{rしており、そ

れらは時に地域を越えて国や国家間にも朕開するという点も指摘されているC

また、ワクフにおける物件の管理迎用の判断払準は姑本的にイスラムの数義に某づく

ため不変であるが、特殊な吠況においては集団毎に微妙に異なる場合もあり、特に旧植

民地下での政府への対応や、近年(T) グロ-—バル化と都市開発笠グ）哀瑛下での対応にはイ

スラム世界における今後のワクフの展開を考察する上で木研究成果は告祖な参考貸料に

なるものと期待されるのであり、木研究成果が建造牲保存研究に関する欧米世界の主要

dな研究論文誌として知られる「InternationalJournal of Heritage Studies」 誌に褐載が決

定されたギもその状況を物語っているし

したがって、本研究成果ぱ工学的に有用であり、提出された学位論文は博士の学位論

文に相当するものと判断し、学位論文の亜査を合格とする 3 また、論文発表会における

発表ならびに哲疑応答において、申請者は専門分野及び関連分野の十分な知識ならぴに

坑球大学大学院理工学研究科博士後期課程修了者として十分な研究能力を有しているこ

とが確認でぎたので最終拭験を合格とするく』
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