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圄
エ リザ ベ ス ・ア ス リ ン著

「エ ス テ テ ィ ッ ク ・ム ー ブ メ ン ト」

一 ア ー ル ・ヌ ー ボ ー へ の プ レ リ ュ ー ドー

ElizabethAslin,

TheAestheticMovement,

PreludetoArtNouveau,

Elek,London1969.

一般 に近 代 の英 国 で は
,種 々の分 野 に お いて時 代 を先 取 す るケ ー ス が多 い よ うに思 われ

る。 た と え ば,ポ ップ ・ア ー トや演 劇 に お け る怒 れ る若 者達,建 築 にお け る ブル ー タ リズ

ム,あ るい は 風俗 にお け る ミニ ・ス カー トや ビー トルズ ,な どは 記憶 に新 らしい もの で あ

る。 しか も,こ う した時 代 を先駆 けれ る要 素 は,し ば しば その展 開 とし ての 運 動 の成 熟 に

至 るこ と な く,屈 折 し,回 折 し,馳あ るい は分 散 して,沈 黙 して し ま う。 ポ ップ ・アー トの

場 合 も,そ の発 生 は 明 らか に英国 に存 して い るに も かか わ らず,奇 妙 な変 形 によ って 前線

か ら後 退 し,本 格 的 な展 開は ア メ リカ に移 行 して しまっ た。 ロー レンス ・アロ ウ ェ イは,

この よ うな現 象 の原 因 を,そ の基 盤 に存 す る英国 社 会 の,固 有 の伝 統 的 な保 守性 にみ て い

る。 と もあ れ,近 代 の英 国 社 会 は,時 代 に先駆 け る鋭 敏 さ と,そ れ をあ た か もシ ョック ・

ア ブ ソーバ ーの ご と く飲 み 下 し,同 化 して しま う不 思 議 な オル ガ ニズ ム を備 えて い るかの

よ うで あ る。'

デザ イ ンの 分 野 に お いて も,モ リスの 思想 に代 表 され る,英 国 の 先駆 性 は顕 著 な もの が

あ るが,そ の 先 の展 開 につ い てい えば,国 内 にお い て は充 分 に成 熟 せず ,む しろ世紀 末 の

大 陸 にお け る アー ル ・ヌー ボ ー に姿 をか えて受 けつ が れ,20世 紀 初 頭 の ドイ ツ にお け るバ

ウハ ウ スの 運 動 に至 って,は じめ て開 花 した とい える。

しか し,一 体,消 滅 して しまっ た か に見 え る先駆 的要 素 は,ど の よ うに屈 折 し,ど の よ

う に非先 駆 的 要素 に同 化 して いっ たの で あ ろ うか 。従 来 歴 史 家 は,近 代 デザ イ ンの成 立 過

程 を説 明す る際 に,常 に この こ とを訝 りは した が,バ ウハ ウス成 立 の論 証 を急 ぐあ ま り に,

この よ うな問題 を等 閑 視 しが ちで あ った。 そ して ま た,こ れ に対 す る格 別 な疑 問 も,20世

紀前 半 にあ っ て は,文 明 全体 の 合理 的傾 向 に支 え られて ,特 に提 出 されな か った よ うで あ
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る。 しか し,近 年,そ う した合 理 主 義的 な潮 流 を,も っ と弾 力 的 に把握 しよ うとす る要 請

が,各 分 野 を貫 通 して起 りつつ あ る。バ ウハ ウス の 先駆 者 と して,モ リス や ア ール ・ヌ ー

ボ ー を再 認識 しよ うとす る傾 向 も顕 著 に なっ て来 た 。 こ うした 新 らしい研 究 の一 つ の特 徴

は,20世 紀初 頭 の 合 理主 義 的 な デザ イ ン思 想 の光 の も とに解 釈 された モ リス像 や,ア ー ル ・

ヌー ボ ー像 を,そ うした偏 りか ら解 放 して,あ りの ま ・に復 原 し,新 ら しい解釈 を試 み よ

うとす る もので あ る。 そ して,こ の 書物 も,そ の よ う な観 点 か ら,19世 紀 後 半 の英 国 の デ

ザ イ ン動 向 に,く も りの な い新 ら しい光 を あて よ うとす る試み で あ る。

19ぜ 紀 後 半 の英 国 にお け るデ ザ イ ンの動 向 ば,従 来膜 然 と アー ツ ・ア ン ド ・ク ラフ ッ運

動 とい う名称 で総 括 され,そ の 実体 が把 え に く く,ま た積 極 的 な評価 を与 え られ て い な か

っ た。 ワ トキ ンソ ンは,ア ー ツ ・ア ン ド ・ク ラフ ツの 運 動 が,個 人 的 な活 動の 並 列的 な集

合 にす ぎず,そ のユ ニ テ ィは,デ ザ イ ン とデザ イ ナ ーの 地 位 向上 とい う一 点 に集 約 して い

た に と どま る点 を指 摘 して い る。 この 分 野 に お け る研 究 が,個 々の作 家 を単発 的 に と りあ

げ た,た とえば ペ ブ スナ ー の アー キ テ クチ ュ ラル ・レヴ ュー に お け る諸 論 文 の よ う な形 式

に とど まって 来 た の は,こ う した理 由 によ るの で あろ う。 この書 物 は,こ の時 期 の 動 向 を,

独 得の 美 意識 に支 え られ た一個 の運 動 体 と して 統 一 しよ うと した もので あ る。 デザ イ ンの

問 題 を論 じる場 合 に美 意 識 か らの アプ ロー チ は タ ブーで あ った こと もあ り,こ の よ うな動

向 が存 在 した事 実 は,永 い間 な お ざ りに され て い た。著 者,エ リザベ ス ・アス リン は,ヴ

ィク トリ ア ・ア ン ド ・ア ルバ ー ト美術 館 に勤 務 して お り,こ の 時期 の 作 品 につ い ての 造 詣

が深 く,ま た,同 時 代 の 文献 を丹 念 に集 収 して,実 証 的 にこの 運 動 を論述 して い る。

第1章 で は,ま ず,以 上 に述 べ て来 た よ う な旧来 の 観 方 に反 対 し,な によ り も,か って

み なか っ た性格 を も った 社会 の 出現 とい う現 実 を強 調 して い る。 っつ い て述 べ られ て い る,

運 動 の概 要 を列 挙 す る と次の よ うに な る。

運 動 の範 囲 は,英 国 諸 島 と合 衆国 の 建 築 と応 用 芸術,お よ び80年 代 の 初 頭 に おけ るフ ラ

ンスの服 飾 に及 ん で い る。

`
aesthetic'と い う言葉 は,18世 紀 中頃,ド イ ツの バ ウム ガ ルテ ンがい わ ゆ る美 学 の始

源 と して提 起 した`aesthetica'が,19世 紀 の 初 頭 に英 国へ も た ら され,`philistene'の

対極 と して用 い られ は じめた。`philistine'が,一 般 教 養 を欠 き,物 質 や平 凡 さに縛 られ

て い る俗物 で あ るの に反 し,`aesthete'は,精 神 的芸 術 的 価値 を理 解 す る高 潔 の 士 とい

った意 味 をも って い た。 世 紀 の 中頃 に は,さ ま ざま な誤 ま っ た意昧 も含 みっ っ 広 く使 われ

る よ うにな り,少 な くと も1880年 まで には,芸 術 上 の運 動 に冠 せ られ る に至 っ た。 運 動 の

は じま りは,そ もそ も美 の現 象 が,物 そ れ 自体 が美 しい故 に起 るの か,そ れ とも,特 別 な

セ ンス や 訓練 が それ を可 能 にす るの か,と い う美 学 的哲 学 的 論 義 か ら生 じた とい う。 そ し
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て,美 しい もの を判 定す る原 理 や規 準 を打 ちたて よ う とす る動 きが起 り,1ZCの 担 い 手 と し

て,一 群 の 芸術 家 や 教養 人 が運 動 の主要 な地 位 を 占め るこ と にな る。

しか し他 方で は,一 般 大 衆 が,受 身 の姿 勢 に と ど ま らず,エ ス テテ ィ ック運 動 にみず か

らの 主体 性 を参 与 させ る機 会 を得 て いた。 当時 の 労 働者 は,す で に19世 紀 初 頭の 苛 酷 な生

活 条 件 か ら脱 して お り,漸 進 的 改善 主 義 に よ り権 利 と経 済 力 を拡 大 しっっ あっ た。 わず か

ば か りで は あ っ たが,生 活 の 余裕 は`artindustry'な どの趣 味 的 生産 品へ も向 け られ,リ

バ テ ィー らの美 術 商 の店 頭 は活況 を呈 した。 パ ンチ 誌 に代 表 され る絵入 り刊 行物 は ,鋭 い

諷刺 な ど によ って,大 衆 の 意 志 を反 映 した。 ま た,室 内装 飾 など の啓蒙 書 の 刊行 は,ア マ

チ ュ ア リズ ム を助 長 した。1851年 の 大博 覧 会 以後 相 つ い だ この種 の催 しは,造 り手 の向 上

心 を 高め た だ けで な く,鑑 賞 者 で あ る大 衆 の 眼や 意 識 も拡 大 した。 この よ うな新 しい社 会

情 勢 が,先 述 の`phi!istine'的 繁 栄 を助 長 したの は事 実で あ る。 しか し,'aesthete'の

啓蒙 の対 象 で あ る`philistine'を 通 して顕 現 した大 衆 のエ ネル ギ ー は,逆 に,'aesthete'

の運 動 の形 態 な どに 決定 的 な影響 をお よ ぼ し,こ の 意味 で,エ ス テテ ィ ック運 動 の 重要 な

構 成 要 素 とな った 。 大衆 は,`aesthetic'と い う美的 理 念 を,単 な るお か しみ とか,こ っ け

い な もの とか,日 常 生活 の 次 元で 自由 に使 った。 こ こか ら,エ ス テテ ィ ック運 動 は,`aes-

thete'と`philistine'の 相 互作 用 にお け る ダイナ ミッ ク な全体 を意 味す る こと にな る。

運 動 の基盤 は,永 年趣 昧 に おい て優 越 を誇 るフ ラ ンス に対 す る国 民 の競 争 意 識 プ レ ・ラ

フ ァ リズ ム の思 想,日 本 美術 へ の熱 狂,ラ ス キ ン とモ リスの 思想 な どに よ って支 え られて

い た と され て い る。

以 上 の こ とを反 映 して,こ の運 動 の特 徴 は,本 質 的 に教 化 的で あ り,意 図 的 に改 良主 義

的で あ った 。 そ して 同時 に,こ の よ うな一 面 に もか か わ らず,こ の運 動へ の,中 産 階級 と

そ れ に追 随 した大衆 の関 与 は,こ の 運動 をす くなか らず 俗物 的 と し,ま た しば しば,ア ノニ

マ ス な性格 を も,そ の特徴 へ とも た ら した。

第2章 で は,運 動 の建 築 にお け る展 開で ある。 シ ョー,ボ ドリー,ネ ス フ ィー ル ド,ウ

ェ ブ,バ ター フ ィー ル ド,ゴ ドウ ィン らに よ って70年 代 に定 着 した,ク ィー ン ・ア ン様 式 は,

18世 紀 の 自国 の 伝統 の上 に ゆる や か に基 礎 づ け られ て,`picturesque'で あ り なが ら住 み

ご こ ちの よ い,新 鮮 で楽 しい住 宅 を生 み出 した。 そ の特 徴 で あ る赤 レ ンガ とひ まわ り装飾

が,こ の章 の小 題 と して 使 われ て い る。

第3章 は,過 剰 な装飾 と執 拗 な入 念 さを誇 った,盛 期 ヴ ィク トリア朝 の 室 内装餅 を改 変

し,主 と して簡 潔 で健 康 な構 成 に よ って合 目的 な室 内空 間 を 目指 した分 野 に言及 してい る。
●

今 日か らみ れ ば,な お少 な か らず 装 飾的 で ある が,住 み心地 の よ さ を美 意 識 を中 心 に統一

しよ うとす る意 図 は 充分 に認 め られ る。
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第4章 は,日 本趣 味 に触 れ て いる。 始 め は個 人 的 蒐集 の段 階 を出 な か った が,70年 代 に

は リバ テ ィー ら美術 商 の開 店 が これ を運 動へ と もた ら し,80年 代 にはマ ニ ア 的執 着 を呼 ぶ

程 に展 開 し,こ の 運動 の底流 の ひ とつ を構 成 した。 具体 的 に 日本 風 の流 行 とは,陶 器,版

画,扇 子 と い った 日本 製 の物 品 その もの を,室 内 装飾 な ど に用 い るほ か,ジ ェ ッキ ル の建

築 や,他 の ア ノニ マ ス な陶 器作 品 に み られ る よ うな,花 鳥 や 紋章 な どモチ ー フ にお け る影

響 が あ る。 また,よ り抽 象 的 な次 元で は,ゴ ドウ ィンの家 具 や パ ター ンな どに影 響 を窺 え

る日本 美術 の 造 形 的特 徴,す な わ ち,非 対称 的構 成 と,簡 潔 さ と抑 制,が 挙 げ られ て い る。

この 章 の 記述 は,当 然 わ れ われに とっ て興味 深 い が,そ れだ け に問題 も多い 。

第5～6章 で は,そ れ ぞれ運 動 の普 及 に貢献 した ワイ ル ドの 行状 と,諷 刺 や 論評 につ い

て触 れ,そ れ ら を分析 す る こ とで,運 動 の性 格 を論 じて い る。 また,第7～9章 で は,ア

ー ト ・イ ンダ ス トリー ,服 飾,児 童 用絵 本 や カ ー ド類 な ど小 型 グラ フ ィ ック につ いて 詳 述

して い る。特 に最 後 の 分野 にお け る ク レー ン兄 弟や ケ イ ト ・グ リュ ノー の活 躍 は興 味 深 い 。

終 章 で は,こ の運 動 とアー ル ・ヌー ボ ー との 関係 に触 れ,両 者 は類似 点 を も ちな が らも

明確 な差 異 が あ る とす る。 その差 異 につ いて 著者 は まず,ア ール ・ヌー ボ ー が,官 能 的 有

機 的曲 線 に様 式 的特徴 を有 し,新 しく新鮮 な な にもの かの創 造 を意図 した個 人 主義 的 な運

動 で あ り,こ の意 昧 で 一応 大 衆 とは隔絶 して い た と述 べ て い る。 これ に反 して,エ ス テテ

ィック運 動 は,様 式 とい うよ り仕 事 の 方法 や 生 活 に対 す る態度 にそ の一 致 点 が あ り,創 造

とい うよ りむ しろ復 活 で あ り,良 識 的 で教 化 伝 導 的性 格 を もち,大 衆 と相即 して い だ とさ

れて い る。 そ して両 者 の 間 に,エ ステ テ ィ ック運 動 が,ア ー ル ・ヌー ボー の 先駆 者 あ るい

は準 備 者 の 役割 を演 じた関係 が ある と主張 して い る。 その仲 介 者 と して,セ ッデ ィ ング,

ク レー ン,ヴ ェル デ,テ ィフ ァニ ー らを挙 げ て い る。

さて,以 上概 観 した よ うに,こ の書 物 は,従 来 見 過 されて 来 た19世 紀 後 半 の 英国 の デザ

イ ン活動 か ら,主 と して倫理 的 な美 意 識 によ っ て統 括 され た運 動 を析 出 した 点 で,ま ず 評

価 され るべ きで あろ う。 また こ の運 動 の 固 有 の展 開 の仕 方 か ら,今 日の デザ イ ン界 が抱 え

てい る問題 の い くつ か が,そ れ に よっ て手 が か りを得 るモ デ ルの ひ とつ が姿 を現 わ しっ っ

あ る との観 方 も出 来 るだ ろ う。著 者 は,た だ 実証 的 な叙述 と121枚 の 図版 に よっ て,忠 実

な復 原 者 の態 度 に終 始 して い る。 しか し,こ の 書物 の 出 版 に よっ て喚 起 され る今後 の展 開

の材 料 と して,き わめ て興 味 深 い内 容 を もつ と考 え られ る。 ただ 気 に なっ た点 を ひ とつ 挙

げれ ば,著 者 は,こ の運 動 とア ー ツ ・ア ン ド ・ク ラフ ツ運 動 を意識 的 に区別 して 用 い な が

ら,積 極 的 に は その 差 異 を説 明 して い ないの で,モ リス以後 の英 国 デザ イ ンの展 開 全体 の

見 わ た しと して は,像 がぼや けて い る点で あ る。

京 都工 芸 繊維 大 学 羽 生 正気
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