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美術史 の対象 と しての デザ イ ン

中 村 二 柄

美 術 史 の一 般 概 説 は,こ れ まで の と こ ろ,美 術 を建 築,彫 刻,絵 画,工 芸 の

四 つ の 種 類 に分 け る の が 慣例 と な っ て い る。 こ の分 類 は お そ ら くフ ラ ン ツ・クー

グ ラ ー の 「美 術 史 提 要 」(1842年)や ヤ ー コ プ ・ブル クハ ル トの チ チ エロ ー ネ

(1855年),あ る い はサ ロ モ ン ・レイ ナ ッ ク の 「ア ポ ロ」(1904年)な ど に よ って

確 立 さ れ た近 代 の 美 術 史叙 述 の 伝 統 に よ る も の で あ ろ う。 そ う して この 四 つ の

種 類 の な か で も,い ず れ か と云 え ば,こ と に近 世 以 降 の時 期 に関 して は,彫 刻

と絵 画 とが 主 要 な も の と見 ら れ,建 築,工 芸 な どが 周 辺 に置 か れ るよ うな傾 き

が な いで は な い。 こ の 傾 向 は お そ ら く前 者 を い わ ゆ る純 粋 美 術 と見 な し,後 者

を応 用 美 術 な い し実 用 美術 と名 づ け る従 来 の美 術 観 と も並 行 す る現 象 で あ ろ う。

そ れ ば か りで は な い 。 この 実 用 美 術 な い し産 業 美 術,あ るい は 近 年 デ ザ イ ン

と呼 ば れ て 繁 栄 す る領 域 に活 躍 す る人 び との うち に は,自 らの仕 事 を い わ ゆ る

美 な る も の か ら,美 術 な い し芸 術 な る も の か ら無 縁 で あ る と宣 言 す る 人 た ち さ

え少 な く ない 。 この 主 張 は しか も,特 徴 的 な こ と に,い わ ゆ る純 粋 美 術 の 領 域

に活 動 す る美 術 家 た ちの 間 に も,す で に珍 ら し くは な い の で あ る。 そ れ ば か り

か,美 学 その も の の 内 部 に お い て さ え,こ れ は すで に半 世 紀 を こ えて 現 わ れ て

い る一 つ の 問題 に属 す る。 も し美,美 術,芸 術 な どの 理 念 を,あ らか じめ一 定

の概 念 に限 定 して,そ れ を否 定 す る意 味 に お い て で あ れ ば,こ の 人 た ち の 革 命

的 な主 張 も,も と よ り理 解 しが た い もの で は な い 。 言 い換 えれ ば,そ の 主 張 は,
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美 の 根 源 的 な創 造 性 と,こ と に美 術 な い し芸術 の 本 質 的 な歴 史 性 に関 す る十 分

な洞 察 を欠 く もの と云 わ ざ る を え な い。 美 術 史 の 立 場 か ら考 え れ ば,お そ ら く

荷 時 の 日 か,後 世 の 美 術 史家 は,20世 紀 前 半 の 美 術 を叙 述 して,一 面 に おい て

は広 義 の 抽 象 美 術 の 目覚 ま し い発 展 を,他 面 に お い て はデ ザ イ ンの 同様 に 目覚

ま しい 開花 を特 筆 す るで あ ろ う。 そ れ ば か りで な く,こ の 後 代 の台 地 か ら,美

術 史 の 全 土 に わ た る一 っ の 新 た な展 望 が 開 か れ るか も しれ な い 。

1.

この 考察 を進 め るた め に は しか し,あ らか じめ 一 つ の偏 見 を,し か も い ま な

お根 強 く流 布 して い る よ うに 見 え る偏 見 を,清 算 して お か ね ば な らな い 。 そ れ

は 他 で も な く,美 術 あ る い は美 術 作 品 と は何 か と い う,根 本 的 な 問題 に か か わ

る もの で あ る。

一 般 に人 聞 の
,世 界 に対 す る態 度 は,そ れ に した が っ て ま た 人 工 の物 体 は,

「美 的 」 と 「実 践 的 」 とに 区 別 され る。 そ う して 後 者 は さ ら に二 つ の種 類 に分

類 され る。 そ の 一 つ は あ る 「概 念 」 を伝 達 す べ きコ ミ ュニ ケ イ シ ョ ンの 媒介 物

で あ り,も う一 つ は あ る 「機 能 」 を果 す べ き道 具 あ るい は器械 で あ る(そ の 機

能 は ま た コ ミュ ニ ケ イ シ ョ ンの 産 出 あ るい は 伝 達 で も あ り うる)。した が って 専

ら これ らの後 者 に か か わ る実 用 美 術 あ るい は デザ イ ン活 動 は,本 質 的 に「美 的 」

で は あ り え な い か の よ う に考 え られ,本 来 的 に純 粋 な美 術 か ら区 別 せ らるべ

き領 域 で あ る かの よ う に見 な さ れ や す い 。 平 た く云 え ば,し ば しば 人 び との 話

題 にの ぼ る 「用 と美 」 との 対 立 とい う考 えで あ る。

しか しな が ら,も し用 と美 と が本 質 的 に対 立 す る も の とす れ ば,ど う して こ

の 無縁 な る両 者 が結 び つ くこ と がで き るの か 。 ど う して実 用 美術 や デ ザ イ ン領
■

域 な ど が正 当 に成 立 す る こ と がで き るの か。 む しろ一 部 の 人 び との よ うに,こ

れ らの 領 域 は本 来,美 術 と は無 縁 で あ る と主 張 す る方 が 自然 で あ ろ う。 け れ ど

も この 種 の 考 えが 抽 象 的 な偏 見 に と ど ま る こ と は,例 え ば エ ル ヴ ィ ン ・パ ノ ブ
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ス キ ー の 次 の よ うな見 解 に照 ら して も,直 ち に明 らかで あ ろ う。

<美 術 作 品 と は 他 で も な く 「美 的 」 に経 験 され る こ と を要 求 す る人 工 物 で あ

る が,そ の 美術 作 品 と い え ど も,実 は 大 抵 の も の は 同 時 に 「実 践 的」 領域 に も

属 して い る。 一 篇 の 詩,あ る い は一 点 の 歴 史 画 は,あ る 意 味 で コ ミュ ニ ケ イ

シ ョンの 媒 介 物 で あ り,パ ンテ オ ン と ミ ラ ノの 燭 台 は,あ る意 味 で 器 械 で あ る。

ま た ミケ ラ ン ジ ェ ロ の メ デ ィチ 家 の廟 墓 ば,あ る意味 で その いず れで も あ る。

し か しも ち ろん 「あ る意味 で」 で あ る。 す な わ ち,単 な る コ ミュ ニ ケ イ シ ョ ン

の 媒 介 物 ない し単 な る器械 の場 合 に は,そ の 意 向intentionが その 人工 物 の ア イ

デ ィア に,つ ま り伝 達 せ ら れ るべ き意味,あ る い は 果 さ るべ き機 能 に 明確 に固

定 さ れ て い る6美 術 作 品 の場 合 に は,そ の ア イ デ ィアへ の 関 心 が,フ ォル ム へ

の 関 心 に よ って 平 衡 さ れ,凌 駕 され さ えす るか らで あ る。 … な お しか し,こ の

フ ォル ム の 要 素 が,個 々の 場 合 に どの 程 度 の 重 さ を もつ か,そ れ を科 学 的 な精

確 さ を も って 決 定 す る方 法 が な い 。 そ れ ゆ え我 わ れ は,一 つ の 「実践 的 」 人 工

物 が一 つ の美 術 作 品 に な りは じめ る そ の瞬 間 を決 定 す る こ と がで きな い し,す

べ き もの で も ない 。 も し私 が 友 人 に手 紙 を書 い て 食事 に招 こ う とす る と き,私

の 手 紙 は まず 第 一 に コ ミュ ニ ケ イ シ ョ ンで あ る が,私 が重 み を私 の筆 蹟 に移 せ

ば 移 す ほ ど,そ れ だ け そ れ は 書 に近 づ く。 ま た 私 が 言 葉 の 形 式 を強 調 す れ ば す

るほ ど(つ い に は ソ ネ ッ トを も っ て招 待 す る と こ ろ まで 進 む こ と もで き る で あ

ろ う),そ れ だ け そ れ は 文 芸 あ る い は 詩 に近 づ く。》lll

パ ノ フ ス キ ー は この よ うに,美 術 作 品 に お い て はつ ね に 「美 的 」 と 「実 践 的」

との 両 方 の 要 素 が 滲 透 して い る と考 え る。 そ う して そ の 個 々 の 性 格 は そ の 創 作

者 た ちの 意 向 に 依 存 し,彼 らの 時 代 と環 境 の標 準 に よ って 条 件 づ け られ る と考

え る。 ク ラシ ッ ク な趣 昧 は,個 人 の手 紙,法 廷 ゐ 談 話,勇 士 の楯 な どが 「美 術

的」 で あ るべ き こ と を 要求 し,現 代 の趣 味 は,建 築 や 灰 皿 が 「機 能 的 」 で あ る

べ き こ と を要 求 す る。 な お 最 後 に,こ れ らの 「意 向 」 の 評価 は 不 可 避 的 に我 わ

れ 自身 の 態度 に よ っ て 影 響 さ れ,そ の 我 わ れ の 態 度 は また 我 わ れの 歴 史 的 状 況
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に 制 約 され る と考 え るの で あ る。 この 考察 に よ っ て も,い わ ゆ る純 粋 美 術 と実

用 美 術 と の 区 別 が決 してm的 に 明確 で は な い こ と,む し ろ そ の境 界 は 絶 えず

歴 史 的 に変 遷 す る こ とが 明 らか で あ ろ う。 一

それ ば か りで は な い。も とも と美 術 と は,視 覚 性 の創 造 で あ る。視 覚 性 の 創 造 と

して 実 現 さ れ た もの,そ れ らの す べ て が広 い 意 昧 で 等 し く美術 作 品 で あ る。視 覚

性 の 創 造 は 歴 史 的 に,無 限 に さま ざ ま な 「場 所 」に お いて 実 現 され るこ とがで きる。

そ れ は純 粋 に美 的 な もの へ 限 りな く接 近 しよ うとす る場 所 にお いて も,同 様 にま

た 実 践 的 な もの へ の 要求 にみ た され た場 所 に お い て も,等 し く実 現 され る こ とが

で き る。視 覚 性 の創 造 と して 見 出 さ れ る か ぎ り,い わ ゆ る純 粋 美術 も実 用 美 術 も,

美 術 と して基 本 的 に同権 で あ る。 い わ ゆ る デ ザ イ ン な る も の も,そ れ が単 に 用

と機 能 の 問題 に尽 き る もの で な い か ぎ り,人 間 の 視 覚 に か か わ る もの で あ る か

ぎ り,そ れ は この 意味 にお い て 考 え られ る ほ か は な いで あ ろ う。 .

な お少 な か らぬ 人 た ちが,次 の よ う に反 論 す る か も しれ な い。 実 用 美術 あ る

い は デ ザ イ ンは,あ くま で 現 実 の 実 践 的 生 活 に 結 び っ き,社 会 的,経 済 的 ,技

術 的,そ の他 あ ら ゆ る 「制 約 」 にみ ち た領 域 で あ る。 す べ て こ れ らの 制 約 に か

か わ ら な い本 来 的 に 自 由 な純 粋 美術 と は根 本 的 に区 別 さ れ ね ば な ら ない と。 し

か し果 して そ うで あ ろ うか 。 実 用 美 術 が そ の 制 作 の 動 機 ,条 件,目 的 な ど に お

い て,こ れ らの さ ま ざ ま な 制 約 を免 れ な い こ と は疑 う まで も ない 。 け れ ど も そ

れ らの 動 機 や 目的 な ど が直 ち に実 用 美 術 の 本 質 を規 定 す るの で は な い 。 そ れ ら

の 制 約 が も は や単 な る制 約 で は な く,む し ろ反 対 に,ま さ に創 造 の動 機 と して,

欠 くべ か ら ざ る契 機 と して 止 揚 され る そ の 瞬 間 に,は じめ て 実 用 「美 術 」 が正

当 に成 立 す る ので あ る。 い わ ゆ る デ ザ イ ン な る もの も,こ の 意 味 で な け れ ば な

ら な いで あ ろ う。 また 逆 に,い わ ゆ る純 粋 美術 な る もの も,そ れ は果 して 何 の

制 約 を も 受 け な い,真 空 の よ うに 自由 な世 界 で あ ろ うか 。 美術 は視 覚 の創 造 で

あ る。 視 覚 は 何 物 か を視 る ので あ る。 対 象 な き視 覚 は ない 。 美術 は視 る 主 体 と,

視 られ る客 体 との 対 決 で あ る。 人 間 の 視 覚 と,そ の 先端 と して の美 術 家 の 視 覚
6

-95一



的 創 造 力 と,視 覚 の 対 象 と して の 世 界 との 対 決 で あ る。 対 決 とは,相 互 に 制 約

しあ う こ と を前 提 とす る。 そ の制 約 が しか し,も は や 単 な る制 約 をこ えて,ト 巨

由の 自覚へ 高 め られ る と き,は じめ て 美 術 が成 立 す る ので あ る。 この 意 味 か ら

云 え ば,本 来 何 の 制 約 も な か っ た美 術 は あ り え ない の で あ る。

美 術 に お い て,制 約 とは 何 で あ る か 。 見 方 を変 えて 云 え ば,対 象 と は 何 で あ

るか 。 そ れ を現 代 の美 術 そ の もの が,新 た な照 明 の も と に示 して い る 。 現 代 の

広義 の 抽 象美 術 は,非 対 象 と も無 対 象 と も呼 ば れ る。 なぜ 現 代 の 美術 は こ の よ

うに 対 象 を軽 視 し無 視 し よ う とす る の か 。そ れ は他 で も な く,対 象 が制 約 で あ る

か らで は な い か。も とよ り,厳 格 に云 えば,対 象 な き視 覚 は な く,対 象 な き美 術 は

ない 。 そ の 意 味 で は,非 対 象 あ る い は 無 対 象 の 美術 と い え ど も,全 く対 象 な き

もの で は ない 。 そ れ は た だ,視 覚 的 対 象 と して の 自然 を,'自 然 の 形態 に即 した

対 象 を もた な い とい うだ けで あ る。 現 代 の抽 象 美 術 の対 象 は,明 らか にr自 然 」

で は な い 。 そ れ に代 わ って,あ る抽 象 的 な もの で あ り,そ れ は一 面 に お いて 視

覚 的 創 造 力 そ の もの の 根 源 へ の憧 憬 に,他 面 におい て強 勢 な技 術的 諸 力 にか か わ

る も の の よ うに 見 え る。 この 抽 象 美 術 に対 して,現 代 の 実 用 美 術 あ るい は デ ザ

イ ンは,も っ ぱ ら この 後 者 を 対 象 とす る もの で あ ろ う。 抽 象 美 術 は い わ ゆ る制

約 の 最 も稀 薄 な地 域 で,逆 にデ ザ イ ンは い わ ゆ る制 約 の 最 も濃 厚 な地 域 で,し

か し実 は いず れも 本 来 的 に制 約 を契 機 と して,基 本 的 に は 同一 の 対 象 に か か わ

るも の と考 え られ る。 両者 は と も に視 覚 性 の創 造 の,特 殊 的 に現 代 的 な 実 現 の

両面 に他 な らぬ で あ ろ う。 この 考 察 は さ らに,次 に述 べ る よ うに,美 術 史 の 立

場 か ら重 ね て保 証 さ れ る はず で あ る。

2.

美 術 史 は 視 覚 性 の創 造 の歴 史 で あ る 。 そ れ は無 限 に新 た な 自己 を実 現 し な い

で は い な い はず で あ る。 建 築,彫 刻,絵 画,工 芸 な どの 種 類 が 固 定 して 動 か な

い わ けで は な く,時 代 の 推 移 に よ って も,民 族 の相 違 に よ っ て も,そ れ らの 領.
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域 が さ ま ざ ま に 相 結 び相 反 し,さ ま ざま に隆 替 す る。 そ れ ぞ れ の時 代 と民 族 に,

そ れ ぞ れ の 支配 的 な ジ ャ ンル が見 出 され る こ と も不 思 議 で は な く,大 きい エ ポ

ッ ク の 初 頭 に建 築 の 革 新 が 行 な わ れ,そ れ に と も な っ て 工 芸 の領 域 に新 風 が み

な ぎ る場 合 も珍 ら し くは ない 。 見 方 に よ れ ば,こ れ らの ジ ャ ンル の 隆 替 こ そ美

術 史 の 重 要 な 関 心 事 に他 な ら な い。 美 術 史 の この 無 限 に 多様 な展 開 の 過程 を概

観 す る と き,ま ず 建 築 に お い て い わ ゆ る機 能 的 建 築 が,そ れ と と もに 広 義 の 抽

象 美 術,さ らに正 当 に理 解 され た 意 味 で の デ ザ イ ン領 域 が,特 殊 的 に 現代 的 な

視 覚 的創 造 と して,現 代 の 眼 の 発 見 と して,我 わ れの 眼 前 に大 き く現 われ る こ

と は,も は や 争 え ない 事 実 で あ る。

美 術 史 は 社 会 史 的 経 済 史 的 諸 条 件 を地 盤 として,文 化 史 的 精 神 史 的 諸傾 向 を

背 景 と して,こ れ らの 「場 所 」 との 密 接 不 離 な 全 体 的 関連 に お い て,し か も そ

こ に,あ く まで 視 覚 的造 形 的 表 象性 の展 開 と して ,他 の何 者 に代 え る こ と もで

き な い一 個 独 自の 領 域 を な して存 在 す る。 こ の美 術 史 的 世 界 の構 造 に した が っ

て,さ きに 我 わ れ が見 出 した事 実 を正 当 に理 解 す るた め に,二 三 の 所 見 を 素 描

しよ う。

1.一 派 の入 た ち は芸 術 現 象 の 社 会 的 経 済 的 被 制 約 性 を 強 調 し,芸 術 の 社 会

的 機 能 を 力説 す る。 周 知 の とお り,こ の マ ル ク シ ズ ム は早 くプ レ ヒ ァ ー ノ ブ ,

ハ ウゼ ン シ ュ タ イ ン,フ リー チ ェ らに は じ ま り,近 年 ア ル ノ ー ル ト ・ハ ウザ ー

に い た っ て 新 た な展 開 を示 して い る。 こ の 人 た ち に共 通 す る基 本 的 な見 解 の一

面 は,お よ そ次 の よ うに要 約 され るで あ ろ う。 芸 術 は,純 粋 に美 的価 値 の 創 造

と して で は な く,根 底 に お い て,人 間社 会 の各 種 発 展 段 階 に相 応 す る特 定 の 社

会 的 機 能 を 果 す べ きイ デ オ ロ ギ ー 的 上 部 構 造 の一 部 と して 生 産 され た 。 原 始 社

会 に あ っ て は 芸 術 は魔 術 と して,封 建 社 会 に あ っ て は宗 教 と して,新 興 ブ ル ジョ

ワ社 会 に あ っ て は市 民 の 道 徳 的,政 治 的 教 育 学 と して の 役 割 を演 じた 。 そ う

して 商 業 資 本 主 義 社 会 の 繁 栄 期 に入 って は じめ て,芸 術 は 「純 粋 芸 術 」 と な る。

その 「芸 術 の た め の 芸 術 」 も しか し,実 は市 民 社 会 の 個 人 的 自 由主 義 を反 映 し,
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またそれを組織 し方向づ ける機能を果すべ き形態に他ならない。ついで19世 紀

に生 まれ20世 紀に興隆 した工業資本主義社会 にいたる。この社会形態に対応す

る芸術 は,従 来の芸術様式から根 本的に切離 されねばならない。その特徴は何

よりも機械 による新たな生産手段 にもとづ き,そ の機械主義が美意識を根底か

ら変革 して,現 実生活のために全 く新たな様式を呼びおこす。ここではもはや

「無目的の美」は消滅 し,逆 に合 目的性,実 用性が,機 能主義,構 成主義など

が優位を占め る。この新様式は機能的建築の形態をとって建築を革新 したばか

りでなく,幾 世紀にもわたって手工芸が支配 してきた実用美術の領域 にも発現

する。この傾向は最 も前進的な工業資本主義国たるアメリカにおいて一同時 に

古い意味での造形芸術,す なわち絵画や彫刻などの領域では貧弱な社会におい

て一 今世紀の初頭前後 に急速に発展する。同一の現象が相次いで ヨーロ ッパの

前進的な資本主義諸国に繰 り返される(2)0(ついで我が国にも目覚ましく現 われ

る。)

美術史の考察にあっては,唯物史観を,こ とに素朴なマルクシズムの公式を,

直 ちに唯一の根本原理に据 えることはで きない。それが時 として有力な発見術

的手段たりうることは疑を容れないけれども,芸 術の社会的意義ないし機能 と,

その芸術的価値 ない し本質 とを混同することは,厳 重に警戒せ られねばならな

い。 しかし芸術が歴史的社会的現実を離れては何処 にも成立 しえないこともま

た云 うまでもない。造形芸術 に限って云 えば,そ の根源的な原理 としての視覚

性が,他 でもなく歴史的社会的現実を場所とし素材として,そ こに自己を実現

する,自 己を形成的に自覚するのである。その意味において,こ こにその輪郭

が描かれたよ うな現代の社会史的状況の うちに,い わゆる純粋美術の解体 と実

用美術の隆盛 とに関連する,こ の 「地上の重み」の一面を見ることは,決 して

無意義ではないであろ う。

2.人 間史のもう一っの基本的な観面は,文 化史的精神史的潮流で ある。美

術史の全過程 を大 きく眺めるとき,こ れもしばしば説かれるとおり,古 代は
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「自然 の 法 則 」に
,中 世 は 「神 の 権 威 」 に,近 世 か ら近 代 は 「人 間 の 自覚」 に生

き る時 代 で あ っ た と見 え る。 人 間の 美 術 は実 に 「墳 墓 」 の う えに生 ま れ,や が

て 「寺 院 」 の荘 厳 の た め に働 き,つ いで 「宮 廷 」 の 栄 華 と 「都 市 」 ない し市 民

生 活 の 繁 栄 に奉 仕 した。 この 第 三 の 波 は 今 日 に も 及 ぶ け れ ど も,19世 紀 に現 わ

れ20世 紀 に 高 ま る も う一 つ の 波 を,我 わ れ は も は や 見 逃 す こ とが で き ない 。 こ

こで は す で に神 も死 に,人 間 も息 絶 え る か と思 わ せ る,も う一 っ の世 界 で あ る。

そ うも て 美 術 は,美 術 家 の 厂ア トリエ 」 の な かで,秘 教 的 に,独 り言 の よ うに

制 作 され る か と思 うと,同 時 に は る か に広 範 に,「工場 」 に お い て生 産 され,大

衆 の市 場 へ 送 られ る。 我 わ れの 身 辺 を見 廻 わ して も,驚 くべ き事 実 にみ ちて い

る。 例 え ば美 術 史 に お い て 「神 の ご と き ラ フ ァエ ルロ」 も,何 人 よ りも深 く「人

間 の 魂 を凝 視 す る レ ンブ ラ ン ト」 も,年 々幾 千 万 と も知 れ ぬ カ レ ン ダー の 装

飾 と して 印 刷 され,月 が代 われ ば屑 籠 へ 捨 て られ る。

世 界 はふ た た び根 底 か ら変 化 しつ つ,そ の 変 質 は もは や 疑 い を許 さ ない もの

と な っ て い る。 この 新 た な世 界 は如 何 な る も の か 。 あ る い は現 代 人 の 世 界 観 は

如 何 な る も の か 。 あ る人 はr中 心 の喪 失 」(ハ ンス ・ゼ ー ドル マ イ ァ)と 云 い,

あ る人 は 「中 間 世 界 」 と呼 び,ま た あ る人 は 「後 近代 」 と も 名づ け る。 この 難

問 に立 入 る こ とは,こ こで は当 面 の 目的 で は な い 。 た だ 我 わ れ の 眼前 に立 ち現

わ れ て い る幾 つ か の 特 徴 的 な事 実 を指 摘 す る に と どめ よ う。 ル ネサ ンス 以 来 の

ヒ ュ マ ニ ズ ム の 没 落,古 典 的権 威 の崩 壊,デ モ ク ラ シー と大 衆 文 化 の 普 及,機

械 文 明 の 優 越,あ る い は マ ス コ ミ,マ ス プ ロ な ど と呼 ば れ る事 実 で あ る。 他 で

も な い 。 い わ ゆ る純 粋 美 術 で は な く,実 用 美 術 の,こ と に い わ ゆ るデ ザ イ ン領

域 の 開 花 の た め に,温 床 と な るべ き事 実 で あ る。

な お この 世 界 の 特 質 を幾 らか精 密 に見 究 め るた め に,一 片 の光 を添 えて み よ

う。 ル ネ サ ンス 以 来 の ヒュ マ ニ ズ ム の興 隆 が行 き尽 す と こ ろ,人 格 的 個 人 的 自

由 の発 展 が 行 き窮 ま る と こ ろ,人 間 が神 の 座 に就 こ うと す る と こ ろ,そ こ に人

間 は神 を見 失 い,絶 対 的 な統 一 を見 失 っ た人 間 は,も は や分 裂 し解体 す る他 は
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な い。 そ の 弁 証 法 が,こ と に美 術 の うえ に,直 接 端 的 に現 わ れ る。 す な わ ち美

術 も,も っ ぱ らそ の純 粋 性 と月 律 性 を追 求 す る こ と に よ っ て,内 部 か ら分 裂 す

る他 は な い 。 か くて一 面 に お い て極 端 な形 式 主 義 と,他 面 に お い て 極 端 な 内 容

主 義 が現 わ れ,あ るい は 人 格 的 個 性 の 主 観 的感 動 を極 め よ う とす る熱 情 と,社

会 的 共 感 を追 い続 けて や ま な い欲 求 とへ 分 極 す る。 こ れ らの分 裂 に な お ざ ま ざ

ま な条 件 が 関 与 し,相 互 に交 流 し反 揆 す る(3)0そう して 一 般 に,前 者 は広 義 の 抽

象 美 術 を,後 者 は い わ ゆ るデ ザ イ ン領 域 を見 出 す よ うに見 え る。

3.美 術 史 にお い て,現 代 美 術 とは しか し如 何 な る も の か 。 この 熱 い鉄 に手

を触 れ る こ と は,な お 全 く危 険 な き もの で は な い 。 論 者 の立 場 と観 点 も さ ま ざ

ま に分 か れ る 。 こ こで は な か んつ く傾 聴 に値 す る ヨー ゼ フ ・ガ ン トナ ー の 見 解

のr端 を 引 用 す る に と どめ よ う。

<古 代 以 後,ロ マ ネ ス ク か ら現 代 にい た る ヨー ロ ッパ 美 術 の歴 史 は,人 格 性

の極 度 の否 定 か らそ の 最 高 の 神 化 に い た り,た ち ま ち そ の分 裂 か らつ い に そ の

否 定 に立 ち還 る,ま さ に一 個 の 壮 大 な活 劇 で あ る。 遊 牧 民族 の 最 初 の 資 料 か ら

ゴ シ ック に入 り込 む まで,五 百 年 を こ えて,ヨ ー ロ ッパ 美 術 は 個 性 的 な人 格 性

の 描 写 を放 棄 し,そ れ を一 般 的 な定 型 の も と に秘 め て きた 。 それ か ら漸 く個 性.

的 な も の が 除 々 に 目覚 め は じめ,そ れ が人 間 の 魂 を探 求 す る精 神 の 行 進 と な る。

そ う して1500年 ご ろ,ル ネ サ ンス美 術 に お い て,一 つ の 瞬 間 が くる。 そ こで は

太 陽 が ま さ に南 中 し,美 術 が対 象 との 最 も完 全 な調 和 に お い て,自 己 の うち に

安住 す る人 間 性 の一 個 の 全 体 的 な 肖 像 を創 作 し た。 け れ ど も それ は た だ 忽 ち に

移 ろ う瞬 間 にす ぎず,早 くも同 じ世 代 の う ち に心 的 な もの の 分 裂 が現 わ れ る 。

現 象 の 全 体 性 と静 穏 性 を破 り,人 間 の 静 止 の 像 を 力動 の姿 に変 え る この 分 裂 こ

そ,バ ロ ッ ク の 巨 匠 た ちの 感 動 の源 泉 で あ る。 っ いで19世 紀 の 末 以 来,未 曽 有

の 震 動 に よ っ て耒 曽 有 の 目標 が達 成 さ れ る 。 印 象 派 に お い て 人 格 的 な もの の 描

写 が消 滅 し,一 般 に対 象,内 容,実 質 な ど と呼 ば れ る もの が す べ て,雰 囲 気 に

み ちた 表 面 の 魔 術 的 な戯 れ の な かへ 解 消 しは じめ る。〉(4)
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そ れ に続 い て,現 代 美 術 は一 般 に,セ ザ ンヌ 以 後 の 「対 象 か らの離 反」 を も

って 特 徴 づ け られ る。 す な わ ち 自然 に即 した 有 機 的 な形 態 に お け る対 象 を建 築

的 な ら しめ,モ ニ ュ メ ン タル な ら しめ ると と に よ って 対 象 か ら離 反 し
,つ い で

この 対 象 を破 壊 し,ア ン リ ・フ ォ シ ョ ンの い わ ゆ る 厂構 成 の ない 対 象 を結 びっ

け る対 象 の な い構 成 」 を創 作 し,さ ら に物 質 的 な現 象 に お け る対 象 を完 全 に否

定 して,一 切 の 対 象 的 な もの と現 実 的 な もの を こ えて ,も はや 自然 法 則 に従 属

しな い一 つ の 精 神 的 世 界 を創 造 す る に い た る過 程 ぞ あ る。 その根 源 は さか の ぼ

って1820年 な い し30年 ご ろ に現 わ れ た 「表 象形 式 の統 一 性 の 崩壊 」(ヴ
ェ ル フ リ

ン)に も とづ き,そ れ に続 く第二 の 打 撃 と して
,1920年 ご ろか ら対 象 の 没 落 が

現 わ れ た の で あ る 。

す べ て 古 い 美術 に お い て は,描 写 の対 象 が美 術 家 と観 衆 との 間 の 「諒 解 の 地

域 」 を形 づ くっ て い た 。 中 世 盛 期 に あ っ て は,美 術 家(手 工 業 者)と 観 衆 との

間 の 諒 解 の 地 域 は,一 義 的 に主 題 的 な も の,驢宗 教 的 な もの の うち に あ っ た
。 そ

の 宗 教 的 主題 が 全 能 の 力 を もっ て形 式 を桎 梏 に か け て い た の で あ る
。 美 術 作 品

は 美 しい もの で は な く,そ の 表 現 が敬 虔 で あ っ た。 と こ ろが ク ラ シ ッ ク な様 式

に あ って は,こ の 地 域 は内 容 と形 式 との
,幸 福 な,r調 和 的 な 結合 の う ち に あ る。

美 術 作 品 は形 式 に お い て 美 し く,同 時 に内 容 に お い て 敬 虔 で あ る こ と がで きた
。

現 代 美 術 に あ っ て は,内 容 の 敬 虔 も な く,形 式 の美 も な い。 美 術 作 品 は 第 三 の

もの,美 術 家 の 心 的 状 況 の 表 出 と な っ て い る。

この 過 程 は 同 時 に,「対 象 」 の側 に も ア ク セ ン トの成 層 が あ る こ と を教 えて い

る ざ%な わ ち何 時 の時 代 に も,そ の深 層 の う ち に,時 代 の 諸 理 念 諸 翻 の 全

体 が集 中 し,そ れ が一 っ の 大 きい無 形 の 魂 量 を形 成 す る。 そ れ らの 諸 衝 動,諸

理 念 そ の も の は,美 術 的 に は表 現 しえ ない も ので あ る。 美 術 家 の 幗性 が そ こ か

ら掴 み 取 る も の は,す で に個 々 の,特 定 の形 式 に もた らさ れ た諸 力で あ つ諸 表

象 で あ る か らで あ る。20世 紀 の美 術 は,ま さ に こ の深 層 その もの に迫 ろ うど し
,

そ れ を 「対 象 」 とす る もの に他 な ら ない 。 そ こ に見 出 され る もの は
,一 面 に お
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い て は創 造 的 想 像 力 そ れ 自体 の深 底 へ の 探 究 で あ り,他 面 に お いて は現 代 の強

大 な技 術 的 諸 力 との 対 決 で あ る。 す な わ ち現 代 の 眼 は,一 面 に お いて は 広 義 の

抽 象美 術 を,他 面 に お い て は デ ザ イ ン領 域 を見 出 し,そ こ に 自 己 を実 現 しよ う

とす るの で あ る 。

この 現 代 美 術 の 発 展 は し か し,こ とに その 重 要 な一 面 を なす デザ イ ン活 動 は,

す で に半 世 紀 を こ え る展 開 の 過 程 を もつ けれ ど も,ま だ そ の全 貌 を現 わ す には

い た ら な い よ うで あ る 。 そ れ が 一 っ の 全 体 と して,美 術 史 の うち に認 識 され る

よ うに な るの は,す で に差 し迫 ま る要 求 で は あ るが,な お 今後 の課 題 に属 す る

で あ ろ う。

3

な お美 術 史 の 立場 か らデザ イ ンの 領 域 を見 渡 す と き,直 ち に我 われ の 関 心 を

惹 かず に は い な い 大 き い 問題 が,少 な く と も二 っ あ る。 両 者 は も と よ り相 互 に

関 連 し,そ こ か ら また 幾 つ もの展 望 が 開 か れ るで あ ろ う。

1.一 つ は現 代 美 術 に お い て 一 つ の世 界 的 様 式 が,こ れ も ガ ン トナ ー が 名づ

け る 「地 球 的様 式 」planetarerStilが 急 速 に発 展 しcs}この エ ス ペ ラ ン トの 形 成

の う え に,い わ ゆ る無 対 象 な る抽 象 美 術 と,機 能 的 建 築 お よ び そ れ に と も な う

デ ザ イ ン領 域 が,そ れ ぞ れ 直 接 の寄 与 を な して い る こ とで あ る。

も と よ り東 西 美 術 の 交流 は,現 代 に始 ま る も の で は な い 。 この 現 象 の根 源 は,

さ かの ぼ っ て,レ オ ナ ル ドに お け る 「東 洋 の精 神 的 獲 得 」 へ の 最 初 の 歩 み の う

ち に認 め られ る。 以来,西 洋 の美 術 家 が東 洋 の 世 界 へ 侵 入 しよ うとす る。 晩 年

の レ ン ブ ラ ン トは ペ ル シ ァや イ ン ドの 細 密 画 に親 しみ,ロ コ コ様 式 は 中 国 や 日

本 の 美 術 を取 入 れ る。19世 紀 に な る と,西 洋 の 美 術 家 た ち が東 洋 へ 旅 行 す る ば

か りで な く,移 住 す る人 た ち さ え 現 わ れ る。20世 紀 に入 っ て,両 半球 が ま す ま

す 滲 透 し あ う。 し か も そ の 滲 透 と同 化 は,も は や西 洋 美 術 の 進 出 とい う意 味 に

お い て で は な く,東 西 美 術 の 完 全 な 同権 の 意 味 にお い て で あ る。
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こ れ には 幾 つ か の 前 提 が 考 え られ る。 第一 は,さ き に も触 れ た よ う に,19世

紀 の30年 代 前 後 か ら現 わ れ た ヨー ロ ッパ の伝 統 的 な 表 象 形 式 の統 一 性 の 崩 壊 で

あ り,ク ラ シ ック な規 範 の解 体 で あ る。 そ れ に よ っ て あ らゆ る時 代 と民 族 の諸

様 式 の,美 術 史 的 同権 が成 立 す る こ とで あ る。

第 二 に,こ の 新 た な世 界 的様 式 は,そ れ が 美術 史 上 の あ らゆ る様 式 か ら分 離

す る と き,は ,じめ て 可 能 で あ る。 こ の地 上 の 諸 民 族 の 過 去 の 美 術 は,そ れ ぞ れ

根 本 的 に相 異 な る もの で あ るか ら,そ れ らの 古 い諸 様 式 が も は や 共 に語 らな い

場 所 で の み,諸 形 式 の 一 つ の 新 た な交 感 が 可 能 と な る。 この 地 球 的様 式 の 最 初

の 明 確 な形 成 は,他 で も な く機 能 的 建 築 の う ち に,同 時 に そ れ に伴 な う近 代 デ

ザ イ ンの うち に現 わ れ る。 今 日で は も は や,オ ラ ン ダの ア ム ス テ ル ダム で も ア

メ リ カ の フ ィラ デ ル フ ィァで も,中 国 の上 海 や,日 本 の 京 都,奈 良 に さ え も,

同 じ様 式 の 建 物 が立 ち,同 じ様 式 の 椅 子 が 置 か れて,驚 く人 もな い 。 この 様 式

を特 徴 づ け る機 能 主 義 が,美 術 史 に お い て 新 た な も の で あ る ば か りで な く,本

質 的 に 国境 を こ え る もの で あ る か ら,そ れ が 現 代 の エ ス ペ ラ ン トの形 成 に寄 与

す る の で あ る。

第 三 に,こ の地 球 的 様 式 の 成 立 に と っ て は,美 術 の 抽 象 化 が,す な わ ち美 術

が 自然 の 対 象 か ら離 れ る こ と が,重 要 な契 機 を なす こ と を見 逃 せ ない 。 一 般 に

対 象 は,そ こ に形 式 外 的 な世 界 の諸 関係 が 集 ま り,美 術 的加 工 に入 り こむ,そ

の 場 所 で あ る。 そ こ に お い て 美 術 家 の 人 間 的,国 民 的,す な わ ち地理 的 な立 場

の 特 質 が 露 わ に な る。 そ れ らの 諸 関 係 が消 滅 し,美 術 が もは や対 象 に か か わ ら

な い形 と色 の 一 つ の 組 識 に置 き代 え られ る と き,そ れ に よ っ て ま た一 種 の 記号

的 な もの に も接 近 す る と き,こ の抽 象 美術 は,機 能 的 建 築 お よび 近 代 デ ザ イ ン

と と も に,い た る と こ ろ に安 住 し う る無 国 籍 の 状 態 に到 達 す る。

しか し我 わ れ は 次 の 事 実 を見 落 して は な らな い 。 す な わ ち,我 われ は よ うや

く一 つ の 大 きい運 動 の 発 端 に立 つ ば か りで あ る とい うこ とで あ る。 将 来 の 美術

は お そ ら く,単 に こ の段 階 に とど ま る もの で は な く,地 球 的 普 遍 性 を基 層 と し
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て,そ の う え に 成 立 す るで あ ろ う。 そ う して 何 よ り も,こ の運 動 が拡 大 す べ き

もの とす れ ば,諸 民族 な い し諸 流 派 を区 別 す る新 た な尺 度 も また 成 長 す るで あ

ろ う。 美 術 は根 源 的 に歴 史 的 で あ り,そ れ が ど れ ほ ど普遍 性 に接 近 す る に も せ

よ,本 質 的 に個 性 的 で あ る ほ か は な い か らで あ る。

2.こ の 地 球 的様 式 に関 連 して 見 逃 す こ と がで きな い の は,日 本 美 術 の 重 要

な一 面 の 特 質 と して の 「技術 」 的 洗 練 の 性 格 で あ る。 基 本 的 には,美 術 と生 活

と を,美 的 な もの と実践 的 な もの と を統 一 す る,日 本 的感 性 の 特 質 で あ る。 こ

れ もす で に周 知 の 事 柄 で あ るが,こ の 特 質 は,西 洋 の 学 者,美 術 家 た ち の 眼 に,

か え っ て 著 し く反 映 す るよ うで あ る。 た と え ば 日本 の 浮 世 絵 版 画 にっ い て,チ ュ

ー リ ヒ の リー トベ ル ク美 術 館 長 エ ル シー ・ロ イ ツィ ン ガ ー女 史 が
,っ ぎの よ

うに云 う。

《こ の特 色 あ る 日本 の浮 世 絵 版 画 の 作 風 は,心 的 な感 覚 にみ ち た 描 線 の精 妙

さ,単 純 な形 姿 の 明 晰 さ,優 雅 な色 調 の ニ ュ ア ンス,色 面 分 割 の コ ン トラ ス ト

と シル エ ッ トに み ち た効 果 な ど》 を特 徴 とす る。 造形 意 志 にっ い て云 え ば,《集

約 的 な形 式 へ の 濃 縮 と,自 由韻 律 的 な構 成 に お け る全 面 的 な抽 象 》・と して 把 握

され る。 そ れ は 多 くの場 合,《繊 細 で 抒 情 的 な気 分 にみ ち,し ば しば 驚 くべ き観

察 力 と象 徴 力 に 支 え られ て い る。》この よ う な浮 世 絵 版 画 の 作 風 は,要 す る に

《グ ラフ ィック な装 飾 的 効 果 の 洗 練 》 に基 づ く もの に他 な ら ない 。 そ れ が 《世 界

美 術 史 の な か で も名 誉 あ る地 位 を保 証 し》,かう て 印象 派 に感 化 を与 え た の み な

らず,・現 代 西 欧 の 装 飾 美術 へ 広 範 な 影 響 を 及 ぼ す 。 そ れ ば か りで は な い 。 こ の

抽 象 性 と単 純 性 こ そ,現 代 西 欧 の 前 衛 美 術,ご ど に ア ブス トラ ク トの 視 覚 が 追

求 す る もの に他 な らな い(7)0

周 知 の と お り,日 本 の浮 世 絵 版 画 に,19世 紀 の70年 代 に フ ラ ン ス の 印 象 派 の

画 家 た ちの 眼 を 惹 きは じめ て か ら,そ の 関 心 は 欧 米 の 諸国 に著 し く普 及 した 。

なぜ しか し,日 本 の 浮 世 絵 が,ほ かで も な く この 時 期 か ら,西 欧 の 注 目 を集 め

る よ うに な っ た の で あ ろ うか 。 何 よ り も根 本 的 な原 因 の一 っ は,く りか え し触
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れたよ うに,19世 紀の中頃から西欧の眼が伝統の古典的尺度をこえて,世 界諸

民族の美術へその視野を拡大 し,東 洋,南 洋 などの 「原始の美術」 を含み,そ

こに新たに 「最高級の美術」 を見出す にいたった ということである。印象派の

視覚が浮世絵の光と色彩の うちに一つの新鮮な世界を見出 したのも,こ の動向

の一面に他 ならない。

この動向の面はまた,ミ ュンヒェンの民族美術館長エ ミール ・プレ トーリウ

ス教授によっても,さ らに一段と深 く洞察 されている。教授 によると,日 本の

木版美術 の影響がいかに大きいにもせよ,そ れは実は,日 本美術 が19世紀以来

の西欧の視覚と造形へ及ぼ した広汎 な影響の一部 をはなす ものにす ぎない。な

かでも重要 な一例は建築である。主として水平的な空間の分節構成において,

意識的に均斉を欠 く魂量関係の均衡において.あ るいは色彩の抑制,賢 明な無

装飾性,材 質効果の強調などにおいて,日 本の建築精神は重大な感化を与えて

いる。これは日本では16世 紀にすでに高度の洗練に達 していたものである。端

的に云 えば,現 代の西欧建築,こ とにその新即物主義の本質は,ま さに裏返 し

た日本建築の内部空間に他ならない。建築 と相並んで,応 用美術における熟練

についても同様で ある。これらの日本的様式の根底には,明 晰に目覚めた計画

的構成的な精神がある。それは,大 陸からの根強い影響 にもかかわらず,一 個

の民族性 として持続 した ものであり,中 国的なものから本質的 に区別 され,む

しろ西欧的なものに近似するが,そ の固有の発展において比類 なきものである6

一方ヨーロッパでは,19世 紀以来 「技術」の発達が,人 間存在そのものを危機

的な状態にまで変化 させている。そこから,論 理的に硬直 したものを,有 機的

な形態 をもっ ものの範囲へ高め,具 体的な生ける全体へ止揚せんとする造形形

式の探求 が,技 術的世界の中心問題 として目覚めてきた。 これは単なる造形問

題の範囲をこえて,一 つの普遍人間的な課題 に直接する。 そのような探求 と努

力の先端に見出されたのが,日 本美術 に他ならない。ここでは目的性 と素材性,

構成的精神 と自然感情が,.独 自の方式で調和的に結びつ き,機 械的合 目的的な
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もの と具 体 的 有機 的 な もの と の 離 反 が 存 し ない 。 日本 の即 物 精 神,そ こ には 実

に,ヨ ー ロ ッパ の 第二 の ル ネサ ンス と も い うべ き課 題 が潜 む の で あ るp<人 は

日本 の 影 響 を,個 別 的 には 高 くも低 く も評 価 す る こ と がで き よ う。 け れ ど も,

いず れ にせ よ 次 の こ とは疑 え な い。 す な わ ち,近 代 ヨー ロ ッパ の 芸術 発 展 に お

い て,と くに応 用 美 術,目 的 美 術 の 領 域 につ い て,本 質 的 に現 代 的 な形 式 言 語

は,日 本 の 固 有 の 造 形 精 神 が 与 えて い る幾 多の 有益 な模 範 を 除 い て は 考 え られ

な いで あ ろ う とい うこ とで あ る。》{8)

来 るべ き地 球 的 様 式 の 開 花 に お い て,我 が 国 の工 芸 伝 統 の,そ の新 た な一 面

と して の デ ザ イ ン創作 の,こ の 前 途 に もつ べ き役 割 は,測 りが た く大 きい よ う

に見 え る。 事 態 は しか し複 雑 多 岐 に わ た りデ 我 わ れ は な お この 新 た なエ ポ ッ ク

の 予 想 を もっ ば か りで あ る。 こ こ に素 描 して み た の も,こ の 事 態 の僅 か に二 三

の観 面 にす ぎ な い 。
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