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一書評 にかえて一

河 本敦夫先生の 「デザ イン論」

は じ め に

意 匠 学 会 の前 会 長 で あ り,私 の恩 師 で あ った河 本先 生 が 今 年 惜 し くもな くな

られ ま した。 晩 年 は ご病 気 の た め お会 い す る こ とが で きず,そ の ま ま永 久 の 別

れ を しな け れ ば な ら なか った こ とは非 常 に残 念 で した 。私 事 で はあ ります が,

私 は先 生 の お教 え を受 け た 者 の 一 人 と して,で き る こ とな らば先 生 の 理 論 の 継

承 ・発 展 を した い とい う希 望 をい だ い て きま した 。 未 だ そ の た めの 基礎 を十 分

に 準 備 しえ た とは 言 え ませ ん が,今 回機 会 を得 て,あ え て 先 生 の 「デ ザ イ ン

論 」 が何 で あ った か を振 り返 って み た い と思 い ます 。

河 本 先生 の 主著 と して 他 に も種 々 あ る と思 わ れ ます が,代 表 的 な もの は 『芸

術 作 品 とそ の場 所 』(昭 和39年 初 版)お よ び 『現代 造 形 の哲 学 』(1973年 初 版)

で は ない で し ょうか 。前 著 で は,芸 術 作 品 にお け る 厂実 在 的志 向性 」 を主 テ ー

マ とされ,そ れ にか か わ る美 学 上 の諸 問 題 が 論究 され,具 体 的 に宗 教 芸 術 や 詩

の領 域 に も踏 み 込 まれ,先 生 の芸 術 につ い て の 幅広 く深 い洞 察 の跡 が うか が え

ます 。 後 著 で は,さ らに20世 紀 美 術 に真 正 面 か ら取 り組 まれ,そ の 上 今 回問 題

に した い と思 っ てい る と ころ の,先 生 の 「デザ イ ン論 」 と も呼 ぶべ き論 究 の 展

開 が見 て とれ ます 。 この 著 を精読 す れ ば,先 生 の 思 想 は お のず と理 解 さ れ る は

ず で す が,あ え て私 な りに読 解 して み ま した。 その た め 内 容 的 に は こ の著 で 論

述 され て い る こ とを越 えず,論 文 とい う よ りは書 評 の 範 囲 に と ど まる もの か も

しれ ませ ん 。

1.デ ザ イ ン の 空 間 一 デ ザ イ ン の 独 自 性 一

デ ザ イ ンが美 や芸 術 と深 い か か わ りを持 つ こ とは言 う まで もな い 。 だ か ら美
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学 や 芸 術 学 の立 場 か ら もデザ イ ンに対 して 関心 が 寄せ られ て きた 。 とは い え周

辺 的 な事柄 と見 な さ れて きた こ と も事 実 で あ り,今 日で もそ の 状態 は基 本 的 に

変 わ ら ない 。逆 に デザ イ ンの 独 自性 を真 正 面 か ら論究 し よ う とす れ ば,美 学 や

芸術 学 の領 域 を越 え る必 要 が 生 ず る。 デザ イ ンの価 値 は,美 的価 値 だ け に支 え

られ て い る ので は な く,機 能 的,経 済 的,社 会 的,文 化 的価 値 な どに も支 え ら

れ て い る。 そ の ため 「デ ザ イ ンが 一つ の独 自の 領域 を もつ もの な らば,当 然,

そ の全 体 を統 一 す る特 有 の 原 理 をそ な え て お らね ば な らな い。 幾つ もの 契 機 が

た だ よせ 集 め られて い るの で は,他 か ら区別 され る 自立 性 を もつ こ とはで き な

い 。単 な る よせ 集 め は,す ぐ に も分 割 され,他 の 自立 的 な諸 領 域 へ 吸 収 され て

し ま う。つ ま りよせ 集 め と して考 え られ たデ ザ イ ンは,名 ば か りの幻 影 の 国 で

あ り,実 質 は他 の 領 域 の 中へ 分 割 統 治 され て しま う。20世 紀 に な って よ うや く

独 自性 を認 め られ た若 い デ ザ イ ン に は,こ う した分 割 へ の危 険 が 常 につ き ま

と って い る」(『現代 造形 の哲 学 』1973年 版,172頁)と 指 摘 され て い る よ うに,

デザ イ ン論 は,常 に 自己 の立 脚 す べ き場 を何 処 に置 くか に悩 み 動 揺 す るの で あ

る。 河 本 先 生 の 視 点 も,基 本 的 に美 学 ・芸術 学 の立 場 か ら の もので あ る 。 しか

しそ こ に と ど ま らず如 何 に して デザ イ ンの独 自性 を確 立 す れ ば よい か に苦 心 さ

れ て きた の も事 実 で あ る。 先 生 の 「デ ザ イ ン論Jが 展 開 され て い るの は,『 現

代 造 形 の哲 学』 にお い て,特 に第5章 か ら第10章 にわ た っ てで あ る。書 評 と し

て で あ れ ば,章 立 て の順 に論 述 して い くの が わ か り易 い と思 わ れ るが,こ こで

は私 な りの 視 点 で た どっ て み た い。

まず 最 初 に取 り上 げ た い の は,先 生 が よ く使 われ て い る 「空 間」 とい う概 念

で あ る。 これ は,い わ ゆ る時 間 に対 す る2次 元 や3次 元 の 空 間 とい うよ うな物

理 学 的 数 学 的 な概 念 で は な く,お お まか に言 え ば人 間 の 活 動 領 域 そ れ ぞ れ に特

有 の パ ース ペ クテ ィブで 捉 え た世 界 とい う意 味 と して 理解 しう るの で は な いか

と思 う。 た とえ ば 先 生 は,我 々人 間が 実 生 活 を営 む現 実 世 界 を,「 … 生 活 目的

の ため の手 段 や装 置 の諸 系 列 が 重 畳 し交 叉す る,体 験 にみ た され た空 間,い う
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な れ ば 道 具 的 空 間 で あ る」(同 上 書,227頁)と 捉 え られ て い る。 我 々 は現 実 世

界 で 生 活 を営 み,デ ザ イ ン は直 接 そ れ に関与 し よう とす る,と 言 う。 しか し現

実 世 界 とい う言 葉 で捉 え られ てい る世 界 は,あ た りま えの よ うで い て,逆 に非

常 に捉 え難 い 。 そ れ を道具 的連 関 とい うパ ース ペ ク テ ィブで 捉 え た の が 道 具 的

空 間 で あ る。 ただ しい わ ゆ る器 具 や機 械 装 置 な どの相 互 連 関 だ け を道 具 的 連 関

と理 解 して は な ら ない 。 生活 目的 と手 段 の 目的 論 的連 関 の成 立 に関 与 す る もの

はす べ て,こ こで 言 わ れ て い る道 具 な ので あ る。 だ か ら器 具 や装 置 は勿 論,そ

れ を操 作 す る 人 間行 為,そ れ を支 え る 人工 的お よび 自然 的環 境,つ ま り建 造 物,

都 市,交 通 網,さ らに人 的 組 織 や機 関,法 律,制 度 な ど も,目 的 と手 段 の網 の

目で捉 え られ るか ぎ りは,す べ て 道 具 で あ り,道 具 的 連 関 を形 成 してい る要 素

な の で あ る。 この よ うな道 具 的 連 関 とい う捉 え方 こ そ生 活世 界 の捉 え方 の基 本

で あ る とい うの が先 生 の考 え方 で あ り,道 具 的空 間 は生 活 空 間 と も言 い換 え ら

れ て い る。 「これ を一 般 的 に最 も基 礎 的 な 空 間 の層,も し くは トー タ ル な次 元

と考 え るか ど うか は別 と して… … 」(同 上 書,227頁)と こ と わ られ て い る よ う

に,我 々が 生 活 を営 む現 実 世 界 の捉 え方 と して,ど れが 最 も基 礎 的 な もの か は

容 易 に結 論 で きない 。 む しろ我 々 は物 理 学,化 学,生 物 学 な ど 自然 科 学 が 説 き

明 か す 世 界 を基 礎 的 な現 実 空 間 と考 え て い る。 しか し 自然 科 学 的 パ ー ス ペ ク

テ ィブで 捉 え た世 界 が,生 活世 界 を そ の まま捉 えて い る と も言 え な い。 た と え

ば物 理 的 に測 定 さ れ る遠 近 関係 が,そ の まま生 活 世 界 で の遠 近 関係 と完 全 に重

な り合 うか と言 え ば,そ うで は ない 。交 通 網 の介 在 は,地 理 的遠 近 関係 と生 活

意識 上 の遠 近 関係 の 間 に種 々の ズ レ を生 み 出 して い る。 この よ うな ズ レを 明確

に捉 え る には,世 界 の捉 え方 の 違 い,パ ー ス ペ ク テ ィブの 違 い を明確 に して お

く必 要 が あ る。 河 本先 生 の 「空 間」 とい う概 念 の使 い方 に示 され て い る の は,

この こ とで あ る。

さて なぜ 最 初 に 「空 間」 の概 念 に こだ わ っ たか と言 えば,デ ザ イ ンが 独 自 の

領域 を設 定 し うる た め に は,デ ザ イ ンが 直接 関与 しよ う とす る 現 実 の世 界 に対
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して どの よ うなパ ー スペ ク テ ィブ を確 立 しうる かが 重 大 な問 題 にな るか らで あ

る。 デ ザ イ ンが 自然 科 学 や工 学 技 術,芸 術 あ る い は経 済 な ど他 の 諸 領域 と関係

を持 って い る こ とは言 うま で もない 。 そ して こ れ ら の諸 領 域 も現 実 世界 に対 し

て そ れ ぞ れ に 固看 のパ ー スペ ク テ ィ ブ を有 して い る。 だ か らデ ザ イ ンの空 間の

独 自性 を明 らか に す る ため に は,他 領 域 の パ ー スペ クテ ィブ との相 違 を明 確 に

し,そ れ ら との 関係 構 造 を 明 らか にす る必 要 が あ る。 河 本 先 生 が 第7章 「デザ

イ ンの 空 間」 で論 究 され て い る主 題 が これ で あ る。

そ こ にお い て比 較 対 照 の 対 象 と して 特 に選 ば れて い るの は,工 学 技 術 的 空 間

と純 造 形 的 空 間 で あ る。 こ れ ら は特 にデ ザ イ ンの空 間 と密接 な 関係 に あ る と考

え ら れ る か らで あ る。 工 学 技術 的 空 間が 問 題 に な るの は,「 工 学 的技 術 が 基 礎

科 学 的空 間 の秩 序 を,道 具 的 空 間 の そ れ と媒 介 し,後 者 を更 新 し発 達 させ る

… 」(同 上 書
,163頁)か らで あ る。 基礎 的 な 自然 科 学 は,現 実空 間 の物 理 ・化

学 的 秩序 を解 明す るが,直 接 的 に道 具 的空 間 を改 変 させ は しな い。 そ れ を生 活

空 間 と媒 介 し,現 実 的 具 体 的 に道 具 的 連 関 を歴 史 的 に改 変 して い くの は工 学技

術 で あ る 。 デ ザ イ ン もまた 生 活 空 間 を歴 史 的具 体 的 に改 変 して い こ う とす る。

この 道 具 的 連 関 の 直 接 的 改 変 と い う点 で 両 者 は密 接 に 関 係 して い る。 しか し

「… デ ザ イ ンは純 造 形 的 空 間の 秩 序 を道具 的空 間の そ れ と媒 介 し
,同 様 に後 者

を歴 史 的 に発 展 させ る」(同 上 書,163頁)と 言 われ て い る よ うに,両 者 はそ の

パ ー ス ペ クテ ィブ にお い て 異 な り,そ れ ぞ れ別 の 空 間 を築 き上 げ る こ とに な る。

両 者 の パ ー ス ペ ク テ ィブの 違 い と して 基本 的 な点 は,工 学技 術 的空 間が 「簡 潔

確 実 に」 改変 して い こ う とす るの に対 して,デ ザ イ ンの 空 間 は 「調 和 的 に」 改

変 して い こ う とす る,と い う よ うに 方 向性 の違 い で あ る 。 河 本先 生 も当 然 指摘

さ れ て い る こ とで あ るが,工 学 技 術 が 生 活 空 問 を歴 史 的 に改 変 して い くに 際

して,全 く非 人 間 的 な方 向 へ 改 変 して い くので はな い。 大勢 に お い て は,そ れ

は当 然 人 間 に とっ て生 活 空 間が 適 合 的 に な る よ う に とい う方 向性 を持 つ 。 しか

し 「簡 潔確 実 に」 とい う固 有 の 論 理 が 突 き詰 め られ る時,歴 史 的 に は種 々 の 非
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人 間的 状 況 を生 み 出 して きた。 環 境 汚 染 や 自然破 壊,あ る い は核 兵 器 に よる 人

類 の生 存 の脅 威 な ど は,直 接 に は工 学 技 術 の 責任 で は な い。 しか しそ う した 結

果 を生 み 出す 力 を人 間 に提 供 した の は工 学 技 術 で あ る 。 さ らに もっ と重 要 な こ

とは,「 簡 潔確 実 に」 とい う論 理 で徹 底 され て い く道 具 的 連 関 の秩 序 の 改変 が,

人 間存 在 そ の もの を も,そ う した論 理 に従 う こ と を強 要 す る とい う点 で あ る。

そ こに 人 間存 在 お よ びそ の 労働 行為 の部 品化,メ カニ ック化 とい う現 象 が 招 来

され た の で あ る 。 こ の よ う な こ とは あ らた め て言 う必 要 もな い が,事 実 と して

そ うで あ る 。 と もあ れ デザ イ ン活 動 に期 待 が 寄 せ られ るの は,こ こ に お いて,

す なわ ち 生 活 空 間 の 中 に工 学 技 術 に よ って生 ぜ しめ られ た 非 人 間 的状 況 を改 変

し,人 間 に と って 「調 和 的 な もの 」 に して い くこ と に おい て で あ る 。

と こ ろで 自然 科学 や工 学 技 術 の 発 展 に伴 って生 じて きた非 人 間 的状 況 とは,

根 本 的 に は歴 史 的 な 人 間精 神 の発 達 の 不 十 分性,バ ラ ンスの 悪 さに 帰 因 す る と

も言 え る。 そ こで 精神 の有 機 的発 達 や バ ラ ンス の 回復 と して絶 えず 期待 され 主

張 され て き たの が,芸 術 の役 割 で あ る。 「す なわ ちバ ラ ン ス を失 わ ん とす る現

実 を把 握 す る と共 に,ま た これ を 回復 せ ん とす る内 的欲 求,未 来 の 理 想 へ の 仰

望 を形 象 的 に現 わ す こ とに芸 術 の 機 能 を認 め る」(同 上書,117頁)と い う よ う

に要 約 され たモ ホ リ=ナ ギ ー の思 想 に河 本 先 生 も基 本 的 に 同意 され て い る。

しか しな が らこ こで 道 具 的 空 間 と しての 生 活 空 間 と芸術 の 関係 が 問 題 に な る。

なぜ デザ イ ンで は な く,芸 術 が直 接 生 活 空 間 を調 和 的 な ものへ と改 変 してい か

な い の か。 衆 知 の事 実 で あ るが,20世 紀 の 美 術 にお い て は,デ ・ス テ ィルや ロ

シ ア構 成 主 義,バ ウハ ウス 等 の運 動 の よ うに,産 業 や 工 業 と美 術 を統 合 しよ う

と した動 きが あ っ た。 しか し美術 は これ らの統 合 運 動 の 中 で 自己 を解 消 す る こ

とは な か っ た 。 む しろ美 術 は芸術 と して存 続 しつ つ,近 代 デザ イ ンを は ぐ くみ

育 て た と言 え よ う。 そ れ は何 故 か 。 こ こ の と こ ろが 以 下 の よ う に河 本 先 生 に

よ って鋭 く論 及 され て い る と ころ で あ る。

キ ュー ビズ ム以 来,20世 紀 の 美術 の 中 に は,時 に環 境 芸術 とい う言 葉 が生 ま
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れ た よ うに,美 術 の現 実 空 間へ の 進 出 が あ っ た。 キ ネ テ ィ ック ・ア ー ト,ヌ ー

ヴ ォー レア リス ム,ア ー ス ・ワ ー ク,イ ンス タ レー シ ョン等 々,そ の様 相 を変

え つ つ も,今 日 まで一 つ の流 れ を形 成 して い る動 きで あ る 。 そ れ は,物 質 の 量

塊 に閉 じ込 も る こ とな く,虚 の ヴ ォリ ュ ーム を も積 極 的 な 造形 要素 と し,台 座

の 上 や 額 縁 の 中 か ら飛 び 出 し,さ ら に美術 館 の外 へ と進 出 し,現 実 空 間 との 直

接 的 か か わ りを求 め て い く動 きで あ る。 そ れ故 一 見,美 術 が生 活空 間 に進 出 し,

そ れ を美 的 に改 変 して い く動 き と理 解 され な く もない 。 と はい え 「現 代 美 術 の

取 りあ げ て い る空 間 は,造 形 的 処 理 自体 で,そ れ特 有 の 意 味 を語 りか け直 観 さ

せ る次 元 の 空 間 で あ る」(同 上書,155頁),「 つ ま り道 具 的 空 間 の秩 序 や系 列 が

没 却 され,す べ て が 造形 体 と して の み見 られ る世 界 で あ る」(同 上 書,155頁)

と指 摘 され て い る よ うに,美 術 の現 実 空 間へ の進 出 は,道 具 的 空 間 と して の生

活 空 間の 進 出 に成 りえ て い ない ので あ る。 河 本先 生 が,美 術 の 現 実 空 間へ の進

出 にお い て 認 め られ て い るこ とは,作 品 だ けで な く,周 囲 の 現 実 空 間 を も造 形

的 に見 させ る とい う20世 紀 美術 に特 有 のパ ース ペ ク テ ィブが 成 立 した こ とで あ

る。 す な わ ち先 生 の 言 葉 で は 「純 造 形 的 空 間 」 の成 立 で あ り,し か もそ れ が現

実 空 間 に対 す るパ ー スペ クテ ィブ と して成 立 して い る とこ ろが 重 視 され て い る

の で あ る。 この よ うに芸 術 は直 接 現 実 空 間 を改変 させ ない が 故 に,生 活 空 間 の

改 変 は,芸 術 にだ け で は な く,デ ザ イ ン に期 待 され るべ き こ と と され る ので あ

る。

さて 河 本 先 生 は,美 学 ・芸術 学 か らの ア プ ロー チ とい う こ と もあ って,デ ザ

イ ンの空 間 と他 の空 間 との 関係 につ い て,主 と して工 学 技 術 的 空 間 と純 造形 的

空 間 と の か か わ りだ け を論 及 され て い る に と ど ま って い る。 しか し柏 木 博 が

「モ ダ ンデ ザ イ ンは
,近 代 の市 場 経 済 に お け る商 品 の 論理 を,メ タ フ ォ リ ック

に 表現 し,そ の論 理 を強 化 して 来 た と言 って もい い 。 … モ ダ ンデザ イ ンが 当 初,

機 械 主 義 的 な機 能 や技 術 に依拠 した の も,大 量 生 産(消 費)を 前 提 に した商 品

を成 り立 た せ るた め で あ っ た にす ぎ ない 。機 能や 技術 そ の もの を も 目的化 して
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しま った と きで す ら,そ うす る こ とが 商 品 のあ り方 と して 合理 的で あ っ たか ら

だ 」(柏 木 博 著 『近 代 日本 の 産業 デザ イ ン思 想』1979年 初 版 ,1980年 版,10頁)

とい う よ うな市 場 経 済 の 論 理 で デ ザ イ ン現 象 を捉 え る時,そ こ で示 さ れ て い る

の は,河 本 先 生 に な らって 言 えば経 済 的空 間 とデ ザ イ ンの空 間 との ぬ き さ しな

らぬ 関係 で あ る。 こ の よ う にデ ザ イ ンは,美 や 芸 術,技 術 との 関係 だ けで な く,

経 済,政 治,法 律,教 育 等 との 関係 に おい て も論 究 され る必 要 のあ る こ と は指

摘 す る まで もな い。 重 要 な こ とは,相 互 の 部 分 的 関係 で は な く,そ れ ぞ れ が 固

有 のパ ー スペ クテ ィブ を持 った空 間相 互 の 歴 史 的 な構 造 的 関 係 にお い て 理解 す

る こ とで あ る。 そ れ が先 生 の示 唆 され て い る点 で もあ り,残 され た課 題 の 一 つ

で もあ る。

2.デ ザ イ ン 造 形

前 節 で デ ザ イ ン空 間 は,純 造 形 的 空 間 と生 活 空 間 を歴 史 的 に媒 介 す る とこ ろ

に 成立 す る と言 わ れ た。 なぜ デ ザ イ ンの媒 介 す るの が,芸 術 的 空 間 な い しは美

術 的空 間 と呼 ば れず,純 造 形 的 空 間 と呼 ばれ て い るの で あ ろ うか。 美 術 一 般 を

考 え る 限 り,額 縁 の 中や 台 座 の上 に 閉 じ込 も り,周 囲 の空 間 との関 係 を断 って

仮 象 的 な可 能 的 空 間 を定立 させ る美 術 を も考 慮 しな け れ ば な らない 。 この よ う

な美 術 にあ って は生 活 空 間 か ら離脱 しよ う と はす れ,そ れ と積 極 的 に関 係 して

い こ うとす る方 向 は な い。 そ れ に対 して た と え造 形 性 とい う側 面 に 限 られ て い

る とはい え,周 囲 の 空 間 に対 して開 かれ た 造 形 の あ り方 が ,デ ザ イ ンの 造形 あ

る い は芸 術 性 と して考 え られ ね ば な らな い。 その よ うな可 能性 を,河 本 先 生 は

抽 象 美 術 の成 立 と と も に成 育 した思 想 に見 い 出 され て い る。 そ れ は,物 語 性や

対 象 性 で は な く,色 と形 の構 成 関係 その もの に芸術 性 を見 い出 そ う とす る思 想

で あ り,さ ら にた とえ ば ガ ボ やマ ックス ・ビル な どの"抽 象 で はな く具 体 で あ

る"と い ・う主 張 に代 表 され る よ う な,現 実空 間 の 中 に場 を持 ち ,周 囲 の 空 間 と

積 極 的 に 関係 して い こ うとす る考 え方 で あ る。 こ の考 え方 か ら生 じた の が美 術

一10一



にお け る現 実 空 間へ の進 出 とい う現 象 だ った の で あ る。 そ して 河 本 先 生 は,現

実 空 間 を造形 性 に お い て捉 え る とい うパ ー ス ペ ク テ ィ ブの成 立 を洞 察 され,そ

れ を純 造 形 的 空 間 と呼 ば れて い るの で あ る 。 この よ う な意 味 にお い て デ ザ イ ン

の 媒 介 す るの は,美 術 的空 聞一 般 で はな く,純 造 形 的 空 間 とな るの で あ る 。

従 って 当然 の こ とで は あ るが,こ の こ とか ら,デ ザ イ ン造 形 に お け る造 形 性

が,単 体 と して の物 品 にお いて の み 完結 すべ き もので はな く,デ ザ イ ン形 態 は

周 囲 の 空 間 と造 形 的 に積 極 的 に関係 しな け れ ば な らない とい う主 張 が 導 き出 さ

れ る。 こ の点 につ い て次 の よ う に言 われ て い る。 「虚 空 間 お よび そ の 中 の既 存

の 形 態 を予 想 し,そ れ と動 的 関係 に お か れ,こ の空 間 全体 を リズ ム化 し得 るが

如 き形 態 を創 造 しな け れ ば な らな い 。 モ ン ドリア ンの破 壊 的構 成 的 な ダイ ナ ミ

ズ ム の思 想 が指 さす よ う に,他 の存 在 と共 に空 間 を分 割 し音 節化 す る こ と をデ

ザ イ ンの 芸術 的 な 目的 と して 意 図 して こ そ,作 品 の限 界 を打 ち破 り,芸 術 と し

て広 く深 い領 域 を もつ こ とが で きる で あ ろ う」(『現 代 造 形 の 哲学 』,112頁)。

こ う した デ ザ イ ン造 形 に よ って 生 活 空 間 が調 和 的 にな る とい う場 合 に注 意 を

要 す る こ とが あ る 。調 和 的 で あ る とい う こ とに お いて,物 品 の形 態 が既 存 の生

活 空 間 に対 して そ の ま ま肯 定 的 に造 形 的 に調 和 す る とい った事 態 は考 え られ て

い な い こ とで あ る 。 「モ ン ドリ ア ンの 破 壊 的構 成 的 な ダイ ナ ミズ ムの 思 想 」 が

参 照 され て い る よ うに,先 生 が 考 え られ て い る調 和 と は,既 存 の環 境 を越 え た

と ころ に成 立 す る調 和,す なわ ち既 存 の生 活 空 間 を改 変 させ つつ 再 構 成 的 に達

成 され るべ き調 和 であ る。 デ ザ イ ン され た物 品が そ の ま ま既 存 の秩 序 を保 持 し,

そ れ に調 和 す る とい うの で は,生 活 空 間 の改 変 と はい え な い 。工 学 技 術 が 絶 え

ず歴 史 的 に生 活 空 間 を改 変 しつ づ け て い く動 勢 にあ るの に対 して,デ ザ イ ンが

現 状 を保 持 す る方 向で の み 作 用 す る とす れ ば,工 学技 術 の発 展 を 阻止 す る以 上

に 道 は な く,い た って 根 本 的 な不 調 和 を招 来 す る こ とに な ろ う。

と こ ろで 工 学 技 術 に よ って 余 儀 な く改 変 され る生 活 空 間 が,果 して 人 間 に

と って調 和 的 た り うるか につ い て,常 に不 安 が つ き ま と うの は事 実 で あ る。 河
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本 先 生 は,現 代 の記 号 的 環 境 の 下 で,物 品 に積 極 的 に生 の記 号 を見 い 出 そ う と

す る機 能 的 セ ンスが 現 代 人 に は成 育 して い る と指 摘 され て い る。 とはい え デザ

イ ン形 態 が こ の セ ンス を働 か しめ る契 機 に な らな けれ ば,我 々人 間 は改 変 さ れ

.て い く生活 空 間 に入 る こ と に不 安 をい だ き躊 躇 す る こ とに な ろ う。 そ れ 故 さ ら

に デ ザ イ ン形 態 は,あ る意 味 で慣 れ 親 しん だ既 存 の 生 活 空 間 を越 え よ う とす る

時 の不 安 を取 り除 くべ く,「 理 想 的 生 の 記 号(象 徴)」 とな らね ば な ら な い,と

説 か れ る ので あ る。.

さて簡 略 化 しす ぎて 理解 の不 十分 さや誤 解 が あ る か も しれ ない が,デ ザ イ ン

造 形 の あ るべ き姿 につ い て の先 生 の考 え方 は以 上 の よ うに ま とめ られ るか と思

.う 。 こ こで 重 復 をい とわ ず あ え て注 目 したい の は,先 生 の考 え られ て い る調 和

が,デ ザ イ ン製 品 の 形 態 と周 囲 の空 間 との 間 の 直接 的 な造 形 的 調 和 で は ない と

い うこ とで あ る。我 々 が通 常 デザ イ ン製 品 と環境 との調 和 を語 る時 に は,む し

ろ そ の よ う な直 接 的 な調 和 を考 え て い る。 そ れ に対 して先 生 の 調和 とは,デ ザ

イ ン形 態 に直 観 され る と ころ の,言 わ ば未 来 の調 和 で あ る。 何 故 そ うな の で あ

ろ うか 。 そ れ は美 学 に お い て論 究 され て きた美 の あ り方 に対 す る配 慮 に 帰 因 し

て い る。 そ れ を次節 で 問題 に し よ う。

3.デ ザ イ ン と 美

河 本 先 生 の 立場 は基 本 的 に美 学 にあ る。我 々 は,時 に"デ ザ イ ンは用 と美 の

統 一 で ある"と 言 い,機 能 的要 請 を満 た した上 で美 し くデ ザ イ ンす れ ば 良 い と

か,あ るい は生 活 に あ っ て は問 題 な く使 用 で きて,そ の 上 美 を体験 で きれ ば 十

分 で あ る,と い う よ うに簡 単 に考 えて しま う。 美 的 体 験 も日常 生 活 も労 働 行 為

もあ るい は娯 楽体 験 も,な べ て 実 生 活 上 の経 験,営 み と して 同 等化 し,平 均 化

して しま う面 もあ る。 しか し美 学 の 立場 か らす れ ば,美 的 体験 と実生 活 の 間 に

は根 本 的 な 問題 が潜 んで い る。

「美 的静 観 が 事 実 上 の存 在 如何 に関 わ らず
,イ メ ー ジそ の もの に終 始 す る 限
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りで は,実 在 へ 帰 させ る方 途 はな い よ うに思 え る。 そ の 実 在 に関 わ らな い こ と

が,リ ップス の い う よう に実 践 的 な 行動 に駆 られず,ど こ まで も深 く対 象 の 中

に沈 潜 し,根 源 の 人格 性 ま で も移 入 す る こ と を可 能 にす る な らば 美 を損 傷 せ

ず に実 在 へ 帰 す こ とは 困難 で あ る… 」(同 上 書,215頁)と い うよ う に,リ ップ

ス だ け で な く,一 般 に美 学 に お いて 美 が 考 察 され る場 合,実 在(従 って 現 実 の

生 活 空 間)に 対 す る関心 を脱 して,作 品 に展 開 す る イメ ー ジ の世 界 に静 観 的 に

沈 潜 す る とこ ろ に美 の 十 全 な 成立 が 考 え ら れて い る。 つ ま り生 活空 間 に現 実 的

にか か わ って い く方 向 にお い て で は な く,そ こか ら離 脱 す る 方 向 に お い て美 は

十 全 に成 立 す る と され るの で あ る。 しか しデザ イ ンにお け る美 の 意 義 を,い か

に積 極 的 に生 活 空 間へ 誘 うか とい う点 に置 か れ て い る先 生 の 立 場 か らす れ ば,

こ れ は理 論 的 に解 決 しな け れ ば な らな い重 大 な 問題 で あ る。

そ こ にお い て 先生 は,美 に お け る現 実 か らの超 脱 に対 して,現 実 へ の 回 帰 の

可 能性 を深 ぐ られ る。 そ して以 下 の よ うに論 究 され る。 「い う まで もな く,静

観 の深 ま りは,対 象 の 内面 性 へ の それ で あ る と同 時 に,観 る者 の主 体 へ の沈 潜

で あ る 。 そ れ は何 らか 根 源 的 な もの,も し くは,か くあ るべ きヴ ィジ ョ ンの発

見 につ な が っ て い る」(同 上 書,218頁)。 と こ ろが 静 観 自体 は 個 人 的 私 的 な営

み で あ る 。 あ るべ きヴ ィジ ョンや根 源 的 な もの とい う普 遍 的性 格 の もの が,私

的個 人 的 営 み の 中 に と どま る こ と は矛盾 で あ る。 従 って 美 的 体験 にあ って は,

この よ う な 自己 矛 盾 を否 定 す る内 面 的 欲 求 と して,個 を越 え た現 実 と して の 社

会へ 回帰 しよ う とす る志 向が 働 く。 た とえ ば美 的体 験 が さ ら に表 現 行 為 と して

の芸 術 制 作 を誘 う の も,こ の志 向性 の現 わ れ で あ る(以 上,同 上 書,218頁 一

220頁 参 照)。 あ えて 言 い換 え れ ば,現 代 の 生 活 に お け る個 人 的私 的 な もの が,

美 的 体験 を介 して 普 遍 的 社 会 的 な性 格 の もの と して 再 び生 活 へ と回帰 して い く,

とい うこ とで あ る。

これ をデザ イ ンに お いて 考 えて み れ ば,我 々 自身 の 生 活 空 間 は個 人 的 な もの

で あ る。 すべ て で はな いが,個 人 的 私 的 な道 具 的 連 関 を作 り出 して い る。 美 的
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体 験 にお い て,こ れ が 超 脱 され,普 遍 的 な ヴ ィジ ョンの見 い出 しす な わ ち普遍

的 で社 会 的 な生 活 空 間 の 見 い 出 しに よっ て,再 び 現実 の生 活 空 間へ 回帰 す る と

考 え られ よ う。 す なわ ち回 帰 すべ き生 活 空 間 は,も は や既 存 の 個 人 的私 的 生 活

空 間 で は な く,そ れ を越 え た もの で あ る。 この よ うに して は じめ て,美 の 十全

な成 立 と現 実 へ の 回 帰 が 可 能 とな る ので あ る。 デ ザ イ ン形 態 が 理 想 的 生 の 象徴

とな らね ば な ら ない と説 か れ た の も,こ のた め で あ る 。従 って 前 節 の 末 尾 で の

問 に戻 れ ば,調 和 が デ ザ イ ンに お け る美 の成 立 に依 存 す る とす れ ば,美 の 成 立

が既 存 の生 活 空 間 を超 脱 せ しめ,理 想 的 生 活 空 間 を見 い 出 させ るの で あ るか ら,

当然 調 和 は,こ の 理 想 的 生 活 空 間 の見 い 出 しにお い て しか 考 え られ ない の で あ

る 。

おわりに

これ に よ っ て河 本 先 生 の 「デ ザ イ ン論 」 を論 じ尽 くせ た と言 え ない こ とは勿

論 で あ る。 実 際 こ こで た ど りえた事 柄 は,種 々論 じられ て い る諸 問 題 の 一 部 で

しか な い。 そ れで もあ えて 感 想 を述べ れ ば,先 生 の 「デザ イ ン論 」 は,基 本 的

に はデザ イ ンの理 念 論 あ る い は理 想 的 ヴ ィジ ョ ンで あ る と思 わ れ る。 デザ イ ン

の独 自性 を 問 う限 り,デ ザ イ ンの あ るべ き姿 が 論 究 され る の は 当然 の こ とで あ

る。 しか し果 して現 実 の デザ イ ン は この 理念 的要 請 に応 え うる の か を考 え て み

る時,な お そ こに大 きな ギ ャ ップ を感 じ る。 こ の間 に答 え うる た め に は,現 実

の 具 体 的 デ ザ イ ン現 象 の意 義 や 歴 史 的状 況 な どが 論 述 され て い な け れ ば な らな

い 。 なぜ な ら理念 の現 実化 に際 して の促 進 と妨 害 の要 因が 何 で あ り,ど こに あ

り,ど うい う状 況 に あ る か を知 りえて,は じめ て理 念 に照 して の現 実 の 評価 が

可 能 と なる か らで あ る 。私 が感 じるギ ャ ップ とは,私 自身 に この デ ザ イ ン現 象

につ い て の 具 体 的 論究 の積 み重 ねが 欠 如 して い る とこ ろ に も帰 因 して い る。 そ

れ を今 後 の 課 題 と した い と思 う。

(渡辺 真)
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