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ネ オ ー グ レ ッ ク と イ ー ス ト レ イ ク

ー ア メ リカに お け る解釈 と同時 代 の意 匠一

大阪市立大学大学院 藤 田 治 彦

序 論

ジー ク フ リー ト ・ギ ー デ ィ オ ンが 「空 間 ・時 間 ・建 築 」 の 中 で セ ン ト ・ル イ

ス の鋳 鉄 製 フ ァサ ー ドや バ ル ー ン ・フ レー ム そ して シ カ ゴ派 の 記 述 に紙 数 を費

した よ うに 、 同 じ く彼 の 「機 械 化 の 文 化 史 」の 中 で イギ リス の ア ー ツ ・ア ン ド ・

ク ラ フ ツ運 動 と時 期 的 に平 行 す る1850年 か ら1890年 ま で の ア メ リ カ に"特 許 家

具 の 時 代"と 命 名 した よ うに,十 九 世 紀 後 半 の ア メ リカ は発 明 の時 代 の 技 術 の

地 と して,多 くの 場 合,美 的 諸 思 潮 の 渦 巻 くヨー ロ ッパ と対 照 され た 。1940年

代 に 出版 さ れ た上 記 の 二 著 は各 々,基 本 的 には ル ・コ ル ビ ュ ジエ の1920年 代 初

頭 の 著 作 で あ る 「建 築 へ 」 と 「今 日の装 飾 芸術 」 の 焼 き直 しで,こ の よ うな 意

匠 史 上 の ア メ リ カ観 は 少 な く と も前 世 紀 末 に滞 米 した ア ドル フ ・ロー ス に まで

遡 り,幾 つ か の意 匠 史 関 係 図 書 に 引用 され る単 純 で機 能 的 な ア メ リカ製 品 を称

讃 す る各 種 国 際 博 覧 会 の報 告 な ど に も矛盾 しな い が,1920年 代 の ヨ ー ロ ッパ で

一 応 の形 を成 し
,ギ ー デ ィ オ ン ら に よ っ て広 め られ た モ ダ ン ・デザ イ ンの歴 史

的 な 合理 化 の 一 手段 で あ っ た こ と も否 め な い。 例 えば,サ ミュエ ル ・ビ ング は

ロ ー ス と ほ ぼ 同 時 期 に ア メ リ カ を訪 れ,ヨ ー ロ ッパ へ も紹 介 す る価 値 の あ る種

々 の 装 飾 美 術 を見 て い た 。
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ビ ン グの ア メ リ カ美 術 とア ー ル ・ヌー ヴ ォー に関 す る評 論 が米 国 で 編 集 出 版

され た1970年 頃 には,デ ザ イ ン史 の研 究 領 域 と して も,様 式 史 的 かつ 地 方 史 的

に扱 わ れ る こ との 多 い南 北 戦 争 以 前 の 時 代 と近 代 芸 術 や 技 術 と い っ た観 点 か ら

見 られ る今 世 紀 の 所 謂 モ ダ ン ・デザ イ ン の時 代 との 間 も後 者 に近 い方 か ら基 礎

的 研 究 が進 み,そ の 後 「ア メ リカ の アー ツ ・ア ン ド ・クラ フ ツ運 動 」,「 ア メ

リ カ ン ・ア ー ル ・ヌ ー ヴ ォー」 とい う具 合 に,ヨ ー ロ ッパ の 諸 動 向 へ の 対 応 物

を国 内 に求 め る形 で展 覧 会 の 企 画 や 出 版 活 動 も続 い て い る。 しか し,こ の よ う

な状 況 と共 に,少 な く と も欧 米 で は 十 九 世 紀 まで は 相 当 な社 会 的 現 実 性 を保 ち,

前 の 世 代 の歴 史 家 な らば経 験 的 に も知 っ て い た で あ ろ う,造 形 に お け る古 典 的

な もの と浪 漫 的 な もの との相 剋 あ る い は調 和 と い っ た基 礎 的 な問 題 が軽 視 ま た

は 無 視 さ れ て しま う傾 向 も見 られ る。

1850年 代 か ら南 北 戦 争 を経 て1870年 代 に か け ての ア メ リ カで は,ヨ ー ロ ッパ

か らの 建 築 家 や 室 内装 飾 家 の移 入 や ヨ ー ロ ッパ 各 地 で各 種 造 形 美 術 を学 ん だ ア

メ リ カ人 の 増 加 な ど人 的 要 素 の 変 化 に加 えて,急 速 に成 長 しつ つ あ る社 会 で の

機 械 の美 学 や 生 産 の 論 理 とで も呼 ぶ べ き近 代 ア メ リ カ的 な力 も作 用 して,ヨ ー

ロ ッパ に 由 来 す る造 形 運 動 や様 式 も時 には 発 生 の地 以 上 の 注 目す べ き展 開 を示

した。 本 論 で 考 察 す る"ネ オ ーグ レ ッ ク(Neo-Grec)"と"イ ー ス トレイ ク

(Eastlake)"も その 類 で,十 九 世 紀 の ア メ リ カで 次 々 と現 わ れ て は消 え た一 連

の リ ヴ ァ イ ヴ ァル様 式 と同 様 に扱 わ れ る こ と も多 い が,共 に何 か の復 興 と い う

よ りは 独 自性 の 高 い も の だ っ た。 両 者 は 互 に 多 くの 共 通 点 を有 し,そ れ が一 種

の建 築様 式 あ る い は装 飾 様 式 と して 用 い られ た 時 期 も重 な り合 い な が ら相 前 後

して いた 。 そ れ らの時 代 か ら約 半 世 紀 が過 ぎた1927年 には,ト マ ス ・E・ ター

ル マ ジ が両 者 の 関 係 を次 の よ うに記 述 して い る。

「イ ー ス ト レイ クの モ ー ドと ヴ ィ ク トリ ア ン ・ゴ シ ッ ク と の 関係 は,ネ オ

ーグ レ ッ ク と フ ラ ンス の様 式 と の 関係 に相 当 す る が,奇 妙 な こ と に,こ

の ふ たっ の 装 飾 体 系 に含 ま れ る幾 つ か の詳 細 は 互 に極 め て 似 て い る。」
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ネ オ ーグ レッ ク

"ネ オ ー グ レ ッ ク"と い う名 称 は
,遅 く と も1863年 には フ ラ ンス で,"グ リ

ー ク ・リ ヴ ァ イ ヴ ァル"と は異 な る本 論 の 文脈 上 の 意 味 で使 わ れ て い た よ うで
,

そ れ は 扁 た い繰 形 や平 板 な窓 ま わ りの 処 理 そ して各 開 口部 上 の 扁平 で 墓 碑 にで

も使 われ そ うな破 風 と い っ た平 板 化 され た建 築 的 要 素 と,細 い唐 草 の よ うな植

物 文様 を伴 っ た同 様 に扁 平 な 円 花飾 りな どの詳 細 を意 味 した とい わ れ る。 この

よ う に単 純 化 され た建 築 物 の 外部 意 匠 は,程 無 くア メ リ カ で も流 行 す る マ ンサ

ー ド屋 根 の フ ラ ンス 第 二 帝 政 様 式 の豪 壮 な邸 宅 や 公 共 建 築 物 を想 う と意 外 だ が
,

ル イ ー フ ィ リ ップ の 時 代 か ら第 二 帝 政 期 に か け ての フ ラ ン ス の 有 力 な傾 向 の ひ

とつ で,実 際 の と こ ろ,1848年 の 二 月 革 命 前 後 にパ リの エ コ ー ル ・デ ・ボ ザ ー

ル に ア メ リカ人 と して初 め て 学 ん だハ ン ト(RichardMorrisHunt,1827～1895)

や彼 に続 く リチ ャー ドソ ン(HenryHobsonRichardson,1838～1886)が ア メ

リ カへ 帰 っ て 間 も無 く設 計 し た幾 つ か の作 品,及 び 当 時 フ ラ ンス か らマ ンサ ー

ド屋 根 を ア メ リ カ に導 入 した と 目 され て い る ヨ ー ロ ッパ 人 が米 国 東 部 で1850年

前 後 に建 て た住 宅 は,共 に非 常 に意 匠 上 の 抑 制 の利 い た も の で あ っ た。 この よ

う に フ ラ ンス で1860年 代 まで に ネ オ ーグ レ ッ クと呼 ば れ る よ うに な っ た もの は,

広 義 の 新 古 典 主義 に ば と も か く,狭 義 の グ リー ク ・リ ヴ ァ イ ヴ ァ ル には程 遠 い

もの だ っ た こ と が窺 わ れ る。

ア メ リカ で は,ハ ン トの 弟 子 の一 人 で 理 論 面 で も相 当 な 活 動 を した建 築 家 ヴ

ァ ン ・プ ラ ン ト(HenryVanBrunt,1832～1903)に よ る幾 つ か の評 論 の 中 に

ネ オ ーグ レ ッ クの 名 を見 る こ とが で き る。 そ れ が初 め て登 場 す るの は1878年 の

装飾 美 術 に関 す る短 い エ ッセ イ の 中 で,そ の名 称 につ い て の特 別 な 言及 は 無 い

もの の,そ れ が 自明 の如 くに フ ラ ンス の建 築 家 ラブ ル ー ス ト(HenriLabrouste,

1801～1875)に 結 び付 け られ て お り,ヴ ァ ン ・プ ラ ン トに と っ て の ネ オ ーグ レ

ッ ク とは1861年 に発 表 さ れ て好 評 を博 した彼 の初 期 の エ ッセ イ 「グ リー ク ・ラ

イ ンズ(GreekLines)」 の 中 で"ロ マ ンテ ィー ク"と 呼 ば れ た もの に相 当 す
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る こ と が 判 る。 「グ リー ク ・ラ イ ンズ」 は評 論 と い うよ りは古 典 的 な もの を中

心 と した ヨー ロ ッパ 建 築 史概 論 に近 い形 を と り,前 半 で は古 代 ギ リ シ ア と ロ ー

マ の 建 築 意 匠 に お け る線 の 質 を比 較 し,そ れ に基 づ い て後 半 で は古 典 古 代 か ら

新 古 典 主 義 の 十 九 世 紀 迄 を概 説 し,最 終 的 に は古 代 ロ ー マ 及 び イ タ リ ア ・ル ネ

サ ン ス の ア カデ ミ ッ ク な古 典 主 義 を斥 け,ラ ブ ルー ス トを代 表 と す る,古 代 ギ

リ シ ア な どロ ー マ 以 前 あ る い は ロ ー マ 以 外 の 造形 を尊 重 し因 習 的 な もの を否 定

す る,古 典 主 義 の 系 譜 上 の ロマ ン派 の 作 品 とそ の理 念 を称 揚 す る もの で あ っ た 。

ヴ ァ ン ・プ ラ ン トは建 築 装飾 に お け る鋳 鉄 の使 用 に積 極 的 な見 解 を示 した評 論

を1859年 に発 表 して以 来,1875年 に は ヴ ィオ レ ー ル ーデ ュ ク(Viollet-1e-Duc)

の 「建 築 講 話(Entretienssur1'architecture)」 を 英 訳 出 版 す るな ど,一 種

の 合理 主 義 者 と見 做 され て い た が,そ の 厂建 築 講 話 」 の英 語 版 の 序 文 で は,既

に"ロ マ ンテ ィー ク"と 呼 んで い た ラ ブ ル ー ス トや デ ュ バ ン((FelixDuban,

1797～1870)ら に デ ュ ク(LouisDuc,

1802～1879)と ヴ ォ ー ド ワ ィエ(Leon

Vadoyer,1803～1872)を 加 え,彼 ら

が フ ラ ン ス へ 持 ち 帰 っ た"ギ リ シ ア の

心"が 後 に パ リで"ロ マ ン 派"と し て

知 ら れ る も の に な っ た と述 べ て い る 。

彼 ら 四 名 は 共 に エ コ ー ル ・デ ・ボ ザ ー

ル に 学 び,ア カ デ ミー の 力 が 弱 ま っ た

1830年 の 革 命 の 前1823年 か ら1826年 に

か け て の ロ ー マ 大 賞 の 受 賞 者 で あ り,

各 々 に 革 新 的 な 諸 要 素 を も つ サ ン ト ・

ジ ェ ヌ ヴ ィ エ ー ヴ 図 書 館(1838～50,

図1),エ コ ー ル ・デ1ボ ザ ー ル(1832

～64
,増 築),パ レ ・ ド ・ ジ ュ ス テ ィ

図tア ン リ ・ラ ブル ー ス ト

サ ン ト ・ジ ェヌ ヴ ィエ ー ヴ図書 館
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ス(1840～69),そ してマ ル セ イユ の 大 聖 堂(1845～93)の 設 計 に よ っ て知 ら

れ る。 ヴ ァ ン ・プ ラ ン トは建 築 に お い て そ の ロ マ ン派 を成 立 させ て い た もの は,

よ り広 い創 造 の 余 地 の 容 認 と線 の優 雅 さや純 粋 さに対 す る幾 分 ギ リ シア的 な繊

細 な感 情 に よ る建 築 諸 形 態 の洗 練 で あ っ た と記 して い る。 ネ オ ーグ レ ッ ク と も

呼 ば れ る よ うに な っ た パ リの ロ マ ン派 は,そ の 盛 期 を過 ぎて もア メ リカ の エ コ

ー ル ・デ ・ボ ザ ー ル関 係 者 の間 で は 一 種 の語 種 だ っ た よ うで
,1880年 前 後 に パ

リ に学 ん だ ハ ム リ ン(AlfredDwightFosterHamlin,1855～1926)は ネ オ ー

グ レ ック派 と して デ ュ ク,デ ュバ ン,そ して ラ ブ ル ー ス トを挙 げ,そ れ は ドイ

ツ や オ ー ス ト リァ に も影響 を与 えた と述 べ て い る。

1893年 に ヴ ァ ン ・プ ラ ン トは1861年 の 「グ リー ク ・ラ イ ンズ」 の 中 で"ロ マ

ンテ ィー ク"と 呼 ん で いた もの の 多 く を"ネ オ ーグ レ ッ ク"と 言 い換 え て評 論 集

の 一 部 と して 再 刊 した 。 こ れ に よ っ て ヴ ァ ン ・プ ラ ン トと彼 の著 作 は 後 に述 べ

る近 年 の ネ オ ーグ レ ッ ク論 争 の焦 点 の ひ とつ と な る の だ が,そ れ に劣 らず重 要

な の は,建 築 評 論 家 ス カ イ ラ ー(MontgomerySchuyler,1843～1914)に よ る「故

リチ ャ ー ド・M・ハ ン トの諸 作 品 」と題 され た1895年 の評 論 で あ ろ う。 ア メ リカ

建 築 界の 重 鎮 と な っ て い た ハ ン トの 死 に際 して は,彼 の 弟子 で あ っ た ヴ ァ ン ・

プ ラ ン トも小 論 を著 わ して い る が,そ れ は旧 師 に対 す る頌 徳 文 的 な傾 向 が強 く,

ハ ン トの 経 歴 に お け る ネ オ ーグ レ ッ クの 意 義 に つ い て も明確 な言 及 は避 け て い

る。 そ れ に対 して,ス カ イ ラー はハ ン トの1870年 代 初 期 の作 の幾 つ か に,程 度

の 差 こ そ あ れ,ネ オ ー グ レ ック とい う名称 を用 い ,今 日 に至 る ま で 多 くの 不 明

な点 を残 しな が ら も ア メ リ カの1870年 代 を中 心 と し た或 る種 の 建 築 に それ を適

用 す る先例 と な っ た。 ス カ イ ラ ー に よ る ネ オ ーグ レ ッ クの解 釈 は,そ れ が結 果

と して は不 成 功 に終 っ た過 去 の もの とは 認 め な が ら も,具 体 的 か つ 近 代 的 な性

格 の もの だ っ た 。 彼 は フ ラ ンス で もネ オ ーグ レ ッ クの 特 色 の ひ とつ と 考 え ら れ

て い た細 い刻 線 に よ る装 飾 を,一 時 的 な流 行 で は な く,慣 習 的 な建 築 を構 成 す

る装 飾 を そ の"細 く刻 まれ た線"と い うま さ に表 面 的 な装 飾 に よ っ て代 え よ う

と す る努 力 と考 え た。
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ア メ リカ に お け る ネ オ ーグ レ ッ クの展 開 は ニ ュー ヨー ク な ど で十 九 世 紀 の後

半 に盛 ん に 用 い られ た鋳 鉄 製 フ ァサ ー ドの意 匠 に小 さな 歴 史 と して 見 る こ とが

で き る。 初 期 の 鋳 鉄 フ ァサ ー ドは単 純 な柱 と楯 の構 成 に 多 少 の 装 飾 を施 した も

の だ っ た が,南 北 戦 争 近 くに な る と,業 者 た ちは ル ネ サ ンスの 意 匠 を模 して鋳

造 した フ ァサ ー ドに石 造 擬 い の塗 装 をす る よ うに な っ た と い う。 ヴ ァ ン ・プ ラ

ン トが前 記 の建 築 に お け る鋳 鉄 の使 用 に つ い て の 評 論 を発 表 した の は こ の時 期

だ っ た。 そ の 時 を彼 は鉄 の 時 代 と認 め,一 種 の機 械 の美 学 を展 開 した 。 彼 は 中

世 の 精 神 が献 身 的 な手 工 の 精 神 な らばヅ 彼 の 時 代 の そ れ は機械 の精 神 だ と述 べ

た 。 ま た材 料 の 真 理 に関 して,鉄 の 単 調 さは 石 の 多様 さ と同 じ位 に見 事 な もの

だ と も記 した 。 こ こで ヴ ァ ン ・プ ラ ン トは 当 時 ア メ リ カ に も大 き な影 響 力 を持

っ て い た ラス キ ン(JohnRuskin)を 向 に 回 して い る。 ヴ ァ ン ・プ ラ ン トは り

ベ ッ トや ボ ル トの頭 で も装 飾 の 一部 で あ り うる と示 唆 して い る。彼 の 意 見 は ラ

ス キ ンに近 い立 場 か らの 反 論 も受 け た が,南 北 戦 争 後 か ら1870年 代 に か け て 各

種 の意 匠 上 の 試 み を伴 い な が ら急 増 した鋳 鉄 フ ァサ ー ドの 中 で評 価 さ れ るべ き

も の の 多 くは彼 の敷 い た線 に沿 っ て い た 。柱 は石 で は な く鉄 の 表 現 を持 つ よ う

に な り,立 体 的 装 飾 の 多 くは刻 線 な どの使 用 に よ り巧 み に平 面 的 な も の に置 き

代 え られ,大 きな ガ ラ ス の 入 っ た開 口部 と調 和 した 。 円 花 飾 り な ど の点 的 装 飾

は,時 に は りベ ッ トの 頭 以 上 の 詳 細 を持 た な くな り,花 の形 を残 して も各 鋳 鉄

部 材 の 接 合 を示 す よ うな位 置 に付 け ら れ た。

今世 紀 に入 っ て か らは,1911年 に イギ リスg古 典 主 義 建 築 家 リチ ャー ドソ ン

(AlbertE.Richardson,1880～1964)が ネ オ ーグ レ ッ ク をや や 広 義 に解 釈 し

て 創 造 性 の あ る古 典 主 義 の 系 譜 を支 持 した こ と も あ るが,ア メ リ カで は そ れ が

ラ ブ ル ー ス トを中 心 とす る グ ル ー プ に 由来 し,1870年 代 に は相 当 の 影響 を示 し

た 動 向 だ とい う認 識 は あ っ て も,奇 妙 な名 を持 つ過 去 の も の とい うの が一 般 的

な理 解 に な っ て い た。 ヒチ コ ッ ク(Henry・RussellHitchcock,1903～)は1936

年 に ア メ リ カの リチ ャー ドソ ンの モ ノ グ ラ フの 中 で,数 年 前 に ネ オ ・グ レ ッ ク
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に関 して 使 っ た"冷 た く優 雅"と い う形 容 に代 えて,"生 硬 な","金 属 的 な"

或 い は"丸 み の な い"と い っ た 表 現 を用 い たば か り か,ネ オ ー グ レ ッ クに革 新 的

な運 動 と い うよ りは 十 九 世 紀 中 頃 の フ ラ ン スの 公 認 的 なや や 堅 苦 しい ス タ イ ル

と しての 位 置 を与 え よ う と した。 フ ラ ンス で は ラ ブ ル ー ス トな どか つ て の反 ア

カ デ ミー派 が1840年 代 か ら1850年 代 に か け て揃 っ て重 要 な公 共 施 設 を担 当 した

時期 が あ り,そ の 意 味 で は ヒ チ コ ックの ネ オ ーグ レ ッ クの理 解 は正 しい の だ が,

彼 の テ ー マ で あ っ た リチ ャー ドソ ンの 円 熟 期 の 作 品 の性 格 を際 立 た せ る た め の

前 置 で あ っ た こ と も否 め な い。 ヒチ コ ッ ク が ネ オ ・グ レ ッ ク につ い て 否 定 的 な

見解 を示 して以 来,そ の 言 葉 は本 格 的 に論 議 され る こ とな く細 々 と使 わ れ続 け

て 来 た が,レ ヴ ィ ン(NeilLevine)に よ る ラ ブ ル ー ス トとネ オ ーグ レ ック に

関 す る1975年 の学 位 論 文 は,ベ ネ ヴ ォロ(LeonardoBenevolo)に よ っ て示 唆 さ

れ て いた コ ン ト(AugusteComte,1798～1857)の ポ ジ テ ィヴ ィス ム と い う思

想 的 背 景 と"読 め る建 築"と い う意 匠 上 の 可 能 性 と限 界 と を与 えた11910この 論 文

の相 当 な部 分 は1977年 に 出版 され,高 度 に洗 練 され 含 蓄 の あ る 内 容 がエ コー ル

・デ ・ボ ザ ー ル の再 評 価 の動 きの 中 で 好 評 を博 した が
,一 方 で は,そ の幾 分 か

恣 意 的 な 史料 の 選 択 と時 と して強 引 な解 釈 が ミ ドル トン(RobinMiddleton)に

よ っ て批 判 さ れ た。

十 九 世 紀 の 家 具 お よ び 室 内 装 飾 関 係 者 か ら現 代 の 装 飾 美 術 史 家 に 至 る迄,ア

メ リカ の装 飾 美 術 界 に は ネ オ ーグ レ ッ ク につ い て の 一 応 の共 通 の 理 解 が あ る が
,

一 方 そ こ に は建 築 に お け るネ オ ーグ レ ッ ク との 微 妙 な差 異 も見 られ る
。 十 九 世

紀 の ニ ュ ー ヨ ー ク室 内 装 飾 界 の貴 重 な記 録 で あ るバ ーゲ ン(ErnestHagen)の

手 記 に は,彼 の 言 う"ネ オ ーグ レ ッ ク"的 意 匠 を事 と した ニ ュ ー ヨ ー ク の あ る

室 内装 飾 業 者 につ い て の 評 言 が あ り,メ トロ ポ リ タ ン美 術 館 の カ タ ロ グ の ひ と

っ に引 用 さ れ て い る が,そ れは わ れ わ れ が検 討 して きた建 築 にお け る ネ オ ー グ

レ ッ ク とは 相 当 に異 な っ た もの を指 して い る。

「・… ・彼 らの作 品 は,ほ とん ど が,"ネ オ ーグ レ ッ ク"で,そ れ は 長 椅 子
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や肘 掛 椅 子 の 頭 に真 鍮 の ス フ ィ ン ク ス が輝 き,背 は メ ダ リオ ンで 彩 ら れ,

金 色 の 刻 線 が走 り回 り,真 鍮 を被 せ た玉 縁 が 釘 付 され てい る と い う恐 ろ し

く飾 りた て た ス タ イ ル で あ る。」

これ は ネ オ ー グ レ ッ ク を何 か禁 欲 的 で非 装飾 的 な様 式 と見 る立 場 か らは,ま る

で正 反 対 の性 格 を持 つ 物 につ い て の記 述 の よ うだ が,少 な く と も基 本 的 な 装 飾

手 段 で あ る"刻 線"と い う点 で は一 致 して お り,他 の 特 徴 も歴 史 的 には 推 定 の

及 ぶ もの で あ る。 第 一 に,室 内 装 飾 の世 界 で は新 古 典 主 義 の初 期 に フ ラ ン スで

"グ ・グ レ ッ ク(goutgrec ,ギ リ シア趣 味)"と 呼 ば れ た考 古 学 的 な正確 さ に は

無 頓 着 な流 行 が あ り,そ の よ うな傾 向 は デ ィ レ ク トワ ー ル期 や ア ンピー ル期 に

も見 ら れ,殊 に ア メ リ カで は ギ リ シ ア的 な家 具 は イギ リス経 由 の リー ジ ェ ンシ

ー と して も,優 勢 だ っ た建 築 に お け る グ リー ク ・リヴ ァ イ ヴ ァ ル と共 に,1840

年 代 まで 数 多 く作 られ て いた と い う歴 史 的 背 景 が あ る。 第 二 に,上 に引 用 した

バ ー ゲ ンの 記 録 が非 常 に個 人 的 で 不正 確 な ネ オ ーグ レ ッ クの理 解 で あ っ た に し

て も,現 在 の装 飾 美 術 史 家 の 多 くが 示 す 見 解,則 ちネ オ ー グ レ ッ クは十 九 世 紀

後 半 の 室 内 装 飾 に お け る ル ネ サ ンス ・リヴ ァ イ ヴ ァル或 い は ヴ ィ ク トリ ァ ン ・

ル ネサ ンス と呼 ば れ る もの の 一 種 だ とす る意 見 に は大 き く矛盾 しな い。 そ して,

こ こで 重 要 な こ と は,建 築 に お い て 本 来 の ネ オ ーグ レ ッ ク と見 な され て い る ラ

ブ ルー ス トや デ ュ クや デ ュバ ンは イ タ リア ・ル ネサ ン スの 系 譜 を守 るフ ラ ンス

の ア カ デ ミー 内 で革 新 を計 っ た 人 々 で,結 局 は 彼 らの 作 品 も広 義 の ル ネサ ンス

の 系 譜 上 に位 置 づ け ら れ る とい う事 実 で あろ う。 また,バ ーゲ ンの 見解 ほ どで

は な く と も,概 して ネ オ ーグ レ ッ ク を装 飾 過 剰 気 味 で 時 に は意 味 あ り気 に 大 き

な ア ンセ ミオ ンそ の他 の 考 古 学 的 デ ィテ ー ル を持 つ様 式 とす る装 飾 美術 研 究 者

間 の一 般 的 な理 解 は,不 正 確 な 記 録 の結 果 で ネ オ ーグ レ ッ クの 統 一 的 な把 握 を

阻 害 す る もの とい うよ りは,例 えば 近 代 建 築 に お け る合 理 主 義 ・機 能 主 義 ゐ 里

程 標 と見 な され もす る ラ ブ ル ー ス トの作 品 に幻 想 的 な壁 画 や象 徴 的 な人 物 像 な

ど を見 る時 に感 ず る不 可 解 さ を と く鍵 の ひ とつ で あ ろ う。 わ れ わ れは 同 時 に建
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築 と室 内装 飾 さ らに は個 別 の家 具 との 間 に あ る公 的 そ し て私 的 な性 格 の 相 異 に

も留 意 すべ きで,前 述 の レヴ ィ ンや 彼 の論 文 を批 判 した ミ ドル トン も注 目 して

い る ネ オ ーグ レ ッ ク に お け る当 時 の 高 度 に 象 徴 的 な或 い は直 喩 に近 い表 現 を と

っ た諸 計 画 案 の 評 価,更 に は そ れ ら とフ ラ ン ス大 革 命 前 後 の幾 つ かの 空 想 的 建

築 案 との 関 係 の 解 明 も今 後 の 課 題 に な るが,各 々 の場 合 に許 され 或 い は期 待 さ

れ た逸 脱 の 度 合 の差 を念 頭 に置 か な い と,ネ オ ー グ レ ッ クの歴 史 的 意 義 を曲 解

す る恐 れ が あ る。

ネ オ ーグ レ ッ ク的 な意 匠 は,そ の ア メ リカへ の 導 入 者 と も言 え るハ ン トの 例

を除 け ば,比 較 的 目立 た な い形 で各 地 に広 ま っ た が,所 謂 ハ イ ・ヴ ィ ク ト リア

ン ・ゴ シ ッ ク とほ ぼ 時 を同 じ く して1870年 代 の半 ば を過 ぎた 頃 に は基:本的 な展

開 力 を失 い つ つ あ っ た と思 わ れ る。 こ れ は1873年 の パ ニ ッ ク に続 く経 済 不 況 の

時 期 で あ る と同 時 に,1871年 の シ カ ゴ そ して1872年 の ボ ス ト ンと続 い た都 市 部

で の 大 火 で 以 前 か ら論 じ られ て いた鋳 鉄 の熱 に対 す る弱 さ が一 般 の 目 に も 明 ら

か に な っ た 時期 で もあ っ た。 シ カ ゴで は そ れ まで 市 の 一 区 画 を被 う程 に使 われ

て い た鋳 鉄 フ ァサ ー ドが,大 火 災 の 後 に は数 え る程 し か用 い られ な か っ た と い

う。 ネ オ ー グ レッ クは その 発 生 の 地 フ ラ ンス で は 次 の 世 代 を代 表 す る ガ ル ニ エ

(CharlesGarnier,1825～1898)に よ る大 作 で あ る華 麗 なパ リの 新 オペ ラ座

(1861～75)の 出 現 な ど に よ り,い さ さか前 時 代 の 意 匠 と見 な され る よ う に な

る と同 時 に,ア メ リ カで は鋳 鉄 建 築 とい う重 要 な舞 台,即 ち,新 しい材 料 と新

しい プ ロ グ ラ ム の適 切 な表 現様 式 の 確 立 が期 待 され て い た絶 好 の 舞 台 を失 いつ

つ あ っ た。

イ ー ス トレ イ ク

1880年 代 に鉄 は 造 形 材 料 か らよ り本 格 的 な構 造 材 料 へ と姿 を変 え,そ の 実 務

の 世 界 へ の 関 わ り もエ コー ル ・デ ・ボ ザ ー ル 卒 の ハ ン トで は な く,主 に実 際 的

な 産 業 技 術 を学 ん だ ジ ェニ ー(WilliamLeBaronJenney,1832～1907)の よ
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うな人 物 に よ る も の と な る。 しか し こ こで は,"芸 術 家"対"技 術 者"と い っ

た ギ ー デ ィオ ン的 対 照 や,「 空 間 ・時 間 ・建 築 」 に描 かれ た 類 の 徹 底 し た技 術

者 タ イ プの 建 築 家 と して の ジ ェ ニ ー の 解 釈 は保 留 され ね ば な らぬ。 ジ ェ ニ ー は

1860年 代 末 に シ カ ゴ で 事 務 所 を設 立 して以 来 、 ヴ ィ ク トリ ア ン ・ゴ シ ッ クの地

方 版 とい っ た 意 匠 を主 に仕 事 を して きた が,ア メ リ カの建 築 家 と して は か な り

早 目の1870年 代 初 め には ハ イ ・ヴ ィ ク トリ ア ン的 な もの の 不 適 切 さ に気 付 い た

よ うだ。 ジ ェ ニ ー と カデ ル(AdolfCudell,1850～1910)に よ り1872年 に設 計

され た シ カ ゴ の ポ ー トラ ン ド ・ブ ロ ック は初 期 の デ ザ イ ンで は一 階 と二 階 が セ

グ メ ンタ ル ・アー チ,三 階 か ら六 階 ま で が小 スパ ンの ポ イ ンテ ド ・アー チ を冠

した 窓 で 構 成 さ れ,そ の 上 に大 き な ドー マ ー を突 出 させ たマ ンサ ー ド屋 根 の 階

を載 せ た第 二 帝 政 風 を加 味 した ハ イ ・ヴ ィ ク トリア ン調 の も の だ っ た が,実 際

に建 て られ た 時 に は ポ イ ンテ ド ・ア ー チ は すべ て小 さ い な が ら もセ グ メ ン タ ル

・ア ー チ に変 更 さ れ,ド ー マ ー の付 い たマ ンサ ー ド屋 根 は 用 い られ な か っ た 。

そ こ での 大 き な窓 の 扱 い は 当時 と して は非 常 に例 外 的 な もの で,デ ュ ク や デ ュ

バ ンの作 風 を想 わ せ る。 ま た フ ァサ ー ドの 要 所 の み に円 花 飾 りの よ うな オ ー ナ

メ ン トを配 す る とい う方 法 は鋳 鉄 建 築 物 や ネ オ ー グ レ ック の意 匠 に も よ く見 ら

れ る もの で あ る が,外 壁 に赤 煉 瓦 と い うイギ リス的 な材 料 を大 量 に その ま ま で

用 い,ク ラ シ ッ ク と い うよ りは ゴ シ ッ クの 名 残 を示 すt一 トラ ン ド ・ブ ロ ッ ク

は,数 年 後 に は ア メ リカ に も多 大 の影 響 を及 ぼ す こ と に な る英 国 人 イ ー ス トレ

イ ク(CharlesLockeEastlake,1836～1906)に よ る家 具 の 意 匠 を連 想 させ る。

英 国 ヴ ィ ク トリ ア朝 の初 期 か ら中期 に か け て の趣 味 の形 成 に一 役 を演 じた イ

ー ス トレ イ ク夫 妻 の 甥 に 当 るチ ャ ール ズ ・ロ ッ ク ・イ ー ス トレ イ ク は絵 画 と建

築 を学 ん だ 人 物 で,1864年 に はザ ・コー ン ヒル ・マ ガ ジ ン に,そ の 翌 年 か らは

ザ ・ク イー ン誌 上 に,更 には ロ ン ドン ・リヴ ュ ー に と,家 具 や 室 内 装 飾 に関 す

る記 事 を書 い て い た が,そ れ らは 「美 家 の 心 得(HintsonHouseholdTaste,

inFurniture,UpholsteryandOtherDetails)」 と して 一 冊 に纒 め ら れ1868

..



年 に ロ ン ド ンで出 版 され た 。 良 識 あ る中産 階級 の 婦 人 を お もな 対 象 と して家 具

や 室 内 装飾 の 望 ま しい 姿 に つ い て語 る とい った 内 容 の そ の本 は,基 本 的 には 一

般 家 庭 向 の 図 書 で特 別 に高 度 な内 容 を含 む もの で は な い とは い え,盛 期 ヴ ィ ク

トリ ア時 代 の 恣 意 的 な様 式 の 折 衷 や過 度 の 装飾 に陥 り が ちな状 況 の 中 で,美 し

く控 目 な住 環 境 を各 家 庭 を中 心 に創 り出 そ うと い う真 摯 な意 図 を持 ち,単 な る

趣 味 の 本 と片 付 け られ る もの で は な い 。 その 中 で イ ー ス ト レ イ ク は ピ クチ ャ

レス ク な中 世 の都 市景 観 と近 代 の そ れ との 比較 か ら論 じ始 め,住 宅 の 入 口 か ら

装 身 具 や 食 器 の意 匠 に ま で 及 ぶ が,殊 更 に その 影 響 が 大 きか っ た の は各 種 家 具

の意 匠 につ い て の 提 言 だ っ た 。 そ こで彼 が重 視 した性 格 に は"正 直 さ"や"道

徳 性"が あ り,例 えば,蝶 番 そ の他 の 家 具 金 物 は 隠 す こ と な くそ れ らの機 能 を明

示 す る よ うに用 い られ る べ き と され た 。化 粧 張 りや 木 目塗 り或 い は ワ ニ ス な ど

の上 塗 りは否 定 され た 。 また 彫 刻 の代 りに機 械 的 な圧 縮 に よ り木 彫 の よ うな効

果 を出 す 方 法 も拒 否 さ れ た 。 彼 の家 具 の理 想像 に は 現 実 的 な 同 時 代 人 や後 世 に

とっ て は 中世 趣 味 と も思 え る要 素 が あ り,柄 や 木 釘 に よ る接 合 が推 奨 され,金

属 製 の 釘 や螺 子 は斥 け られ た 。 ま た鉄 製 の 家 具 装 飾 品 で は,大 旨 鋳 鉄 製 よ り も

錬 鉄 製 の もの を良 しとす る所 な ど も上 記 の理 想 に照 ら して理 解 す る こ と もで き

る。 しか しそ れ故 に イ ー ス ト レイ ク を中世 趣 味 の家 具 意 匠 家 と呼 ぶ の は 控 え ね

ば な らぬ 。 そ れ は 同 時 代 の 代 表 的 な家 具 作 家 で,後 の ア メ リカ へ の 影 響 と い う

点 で も イ ー ス トレ イ ク と並 び 称 され た こ との あ る タル バ ー ト(BruceJ.Talbert,

1838～1881)の 作 例 集 に見 られ る家 具 とイ ー ス ト レイ クの 「美 家 の 心 得 」 の 彼

自身 に よ る参 考 作 例 の 図 版(図2)と を比 較 す れ ば 理 解 さ れ る。 双 方 の 言 葉 に

よ る理 念 の 表 現 に は似 通 っ た 所 が あ る が,タ ル バ ー トに よ るデ ザ イ ンは 家 具 の

全 体 の輪 郭 か ら豊 富 な各 詳 細 に至 る ま で ゴ シ ッ ク的 で あ る の に対 し,イ ー ス ト

レ イ ク によ る物 は何 の様 式 と も言 え な い簡 単 な 装飾 的 要 素 を局 所 にの み 用 い,

全 体 も特 定 の 時 代 様 式 を感 じ させ な い一単純 な構 成 が 多 い 。 イー ス トレ イ ク は,

彼 の 別 の著 作 で あ る 「ゴ シ ッ ク ・リヴ ァ イヴ ァル(AHistoryoftheGothic
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図2チ ャー ル ズ ・イ ー ス トレイ ク
「美家 の心 得」 図版 例

Revival,1872)」 の 内 容 か ら も判 断 さ れ る よ うに,相 当 な ゴ シ ッ ク 復 興・主義 者

だ っ た が,彼 自 身 に よ る家 具 の 意 匠 で は,中 世 の 諸 造 形 理 念 の近 代 に も 妥 当 で

見 習 うべ き側 面 を 自 分 の デ ザ イ ンで 示 す こ と に努 め,ゴ シ ックの 歴 史 的 な諸 形

態 に拘 泥 す る こ とは無 か った し,タ ルバ ー トの よ うに家 具 を建 築 の雛 形 と して

構 想 す る こ と も稀 だ っ た 。

イ ー ス トレ イ クの 「美 家 の 心 得 」 は ア メ リカ で イギ リス で の 評 判 を凌 ぐほ ど

の絶 大 な る 人気 を得 た よ うで,1872年 以 来1881年 まで に は 五版 な い し六 版 を数

えた と い う。 その 普 及 の過 程 で は,イ ギ リス で の よ うに本 の 内 容 や著 者 の 意 図

の誤 解 だ け で は な く,そ の 本 質 の無 理 解 な ま まで の 製 品 化 や イ ー ス トレ イ ク と

い う名 前 の 誤 用 や 商 業的 な乱 用 まで も が生 ず る程 で,そ の1878年 版 の序 文 に著

者 は 以.下の よ うに付 言 し て い る。

「私 は ア メ リカ の 業 者 た ちが"イ ー ス トレ イ グ 家 具 な る物 を引 き続 き宣 伝
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して い るの を知 っ て い るが,そ の よ うな物 の 生 産 に私 は何 ら関 係 は無 く,

そ の よ うな物 の趣 味 に私 が 責 任 を持 っ て い る と見 な さ れ る の は 実 に残 念 で

あ る。」

イ ー ス トレ イ ク が特 に ど の 業 者 を指 した の か は 不 明 だ が,彼 に よ る意 匠 あ るい

は 名 称 お よ び そ の両 方 を使 っ た例 は 量 産 家 具 メー カ ー か ら相 当 な 高級 家 具 商 そ

して建 築家 に ま で渡 る よ うで,1876年 に は ボ ス トンで創 刊 さ れ た ば か りの ア メ

リ カ で最 初 の 本 格 的 な建 築 専 門 家 を対 象 と した 雑 誌(AmericanArchitectand

BuildingNeWs)に シ カ ゴ の 建 築 家 ジェ ニ ー に よ っ て デ ザ イ ン され た 家 具 が他

の 幾 つ かの 例 と 共 に"イ ー ス ト レイ グ と して掲 載 され て い る(図3)。 そ れ

は 上 に数 段 の飾 り棚 が

中 央 に鏡 を挿 ん で取 り

付 け られ た サ イ ドボ ー

ドで,実 際 に は タ ルバ

ー トの 作例 集 か ら取 り

入 れ られ た と覚 し き特

徴 も あ る が,基 本的 に

は イー ス トレ イ クの 「美

家 の心 得」 の図 版 に示

され た 数例 の家 具 の 各

図3ウ ィ リア ム ・ル ・バ ロ ン ・ジ ェニ ー

食 堂 用 家具 の デ ザ イ ン

部 を組 み 換 えて 作 り上 げ られ た と見 える。イ ー ス トレイ ク自身 に よ るサ イ ドボ ー

ドと比 較 す れ ば,そ こ で は 蝶 番 の 部 分 な ど は 目立 た な い よ うに処 理 され,よ り一

般 的 な意 匠 にな っ て い るが,荒 い木 地 を見 せ て装 飾 的 要 素 は 数 箇 所 の 小 さ な円

花 紋 状 の 彫 込 と刻 線 と に 限 っ た 単 純 で素 朴 な仕 上 げ は,抑 制 の 利 い た 全体

の 輪郭 と共 に,イ ー ス トレ イ クが理 想 とす る家 具 の 姿 に近 い 。 同 じ く ジ ェニ ー

の 作 と して 前 記 の 建 築 雑 誌 に掲 載 され,上 の 家 具 と相 前 後 して 設 計 され た と推

定 され る四 階建 の 鋳 鉄 と石 材 と によ る店 舗 の フ ァサ ー ドが イー ス トレ イ クの 家
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図4ウ ィ リア ム ・ル ・バ ロ ン ・ジ ェニー

二 種 の フ ァサ ー ドの デザ イン

具 の特 徴 を幾 つ も示 し

て い るの は興 味 深 い(図

4・ 右)oそ れ は シ カ

ゴ に計 画 され た も の で,

イ ンデ ィ アナ ポ リス の

事 務 所 建 築 の 鋳 鉄 フ ァ

サ ー ドの デ ザ イ ン(図

4・ 左)と 共 に紹 介 さ

れ て い る。 こ の イ ンデ

ィア ナ ポ リス の も の は,

半 地 階 と一 階 は平 ら な楯 を も っ た窓,二 階 は浅 い セ グ メ ン タ ル ・ポ イ ン テ ド ・

ア ー チ,三 階 は ポ イ ンテ ド ・ア ー チ,そ して四 階 も同 じ くポ イ ンテ ド ・ア ー チ

を冠 した 窓 だ が それ を二 つ の 大 きな 切 妻 風 ドー マ ー に 高 さ を変 え て沿 わ せ る こ

と に よ り,全 体 と して は 扁 平 で四 角 い輪 郭 を持 っ た都 心 型 建 築 物 の フ ァ サ ー ド

上 で ゴ シ ッ ク的 な土 昇感 と 多様 性 と を表 現 す る と い うハ イ ・ヴ ィ ク トリ ア ン ・

ゴ シ ッ ク風 の 諸 要 素 を 多分 に 含 む も の だ っ た 。 一 方 シ カ ゴ に 計 画 され た もの は,

一 階 か ら四 階 ま で開 口 部 に は す べ て平 ら な楯 を用 い,直 線 的 そ して金 属 的 な要

素 に よ っ て 水 平 お よ び垂 直 に分割 され た 大 きな ガ ラ ス窓 とい う近 代 的 な フ ァ サ

ー ドを示 し て い る。 そ れ は既 に検 討 した ニ ュ ー ヨ ー クな ど に 見 られ る ネ オ ・グ

レ ッ ク調 の 鋳 鉄 製 フ ァ サ ー ドに非 常 に近 い が,ギ リ シア 風 の 装 飾 は ほ と ん ど無

い 。 両 隣 の 建 物 と接 す る壁 の 部 分 は フ ァ サ ー ド上 で も壁 の 端 あ る いは 延 長 と し

て 表 現 され,そ れ は非 常 に細 く扱 わ れ て い る各 階 間 の スパ ン ドレ ル と相 俟 っ て,

数 段 の 棚 板 を二 枚 の 大 きな板 で挾 ん だ イー ス トレ イ クの 本 棚 に似 た構 成 を持 っ

て い る。 これ は 後 の ジ ェ ニ ー に よ る幾 つ かの 商 業 建 築 物 が そ う思 わ れ た よ うに,

骨 組 をそ の ま ま外 部 に表 わ す と い った実 用 主 義 的 な もの で も な け れ ば,所 謂 伝

統 的 な装 飾 を廃 して 造 形 性 の す べ て を幾 何 学 的 な構 成 と プ ロポ ー シ ョン或 い は
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マ ッス や ヴ ォ リ ュー ム で表 現 す る とい っ た近 代 抽 象美 術 の よ うな も の で もな い。

そ れ ど こ ろ か ジ ェニ ー は こ こで,シ カ ゴ と イ ンデ ィ アナtリ スの 建 物 の 立 面 を

並 べ た 図 面 の 中央 に,シ カ ゴの フ ァサ ー ドの詳 細 の拡 大 と その納 ま り を描 い て

い る よ うに,新 しい装 飾 の 方 法 を示 し て い るの だ 。 そ の方 法 は イ ー ス ト レイ ク

の 家 具 の 意 匠 あ る い は装 飾 法 に非 常 に近 く,平 板 な部 材 の 表 面 に 円 花 紋 の よ う

な彫 込 を限 られ た 箇 所 に の み施 し,力 の か か り具 合 の 変 化 を示 す か の よ うに微

妙 に部 材 の形 状 を変 化 させ,小 さ な持 送 りの よ うな形 態 を要 所 に 用 い て 力学 的

あ る い は実 用 的 な意 味 合 を持 た せ,あ とは植 物 文様 と刻 線 の み を必 要 に応 じて

僅 か に使 うと い う もの で あ る。 この 方 法 は既 に検 討 した ポ ー トラ ン ド ・ブ ロ ッ

ク(1872)を も先 例 の ひ とつ と して,イ ー ス トレ イ ク と も ネ オ ーグ レ ッ ク と も

区 別 し難 い形 で,所 謂 シ カ ゴ派 の 先 駆 的 作 品 で あ る第1ラ イ タ ー ・ビ ル デ ィ ン

グ(1879)の 意 匠 に まで 発 展 させ られ た。 当初 は五 階 建 だ っ た この 商 業 建 築 物

は 鉄 骨 構 造 で は な か っ た が,そ こで は各 階 の床 を支 え る15本 の鋳 鉄 柱 が そ の太

さ を減 じ な が ら同 じ配 置 で 最 上 階 まで 到 り最 大 限 の有 効 空 間 を生 み 出 し,外 側

の 煉 瓦 の柱 も鉄 材 で補 強 す る こ と に よ り可 能 な限 り細 くさ れ 開 口部 面 積 を大 き

く した近 代 的 な もの だ っ た。 煉 瓦 の 角 柱 と視覚 的 に は 同 じ位 に細 く表 現 され た

スパ ン ドレ ル とが フ ァサ ー ド全 体 を均 等 に分割 し,そ れ らの 交 点 す な わ ち柱 の

表 面 の各 階 の 床 レベ ル に は,恰 も そ こ で材 料 を変 え られ て い るた め に何 らか の

接 合 用 板 材 に で も見 え る部 分 を固 定 す るボ ル トの頭 の よ うに 円 花紋 状 の 彫 込 が

施 され て い る。 そ れ が 巧 妙 に造 形 され た鉄 製 の 細 い 中 方 立 て や それ らの 上 に刻

ま れ た幾 つ か の直 線 そ して古 典 的 な建 築 の 名 残 を暗 示 す る程 度 の 軽 い造 形 上 の

分 節 と共 に 、重 要 な装 飾 的 要 素 と して建 物 全 体 を統 御 して い る こ と は,そ れ を

欠 い た約 十 年 後 の 増 築 で あ る上 層 の六 階 と七 階 の部 分 が下 層 部 と比 べ て無 味 乾

燥 な もの に な って い る と ころ か ら も窺 われ る。 そ の増 築 の翌 年1889年 に着 工 さ

れ,後 に第2ラ イ ター ・ビル デ ィ ン グ と して知 られ る よ う に な った 現 在 の シ ア

ー ズ 百 貨 店 は
,そ の建 築 的 構 成 の 外 部 へ の 即 物 的 な表 出 に よ っ て,幾 何 学 的 な
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眼 に よ れ ば 第1ラ イ ター ・ビ ル デ ィ ン グ以 上 に 高 く評 価 され るの だ ろ うが,そ こ

で は ジ ェニ ー が永 く追 究 して きた構 造 と装飾 との 一 体 化 を確 認 す る こ と は で き

な い。 本 格 的 な折 衷 主 義 の時 代 に ジ ェ ニ ー の 中 の イ ー ス トレイ ク的 な も の は 消

滅 した が,都 市 の郊 外 に は未 だ イ ー ス トレイ クの 影響 を示 す住 宅 が建 て ら れ"イ

ー ス トレ イ ク ・ス タ イ ル"と い う名 称 も使 わ れ て い た 。 しか し,皮 肉 な こ と に,

そ の 多 くは イ ー ス トレ イ ク1の嫌 っ た"ク イー ン ・ア ン"の 一 種 と して 扱 わ れ,

現 在 で も"イ ー ス トレ イ ク"と"ク イ ー ン ・ア ン"ス タ イ ル は 多 くの 場 合 混 同

して 語 られ て い る。

結 語

イ ー ス トレイ クは ヴ ィオ レ ール ーデ ュ クの 言 葉 を 「美 家 の心 得」 の 巻 頭 に掲

げ て い る が,こ れ は 間 接 的 な が ら も彼 と ネ オ ーグ レ ッ ク との強 い 関 係 を象 徴 し,

両 者 が ア メ リ カ に お い て勝 手 に解 釈 され,そ こで初 め て結 び付 け られ た もの で

は無 い と い う こ と を暗 示 して い る。 ヴ ィ オ レ ール ーデ ュ クは基 本 的 に は ゴ シ ッ

ク の 讚 美 者 で ネ オ ーグ レ ッ ク と呼 ば れ る よ うに な っ た ラ ブ ルー ス トら とは 様 式

上 は相 容 れ な い が,ロ マ ンテ ィ シズ ム と一 種 の合 理 主 義 そ して 因 襲 的 傾 向 が強

くな っ た ア カデ ミー に対 す る姿 勢 とい う点 で は共 通 の 基 盤 に立 っ て い た 。 ネ オ

ーグ レ ッ ク と イー ス トレ イ ク の ア メ リ カへ の影 響 と そ の後 の展 開 は
,ヴ ィオ レ

ール ーデ ュ ク な ど を 象徴 的 な 中心 的 人 物 とす る"ロ マ ン的 合理 主 義"の 動 向 が

"運 動"と も言 え る程 に強 力 で相 当 に"国 際 的"だ
っ た こ と を示 して い る。

ネ オ ーグ レ ッ クの 人 々 が ル ネ サ ン スの 因 襲 的 側 面 に 囚 わ れ が ちだ っ た フ ラ ン

ス の ア カデ ミー 内 で古 典 と して の ロー マ の絶 対性 を否 定 した よ う に,イ ー ス ト

レ イ クは イギ リス で も相 当 の 歴 史 を持 つ ル ネ サ ンス的 な古 典 を否 定 あ る い は 無

視 した。 彼 は ゴ シ ッ ク を イギ リス の 国 民 的 様 式,殊 に,イ ギ リス の どの よ うな

田 舎 町 にお い て も自 然 に そ して健 全 に育 まれ るべ き様 式 と して捉 え る と い う,

ネ オ ー グ レ ッ ク と は別 の 次 元 の ロ マ ン テ ィ シ ズ ム を持 っ て い た。
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ネ オ ーグ レ ッ ク と イー ス トレ イ クの デザ イ ンに共 通 す る要 素 で あ る家 具 や 建

築 物 の各 部 に"刻 まれ た 線"は,両 者 の合 理 主 義 的 側 面 を代 表 す る。細 い"刻

線"に よ る装 飾 は,簡 単 で経 済 的 な だ け で は な く,そ れ が"構 造"の 表 面 に後 か

ら施 され た"装 飾"で あ る こ と を瞬 時 に示 す 。 こ の構 造 と装 飾 との 明 確 な"分

離"は,ま る で装 飾 その もの を積 み 上 げ た よ うな建 物 や 家 具 へ の抗 議 で あ り得

た。この種 の 道 徳 に近 い程 の 合理 主 義 は ア カ デ ミー との 摩 擦 を増 した り,微 妙 に

異 な っ た 形 で の革 新 を計 る他 の 合 理 主 義 的 傾 向 を持 っ た デザ イ ナ ー とり 相 互 理

解 を妨 げ る原 因 と も な っ た が ア メ リカ で は 未 だ強 力 な ア カ デ ミー が確 立 さ れ て

い な い こ と も幸 して,1870年 代 に は この線 に沿 った デ ザ イ ン も比較 的 自 然 に実

現 され た 時 期 が あ っ た。 し か し,ネ オ ーグ レ ッ クや イー ス トレ イ ク を一 時 の フ

ァ ッ シ ョ ン と して 扱 う立 場 は 別 と して,十 九 世 紀 の 合 理 主 義 者 に は一 度 分 離 し

て み た"構 造"と"装 飾"と を ど うす べ きか とい う難 問 が解 決 さ れ ず に残 っ た。

多 くの場 合 は 再 度 の"融 合"あ るい は"結 合"が 当 然 の もの と して 試 み られ

た 。 そ れ は一 種 の 新 しい 行 為 で,ネ オ ーグ レ ッ クや イ ー ス トレ イ クの時 代 の次

に来 る本 格 的 な折 衷 主 義 は,そ の行 為 の連 続 的 な展 開 と考 え られ る と同 時 に,

形 態 的 には,か つ て 両 者 が否 定 しよ う と した も の の復 活 で もあ っ た 。
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