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プ レ大 会 発 表 要 旨2003.11-14 『デザイ ン理論』44/2004

視 覚 文 化 へ の コ ン ピ ュ ー タ の 影 響 を 探 る た め に

レフ ・マ ノ ヴ ィ ッチ 『TheEngineeringofVisionfromConstructivism

toComputer』 か ら

水野 勝仁/名 古屋大学大学院人間情報学研究科博士前期課程

1990年 代 に は マ イ ク ロ ソ フ ト 社 の

Windows95や ア ップ ル 社 のiMacな ど に見

られ る よ う に,今 まで コ ン ピ ュー タ とは縁 の

なか った 一 般 家 庭 にま で,パ ー ソナ ル ・コ ン

ピュー タ とい うか た ちで情 報 テ クノ ロ ジーが

浸 透 して い った。 そ の結 果,私 た ち は,多 く

の時 間 を コ ン ピ ュー タ ・デ ィス プ レイ とい う,

新 しい画 面 を み つ め な が ら,過 ごす 時 間 が多

くな って きて い る。 この よ うに デ ィ ジタ ル ・

テ ク ノ ロ ジー が,視 覚 文化 に対 して影 響 を与

えて い る現 代 社 会 で は,コ ン ピ ュー タ との 関

係 に お いて,視 覚 文 化 を新 た に考 察 す る必 要

が あ る と思 わ れ る。

旧 ソ連 出身 で,現 在 は,ア メ リカ を拠 点 に

活 躍 す るニ ュ ー メデ ィ アの 理論 家 レ フ ・マ ノ

ヴ ィ ッチ は,映 画 や写 真 な どの メデ ィア が持 っ

て い る特 性 と,コ ン ピ ュー タ との 間 に どの よ

うな関 係 が あ るの か を,ひ とつ の テ ー マ と し

て 研 究 を 行 っ て い る。 本 発 表 で は,彼 の

TheEngineeringofVisionfromCon-

structivismtoComputers(http://www.

manovich.net/index.html)に 記 述 され た,

ロ シア構 成 主 義 か らコ ン ピュー タ に連 な るひ

とつ の流 れ を追 うこ とで,現 在 の視 覚 文 化 に

お い て コ ン ピュ ー タ を,ど の よ う に と らえ る

こ とが可 能 な のか を考 察 す る。

マ ノヴィ ッチは ロシア構成主義か らコ ンピュー

タ へ と至 る,ひ とつ の キ ー ワ ー ドと して,エ

ン ジニ ア リ ング とい う語 を挙 げ て い る。1870

年代 に,科 学 と工 業 との連 携 の なか で 現 れ た,

エ ン ジニ ア リング が 目指 す の は,最 少 の エ ネ

ル ギ ー で,最 大 の成 果 を得 る よ う に,行 為 を

効 率 化 して い くこ とで あ る。 そ して,彼 は,

この 効 率 化 を 推進 して い く概 念 が,視 覚 を用

いた コ ミュニ ケ ー シ ョンに影 響 を与 え て い っ

た と して い る。

ロ シ ア構 成 主 義 は,バ ウハ ウ ス の モ ホ リ=

ナギ が 追 求 した,マ ス ・コ ミュニ ケ ー シ ョン

の合 理 化 と言 え る もの を,さ らに展 開 した も

ので あ った 。 社 会 主義 の ロ シア に お い て は,

国全 体,国 民 の す べ て にむ けて,プ ロパ ガ ン

ダ を行 う必 要 性 が あ り,そ の ひ とつ と して,

視 覚 的 要 素,ア ー トが 用 い られ た。 ロ シア で

は,INKhUK(イ ン ク フ:芸 術 文 化研 究 所)

を は じめ と して,1920年 代 にア ー トに関 す る

機 関 が い くつ か 設 立 され お り,そ れ らの 機 関

で は,ア ー テ ィス トと実 験 心理 学者 とが コ ラ

ボ レー シ ョ ンを行 い,視 覚 的 要 素 の 効 果 と,

その組 み合 わせ によ って,い か に コ ミュニ ケー

シ ョ ンを効 率 化 す る こ とが で き るか が,調 査

され て い た,と マ ノ ヴ ィ ッチ は指 摘 す る。

視 覚 が,人 間 の感 情 ・考 え 方 に影 響 を 与 え

る と して,ロ シア構 成 主 義 の ア ー テ ィス トた

ち は,心 理 学 者 と コ ラ ボ レー シ ョ ンを行 った 。

こ こで,マ ノ ヴ ィ ッチ は,西 洋 で は,大 勢 と

して,理 性 が,視 覚 よ り も優 位 な立 場 に あ る

が,こ の理 性 と視 覚 との関 係 に対 して,ひ と

つ の 文化 的態 度 の変 化 が,1920年 代 に起 こ っ

た と考 察 す る。 そ れ ま で,デ カ ル トやバ ー ク

リの よ うに,イ メ ー ジを用 い た思 考 で は,抽

象 的 概念 の操 作 が不 可 能 だ と思 わ れ て い たが,

この 時期 に現 れ た,ジ ョ ン ・ベ ンの べ ン図,

フ ラ ン シ ス ・ ガ ル ト ン のComposite

photograph,セ ル ゲ イ ・エ イ ゼ ン シ ュ タ イ

ンの モ ン ター ジ ュ とい う手 法 が,視 覚 を用 い
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た論 理 的 思考 を可 能 に した と,彼 は分 析 し,

次 の よ う に述 べ て い る。 「ベ ン,ガ ル トン,

エ イ ゼ ン シ ュタ イ ンの お こ な っ た こ とは,も

の ご とを よ り効 率 良 く考 え る こ とで あ り,同

時 に,思 考 を外 面 化 す る こ とで,よ り扱 い や

す くし,思 考 を見 え る か た ち にす る とい う こ

とで あ っ た。」 彼 ら は,写 真 や 映 画 と い う,

新 しい テ クノ ロジ ー を用 い る こ とで,今 ま で

不可 能 だ とさ れ て い た,視 覚 に よ る論理 的 思

考 の実 践 を試 み た ので あ っ た。

な って い ってい る。 こう して,人 間 は,人 間 一

機 械 シ ステ ム の一 部 の組 み込 ま れ て い く。 こ

こで,重 要 に な って くる の は,人 間 と機 械 の

コ ミュニ ケー シ ョンの 問題 で あ る。 つ ま り,

機 械 が 情 報 を 表示 す る デ ィス プ レイ を見 つ め

る,オ ペ レー ター に,何 を見 せ る の か,そ し

て,ど の よ う に見 せ る のか が,大 き な問 題 と

な りゴ 情 報処 理装 置 の一 部 と して の視 覚 と い

う もの が 登場 して くる と,マ ノ ヴ ィ ッチ は述

べ て い る。

ま た,第 一 次 世 界 大 戦 で は,ガ ル トンが 用

い た写 真 が,新 しい偵 察 の手 段 と して 用 い ら

れ て い た が,第 二 次 世 界 大 戦 に,レ ー ダ ー と

い う装 置 が 開発 さ れ る。 マ ノ ヴ ィ ッチは,こ

の レー ダ ー が,視 覚 的 コ ミュニ ケー シ ョンの

効率 化 とい う流 れ に,大 き な意 味 を 持 って い

る と考 え る。 レー ダ ー と コ ン ピュー タの登 場

に よ って,現 実 を,い か に視 覚 的 に再現 して,

把握 す る の か とい うこ とが,新 たな 局面 を 迎

え た。 レー ダ ー に お い て,物 体 は,デ ィス プ

レイ上 に,点 と して表 示 され る。 そ れ は,位

置 を知 る た め に,そ の他 の物 体 の形 状 や 色 な

どは,必 要 な いか らで あ り,ま た,形 状 や 色

な どを表 示 す るこ とは,物 体 の位 置 を知 る こ

とを,第 一 の 目的 とす る,こ の装 置 に と って

は,識 別 の作 業 に ミス を生 じさせ る恐 れ が あ

る と され るか らで あ る。 認 知 の効 率 性 を 挙 げ

る こ とを め ざ し,コ ン ピュ ー タ は,必 要 な も

の だ け を,自 動 的 に取 捨 選 択 して,画 面 に 表

せ るよ うに な った と,彼 は分 析 す る。 そ こで

は,私 た ちの視 覚 は,も は や 「見 え る こ と」

を意 味 しな くな る。 な ぜ な ら,私 た ちの 視 覚

が 捉 え る こ とが で き な い遠 距 離 の ものや,も

と も と人 間 の 眼 で は捉 え る こ とがで きな い も

の が,コ ン ピ ュー タ に よ って,視 覚 化 され て

い くか らで あ る。 そ して,そ の視 覚 化 され た

もの を も とに,私 た ち は,判 断 を下 す よ う に

これ らの視 覚情 報 に よ る コ ミュニ ケ ー シ ョ

ンの 効 率 化 の 追 求 とい うべ き もの は,現 代 の

ポ ス ト工 業化 社会 に お いて 顕 著 に見 られ る よ

う にな って き て い る と思 わ れ る。 コ ン ピュー

タ は多 くの情 報 を 瞬時 に処 理 しデ ィス プ レイ

に次 々 に映 し出 し,人 間 は そ の イ メ ー ジ を,

で き るだ けは や く認 知 して,反 応 しな けれ ば

な らな くな って い る。 そ の た め,コ ン ピュー

タ ・ス ク リー ンに 映 し出 さ れ る視 覚 情 報 を,

情 報 処 理 装 置 と して の人 間 の視 覚 が,よ り効

率 的 に処 理 で き るよ うに して い くこ とが 目指

されて い る。そ のひ とつ の例 が,マ ル チ ・ウ ィ

ン ドウ シ ステ ムを 用 い た グ ラ フ ィカル ・ユ ー

ザ ー ・イ ンター フ ェイ ス(GUI)で あ る。 そ

して,こ の効 率 的 に視 覚 情 報 を処 理 しよ う と

い う こ と は,私 た ち の 日常 生 活 に お け る,テ

レ ビのザ ッピ ン グに も見 る こ とが で き る。 そ

こで は,必 要 な部 分 だ け を,選 択 して い くこ

とで,効 率 よ く,情 報 を得 る とい うこ とが 行

われ て い るQそ れ は,今 ま で の 映像 へ の接 し

方 と は,異 な る もの で あ る。

こ の よ うに,ロ シア構 成 主 義 か らの,視 覚

情 報 を用 いた コ ミュニ ケ ー シ ョンの効 率 化 を

推 し進 め て き た流 れ の な か に,コ ン ピュ ー タ

を とらえ ることが可能 である とい う,マ ノヴ ィッ

チ の考 察 は,視 覚 文化 を考 え て い く うえ で,

深 い示 唆 を もつ と考 え られ るの で あ る。
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