
Title ウィリアム・モリスにおけるデザイン思想の一考察

Author(s) 羽生, 正気

Citation デザイン理論. 1971, 10, p. 73-98

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/53625

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



ウ ィ リア ム ・モ リス に お け る

デ ザ イ ン思 想 の 一 考 察

羽 生 正 気

ウ ィ リ ア ム ・モ リス(WilliamMorris,1834-1896)は,ヴ ィ ク トリ ア朝 の

イ ギ リス に お い て,詩 人 ・デ ザ イ ナ ー ・社 会 改 革 家 と して 活 躍 し,広 範 で 卓 越

した 業績 を残 した 。彼 の 作 品 や活 動,特 に その 思 想 は,当 時 の 人 々 に強 い影 響

を与 え た だ けで な く,そ の鋭 い洞 察,綜 合 性,積 極 的 な社 会 参 与 の 態 度 な ど に

よ って,今 日の わ れ わ れ に も な お語 りか け暗 示 を 与 え る豊 か さ を秘 め て い る。

こ の モ リ スの 業 積 を,近 代 デ ザ イ ンの 分 野 にお い て 論 究 し,そ の始 祖 と して

黎 明期 の デ ザ イ ン史 上 に位 置 せ しめ評 価 した の は,ペ ヴ ス ナ ー(Nikolaus

Pevsner,1902-)の 不 朽 の功 績 で あ ろ う。 しか し な が ら,彼 は近 代 デ ザ イ ン

の生 誕 を論 じ るに 当 っ て,多 くの叙 述 が そ うで あ るよ うに,す で に成 立 した近

代 デ ザ イ ンの特 性 を骨 子 と して,こ れ を論 議 した 。 こ の た め,彼 が比 較 的 巨 視

的 に弾 力的 に記述 した に も か か わ らず,モ リ ス の 全体 像 を,必 らず し も充 分 に

論 究 しつ く した と は い えな い 。 今 日の デ ザ イ ンは,ペ ヴ ス ナ ー は じめ 多 くの歴

史 家 が そ の 論 述 の 枠 組 と した,合 理 的 で 経 済 的 な近 代 デ ザ イ ンの 諸 理 念 だ けで

は と うて い語 りっ くせ ない 状 況 に直 面 して い る。 そ して こ こ に わ れ われ は,現

代 デ ザ イ ンの視 点 か らの 新 しい モ リス研 究 の 契 機 を見 出 す の で あ る。

最近 の イ ギ リス の モ リス研 究 も,こ の よ うな傾 向 を もっ もの が 少 な くな い 。

わ れ わ れ は,こ の 小 論 にお い て,こ れ らを参 照 しな が ら,主 と して モ リス の講
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演 記録 や著 作 か ら,現 代 デザ イ ンの 眼 に よ っ て彼 の デ ザ イ ン思 想 の 概 要 を抽 出

し,そ の 意 義 に 触 れ た い 。 ・

1.デ ザ イ ン 思 想 の 概 要

モ リス は芸 術 を,一 応 大 き く二 つ に分 けて 考 え た 。す な わ ち,大 芸 術(greater

art)お よ び小 芸 術(1esserart)で あ る(i-iO)大 芸 術 は い わめ る純 粋 芸 術 で あ

り,絵 画 や彫 刻 を意 味 す る。 彼 は,大 芸 術 を,知 的 芸術(intellectual(i-zart),)

精 神 的芸 術(spiritualart)(1-3)な ど と別 名 で も呼 ん だ が,こ れ らは そ れ ぞれ 大

芸 術 の性 格 を物 語 って い る。 他 方,小 芸 術 は大 芸 術 に対 応 して,装 飾 芸 術(deco-

rativeart),(1-4)物 質 的 芸 術(materialart),(i-5)な ど と呼 ば れ,ま た応 用 芸

術(appliedart),(1-6)建 築 的芸 術(architecturalart),(1-7)と も称 され る 。

小 芸 術 とは,い わ ゆ る建 築 と工芸 で あ り,「 そ の 多 くは芸 術 と して 精 神 に訴 え

か け る もの で あ るが,も と も と は人 間 の 肉体 に対 して 奉 仕 す る よ うに造 られ た

もの の 一 部 で あ る 。」(i-8)っ ま り,モ リス に お け る小 芸 術 と は,肉 体 的物 質 的 機

能 を満 足 させ る た め の実 用 品 に施 さ れ た芸 術 を意 味 す る。

と こ ろ で モ リ ス は,大 芸 術 を高 度 で 純 粋 な もの と し な が ら も,そ の 社 会 的 意

(1-s)義
は うす い と言 う。 そ して その理 由 につ い て,お よ そ 次 の よ う に述 べ て い る。

大芸 術 は秀 れ た 才 能 や 高 い教 養 を必 要 と し,一 般 の 大衆 に は製 作 す る こ と も鑑

賞 す る こ と も,き わ め て難 か しい 。 ま た,ル ネ サ ンス 時 代 に,大 芸 術 家 が一 般

に無 名 性 の うち に共 同製 作 す る機 会 を失 な って 以 来,彼 らは と もす れ ば途 方 も

ない 野 心 か ら,単 な る個 人 的 な努 力 に駆 りた て ら れ る傾 向 が あ る。 その た め彼

らは伝 統 か ら切 り離 され,大 衆 との基 盤 を欠 き,そ の作 品 は い た ず らに熱 狂 的

で夢 幻 的 な ね じ くれ た もの と な る。

こ こで モ リス は,理 念 的 に は 大芸 術 の 価 値 を認 め な が ら,当 時 の 芸術 状 況 ヘ
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の批 判 か ら生 ま れ た 独 自の 芸 術 史 観 に よ って,大 衆 か ら孤 立 した それ に疑 問 を

表 明 して い る 。彼 は,大 芸 術 と小 芸 術 との 関 係 を,さ ら に次 の よ うに述 べ て い

(1-10)る
。

芸術 が健 康 で あ っ た 中世 で は,こ の 両 者 は 密 接 に融 合 的 に連 合 して お り,そ

れ らを分 け る明確 な 区別 は なん ら存 在 し な か っ た。 知 的 で 高 度 な大 芸 術 も,貧

弱 な小 芸 術 もす べ て の 人 々 に同 じ感 動 を惹 起 したbま た,よ く反 省 して み る と,

「わ れ わ れ が絵 画 や彫 刻 を小 芸 術 か ら区 別 す る の は,単 な る便 宣 以 上 の な に も

の で も な い。」 「と い うの は,… …絵 画 あ る い は彫 刻 は,も しそ れ ら が建 築 の 一

部 を形 成 す るの で な け れ ば,ほ とん ど使 い道 が ない と言 わ ね ば な ら な い か らで

あ る。 建 築 的 な感 覚 を もっ た 人 な らば,実 際 この よ う な観 点 か ら絵 や 彫 刻 を み

て い る。」 「彫 刻 の 場 合 な ど,視 覚 的 な位 置 の 高 低 や 光 の 具 合 を考 慮 し建 築 の部

分 と して 限 定 さ れ な けれ ば,単 な る玩 具 か,た だの 腕 前 の披 瀝 だ け に終 っ て し

ま う。」 「要 す る に,小 芸 術 の 完 全 な作 品 は,っ ま り芸術 の真 の構 成 単 位 は,ふ

さわ しい 装 飾 と家 具 と をす べ て 備 えた建 築 で あ る。」(ユー11)

この よ うに モ リ ス は,大 芸 術 と小 芸術 と は有 機 的 な連 関 性 に立 つ べ き もの で

あ り,そ れ らが 具 体 的 に実 現 す る に は,建 築 とい う枠 組 を 要 す る と言 う。 ペ ヴ

ス ナ ー よ,モ リ ス が以 上 の よ うに当 時 の芸 術 に お け る社 会 的 基 盤 の 脆弱 さを批

判 して,「 万 人 の た め の芸 術 」 を主 唱 し,「 建 築 の 基 本 的 な 統 一 性 の感 覚 」 を

回復 す る戦 い に立 ち上 が った こ と を高 く評 価 し,彼 に 「近 代 運 動 の 父 」 の地 位

を与 えた(1-120)

さて,こ の モ リス の 建 築 を枠 組 とす る諸 芸 術 の 有 機 的 統 合 の 思 想 は,ペ ヴ ス

ナ ー の 主 張 に も窺 え る よ うに,そ れ に よ っ て近 代 社 会 の 諸 連 関 に適 合 した,体

系 的 な秩 序 を も っ た新 しい 〈生 活 の場 〉 を形 成 す る意 図 を秘 め て い た 。 そ して

それ は後 にバ ウハ ウ ス(DasBauhaus,1919-1933)に 受 けっ が れ,機 械 に よ

る生 産 技 術 を反 映 した合 理 的経 済 的 ヴ ィジ ョ ンの も と に徹 底 化 され る に至 っ た 。

バ ウハ ウ ス の そ れ に くらべ る と,モ リス の場 合 は き わ めて 融通 無碍 で あ り,ま
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た,そ の ヴ ィジ ョ ン を異 に して い た と言 え よ う。 モ リス は,彼 の 有 名 な金 言 「有

用 だ と思 うか,美 しい と信 じる も の以 外 は,家 の 中 に置 くな」(1-13)に見 ら れ る

よ うに,混 乱 した ヴ ィ ク トリ ア朝 の 諸 情 況 を批 判 して,有 用 性 と美 の 二 っ を指

標 と して,新 しい 〈生 活 の場 〉 を形 成 しよ うと した 。彼 は こ の デザ イ ン思 想 の

基 本概 念 を,装 飾 論 にお い て 次 の よ うに考 えた 。

あ る人 が無 装 飾 の 部 屋 を好 む とす れ ば,そ の 人 は,精 神 的 に も 肉体 的 に も健

全 とは い え な い 。(1-14)装飾 は,「 理 論 的 に は な く と も よ い こ と に な る が … … こ

の場 合,そ の 品 物 は一 種 の抽 象 的 な もの と な っ て しま い,」「… ・・さ り気 な い 実 用

性(unnoticeableutility)は な く な り,天 然 痘 か猩 紅 熱 な ど の伝 染 病 菌 に汚 染

され た毛 布 の よ う な,毒 を も っ た実 用 性 が 残 る だ けで あ る。」 そ して後 者 の よ う

な有 用 性 の み に依 拠 す る 「物 質 生 活 とそ の進 歩 は,人 類 の 知 的 滅 亡 へ と向 か う。」

ま た一 方,大 芸 術 を も って 部屋 を装 飾 し よ うとす れ ば,大 芸 術 そ の も の が本 来

超 越 的 な性 格 を もっ の だ か ら,人 は そ れ に よ っ て圧 倒 さ れ,基 本 的 に 日常 生 活

の維 持 が不 可能 と な る。 も と も と動 物 と同 じよ うに休 息 を必 要 とす る人 間 と し

て は,終 日そ れ に直 面 して感 動 し続 け得 る は ず が な い 。(1-16)した が っ て,室 内

装 飾 は,固 有 の小 芸 術 によ るべ きで あ る。 そ して,む しろ健 康 な時 代 の 「職 人

は,自 分 の手 が けて い る もの を,ま っ た く意 識 的 努 力 な しに きわ め て 自然 に装

飾 した の で あ り,そ の 仕 事 の実 用 的 部 分 が ど こ まで で 終 り,ど こ か ら装飾 が は

じ まっ て い る の か を見 わ け るの は,非 常 に困 難 で あ っ た 。」(U7)

さて,以 上 の よ うに,モ リス は 〈生 活 の 場 〉 を デザ イ ンす る場 合 に,有 用 性

だ けで 計 画 す る立 場,お よ び大 芸 術 だ けで 形 成 す る立 場 を そ れ ぞ れ否 定 し,ま

た製 作 論 か ら は,本 来 有 用 性 と装 飾 が切 り離 し得 な い と して,小 芸 術 す な わ ち

装飾 の存 在根 拠 を主 張 して い る。 モ リス は こ れ を,装 飾 の機 能 の 観 点 か ら次 の

よ うに論 究 して い る。

「わ れ わ れ の 日 々 暮 す住 居 の 壁 を装 飾 す る に は
,戸 外 の 大 地 の 表 情 や,獣 達

の無 邪 気 な愛 や,自 分達 同様 に人 々 が労 働 や 休 息 に時 を過 す様 子 を,わ れ わ れ
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に想 い 起 させ るよ うな装飾 が あ れ ば充 分 だ と思 う。 装 飾 は こ れ らの もの を想 い

出 させ,い い か え れ ば こ れ らの情 景 をた や す く心 中 に創 り出 せ る よ うに,精 神

と記 憶 を働 きや す くす る。」(1-18)そ も そ も人 間 の 生 活 に は,活 発 な気 分(moodρf

energy)と 怠 惰 な気 分(moodofidleness)と い う根 源 的 な二 つ の 精 神 状 態 が

存 在 し,様 々 な割 合 で 混 合 して 支 配 して い る。 そ して,怠 惰 な気 分 に支 配 さ れ

て い る と き に,人 は芸 術 作 品 と触 れ あ うこ とで 記 憶 を 呼 び起 こ し,瞑 想 や夢 を

引 き起 こ して 充 満 して い る空 虚 を追 い払 い,そ れ らで 精 神 を満 たす こ と に よ っ

て 気 分 転 換 を果 し,そ の結 果,活 発 な気 分 に移 行 出 来 る 。(i-is)

わ れ わ れ は,こ の モ リ スの 装飾 の 機 能 に関 す る説 明 に よ って,彼 が装 飾 に求

め た存 在 根 拠 を よ り詳 し く知 る こ とが 出来 る。 す な わ ち,す で に彼 は望 ま しい

く生 活 の 場 〉 の 存 在 表 象 を,さp気 ない 実 用 性 と して表 現 した が,こ の 概 念 は,

実 用 品 の造 形 的 特 徴 そ の もの が さ り気 な い こ と を意 味 す る の で は な く,そ の造

形 的 特 徴 が,気 分 転 換 と い う心理 的 機 能 の た め の 契 機 と な る こ とを意 味 して い

る。 っ ま り,さ り気 ない 実 用 性 と は,実 用 品 とそ れ に関 わ る主 体 者 との 関係 に

お い て,一 見 無 駄 で は あ るが,そ こ に然 るべ き装 飾 を介 入 す る こ と に よ って,

そ の 関 係 を調 整 す る機 能 構 造 自体 を意 味 して い る。 こ の よ う にモ リ ス が生 活 に

対 す る総 体 的 な心 的 状 態 を更 新 し再 生 す る機 能 を装 飾 にみ た こ と は,ぎ わ め て

興 味 深 い 。 た だ これ に よ って,モ リ ス が装 飾 に,心 理 的 有 用 性 か らの単 な る視

覚 調 整 だ け を望 ん だ と は言 え な い。 一 方 で 彼 は,そ の 機 能 連 関 が さ り気 な い こ

と を望 み,他 方,装 飾 を契 機 と して 人 々 が想 い起 こす 内 容 につ い て,そ れ が生

の基 本 的 情 景 で あ る こ とを要 求 して い るpこ の こ とは,装 飾 の機 能 プ ロセ ス が,

収 斂 す るべ き一 定 の方 向 を もっ て い た こ とを 意 味 す る。 こ の 点 につ い てモ リス

は さ ら に次 の よ う に論 を展 開 して い る。

す ぐれ た装 飾 は,「 模 倣 的(imitative)で あ る よ り も,む しろ暗 示 的(sugges-

tive)で な け れ ば な ら な い。」(1-20)「も し装 飾 が 科 学 的 表 現 に よ っ て正 確 に題 材

を再 現 す れば,人 は苦 労 の 多 い現 実 と直 面 し な け れ ば な らな く な り,自 分 の住
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居 で の や す ら ぎ を破 られ る。」(1-21)また,装 飾 は一 般 大 衆 が そ れ と関 わ る も ので

あ り,そ のRに 想 像 力 が生 き生 き と展 開 す るた め に は能 力的 な限 界 が 予 想 さ れ

る か らで あ る。 な お,こ の こ とは,人 々 が装 飾 を享 受 す る場 合 だ け で な く製 作

す る場 合 に も妥 当 す る。(1-22)そ して,こ の よ うな 表 現 に お け る限 定 が 装 飾 に

独 自 な性 格 を与 え,そ れ が さ らに小 芸 術 に秩 序 と必 然 性 とい う限 界 を付 与 す る 。

さ らに,も し装 飾 芸 術 の秩 序 と必 然 性 との 限 界 を課 せ られ な が ら,そ こで職 人

が,自 力で 考 え工 夫 努 力す る こ とに よ っ て,そ れ に魂 を与 え な か っ た と した ら,

大衆 の 日常 生 活 は,活 気 な く退 屈 な もの と な る に ち が い な い 。(1-23)

さて こ こ で,モ リス は,す で にみ た装 飾 を契 機 と して 人 々 が想 起 す る像 の 内

容 に対 す る 限定 に加 え て,日 常 生 活 の性 格,お よ び その 主 体 者 で あ る大 衆 の製

作 な ら び に享 受 の 能 力 を顧 慮 し,表 現 上 の 限 定 を与 えて い る 。 そ して,こ の よ

う な限 定 は,モ リ ス に よ れ ば,製 作 な らび に享 受 の 自由 を束 縛 す る障 害 で は な

く,そ の よ うな 行 為 お よ び そ の所 産 に秩 序 と必 然 性 を与 え,む しろ後 述 す る よ う

に想 像 力 を生 き生 き と展 開 させ,自 発 的 に工 夫 努 力 す る こ と を促 進 す る。 この

よ う に,装 飾 の 性 格 が そ れ に関 わ る行 為 の特 質 か ら論 じ られ る点 は,モ リ スの

デ ザ イ ン思 想 の 特 色 の 一 っ で あ る。 モ リ ス 自 身,以 上 の 装飾 の性 格 を 「道 徳 的

性 格」(1-24)と呼 び,ま た,そ れ らを整 理 して,秀 れ た 装 飾 が 「美,想 像 性,秩

序 」(i-zs)の三 っ の 性 格 を もっ と して,次 の よ うに 説 明 して い る。

第1の 「美 」 につ い て は,す ぐれ た装 飾 が美 し いの は 自明 の こ とで あ る。 第

2の 「想 像 性 」 に関 して は,ど の よ うな 装飾 で あ れ,そ れ が 美 しけ れ ば,そ こ

に は そ れ を造 る際 の,た だ一 回 き りだ とい う製 作 者 の 生 命 的 な興 奮 が み て とれ

るは ず で あ る。 そ して そ れ は 外 形 の 模 倣 に よ っ て 得 られ るの で な く,製 作 者 の

内面 か ら魂 の 中 か ら湧 き出 て 来 るの で な けれ ば な らず,そ れ を可 能 に す るの が

想 像 力で あ る 。 第3の 「秩 序 」 にっ いて は,「 こ れ な し には,美 も想 像 性 も視

覚 化 さ れ な い。 … … そ れ は,あ い ま い さ に対 す る 壁 で あ る と同 時 に,想 像 力 を

導 き入 れ る ドア で あ る。」(1-26)そ して,こ れ ら三 っ の 性 格 を,製 作 者 が実 際 の装
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飾 行 為 に実 現 す る方 法 が,い わ ゆ る便 化(convention)で あ る。 す な わ ち,便

化 とは 「人 々の 精 神 に,自 然 の 一 部 だ け で は な く,そ れ を超 えて あ る と こ ろ の

多 くを 想 い起 こ させ る よ うに,あ る美 しい 自然 の形 態 を見 出 す こ とで あ る。(1-27J)

こ こで モ リス は,装 飾 美 を,装 飾 の性 格 に由 来 す る秩序 に従 っ て,製 作 者 が

想 像 力 を 自 由 に展 開 させ るこ とに よっ て,自 発 的 な工 夫 拏 力 をす る際 の,生 命

的 な興 奮 に見 出 して い る 。 ま た,享 受 の 立 場 で は,こ の よ うな美 しい装 飾 が,

装飾 の 性 格 か ら由 来 す る限定 に よ って 享 受 者 の 想 像 力 に契 機 を与 え,そ れ 自体

を超 え た さ ま ざ ま な生 の基 本 的情 景 を 中心 と した 想 念 を抱 かせ,気 分 転 換 させ

る と した こ と は,き わ め て興 味 深 い。 そ して,わ れ わ れ は こ こ に,す で にみ た

〈生 活 の場 〉 にふ さわ しい存 在 表 象 と して の さ り気 な い 実 用 性 が,こ の よ うな

装 飾 の 機 能 構 造 と想 像 内 容 の 方 向 性 に よ っ て,は じめ て 可 能 と な る こ と を確 認

出 来 る 。

さて,以 上 の モ リス の 装飾 論 は,主 と して 彼 の も っ と も得 意 と したパ タ ー ン

・デザ イ ン に基 づ くも ので あ っ た 。 わ れ わ れ は,次 に,さ ら に一 般 的 な小 芸 術

論 につ いて 触 れ,す で に抽 出 した 思想 との 関 係 か ら,彼 の デ ザ イ ン思 想 の構 造

を探 索 した い 。

「あ らゆ る材 料 は,… …職 人 が その 範 囲 内 で働 か ね ば な ら な い一 定 の特 殊 な

限 界 を設 け る。 … … こ の よ うな限 界 は,ど の よ うな工 芸 に お い て もそ の美 を妨

げ は しな い し,… … 逆 に職 人 を煽 動 し,そ の遂 行 を助 け る。 こ の よ う な限 界 を

面倒 が る入 は,職 人 に 生 まれ つ いて い な い … … 。」(1-28)「… … 日 常 生 活 用 品 に

どの よ う な芸 術 が施 さ れ よ うと も,そ れ は扱 わ れ た 材料 か ら,自 然 な無 理 の な

い方 法 で 展 開 され るの で な けれ ば な らな い 。 こ の結 果 出 来 た もの は,他 の い か

な る もの か ら も,得 る こ との出 来 な い もの に な る はず で あ る 。」!i-zs)

こ こで モ リス は,材 料 に存 す る 自然 必 然 性 や,そ れ に即 した 一 定 の 加 工 法 が,

す で にみ た 装飾 論 に お け る諸限 定 と同様 に,製 作 者 の 想 像 力 や 自発 的 な工 夫 努

力 を喚 起 す る と主 張 しで い る。 これ に よ っ て わ れ わ れ は,モ リス が一 般 的 なデ
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ザ イ ン につ い て も,す で にみ た パ タ ー ン ・デ ザ イ ンに お け る装 飾 論 と き わ めて

近 似 した構 造 に よ っ て把 握 して いた こ とを推 量 出 来 る 。 ま た,こ こで 自発 的 な

製 作 行 為 に よ っ て こ そ,そ の 所 産 の 多様 性 や独 創 性 が保 証 さ れ る と主 張 して い

るの は興 味 深 い 。 とこ ろ で モ リス は,小 芸 術 にお け る一 般 原 理 と して,も の の

目的 お よび それ に応 じた 表象 にっ い て,次 の よ うに述 べ て い る。

「容 器 は
,そ の 目的 に 都合 の よい形 で な け れ ば な ら な い。」(1-30)また,日 常 の

仕 事 に供 され る,椅 子,卓 子,机 な どの,日 用 家 具(work-a-dayfurniture)

は,「 上 手 に製 作 され,よ い 釣 合 を もっ こ とは 勿 論 だ が,ま た 出来 る限 り単 純

で あ る こ と を要 す る。」(1-31)これ に くらべ,飾 り棚 や各 種 収 納 家 具 な どの,飾 り

家 具(state-furniture)は,「 有 用性 の た め と同 時 に,美 の た め の もの で あ る

こ と を要 す る。 こ れ らに装 飾 をお しむ こ とは ま っ た く な い。」(1-32)

こ こ で モ リス は,〈 生 活 の場 〉 を構 成 す る諸 々 の 日常 生 活 用 品 には,そ れ ぞ

れ 個 々 の使 用 目的 が あ り,そ の 目的 に合 致 す る よ う に,有 用 性 と美 にっ い て,

それ ぞ れ に応 じ た表 象 を もっ べ き こ と を主 張 して い る。 た だ この 際 に,彼 が ど

の よ う に して そ れ ぞ れ の もの の使 用 目的 を判 定 し,ど の よ う に して その 目的 に

適 合 した表 象 を与 え た か とい う点 は詳 らか で な い 。 この 点 につ い て,ラ ス キ ン

(JohnRuskin,1819-1900)は,主 と して 鑑 賞 の 立 場 か ら,秀 れ た装 飾 が そ

の 目的 に合 致 し,そ の場 所 に適 合 した表 象 を持 つ と し,建 築 の フ ァサ ー ドの よ

うな重 要 な場 所 に は,高 度 な 自然 的 な装 飾 を要 し,よ り意 義 の 低 い場 所 に は,

ジ グザ グ模 様 な ど の抽 象 的 な装飾 を付 す べ きだ と 考 え た(1-330)モ リ ス は,こ の

ラ スキ ンの 説 に影 響 され た の だ ろ う と想 像 さ れ る 。 しか し彼 が一 般 に ラ ス キ ン

と異 な り実 践 家 で あ り,ま た す で に装 飾 論 にみ た行 為 連 関 か らの 発 想,そ して

モ リス の思 考一 般 に随 所 に窺 え る経 験 的 判 断 な どか ら,わ れ われ は,こ の 点 に

つ いて モ リス が 次 の よ う に考 え たの で は ない か と推 量 す る。 す なわ ち,モ リス

は,も の の 目的 と そ れ に適 合 した表 象 を 考 え る際 に,ラ ス キ ンの よ うな審 美 的

観 点 の ほ か に,そ の もの に関 わ る使 用 行 為 な らび に製 作 行 為 お よ び伝 統 的 手 法
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な ど を経 験 的 に反 省 し,直 観 的 に そ れ ら を判 定 し た と考 え ら れ る 。 この こ と は,

もの と関 わ る個 別 的 な 〈行 為 の場 〉 を 経験 的 に判 定 し,そ れ に適 合 し た表 象 を

想 起 した と もい い換 え得 るで あ ろ う。 そ して,も ちろ ん,建 築 を 枠組 と し た諸

芸 術 の 有 機 的統 合 を 旨 と した モ リス と して は,こ の際 に,〈 生 活 の場 〉 全体 の

ヴ ィジ ョ ン を勘 案 しな が ら,個 々 の 〈行 為 の場 〉 を判 定 し構 想 した こ とが 考 え

られ る 。

さて,以 上 の よ うに,わ れ わ れ は,モ リス の デ ザ イ ン思 想 の構 造 を論 究 して

来 た の だ が,こ れ らを 次 の よ うに整理 要 約 出 来 る で あ ろ う。

モ リス は,ラ フ ァエ ル 前派(Pre-RaphaelitBrotherhood)に 影 響 され た と

思 わ れ る芸 術 史 観 に よ って,ヴ ィク トリア朝 の 諸 情 況 を批 判 した 。 そ して,建

築 を枠 組 と して 諸芸 術 を統 合 す る こ とに よ り,新 し い近 代 社 会 に適 合 した秩 序

あ る,〈 生 活 の場 〉 を樹 立 し ょ うと した が,こ の よ うな態 度 は近 代 デ ザ イ ンに

重 要 な影 響 を与 えた 。 彼 は,新 ら しい秩 序 を,も の と人 間 との 関係 の 調 和 に求

め,特 に も の に関 わ る行 為 を反 省 し,そ こ に彼 独 自の 規 範 を 求 め,そ れ に よ っ

て さ り気 な い 関係 を 目指 した。 そ して,有 用 性 と装 飾 美 の二 概 念 を指 標 と す る

合 目的 的 な形 成 の うち に,望 ま しい表 象 を導 く こ と に思 い 至 った が,彼 は これ

を伝 統 的 な 手 工 芸 に お い て実 現 す るべ きだ と考 え た。 つ ま り彼 は,機 能 性 と造

形 性 を,分 析 し構 成 的 に綜 合 す るので な く,き わ め て 有機 的 融 合 的 な手 工 芸 に

よ る個 人 的統 括 へ と向 か っ た。 そ して,こ れ を現 実的 な基 盤 と して,モ リス は

装 飾 論 を 中 心 と した。 人 間性 豊 か な デ ザ イ ン思 想 を展 開 した 。

し か し,こ う した彼 の成 果 は,近 代 デ ザ イ ン に対 し,材 料 の 自然 必 然 性 に即

した 加 工 法,機 能 的 連 関 にお け る合 目的 的 形 成,教 育 にお け る手 工 芸 の重 視 な

ど,部 分 的 に抽 出徹 底 化 され た形 で影 響 を与 え た に と ど ま り,一 般 的 には歓 迎

され な か っ た。 そ して,新 しい 〈生 活 の 場 〉 の 形 成 に対 す る彼 の 基 本 的 態 度へ

の 賛 同 と は う らは ら に,彼 の機 械 生 産 へ の 疑 問 や 装飾 必 然 説 は,む しろ近 代 デ

ザ イ ンに よ っ て敵 視 され さ え した 。 ま た,わ れ わ れ が み て きた彼 の デ ザ イ ン思
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想 は,1860年 頃 に始 ま る彼 の 実 践 活 動 を通 じて蓄 積 さ れ た経 験 を主 に,1870年

代 後 半 か ら90年 代 初 期 に か けて,彼 の理 想 の デザ イ ンへ の 仰 望 を併 せ て 形 成 さ

れ た もの で あ り,そ れ だ け に飛 躍 や 矛 盾 も見 て と られ ,精 密 な体 系 的 思 想 とは

い い莫隹い 。

とは い え,な お現 代 デ ザ イ ン に と って,彼 の デ ザ イ ン思 想 は,そ の 全体 像 に

よ っ て鋭 い 問 と暗 示 を投 げ か け て い る と考 え られ る。 われ わ れ は,ひ きっ づ き,

デ ザ イ ン思 想 の基 盤 と な る,彼 の 態 度,ヴ ィ ジ ョ ン,思 考形 式 な どを論 究 した

い0

2.ヴ ィ ク ト リ ア 朝 の 社 会 と モ リ ス,お よ び,彼 の ヴ ィジ ョン

さて,前 出 の モ リス の金 言,「 有 用 だ と思 うか,美 しい と信 じ る もの 以 外 は,

家 の 中 に置 くな」 は,す で に述 べ た意 味 の他 に,ヴ ィ ク トリア朝 の 〈生 活 の場 〉

を徹 底 的 に浄化 す る意 図 が含 まれ て い た。 っ ま り,彼 は,実 際 の デ ザ イ ン活 動

を通 じて,有 用 性 と美 と の二 つ の概 念 を指 標 と して 秩 序 あ る 〈生 活 の場 〉 を形

成 し,そ れ に よ って ヴ ィク トリア朝 の現 実 を 除 々 に改 変 す る こ とだ け を 目指 し

た ので は なか っ た 。 彼 の,ヴ ィク トリ ア朝 社 会 に対 す る改 変 の 意 志 は さ ら に根

本 的 な も の で あ り,単 純 化 は その 方 法 で も あ っ た 。 こ の点 にっ いて,彼 は 次 の

よ うに述 べ て い る。 「生 活 の 単純 さは簡 素 な趣 味 を育 て,… … そ れ こ そ が われ

わ れの 待 望 して い る,新 しい よ りよ い芸 術 の 誕 生 の た め に 必要 なの で あ る。」(2薗1)

わ れ わ れ は こ の節 で,こ れ まで 見 て 来 た彼 の デ ザ イ ン思 想 の根 底 に あ る基 本

的 な構 造 を概 略 的 に知 るた め に,モ リス の ヴ ィク トリ ア朝 社 会 へ の 関 与 と,彼

の 行 動 の ゆ く手 に存 在 した と考 え られ る ヴ ィ ジ ョ ン にっ い て触 れ た い。1874年

3月 の 書 簡 に は,は や く もこ の よ うな基 本 的 態 度 の ひ な型 が窺 え る。

「月 曜 日に は
,ど こかへ 逃 げ だ した い と思 わず に お れ ませ んで した 。 六 月 の
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よ う に蒸 し暑 く,そ れ に イギ リス で は お き ま りの あ の重 苦 しい 空 気,こ ん な 日

に街 は ま っ た くお話 し に な りませ ん。 快 よ い香 り ど こ ろ か,す ぐに あの特 殊 な

汚 物 の悪 臭 が む っ と く るの で す 。 きっ と,も し人 間 が70年 で は な く500年 も生

きる の だ っ た ら,こ ん な胸 の悪 く な る よ う な と こ ろ を避 け,も っ と よ り よい 生

活 の方 法 を発 見 しよ うとす る こ とで し ょ う。 だ が 今 の と こ ろ,誰 も そ の よ うに

しよ う と は しませ ん 。 か く文 句 を い う私 も,そ の 組 で す が … … 。 け れ ど も想 像

して ご ら ん な さい 。街 か らほ んの5分 も歩 け ば ゆ け る 田舎 で,庭 園 や緑 の 野 原

にか こ ま れ な が ら,人 々 が小 さ な村 で 生 活 して い る こ と を。 そ して これ とい う

必 要 な もの,た と え ば家 具 や 召 使 い な ど も ろ く に も たず に,た だ生 活 を楽 しむ

技 術(artsofenjoyinglife)を 身 にっ けて お り(実 は これ が難 しい),そ の た

め か え って 彼 らが 真 に必 要 な もの を適 確 に見 い だ して い る様 子 を。 だ か ら私 は

考 え るの で す 。 〔望 ま しい〕 文 明 がす で に実 際 に始 ま っ て い る と考 えて よ い の

で は ない か と。 … …」(2-2)

この 書 簡 に お い て,モ リス は彼 の ヴ ィ ク トリ ア朝 の現 実 に対 す る反 揆 と,ヴ

ィジ ョ ン と して の 自然 に即 した 〈生 活 の場 〉 を,単 な る 日常 的 感 慨 や夢 想 で あ

るか の ご と く淡 々 と述 べ て い る。 しか し,形 成 期 に お け「る彼 の 自然 へ の深 い 関

わ りや,青 年 期 の ラ フ ァエ ル前 派 か らの影 響 は,い か に この 基 本 的 構 造 が彼 の

生 涯 に わ た っ て 身 近 か な もの で あ っ た か を,充 分 予 測 させ る。 勿 論,ど の 程 度

この基 本 関 係 が厳 密 に彼 の 行 動 を支 配 した か は,そ れ ぞ れ の 時 期 に よっ て異 な

るで あ ろ う。 そ して,お そ ら くこの 基 本 搆 造 は,70年 代 後 半 か ら80年 代 の,き

わ め て精 力的 で ラデ ィカ ル な社 会 運 動 との 相 互 作 用 を経 て,1890年 の 「ユ ー ト

ピア物 語 」(NewsfromNowhere)に 結 晶化 した と考 え ら れ る 。

さて,モ リス が 活躍 した ヴ ィク トリア朝 イ ギ リ ス は,周 知 の よ う に18世 紀 後

半 以 降 の 産 業 革 命 に よ る大 規 模 な変 革 が よ うや く社 会 的 に定 着 し,未 曽 有 の 物

質 文 明 を 出現 させ た 時 代 で あ る。 新 し く興 起 した 都 市 産 業 資 本 は,機 械 生 産 と

金 融 経 済 に よ り,旧 来 の 農 村 中心 の土 地 経 済 を駆 遂 し,社 会 の 主 要 な構 造 を一
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新 した。 新 し く社 会 の 主 人 公 とな った 都 市 工 場 主 を 中心 とす る 中産 階 級 は,従

来 の 封建 身 分 制 度 に か えて,彼 ら,お よび 彼 ら に同 調 す る貴 族 僧 侶 ら,ま た彼

らに経 済 的 に従 属 す る労働 者 階 級 よ り成 る,新 しい ヒエ ラル キ ーの 頂 点 に君 臨

した 。彼 らの 態 度 は著 し く現 世 主 義 的,物 質 主 義 的 で あ り,そ の 信 条 は 自由競

争 に よ る無 限 の 自 己繁 栄 で あ った が,折 か らの 科 学 技術 の発 達 や,進 化 論 や 自

由主 義 経 済 な どの 諸 学 説 も,彼 ら に よ っ て 自己 中心 的 に解 釈 され,か くて 彼 ら

の論 理 は社 会 の 中 心 思 潮 と な る'に至 っ た。

さて,こ の よ うな ヴ ィク トリア朝 社 会 の 現 実 に対 し,モ リス は先 述 の基 本 構

造 の も とで,主 と して 二 様 に 参 与 した 。 す な わ ち,デ ザ イ ン活 動 と,社 会 改 革

運 動 で あ る。

急 激 な社 会 の 変 化 は,当 然 の こ と なが ら文 化 面 に影 響 を及 ぼ した。 か って,

手 工 技 術 は時 代 に適 合 した 様 式 に対 応 して 来 た が,今 や その 社 会 的 基 盤 を喪 失

し,利 益 追 求 主 義 の機 械 生 産 は,そ の 自己 目的 の追 究 に 熱 中 す る あ ま り,過 去

様 式 の便 宣 的折 衷 に終 始 し た。 人 々 の 関 心 は現 実 に集 中 され,人 々の 精 神 生 活

は危 機 に さ ら さ れ た が,美 へ の 関 心 は,混 乱 の う ち に も特 異 な形 で 繁 茂 して い

た 。 エ リザ ベ ス ・ア ス リ ン は,こ の 現 実 的物 質 的 な潮 流 の 中 に も,教 養 を 欠 き,

物 質 や 平 凡 さ に縛 られ たphilistineを 軽 蔑 し,精 神 的 芸 術 的 価 値 を理 解 す る

aestheteを 尊 重 す る美 意 識 運 動(TheAestheticMovement)が 存 在 した と し

て,最 近 同 名 の著 書 で 紹 介 して い る・(2-3)世紀 の は じめ に移 入 さ締 ・e・th・…

とい う言 葉 は,世 紀 中 頃 に は き わめ て 広 範 に多 義 的 に使 わ れ,少 な くと も1880

年 ま で に は芸 術 上 の 動 向 と な り,大 陸 の ア ー ル ・ヌ ー ヴ ォー の 先 駆 と な っ た 。

ジ ェー ムス ・レ イバ ー は,ヴ ィ ク トリア朝 以 前 お よび 初 期 ヴ ィ ク トリ ア朝 の

趣 味 と,中 期 あ る い は高 期 ヴ ィ ク トリ ア朝 の趣 味 を 区 別 して い る。 前 者 が現 実

の 生 活 苦 と混 乱 を反 映 し,著 し く逃 避 的 で 感 傷 的 で あ り,そ こで の芸 術 が慰 安

と して卑 小 化 して い た の に反 し,後 者 は耒 曽 有 の 繁 栄 を誇 る中産 階級 の 思 潮 を

反 映 し,俗 物 的 で 悪 趣 味 で あ っ た が,他 方 現 実 に お い て展 開 した エ ネ ルギ ー が
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独 創 的 な芸 術 的所 産 を も た ら した と して,後 者 を評 価 して い る。(2-4)

モ リス が は じめ て 家 具 や 装飾 を は じめ た 時,こ の よ うな ヴ ィク トリア朝 の 混

乱状 況 に挑 戦 す る意 図 が あっ た と い う説 は,今 日で は 彼 を め ぐる神 話 の 勇 み 脚

で あ る と され て い る 。 そ れ は,彼 の さ し迫 ま っ た現 実 的 な 必 要 性 や,ロ マ ンテ

ィ ッ ク な中世 趣 味 や,素 人 的 な 自主 製 作 な ど に よ り成 り立 って い た が,こ れ ら

はむ しろ個 人 的 契 機 と考 え られ る。 しか し,そ の 成 功 は,彼 お よび仲 間達 に,

彼 らの 個 入 的 所 産 の 社 会 的 意 義 を感 知 させ,そ して モ リス らの 商 会 が生 ま れ た 。

初 期 の 商 会 は,こ の よ う なメ ンバ ー の 個性 や ア マ チ ュ ア リズ ム に よ って 特 色 づ

け られ るの だ が,い つ まで も中世 趣 味 に埋 没 し,ア マ チ ュ ア リ ズ ム に甘 ん じて

い た わ けで は な か っ た 。彼 ら は次 々 に技術 を習 得 し,他 の ゴ シ ック復 興 主 義 の

建 築 家達 の 動 向 を注 目 し,彼 らに平 行 した路 線 を歩 ん だ 。 ワ トキ ンソ ンは ゴ シ

ッ ク復 興 運 動 の 意 義 を,そ れ が初 期 の感 傷 的空 想 的 郷 愁 的 歴 史 主 義 を脱 皮 して,

広 く社 会 一 般 に対 す る批 判 の礎 へ と変 様 し た と指 摘 して い るが,(2-5)モ リ ス ら

の 商 会 は,こ の展 開 を着 実 に踏 ん だ 。1860年 代 に は,ゴ シ ッ ク風 家 具 が流 行 し,

高 期 ヴ ィ ク トリ ア朝 様 式 の成 立 をみ た 。

トンプ ソ ン に従 え ば,モ リ ス は高 期 ヴ ィク トリ ア朝 の 力 強 い 潜 勢 力 に,時 代

に適 合 した 新 しい様 式 の確 立 を期 待 して い た 。(2-6)そ して 彼 は,み ず か ら試行

錯 誤 の 中 に数 多 くの 工芸 技術 を体 得 し,時 代 や 社 会 の 要 請 に対 す る独 自の観 点

の も と に そ れ らを駆 使 す る こ とに よ っ て,高 期 ヴ ィク トリ ア朝 様 式 の形 成 に参

与 した 。 モ リス の 最 も成 熟 した時 期 の作 品 に は,入 念 で荘 重 な豊 麗 さ,(2-7)空

間 性 よ り も平 面 の 質 を重 んず る構 成,(2-8)一 部 屋 に数 多 くの 家具 を配置 す る点 や陶

器 な ど装 飾 品 の 羅 列 な ど,(2-9)一般 の高 期 ヴ ィク トリア 朝 の室 内 装飾 と共 通 す る

要 素 が あ った 。 た だ両 者 の相 違 は,一 般 的 な室 内 装 飾 が新 興 中 産 階 級 の無 邪 気

な 自 己顕 示 欲 か ら,し ば しば グ ロテ ス ク な表 象 を もっ に 至 った の に反 し,モ リ

ス の作 品 に は,望 ま し い 〈生 活 の場 〉 を念 頭 に お い た独 自の 統 括 と,真 摯 な技

術 が存 在 し,そ こ に秩序 あ る健 康 さ を保 持 した点 に あ っ た 。 そ して,も はや 一
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般 の 様 式 が 活 力 を失 な っ た後 期 ヴ ィ ク トリア朝 に お い て も,彼 の 独 自性 は持 続

され,洗 練 の 度 を 増 した。

こ う した 中産 階 級 とモ リス の 趣 味 に お け る平 行 関 係 や ,彼 が金 持 に しか 買 え

ない 高 価 な一 品 製 作 を な した 事 実 か ら,彼 に は大 衆 に安 価 で ま い 品物 を提 供 す

る意 志 と努 力 が な か っ た,と す る説 は,今 日で は し りぞ け られ て い る」240)こ

の よ うな誤 解 の 原 因 は,彼 が正 し く時 代 の人 間 で あ り,理 想 の デ ザ イ ンの 実 現

の た め に,積 極 的 に社 会 に参 与 した 結 果 で あ った 。 っ ま り,彼 は,時 の 中 産 階

級 とそ の現 実 的 な 態 度,精 力的 な行 動 力 を分 か ち合 っ て いた の で あ り,現 実 社

会 に直 面 して 自 己 の信 条 を実 現 す る た め に は,時 に は 高価 な一 品 製 作 をす る こ

と もや む を 得 な か った 。(2-11)そ して また,時 に は彼 の 質 の よ い も のへ の欲 求 が,

この よ うな現 実 的 な方 法 論 を超 え高 揚 した こ と も あ る だ ろ う が,そ れ とて も彼

が大衆 に安 価 な良 質 の 製 品 を提 供 す る態 度 と同 じ根 か ら発 した の で あ り,事 実

モ リス 商 会 の展 開 は,質 を堅 持 す る た め に き わ め て ゆ る や か で あ った が,安 価

で 良質 な も の の 生 産 に 向 っ て着 実 に進 ん だ 。60年 代 の サ セ ッ クス椅 子 や 壁 紙 の

生 産,70年 代 以 降 の テ キ ス タイ ル の生 産,受 注 生 産 かち 多量 見 込 み 生 産 へ の移

行 を決 定 づ け た1875年 の 商 会 の 改 組 な ど は,こ の 動 向 を雄 弁 に語 る もの と い え

よ う。

以 上 の,デ ザ イ ン活 動 にお け るモ リス の 態 度 に,わ れ われ は,彼 の ヴ ィ ク ト

リ ア朝 社 会 へ の きわ め て 積極 的 な参 与 を み た ので あ る が ,こ の 姿 勢 は,彼 の 社

会 改 革運 動 にお い て さ ら に端 的 に窺 え る 。 モ リス は,ヴ ィ ク トリ ア朝 の現 実 に

対 し,様 式 の混 乱 と諸 悪 の根 底 に あ って そ の 原 因 と な っ て い る,根 本 的 な理 由

につ い て 大 略,以 下 の よ うに 考 えた 。

ヴ ィ ク トリア朝 社 会 の制 度 は,た え ま な い 戦 争 状 態 と も い うべ き競 争 を そ の

基 盤 と して い る 。 こ う した競 争 は,つ きっ め れ ば,あ る人 の利 益 が 必 らず 他 人

の 損 失 の上 に成 立 す る もの で あ り,さ も な け れ ば競 争 に敗 れ る ,と い うこ とを

意 味 す る。(2'12)国際 競 争 は,武 力 に訴 え て も他 国 に市 場 を求 め る傾 向 が あ る。
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また 資 本 家 相 互 の競 争 は,市 場 獲 得 の 安価 生 産 を導 き,そ の結 果 偽 りの 商 品 が

横 行 し,ま た労 働 者 の 生 活 が圧 迫 され,(2-13)労 働 者 相 互 の 争 い を生 む 。

こ ご こ で モ リス は,ヴ ィ ク トリ ア朝 の 社 会 が,生 産 手段 を独 占 す る資本 家へ の

商 業 主 義 的 隷属 に よ っ て 支 配 され て お り,そ の 制 度 そ の も の が労 働 者 の 生活 を

圧 迫 し,粗 悪 品 を生 む と批 判 した。 そ して,こ う した 自由 競 争 と実 質 的 な隷 属

関 係 との 矛 盾,そ こ に あ る不 合 理 性 と非 倫 理 性 に対 す る反 揆 か ら,モ リス は資

本 主 義 制 度 その も の の変 革 を 目指 して,社 会 主 義 運 動 に身 を投 じた 。(2-14)

モ リス の 政 治 的 活 動 は,1876年 の 「東 方 問題 協 会」(EasternQuestionAs-

sociation)へ の参 加 に始 ま る。この 年,ト ル コ人 に よ る ブ ル ガ リア の キ リス ト

教 徒 虐 殺 事 件 が起 り,協 会 は キ リス ト教 的 人 道 主 義 の 立 場 か ら,ト ル コ に宣 戦

す べ しと して組 織 され た。 この事 件 は結 局,モ リス らの反 対 に も か か わ らず,

帝 国 主 義 的 利 益 を重 視 した一 派 の,武 力 を背 景 と した 外 交 政 策 の 勝 利 に終 っ た 。

わ れ わ れ は,こ の モ リ スの 行 動 に,彼 の 社 会 主 義 が キ リス ト教 的 人 道 主 義 を基

盤 に して い た こ と,従 って ラス キ ンや カー ラ イ ル ら と思 想 的 に連 らな っ て い た

こ と を見 出 せ る。 しか し,1880年 代 中 期 に,本 格 的 な 社 会 主 義 運 動 に従 事 した

際 に は,彼 は,当 時 有 力 と な りつ つ あ っ た い くつ か の運 動 団 体 の う ち,も っ と

もマ ル ク ス 主 義 の 濃 厚 で あ った 社 会 民 主 連 盟(S。cialDemocraticFederati。n)

に属 し,有 力 な リ ー ダ ー と して 活 躍 した。 入 会 当 時 の 彼 の 心 境 を綴 っ た一 文 で,

彼 は 自分 の 経 済 学 に対 す る不 明 を卒 直 に認 め,ス ミス,リ カ ル ド,マ ル クス な

ど を苦 労 しな が ら勉 強 した と告 白 して い る。(2-15)われ わ れ は この告 白 にお い て,

モ リス の 社 会 主 義 の一 般 的 傾 向 と,ラ ス キ ンや カ ー ラ イ ル の よ うな思 想 家 にみ

られ なか っ た積 極 的 な行 動 力 を認 め るこ とが 出 来 る。 ワ トキ ンソ ン も指 摘 す る

よ う に,現 実 の必 要 に対 して常 に潔 く立 向 い,そ れ に邁 進 した 。(2-16)彼は 連 盟

の 機 関誌(Commonweal)に 論 文 や創 作 を寄 稿 す る だ け で な く,し ば しば会 合

一や講 演 に 出席 し
,ま た 街 頭 演 説 に立 った 。1880年 代 の 後 半 に は,彼 の エ ネ ル ギ

ー は 大 巾 に運 動 に傾 注 され
,他 の活 動 は い くつ か の 翻 訳 と少 量 の デザ イ ン を生

一87一



ん だ に と ど ま る。 彼 は,運 動 の 費 用 が欠 乏 す る と,執 着 を こめ て 蒐 集 して 来 た

古 書 を も あ っ さ り と手 放 す程 熱 心 に活 動 した 。

1884年 に は,連 盟 内部 の運 動 方針 に関 す る対 立 が激 化 し,モ リス は脱 会 して

新 し く社 会 主 義 者 同 盟(SocialistLeague)を 結 成 した 。 そ の 当時,社 会 主 義

運 動 が 活 発 化 し た背 景 に は,70年 代 後 半 か らの 深 刻 な 社 会 不 況 が あ った 。 こ の

不況 は,イ ギ リス が繁 栄 に酔 い痴 れ て い る 問 に,電 気 や化 学 の分 野 で組 織 的 な

開発 を続 け て来 た ドイ ツ や ア メ リ カが 著 しい経 済 躍 進 を果 し,市 場 競 争 にお い

て イ ギ リス が もは や その 海 軍 力 を背 景 に して さ え,か っ て の優 勢 を保 持 出来 な

くな っ た こ とに よ って い た。 こよ う な不況 は,社 会 主 義 運 動 の 方 法 論 を,一 方

で は未 組 織 労 働 者 をや み くも に組織 す る組 合 工 作 へ,他 方 で は,暴 力 に よ る直

接 行 動 へ と向 か わせ た が,モ リス は この い ず れ を も嫌 っ た 。1890年 に は 同盟 に

も無 政 府 主 義 者 が 増 した こ と か ら脱 会 し,ハ ン マ ー ス ミ ス 社 会 主 義 者 協 会

(HammersmithSocialistS。ciety)を 結 成 した 。

しか し,以 上 の よ うな き わ めて 精 力 的 なモ リス の 社 会 主 義運 動 へ の参 与 は,

1890年 前 後 に な る と,急 に文 筆 活 動 中心 に変 化 して ゆ く。 この 事情 は明 らか で

は な い の だ が,一 つ には,分 散 的 に 多極 化 して い た 当 時 の社 会 主義 運 動 の弱 体

さ が,モ リス を して理 想 社 会 の 実 現 へ の程 遠 さ を感 じ させ た の で は な い か と 考

え られ る 。 また す で に見 た よ うな方 法 論 に対 す る疑 惑 や,健 康 を害 した こ と も,

その 理 由 の一 つ で あ ろ う。 さ ら に,社 会 民 主 連 盟 を脱 会 した時,彼 は連 盟 の 他

の メ ンバ ー が 詩 人 を理 解 し ない,と 述 懐 した と い わ れ る が,こ の こ と は興 昧 深

い理 由 の 一 つ と い え る だ ろ う。彼 の理 想 の 芸 術,そ れ を中 核 に した ヴ ィジ ョ ン

に対 す る同 志 達 の 無 理 解 は,モ リス が 社 会 主 義 運 動 に 参 加 す る基 本 的 契 機 を踏

み に じ る も の で あ っ た。

さて,こ う した 事 情 が総 合 され て,モ リスが 「ユ ー トピ ア だ よ り」(News

fromNowhere,1890)を 執 筆 す る に 至 らせ た 。 こ の作 品 に お いて ,モ リス は

す で に見 た 書 簡 の 所 信 を結 晶 させ,夢 物 語 の形 式 の う ち に,彼 の理 想世 界 の 様
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相 を,き わ め て端 的 に叙 述 して い る。

す な わ ち,豊 か な 自然,簡 素 で 生 き生 き した生 活,労 働 の歓 び,そ して,そ

の結 果 と して の 調 和 的 で 多様 な所 産 な ど が,随 所 で 語 られ る。19世 紀 的 な も の

は概 ね 排 除 され て お り,環 境 を汚 染 す る機 械 工 場 は住 居 地 区 か ら遠 ざけ られ て

い る。 議 会 政 治 や 金 融 経 済 が存 在 し な い ば か りか,一 切 の 政 治 経 済 組 織 は不 必

要 と な っ て い る。 そ して,社 会生 活 や 日常 生 活 を維 持 す る た め に,す で に書 簡

に み た よ うな ち ょっ と した知 恵 や 技術 が必 要 と さ れ るだ けで あ る。人 々 は,ご

く素 直 に内 な る 自然 と外 な る 自然 を関 わ らせ,そ う した 自然 性 に即 しな が ら,

の び の び と生 命 を発 露 させ て い る(20-17)理 想 世 界 の 一 女 性,エ レ ンの 次 の 言 葉

は,こ の よ う な生 活 振 りを よ く象 徴 して い る。 「大 地,そ こか ら生 ま れ 出 る も

の,そ の 営 み!そ れ らを私 が どん な に愛 して い る こ と か 。 あ ・,そ れ が言 えた

ら,そ れ が示 せ た ら!」(2-1R)

と こ ろ で モ リ ス は,こ の よ う な理 想 世 界 が単 な る夢 想 に終 始 す るの で は な く,

その 歴 史 的 経 過 を叙 述 して,彼 が現 実 の 運 動 で は果 し得 な か っ た 方法 論 を明 記

して い る。 つ ま り,19世 紀 の 社 会 状 況 は,そ の 内 包 す る矛 盾 の ゆ え に,不 断 の

閥 争 と避 け が た い革 命 を招 来 し,理 想 の世 界 へ と止 揚 さ れ た とす る経 過 で あ り,

わ れ わ れ は こ こ に,モ リス に お け る マ ル クス 主 義 の影 響 を み て と れ る。 そ して

この こ と は,最 後 に夢 か ら醒 め た主 人 公 に,「 … … 私 が見 た よ うに他 の人 々 に

も 〔理 想 世 界〕 が 見 え るの な らば,こ れ は夢 とい う よ りむ し ろ ヴ ィジ ョ ン とい

った 方 が よい … …」(2-20)と 語 らせ て い る の に符 合 して い る。

さて,以 上 の モ リス の ヴ ィ ジ ョン が,彼 の生 涯 を通 して 常 に こ の よ うに鮮 明

で 力強 く存 在 した とは い い難 い 。 そ れ は む し ろ彼 の積 極 的 な行 動 と常 に相 互 作

用 を繰 り返 え しつ っ,前 述 の よ うな状 況 を 俟 って 結 像 し た と い うべ きで あ ろ う。

しか し,モ リス の す べ て の 活 動 に,社 会 に対 す る積 極 的 な参 与 の 態 度 と,「 自

然 に即 した生 活 」 と い っ た ヴ ィ ジ ョ ンが,何 らか の形 で 働 い て い た こ とは,以

上 に よ っ て 明 らかで あ ろ う。 した が って,す で に述 べ た モ リス の デザ イ ン思 想
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の 根 底 に も,こ の よ う な基 本構 造 が存 在 した と考 えて よい 。

3.モ リ ス の 機 械 観,結 語

さて,デ ザ イ ンが 機械 を 中心 と した工 学 技術 と,き わ め て緊 密 な協 同 関 係 に

あ る こ と は,今 日で は,明 白 な事 実 で あ ろ う。 ま た,近 代 デザ イ ンの黎 明 期 に

あ っ て,す で に機 械 生 産 は時 代 の 花 形 で あ っ た 。 した が って,わ れ われ は,な

ぜ モ リス が機 械 に よ るデ ザ イ ン を志 向 せ ず,有 用 性 と装飾 と の分 ち難 い 有機 的

連 関 を強 調 し,手 工 芸 の復 興 を主 唱 した か,は な は だ疑 問 に思 わ ざ るを 得 な い。

さ らに,す で に 見 て 来 た彼 の思 想 の基 本 に は,恐 れ を知 ら な い積 極 的 な社 会 的

参 与 の 態 度 が存 した の で あ り,機 械 に対 す る消 極 的 態 度 とは 著 しい対 比 を感 じ

させ る。 わ れ わ れ は,こ れ まで み て きた彼 の デ ザ イ ン思 想 を ま とめ る意 味 で
,

こ の 問題 を究 明 した い。

と こ ろで,モ リス が,通 常 よ く言 わ れ る よ うに ,全 面 的 に機 械 を否 定 した,

と い うの は 誤 ま りで あ る。 そ れ ど こ ろ か,実 は 彼 は,機 械 の 有用 性 を高 く評 価

し,そ の発 明 を19世 紀 最大 の遺 産 で あ る と さ え述 べ て い るの で あ る(3-10)

「私 は ,人 間 に必 要 な労 働 で,比 較 的 機 械 的 で厭 わ しい仕 事 か ら労 働 者 を解

放 す る た め に は,自 由 に機 械 を使 うべ きだ と思 う。」(3-2)ただ しか しな が ら,ヴ

ィ ク トリ ア朝 の現 実 社 会 に お い て は,「 機 械 が節 約 す るの は ,労 働 そ の もの で

は な く,労 働 の 価 格 の み を節 約 して い る。」(3卩3)

こ こで モ リ ス は,本 来 有 用 で あ るべ き機 械 が ,現 実 の社 会 経 済 体 制 に組 込 ま

れ る場 合 に,資 本 家 の 利益 追 求 にの み使 用 さ れ,労 働 者 が そ れ に よ って ,苦 痛

か ら解 放 され るべ き福 利 を享 受 しな い ば か り か,逆 に彼 らの 労 働 の価 値 を低 下

させ る と主 張 す る。 彼 は まず,そ う した機 械 の 使 わ れ 方 に反 対 した 。 し た が っ

て機 械 観 か らい え ば,彼 の 社 会 主義 運 動 は,機 械 を使 用 す る社 会 組 織 の 改 変 に
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よ り,機 械 の 有 用 性 を社 会 福 利 に実 現 す る こ とで あ った 。 しか し,す で に み た

よ うに,彼 は こ の こ と を現 実 に は果 し得 な か っ た の で あ る。 そ して さ'らに,モ

リス は,か りに こ の よ ラ な問題 が解 決 され た と して も,な お,機 械 に対 す る疑

念 を拭 う こ と が 出 来 な か っ た。 い い か えれ ば,彼 は,望 ま しい社 会 組 織 が 実現

され た と して も,機 械 を使 用 す る際 の,本 質 的 な問 題 が残 る と考 え た 。 そ して,

彼 は そ の 問 題 点 を,「 機械 の 無 情 な性 格 」(34)(thepassionlessquality。f

machine)と 呼 び,機 械 に 関 わ る労 働 が,そ の よ う な性 格 に よ って 主 体 性 を奮

わ れ,巨 大 な生 産 組織 の一 部 品,ち ょ うど機 械 の 歯 車 の よ うな もの へ と変 質 さ

せ られ る と考 え た。 彼 は この点 にっ き次 の よ う に述 べ,さ らに その 意 義 に言 及

して い る 。

機 械 は,そ れ に従 事 す る入 問 の労 働 の 質 を変 化 させ,そ の結 果,労 働 に お け

る人 間 の地 位 を,主 人 の座 か ら番 人 の 地 位 に没 落 させ る(3-5)ま た,機 械 は必 然

的 に分 業 組 織 を要 請 す る が,「 この よ うな仕 事 の 制 度,組 織 が 続 くか ぎ り,一

(3-6)

人 の 男 が,はLめ か ら終 りまで 一 貫 して携 わ る仕 事 は,芸 術 に限 られ て しまう。」

本 来,仕 事 の 際 に は,「 手 が頭 を 休 め,頭 が手 を休 め る こ とが 必 要 で あ る」 の

だ が,分 業 の場 合 の デ ザ イ ナ ー を例 に 考 え て み る と,「 彼 は生 気 な く機 械 的 な

仕 事 に追 い や ら れ,デ ザ イ ンの端 的 な繰 り返 え しか ら,… … 精 神 に著 しい緊 張

を強 い られ る。」(3-7)そして,「 デ ザ イナ ー と,彼 の デ ザ イ ン を実 際 に遂 行 し制 作

す る者 と の 間 に,同 情 共 感 が な くな る。」(3-8)

さて,こ こ で モ リス は,ま ず か っ て は道 具(01dtoolmachine)で あ った 機

械(automaticmachine)が そ れ に従 事 す る労 働 の 質 を変 化 させ た と指 摘 して

い る。 わ れ わ れ は,こ の指 摘 にお い て,前 者 の場 合 に く らべ 後 者 の場 合 に,人

間 の 労 働 が量 的 に局 部 化 す る こ と と理 解 す るべ きで は な い。 む し ろ,彼 が質 の

変化 と して い る こ とを顧 慮 ず れ ば,前 者 に お け る 人 間 の 労 働 が 主導 的 で あ っ た

の に反 し,後 者 に お い て は,人 間 の 労 働 が,機 能 の遂 行 上,動 力機 械 が果 す 主

導 性 に必 然 的 に従 属 せ ざ る を得 な くな っ た変 化 と解 釈 す る べ きで あ ろ う。 した
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が っ て,労 働 にお け る機 械 と人 間 は,そ の主 体 的 な統 括 と い う点 で,主 客 転 倒

し,モ リス の い う地 位 の逆 転 に至 る。 次 に彼 は,機 械 が原 理 的 に分 業 組 織 を必

然 の もの とす る と し,そ の よ う な労 働 組 織 が,本 来 の 労 働 に あ るべ き,個 人 に

よ る プ ロセ スの 一 貫 性 を欠 き,機 械 的仕 事 の 繰 り返 え し とい う状 態 を招 き,ま

た分 業 され た労 働 の 間 に同 情 共 感 を 欠 く と指 摘 して い る 。 われ わ れ は,今 日の

状 況 に 照 ら して モ リス が こ う した 機 械 的 な労 働 と不 完 全 な そ の所 産 を通 じて,

機 械 が 次 第 に そ の無 情 な性 格 を必 然 的 に 人 間 生 活 全体 に浸 染 させ,こ れ を非 人

間 的 な全 人 性 を欠 い た もの とす る こ とを危 惧 して い た も の と推 測 出来 よ う。 そ

して,わ れ わ れ は ま た,こ う した 洞 察 の指 針 と して,モ リス が機 械 に携 わ る労

働 と対 極 的 な理 想 の 労 働 観 を抱 い て い た こ と を知 る 。 こ こで は,そ れ は,個 人

に よ る プ ロ セ ス の 一 貫 性 と して示 さ れて い るが,わ れ わ れ は,こ れ に よ って,

彼 の デ ザ イ ン思 想 が実 用 部 分 と装 飾 部 分 との,有 機 的 融 合 関 係 を要 求 した こ と,

彼 の 手 工 芸 に お け る実 践 とそ の復 興 運 動,「 ユ ー トピア だ よ り」 の 中 の技 術 の

概 念 な ど が,き わめ て 密 接 な照 応 関係 で 結 ば れ 得 る こ と を想 起 す る。 そ こ に は,

青 年時 代 の ラ ス キ ン に よ る影 響 を,長 年 の 体 験 の うち に 主 体 化 した,モ リス 独

自 の労 働 観 が脈 打 っ て い た。 彼 は,さ ら に こ れ を次 の よ うに述 べ て い る。

「秀 れ た 作 品 は ,そ れ らが知 的 に造 られ て い る と同 時 に,歓 び を も っ て造 ら

れ て い る こ と が わ か る。 私 が言 お う と して い る歓 び と は,仕 事 を して い る とい

う歓 び で あ り,勇 気 の い る よ き感 情,荷 重 を耐 え抜 く歓 び の こ とで あ る。 そ し

て,心 が満 ちて,主 と して仕 事 が歓 び の 象徴 と い え る程 に職 人 に印 象 ず け られ

る よ うな ペ ー ス が必 要 で あ る。」(3-9)また,「 あ ら ゆ る 手 工 芸 品 を造 る時 に伴 う

歓 び は,そ の根 底 に,健 康 な人 が健 康 な生 活 に対 して 感 じ る鋭 い興 昧 と い っ た

もの を持 っ て い る。 そ して,そ れ は主 と して 次 の 三要 素,多 様 性,創 作 の 希 望,

有 用 性 の感 覚 か ら来 る 自尊 心,の 混 合 した もの で あ る。」(3-10)

われ わ れ は,ま ず,こ の モ リス の理 想 の労 働 観 に,知 識 と感 情 との よ き均 衡,

限定 に対 す る自発 性,生 そ の もの へ の 興 味,プ ロ セ ス に お け るそ れ らの 程 よ い

一92一



配 分,お よ び調 和 的 な有 機 的 全 体 性 な どの 特 徴 を見 い 出 す 。 そ して,そ れ らが

す で に み て来 た デ ザ イ ン思想 に,密 接 に対 応 して い る こ と を,再 び 明確 に認 め

得 るで あ ろ う。 さ ら に,な お 重 要 な こ と は,彼 が 労 働 を 考 え る際 に,そ の基 盤

に生 そ の もの の 在 り方 を類 比 的 に摘 要 し,生 そ の もの の興 味,労 働 体 験 そ れ 自

体 の 歓 び を まず 指 摘 して い る点で あ る。 この こ と は,彼 が そ の 要 素 と して挙 げ

た 三 っ の う ち,第2の 要 素 を,創 造性 とせ ず に,創 作 の 希 望 と し た こ と,お よ

び第3の 要 素 を有 用 性 とせ ず,有 用 で あ る に違 い な い と,労 働 体 験 の 中 に あ っ

て そ の 主体 者 が 予測 す る形 式 で 述 べ て い る こ と に よ っ て 一 層 よ く理 解 さ れ る。

この こ とは,モ リ ス が労 働 や生 の 在 り方 を,結 果 的 事 実 の 地 平 に おい て 固定 的

に把 えず に,そ れ らを体 験 それ 自体 と し て把 え,い い か えれ ば,主 体 者 の 内 面

的 時 間 にお いて 把 握 し よ う と した こ と を物 語 っ て い る 。 そ して,も ち ろん,行

為 の結 果 や 労 働 の 所 産 の妥 当性 が,こ こ で 顧 りみ ら れ な か っ た の で は な い。 む

し ろ,可 能 態 にお け る 有用 性 へ の顧 慮 が,い い か え れ ば,行 為 の 結 果 の 妥 当性

を予 測 的 に考 量 す るこ と に よ って,よ り緊 迫 し た労 働 行 為 を 現 出 させ,ま た,

そ れ を 通 して 事 実 的結 果 も その 妥 当 性 を高 め 得 る,と 解 釈 出 来 る。 第1節 で 見

た,モ リ スの デザ イ ン思 想 の近 代 デ ザ イ ンへ の寄 与 は,こ の よ う な結 果 や 事 実

へ の探 究 か ら生 ま れ た もの に他 な らな い 。

この よ う なモ リス の 思 考形 式 か らは,機 械 に携 わ る労 働 は,あ らか じめ結 果

を予 知 され た,体 験 に お け るの びや か な生 の 発 露 の 否 定 を意 味 し,ま た プロ セ

ス を捨 象 さ れ た,非 時 間的 な もの と して,歓 び の あ る労 働 と は程 遠 い もの で あ

っ た 。 しか し,こ こで わ れ わ れ は モ リス が こ の よ うな 行 為 に お け る内 面 的 時 間

の 方 位 か ら逸 脱 し,客 観 的 な事 実 的地 平 に お け る機 械 の 有 用性 を高 く評 価 した

こ と を,ど の よ う に解 釈 す べ きで あ ろ うか 。 モ リス は,こ の 問 い に対 して,次

の よ う に集 約 的 に述 べ て い る 。

「機 械 の導 入 に よ る生 産 機 構 の変 化 は,静 的 に は悪 で あ り,動 的 に は善 で あ

る。 機 械 生 産 は,生 の 条件 と して は邪 悪 で あ る が,人 々の よ りよ い生 活 の条 件
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を も た らす 力強 い道 具 と して は 有 能 で あ り,い っ の 日 に か は欠 く こ との 出 来 な

い もの と な るだ ろ う。」(3-11)

モ リス は こ こ で,わ れ わ れ が疑 問 と した と こ ろ を,機 械 の 有 用 性 とそ れ に関

わ る邪 悪 な労 働 との 根 本 的 な対 立 と して 告 白 して い る。 結 果 的 に彼 は,両 者 を

一 元化 出来 な か っ た が
,未 来 に 向 け て一 つ の 態 度 を示 して い る よ うに,特 に後

年 は,相 反 す る両 者 を統 一 す る強 い意 志 を も っ て い た とい え る だ ろ う。 彼 の 社

会 改 革 運 動 は,こ う した 意 志 を実 現 す るた め に,社 会 組 織 を根 底 か ら改 革 す る

他 な い と考 えた 結 果 の 努 力で あ る と い え るだ ろ う。 さ て モ リス は,「 ユ ー トピ

ア だ よ り」 にお いて,こ の 一 元 化 を提 案 して い る。 彼 は そ こで,機 械 の 占 め る

場 を,〈 生 活 の場 〉 に お い て 制 限 し,す な わ ち機 械 的 な労 働 に当 て,場 所 を遠

ざ け,人 々 の そ れ に関 わ る労 働 時 間 を短縮 し,他 の 労 働 と組 合 せ る こ と な ど に

よ って,労 働 に お け る人 間 の主 導 性 を確 保 し,機 械 の 有 用 性 を役 立 て た 。 わ れ

われ が この モ リス の 提 案 を約 言 す る とす れ ば,機 械 を主 導 的 に使 用 す る,す な

わ ち,機 械 を主 体 化 す る と表 現 出来 るだ ろ う。 そ して,こ の 意 義 は,今 日の 状

況 に照 ら して,き わめ て 重 要 で あ る と言 わ な けれ ば な ら な い。

さて,以 上 に よ っ て,わ れ わ れ は,モ リス の デ ザ イ ン思 想 の根 底 に,彼 の,

地 上 の生 活 へ の 愛 をみ る こ とが 出来 る。彼 は,自 身 も告 白 して い る よ うに,現

世 の幸 福 を希 求 す る,(3冒ユ2)徹底 した経 験 に よ る一 元 主 義 者(3-13)で あ った 。 そ し

て,こ の よ うな根 本 的 な思 想 的 特 徴 は,同 時 代 の 中 産 階級 に も共 通 す る もの で

あ っ た。 こ の こ と は,モ リス が彼 ら と,現 実 の場 に お け る積極 的 な行 動 力 や 趣

味 の 点 で しば し ば類 比 的 平 行 関係 を な した 事 実 を 説 明 す る。 しか し他 方,多 く

の 中 産 階 級 が,共 通 の 思 想 的基 盤 か ら利 己 的 で 狭 量 な視 野 の も と に無 限 の 自 己

繁 栄 を追 求 専 心 した の に反 して,モ リス は,そ の 秀 れ た倫 理 と深 い洞 察 に よ っ

て そ れ を純 化 徹 底 させ た処 に,彼 の 思 想 を形 成 した 。 そ して こ こ か ら両 者 は き

わ め て緊 迫 した対 立 関 係 に至 り,そ の 対 立 を通 じて モ リス の ヴ ィ ジ ョ ンは,あ
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らゆ る事 象 に対 して あ くま で そ の よ う な独 自 の パ ー ス ペ クテ ィブ によ っ て それ

ら を把 握 し,主 体 化 し よ うと した処 に形 成 さ れ た。

わ れ わ れ が,彼 の デ ザ イ ン思 想 の 現 代 的 意 義 を論 じる場 合,デ ザ イ ンの 分 野

にお け る そ れ よ り も,ま ず 現 代 社 会,現 代 生 活 が,彼 の ヴ ィ ジ ョン に よ って,

その ネ ガ テ ィブ な構 造 を照 射 され て い る点 を挙 げ な け れ ば な らな い。 わ れ わ れ

の 社 会 の主 要 な構 造 は,20世 紀 前半 の,合 理 的,経 済 的 思 潮 に お いて 形 成 され

た と い え るだ ろ う。 そ して その形 成 の 中 心 的 な 担 い 手 で あ っ た工 学 技 術 は,特

に第2次 世 界 大 戦 後,初 期 の個 別 散 在 的 な,道 具 的 性 格 か らは予 測 し難 い 程 の

発 展 を遂 げ,高 度 な技 術 連 関 と して 自律 し,社 会 構 造 を規 定 す る に至 って い る。

そ して,こ の 傾 向 は,今 日人 間 疎 外 と して い よい よ深 刻 に論 議 され つ っ あ る事 態

を意 味 して い る。 この よ う な今 日の一 般 的状 況 に対 して,モ リ ス の ヴ ィ ジ ョ ン

は,わ れ わ れ に反 省 を う なが し,よ り調 和 的 で 主体 化 さ れ た 〈生 活 の 場 〉 とい

う指 針 に よっ て 暗 示 を 与 えて い る と考 え ら れ る。

と こ ろで,現 代 の状 況 は,モ リスの そ れ と異 な る こ とを認 識 しな け れ ば な ら

な い 。 た と え ば機 械 につ いて 言 え ば,そ れ は,か っ て の個 別 散 在 的 な道 具 的 存

在 を超 脱 し,自 律 的 連 関 と して環 境 化 し,も は や 自然 と き わ め て類 似 す る形 で

わ れ わ れ に与 え られ て い る。 また,モ リス が現 実 の 場 に お いて,そ の 一 元 的 な

パ ー スペ ク テ ィ ブで は社 会 全体 を把 握 し切 れ な か っ た 事 実 は,留 意 す るべ きで

あ ろ う。 した が って,わ れ わ れ は,モ リス の ヴ ィジ ョ ンか ら,直 接 方 法 論 を得

るの で は な く,暗 示 的 な指針 と して把 握 す る に と どめ るべ きで あ ろ う。
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