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国
栄 久 庵 憲 司 著

「イ ン ダ ス トリ ア ル ・デ ザ イ ン」

一 道具世界 の原型 と未 来 一

日本放送出版協会(NHKブ ックス),1974年(5版)

豊 口 協 著

「IDの 世 界 」

鹿 島 研 突 所 出 版 会(SD選 書),1974年'

IDと は何 だ ろ う。 その行 為 に よ って創 られ る,あ りとあ らゆ る製品 に,日 常 いや とい

う程 接 しな が ら も,こ れ を創 る立場 にあ る人 の,も のの 考 え方 など,「 建 築」 と い う,IDと

は ご く親 しい 関係 に あ る,お 隣 の ジ ャ ンル に あ り なが ら,時 折 垣 間 見 るて い どで,こ れ ま

で長 く無 関 心 だったこ とを恥 しく思 う。 今 度 この書 評 を担 当 して,い ろ いろ考 え さ せ ら れ

る とこ ろ が あ った 。 か くい う筆 者 も,実 は か ってIDの 世 界 に片足 つ っ こん で い た よ うな

一 時 期 が あ っ た。 全 くの野 地 馬 根 性 とい うやつ で,自 動 車 の ボデ ィや コ ンベ ヤ ー の デザ イ

ンを か じって みた り,ア ル ミや プ ラス テ ィ ックの 製 品の コ ンサ ル タ ン トを買 っ て 出 た り な

ど,本 職 の 建 築 の 方 は そっ ちの けで,ア マチ ュ ア リズ ム もい い と ころ だ った が,当 時 の 私

の デザ イ ンす る心 の よ り どこ ろ はIDそ の もの には な く,あ くまで も 「建 築」 に あ った し,

IDの 世 界 で も当時,製 品 の意 匠 にっ い ての 論 及 は と も か く,IDの 世 界 を,作 る立 場 か

ら思惟 して み よ う とす るよ うな著 書 も論 文 もほ とん ど見 当 らな い状 態で あ った。 当時 の 唯

一 のID関 係 の 書 と して は
,〈 文 化 人〉 藤 山 愛一 郎 訳,レ ーモ ン ド ・ ロ ー ウ ィ著,「 口

紅 か ら機 関 車 ま で 」 が あ った が,わ が国 で も,朝 日 ビー ルの瓶 の ラベ ルや煙 草 「ピー

ス」 の パ ッケ ー ジ ・デザ イ ンで お な じみ の,こ のID界 切 っての 草 分 け か らは,残 念 な が

ら高 い文 化 的 な香 りは感 じ られ な か った。"Neverleavewellenoughalone;'(ま あ こ

の辺 で とや め ては な らぬ)な ど とい や に完 全 主 義 者 ぶ った職 人 臭 が鼻 にっ いた。 事 実 彼 の

「哲 学 」 とは 「よ く売 れ る製 品 は グ ッ ド ・デザ イ ンで あ る」 と い った卑 俗 で幼 稚 な デザ イ

ン思 考 か らそ れほ ど遠 く出 るもの で は な か った し,時 代 も また その よ うな気楽 な こ と を云

って ま か り通 れ る 「古 き良 き時 代」 の延 長 で あ った 。 フ ラ ンス出 身 の彼 は1930年 代 の ア メ
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リカ にお い て,す ば ら しい 名 声 と富 を築 きあ げ るので あ るが,そ れ はIDと い う職 能 に と

って,ま さに草 創 の時 期 とい える もの で,本 当 にそ の確 立へ の運 動 が お こ るの ば,豊 口 が

この 著 書 の 中 で のべ るように,ア メ リ カ に して もや は り第二 次 大 戦 後 とい え よ う。 そ の点,

出発 は 多少 お くれた とは い え,日 本 は ア メ リカ にそ れ程 ひ け を と る もので は ない 。

IDが 一つ の職 能 と して確 立 を見 るた め に は,ま ず 何 よ り もIDと は何 か を 自か ら問 う

こ と か ら 独 自 の 思 想 が 芽 生 え,そ の運 動 の 過 程 に哲 学 が生 れ る必 要 が あ ろ う。私 は この

二 つ の 書 が,そ の よ うな兆候 を示 す もの と解 して もよ か ろ う と思 って い る。 一 方IDと い

う略 語 も,〈 毎 日ID賞 〉 な どの用 語 法 に示 され るように,も はや 社 会 的 に通 用 す る段 階 に

立至 って い る こと も,ま た上 の 事実 を有 力 に裏 づ け るもの で あ ろ う。

本 誌 の 書 評 の慣 例 か ら外 れて,対 象 をペ アで 取 りあ げ たの は,IDの 書 評 を単 に一 個 の

書物 の内 容 にっ い ての 平面 的 は把握 に と どめ るだ けで な く,こ れ を現 実 の社 会 の,活 きて

動 く過 程 の 中 で,歴 史 的 な相 にお いて,そ の思 潮 の 動向 を さ ぐう,い わ ば時 評 的 な意 味 を

もか ね そ な え させ た い と思 った か らで,特 に今 日の時 点 で そ う したや り方 が必 要 だ と考 え

るので あ る。

こ の栄 久 庵 の著 書 は,初 版 は既 に1971年 に さか のぼ るもの で,内 容 的 に も,彼 が これ ま

で た び た び論 じて来 た,独 特 の 「道 具 論」 の延 長 と い う点 で,極 言 す れば,今 日の 時 点 で

は,も はや その ライ フ ・サ イ ク ル を終 えた 旧 時代 の思 想 と断 ぜ ざ る を得 ない が,そ の 故 に

こそ 両書 を比 較 対照 す る こ とで,こ の大 き な較換 期 に動揺 す るデ ザ イ ン思 想 の実 態 を浮 彫

りす るこ と が出 来 るので は な い か と考 え る。

1973年 末 で の い わ ゆ る石 油危 機 以 来,わ が国経 済 の,高 度 成 長 か ら低 成 長へ,浪 費 型 生

活様 式 か ら省 資 源へ,の180° の転 換 が,生 活 文化 全般 に与 えっ ・あ る衝 撃 的 な影 響 は,は

か り知 れ な い もの が あ る。 文化 各 方 面 に お け る価 値 観 の急 激 な変 化 は,さ ま ざま な形 の,

い わゆ るUタ ー ン現 象 と して,予 想 外 の 巾 と深 さを も って,今 後 なお い っ そ う本 格 化 す る

もの と思わ れ る。 これ にっ い て,一 般 に デザ イ ンの面 で も,ま ず 問 題 に な るこ と は,諸 事

万般 にわ た る新 旧 の評 価 の 切 りか え にっ い てで あ る。

鶴 見俊 輔 は,こ の 大転 換 の 年の 翌 年,朝 日新 聞 の 〈論 壇時 評〉(740926)の 中で,こ の 点

にふ れ,1960年 以 来 の 高 度 成長 の 時 代 の判 断 で は,1973年 以来 の 現 実 に ま にあ わ な くな

って い る,と の考 え か ら次 の よ うにの べ て い る。 「とす る な らば,1973年 以 前 に書 か れた

社 会 評 論 も また,そ の お お かた は,現 代 の 日本 に と って あ ま り役 に たた な いの で は な か ろ

うか。」 社 会,経 済 と密 接 に関連 す る建 築 やデザ イ ンの論 議 にっ い て も,ま た 当然 上 と同様

な配 慮 が必 要 だ と思 われ る。 栄 久庵 の 書 が一 っ の ライ フ ・サ イ ク ル を終 えた と考 え られ る

意昧 は,も と よ りこ こ にあ る わ けで,彼 の道 具 論 は,何 よ りも川 添 登 の ものの 考 え方 と相
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呼 応 しつ ・,広 く60年 代 の 高 度 成 長 期 を背 景 と した一 連 の 未 来学 派 や メ タボ リズ ム ・グ

ル ー プ の思 想 の 一環 に連 る こ とを まず指 摘 して お く必要 が あ ろ う。 その端 的 な あ らわ れの

一 つ が この グ ルー プ に よ る或 る討 論 に明 らか に示 され て い る
。 〔現代 デザ イン講座(6L風 土 社

刊,1972,PP33-96参 照〕

この いみ で,私 は栄 久 庵 のID論 は,あ る捨 て が た い良 さを含 み は す る もの の,デ ザ イ

ン思 想 と して は,も はや ほ と ん ど未来 の方 向 を指 さぬ とい うい みで ,初 学 者 に は キ ケ ン な

内容 をふ くむ もの と考 えて い る。 そ こ に は,止 揚 しな けれ ば な らぬ 高度 成長 期 の思 想 の残

渣 が,巧 み な 語 り口の 裏 に,至 る とこ ろ にか く されて い るので あ る。私 は本 書 の 旧版 を も

ち なが ら,こ の 書評 の 為 に,あ らた めて 新 版(1974)を 購 入検 討 して みた 。1973年 以 前 の

もの だ か ら,或 い は改 訂 が,と い う期 待 か らで あ った が,そ れは な お 旧態然 た る ま ・で あ

った 。 そ れ に して も,本 書 は ど うい うもの か,よ く読 まれ て い る。1971年 の初 版 以 来 年毎

に版 を重 ね,Uタ ー ン現 象 も もの か わ,平 然 と して 今 日に至 って い る。 そ れ だ け に なお一

そ う,私 は こ れ が社 会 に及 ぼ す教 育 や 啓蒙 上 の 効 果 にあ る危惧 の念 を抱 か ざる を えな いの

で ある。

これ に対 して 一 方豊 口の 著書 は,も とよ り旧時 代 の思 想 の残 踏 をふ くみつ ・も,は っ き

り と新 時 代 を指 して い る点 で,栄 久庵 の 書 と は対 照的 で あ る。私 は世 代的 に もほ"同 じで,

現 実 に同 じ世 界 で デザ イ ンの創 造 を行 い,そ の 面 で は ほ"共 通 の理 念 を抱 く と見 られ,か

つ は共 に今 日 わが国 のID界 の 最 高 の指 導 的 地位 に あ る この二 人 の デ ザイナーが ,思 想 的 に

か くも き わ立 った対 照 を示 す事 実 に全 く とま どわ ざる を得 ない。 或 い は こ う した事 態 こ そ,

今 日のIDの 世 界の 過 渡 的 混乱 の 実相 を暗 示 す るもの で もあ ろ うか 。

両 著 者 は また その 経歴 の上 で もか な り対 照 的 だ 。栄 久 庵 は1929年 東京 生 れ,1955年 東 京

芸 大 図 案 科 卒,在 学 中 か ら有名 な 〈GKデ ザ イ ン研 究 室〉 を主 宰 し,早 くか らこの 世 界 で

の 有 名 人 と して の地 位 を築 き あ げ,今 日 も なお 日本 イ ン ダス トリア ル デザ イ ナ ー協 会(J

IDA)理 事長,国 際 デ ザ イ ン団体 協 議 会(ICSID)副 理 事 長,東 大 講 師 な どの肩 書 に示 さ

れ る よ うに,い わ ば大御 所 的 な存 在 と も い える の に対 して,豊 口 は1933年 東京 生 れ ,1958

年 千 葉 大工 学 部 工 業 意匠 学 科 卒,松 下電 産 意匠 部 を経 て,現 在 豊 ロ デザ イ ン研 究 所取 締 役,

東 京 造形 大 助 教 授;JIDA理 事 とい った あ ん ばい で,今 日の地位 は と も か く一,「 私 は16年

間 イ ンダ ス ト リアル ・デザ イ ンの場 に身 をお いて 一 つ の 目的 を求 めつ ・"けて来 た」 とい う

豊 口 の言 葉 が示 す よ うに,栄 久庵 が長 く保 持 して 来 た 栄光 の座 とは裏 腹 に,そ れ こそ が正

にイ ンダ ス トリ アル ・デザ イナ ーの 本 来 の姿 と も い え る,地 道 で真 摯 なア ノニ マ ス な姿 勢

で,現 場 の 中 で 腕 をみ が きっ ・思 想 を鍛 えて来 た とい え よ う。1960年 の世 界 デザ イ ン会議

(WoDeCo)に おい て,栄 久 庵 は,既 に パ ネ リ ス トと して 早 く も活 躍 を開始 して いるが(哲
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学 の部)。 彼 はIDの デザ イ ナ ー には珍 ら しい組 識 者 あ るい は管理 者 的手 腕 の持 主 の よ うで,

それ が い か ん な く発 揮 され た のは,1973年10月,石 油危 機 直 前 の あ の困 難 な蒔 期 に,彼 が

その 実行 委 員 長 と して ま とめ上 げた 第8回 世 界 イ ンダス トリアル ・デザ イ ン会 議(ICSID・

京 都)で あ っ たろ う。 そ うい う素 質 の故 か ど うか,彼 のID論 は どこ か大 まかで,も の事

を きび し く論 理 の ス ジ を追 っ て明確 に把 握 しよ うとす る姿 勢 に欠 け るよ うで,論 全 体 が独

得 の奇 妙 な感 情 の ヴ ェー ル にっ ・まれ,読 者 の素 直 な共感 を得難 い 点 が 多い よ うに見 うけ

られ る。 こ れ には彼 の 寺僧 と して の か くされ た経 歴(戦 後 の混乱 期 での)に よ る と ころ も

大 きい よ うで,そ のID思 想 の基軸 を なす 「道 具 論」 の,一 種 の抹 香 臭 さに加 え ての 独得

の 説教 調 は,す べ て これ に帰 因 して い る よ うに思 わ れ る。 こ こで そ の 「論」 を詳 細 に わた

って 論ず る余 地 は な いか ら,そ の 特徴 の一 端 をあ げ る に止 め るが,何 事 に よ らず 情 に発 す

る彼 の 高度 に抽 象 的 な説 には,か な りの思 いっ きや気 紛 れ の要 素 が 強 い上 に,場 合 に よっ

て は 前後 チ グバ グの 自家撞 着 が見 られ る こ とす ら しば しば で あ る。例 え ばIDの 解 説:「 デ

ザ イ ン,こ と にイ ンダス トリア ル ・デザ イ ンは 商売 に結 びっ いて い る。 士 農工 商 で い えば

工 と商 との 間 にあ っ て商 い を助 け るの が イ ン ダストリァ ル デ゚ ザ インで あ る。」 「商 い の 本 来

の 目的 は相 手 か ら利 益 を奪 い と る こ とに あ るの で は な く,利 益 の 交 換授 受 にあ る。 商 い と

は,お た が いめ 文化 レベ ル をあ げ るた め に相 互 に行 う活 動 なの で あ る。」(P.24)誰 しも頭

を か しげ た くな る内容 だ が,そ の す ぐあ とで 又 こん な こ と をい う。 「インダス トリア ル ・デ

ザ イ ンは,も の を介 し,も の ともの と を取 り合 わせ る ア レ ンジ メ ン トを介 して,人 間 世界

を治 め よ うとす る もので あ る。… … イ ン ダス トリア ル ・デ ザ イナ ー の もつ 最 大 の役 割 は,

一 個 人 「私 」 と して の願 いの 普遍 性 を見っ め
,普 遍 的 に叶 える もの と しての 「も の」 を う

み 出 して い くこ と にあ る。 この普 遍 的 な願 い を具現 す る者 は政 治 家 にも求 め られ る姿 勢 で

あ る。現 代 は 「もの」 が経 済 を動 か し,政 治 は経 済 を治 め るこ と によ っ て 「もの」 を治 め

る こ と と相 互 関 係 を結 ん で い る。 っ ま り政 治 家 は 「道 具」 デザ イナ ー との協 同 を求 め られ

て い る。 …… 」(P.72)

おや お や,こ れ は一 体 ど うなの か?さ きの 「商 い」 を助 け る行 為 と して の デザ イ ンを,

「ひ ど く下賎 な よ う に思 われ るか も しれ な い が,事 実 は事 実で こ れ以上 のい い ようはない 。」

な ど と云 っ て お き なが ら,今 度 は一 転 して え ら く高度 な為政 者 的 見 解 を吐 露 す る ので あ る。

内 容 に して も か な りい か ・"わしい もの で,単 な る思 いっ きが一 た ん 横 ズ ペ リ をτ死 あ一る

と,・ と ど ま る とーこ ろ が な い。 全体 と して,意 の ある と ころ は わ か って も,ど うに もっ い

て行 け ない感 じで あ る。 かて て 加 えて,こ う した 高邁 な世 なお し論 の観 念 の 衣 の下 か ら,

時 折 「高 度 成 長」 の アニ マ ルの鎧 の 端 が チ ラっ く に至 って は全 く論 外 で あ る。 そ もそ も彼

の オハ コの 〈道 具 論〉 の 中心 テ ーマ と して の 「道 具」 その ものの 概 念 に した と ころで,世
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間一 般 に通 用 す る もの と は異 る特 殊 な もの で しか ない 。 「道 具 とい う言葉 は,道 の 具 え と

書 く,人 生 い た る と ころ に道 具 あ り,道 具 と人 と が あい響 きあ っ て人 間 を形 成 す る。道 と

は 人倫 の大 道 で あ り,生 成 流転 の 中 で,人 が辿 ろ うとす る道 筋 で あ る。道 具 は そ の道 す が

らの た たず ま いで あ り,道 をあ きら がに示 す。 また 人 が道 をあ き らか にす るた め に道 具 を

つ く る。」(P.73)と ころ が別 の と こ ろで は 「道 具 とは,も と も と仏 家 に用 い る仏道 の具 か

ら転 じた言 葉 なの で あ る。 しか し道 具 を道 の具 え とは い って も濁 世 にあ っ ては す べ て商 品

の形 を と ら ざる を得 な い。」(P274)そ して 結 論 と して,「 要 す るに道 具 とい うもの は道 を

具 えて い な け れ ば な らな い とい うこ とで す。 そ うす る と,わ れ わ れ は道 具 を 自分 の 足 も と

に引 きつ け て お く こ とがで き,ま た 道 具 に 引 き ま わ され た りす る こ とが な くな り,自 立 す

るこ とがで きるの で は な いか 。 そ うい う点 が 「道 具 論」 にっ い て考 え る私 のい ちば ん大 き

なポ イ ン トな ので す 。」〔「起道 具 論」 現 代 デザ イ ン講座(4)R265〕 これはもはや 近 代 デ ザ

イ ン論 を超 え た別 世 界 の思 想 で あ る。 人 の道 な らぬ 「道 具 の 説法 」 で あ り,し か もあ ま り

にも現 実 ば な れの した虚 妄 な抽 象 論 とい わ ざる を得 ない。 ちな み に 「道 具 」 の 意昧 の一 般

的解 釈 と して は,広 辞 苑 の 「その 道 に使用 す る一 切 の 器具 の 総称 」 があ る が,こ れ な ら容

易 に うけ入 れ られ よ う。 栄 久庵 は道 具 とい う語 の 「道 」 に ひ ど く拘 泥 して い るが,総 称 と

して 道 具 ≡ 具 で あ り,具 の頭 に各 々の機 能 別 に よ る語 が付 くこ とで 区 別 され るこ とは,工

具,玩 具,文 具,船 具 等 々,だ れ しもよ く知 る と ころで あ る。要 す るに栄 久 庵 の道 具 論 は

単 な る コ ジ ツ ケ,落 語 に よ く出て く る御隠 居 が熊 さん八 さんにやる,あ の苦 しま ぎれ の コ ト

バ の講 釈 の 手 合 で あ る。 こん な もの を今 後 の 新 しい 現 実 をふ ま え たID思 想 の原 点 にす

える な ど到底 ム リ とい うもの だ ろ う。 こ うい う単 な る 思 い つ きの 長屋 談 義 的 な饒 舌 の 中

には,と ん で もな い ナ ンセ ンス な思 考 が ひ そむ だ けで な く,論 全体 と して形 式 論的 な灰 色

の ヴ ェ ー ル にっ ・まれ,ド ロ ドロ と不透 明 な不快 指 数 の か な り高 い もので あ る。以 下 本 書

の 中の,彼 の 名(迷)文 句 の数 々か ら,そ の 矛盾 点 を と り出 して 見 よ う。

「イ ンダス トリア ル ・デ ザ イ ンは ,道 具 と か ・わ るす べ て の仕 事 をな そ うとす る」(P.

233)「 す べ て の もの は工 業 か ら うまれ る。 か くして イ ンダ ス トリア ル ・デ ザ イ ンは 〈す

べて 〉 にか ・わる。」(P.235)「 イ ンダス トリア ル ・デ ザ イ ンは建 築 を喰 い は じめ た とい わ

れて い る。 また イ ンテ リア ・デザ イ ンの ジ ャ ンル を侵 犯 して い る と批難 され る。 いず れ も

あた ら ない 。 その よ うな批 難 をす る建 築 や イ ンテ リア は人 間生 活 の 全域 の 一 部 に勝 手 に ム

ラをつ くって い る にす ぎな い… …… イ ンダ ス トリア ル ・デ ザ イ ンには,小 じん ま りと した

ム ラ をつ く る ことは で きな い。 た ・"私達 は,そ れ 自身 が民 主 々義 的 博愛 主 義 的 な近 代 の 機

械 の 上 に立 っ た だ けの こ とで あ る(P.233)(傍 点 筆 者,以 下 同 じ)

ま さ しくこ れ はモ ダ ン ・デザ イ ン運 動 の 意昧 につ いて の無 知 の 表 白 に他 な らな い。
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又曰 く,「 都 市 もイ ンダス トリアル ・デザ イ ンの対 象 とな る。 都 市 こそ道 具 世 界 の最 大

の 自己 完 結系 で な けれ ば な らな い… … … イ ンダ ス トリア ル ・デザ イ ンが都 市 と か ・わ る と

き,都 市 は カ ラフ ルに な るだ ろ う。」(R235)

ど うや ら,あ らゆ るデザ イ ンの ジ ャ ンル を攻 略 してIDの 支 配 下 にお き,全 国土 を あた

か もEXPO70の 会 場 風景 さ なカ1らの チ ャチ で カ ラフ ルで 劃 一 的 で シ ラケ切 っt,い わば

イ ンダ ス トリー に よ る列 島 ノ ッペ ラボ ウ化 が彼 の 理 想 の よ うに思 わ れ る。 その よ うな 大志

を抱 く栄 久 庵 が,一 た び プロ パ ー なデ ザ イ ンの 創造 面 で は,ご く些 細 なこ と に 目 ク ジ ラを

立 て,上 の 大 志 にふ さわ しく ない よ う な見解 を披 瀝 す るの は,面 白 くも 不 可 解 で あ る。

「焼 魚 か ら焦 げ 目が退化 して い く。 こ れ は あ きらか に進 化 論 の逆 で あ る。私 は電化 が暴 力

と して働 くこ とが あ る と感 じて い る。 サ ンマ か ら煙 を奪 い,焦 げ 目 を な く し(シ ラケ させ)

た の は,食 生 活 へ の い ら ざる介 入 で あ る よ うに思 う。」(P225)

お や お や,ム ラをつ く るこ とが 出来 な いの はIDの 特性 だ ≧ さっ き言 った で は な い か。

こん な些 細 な事 よ りも,IDの もっ と大 き な罪 業へ の 加 担 を あ なた は既 に列 島 ノ ッペ ラボ

ウ化 で認 め たの で は な か った か。 そ れ をこの サ ンマ の弁 にな らって い え ば こ うもな ろ うか 。

「日本列 島 か らム ラが退 化 して い く。 これ は あ き らか に進化 論 の 逆 で あ る。 私 は デザ イ ン

が暴 力 と して働 くこ とが あ る と感 じて い る。 列 島 か ら緑 を奪 い,海 岸線 を奪 い,住 民 か ら

生 活 と生 産 を奪 い,全 国 か らム ラ を な く し,シ ラケ させ た イ ンダス トリーの 所 業 は人 間 の

生 へ の侵 犯 で あ る。」

IDに よ るデザ イ ン帝 国 主義 を豪 語 す る の な ら,も っ と大 きい と ころへ 目 をつ け な さい

とい いた い 。 こ こ まで書 け ば賢 明 な る読 者 は,栄 久庵 の書 が,全 体 と して新 時 代 の デザ イ

ンの指 南 書 と して不適 格 な高 度成 長 の 産物 で あ る こ とが十 分 お わ か りに な っ た こと と思 う。

一 方 この よ うな灰色 で 不透 明 な栄 久 庵 の書 に対 して ,豊 口 の書 と い えば,こ れ は 又 あ ま

りに も澄 明 で 素 直で 論 旨 明晰 で,一 般 に コ ミュ ニケ ー トされ 易 くから 歯切 れ の よい文 体 で,

そ の読 後 感 は 爽 や かで あ る。 こ う した 両 書 の示 す対 照 的 な性 格 の差 異 ば,何 よ り,夫 々の

著 者の,理 論 へ の現 実 的 な裏 づ けの 有 無,更 にい うな らば,社 会科 学 的 な視 点 の 有無 に か

・る も の と思 われ る。 そ して豊 口 の書 は,そ の よ うな視点 に も とつ く民 主 々義 的 な理 念 や,

倫理 的 な基 本 姿 勢 が,か な りの純 度 を保 ちつ ・鮮 明 に打 出 されて い るの がそ の特徴 で あ る。

「インダス トリ アル ・デザ イ ナ ーは,単 に工 業 製 品 の形 や色 を決 め る役 割 を果 せ ば よい どい

うもの だ ろ うか」 とい う問 い か けか ら,豊 口は 「IDの 基 本 はあ く まで も人 間 その もの だ

とい う こと は不 変 の真 理 で あ るべ きで,そ れ も特定 の 人 間 の ため で は な く,も っ と人 び と

の生 活 に主 体 性 をお い た,地 味 で 変 り な く,た ゆ み な い造形 追 求 の 世 界」 だ とい い,そ の

包 括 的 な定義 と して こ う述 べ て い る。 「IDと は 人 間社 会 の総 合 的 な生 活 開 発 を目的 と し

一81一



た計 画 行 為 で あ る とい え よ う」(P.14)

IDを デ ザ イ ンの分 野 の狭 い ジ ャ ンルの 中 に閉 じこめ るこ と をせ ず,人 間生 活 の 環 境 づ

く りに お ける デ ザ イナ ー の義 務 と使 命 感 に も とず くヒ ュー マ ンな高 い観 点 か ら,そ の 方 途 .

を さ ぐ ろ うとす るこの よ うな明快 な態 度 の 表 明 は,IDの 世 界 とし て は劃 期 的 な こ とだ と

い え る。 こ う した,い わ ば進 歩 的 な思 想 性 の 裏づ けの あ る書 物 が,た と え小 冊 子 に しろ,

よ うや く わが 国 に も現 わ れ た こ とに,私 は 日本 の デザ イ ン運 動 にお け る一転 機 を か ぎ と る

思 い がす る。 そ れ は,少 し大 げ さな い い方 をす れ ば,明 治以 来 の デザ イ ン教 育,狭 くは 第

二 次 大戦 以 後 の 古 い型 の デザ イ ン教 育 の総 決 算 の 時期 の到 来 を告 げ る一つ の 兆候 で は な か

ろ う か。 本書 の序 文 で,開 ロー番 豊 口は,IDと い う言葉 が,戦 後 三 十 年 を費 して,よ う

や く社 会 的 に定 着 した事 実 にふ れ,「 考 えて み る と,齟日本 の 本 当 の意 味 で の工 業 化 や近 代

化 が確 立 され たの が,こ の30年 間で あ った こ と を思 う と,近 代化100年 と い われ て い な が

ら も社 会 全体 の 思 想 的 な レベ ル が低 く,し か も偏 った構 造 を もっ て いた というこ とになる。」

との べ て い る。 要 す る に明 治以 来 の,も っ ぱ ら 「軍備 拡 充 の た め の近 代化 政 策」 の 中 で は

思 想 の裏 づ けの あ る真 の デザ イ ンの 近代 運 動 は育 た な か った とい うこ とで,こ うい う豊 口

の 考 え方 は,基 本 的 に は,あ の ナチ ス の弾 圧 に よ って崩 壊 した バ ウハ ウスの 精神 につ らな

るも の と い え よ う。60年 安保 以 前 の 民主 々義 的 な社 会的 気候 の 中で,本 格 的,正 統的 な戦

後 の デザ イ ン教育 の メ ッ カの一 っ,千 葉 大 学 工 業 意匠 学 科 の恵 まれ た教 育環 境 の 中で 育 っ

た俊 才 だ け に,豊 口 に は ヨー ロ ッパ 的 人文 主 義 の伝 統 に よ る とい うよ りは,む しろ20世 紀

の社 会民 主 々義 的 イ デ オ ロギ ー を背 景 とす るバ ウハゥ ス精 神 に一 般 の,い わば反 フ ァ ッシ

ズ ム的 民 主 々 義 的 な もの の 考 え方 が,た と え タテ マエ と して で あ って も,比 較的 純 粋 な形

で,そ の デ ザ イ ン思 想 の根 幹 を形 成 して い る よ う に思 わ れ る。 こ れ こそ は,か っ て建 築 が

その 主 導 権 を に ぎっ てい た1920年 代 の,い わゆ る 「正 統 近 代派 」 によ るモ ダ ン ・デザ イ ン

運 動 の 「初 心」 とも い うべ き精神 で あ り,現 代 建 築家 た ちが,既 にそ の主 導権 と も ど も,

か な り以 前 に 捨 て去 って か え りみ な い もの で あ る。 この 点 で,IDは 上 の 栄 久庵 の言 で は

ない が,ひ と り豊 口の場 合 に限 らず,い まやIDの 世 界 全体 と して広 く国 際的 な場 で 〈建

築〉 の お株 を奪 って し まっ た よ うにす ら思 われ る。 上 記 第8回ICSID会 議 な ど も 又 その

顕 著 なあ らわ れ の一 つ とい え るの で は ない か。

ICSID会 議 につ いて は,豊 口 も栄 久庵 も,と も に一章 を これ に当て て 解説 を試 み て い

るが,「 国際 工業 デ ザ イ ン団 体協 議 会」 とい うその 名 に も示 され るよ うに,当 初 はID関

係 の 限 られ た ジ ャ ンル に関 す るもの だ った の が,先 頃 の 日本 で の 会議 の 記録 に も明 らか な

よ う に,そ れ は今 や他 の デザ イ ンの 諸 分野 は も と よ り,更 に建 築 や都 市 や地 域 計 画 な ど,

広 く人 間生 活 全般 に亘 る諸 問題 を と りあ げ る,い うなれ ば一 種 の世 界環 境 会議 とで もい え
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る程 の 巾 と厚 みの あ るもの に成長 しよ う と して い るか の よ うで,こ の1973年 日本 で 開催 の

もの も,そ2)意 昧 で,少 くと もデザイ ン墨想 の上 丁!#,1960年 のW。DeC・ などよ り一 歩 も二 歩

も前 進 した もので,上 記 批 判 や会 議 の 内容 と は別 に,こ の 会議 を実 現 に導 いた 栄 久庵 の功

績 は高 く評価 さ れ る もの と思 わ れ る。

面 白 い こ と に,こ のICSID会 議 の歩 み は1957年 に は じ まる もの だ が,そ れ は奇 し くも,

そ れ 自身 の歩 み がモ ダ ンデザ イ ン運 動 の歴 史 とす らい えた,あ の 「近代 建 築 国 際 会議 」(C

工AM)の 終 焉 の 年 の翌 年 に当 って い る。 こ こ にモ ダン ・デザ イ ンの運 動 の リー ダ ー シ ッ プ

の,建 築 か らIDへ の バ トン タ ッチ は,そ の年 表 の上 にも,い ともあ ざやふ に刻 み こ まれて い

る と い え るの で あ る。

以 後 近代 建 築 は,そ の初 心 を忘 れ,デ ザ イ ン とは袂 を分 って,正 統的 な ルー トか ら次 第

に逸 脱 し,非 合理 とデ カ ダ ンス の別 の道 を辿 って 今 日に至 るので あ るが,今 や この 大 きな

転 換 の 時 期 にあ た って,そ れは好 む と否 とに か ・わ らず,再 び何 らか の形 で 原 点 に復 帰 す

る必 要 にせ ま られつ ・あ る か に思 わ れ る。(記 録 に よ れ ば'731CSID会 議 には,か な りの数

の建 築 家達 が こ れ に参 加 した もよ うで あ る。丹 下健 三,黒 川紀 章 な ど)

も っ と も豊 口 の こ う した「進 歩的 思 想」は,た と え タテマ エ 的 な もの で あ る に して も,あ

ま りに も純 粋 す ぎる点 が 問題 で あ る。 例 え ば 昭 和20年8月15日 以 後 の,彼 が 「軍事 関 係

とは完 全 に無 縁 」 と考 える 「本格 的 なマ ス プ ロ ダ ク シ ョ ンの世 界 で」「水 を得 た魚 の よ うに」

そ の腕 をふ るっ た諸 先輩 の 当時 の思 想展 開 と して 忘 れ得 ない もの の 一つ だ とい う,小 池 岩

太 郎 の 「い く ら工 業 製 品 で あ って も,武 器 は イ ン ダス トリ アル ・デザ イ ンの 範疇 には入 ら

な い。 イ ン ダス トリアル ・デザ イ ンとは 人 間 に対 す る愛 情 の 中 か ら生 ま れて く る もの だ か

ら」 な ど に も問題 が あろ う。 この よ うな硬 直 した 形 式論 理 か らは,彼 の求 め る真 に ヒュー

マ ンな 「文化 と して の デ ザ イ ン」 の豊 か な実 りを期 す るこ とはむ つ か しいの で は ない か。

武 器 は形 式 的 に は人 を殺 傷 す る物 理 的 実 用的 機 能 を もっ が,一 面 で は 「護 身」 とい う心 理

的 情 報 的 機能 を もっ こ とは,日 本 の伝統 にお け るす ぐれ た 「文 化 財」 の二 つ と して の 日本

刀 の例 に明 か で あ る。形 式 的 には人 を運 ぶ平 和 的 手段 と して の 自動 車 が,そ の 反面 で は,

戦 争 で,更 には現 下 の苛 烈 な る交通 戦 争 で,ど れだ け非人 間 的 な道 具 と して有 効 に機 能 し

て い る こ とか 。

この よ う に,本 書 はそ の 「進歩 的 思 想」 の裏 づ けに よ る,社 会 科 学 的 な視 点 か らす る,

い わ ば 「現代 デザ イ ン問題 」 に関 して は,デ ザ イナ ー の手 にな る もの と しては 出色 の新 し

い アプローチ を示 す点 で,上 記 栄久 庵 の 書 に く らべ て 一応 評 価 す る こ とは 出来 るが,そ の 内

容 全 体 と して は ま だ まだ 問題 点 を数 多 くの こ して い る。 「論者 と して の デザ イナ ー」 に と

っ ての アキ レス の腱 とは,そ の社 会 経 済 的 な ア プ ロー チ と は,作 家 の 内部 で,往 々 に して

一83一



切 り離 され る,色 と形 につ い ての 作 品 の創 造 や享 受 につ い て の感 覚的 な問題 であろう。 こう

した点 につ い て は,さ す が の豊 口 も,は じめ の 社会 学 的 アプ ロー チ の進 歩性 は ど こへ や ら,

わ が国 の 戦 後 の デ ザ イ ン史 に登 場 す る,国 際 的 な評 価 か ら見 る と,そ れ程 の傑 作 或 は代 表

作 とは 考 え られ な い,彼 の諸 先輩 のID関 係 の作 品 の 解 説 や ら問 題 の 多 い カ プ セ ル 住

宅,つ ま らな い ス トリー ト ・フ ァーニ チ ュ ア の試 作 な どに,こ の こ とだ け は栄 久庵 と全 く

同列 に,か なりの紙 面 を割 きつ ・も,そ れ に対 して一 向 に鋭 い批判 の矢 をは な って い ない の

は,上 の 社 会 学的 ア プ ロー チ がい やに 尖 鋭 に 見 え憂ギ けに,ま ことにもの足 りな く,内 容 的 に

も均 衡 を失 して い るの が惜 しまれ る。

た ・"バウハ ウ ス直 伝 の マ ス プロ 製品 につ い て の 「典 型化 」 の理 念 につ い て は,今 日の浅

薄 な デザ イ ンの フ ァヅ シ ョン化現 象 を しり目 に,欧 米 の数 々のID関 係 の歴 史 的 名 作 につ

い ての グ ッ ドデザ イ ンの 不 易性(Timeless)に っ いて か な り詳細 に亘 る,つ っ こ んだ解 説

を して い るの は さす が だ とは思 うが,と もか くも上 の意 昧 あい で,今 後 製品 の 評 価 の面 に

も,決 して色 や形 に止 らな い,社 会経 済 的,そ の 他 の視 点 を もあ わせ も りこん だ,大 人 の

眼 か らす る新 しい渾 然 と した著書 を,著 者 が有 能 なデ ザ イナ ー で あ るだ け に,新 しい時 代

の 為 に望 ん で や ま ない 。

神戸大学 向 井 正 也
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