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圖
Donald John Bush 
"The Streamlined Decade" 

George Braziller, New York, 1975. 

Martin Greif 
"Depression Modern: 

The Thirties Style in America" 

Universe Books, New York, 1975.

意 匠史 の観 点 か ら,1930年 代 の ア メ リ カ合衆 国 は次 の事 象 によ って 注 目 され る。 それ は,

イ ンダス トリア ル ・デザ イ ンに代 表 され る よ うな ア メ リカ的 現 象 の表 面 化 で あ り,ヨ ー ロ

ッパ を中心 に展 開 されて きた近代 造 形 の ア メ リカへ の 移行 で あ る。 当 時 の動 向 を扱 った 上

記 の書物 を検 討 し比 較 す るこ とに よ っ て,ア メ リカの1930年 代 の デザ イ ンが抱 え る諸 問題

と ・その研 究 の 現状 を展 望 して み た い。,

ドナ ル ド ・プ ッ シュは 当時 の ア メ リカ を流線 形 の時 代(StreamlinedDecade)と して

.描 い てい る。 彼 が扱 って い るの は,1927年 の景 気 後 退 また は1929年 の ニ ュー ヨー ク株 価 大

暴落 か ら第二 次 世 界 大戦勃 発 まで の約10年 間 で あ り,ほ ぼ1930年 代 の事柄 だ とい え る。 彼

の主 た る研 究 対 象 は イ ン ダス トリア ル ・デザ イ ンで あ り,船 舶,鉄 道 車 輌,自 動 車 そ して

建 築 の順 に各 章 を構 成 して い る。 それ らの各 論 の 前 に は,流 線 形理 論 の 展 開 とア メ リカの

工 業 デザ イ ン前 史 とが導 入部 と して 記述 されて い るが,特 に注 目すべ き内 容 で は な い。 但

し,流 線形 につ いて も,初 期 の 工 業 デザ イ ンに関 して も,入 手 可 能 な参 考 図書 は限 られ て

い るので,こ の 冒頭 の数 章 は ア メ齟リカ に お け る工 業 デザ イ ンの成 立 につ いて の概 説 と して

重 宝 で あろ う。 そ こには 工 業 デザ イ ンのパ イ オニ ア た ちの 簡単 な紹 介 が あ るが,ノ ー マ ン

・ベ ル ・ゲ デ ス,ヘ ンリー ・ドレ フス,ウ ォ ル ター ・ ドー ウ ィ ン ・テ ー グ,レ ー モ ン ド ・

ロ ー イ,オ トー ・クー ラー そ して バ ッ ク ミ ンス ター ・フ ラー に関 して は,各 論 で も 多数 の

図版 と共 に詳 細 な説 明 が附 されて い る。

1920年 代 そ して30年 代 の ア メ リ カ とい え ば,ア ー ル ・デ コが想 起 され るが,1925年 の パ

リ装 飾 美術 博 の 工 業 デザ イ ンへ の 影響 をブ ッシ ュ も十 分 に認 め て い る。 だ が彼 は,そ の 影

響 を工 業製 品 に おけ る意 匠 の重 要 性 の認 識 と い う概 念 的 な段 階 での み説 明 し,具 体的 な フ
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オル ム と して の流線 形 は流体 力学 な どの 自然科 学 的認 識 に基 づ くもの だ と して い る。則 ち,

流 線 形 がア ー ル ・デ コの 一 言 語 と してパ リか ら移 入 され た とい うよ うな 意 見 に,彼 は あま

り積 極 的 で は な い。 この著 書 に は 当時 の 各種 航 空 機 も取 り上 げ られて い るが,上 述 の 理 由

か ら,そ れ らは他 の 諸製 品 とは別 の立場 で 扱 わ れ てい る:「 角張 っ た幾 何 学的 な アー ル ・

デ コの形 態 か ら流 線 形時 代 の滑 らか で有 機 的 な形 態 へ の移 行 に もっ と も大 きな影 響 力 を有

して いた の は近 代 の航 空機 で あ る司 こ の言 葉 は,彼 が流 線 形 を アー ル ・デ コの範 疇 に入 れ

て い ない こ とを示 す と同 時 に,そ れ が1920年 代 の アー ル ・デ コ に代ーる1930年 代 の 新 しい形

だ っ た と考 えて い るこ と を表 わ してい る。

ブ ッシ ュは初 期 の 工業 デザ イ ナ ーた ち を網 羅 して い る が,就 中ゲ デ ス とmイ に多 ぐの

紙 面 を費 して い る。 ロ ー イは 商 業的 に成功 し,そ の後 も第一 線 で活躍 した人 物 なの で 当然

の 扱 い だ が,そ れ に劣 らぬ紙数 をゲデ スの た め に用 い て い るの は良 い判 断 で あ る。 ゲデ ス

が設 計 した流線 形 の乗物 に他 の そ れ らと は異 な る感覚 を見 るの は原 著 者 や筆 者 だ けで は な

いだ ろ う。 欲 をい うな らば,そ の よ うな各 人 の デザ イ ンの差異 につ い ての検 討 に 多 くの 力

を注 い で ほ しか った。 も しR.B.フ ラーやF.L.ラ イ トに とって の流線 形 の意 味 が,よ り闡 明

に浮 き彫 りに され,ロ ー イや ドレ フス の そ れ と徹 底 的 な比較 検 討 が な された な らば,デ ザ

イ ンと テ クノ ロ ジー との 関係,そ して そ れ らとモ ダ ニ ズ ムとの 関 係 が,1930年 代 の ア メ リ

カで,現 代 に も通 用 す る ほ どの リア リテ ィ をも って,問 題 に な りつ つ あっ た こ とが 周辺 領

域 の読 者 層 に も鮮 や か に伝 え られ たで あ ろ う。

マ ー テ ィン ・グリー フ は,ア ー ル ・デ コが広 義 に解 釈 され る こと に よっ て,1930年 代 の

ア メ リカ文 化 が曖 昧 に理 解 され て しま うこ と を憂 慮 して い る。 彼 は当 時 の デ ザ イ ンに,そ

の 時期 と場 所 と を同時 に表 わす 単 語 を用 い て,"DepressionModern"と い う名 を与 えた 。

1930年 代 の大 不 況期(theGreatDepression)が ア メ リカ文 化 史 上 に どの よ うな位 置 を占

め るの か とい う問題 は,こ の種 の 研究 の種 み重 ね に期 待 せ ね ば な らな い が,偏 屈 なが らも

示 唆 に富 む命 名 だ とい え る。彼 は アー ル ・デ コ が1930年 代 の ア メ リ カ に支 配 的 なス タイ ル

で あ っ た とい う考 え を修 正 し,そ れ に代 えて,DepressionModer　 を定 義 し説 明 す るこ と

を著 作 の 目的 と して い るだけ に,当 時 の 諸傾 向 を示 す 言葉 には相 当 な気 を使 っ てい るよ う

だ 。

ア ー ル ・デ コの研 究 者 に は,そ れ を1920年 代 か ら30年 代 に跨 る大 きな現 象 と して捉 え よ

うとす る立 場 と,年 代 や傾 向 の 相 異 に よ っ て幾 つ かの 局面 に分 け て理 解 しよ う とす る立場

とが あ るが,グ リー フ は後者 の観 点 に立 つ 典 型 的 な論 者 で あ る。 彼 は 一般 的 な広 義 の アー

ル ・デ コ を真 正 の デ コ(Deco,trueDeco)と モダニステ ィック(themodernistic)と に分 けて
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い る。真 のDecoは 室 内装 飾 家 や建 築 家 に よ ってパ リか らア メ リ カの富 裕 階 層 に もた ら さ

れ た もの で あ り,そ の性 格 は,私 的 で,排 他 的 で,豪 奢 な もの だ と彼 は語 る。 そ れ に対 し

てthemodernisticと は,百 貨 店 な どの 商人 や フ ァ ッ シ ョン ・デザ イ ナ ー に よっ てパ リか

らア メ リカの一般 大衆 に もた らされ た もの で,そ れ は アー ル ・デ コの豊 か さや 多様 性 をひ

と握 りの装飾 モ チ ー フつ ま り何 にで も容 易 に応 用 で きる表 面的 なモ チ ー フ に簡 略化 した も

の だ と説 明 されて い る。

グ リー フは,以 上 の よ うにtrueDecoとthemodernisticと を対 照 させ る こ と に よっ て

アー ル ・デコ の意 義 を確 保 した上 で,彼 のDepressionModernを 位 置 づ け る とい う周到

な解説 を して い る:厂 当 時Modernと 表現 され,私 がDepressionModernと 呼 ぶ こ と

に した そ のス タイ ルは,経 済,社 会,そ して芸 術 上 の 諸源 か ら発展 した もの だ が,本 質 的

には,.themodernisticの 流 行 に対 す る直接 の反 応 つ まり 反 定 立だ った。themodernistic

は新奇 性 とい う唯 一 の効 果 の た め に表 面 的 に 用 い られ たモ チー フの コ レ ク シ ョ ンで あ る。

そ れ に対 してDepressionModernの 目的 は能 率 で あ り,経 済性 で あ り,正 直 な外 観 で あ

ったof

こ こで 扱 われ て い る もの は,基 本 的 には,ブ ッシ ュの そ れ と異 な らない。1930年 代 後 半

の建 築 に重心 を置 い てい るの が,ブ ッシ ュの 著 書 と少 し違 う ところ で あ る。Depression

Modernに つ いて の グ リー フの 表現 に は相 当 な誇張 が認 め られ るが,'そ れ が専 ら愛 国 心 に

よ る もの だ と は思 え な い一面 も あ る。 デ ・ステ ィル や ピ ュー リス ム の造 形 に慣 れ て しま っ

た眼 に は,不 純 で,時 には反 動 的 に も映 るの だ が,抽 象 芸術 の理論 な ど を直接 の媒 介 と し

な け れ ば,こ の あ た りが肩 の凝 らな い モ ダ ン ・デ ザ イ ンな の か も知 れ な い とい う表 情 を,

そ れ らの幾 つ かは持 っ てい るの だ 。

両著 を比較 して先 づ気 に な るの は イ ンター ナ シ ョナ ル ・ス タイル の取 り扱 い で あ る。 ブ

ッ シュ は,そ の建 築 に関 す る章 で,流 線 形 の 建 物 とイン タeナ シ ョナ ル ・ス タ イル との密

接 な関 係 を示 唆 して い る。建 築 物 を流 線 形 と形 容 す るのは 不適 切 な 面 も あ る が,コ ー ナ ー

の処 理,水 平 性 の強 調 そ して金 属 材料 の使 用 法 な ど,そ れ らは当 時 の 工業 製 品 と多 くの感

覚 を共 有 して いた 。 しか し,ル ・コル ビュ ジエ な どに よ る建 築 と,StreamlinedModerne

とい わ れ るそ れ ら との間 には越 え難 い壁 が あ る と感 じ られ る。一 方 が 近代 の 精神 を形 象化

して い た とす れば,他 方 は近 代 の事 物 を築 い て いた よ うだ。 その両 者 の 間 で独 自の 作 品 を

作 り続 けて い たの が ウ ィー ンか ら カ リ フ ォル ニ ァへ 移住 した ル ドル フ ・シ ン ドラー で あ り,

彼 に対 す る評 価 は 今後 も高 ま る と思 われ る。 グ リー フ の著 書 は建 築 を中心 に構 成 さ れて い

るに も拘 らず,イ ン ターナ シ ョナ ル ・ス タイ ル には触 れ て い ない。 この こ とは,国 際 様式
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的 な デザ イ ンが,ニ ュ ー ヨー ク近 代美 術 館 を中 心 と したプ ロパ ガ ン ダに助 け られ て上 層 階

級 に浸 透 した1930年 代の 後 半 に焦 点 を合 わせ て い るだ け に,不 思 議 に思 わ れ る。彼 が イ ン

ター ナ シ ョナ ル ・ス タイ ル とい う言葉 を知 らな い とは考 え られ ない の で,こ の 措置 は,純

度 の 高 い ア メ リカ ン ・シー ン を強 調 す るた めの もの で あ ろ う。 事 実,こ の時 代 に と って重

要 な ヨー ロ ッパ か らの移住 者 で あ る シ ン ドラーや ノイ トラの作 品 は 見 るこ と がで きず,例

外 的 に,デ ・ス テ ィル以 後 ア メ リカで 固 有 の方 向 を辿 りつ つ あ った フ レデ リ ック ・キ ー ス

ラー が取 り上 げ られ て い る。 グ リー フ がthemodernisticへ の ア ンチ ・テー ゼ と してDe-

pressionModernを 立 て る時,読 者 は そ の イ ンター ナ シ ョナ『ル ・ス タイ ル との違 い を間

う こ とに な る。

次 に1930年 代 の評価 と して,ブ ッ シ ュは,経 済 的 な昏 迷 の時 期 で あ り,停 頓 す るす べ て

の もの に対 して 人 々が劇 的 な解 決 を求 め て い た時 代 だ と記 して い る。 そこ に は ス ピー ドへ

の 熱烈 な願 望 が あ り,ア ー ル ・デ コの 重 な り合 いの 多 いパ ター ンや ジグ ザ グ の線 で は な く,

流 線 形 の連 続 した効 率 の良 い 曲線 や 曲 面,そ して運動 を妨 げ な い平滑 な表面 の仕 上 こそ が,

当 時 の ア メ リ カ人 の切 な る願 い に合 致 して い た と彼 は語 る。 その流 線 形 が家 庭 用 製 品 や室

内 調度 に まで無 思 慮 に応 用 され る に至 っ て,そ の ス タイ ルの創 始 者 か ら も否 認 され るよ う

に なっ た とい う点 では,彼 も一般 的 な見 解 をと って い る。 また,そ の 基 本的 理 念 は 現 代彫

刻 や デザ イ ンの一 部 に生 き続 け て い る と しな が らも,そ の連 続 性 を語 る口調 は強 い もので

は ない。 それ に対 して,グ リー フ の著 書 には現 代 との関 係 を強 調 しよ う とす る意 図 が読 み

とれ る。 彼 の叙 述 形 式 は回 顧的 で,私 的 な情 景 描写 が相 当 な部 分 を占 め て い るが ,そ れ だ

け に,自 分 が 生 きる現 代 の 直接 の ルー ツ を探 ろ うとい う姿 勢 が強 く出 て い る。Depression

Modernは ア メ リカ にお け るモ ダ ニズ ム の転 換 期 にあ った と彼 は語 り,続 け て1930年 代 と

現 代 との類 似性 を再度 強 調 して い る。確 か に最 近 の デザ イ ン にはDepressionModernと

の 類似 が認 め られ,建 築 にお け る円弧 の 多 用,ガ ラス ・ブロ ッ クの 大 規模 な使 用 と曲 面壁

へ の採 用,や や古 典 的 な プ ロポ ー シ ョ ン そ して威 嚇 的 な表情 な どは雑 誌 や街 で も見 る こと

が で きる。 だ が,現 代 の デザ イ ンは,そ れ らがす べ て では な い。

最後 に,考 察 されて い る対象 の比較 だ が,両 著 の そ れ が基本 的 に同 一 で あ る こ とは既 に

述 べ た。 グ リー フ は,流 線 形 を一 要 素 と して,そ の他 の特性 を織 り交 ぜ て1930年 代 の ス タ

イル を考 究 して い る よ うに も読 め るが,あ くま で も興 味 の 中心 は特 定 の モ ダ ニ ズ云 にあ り,

それ は流 線 形 を広 い意味 で解釈 す る ブ ッ シュ の対 象 と重 な るの で あ る。但 し,ブ ッ シ ュの

解釈 が非 常 識 な もので な い こ とは確 認 され る必 要 が あ る。 お もに建 築 と室 内 装飾 に関 して

の こ とだ が,こ の両著 が取 り上 げているよ うなデザインにつ いて は"StreamlineModerne"あ る

いは"Stream]inedModerne"の 名称 が,欧 米 とくにアメリカでは,ほぼ定着 している。ここで"Modern"
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で は な く"Moderne"と 表 現 されているのは,1925年 のパ リ装飾 美 術 博 覧 会,正 確 に はL'Exposi-

tionInternationaledesArtsDecoratifsetIndustrielsModernesの"Moderne"

だ と解 して お くの が年 代 学的 で あ るが,そ こ まで 拘泥 しない場 合 には,ハ イ ・ア ー トに対

す るロ ウ ・ア ー トに属 す る こ とを意 味 す ると理 解 す れ ば良 い。 その 当時 のハ イ ・ア ー トは

ヨー ロ ッパ の前 衛 的 な抽 象 美術 や ル ・コ ル ビュ ジエ らの建 築 で あ り,そ れ に対 して,ロ ウ

・アー トは アー ル ・デ コや 流線 形 の商 業 建 築,室 内 装飾 そ して イ ンダス トリア ル ・デ ザ イ

ンで あ った。 この"high"や"10W"の 形 容 を固定 的 な価値 の 上 下 に結 び付 け る必 要 は ない 。

しか し,1930年 代 の流線 形 の限 界 は,そ の ロウ ・アー ト的 な性格 と切 り離 して は考 え られ

ない。 流 線形 は,そ の 無思 慮 な応 用 に よ って 発展 を阻 害 され た とい うよ り も,自 ら の展 開

力 を持 た なか っ たの では な い だ ろ うか。 流 線 形 は,そ の 前進 を促 す よ うな名称 に も拘 らず,

前 を向 い ては い な かっ た。美 術 造 形 に限 らず,ほ とん どの事 象 は,そ の重要 なモ メ ン トを

自律 で きなけ れ ば,本 格 的 な発 展 は望 め ない。 流 線形 は,単 な る ス タイ ルで は なか っ た と

して も,科 学 の他 律 の下 に あっ た。 グ リー フ の文 章 には1930年 代 が アメ リカの 現 代 デ ザ イ

ンの基 調 を形 成 した とい う意 見 が読 み取 れ るが,そ う主張 す る こと によ っ て現 代 デ ザ イ ン

を更 に推 進 させ よ うとす る な らば,既 に述 べ た理 由 か ら,流 線形 や デ コ とい う言 葉 の 用法

には一 層 の留 意 が必要 なの で あ る。

モ ダ ン ・デザ イ ンの中 心 が ヨーロ ッパ か らア メ リカへ 移 っ たの は1930年 代 だ ろ うか,そ

れ と も40年 代 そ して 第二 次 大戦 後 の こ とだ ろ うか。 あ る いは,ア ドル フ ・ロー ス が滞 米 し

て いた19世 紀末 には,既 に合衆 国 がモ ダ ン ・デザ イ ンの確 固 た る源 だ っ たの で あ ろ うか。

この よ うな疑 問 には,近 代 デ ザ イ ンと い う前提 が不 明瞭 な限 りは,答 える術 が ない 。

ア メ リカ は2Q世 紀 の 主要 なス タイ ル を ヨー ロ ッパ か ら輸 入 せ ね ば な らな か った とい わ れ

る。 この 表現 は正 しいが,そ の すべ て を輸 入 した の では な い。 それ ど こ ろか,ア メ リカは

現在 に まで 受 け継 が れ る意匠 を都市 に,工 場 に,そ して一般 家 庭 に表 わ し始 め て い た。 し

か し,ア メ リカ のモ ダ ン ・デザ イ ンは 造形 運 動 とい う形 式 をと る こ とが稀 で あ っ た た め か,

今世 紀 の状況 で さ え形 にな らな い こ とが 多 い。 この 困難 さは,こ こで検 討 され た両 著 が対

象 とす る1930年 代 につ いて も同 様 で あ る。 ブ ッシュ の著 書 も グリー フ の本 も試 論 の範 囲 を

越 え る もの で は ない。 だが,こ の よ う な研 究 の集積 の 中 か ら説得 力 の あ る1930年 代 の デザ

イ ン観 が形 成 され る時 には,そ れ が典 型 的 なハ イ ・ア ー トを持 ち難 い 時代 で あ った だ け に,

現 代 デ ザ イ ンは,再 び,当 時 の社 会 と造形 文化 に好 奇 以上 の 眼 を向 け るこ とに な るだ ろ う。
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書 誌 下 記1.は 工 業 デ ザ イ ナ ー に よ る 最 初 の 著 作 で,昨 年 再 刊 さ れ た 。 流 線 形 に 関 す る史

料 と し て も 重 要 で,こ れ 以 後 に 出 版 さ れ る類 書 の よ う に 商 業 主 義 的 色 彩 が 濃 く は な い 。 ア

ー ル ・デ コ に 関 す る 書 物 は 枚 挙 に い と ま な い が
,1930年 代 の 装 飾 美 術 界 の 情 況 を知 る に は

2.が 適 し て い る 。 こ れ は3.を 前 提 に し な い と興 昧 を も っ て 読 む こ と は 難 し い 。 イ ン タ ー ナ

シ ョナ ル ・ス タ イ ル に つ い て は1932年 版 の 増 補 版 と し て4.が あ り,和 訳 も 出 て い る。5.は

特 定 の 建 築 家 を 扱 っ た も の だ が,そ の モ ダ ニ ズ ム に 関 す る 考 察 は 興 昧 深 い 。 な お,著 者 は

麁ア メ リ カ ン ・モ ダ ン の 指 導 的 研 究 者 の 一 人 で あ り ,カ リ フ ォ ル ニ アを 中 心 に 多 く の 研 究 が

あ る。6は 訳 書 も あ る著 名 な も の だ が,こ の テ ー マ に つ い て も,7.そ の 他 と 共 に,後 進 に

示 唆 す る と こ ろ が 大 き い 。1930年 代 の ア メ リ カ を 理 解 す る 上 で 重 要 な幾 つ か の 博 覧 会 の 概

要 は,8.,9.,10.で 知 る こ と が で き る 。 但 し,8.を 一 冊 の 研 究 書 と し て 推 挙 す る こ と は

で き な い 。9.は 幾 分 恣 意 的 な構 成 に な っ て い る が,鮮 明 な 記 録 写 真 集 で あ り,序 文 に よ っ

て,そ の 博 覧 会 の 背 景 と当 時 の 国 際 情 勢 の 一 端 を窺 う こ と が で き る。
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