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圃
川添 登著

「デ ザ イ ン 論 」

東海大学 出版会刊,1979年(初 版)

1979年 の暑 か った夏 の一 ヶ月 あ ま り,私 は冷 房 の な い河 内 の陋 屋 の一 室 にあ っ て,た え

ず本 書 を座 右 に置 き,ひ ま を見 て読 み か え しつ つ,い くた びか そ の 書評 を試 み よ うと して

は,そ の た び ご と には ね か え され,挫 折 を く りか え して来 た。単 に暑 さの せ い ば か りで な

く,何 と も不 愉 快 な,い らだ た し く,う っ と う しい 日々 で あ った 。

た また ま書 店 で 見 つ け,同 じ年 の4月 に初 版 が出 た ば か りの タイ トルは 単 刀 直入 に 「デ

ザ イ ン論」 と,そ の 思 い 切 った ネー ミ ング に惹 か れ,川 添 登 とい う人物 の 〈論〉 の性 質 を

知 りつ く して い な が ら,で も今 度 は と,つ い うかつ に もひ っ か かっ たの が私 の 不 明だ った。

本書 も また例 に よ っ て例 の如 く,そ うや す や す と批 評 の ペ ー ス に乗 っ て くれ るよ うなす な

お な もの で は な か っ たの で あ る。

同 じ版 元 か ら一 年 前 に出 た,私 の 京都 大 学時 代 の恩 師森 田慶 一博 士 の著 書 に,本 書 と同

様単 刀直 入 の タイ トルの 「建 築 論Jと い うの が あ る。建 築芸 術 の 意味 を概 念 的 に考 え よ う

とす る建 築 家 や愛 用 者 の 知的 欲 求 に出来 る限 り組織 的,斉 合 的 に応 じよ うとい う,こ の首

尾一 貫 した 論 旨の渾 然 と した 「建 築 論」 に接 して い た私 は,同 じタイ プの タイ トル を もつ

この 「デザ イ ン論 」 も また 同様 の 線 で,デ ザ イ ン を全体 的 な視 野 か ら組 織 的 に把 も うと し

た もの だ ろ うと考 え,こ れ までの と ころ,そ う した体 系 だ った デ ザ イ ン論 は欧 米 に も類 書

は 見 当 らぬ と ころ か ら,川 添 も と うと うや った が,と い う先 を越 され た感概 と,彼 な らば

や りな おせ るだ ろ うとの 期待 で,休 暇 に入 って よ むの を心 ま ち して い たの だ っ た。

ここ で結 論 的 に,全 体 と しての 評 価 を先 に与 える な らば,本 書 は森 田 博 士 の 「建 築 論」

な ど とは む し ろウ ラハ ラ に,ま とま りを欠 い た,初 学 者 な どには あ ま り読 ませ た くな い性 質

の もの だ とい って よ か ろ う。

ゆ た か な教 養 と確 乎 と した見識 を備 え,デ ザ イ ンにつ い ての 一 家 言 を もつ ほ どの人 な ら

こ じつ け
ば と もか く,未 熟 で 不安 定 な精 神 で 本書 に接 す る な らば,川 添 独特 の牽 強 付 会 の論 理 操作

の迷 路 を前 後 不覚 に ひ き ま わ され,デ ザ イ ンに つ い ての解 明 は お ろか,ヤ ワ タノヤ ブ シ ラズ

に,か え って 混迷 の度 を深 め る結 果 にな る お それ が あ る。
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本 書 が,そ の タイ トル か ら,だ れ もが想 像 す るよ うな,あ る体 系 をも った 斉合 的 な論 理 に

よ って組 織 づ け られ た もの で は な い こ とは,巻 末 に示 され た,内 容 の論 文 の 「初 出誌 一 覧」

に示 され た年代 を見 て もあ る程 度 は推 察 され よ う。す な わ ち,第1章 デザ イ ン原 理 は1969

年,第2章 モ ダ ンデザ イ ンは,第1節'74年,第2節'71年,第3節'68年,第4節'72年,

そ して第3章 く ら しと デザ イ ンが'72年 と なっ て い る。

こ う した全体 と しての 一貫 性 を重 視 す る論 考 は,理 想 的 には 明確 な全体 の 論理 構 成 の 骨

組 に支 え られた 書 き下 しが望 ま しいの は も とよ りだ が,た と えこ の よ うに発 表 年次 がバ ラ

バ ラで か つ章 節 の組 立 順 序 に乱 れ が あ って も,全 体 を とお して作 者 の 思 考 に乱 れ が な く,

当初 か ら各 論 考 が,綜 合 と して の デザ イ ン論 の一 環 と して意 識 され た もの な らば,後 につ

な ぎ合 せ て渾 然 と した一 体 に ま とめ る こ と も可 能 だ とは思 うが,こ の 書 は ど うもそ う した

性 質の もの では ない よ うで,そ れ ぞ れ別 の時 期 に,そ の時 々の 思 考 の お もむ くま まに 書 か

れ たバ ラバ ラの 論 考 の よ せ集 め と して,内 容的 に一 貫性 を欠 くだ け で な く,到 る と こ ろで

混 乱 が渦 をま い て お り,そ の 全 体 と して の読 後 感 は き わめ て散 漫 で あ る。私 が最初 に い ら

だた しい とい っ たの は この辺 の と ころ で,再 三 よみ か え して み て も,読 んだ もの が論 理 的

に思想 の構 築物 をつ み あげ て行 くの で は な く,読 んだ しりか ら次 々 と崩 れ去 って しま うも

どか しい もの な の で あ る。

私 は 以 前本欄 で栄 久 庵 憲 司 の書 評 を行 っ た 〔デ ザ イ ン理 論15(1976)〕 が,そ こで鶴 見俊

輔 の説 を援 用 して,オ イ ル シ ョッ クの'73年 以 前の高度 成 長 期 の価 値 感 に も とつ く論 考 は,

その後 の 現実 には 役 に立 た な い場合 も,人 に よ って は お こ り うる点 に注 目 し ょ うと した が,

ち ょ うど その場 合 の 栄 久庵 と同 じ く,今 回 の 川添 も また そ の意 味 で,内 容 的 に か な り疑 問

と思 わ れ る考 え方 が,そ の ま ま リ プ リ ン トされ て い る。 事 実 こ の「デザ イ ン論 」 を構 成 す る

論 考 で'73年 以降 に書 かれ た の は,第2章 第 一 節 モ ダン ・デ ザ イ ンの 成 立 た だ一 つ だ け と い

う事 実 も,特 に彼 の 場 合 に は 問題 が あ る と思 われ る。

も とよ り入 に よ っ て は,論 文 の価 値 は そ うたや す く時 代 に よっ て左 右 され た りは しな い

だ ろ う。 だ が川添 の論 につ い て は事 情 は おの ず か ら異 る の で あ る。彼 は い うな れば60年 代

の建 築 ・デザ イ ンの ス ポー ク スマ ン をも って任 じた人 で あ る。

彼 が黒 川紀 章 や 菊竹 清訓 らとは か つ て,60年 代 の 初 頭,あ の世 界 デザ イ ン会議(WoDe

Co)を,そ の運 動 の 出 発点 と した,今 で は世 界 の デザ イ ン史 上有 名 なメ タボ リズ ム とは,.

当時 い わゆ る 「黄 金 の60年 代 」(TheGoldenSixties)と うた われ た高 度 成 長期 の指 導

的 なデ ザ イ ン理 論 だ っ た こ とは い ま さ らい うまで もな い。

栄 久庵 も また こ の メ タボ リズ ムの 同 人 だ っ た わけ だ が,川 添 は本 書 に も熱 を入 れ て展 開

して い る 「道 具 論 」 を介 して,メ タボ リ ス ト達 の 中 で は,最 も栄 久庵 の 思 想 に近 い線 を歩
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む ものとい える。上記栄 久庵の書評の中で,私 は彼の道具論は,高 遇 な世なお し論の観 念

威 表も 下 か ら,「 高 度 成 長Jの アニ マ ルの 鎧の 端 がチ ラチ ラす る と述 べ たが,こ の こ とは

川添 の場 合 とて も全 く同 様 で あ る。 否彼 の場合 は,栄 久庵 の よ うな粗 朴 さが な く,牽 強 付

会 の 度合 が 一 そ う強 い だ け に,全 く仕 末 に悪 い もの だ と考 え られ る。

こ こ まで書 い て 来 た ら,筆 が渋 滞 して動 か な くな り,先 をつ づ け るの が何 と も無 意味 に思

思 わ れて 来 た。 は じめ に も書 いた よ うに,本 書 を とお して一 番 問題 とす べ き ものは,そ の

牽 強付 会 の ゴ ジ ツ ケ論法 の虚 妄 さ にあ る。 い く ら真 険 に ぶつ か って もホ コ先 をか わ さ れた

り,は ぐらか され た りで,結 局 何 もつ か め ない ので あ る。

その好 例 の 一 つ は,彼 と栄 久庵 をむ す ぶ共通 の思 考 と して の 「道 具 学」 な る理論 で あ ろ

う。 これ は先 に本誌 での 栄 久 庵 の書 評 で も少 しのべ た が,こ こで も う一 度 く りか え して お

く必 要 が ある と思 う。

そ も そ も 「道 具 」 の 本 来 の意 味 は,彼 らの い うよ う な,歴 史 的,現 実 的 な 裏 ず け か ら切

りは な された形 式 的 な抽 象論 で解 明 出来 る もの と は思 われ な い。 コ トバの 上 っ らを ひね っ

て,そ の場の思。つ,で 鮴 を・ じつける,齬 ・よくある灘 の説法のようなものから

は何 ほ ども出 て い な い ので は ない か。

後述のよ うに川添 も栄久庵 も ・道具、 とは ・道 の箕 えなどと淋 鷭 い辻説法 をきめ

こん で い るが,そ れ は も とよ りデ ッチ あげ の彼 らの勝 手 な解 釈 で あっ て,わ が国 は も とよ

り,世 界の ど こに も通 用 しそ うも ない もの だ 。

何 よ り問 題 と思 わ れ るの は,そ れ が コ トバ の上 つ らだ け の こ と で,現 実 的 な連 関 か ら全

く切 り離 された と ころ に あ る。 コ トバ にふ くまれ る概 念 内 容 を発 生 的,歴 史 的 に意味 をさ

ぐ り出 す こ と を し ない で,い たづ らに,こ じっ け るた め に,こ じつ け が こ じつ け を生 み,そ

れ が次 か ら次 へ の 連鎖 反応 をお こ して,と め ども な く,結 果 と して は思 い もか け ぬ展 開 を

示 す こ と に な る。 つ ま り あの 「風 が吹 けば 桶屋 が も うか る」 式 の 論 法 で あ る。

川添 は こ う して,・ 道 の箕 え、 或 は ・道 の 具 現 したもの、と して の 道具 の 意味 の こ じつ け

で,中 国 と西洋 を思 想 的 に連 結 す ると い うハ ナ レワザ をや って の け る。す な わ ち道 具 の 「道」

とは道 徳 で あ り,道 徳 に は二 つ の道 が あ る。 一 つ は 「人 の 道即 ち 「道 徳」 で.他 は 「天 の

道」 即 ち 「自 然の 理 」 で あ るが,「 自然 の理 」 とは 「自然 的 必 然 」一 「流 れ」 の こ とで あ

り,「 流 れ」 は,自 然 的 で あれ,人 工的 で あれ.「 水路 」 をつ く りそ こ を流 れ る と い い,

その 一方 で,こ の 「水 路 」 づ く り を,彼 が ク ラ ッ クホ ー ンの 「文 化 とは歴 史 的 に形 成 され

た外 面的 内 面 的 な刺 戟 に対 す る反応 に水路 づ け(Canalisation)す る と ころの撰 択過 程 で

あ る」 にお け る 「水 路 づ け」(こ の コ トバ 自体 意味 が あ い まい で あ る)に こ じつ け て考

えよ うとす るが,更 に加 えて,こ の 「水 路 づ け」 こそ は クラ ッ クホ ー ンがデ ザ イ ンとい う
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語 に意味 させ よ うと した もの だ とい い,外 面的 内 面 的刺 戟 に対 す る反 応 が本 能 によ って決

定 づ け られ る動 物 には水 路 づ けの 必要 は な く,人 間 だ け が水 路 づ け即 ちデ ザ イ ン をす る こ

とか ら,要 す る に道 は デ ザ イ ンで あ り,道 具 は デザ イ ン された もの だ と結 論 す るの で あ る。

一 事 が万 事 この よ うな調 子 で あ る。

く りか え して い うが,私 は こ う した論 法 は 上述 の 「言葉 こ ろが し」 と もい うべ き不 毛 な

遊 戯 にす ぎな い もの で,そ こ か らは現 実 の デ ザ イ ンの 問題 の解 明 に役 立 つ何 もの も生 れ な

いだ ろ うと思 う。

そ こで 何 よ り問題 だ と思 わ れ るの は,こ の よ うな事 物 に つ いて の観 念 的,形 式 的 な もの

の 考 え方 は,デ ザ イ ン論 の一 面 で 是 非 とも と りあ げ られ ね ば な らな い。 生 きた歴 史 的 事 実

と しての デ ザ イ ンの 把握 に ど うむす び つ くか とい うこ とで あ る。 そ して この こと が また 川

添 の本 書 にお け る も う一 つ の大 き な問題 点 だ と私 は思 う。

第1章 「デザ イ ン原理 」 に お いて 彼 は終 始 この よ うな形 式 的 な論 を展 開 しつ つ,デ ザ イ

ンの領 域 を,① プ ロ ダ ク ト ・デザ イ ン(道 具 的 整備 に関 す る もの)② コ ミュニ ケ ー シ ョン

・デ ザ イ ン(精 神 的 整 備 に 関 す る もの) ,③ エ ンバ イ ロ メ ン ト ・デ ザ イ ン(環 境 的 整 備 に

関 す る もの)に 三大 別 し,こ れ を 自然,人 間,社 会 の三 つ の頂 点 を もつ,彼 の い わゆ る「デ

ザ イ ン三 角構 造 」 の 各 辺 と して,同 じや り方 図 式化 され る 「人間 の 三 角構 造 」 及 び 「文 明

の 三 角構 造」 に 先 に関 連 させ つ つ,こ れ を さら にマ ル クスの 「三 位 一体 式 」 の概 念 とむす

びつ け る な ど とい う彼 独 得 の こ じつ けの論 理 操 作 に よ り,と もか くも一応 そ れな りの ま と

ま り を見せ て は い る もの の,こ の よ うに して求 め られ たデ ザ イ ンの 本 質 が,次 の 第2章 「モ

ダン ・デザ イ ン」 と は何 らの 関連 を も もつ こ と な く,双 方 が別 々の もの と して,一 本 に体

系 づ け られな い まま に な って い る こ とは,書 名の 「デ ザ イ ン論」 には 全 くふ さ わ しか らぬ,

羊 頭狗 肉 で あ る こ とは さき にの べ た と お りで あ る。 これは も とよ り,こ の川 添 特 有 の 論理

操 作 が,何 よ り歴 史 的 な現 実 の 裏 ず け を もっ て展 開 され るべ きモ ダ ン ・デ ザ イ ン論 を全 く

こ な し得 てい な い こ と を意 味 す る もの で,量 的 に も本 書の 過 半数 のペ ー ジ数 を 占め る第2

章 が,川 添 の こ う した論 法 には 不向 きな歴 史的 な コ ンテ クス トをもつ べ き性 質 の もの で あ

った こ とは,本 書 の 全体 の 評 価 か ら して致 命 的 だ っ た と も考 え られ る。

内 容的 に見 て も,第2章 に関 して は,単 な る論 理 操作 の問 題 だ け に止 らず,モ ダン ・デ

ザ イ ンそ の もの につ い て,か な り多 くの基 本的 な面 で,事 実 誤認 や ら無 知 が散 見 さ れ る こ

とは 見 の が し得 ない。 こ こで 一 々 と りあげ る余地 は ない が,ま ず 全般 的 に見 て,川 添 は モ

ダン ・デ ザ イ ン を歴 史的 に きび し く且 正 し く把 握 して い な い と思 わ れ る フ シが 多 い。

例 えば これ を 「20世紀 の 産 業 社会 が生 ん だ美 の 領域 」(62)(カ ッコ内 は ペ ー ジ数,以

下同 じ)と 考 え た り,そ の 目的 と しての 「普遍 的 な美 の追 求 」(118)な ど とい っ た コ トバ
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のはしば しに,。 の運動 の基本的 な契機 としての社会関係襦 懿 には思 ・・いた らず,た

とえそ の 「思 想 」 に つ い て論 ず るに して も,そ の理 解 の程 度 は,彼 が 「近 代 建 築家 の テー

ゼ 」だ とす る もの も.「機 能 的 な もの は 美 しい」 とい っ た安 直 で かつ,誤 謬 をふ くん だ もの

だ った り(138),或 は モ ダン ・デザ イ ン運 動 を単 な るイ ンダス トリア ル ・デザ イ ンの運 動

の線 だ けで 考 え た り,又 この運 動 をあ く まで も20世 紀 の初 頭 に形 成 され た もの と して,そ の

「開始 の時 期 」な ど とい う非歴 史 的 な もの を求 め よ うと した りな どな ど,今 日の近 代 建 築史

の 常識 の 水準 か ら考 えて もか な り低 い もので しか い よ うだ 。

な お第3章 「くら し とデ ザ イ ン」 は,以 上 の2章 とは また ガ ラ リ と趣 を異 にす る。 くだ

けた 口調 の 講演 速 記 で あ り,内 容 か ら して も 「デザ イ ン論」 の タイ トルの 下 に一括 す る に

は む しろ場 ち がい な もの だ と思 わ れ る。

以 上 もっ と 早 くお わ るべ きこの 書評 を,こ こ まで 引 きの ば して 来 た が,も うど うに も

ガマ ンな らな いの で,こ の辺 で終 るこ とにす る。 は じめ に もの べ た よ うに,い か にモ ダ ン

・デザ イ ンにつ いて の体 系 的 な理 論 に乏 しい今 日 とは い え,か く もバ ラバ ラな古 い論 考 の

よせ あつ め を,お くめ ん もな く堂 々た る タイ トルの 下 に一 書 と して あ えて 世 に 問 う著 者 の

態度 は不 可解 とい うほ かは な い。

実 に うっ と うし くも,い や 一 な,本 書 との つ きあ いの 長 い 日 々で あっ た。 い ま私 は本 書

か らや っ と解放 され る こ と に何 よ りもよ ろ こび を禁 じ得 な い。 お そ ら く私 は今後 二度 と本

書 の ペ ー ジ を開 くこ とは な いで あ ろ う。

(向 井 正 也)
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