
Title <書評>S・ギーディオン著「機械化の文化史」 : もの
いわぬものの歴史

Author(s) 増山, 和夫

Citation デザイン理論. 1977, 16, p. 121-124

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/53673

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

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

Osaka University



国
S・ ギ ーデ ィオ ン著

「機 械 化 の 文 化 史 」

も の い わ ぬ も の の 歴 史

SiegfriedGiedion;

MechanizationTakesCommand,acontribution

toanonymoushistory.

OxfordUniversityPress,1948.

この 本 は上 記 の 通 り,1948年 に書 か れ た もの で あ り,あ らため て こ こ に紹介 す る こ と も

ない よ うに も思 え る。 しか しな が ら,原 著 の 癸 刊後 お よそ30年 経 た 今 日 に なっ て,デ ザ イ

ン研 究 所 の手 によ って 翻 訳 された とい うこ とは ,わ が国 の工 業 デザ イ ンの歴 史 を考 える時,

大 変 意味 深 い もの が あ る。 こ のお よ そ30年 の 隔 りは,単 に時 間的 な 問題 で は な く,デ ザ イ

ン につ い ての 考 え方 の 問題 で あ り,デ ザ イ ンの本 質 にか か わ る問題 で あ る。

か っ て,イ ンダ ス トリア ル ・デザ イナ ー が,「 流 線型 」 を携 えて ,製 品 のセ ー ル スマ ン

と して登 場 した時 以 来,根 強 く残 っ てい た 表 面的 装 飾家 と しての 色 彩 も,よ うや く薄 れ,

"l
ndustrialDesign"も 「工業 デ ザ イ ン」 とい うよ り 「産 業 デザ イ ン」 と訳 され るよ うに

な り,「 産 業 をデザ イ ンす る」 とい う言 葉 さえ聞 かれ る よ うに な った 。 そ して ,デ ザ イ ン

は,も はや 技術 的 な問 題で は な く,社 会 的 な 問題 と して と りあ げ るべ き時 期 に来 て い る と

も云 わ れて い る。 即 ち,も の をどの よ うに造 る か とい うこ とよ り も,何 を造 るか と い うこ

と,あ るい は,そ の もの を造 るべ き か,造 らない で お くべ きか とい うこ とが 非 常 に重 要 に

な って きて い る。 そ れ は単 に生産 技術,企 業 経 営 の 問題 で は な く,'人 間社 会 の あ り方 にか

か わ る問 題 とな りつつ あ るの で あ る。

この 本 は,ま さ に,こ の よ うな問題 につ いて 考 える時 ,大 変示 唆 に富 む もので あ る。著

者 の 云 う 「い ま まで そ の歴 史 的 な意 義 につ いて 問題 に されて こな か っ た よ うなっ つ ま しい

物 を取 り上 げ,そ れ らの もの が寄 り集 っ て,現 代 の生 活様 式 の基 層 を形 作 っ て きた こ と,

日常 生 活 に 見 られ る小 さな道 具 も集 ま る と,わ れ わ れの文 明 圏 に生 きる者 すべ て に影響 を

与 え るほ ど大 き な存 在 にな る」 とい う言葉 は,こ の本 が,L・ マ ンフ ォー ドが云 うよ うに,

前 世紀 の産 業 史 に対 す る卓越 した貢 献 で あ るの み な らず,著 名 な作 家 や作 品,あ るい は,

デ ザ イ ン運 動 を中心 に した,い わ ゆ る デザ イ ン史 とは 違 った 意味 で デ ザ イン の歴 史 を語 る
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もの で も あ る こ とを示 して い る。

著者 は,機 械 化 を肯 定 も否 定 もせ ず,歴 史 的 な事 実 にそ く して,人 間生 活 に大 変 身近 な

もの が機 械 化 され,あ るい は,機 械 化 の 影響 を受 け る様 子,そ れ らの もの を通 して,機 械

化 がわ れ われ の 生 活様 式 にお よ ぼ した 影響,そ れが,わ れ われの 住 まい に,食 べ物 や家 具

に与 えた イ ンパ ク トを調 べ る こ と が,「 も の い わぬ ものの 歴 史」 の 研 究で あ ると云 う。 そ

の た め に は,ま ず一 般 の 人 が,自 分 た ちの仕 事 や発 明 がた えず生 活 の パ ダー ンをっ く りヂ

かっ 作 りか えて い るの だ とい うこ と を理 解 す るこ とが 前提 と なる。 「道具 と物 は,世 界 に

対 す る人 間の 基 本 的 な態 度 の産 物 で あ る。 この態 度 が歴 史 の コー ス を設定 し,そ の あ と に

思 考 と行 為 が従 う。絵 画,発 明,そ して あ らゆ る 問題 は,あ る特 定 の 態度 を基礎 に もっ て
(P4)

お り,こ の態 度 な く して は,そ れ らは そ もそ も生み 出 され な かっ た と云 って よい」 とい う

一 節 は 大 変意 味 深 い も ので あ る。

この 本 は,7つ の部 と結 び か らな る。 最 初 に研究 態 度 と研 究 方法 な らび に主 要 な項 目 に

つ いて の 要約 が 行 われ て い る。 続 い て,機 械 化 の起 り,機 械 化 の 手段,機 械 化 と有 機 体,

機 械 化 と人 間環 境,機 械 化 と家 事,入 浴 の 機械 化,最 後 に結 び と して,均 衡 の と れ た人 間

の 重要 性 が論 じ られて い る。

著者 は,あ らゆ る機械 化 の根 底 を なす概 念 は,運 動 の概 念 で あ る と し,最 初 に,14世 紀

か ら現 代 まで を貫 いて い る運 動 の 研 究,即 ち,運 動 の 視覚 化 につ い て述 べ て い る。 彼 が運

動 の研 究 を機械 化 の基 礎 にお くの は,連 続 的 な運 動 を視覚 的 に分 解 し,全 体 を部 分 の総 和

とす る とこ ろ に機械 主義 的 な世 界観 の 始 源 を見 る か らで あ る。 この こ とは,Bergsonの

「変 化 の 知覚 」 が所 謂機 能 主 義 的 な考 え方 と深 くか かわ る もので あ る とす る こ と と同 じ意

義 を持 って い る。 彼 によ れば,生 産 の機械 化 の 第一 歩 は,工 程 を い くっ かの 作 業 部 分 に分

解 す る こ とな ので あ る。 そ して,ゲ シュ タ ル ト心理 学 や 生物 学 等 が 全体 を部 分 の 総 和 以 上

の もの と考 え,機 械 化 が生 命 体 に出 合 っ た と ころ で 先 に進 め な く な り,有 機 体 は完 全 に構

成単 位 に分 解 で きな い こ とが実 証 され る に お よん で,機 械 主 義的概 念 が終 焉 を告 げ た とす

る。 彼 に と って,機 械 化 の は じま りは,「 手」 が機械 に と って か わ られ,作 業 が 自動 化 さ

れ,機 械 的 な正確 さを得 られ る よ うに な る と きで あ り,そ して,19世 紀 の後 半,ア メ リ カ

で 高 度 な機械 化 が 始 ま り,全 面的 な機械 化 の 最初 の 兆 しは ア ッセ ン ブ リー ライ ンで あ り,

そ こで は工 場 全体 が一 つ の 噛 み合 っ た有 機 体 と して 統 合 されて い る と見 る。

この 機械 化 の時 期,あ るい は機 械 の出 現 した時 期 をいっ とす るか,そ して,機 械 化 の 意

味 の と らえ方 な どは,後 に,L・ マ ンフ ォー ドが,「 機械 の 神 話(TheMythofThe

Machine,Technics&HumanDevelopment)」,「 権 力の ペ ンタ ゴ ン(ThePenta-

g)nofPower,TheMythofTheMachineII)」 で 論 じるところとは 少 し異 な る。L・
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マ ンフ ォー ドは,機 械 の 出現 を石器 時 代 に まで 遡 って 考 え,機 械 化 の 反 生命 的 な性格 を究

明 しよ う と して い る。 しか し,S・ ギ ー デ ィオ ンが 「人 類 の環 境 の危 険 な傾 向 が存 在す る と

全責 任 が 機械 化 に転 嫁 され るの が普 通 だ が,実 際 に は,そ れ は,機 械 化 の到 来 以 前 に,機

(P7)械
化 とは 独 立 に表 面 化 して い る」 とい い,「19世 紀 の 機械 化 が こ うした傾 向 を捉 進 した こ

(P7)とは疑
い な いが,そ の傾 向 は機械 化 の 衡 撃 が お よぶ 以前 に家 の室 内 に顕 著 に現 われて いた」

とす る と こ ろ を,L・ マ ンフ ォー ドは,機 械 化 の 到来以 前 に,人 間 その もの が機械 化 してい

た,そ して,そ こ に こそ,機 械 の も って い る反 生 命 的 な性格 の元 兇 が あ る と して い るの で

あ っ て,基 本 的 に は,両 者 は共通 した と ころ を持 って い るので あ る。S・ ギー デ ィオ ンが,

もの の存 在 に先立 っ 人 間の 基 本 的 な態 度 の 問題 を指摘 し,器 具 の 機械 化 に先 立つ 作 業 過程

の組 織 化 を取 り上 げた の に対 して,L・ マ ンフ ォー ドは,そ の作 業 過程 の組 織 化 こそ,人 間

を部 品 とす る見 え ない機械 で あ る と云 っ て い るの で あ る。 この よ うに両 者 の共 通 性 を問題

にす る限 り,S・ ギー デ ィオ ンの方 が より先 見的 で あった こ とを認 め なけれ ば な ら ないだ ろ

う。 しか し なが ら,彼 が もの の存 在 に 先立 つ 人 間 の態 度 の 重要 性 を指 摘 し,「 機械 化 は純

(P691)
粋 に人 間 の精 神 の 産物 で あ る」 と しな が ら 「機械 化 は,水 や火,光 と同 じよ うに一 っ の手

(P691)段
で あ る。 そ れ 自身 は盲 目で方 向性 を も た ない」 とす るこ と には 少 なか らず 矛 盾 を感 じざ

る を得 ない。 この 点 に関 して は,L・ マ ンフォー ドの指 摘 す る 「見 えな い機 械 」 の 存 在 を認

め る方 が納 得 し易 い よ う に思 え る。 そ して,両 者 が と もに云 うよ うに,人 間の 心,お よ び

態 度 こそ,機 械 をコ ン トロ ー ルす る上 で 最 も重要 な もので あ る と云 え る し,人 間 が再 び人

間 と な り,人 間 的尺 度 で 自 らを律 し,「 人 間 に ま かせ よJの 気 概 を持 っ て,未 来 を切 り開

い て 行 くべ きで あ る と云 え るの で あ ろ う。

個 々の 機械 化 の過 程 にっ いて 論 じられ て い る と ころで,わ れ わ れ にと って興 味 深 い こ と

は,今 日一 般 に普 及 して い る道具 や 機 器 の原 型 が図 版 と と もに示 され,そ れ が生 れ る に至

っ た背 景 が詳 し く述 べ られて い る こ とで あ る。 そ して,そ の原 型 の もって い る決 定 的 な重

要 さと,そ の原 型 が生 れ,や が て実 用 化 されて 行 く過 程 で の人 聞 生 活 あ るい は技 術 との か

か わ り方 な どは,わ れ わ れデ ザ イナ ー に とって 大 変示 唆 に富む もの が あ る。例 え ば,真 空

掃 除 機 や 洗濯 機 の 発達 に電 気 モ ー ター の は た した 役割 の 大 きか った こ と と共 に,電 気 モ ー

ター が開 発 され る以 前 に真 空掃 除 機 や洗 濯 機,さ らには ,皿 洗 い 機等 の 原型 が あ った とい

う事 実,あ る いは,古 代 の か らく りの製 作 に費 や された 発 明の 才 能 と,そ の ふ ら そ らが機

械 化 に際 して果 した決 定 的 な役 割,そ こ に生 きた 人 間の 内面 的 な方向 づ け や生 活 に対 す る

考 え方 か ら,わ れ わ れ が新 しい もの を発 想 す る上 で 教 え られ る とこ ろが 多 い。

また,一 旦 原 型 が定 式 化 され る と,そ の後 は ∫技 術者 の好 寄心 の赴 くま ま に,も あ だ け

が一 人歩 き して 行 く傾 向 が あ る こ とも忘 れ て は な らない。
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食 品生 産 の機械 化 は,単 に作 業過 程 を手 作 業 か ら機械 によ る完 全 自動 に した ば か りで な

く,食 品 その もの の 形 を変 え,味 を変 え,そ れ が や がて は,人 間 の嗜 好 をも変 え る もの で

あっ た こ と。 あ る いは,召 使 の 問 題 や 女性 の 社 会 的地 位 の 問題 に端 を発 し,「 家 政 学 」 を

生み,家 事,台 所 作 業 の組 織 化 と台所 道 具 の 機械 化,や が て は住宅 の設 計 に影 響 を与 え る

と い う一っ の流 れ。単 に衛 生観 念 や習 慣 と して のみ な らず,社 会制 度,宗 教,医 学 等 とか

か わ って きた 「入 浴」 の歴 史 。 こ れ らの こ とか らだ けで も,一 つ の もの ゐ存 在 が,そ の ま

わ りの 同種 ま た は同 系 列の もの とか カ・わ るの み で な く,非 常 に根 深 く,巾 広 い背 景 を もっ

て い る こ とが理 解 され るで あ ろ う。

この こ とか らも十 分察 せ られ るよ うに,わ れ わ れ に とっ て必 要 な こ とは,デ ザ イ ン ・プ

ロ セ ス をい まあ る もの か ら始 め るの で は な く,原 型 の定 式 化 まで遡 っ て考 える と い うこ と

で あ る。 われ わ れ は,単 純 に もの の形 を変 えた り組 合せ を変 える こ とに終 始 す る だ けで な

く,問 題 の 中 心 は 人間 にあ り,デ ザ イ ンの 問題 は,も のの 問題 で あ るよ り先 に 人 間 の 問題

で あ る こ とを認 識 し,も っ と根 深 く人 問 生活 と かか わ る と ころ まで 掘 りさ げた と こ ろ か ら

一 つ の もの を考 えな けれ ば な らない 。(京 都工芸繊維 大学 増 山和 夫)

彫 塑 材 料
合 成 樹 脂
成 型 材 料

京都市 山科区 清水焼団地 電592-0225
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