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鬪
原 書:GertSelle,IdeologieundUtopiedes

DesignZurgelsellschaftlichenTheorieder

industriellehFormgebung,1974年 。

訳 書:阿 部 公 正 訳,デ ザ イ ン の イ デ オ ロ ギ ー と

ユ ー ト ピ ア,1980年 。

本 書 は イ ン ダス トリア ル ・デザ イ ン を中心領 域 ど してデ ザ イ ン理 論 を社 会的 次 元 に おい

て捉 え直 そ うとす る試 み で あ る。 ゲ ル ト ・ゼ レは,1933年 ドイ ツ生 まれの 美術 史 家,美 術

教 育 者 で,本 書 以後 「ユ ー ゲ ン トシ ュテ ィル と芸 術 産 業 」(JugendstilundKunstindus-

trie,1974),「 芸 術 的 手工 作,工 場 制 手 工 業,工 業 の 間」(ZwischenKunsthandwerk,

ManufakturundIndustri亀1977年),「1870年 以後 今 日 まで の ドイ ツデザ イ ン史 」(Die

GeschichtedesDesigninDeutschlandvon1870bisheute,1878年)等 の著 書 が あ る。

しか し彼 の基 本 的 な考 え方 は本 書 にお い て充 分 読 み取 れ る と思 う。

こ こ での議 論 の展 開 は,お お まか にみ て社 会 的 デ ザ イ ン理 論 の 目 ざす とこ ろ とそ の方 法

論,こ の 方法 論 に基 づ くデザ イ ン思 想史 の見 直 し,そ して社 会 的 デザ イ ン理 論 の現 代 的 課

題 と具 体 的提 言 とい う構 成 にな って い る。 この構 成 に従 って 基 本的 論 点 を拾 い出 して み る。

社 会 的 デザ イ ン理論 の 目 ざす とこ ろは,デ ザ イ ンの社 会 的 次 元 を理 論化 す るこ と で あ る。

デ ザ イ ン理 論 が"個 々 の生 産 品 をい か にデザ イ ンす べ きか"に 答 え る もの だ とす れ ば,デ

ザ イ ンにお け る造 形的 側 面 が強調 され るこ と に な る。 現 実 に多 くの人 々 は デザ イ ン をこの

側 面で 注 目 し,評 価 す る。 その場 合 時 と して デ ザ イ ンされ た物 が社 会 に及 ぼ す影 響 や反 作

用 の側 面 が見 過 され て しま う。 む しろ この側 面 に焦 点 をあ て るの が社 会的 デザ イ ン理 論 で

ある。 一般 的 に言 えば社 会 的次 元 はデ ザ イ ン理 念(ゼ レの 場 合 にはユ ー トピ ア)と い う形

で理 論 に反映 さ れて い るが,問 題 は この理 念 の 主張 とそ こ か ら導 き出 され る方 法論 や デザ

イ ンの 具 体 的 あ り方 との関 係 で あ る。 この関 係 こ そゼ レの 批 判 的 考察 の 中心 と な る。

デザ イ ンの社 会 に対 す る影響 とい う側 面 に深 くか か わ っ て い るもの と してゼ レが指 摘 す

るの は,デ ザ イ ン造 形 が持 た らす意 味 作 用 と そ れの理 解 を規 制 す る社 会 的一 致(iibevein-

kunft)と い う現 象 で あ る。 彼 は 明確 な形 で は な いが,機 能 に即 した造 形 と生 産 品 の 美 化 に
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か か わ る造 形 を区 別 して い る。原 語 で はFormgebungとGestaltungが そ れ に該 当す る(訳

で はDesignと と もにFormgebungは"デ ザ イ ン"と 訳 され て い る。)「造 形(Gestaltung)

は,我 々 に とっ て生産 品 に関 して慣例 とな って い る,ま た それ を評価 すべ く教 え られ て き

た と こ ろの美 的 な"仕 上 げ"(finish)を 量 産 品 に付 与 す る」(訳書P.16,原 書S.9),と い う

とこ ろ に彼 のGestaltungに つ いて の 考 え方 が理 解 され よ う。 社 会 的 問題 が生 ず るの は,

主 と して この ゲ シ ュ タル トウ ング が生産 品 に もた らす意 味 作 用 に お いて で あ る。 「デザ イ

ン され た物 が,単 に機 能 の担 い手で あ るだ け で な く,常 に また情 報 の 担 い手 で あ る、か ぎ り

にお い て,我 々 は生産 品 言語(Produktsprache)1こ つ い て語 るこ とが で きよ う」(訳 書

P.16,原 書S.11)と い うよ うにゼ レは,ゲ シ ュ タル トゥング が もた らす意 味 作 用 を生

産 品 言語 とい う概 念 で 言 い表 わす。 ただ し彼 は,こ の よ うな記号 論 的概 念 に 関 して,デ ザ

イ ン製 品g社 会 に対 す る影響 とそ の過 程 を記述 す'るた め の メ タ言語 として デ ザ イ ン記 号論

の 必 要 を認 め て い る が な お それ が不 十 分 な状 態 に あ る と してい る。 従 っ て彼 の 生 産 品 言

語 とい う概 念 も厳 密 な もの で は な く,デ ザ イ ン製 品 が技術 的 機 能 以上 の こ と を語 る,た と

えば,使 用 者 の 身 分 や地 位,社 会 的 役 割 な どにつ い て語 る とい うよ うな作 用 を意 味 して い

る程 度 で あ る。 そ れ に もか か わ らず,彼 が あ えて この概 念 を持 ち出 すの は,生 産 品 言 語 が,

虚 構 の 欲 求 を生 み 出 し社 会 的 問題 を惹 き起 こす 宣 伝 や広 告 と同 じ地 平 に位 置 す るか らで

あ るQ

しか し,も し消 費者 の側 に 自主 的 な判 断 力 と選 択 力 を期 待 で き るの で あ れば,そ の こ と

は差 程 問題 とは な らない 。 とこ ろが消 費 者 は こ れ らの メ ッセー ジ を真 の 欲求 に照 し合 わ せ

て受 け入 れ る の で は な く,あ 「る集 団的 社 会 的規 範 に基 づ い た社 会 的一 致 ない しは同 意 の下

で,そ れ を受 け入 れ る。 つ ま り,ゼ レは無 批 判的 価 値 意 識 が社 会 的 一致 と して形 成 され て

い る こ と を見 い出 し,こ の 一 致の あ り様 を デザ イ ンの社 会 的次 元 にか か わ る問題 と して 重

視 す るの で あ る。 とい うの も そこ に消 費者 の利益 とは別 に,企 業 の 戦略 的 基 盤 も開 か れ る

か らで あ る。

企 業 にあ っ て は,製 品開 発 に際 して マ ー ケ ッ ト ・リサ ーチ やモ ー テ ィヴ ェー シ ョ ン ・リ

サ ー チ等 が行 な われ る。 こ れ らはす べ て の人 々 に とっ て有 用 な もの は何 か を見 い 出 す た め

で は な く,言 わ ば開発 すべ き製 品 が売 れ る市 場 の 大 きさ を調査 す るた め で あ る。 開発 しよ

うとす る製 品 が企 業 の存 続 に とって 必要 な市 場 の 大 きさ を保 証 し うるか否 かに よっ て,そ

の製 品の 生 死 が決 定 さ れ る。 さ らに企 業 活 動 を よ り確 実 で 安全 な もの に しよ う とす れ ば,

マ ス ・メ デ ィ ア な どを通 じた意 識操 作 に よっ て企 業 に都 合 の よい社 会 的 一取 の形 成 が企 て

られ るこ と に な る。 消 費者 は この作 られ た一 致 の 下 で,あ らか じめ生 産 品 言語 の メ ッセ ー

ジ を理 解 す る態勢 を整 え るの で あ る。
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社 会 的 一致 の 形 成 は,単 にこ の よ うな企 業 に よる戦 略 だ け で な され るの で は な い。 社 会

的,歴 史 的 な文 化 や伝 統 そ してデ ザ イ ン理 論 に支 え られた 一般 的 通 念 と して の デザ イ ン

観 な ど が,そ れ に大 き く関与 してい る。 当然 これ ら も明 るみ に出 され る必 要 があ る。 その

た め ゼ レ に とって,社 会 的 デ ザ イ ン理 論 の方 法 論 と して は,個 々 のデ ザ イ ンの 良悪 を問 う

生 産 品批 判 で は な く,デ ザ イ ン現 象 の 背後 に潜 む社会 的 一 致 と その形 成 に関 与 して い る理

論 あ る いは思 想 の 批 判 が中心 と な る。

ゼ レの根 本前 提 は,デ ザ イ ン実践 が 新 しい社 会 の 実現 に参 与 しな け れば な らない とい う

こ と,そ して社 会 的 デ ザ イ ン理 論 が その 新 しい社会 の ビジ ョン を提 示 す る限 り,そ れ は本

質 的 にユ ー トピア的性 格 を持 つ とい うこ とで あ る。従 っ てユ ー トピア を主 張 しない理 論 は

社 会的 デザ イ ン理 論 と して の資 格 を持 た な い とされ る。 その際 ユ ー トピアは 現実 的 具 体 的

可 能 性 を持 つ もの で な けれ ば な らず,そ うで なけ れ ば単 にユ ー トピア主 義 的 な もの と して

批 判 され るべ きで あ る。 さ らにた とえ ば特 定集 団や 階 層 の存 続 あ るい は その利 害 関 係 か ら

生 じた方 法 論 を弁 護 す るよ うな形 で利 用 され る場 合 には,'そ れ はイ デ オロ ギ ー と して厳 し

く批 判 されね ば な らな い。 こ れ らが ゼ レの理 論批 判 の カテ ゴ リーで あ る。 この よ うな視 点

を設 定 した上 で,彼 は近 代 デザ イ ンの思 想史 を概 観 的 に捉 え直 して い る。

全 体 的 な基 調 と しては ペ ブ スナ ー以 来 の 近 代 デザ イ ン史 の捉 え方 と大 きな差 は な い。 し

か しイ ンダ ス トリア ル ・デザ イ ンの始 ま りを1907年 にペ ー ター ・べ 一 レ ンス がA.E.G.

の デザ イ ンを担 当 した時 期 や1920年 代 後 半 の ア メ リカ で工 業 デザ イナ ー達 が活躍 し始 め た

時期 に置 か ず,「イ ンダ ス トリァ ル ・デ ザ イ ンは単 純 に生 産 の 工 業化 と とも に始 まる」(訳書

P.55,原 書S.41)と す る点 は注 目 に価 す る。 なぜ な ら そ うす る こ とに よ って,デ ザ イ

ン と消 費 者の 間 に介 在す る社 会 的 一 致 が,ま さ し く近 代 デザ イ ンの 出 発時 か ら問題 とな る

とい う事 実 が明確 に な る か らで あ る。

我 々は初 期 機械 的工 業生産 に お け る歴 史 様 式 主 義 を,当 時 の 製造 家 の デザ イ ン意 識 の低

さ,機 械 技 術 の 未 発達 に帰 す だ けで 単純 に片 付 け て しま い が ちで あ る。 しか し,歴 史 様 式

主 義的 デザ イ ンが当 時 の消 費 者 に受 け 入 れ られた の は事 実 で あ る。 しか もそ れは,そ の よ

うな もの しか手 に入 らな か った とい う消極 的 な もの で は な く,歴 史 様 式 を肯 定 す る積 極 的

な社会 的 一 致 の下 で 受 け入 れ られ たの で あ る。 この 事 実 は社 会 的 デザ イ ン理 論 の 歴 史 的 成

立 に関 して基 本 的 な問題 点 と な る。 なぜ な らそ うした 消 費者 の存 在 を前提 して は じめて社

会 的 デザ イ ン理 論 が成 立 す る か らで あ る。

一般}ヒデ ザ イ ン史 に おい て は機能 主 義 に代 表 され る近 代 デザ イ ンが歴 史様 式 主 義 を乗 り

一142一



越 え て きた と され る。 近代 デザ イ ンを単 な る様 式概 念 と捉 え るの で あれ ば,ま さ しくそ う

で あ る。 しか しそ れ を社 会 変 革 を目 ざす と い う理 念 か ら捉 えれ ば,そ うは 言 え な い。 こ の

理念 自体 近 代 デザ イ ン史 に お け る歴史 的産 物 で あ る。 そ して この理 念 が 実現 す るた め に は

現 実 に生 活 を営 む消 費 者 が そう した デ ザ イ ンを受 け 入 れ るの で な け れば な らない 。 言 い換

えれば 社 会変 革 を受 け入 れ るべ き消 費 者 の誕 生 が 心要 なの で あ る。 と こ ろが今 日の 我 々 が

近代 デザ イ ン を様 式 と して捉 える よ うな消 費 者 にす ぎな い とす れ ば,理 念 に関 して は な お

様 式 主 義 的 デザ イ ン を乗 り越 えた とは 言 え な いの で あ る。 デ ザ イ ン実践 の理 論 た るべ き社

会的 デザ イ ン論 は,歴 史 的 には こ う した こ と を問題 にす る時 成立 す るの で あ る。

ゼ レが ラ ス キ ンや モ リス を社会 的 デザ イ ン理 論 の創 始 者 と認 め るの は,彼 らが消 費者 を

民衆 と して捉 え,そ の あ るべ き姿 を描 き出 した か らで あ る。 た だ しその ユ ー トピア を中 世

を範 と した復 古 的 な もので あっ た点 を戦 略 的 失敗 と批 判 す る。彼 が イデ オ ロ ギー と して批

判 す るの は,ユ ー ゲ ン トシ ュテ ィル に お け る唯 美的 個 人 主義 的 デザ イン思 想,あ るい は ド

イ ツ工 作連 盟 当 時 の"市 場 の拡 張 が文 化 的 生 活 の 質的 向 上 に結 びつ く"と い う先 入観 で あ

る。 唯美 的 個 人 主義 的 デザ イ ンは,そ れの 目 ざす美 的 生 活 が一 部 の集 団や 階層 に しか実 現

可能 で な い と い うこ と を隠 しな が ら,表 面 的 には民 衆 一般 の生 活 の美 化 とい う理 念 を主張

す る こ とに な るか らで ある。 ま た市場 の 拡張 は経 済 的 にい わ ゆ る生 活水 準 の 向上 を可 能 に

す るが,し か し それ は デザ イ ン自体 が生 活 の 中 に実 現 す る質的 向 上 で は ない 。 こ れ がす り

替 え られ る こ と によ っ てイ デ オ ロギ ー と なっ て い る。 ゼ レに と って社 会 的 デ ザ イ ン理 論 の

実 現 は,デ ・ス テ ィル,ロ シア構 成 主 義 を経 て,バ ウハ ウ スの ハ ネ ス ・マ イ ヤ ーの 思想 に

見 い 出 され る。 デ ・ス テ ィル や構 成 主 義 に お け る環 境 形式 全 体 の デ ザ イ ン とい う計 画 の 中

に未 来的 な社 会 的ユ ー トピア を見 い出 し,そ こ に近 代機 能 主 義 の根 源 が あ る とす る。抽 象

的構 成 主 義 的 造形 に含 まれ た普遍 性 の 主張 を評 価 してい るの で ある。 し か し彼 らの 活動 と

りわけ リー トフェ ル トや マ レー ヴ ィッチ の デザ イン を具 体 的 デザ イ ンとは み な さず,新 し

い社 会 の象徴,そ の 表 現形 式 で ある と して い る。 そ れは,こ の美 学 をデ ザ イ ンにお け る芸

術 家主 義 と混 同 しな いた め で あ る。 逆 に言 えば抽 象 的構 成 主 義 的造 形 をそ の ま まデ ザ イ ン

に持 ち込 め ば芸 術 家 主 義 に陥 入 る危 険 が あ る と言 って い るの で あ る。 それ故 芸 術 家 主義 を

否 定 し,そ れ を合 目的性 や即 物性 に還 元 したマ イヤ ー の機 能 主義 的 思 想 に社 会 的 デ ザ イ ン

理 論 の完 成 を見 るの で あ る。

ここ にお い て 「歴 史 的原 理 と しての純 粋 に機 能 的 なデザ イ ン方法 と い うもの は ,… 今 日

なお無 拘 束 な 商 品 デザ イ ンと デザ イ ンの氾 濫 に代 わ る唯一 の 考 え うる方法 と して ,な お責

任 の負 え る実践 の狭 い 道 を は っ き り指 し示 してい る よ うに思 われ る」(訳書P.160,原 書S.

128)と い う よ う に,ゼ レは基 本 的 にマ イヤ ー と同 じ立場 を取 る。 しか しそ うす る こ とに よ
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って,マ イヤ ー以 後 の歴 史 的 経過 に おい て抬 頭 す る機 能 主 義 批 判 や情緒 主義(Emotiona-

lism)と 直面 す るこ とに な る。 これ らは,機 能 主 義 的 デザ イ ンが今 日受 け 入 れ られ てい な

い こ と を意味 して い る。従 っ て その原 因 を探 ぐり解 決 へ の提 言 を試 み る こ とが社 会 的 デ ザ

イ ン理 論 の現 代 的 課 題 とな るの で あ る。

ゼ レは こ う した矛 盾 の根 源 が結局 消 費 者 の あ り方,そ の意 識 構造 に あ る とす る。 社 会 に

おけ る消 費 者 の構 造 的位 置,つ ま り消 費 者 が 意識 操 作 の対 象 と な るべ き位 置 に あ る こ と を

す る ど く指 摘 す る。 消 費 者 が社 会的 ユ ー トピア の担 い手 と してで は な く,単 な る消 費 者 に

とど ま るか ぎ り,あ る種 の社 会 的 一致 の下 で機 能 主 義 的 デ ザ イ ン を も一 つ の ス タ イ ル と し

て情緒 的 に受 け とめ る こ と も避 け られ な いの で あ る。 この こ とは逆 に表面 的 な機 能 主 義 批

判 の 対 象 と な り,情 緒 主 義 の抬 頭 の根 拠 に も な る。 そ れ故,社 会 的 ユ ー トピア の実 現 の 具

体 的 可能 性 は,こ の消 費 者 の意 識 の 変革 に求 め られ ね ば な らな い こ とに な る。

ゼ レが意 図 す る消 費 者 の意 識 の変革 とは,消 費社 会 機構 内 に位 置 づ け られた消 費 者 の あ

り方 その もの を,消 費者 自身 が絶 えず批 判 的 に反 省 す る とい う批 判 的 意識 の 覚醒 で あ る。

そ して 「使 用 者 や環 境 の住 民 に新 しい批 判 的 意 識 を作 り出 す ことは,新 しいユ ー トピァ で

あ り,そ の うえ さ しあ た りは残 念 な が らか ろ うじで 実践 に遠 くな い具 体的 ユ ー トピア で あ

るに す ぎな い」(訳 書P.199,原 書S.159--160)と そ の困 難 さ を認 め た上 で,そ の 実践 の

た め の具体 的 戦 略 を提 言 して い る。 そ こで取 り挙 げ られ て い るの は,学 校 教 育 や ジ ャー ナ

リズ ム,公 共 的 デザ イ ン実践,そ して私企 業 の商 品 生産 につ いての 消 費 者運 動 等 の 場 に お

け る批 判 と運 動 で あ る。 こ れ らの提 言 は な ん ら独創 的 と は言 えな い が,少 な く と も そ う し

た具 体 的 戦略 の 必要性 と可 能 性 を示 して い る。 結 論 的 に言 え ば,社 会 的 デ ザ イ ン理 論 の現

代 的課 題 は む しろ政 治 的次 元 で の具 体 的 戦略 の見 い 出 しで あ ると い うこ とで あ る。

最後 に,こ の著 書 は近 代 デザ イ ン思 想 の正 統 を受 け継 ぐもの だ と 言 え よ う。 現 代 で は む

しろ,こ の点 で はデ ザ イ ン理 論 が無 力化 し,デ ザ イ ン動向 も逆 の方 向 を向 い て い る かの ご

と き状 況 で あ る。 さら に,こ れ まで デザ イ ン理 論 は消 費者 を抽 象的 に措 定 す るか,あ るい

は現 実 の消 費者 をその まま容 認 す る かで あっ た。 現 実 の消 費者 を理 念 的 存 在へ 高 め る とい

うこ とは,社 会 的問 題 と して取 り扱 わ れ る こ とは あ って も,デ ザ イ ン理 論 の課 題 と して理

論 化 された こ とは ほ とん どな か った。 この理 論的 課 題 を近 代 デザ イ ン思 想 の正 統 的 流 れの

中で 試 み た点 に本書 の意 義 が あ る。

し か しな が ら,こ の 課題 が十 分解 決 さ れ てい る と は言 えな い。特 に消 費 者 にお け る批 判

的 意 識 の覚 醒 に対 す る デザ イ ン造形 の積 極 的 な作 用 可 能性 が 見 い出 され て い ない。 ゼ レは

デザ イ ンが社 会 に及 ぼす 影響 をど ち らか と言 えば否 定 的 に見 て い る。 そ の結 果,物 の機 能

以 上 に語 るゲ シ ュ タル トゥ ングは 消極 的 に評 価 され,フ ォル ムゲ ー ブ ング も機 能 に即 した
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形態 を生み出すだけで,あ とは変革 された消 費者 に受け入れ られるの を待つ状態 にとどめ

おかれている。 このことは彼 の提 言に造形 を担 うデザ イナーに対す る具体的提 言が欠如す

るとい う事態 にもつながっている。機能主義的デザイ ンと言えども,さ まざまな批判 を乗

り越 えた形での具体的全容はけっして明確ではない。従 ってデザ イン実践 を有機 的に理論

化 しようとすれば,さ らに社会に対 して影響力 を持 つデザ イン造形 が,歴 史的原理 として

の機能主義 との関係 を含 めて,い かなる積極的役割 を持つ かを明 らかにする必要 があろ う。

京都 市立芸術 大学 渡 辺 真
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