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圃
山口勝弘著

「環 境 芸 術 家 キ ー ス ラー 」

1978年2月 美 術 出 版 社

本 書 は,著 者 の キ ー ス ラー 論 と い うよ りは,フ レデ リ ッ ク ・J・ キ ー ス ラー(Frederick

JohnKiesler1890-1965)の 伝 記 で あ る。建 築,舞 台 デ ザ イ ン,展 示 デザ イ ン,家 具

デザ イ ン,彫 刻,絵 画,詩 とい っ た 多領域 に わた る その 実験 的活 動 を通 して,彼 の 全体 像

をほ りお こ し,生 涯 追 求 しつ づ け た 丶エ ン ドレス〉 とい うその基 本 的 フ ィロ ソ フ ィの理 論

的展 開 と具 体 的 な提 案 の今 日的 な意 義 を訴 え よ う とす る もの で あ る。

本 文 は,キ ー ス ラー の仕 事 に即 して通時 的 に構 成 され,時 代 的 背景 の 説 明 のほ かは,著

者 自身 の 考察 は読 者 の理 解 を助 け る程 度 に しか加 え られ て い ない 。従 っ て,わ れ われ に と

っ て最 も感 心 の あ る とこ ろ は,キ ー ス ラー 自身 の 多領 域 な活 動 と それ らを貫 い て い る連 続

性 の論 理 で あ る。 な かで も,彼 の デ ザ イ ン理 論 の 中核 をなす 〈CORREALISM>の 理 論 的

追 求 と近 代機 能 主 義 批 判 の実 践 的 活 動 は,そ の先 見性 に お い て,今 日の機 能 主義 に関 す る

論 義 をは か るに凌 ぐもの で あ ろ う。『

1930年 代,バ ウハ ウス を中心 とす る近 代機 能 主 義 が,国 際 様 式 を旗 印 に,よ うや く本 格

的 な社 会 性 を もつ に至 った頃,す で にキ ー ス ラー は,所 謂 機 能 主 義 的 デ ザ イ ンの 中 には,

何 ひ とつ新 しい機 能 が生 れ て い な い こ と を見 ぬ き,住 宅 は,そ れ を使 う側 の 生活 の ダイナ

ミズ ム で肥 え,使 用 機 能 につ い て,空 間 と時 間 の相 関 関係 によ る解 決 方法 を設 計 上 に反 映

させ るべ きで あ る と主 張 す る。 〈エ ン ドレス〉 の概 念 の 追 求 か ら生 れ た 〈空 聞 の家 〉 は,

彼 の この主 張 を具 体 的 に示 す もの で あ った。 単 に機 能 主 義 を批 判 す るだ け で な く,そ れ を

越 え る もの と して具 体 的 に示 され た 〈CORREALISM>理 論 は,今 日の われ われ に とっ て

も大 変示 唆 に富 む もの で あ る。

キー ス ラー は,人 間 を,集 ま った 力の核 と して把 え る。 力は,人 間 に働 きか け る と同時

に,人 間 も力 に働 きか け る。 力は エ ネ ルギ ー で あ るか ら,人 間 は エ ネ ル ギー の核 と して活

動 す る。 人 間 と環 境(人 間環 境,自 然環 境,技 術環 境)と の 間 に働 く力(協 力,排 除,闘

争)が 視覚 的 に 見 え る形 とな った もの を,一 般 的 に 「物 質(matter)」 と呼 ぶ 。 そ れ らが現

実(reality)と 解 釈 され て い る もの を構 成 して い る とす る。 しか し.物 質 は 現実 の7表 現
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で あ って,現 実 その もの では ない 。現 実 が こ の よ うに表層 的 に解釈 され る理 由 は,宇 宙 に

働 く諸 力 の関 連 につ い て の 人間 の感 覚 に限 界 が あ る か らで あ る と指 摘 して い る。

哲 挙 者 中村 雄 二 郎 は,最 近 の 著 書 「共 通感 覚 論 」(岩 波現 代 選書27)の 中 で,ル ネ ッサ

ンス以 来,五 感 の 階 層秩 序 の な かで聴 覚 と視覚 の位 置 が逆 転 し,視 覚 が優位 化 した こ と を

明 らか に して い る。 そ して,近 代 文 明 は,触 覚 と切 りは な された か た ちで の視 覚 優 位 の方

向 で展 開 され た と して い る。 機 械 論 的 自然観 や,時 間 も空 間 もす べ て量 的 に計 り得 る もの

だ とす る考 え方 が,こ の よ うな視 覚優 位 の立場 に立 つ もの だ とす れ ば,表 面 的 な装 飾 や形

態 にその 中 心的 な関 心 を置 い た所 謂機 能 主 義 もや は り視 覚優 位 の幻 影 で あ った の で は ない

か。

視覚 が優 位 に 立 っ て独 走 して い る時 代 に あ っ て,そ の限 界 に 気づ き,第 六 感,あ るいは,

諸 感覚 の体 性感 覚 的統 合 を追 求 して いた よ うに思 え るキ ー ス ラー は,そ の極 めて触 覚 的 な

作 品 を通 して,こ の こ と を訴 えて い たの で は な い か。

また彼 は,そ の理 論的 展 開 にお い て,わ れ わ れ が 〈form>と 呼 ん で い る ものは,そ れ が

自然 の もの で あ れ,人 工 の もの で あ れ,ゆ っ く りと変 化 す る,統 合 力 と分解 力の 可 視 的 な

交換 の場 で あ る にす ぎな い と い う。 現 実 は,可 視 的 彩 態 と非 可 視的 形 態 の 内 に常 時 作 用 し

合 っ てい るこ れ ら二 つ の カ テ ゴ リー の 力 か ら成 っ て い る。 こ の相 互 に作 用 し合 う力 の交換

を,彼 は くCO-REALITY>と 呼 び,こ の関 連性 につ い ての科 学 を 〈CORREALISM>と

呼 ぶ。 そ して,こ の 〈CORREALISM>と い う言 葉 は,人 間 と その 自然環 境 お よ び技 術環

境 との間 の連 続 的 な相 互 作 用 の ダイナ ミズ ム を表 わ して い る。 この こ とは,わ れ わ れ が,

以 前 「機 能 」につ い て 考 え た と き,三 木 清 の い う成 全的 行 動 と,人 間 とそ れ を と り ま く環

境 との 間の 循環 的相 互 作 用 な どか ら新 しい機 能 概 念 を引 き出 した こ と と非 常 に よ く似 て い

る。

キ ー ス ラー は,人 間 と環 境 との 間 に おけ るこの よ うな関 係 を,生 物 学 の遺 伝 と環 境 とい

う概 念 の関 係 か ら把 えな が ら も,人 間 に と って重 要 なの は,自 然 が胚 珠細 胞 内 に与 え る密

封 され た 命令 と して の遺 伝 子 で は な く,子 供 が親 か ら受 け つ ぐこ との で きる唯一一の 人閤 と

しての 経験,訓 練 と教 育 に よ る慣 習 や 習慣 な どの社 会 遺伝 で あ る とす る。 彼 が,た だ人 間

だ け が持 っ て い る技 術 的環 境 に注 目 し,そ れ を構 成 す る道 具 を幅 広 い意 味 で把 え.道 具 の

デ ザ イ ンに際 して,そ れ を発生 論 的 に追 跡 し,根 源的 な概 念 を把 握 しよ うとす るの は,技

術的 環 境 が,生 命 の範 囲 を越 えて,人 間 の発 展 に影響 を及 ぼ し,そ の技 術 自体 は 発 展 の な

かで 遺 伝 の 法 則 に従 うと考 え るか らで あ る。 そ して ま た,人 間 が道 具 を用 い,技 術環 境

をつ く りだ した 原 因 を,人 間 の生 存 に対 す る要 求 に見 出 し,技 術 環 境 の デ ザ イ ナ ー に とっ

て重 要 な こ とは,要 求 の定 義 で あ り,そ れ は,既 存 の道 具 と して の建 築 物 の研 究 に も とづ
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く考察 では な く,人 間 の研 究 に も とつ くもの で な けれ ば な らず,要 求 は静 的 な もの では な

く,進 化 す る と指 摘 す る。 そ れ故,諸 要 求 を再 定 義 し,そ れ を基 礎 と して,技 術 環 境 を再

組 織 す る こ とが わ れ われ に課せ られた義 務 で あ ると考 えた 。普 通 に考 え られ て い るよ うに,

現 実 的 な要 求 が,技 術 的 変 化 や,社 会 ・経 済 的 な変化 に対 して 直接 的 な動機 と な る もので

は な く,要 求 が進化 す るの で あ り,そ の 進化 は,人 間 の構 造 と その環 境 の核 的性 質 に もと

つ い てい る。人 間 の究 極 的 な要 求 は,肉 体 的,精 神 的 に健 康 を維持,増 進 す るこ とで ある。

技術 環 境 を通 して,人 問環 境,自 然環 境 を コ ン トロー ル し,環 境 を コ ン トロー ル す る こ と

に よっ て,環 境 の健康 を コ ン トロー ルす るの で は な く,人 間 と社 会 の健 康 をコ ン トロ ー ル

す るの で あ る。

キー ス ラー は,機 能 を静 的 な もの と考 え ては い な い。 環 境 と人 間 との相 互 作 用,そ して,

この相 互作 用 の 新 た な可 能 性 へ の進 化 は,環 境 の直 接 的 な成 果 で は な い とす る。 人 間 に内

在 す る 力の潜 在 的 可能 性 を見 い だ し,そ の 力 と環境 との相 互 作 用 の なか に生 れ る もの に,

新 しい意 味 と しての機 能 の発 生 を見 る。 そ して,い か な るformも,そ れ 自体 で は 不完 全 で

あ り,可 視 的 な い しは 非 可視 的 に,あ るい は,随 意 的 ない しは不 随 意 的 に,そ れ が放 射 す

る もの に よ って確 認 さ れ る とい う。

彼 によ れば,デ ザ イ ンは,一 つ の個 体 を限定 す るこ とで は な く,一 つ の 明確 な人 間的 目

的 に向 け て慎 重 に,自 然 の 諸 力 に極 性 を与 え るこ とで あ る。 こ れ を彼 は デザ イ ンの科 学 〈生

技術(Biotechnigue)〉 と呼 ぶ 。 この 生技 術 的 な ア プ ロー チ に よ るデ ザ イ ンは,所 謂 機能 的

なア プ ロー チ に よ るデ ザ イ ンと は,そ の展 開 の仕 方,お よ び,結 果 にお い て,根 本 的 に異.

な る。

CORREALISMとBiotechnigueの 理 論 的実 践 は,1937・ 年 の秋,コ ロ ン ビア大 学 の建 築 科

に設 け られ た 〈LaboratoryofDesign-Correlation>で の 〈動 く家庭 用 の 本棚 〉 の設 計

と試 作 を通 して紹 介 され て い る。

前 記 の よ うに,キ ー ス ラー は,視 覚 優 位 の ま っ只 中 に あ りな が ら,不 可 視的 な 力や エ ネ

ル ギ ー を問題 に し,建 築 をまず 劇 場 と して と らえ,劇 とは,人 間 の 日々の 生 活 の 中 に起 る

ハ プ ニ ングの連 続 の 中 に考 え られ る もの と した。 つ ね に住 む人 の側 に立 っ て建 築 を考 え た

彼 が,本 来 連 続的 で あ る わ れわ れ の生 活 か ら出発 して 〈エ ン ドレス〉 とい う新 しい建 築 概

念 を組 み立 て たの は 必然 的 で あっ た とい える。 ま た,何 ご と をす るに しろ,日 々の 生活 か

ら始 め よ うとす る時 には,わ れ われ は,体 験 的,受 動 的,あ る いは,触 覚 的,体 性 感覚 的

で あ らざ る を得 ない 。 こ の こと か らも,彼 の作 品 の 多 くが,舞 台 と客 席 の 区別 の な い演劇

空 間 とな り,床,壁,天 井 の区 別 の な い家 とな った の も当 然 で あ った と考 え られ る。 それ

は,単 に視 覚 に よ っ てす べ て を認 識 で きる もの で は な く,む しろ第 六 感 をも含 め た体 性 感
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覚 的統 合 が要 求 され る ので あ る。 そ れだ か らこ そ,彼 は,つ ね に ア ウ トサ イ ダー と して の

立 場 を守 り通 す こ とが で きた の で あ ろ う。 そ して また,人 々 が,人 間 とい う統 合 的存 在 に

とっ て,触 覚,心 の 触合 いの 必要 性 を強 く感 じ,パ フ ォーマ ン ス とい う言葉 が,劇 場 の舞

台 や音 楽 ホ ー ルで の 演劇 や,舞 踊 や,音 楽 に 限 らず,生 活空 間 にお け る行 為 に まで拡 大 し

て 用 い られ よ うと して い る今 日,そ の先 見性 は 高 く評 価 され るべ きで あ る。 生 活 優 先 を標

榜 す る われ わ れ に対 して,一 つ の 具体 的 な実践 の 方法 を示 す もの と して,本 書 の もつ 意 義

義 は 大 きい。

(京 都 工芸繊 維 大学 増 山和 夫)
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