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ペ ー タ ー ・ベ ー レ ン ス とAEG

一近代産業 とデザイ ンの関連 をめ ぐって一

藪 亨

今 世 紀 初 め の ベ ル リ ンに お け るペ ー ター ・ベ ー レ ンス(PeterBehrens)と

ア ル ゲ マ イ ネ電 気 会 社(AllgemeineElektricitats・Geselschaft,略 称AEG)

の 協 同 は,今 日 の イ ン ダス トリ ア ル ・デザ イ ン に先 鞭 をつ け た。 そ して この 事

実 は早 く か ら注 目 さ れ一 般 に認 め られ て きた 。例 え ばN・ ペ ヴ ス ナ ー は,AE

Gに お け る 厂べ 一 レ ン ス は現 代 の ア メ リ カの ス タイ リ ス ト,あ るい は ジ オ ・ポ

ンテ ィ(GioPonti>や アー ネ ・ヤ ー コ ブセ ン(ArneJacobsen)に 至 る系 譜 の

最 初 の 人物 で あ っ た 」 と評 して い る。 しか しAEGの よ うな営 利 追 求 を 目的 と

して機 械 や 工 業 製 品 を製 造販 売 した近 代 産 業 が,他 に 先 じて専 属 の デ ザ イ ナ ー

を任 用 し,し か もユ ー ゲ ン トシ ュ テ ル(Jugendstil)生 え抜 きの 個 性 的 な芸 術

家 べ 一 レ ンス を登 用 した と い う,そ の根 本 原 因 は何 で あ っ た の だ ろ うか。 この

疑 問 は こ れ ま で 十 分 に解 明 され て は い な か っ た。 と こ ろ が近 年 「産 業 文 化,ペ

ー ター ・べ 一 レ ン ス とAEG
,1907-1914」(lndustriekultur,PeterBeh・

rensunddieAEG,1907-1914)と 題 す る ユ ニ ー ク な巡 回 展 覧 会 が組 織 さ れ,

新 しい文 化 創造 を 目指 した彼 らの協 同 の 成 果 が再 び 日 の 目 を見 た の で あ る。 そ

して こ れ をひ とつ の 契機 と して,AEGに お け るベ ー レ ンス の デザ イ ン活 動 全

体 を再 吟 味 す る動 きが ノ モ ダ ン ・デ ザ イ ンの歴 史 砺 究 の 分 野 で起 っ て い る。 そ
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こ で本 稿 に お い て は,ベ ー レ ンス とAEGに 関 す る最 新 の史 料 や 研 究 を参 酌 し

'なが ら
,彼 らの 共 同 作 業 の 実 相 と根 本理 念 に つ い て 直 接 そ の源 流 か ら再 検 討 を

試 み た い と思 う。

1

20世 紀 は 「電 気 の世 紀 」 と も呼 ば れ る。19世 紀 後 半 に お い て は 旧来 の 蒸 気 エ

ネ ル ギ ー と新 興 の 電 気 エ ネ ル ギ ー が相 並 ん で 利 用 さ れた 。 と ころ が 今 世 紀 に入

る と電 気 は蒸 気 を追 い越 し,大 規 模 な電 気 エ ネ ル ギ ー 利 用 の時 代 が 始 ま るの で

あ った 。 こ の電 気 利 用 の 急 激 な発 展 の時 期 に,新 興 の 電 気 産 業 の 中 で も飛 躍 的

な 成 長 を とげ た の がAEGで あ る。その 起 源 は,1881年 に パ リで 開 か れ た 「国 際

電 気 博 覧 会 」(ExpositionInternationaled'Electricite)に 遡 る。機 械 技 術 者

で あ り実 業 家 で あ っ た エ ー ミ ル ・ラー テ ナ ウ(EmilRathenau)は,エ ジ ソ ン

(ThomasAlvaEdison)の 炭 素 電 球 に よ る 照 明 方 式 に こ こで 初 め て 出会 った 。

そ'こで,先 見 の 明 の あ っ た 彼 は,ド イ ツ に お け る こ れ の使 用権 を買 収 し,電 気

の 工 業 化 に 着 手 した。 そ の 結 果1883年 に は 「ドイ ツ ・エ ジ ソ ン応 用 電 気 会 社 」

(DeutscheEdison-GesellschaftfUrangewandteElektricit豼)が 設 立

さ れ,こ れ が1887年 以降AEGと 改 名 した 。 そ して今 世紀 に 入 る とAEGは,

ドイ ッーに おけ る大 規 模 な 国 際 カ ル テ ル(Kartell)の ひ とつ と な り,電 気 事 業

を中核 とす る結 合 の 中 で も っ と も大 きい連 合 体 に な った の で あ る。

その 当時,「 国 民経 済 」 の観 点 か ら輪 出 振 興 を強 い ら れ た大 工 業 は,国 際 市

場 に お け る主 導 権 獲 得 の ひ とつ の 手 段 を,精 神 的 な 活 動 に よ る物 質 的 価 値 の 向

上 に見 出 した 。 折 しもAE・Gの 建 築 顧 問(Baurat)で あ り工 場 管 理 責 任 者 で

あ っ た パ ウ ル ・ヨ ル ダ ン(PaulJordan)は,工 業 製 品 の 商 品 と して の美 的 形

式 に着 目 して 次 の よ うに述 べ て い る。・す な わ ち,「 技 術 者 自 身 が電 動 機 を買 い

入 れ る と き,こ れ を分 解 して 調 べ る と思 い ます か。 専 門 家 で あ る彼 で さ え外 面

に よ っ て 買 い 入れ るの だ。 電 動機 も誕 生 日の 贈 り物 の よ うに 見 え な け れ ば な ら
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な い」 と。 この よ う に彼 は,極 め て素 朴 な実 利 主 義 の 視 点 か ら,工 業製 品 に技

術 的 な 品 質 だ け で な く美 的 な品 質 を も与 え る必 要 を説 い た 。 電 気 製 品 の 技 術 的

な機 構 が 複 雑 に な る につ れ て,購 入 に際 して 顧 客 の 技 術 上 の 判 定 能 力 を当 て に

で き な くな っ て い た の で あ る。 そ れ ゆ え,工 業 家 た ち は,競 争 相 手 の 商 品 と即

座 に見 分 け られ,人 々 の購 買 意 欲 を そ そ る よ うな,そ う した独 創 的 なデ ザ イ ン

を強 く求 め て い た 。 こ う した事 情 を察 した ヨル ダ ンは,べ 一 レ ンス のAEGへ

の招 聘 を企 業 の 幹 部 に進 言 した 。 この 招 聘 の進 捗 具 合 は,T・ ブ ー デ ンジ ー ク

とH・ ロ ッゲ の 指 摘 に よ る と,当 時 の 「ヴ ェ ル ク ク ン ス ト」(Werkkunst)誌

の 記 事 に よ って 知 る こ と が で き る。 す な わ ち,1907年7月 に 同誌 は,ベ ル リ ン

のAEGが 「アー ク燈 と付 属 部 品 一 切 を芸 術 的 な形 態(kunstlerischeFormen)

に デザ イ ンす る こ と を デ ュ ッセ ル ドル フの ペ ー ター ・ベ ー レ ンス に委 託 した 」

と述 べ た 。 そ して さ ら に その 二 ヶ月後 に同誌 は,ベ ー レ ンス が 「AEGの 芸術

顧 門(kiinstlerischeBeirat)と して の ベ ル リ ンか らの 招 聘 に応 じた」 と報 じ

た 。この よ うに,1907年7月 か ら8月 に か け て ベ ー レ ンス は デ ュ ッセ ル ドル フ

を離 れ ベ ル リ ン に向 か った 。 そ して1914年 ま でAEGに 留 っ たの で あ る。

と こ ろ で ベ ー レ ンス は,今 世 紀 初 め の ドイ ツ の 建 築 とデ ザ イ ンの主 だ っ た人

物 が そ うで あ った よ う に,当 初 は 画 家 と して 出発 した 。 しか し前 世 紀 耒 に イ ギ

リ ス か ら伝 わ っ た ア ー ツ・ア ン ド・クラ フ ッ運 動(ArtsandCraftsMovement)

の 思 想 に よ って 啓 発 さ れ,応 用 美 術 の世 界 に 入 っ た。 こ の頃 は一 般 にユ ー ゲ ン

トシュ テ ィ ル と呼 ば れ る装 飾 的 な流 行 様 式 が 隆 盛 を極 め て い た。 そ して 彼 は,

ミュ ンヘ ンの 「手 工 作 芸 術 共 同 工 房 」(VereinigteWerkstattenfurKunst

imHandwerk,1897)の 創 設 メ ンバ ー と な り,い わ ゆ る産 業 ユ ー ゲ ン トシ ュ テ

ィル(derIndustustriejugendstil)の ア ー チ ス ト・デ ザ イ ナ ー(einKiinstler-

Entwerfer)と して 活 躍 した 。ま た ダル ム シ ュ タ ッ ト芸術 家 村(dieDarmstadter

Kunstlerkolonie,1899-1914)の 七 人 の 構 成 メ ンバ ー の ひ と りに選 ば れ,そ

こで 自分 の ア トリエ 兼 住 居 の建 築(1901)を 通 して 初 め て 建 築 芸 術 を手 掛 け た。
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こ う した ユ ー ゲ ン ト シュ テ ィ ル に お け る彼 の 多彩 な造 形 活 動 が,そ の 後 の 工 業

に お け る綜 合 的 な デザ イ ン活 動 の下 地 と な っ た の で あ る。 そ して 今 世 紀 に 入 る

と彼 は 工 芸 教 育 の 改 革 に も参 与 し,1903年 か らは デ ュセ ル ドル フ工 芸 美 術 学 校

(DusseldorfKunstgewerbeschule)の 校 長 に就 任 して い た の で あ っ た 。

さて,AEGに お け るベ ー レ ンス の 職

務 は,当 初 の 契 約 で は広 告 と製 品 の デ

ザ イ ン に留 め られ た 。 も と も と著 名 な

挿 絵 画 家 ・装 幀 家 と して の 資 格 でAEG

に招 か れ た 彼 は,ポ ス ター,パ ン フ レ ッ

ト,カ タロ グ そ して 商標 な どの グ ラ フ

ッ ク・デザ イ ンすべ て に新 しい統 一 型 式

を与 えた 。 数 学 的 な合 法 則 性 と冷 徹 な

端 正 さ と を持 っ た こ の統 一 型 式 に よ っ

て,AEG独 自の 広 告 ・販 売 の方 式 が開

発 され た の で あ る。 ま た,ア ー ク燈 を

は じめ と し て,送 風 機,家 庭 用 電 動 機,

電 気 湯 沸 器,歯 科 用 せ ん孔 機,配 電 盤

な ど,こ う した 多種 多様 の電 気機 器 類 が

図1ペ ー ター ・ベ ー レ ンス
「ドイ ツ造船 展 のAEGカ タ ロ グ」1908

べ 一 レ ンス と工 場 技 術 者 と の共 同 に よ っ て デ ザ イ ン され た 。 と こ ろ が,や が て

彼 の職 務 に室 内 装飾 家 と建 築 家 と して の 仕 事 が加 わっ た 。 ベ ル リ ンの 「ドイ ツ

造 船 展 」(DeutscheSchiffbau-Ausstellung,Beriln,1908)(図1参 照)に お け る

AEG館 の す べ ての デザ イ ンを彼 は 手 掛 け た。寺 院 や 廟 の よ う な厳 粛 さ を具 えた

こ の展 示 館 は,当 時 の人 々 の 注 目 を集 め た。こ れ をひ とつ の契 機 と して 彼 は,工 場

の 改 築 や 中 央 発 電 所 の 建 設 に 手 を着 け,つ い には 近 代 工 場 建 築 の 原 点 と も一 般 に

称 され る「AEGタ ー ビ ン工場 」(AEGTurbinefabrik,1909)(図2参 照)を 完

成 した。 「鉄 と コ ン ク リー トか らな る水 晶 の よ うに透 明 な構 築 体 」 と当時 評 さ
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れ た こ の建 物 は,恐 ら くそ の時 まで に建 て られ た も っ と も美 しい工 場 建 築 で あ

っ た 。 ま た,こ う した工 場 建 設 計 画 を通 して,工 業 家 と芸 術 家 との 共 同 は,製

品 デ ザ イ ンに と ど ま らず 生 産 組 織 全体 の美 的 秩 序 化 に まで 伸 展 した の で あ っ た 。

か く してべ 一 レ ン ス は,印 刷 文 字 か ら工場 建 築 ま で の 企 業 イ メ ー ジ に か か わ る

全体 デ ザ イ ン を手掛 け た 。 こ れ は先 例 の な い広 範 な 任 務 で あ り,当 代 の 進 歩 的

な 工 業 家 の デザ イ ン形 態 へ の 関 心 の 高 ま りを反 映 した 。 そ して また,綜 合 的 な

デ ザ イナ ー と して の べ 」 レ ンスの 確 か な能 力 を証 明 した の で あ っ た 。

図2ペ ー ター・ベ ーレンス 「AEGタ ービン工場のデザイン・スケ ッチ(試案)」1908

皿

ベ ー レ ンス が 最 初 の イ ン ダス トリ ア ル ・デザ イ ナ ー と して の 名 を残 した の は ,

各 種 ア ー ク燈(dieBogenlamp)の 新 しい デ ザ イ ン(図3参 照)の 成 功 に 負 う

と こ ろ が 多 い。 こ れ はAEGに お け る彼 の 初 仕 事 で あ り,ヨ ル ダ ン との 共 同 で

推 進 さ れ た。 べ 一 レ ンス は かつ て ダル ム シ ュ タ ッ トに お い て 多 くの 照 明 器 具 を

手懸 け て い た が,そ の デ ザ イ ンは概 ね ユ ー ゲ ン トシ ュ テ ィル の装 飾 原理 に負 っ

て い た 。 と ころ が 今 や新 し いデ ザ イ ン原 理 が追 求 され るの で あ っ た 。 照 明 方 式
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の発 展 に お い て ガ ス燈 と白 熱 燈 の 中 間 に位 置 した アー ク燈 は,街 路,広 場,駅,

工場 そ して百 貨 店 な どの 大空 間 の 照 明 に当 時 利 用 され て い た。 そ して,彼 が そ

の再 計 画 に着 手 した と き には,ア ー ク燈 の 照 明 方 式 は技 術 的 に改 良 の 限 界 に達

して い た。 そ れ 故 に販 路 拡 大 の手 立 て と して は 生 産 技 術 面 の改 善 や 美 的 品 質 の

向 上 だ け が残 さ れ て い た の で あ っ た 。 工 場 技 術 者 との 共 同 で進 め られ た そ の再

計 画 の 成 果 に つ い て,応 用 美 術 評 論 家A・ ヤ ゥマ ンは 当時 次 の よ う に論 評 して

い る。 す な わ ち,「 その 本 体 は ま さ に ラ ンプ の 内 部 構 造 に順 応 して い る。 余 計

な部 分 は な く,す べ て の 形 態 は意 味 と 目的 を持 っ て い る。 部 品 の 多 くが 別 の 型

式 に も利 用 で きる よ うに デザ イ ン さ れ る。 製 作 が単 純 化 さ れ,そ の うえ保 管 と

運搬 が 考 え に入 れ られ た。 す な わ ち,個 々 の 部 品 は簡 単 に内 部 に入 れ こ む こ と

が で き る。 した が っ て 空 間,包 装,運 搬 そ し て破 損 経 費 が節 約 され る。 そ の 結

果,新 型 式 の 開 発 費20万 マ ル クは,す ぐ に一 年 の うち に そ の技 術 上 の 利 点 に よ

っ て取 り戻 さ れ た 」 と。 この よ うに再 計 画 に お い て は,大 量 生 産 と大 量 消 費 へ

の配 慮 が 大 筋 を決 定 し.労 働 対 象 と労 働 手 段 との 節 約 が促 進 さ れ た。その 結 果 は

上首 尾 で あ っ た 。 こ こ に お い て初 め て

綜 合 的 な産 業 美 術 家 が,工 業 生 産 組 織

の 中 に組 み 込 まれ,工 場 技術 者 と並 ん

で 独 自 の役 割 を認 め ら れ た の で あ る。

ところで,こ うした 工 業 製 品 の デ ザ イ

ン につ い て べ 一 レ ンス は 次 の よ う に考

えた 。す な わ ち,電 気 製 品 に お い て は 装

飾 的 な附 属 品 で 本 体 を粉 飾 す るの で は

な くて,そ の新 しい性 質 に適 っ た形 態 を

見 い出 す こ と が重 要 で あ る。 工 業製 品

の デ ザ イ ン に お い て は 芸 術 と産 業 との

結 合 が確 保 さ れ る べ きだ。そ う した結 び 図3ペ ー ター ・ベ ー レン ス
「AEG発 炎 ア ー ク燈 の カ タ ロ グ」1908
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つ きは,手 仕 事 の 形 態 や 古 い様 式 の形 態 を模 倣 す るの で は な くて,機 械 生 産 方 式

の正 確 な遂 行 力 を活 用 し芸 術 的 に提 示 す る と きに達 成 さ れ るだ ろ う。 そ の と き

には純 粋 な もの が 極 立 ち,機 械 と大量 生 産 か ら 自ず と生 じた形 態,ま た これ ら

に適 した形 態 が芸 術 的 に活 用 され る だ ろ う。以 上 で あ る。この よ うにベ ー レ ン ス

は,ま ず 工 業 製 品 の皮 相 な装 飾 を整 理 し,デ ザ イ ンの 出発 点 をザ ッハ リ ヒ

(sachlich)な 純 粋 形 態 に 引 き戻 した。 この 限 りに お い て は,い わ ゆ る技 術 主

,義 的 なデ ザ イ ンの 手法 を逸 早 く取 り入 れ た の で あ る。 し か し彼 は,機 器 固 有 の

構 造 や機 能 に則 した 正 確 な形 態 の構 成 を貫 徹 した の で は な か っ た。 む しろ彼 は

技 術 的 な基 本 形 態 を芸 術 的 に活 用 し,当 代 の 美 的 要 求 を製 品 形 態 に反 映 させ る

こ と に 力点 を置 い た 。 これ は ま た産 業 が彼 に与 え た 責 務 の ひ とつ で も あ っ た 。

この 責 務 を順 調 に推 進 した 原 動 力 の ひ とつ は,こ の 際 に彼 が依 拠 した造 形 原 理

に あ っ た 。 今 世紀 に入 る と間 もな く彼 の 作 風 か らユ ー ゲ ン トシ ュ テ ィル の滑 ら

か な線 の リズ ム が姿 を消 し,こ れ に代 っ て元 来 ミュ ンヘ ン派 の 人 々 が共 有 し た

重 厚 で抽 象 的 な構 成 が 中 心 と な っ た。 そ して彼 は 当 代 の要 求 に も っ と も一 致 し

た様 式 と して 古 典 主 義(Klassizismus)に 注 目 した。 こ と に幾 何 学 へ の 心酔 が

彼 の デ ザ イ ン を特 色 づ け た の で あ っ た。 簡 潔 な幾 何学 形 態 を駆 使 した彼 の デ ザ

イ ンは,手 仕 事 よ り も む し ろ機 械 製 作 に 向 い て い た とい え よ う。 こ う し た事 情

は芸 術 家 と産 業 の双 方 に と っ て好 都 合 で あ った 。 産 業 の側 は厳 しい経 済 競 争 を

乗 り切 るた め に も,生 産 性 の 向 上 に つ な が るザ ッハ リ ヒで 単 純 明快 な製 品 形 態

を歓 迎 した の で あ る。そ して 両 者 は 相 俟 っ て産 業 社 会 に お け る 「良 き趣 味 」(eine

guterGeschmack)の 形 成 に貢 献 した の で あ ろた 。か く して,新 た にデ ザ イ ン

され た ア ー ク燈 は 凜 凜 と し た風 格 を持 っ て お り,古 典 的 な美 し さ さ え漂 わせ て

い た 。

結 局 の と こ ろべ ー レ ン ス は,工 業 製 品 に固 有 の 技 術 的 制 約 を考 慮 しな が ら も,

その 外 的 な 形 態 を美 的 に 自律 させ よ う と努 め た の で あ る。 従 っ て彼 は,デ ザ イ

ンに対 す る技 術 主義 的 な 追 求 よ り も,美 の形 成 に主 眼 を置 い た形 式 主義 と もい

,.



え るデ ザ イ ン原 理 を指 向 した とい え よ う。

皿

AEGの 設 立 者E・ ラー テ ナ ウ の長 男 で あ っ た ヴ ァ ル ター ・ラー テ ナ ウ(Walter

Rathenau)は,1899年 か らそ の 企 業 の 幹 部 に加 わ っ て い た が,近 代 の 産 業 社 会

にお け る人 間 性 の 回 復 を願 う独 自 の 思 想 の 持 主 で あ っ た。 そ して 彼 は,工 業 生

産 に文 化 的 な 意 義 を附 与 す る た め に,優 れ た芸 術 性 を強 く要 請 した。 こ う した

進 取 の 気 象 に富 む工 業 家 の 庇 護 の も と に,AEGに お け るベ ー レ ンス は,芸 術

と技 術 の 統 一 に熱 心 に努 め た。 彼 は 述 べ て い る。 す な わ ち,自 然 の合 法 則 性 が

文 化 で な い よ うに ま して 構 造 は 文 化 で は な い 。 した が っ て,単 に正 確 なだ け で

は長 い 間 われ わ れ を満 足 させ る こ とは で き ない の で,絶 対 美(dasabsolute

SchSne)へ の憧 れ が 絶 え ず現 わ れ出 る 。人 々 は 芸 術 に よ る構 造 の 支 配 を主 張 し

実 行 した い と望 ん で い る。 芸 術 と技 術 は二 つ の 全 く異 っ た精 神 活 動 で あ る。 技

術 的 な原 理 や 目 的 の 充 足 だ け か ら は美 は 生 じな い。 技 術 を ひ とつ の 行 為 に結 び

つ け る こ と に よ っ て,文 化 を生 み だ し統 一 様 式(eineinheitlicherStil)を

形 成 しな け れ ば な らな い 。 わ れ わ れ は 一 般 社 会 に通 用 す る芸 術 を求 め,ま た わ

れ わ れ の 造 形 意 欲 が わ か りこ れ を実 現 す る暇 を持 っ た技 術 を望 ん で い る。 以 上

で あ る。 こ の よ うに彼 は 芸 術 と技 術 を峻 別 し,さ らに芸 術 に よ る技 術 の統 御 を

鼓 舞 した。 そ し て 文化 創 造 と統 一 様 式 の達 成 に向 け て一 定 の 目的 を意識 した 造

形 意 欲 を強 く支 持 した の で あ る。 この 際,彼 に指 針 を与 え たの は,ゼ ンパ ー

(GottfriedSemper)の 機 械 論 的 な芸 術観 を論 破 した リー グル(AloisRiegl)

の 芸 術 史 観 で あ っ た 。 リー グル の 提 唱 した 芸 術 意 思(Kunstwollemlの 概 念 が,

個 別 的 で 芸 術 的 な創 作 力 を優 先 す るた め の 絶 好 の根 拠 を当 代 の 芸 術 家 た ち に提

供 した の で あ る 。 そ こ で ベ ー レ ンス は,時 代 精 神(Zeitgeist)と 造 形 意 欲 との

統 一 に努 め た。S・ ア ン ダー ソ ンが指 適 す る よ うに,こ の時 代 精 神 は 工 学 技 術

と産 業 と国 家,こ の 三 者 の 協 同 の うち に あ ら わ れ た 当代 の権 勢 を賛 美 した。 ま
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た 彼 の 造 形 意 欲 は,事 物 に抽 象 的 で幾 何 学 的 な形 式 を附 与 し,神 秘 的 で感 動 的

なモ ニ ュ メ ン ト を造 り あ げ た。 ベ ー レ ンス は,宗 教 的 と も い え る ほ どの 熱 意 を

持 っ て,時 の 権 勢 の 大聖 堂 をAEGの 工場 建 築 群 に体 現 した と い え よ う。

と こ ろ で,こ う した 芸 術 と技 術 の統 一 へ のべ ー レ ンス の 努 力 を側 面 か ら支援

した の は,彼 のAEGへ の着 任 とほ ぼ 同 時 に結 成 さ れ た ドイ ツ工 作 連 盟(Deu-

tscherWerkbund,1907)で あ っ た。 彼 自身 こ の発 起 人 の ひ と り と して,ま た

運 営 委 員 会 の メ ンバ ー と して 工作 連 盟 と深 い 関 わ り を保 っ て い た の で あ る。 工

作 連 盟 は創 作 家 と実 業 家 との 自由 主 義 的 な 自 己 救 済 組 織 で も あ っ た が,し か し

単 な る職 能 団 体 で は な か っ た 。 こ こ に は産 業時 代 に お け る新 しい 文 化 創 造 へ の

力強 い 希望 が満 ちて い た 。彼 らは 文 化 運 動 と経 済 活 動 との 結 合 の 必 要 を認 め な

が ら も,産 業 主 義 を戒 しめ 産 業 に固 有 の文 化 能 力 の発 現 を要 請 した 。 産 業 との

協 同 が な くて は もは や 健 全 な工 作 文 化 は存 立 しな い と考 え た の で あ り,こ の 限

り にお い て 工 作 連 盟 は ア ー ツ ・ア ン ド ・ク ラ フ ツ運 動 と一 線 を画 し て い た。 し

た が って 芸 術 と産 業 をめ ぐ る工 作 連 盟 の重 要 な論 点 は,機 械 とデ ザ イ ンを い か

に 関 係 づ け るか で あ り,工 学 技 術 に よ る構 築 物 の 美 し さ と手作 りの 物 品 の美 し

さ と を結 び つ け る努 力 に あ っ た。 こ とに ム テ ジ ウ ス(HermannMuthesius)は,

機 械 と機 械 生産 の本 質 を正 し く把 握 した 応 用 美 術 家 が,構 築 家(einTekton量ker)

い うな れ ば デ ザ イ ナ ー と して,工 業 生 産 に お け る新 しい形 態 の 創 造 に努 め るべ

き だ と主 張 した 。 ま た ノ イ マ ン(FriedlichNeumann)は,創 作 力 と機 械 技 術 と

経 済 活 動,こ の 三 者 が 複 製 を基 本 理 念 とし て生 産 的 な統 一 を形 成 す る工 業 美 術

(Industriekunst)い うな れ ば イ ン ダス トリ ア ル ・デザ イ ン を強 く要 請 した。

彼 らの楽 天 的 と もい え る こ うした 主張 は,ベ ー レ ンス のAEGに お け るデ ザ イ

ン活 動 に よ っ て 正 当 化 され 強 化 され て い っ た の で あ る。 さ ら に ま た;芸 術 に よ

る技 術 の統 御 へ の べ 一 レ ン スの 熱 意 は,工 作 連 盟 に お け る指 導 理 念 の 変 化 に大

き く反 映 した。 す な わ ち.工作 連 盟 に お い て は,当 初 の ザ ッハ リヒ な 工 作 観 が や

が て後 退 し,芸 術 や 美 的 形 式 の もつ 超 越 性 へ の 期 待 が 次 第 に高 ま っ て い くの で

一51一



あっ た 。

し か し,芸 術 家 の 文 化 創 造 へ の 意 欲 と産 業 の 営 利 主 義 と の調 和 は,決 して 容

易 で は な か っ た 。 フ ラ ン ク フ ル トに お け る工 作 連 盟 総 会(1909)で ヴ ァ ン ・デ

・ヴ ェ ル デ(HenryvandeVelde)は ,産 業 の本 性 に関 して す で に次 の よ うな

危 惧 を表 明 した 。 す な わ ち,芸 術 と産 業 との 協 調 は理 想 と現 実 との 融 合 に他 な

ら な い。 現 実 は 一 方 的 に 要 求 を出 し,た と え理 想 が 潰 え よ う と も ど ん な こ とで

もや りか ね な い と い う傾 向 を持 っ て い る。 美 に従 う こ と も,完 壁 な製 品 の 品 質

を支持 す る道 徳 的 要 求 を受 け入 れ る こ と も,こ れ らは と も に産 業 の 本 質 に か な

って は い な い。 産 業 が呼 び 起 す 利 欲 は彼 らの組 織 と手段 に レ ッテ ル を貼 りつ け

る。 両 者 は傍 若 無 人 の振 舞 をす る の で あ る。 以 上 で あ る。 この よ うに彼 は,近

代 産 業 の 独 善 的 な営 利 追 求 の 体 質 をす る ど く暴 い た 。 そ して さ ら に彼 は次 の よ

うに論 を進 め た 。 す な わ ち,こ れ に も か か わ らず 「美 しい仕 事 や 良 質 の 才料 と

い っ た理 念,い うな れ ば物 品 の道 徳 的 価 値 」の 実 現 を産 業 に強 い る こ と は,根 本

か らの 大 変 革 を意 味 す る。 こ の変 革 をや り とげ る 「全 能 の 動 因」(allmachti-

gerFaktor)は,新 し い様 式 の 理 念 に あ る。 「新 しい様 式 」(einneuer

Stil)が 確 立 さ れ るな ら ば,産 業 は 芸 術 家 を頼 りに す る に ち が い な い 。 以 上 で

あ る。 こ の よ う に彼 は,す で に べ 一 レ ンス がAEGに お い て 心掛 け て い た よ う

な産 業 時 代 の 新 しい様 式 を確 保 す る こ と,そ して産 業 の 良識 と も な るべ きこ と

が当 代 の 芸 術 家 の 使 命 で あ る と主 張 した。 ヴ ァ ン ・デ ・ヴ ェル デ は こ こ に お い

て 美 的 な事 柄 を道 徳 性 や経 済 性 と結 び つ け て考 えた の で あ る。 この 是 非 につ い

て の 検 討 は,さ しあ た っ て,本 稿 の 意 図 す る と こ ろ で は な い 。 しか し,こ う し

た 考 え方 は設 立 当 初 に お け る工 作 連 盟 の 思 想 の ひ とつ の 特 色 で あ っ た。 そ して

さ ら に,工 作 連 盟 の 理 論 的 指 導 者 で あ った ム テ ジ ウ ス と ノ イマ ン が画 策 した よ

う に,こ こで の道 徳 性 は 「国 民 経 済 」(dieVolkswirtschaft)に 密 に結 び1

つけ られ,次 第 に歪 曲 され て い っ た 。す な わ ち,物 品 本 来 の 実用 価 値 は 商 品 と し

て の 産 業 的 実 利 性 に よ っ て圧 倒 さ れ,ま た 造 形 意 欲 の発 現 と して の美 的 形 態 は
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生 産 技 術 や 商 業 が 決 定 した 工 業 的形 態 に よ っ て脅 か さ れ て い っ た の で あ る。

こ うした 理 想 と現 実,ひ い て は芸 術 と産 業 との 厳 し い緊 張 関係 は,工 作 連 盟

に お い て絶 えず 二 律 相 反 す る課 題 を提 起 した 。 そ して こ の対 立 は,連 盟 を二 分

す る よ うな ム テ ジ ウ ス ζ ヴ ァ ン ・デ ・ヴ ェ ル デ の 激 しい論 争 へ と高 じて い った 。

ケ ル ン に お け る工 作 連 盟 総 会(1914)で ム テ ジ ウ ス は産 業 の 側 に立 ち,工 業 生

産 に お け る標 準 化 ・規 格 化 を強 く支 持 した 。 こ れ に対 して,ヴ ァ ン ・デ ・ヴ ェ

ル デ は芸 術 創 作 の 側 か ら創 造 的 な個 性 と造 形 意 欲 を弁 護 した 。 こ の論 争 の 経 過

は ム テ ジ ウ ス に不 利 で あ り,彼 は 工 作連 盟 の 分 裂 の 危 機 を避 け るた め に 自 ら提

案 を撤 回 した 。 そ して こ れ を契 機 と して 工 作 連 盟 の 芸 術 家 た ちの 間 に は,産 業

時 代 の一 方 的 な進 行 に対 す る危 機 感 が ます ま す 強 くな っ たの で あ った 。 さ て,

こ の規 格 化 論 争 の 時 にベ ー レ ン スは,AEGに お け るデ ザ イ ナ ー と しての 彼 の

実 績 に もか か わ らず,明 確 な態 度 を示 さな か っ た。 そ れ ば か りか,デ ザ イ ンの

規 準 や 典 型 の 適 用 に よ っ て 「良 き趣 味 」 の一 般 的 水 準 を高 め る と い うム テ ジ ウ

ス の提 案 には 不 満 で あ っ た 。 そ して一 方 で は 典 型 を長 年 に わ た る芸 術 発 展 の所

産 と して と らえ,ま た 個 別 的 で 芸 術 的 な 才能 を高 く評 価 す る点 に お い て,ヴ ァ

ン ・デ ・ヴ ェ ル デ の 反 論 を支 持 した の で あ った 。 ベ ー レ ンス は,依 然 と して創

作 の 自由 を重 ん じ新 しい様 式 の 創 造 を 目指 した 古 い タイ プ の アー チ ス ト ・デ ザ

イ ナ ー で あ っ た と い わ ね ば な らな い 。 な ぜ な ら,早 くか らム テ ジ ウ ス が示 唆 し

た よ うに,モ ダ ン ・デ ザ イ ンに お い て は 新 しい様 式 の 追 求 は も はや 当面 の 問題

とは な らな か っ た 。 む し ろ規 格 化 ・標 準 化 の 活 用 こ そ モ ダ ン ・デザ イ ン に負 わ

され た課 題 で あ っ た。 様 式 芸 術(Stilkunst)に 固 執 した 点 に お い て ベ ー レ ン ス

は,ヴ ァ ン ・デ ・ヴ ェ ル デ と同 じ よ うに,ユ ー ゲ ン トシ ュ テ ィル の古 び た理 念

を引 き摺 っ て いた とい え よ う。
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以 上 の よ う に わ れ わ れ は,べ 一 レ ン スのAEGに お け るデ ザ イ ン活 動 と そ の

根 本 理 念 に照 明 を 当 て た 。 」 度 振 り返 っ て み た い。 今 世 紀 初 め の ドイ ツ に お

け る工 芸 革 新 運 動 の 主 要 テ ー マ は,近 代 産 業 と芸 術,さ ら には機 械 とデ ザ イ ン

を統 一 す る努 力 に あ った 。 そ して こ れ は,彼 ら を鼓 舞 した イギ リス の ア ー ツ ・

ア ン ド ・ク ラ フ ツ運 動 の 理 想 主 義 の側 面 を,近 代 産 業 社 会 の 現 実 に合 わ して改

め て い こ う とす る企 て で もあ っ た0や が て この 企 ては1907年 に お け る二 つ の 出

来 事 を転 機 と し て 大 き く前 進 した 。 そ の ひ とつ は ドイ ツ工 作 連 盟 の成 立 で あ り,

も うひ とつ はAEGに よ るベ ー レ ンス の 「芸 術 顧 門」 と し ての 登 用 で あ っ た 。

この二 つ の 出 来 事 の 間 に は直 接 の 関 係 は み ら れ な か っ た と して も,R・ バ ンハ

ム が 言 う よ うに,両 者 は同 一 の コ イ ンの 表 裏 を な して いた の で あ る。 す な わ ち,

創 作 力 に富 む ア ー チ ス ト ・デ ザ イ ナ ー と生 産 手 段 を手 中 に握 る産 業 との 間 に友

好 関係 が 生 じ,こ こ で は産 業 の 側 に よ り積 極 性 が あ っ た。 そ の頃 に 「国 民 経 済 」

の 見地 か ら輸 出振 興 を強 い ら れ て い たAEGの よ うな大 工 業 は,工 業 生 産 に文

化 的 な意 義 を 附 与 す るた め に,優 れ た 芸 術 性 とデ ザ イ ンを強 く要 請 して い た の

で あ る。 そ こ でAEGに 招 か れ た べ ー レ ンス は,生 産 活 動 に芸 術 の 息 吹 き を送

り込 む と い う責 務 を与 え ら れ,ポ ス ター か ら工 場 建 築 ま で の 企 業 イ メ ー ジ に か

か わ る全 体 デ ザ イ ン を手掛 け た。 これ に よ っ て彼 は,芸 術 と産 業 の 統 一 を鼓 舞

した 工 作 連 盟 の 信 条 を進 んで 実 践 し,近 代 的 な意 味 で の イ ン ダ ス トリア ル ・デ

ザ イ ナ ー の先 駆 をな した の で あ る。 しか し この 時 にベ ー レ ンス は,デ ザ イ ンの

出 発 点 を技 術 的 な基 本形 態 に 引 き戻 しな が ら も,む し ろ美 の 形 成 に 主 眼 を置 い

た形 式 主 義 と も い え るデ ザ イ ン原 理 を指 向 した 。 こ こで は 造 形 意 欲 と時 代 精 神

の統 合 が眼 目 と な り,モ ニ ュ メ ン タ リテ ィ とザ ッハ リ ヒ カ イ トの結 合 が試 み ら

れ た の で あ っ た 。 と こ ろ が芸 術 家 た ちに与 え られ た デ ザ イ ンの諸 条 件 は,彼 ら

の行 為 が 生産 過 程 に組 み 込 ま れ て い く こ と に よ っ て 大 き く変 化 した 。 そ して 産

業 か らの重 圧 は,全 人 間 性 回 復 へ の要 求 や 造 形 意 欲 の 発 現 を脅 か した の で あ る。
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こ う した理 想 と現 実 との 厳 しい 緊 張 関 係 は ケ ル ン工 作 連 盟 総 会(1914)に お い

て 頂 点 に達 し た。 この 折 に べ 一 レ ンス は様 式 創 造 に 固 執 し個 別 的 で 芸 術 的 な 才

能 を高 く評 価 す る点 に お い て,ム テ ジ ウ ス よ り も ヴ ァ ン ・デ ・ヴ ェ ル デ を支持

した。 芸 術 と産 業,さ らに は 芸 術 とモ ダ ン ・デ ザ イ ンの 岐 路 に立 っ て,ベ ー レ

ンス は デ ザ イ ンに 背 を向 け様 式 芸 術 へ と転 回 して 行 った の で あ る。 ユ ー ゲ ン ト

シ ュ テ ィ ル と工 作 連 盟 を つ な い だ綜 合 芸 術 家 ベ ー レ ン ス の デ ザ イ ナ ー と して の

限 界 が こ こ に示 め され た と い え る。 そ れ ゆ え,第 一 次 世 界 大 戦 の 勃 発 に よ って

途 絶 えた に して もベ ー レ ン ス のAEG些 お け る華 々 しい活 動 は 短 期 間 で終 了 し,

産 業 に お け る彼 の 後継 者 は 当時 ほ とん ど現 わ れ な か っ た 。AEGに お け る彼 の

デ ザ イ ン活 動 は,E・ ラー テ ナ ウ やP・ ヨ ル ダ ンの よ う な進 取 の気 象 に富 む 工

業 家 た ち の後 楯 を頼 み と した草 創 期 に お け るイ ン ダ ス トリ ア ル ・デ ザ イ ンの 特

殊 な事 例 で あ った とい え よ う。 し か し産 業 社 会 の 高 度 成 長 につ れ て,イ ン ダ ス

ト リア ル ・デ ザ イ ンは産 業 の販 路拡 大 の効 果 的 な 手 段 と して い よ い よ重 視 さ れ

て きた。 また この よ う な産 業 か らの 拘 束 力 は,使 用 者 の 必 要 に応 じて物 品 を形

作 る とい うデ ザ イ ン本 来 の使 命 を忘 れ させ,デ ザ イ ン に よ る真 の 文 化 創 造 へ の

機 会 を見 失 わせ て きた よ う にも思 わ れ る。こ う した 今 日,AEGに お け るべ 一 レ

ン ス の デ ザ イ ン活 動 の 成 果 と その 限 界 は,な お われ わ れ に有 効 な 示 唆 を与 えて

くれ る と い え よ う。 ・

〈註>
ll)NikolausPevsner,Thesourceofmodernarchitectureanddesign,London,

1968,p.175.

(2)Industriekultur,PeterBehrensanddieAEG,1907-1914,(Kat.),Mailand,1978.

(3)Vgl.AnfangederAllgemeinenElektricitats-Gesellschaft,in:a.a.0.,5.42.

(4)PeterBehrens,ZurAsthetikdesFabrikbaus,in:Gewerbeflei/3.108.Jg.

H7/9,Juli/sept.1929,S.130,zitiertnachTilmannBuddensiegundHenning

Rogge,FormgestaltungfurdieIndustrie,PeterBehrensanddieBogenlampen
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derAEG,in:hrsg.vonGerhardBott,VonMorriszumBauhaus,Hanau1977,

S.122.

(5)Vgl.TilmannBuddensiegandHenningRogge,a.a.0.,5.122.

(6)Werkkunst,2Jg.,H.17,Juli1907,5.271.Anm.4,zitiertnachTilmannBudd

-ensiegandHenningRogge,a.a.0.,5.120.

(7)Werkkunst,2Jg.,H.22,August1907,5.351,zitiertnachTilmannBuddensieg

andHenningRogge,a.a.0.,5.121.

(8)Vgl.GertSelle,DieGeschichtedesDesigninDeutschlandvon1870bis

heute,Koln ,1978,S.37f.

(9}イ ギ リ ス の ヴ ィ ク ト リ ア 女 王 の 孫 息 子 で あ っ た へ ・ソセ ン大 公 ル ー トヴ ィ ヒ(GroβLerzog

ErnstLudwigvonHessen).は,ア ー ッ ・ア ン ド ・ ク.ラ フ ツ 運 動 に倣 っ て ヘ ッ セ ン地.

方 の 伝 統 産 業 の 復 興 を 企 て,ま ず マ テ ィ ル デ ンホ ー へ の 丘 に 芸 術 家 村 を設 立 し た 。 ζ こ

で ベ ー レ ン ス は オ ル プ リ ヒ(JosephMariaOlbrich)に 次 ぐ厚 い 待 遇 を う け,ア ト リ

エ 兼 住 居 を 自 ら設 計 し た 。 こ の 建 物 で は 壁 掛 け か ら 戸 の 金 具,タ イ ル か ら照 明 器 具 に い

た る ま で そ の す べ て が彼 に よ っ て デ ザ イ ン さ れ た 。 そ の 結 果,芸 術 と 隼 活 を め ぐ る ユ ー

ケ ン トシ ュ テ ィ ル の 綜 合 へ の 熱 望 が 住 居 全 体 をつ つ み こ み,.新 し い 生 活 様 式 の 創 造 が意.

欲 的 に 追 求 さ れ た 。VgLEinDokumentDeutscherkunst1901-1976,(Kat.)5Bd,,

Darmstadt1976.

(1① 当 校 へ の 彼 の 就 任 は,プ ロ イ セ ン 商 務 省 の 工 芸 美 術 学 校 顧 門 官 ム テ ジ ウ ス の 指 令 に よ る

も の で あ っ た 。 こ れ 以 前 に べ 一 レ ン ス は 二'ユ ル ン ベ ル ク の バ イ エ ル ン工 芸 美 術 館 の 依 頼

で,1902年 か ら3年 の 冬 に か け て マ イ ス ター ・コ ーxo)手 工 芸 家 た ち に 近 代 工 芸 の 指 導

を 行 っ た 。 こ う し た 工 芸 教 育 に 従 事 し た 期 間 中 に彼 は,自 由 奔 放 な ユ ー ゲ ン ト シ ュ テ ィ

ル を脱 して 理 知 的 で 合 法 則 的 な 造 形 原 理 を見 出 し,芸 術 と産 業 と の 再 統 一 に 立 ち 向 か っ

た の で あ っ た 。Vgl.MarcelFranciscono,.WalterGropiusandtheCreationof.

theBauhausinWeimar,Chicago,1971,p.32.

(11)Vgl.HenningRogge,"WennderBauherrnicht50ProzentderArbeitleitet,

entstehtkeingutesHaus",zurExpansionandSelbstdarstellungderAEG

FabrikeninBerlin,in:Industriekultur,PeterBehrensanddieAEG,1907‐

1914,a.a.0.,5.16.

(12)Vgl.Gabriel'Heidecker,DieWerbe-GrafikfurdieAEG,in:Industriekultur,

PeterBehrensanddieAEG,1907-1914,a.a.0.,5.35.

(13)RobertBreuer,PeterBehrensanddieElektrizitat,in:DeutscheKunstand

Dekoration,Bd.XXVIApril1910‐September1910,S.264.

・(14)当 時 べ 一 レ ン ス の も と で 自 らの デ ザ イ ン思 想 の 基 盤 を培 っ た グ ロ ピ ウ ス(WalterGro-

pius)は,こ れ に つ い て 凍 の よ う に述 べt。 す な わ ち,芸 術 家 が 案 出 し た 作 業 場 が 万 人

に 固 有 の 感 情 に一 致 し,こ れ に よ っ て 単 調 な機 械 労 働 を活 性 化 す る。 そ う し た ら労 働 者

た ち は 喜 ん で 仕 事 を す る だ ろ う。 そ の 満 足 感 に よ っ て労 働 意 欲 が 増 し工 場 の 生 産 能 力 が
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高 ま る だ ろ う(WalterGropius,DieEntwicklungmodernerIndustriebaukunst,

WerkbundJahrbuch1913,in:hrsg.vonDieNeueSammlung,ZwischenKunst

andIndustrie,DerDeutscheWerkbund,M加chen1975,S.72-73.)。 以 上 で あ る 。

し か し こ の よ う な 考 え 方 は,多 分 に イ デ オ ロ ギ ー 的 な労 働 観 に基 づ い て お り,か つ て モ

リ ス(WilliamMorris)が 主 張 し た 健 全 な 「働 く喜 び 」 と は 相 い 容 れ な か っ た 。

(15)Vgl.TilmannBuddensiegandHenning.Rogge,a.a.0.,5.119.Anm.4.

(16)Vgl.a.a.0.,S.124.

(171AntonJaumann,NeuesvonPeter-Behrens,in:DeutscheKunstand

Dekoration,Bd.XXIIOktober1908‐Marz1909,Darmstadt,5.353.

(18)PeterBehrens,KunstandTechnik,Vortraggehaltenaufder18.Jahrversamm-

lungdesVerbandesDeutscherElektrotechikerin.Braunschweigam26.5.1

1910,in:ElektrotechnischeZeitschrift,31.Jg.,Nr.22.2.6.1910.5.554f,

zitiertnach-Teilmann-Buddensieg-andHenningRogge,a.a.0.;.5.127.

(19)ザ ッハ リ ヒ と い う 用 語 は,.適 切 で あ.り 客 観 的.で あ り しか も 同 時 に 実 用 的 で あ る と の 複 合

的 な 意 味 を も ち,.今 世 紀 初 め の ドイ.ツ に お け る 工 芸 革 新 運 動 の ス.mガ ン に な っ.た 。.

Vgl.NikolausPeSsner,PioneersofModernDesign,.PenguinBooks1960,p.32.

.(20)VgLS.TshudiMadsen,ArtNouveau,London1967,p.179.

(21)Vgl.JuliusMeier=Graefe,Peter.Behrens:Dusseldorf,in:DekorativeKunst,

VIII.10.Juli11905,Munchen,S.390.、..一:

(22)工 作 連.盟 め 創 設 会'員 で 産 業 美 術 評 論 家 で あ っ たJ・ ル ク ス は,「 産 業 に お け る芸 術 の 問

題 は,∵ 産 業 が 偽 わ.り の芸 術 に仕 え る の で は な く て,良 き 趣 味 へ の 奉 仕 を決 意 し た と き に

の み 解 決 す る こ と.が で き る 」.と.主 張 し,.そ の優.れ た 例 と してAEGに よ るべ 一 レ ン ス の

招 聘 を あ げ て い る 。JosephAugustLux,Dask面stlerischenProblemderIndus-

tr.ie,in:.lnnen-Dekoration;Bd..・XIX1908,Darmstadt,S.82.

(23)W・ ラ ご デ ナ ウ は 芸 術 と技 術 に つ い て 次 の よ.う に 述 べ て い る 。 す.な わ ち,技 術 的 製 作 物

は 技 術 者 が 感 じ取 り,唯 美 主 義 者 が過 大 評 価 す る.よ う な そ う し.た 美 し さ を確 か に 持 っ て

い る.6.し か し こ の.美 し さ は 知 的 事 柄 の 半 面 で あ る 。 過 去 の 技 術 的 製 作 物 は,わ れ わ れ に

.と っ て 死 物 や 古 び た 補 助 手 段 に す ぎ な い 。 そ れ.ゆ え.に 改 め て わ れ わ れ は 魂 や 創 造 の も つ

不 変 の 違 天 さ や 絶 対 性 に気 付 く の で あ.る.。..もし わ れ わ れ が 音 楽,哲 学,.芸 術 と い っ た 当

代 の 魂 を 表 出 す る も の 無 し に 済 ま さ ね ば な ら な い と.し た.ら,非 常 に 落 ち ぶ れ る だ ろ う

(WalferRathenau,TechnikandKunst,in:Innen-Dekoration,Bd.XXXIV1923,

Darmstadt,S.201.)。 以 上 で あ る。 こ の よ う に 彼 は 世 界 の 機 械 化 に 反 対 し,産 業 社 会

に お け る 精 神 的 な 諸 活 動 の 必 要 を 強 調 し た 。

⑳P。terB。hren。,Kunst・ndTech・ik,i・ ・D・utsch・Kun・tundD・k・rati・n・ 田 ・ ・

XXIXOktober1911‐Marz1912,5.264.

㈱ リ ー グ ル に よ る と,芸 術 作 品 は 使 用 目 的 ・素 材 ・技 術 と の 心 的 葛 藤 の う に 達 成 さ れ た 目
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的 意 識 的 な 芸 術 意 思 の 所 産 で あ る 。 そ し て,使 用 目 的 ・素 材 ・技 術 の 三 要 因 は ゼ ン パ ー

の 学 説 に お け る よ う な積 極 的 で 創 造 的 な 役 割 を担 わ ず,そ うで は な くてむ し ろ 妨 害 的 で 都

合 の 悪 い も の で あ る と 考 え ら れ た 。Vgl.AloisRiegl,SpatromischeKunstindustrie,

Wien1927,(Darmstadt1973,S.9)

(26)Vgl.StanfordAnderson,Behrens'ChangingConcept,in:ArchitecturalDesign,

vol.XXXIVFebruary1969,London,p.77-78.

⑳DerDeutscherWerkbund,DenkschrittdesAusschussesdesDeutschenWerk-

bundes,1907,in:hrsg.vonDieNeueSammlung,a.a.0.,5.55.

㈱ 拙 稿 「創 成 期 の ド イ ヅ 工 作 連 盟 に お け る 指 導 理 念 一 機 械 とデ ザ イ ンの 関 連 を め ぐ っ て 一 」

美 学 会 編 「美 学 」 第118号,1979秋,.5頁,参 照 。

(29)HermannMuthesius,KunstgewerbeandArchitektur,Jena1907(KrausReprint

197fi),5.9-13.

(30)FriedlichNeumann,KunstandIndustrie,in:Das.DeutscheKunstgewerbe1906,

in:hrsg.vonDieNeueSammlung,a.a.0.,S.37-38.

⑳HenryvandeVelde,KunstundIndu.strie,VortragaufderWerkbund二Tagung,

Frankfurt,1909,in:hrsg.vonDieNeueSammlung,a.a.0.,5.56.

働A.a.0.,S.57-59.

(33)こ れ に 関 連 し て ヘ ッ セ(HermannHesse)は 当 時 次 の よ.う に 述 べ て い る?す な わ ち,

「ドイ ツ 工 作 連 盟 に お い て 芸 術 家 は 手 工 作 家 や 工 業 家 と協 同 し て い る 。 し か も 粗 悪 品 に

反 対 して 良 質 の 仕 事 の た め に で あ る。 そ れ は 少 しば か り ラ ス キ ン 的 な 思 想 集 団.で あ る が,

し か し近 代 的 に 実 際 的 に い く ら か 狭 く限 定 さ れ て い る 。 道 徳 的 な 要 件 と し て の 趣 味 、を 問

題 に し て い る が,し か し道 徳 は こ こ に お い て 国 民 経 済 と 同 じ意 昧 で あ る 」 と。Hermann

Hesse,1912,in:hrsg.vonDieNeueSammlung,a.a.0.,5.13.
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