
Title バウハウス舞台工房の意味

Author(s) 藪, 亨

Citation デザイン理論. 1975, 14, p. 2-19

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/53731

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

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

Osaka University



バウハ ウス舞台工房の意味

藪 亨

序

第 一 次 大 戦 直 後,希 望 と絶 望 が錯 綜 す る ヴ ァ イ マ ル で設 立 され るバ ウハ ウ ス

(dasStaatlicheBauhaus)は,様 々 な歴 史 的 そ して同 時 代 的 な理 念 が融 合

し,そ れ らが 一 っ の エ ネ ル ギ ー と な る こ と に よ り開花 し,今 日 に まで そ の 余 韻

を と ど め る 多様 で 複 雑 な運 動 体 で ある。 ヴァイマ ル共 和 国 の盛 衰 と軌 を一 に す る

短 い存 命 で あ っ た が,今 世紀 の 文 化 に対 す る貢 献 の範 囲 と影 響 の深 さは 他 に類

をみ な い。 そ してn日,バ ウハ ウ スの 業 績 は 様 々 な位 相 か ら検 討 さ れ そ の妥 当

性 が問 わ れ る。 ヴ ィ ン グ ラー(H.M.Wingler)に よれ ば,そ の主 た る もの と し

て1.新 建 築 へ の 力強 い衝 撃,2.住 宅 環 境 と工 業 デザ イ ンの 分野 で の 革 命,3.現

代 美術 へ の バ ウハ ウ ス の 画 家 達 の 創 造 的 な貢 献,4.バ ウハ ウス で の デ ザ イ ン基

礎 教 育 の確 立 な ど が あ げ られ るQ)0し か し,バ ウハ ウ ス の業 績 が 如何 に評 価 さ れ

得 よ うと も,そ の 努 力 の 全 て は,芸 術 を生 活 と密 接 な 関係 に戻 す だ けで な く,

芸術 を社 会 文 化 の 再 生 の 手段 その もの に す る と い う夢 の実 現 の た め に,産 業 革

命 以 来 な さ れ て きた様 々 な運 動 の 実 り豊 か な結 実 で あ った とい え よ う。

と こ ろ が,従 来 バ ウハ ウ ス は,技 術 的 合 理 主 義 の傾 向 の み が 強 調 さ れ,そ れ

本 来 の 社 会 的 文 化 的 綜 合 へ の 志 向 が過 小 評 価 され が ち で あ っ た 。 そ れ と い うの

もバ ウハ ウ ス の歴 史 は,中 期 以後 の 発 展 に 参 与 したバ ウハ ウ ス 人 や グ ロ ピウ ス

自身 に よ って,ま た ギ ー デ ィ オ ン(SigfriedGiedion)や ペ ブ ス ナ ー(Nikolaus .
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Pevsner)と い っ た 近 代 建 築 の擁 護 者 に よっ て 築 か れ て きた。 ζ れ らの歴 史 家

や 批 評 家 は,バ ウハ ウ ス との接 触 を1923年 の 展 覧 会 以 後 に初 め て お り,大 戦 直

後 の 表 現 主 義 的 で幻 視 的 な建 築観 を拒 否 し,機 能 主 義 的 で 規 範 的 な建 築 を助 勢

して い っ た 。例 えば その 著 「空 間 ・時 間 ・建 築 」 で ギ ー デ ィオ ンは,バ ウハ ウ

ス とグ ロ ピ ウス 自身 の 表 現 主 義 的 傾 向 へ の 加 担 を認 め っ っ も,そ れ ら を無 用 で

有 害 で さ え あ る事 象 と して 排 除 した。 そ して バ ウ ハ ウ ス の基 調 は,工 作 連 盟 の

生 き存 ら えた理 想 で あ り,芸 術 と産 業 生 活 を結 合 して 現 代 に適 合 す る健 全 奪建

築 の基 盤 を確 立 す る こ とで あ っ た と した12)こ の 見 解 は,大 筋 に おい て 正 当で あ

る と して も,以 後 バ ウ ハ ウ ス を技 術 的 な合 理 主 義 に徹 す る運 動 と して 一 面 的 に

評 価 す る原 因 とも な っ て く る。 また グロ ピウ ス 等 に よ るバ ウハ ウ ス消 滅 後 の 最

初 の編 史{3)も,後 期 の 成 果 に重 点 を置 き,バ ウハ ウ ス は工 業 製 品の 原 型 を創 造

し,デ ザ イ ン要 素 に関 す る客 観 的 で基 本 的 な原 理 を教 授 す る合 理 主 義 的 学 校 組

織 で あ る との 印 象 を強 め た 。 これ は,多 分 に ア メ リカ ナ イ ズ され た通 念 で あ り,

大 量 生 産 の補 助 的 手段 と して の デ ザ イ ン観 を助 長 す る。 す な お ち,技 術 的 な可

能 性 に基 づ く物 質 的 な豊 か さ と快 適 さの 追 求 が,バ ウハ ウ ス本 来 の実 現 され る

べ き理 念 で あ る手 工 芸 に根 ざす倫 理 観 や 芸術 に よ る社 会 文 化 の 革新 を圧 倒 して

い くの で あ る。

そ れ故 に,我 々 は今 一 度 バ ウハ ウ スの 根 本 理 念 に立 ち戻 っ て,そ の全 体像 を

解 明 して い く こ と が必 要 で あ ろ う。 す で に,ハ フ トマ ン(WernerHaftmann)

は,ア メ リカ に移 植 され た バ ウハ ウ スの 諸 理 念 は,バ ウハ ウ ス の 全体 像 で は な

くて,二 次 的 で偏 よ っ た 機 能 主 義 的 位 相 で あ る こ と を指 摘 して い る。彼 は,バ

ウハ ウ ス にお け る非 合 理 な要 因 と して の画 家 達 の 存 在 を 高 く評 価 す る。 す な わ

ち,画 家達 の 存 在 はバ ウハ ウ ス の ダ イ ナ ミ ッ ク な精 神 に と って 必 要 不 可 欠 な要

因 で あ り,近 代 社 会 で の 自律 的 な芸 術 が もつ 独 得 の機 能 を グ ロ ピ ウス が 熟 知 し

て い た こ との 証 左 で あ る と した(410

我 々 も,バ ウハ ウ ス に お け る画 家 達 の 役割 に注 目 して い きた い。 一 般 に,バ
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ウハ ウ ス の 大 勢 は技 術 的 な合理 主 義 に基 づ く理 知 的 で 客 観 的 な現 実 の 把 握 とそ

の 構 成 に あ っ た。 しか し尚,そ の 大 勢 に従 い っ っ も,感 覚 的 主 観 的 な領 域 か ら

の 現 実 の 分 析 と組 織 化 が バ ウハ ウ スの 画 家 達 に よ り進 め られ て い た 。 そ して,

その 一 つ の 中 心 と も なっ た の が,シ ュ レ ンマ ー に よ っ て指 導 され る舞 台 工 房 の

活 動 で あ る 。 そ こで は,初 期 バ ウハ ウ ス の 諸 芸 術 綜 合 の理 念 が脈 動 し,機 械 時

代 に お け る芸 術 と技 術 の 新 しい協 同 の 方 向 が 模 索 され,既 成 の芸 術 ジ ャ ンル を

越 えた 新 しい空 間形 成 が 試 み ら れて い っ た 。 本 小 論 に お い て,我 々 はバ ウハ ウ

ス に お いて も特 異 な存 在 で あ る この 舞 台 工 房 の活 動 と造 形 思 想 に論 及 しそ の意

味 に触 れ,バ ウハ ウ ス の 全体 像 を解 明 す る一 っ の 手 掛 り と した い 。

1.舞 台 工 房 の 背 景

今 世 紀 に入 る と,絵 画 は写 実 か ら抽 象 へ の 革 命 を推 進 し,狭 義 の 美 術 か ら広

義 の 造 形 芸 術 へ と自 ら を変 容 しつ つ あ っ た 。 進 歩 的 な 画家 達 は,新 しい造 形 芸

術 家 と して の 自覚 の も と に,社 会 と現 実 の場 へ の 進 出 を指 向 した 。 そ して,そ

の 一 つ の 発 展 の 場 と して 演劇 に も関 心 を寄 せ,「 画 家 に よ る演 劇 」 と称 され る

舞 台 運 動 が生 じて く る。

この 「画 家 に よ る 演 劇 」 は,リ シュ ビー ター(HenningRischbieter)に

よ れ ば,次 の よ うな動 因 が指 摘 され る。 す な わ ち,そ の一 っ は セ ザ ンヌ に始 ま

り キ ュ ビ ス ム へ と 受 け 継 が れ る 「絵 画 に お け る現 実 の 自律 」 で あ る。 色 彩 と

形 態 か ら構 成 され る画布 が,現 実 の代 用 品 と して で な くそ れ 自身 が現 実 と して

理 解 され る。 現 実 は描 写 や 配 列 に お い て秩 序 づ け られ るの で は な くて,色 彩 と

形 態 か らな る現 実 が その 自律 的 な秩 序 を 要 求 す るの で あ る。 ま た,そ の 二 つ は

絵 画 に お け る運 動 性 の導 入 で あ る。 そ れ は,具 体 的運 動 の 表 象 に お い て は未 来

主 義 者 達 に先 導 され,抽 象 的 運 動 の把 握 に お い て は色 彩 と音 楽 ・画 家 と音 楽 家

を照 応 させ る探 究 に よ りも た ら され る。音 は時 間 の 中 に生 じ,色 彩 は平 面 も し

くは空 間上 に生 じ るの だ が,両 者 を照 応 させ る試 み は,音 を空 間 的 視 覚 的 な も
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の と して,色 彩 を時 間 的聴 覚 的 な もの と して形 成 させ る こ と に努 め る。 そ して,

こ れ らの 抽 象 的 な構 成 要 素 を統 合 す る場 と して 舞 台 空 間 を追 求 す るの が 「画 家

に よ る演 劇 」 で あ る と い え る(5)0

す で にn世 紀 初 頭 に,舞 台 改 革 者 ク レ イ グ(GordonCraig)や ア ッ ピ ァ

(AdolfAppia)は,演 劇 に お け る 自然 の模 倣 を追 放 す る こ と を主 張 した が,

カ ン デ ィ ンス キ ー(WassilyKandinsky)を 初 め.とす る抽 象 芸 術 家 達 は,絵

画 か ら主 題 を追放 した よ う に,戯 曲 に よ る文 学 的 表 現 を舞 台 か ら排 除 す る こ と

を試 み るの で あ る。例 えば,カ ンデfン ス キ ー は,抽 象 芸 術 論 「芸術 に お け る1

精 神 的 な る もの(UberdasGeistigeinderKunst,1911)」 に お いて,抽 象

美 術 の成 立 を基礎 づ け る と と も に,抽 象芸 術 の 綜 合 と して の 造 形 的 な演 劇 に着

目 した 。 その構 想 を彼 は,年 刊 誌 「青騎 士」 に 「舞 台 の コ ンポ ジ シ ョ ン(Uber

Buhnenkomposition,1912)」 と して展 開 し,そ の小 品 「黄色 の響 き(Dergelb

Klang)」 を試 作 した 。 諸 芸 術 を 成 立 さ せ る根 源 的 な 心 的 伝 達 過 程 と して

の一 種 の 内的 共 鳴 現 象(dieVibration)を 想 定 す る彼 は,そ の様 々 な 内 的 共

鳴 を綜 合 し人 間 の 魂 を醇 化 して い くこ とを指 向 す るの で あ る(610その舞 台 で は,

音 楽 と絵 画 と舞 踏 に お け る純 粋 な楽 音 と色 彩 と身振 りが 手段 と な り,個 別 的 な

感 情 は捨 象 さ れ普 遍 的 な秩 序 や 合 法 則 性 が眼 目 と な る。 彼 の 舞 台 芸術 論 は,当

時 の 演 劇 復 興 に重 要 な指 針 を与 えっ っ,シ ュ トゥルム を経 て バ ウハ ウ ス劇 場 の成

立 へ と影 響 を及 ぼ して い った 。

ま た,1922年 に は彼 自 らがバ ウハ ウ ス に招 聘 され,壁 画 工 房 の マ イ ス ター に

就 任 した 。 そ して,舞 台 に対 す る 自 らの理 念 を 「抽 象 の 綜 合 舞 台(Uberdie

abstrakteBuhnensynthese,1923)」 と題 して バ ウハ ウ スの 刊 行 物 に発 表 し,

舞 台 工 房 の 基 本 的 な性 格 づ け に参 与 して い っ た 。彼 の 綜 合 舞 台 芸 術 の理 念 は,

抽 象 芸術 の 形 式 的 発展 の 一 つ の帰 結 で も あ り,諸 芸 術 が分 析 の時 代 を通 して確

保 して きた そ れ 固 有 の 芸 術 言 語 と独 自 の手 段 を舞 台 空 間 に お い て 綜 合 す る こ と

を指 向 した 。 そ して,究 極 的 に は,内 面 的 な統 一性 の 具 現 化 で あ る 「コ ンポ ジ
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シ ョ ン(dieKomposition)」 を 舞 台 の 純 粋 形 式 と しなが ら も
,舞 台 の構 成 要

素(色 彩,音 響,運 動)と そ れ らの 構 成 法 則(dieKonstruktion)の 技 術 的 ・

科 学 的 な追 求 の 必 要 性 を強 調 した1710彼は,舞 台 工 房 が そ の よ うな 実験 的 な劇 場

芸 術 研 究 所 と して 新 しい 創 造 的 精 神 を育 成 して い く こ と を期 待 す る の で あ る 。

と ころ で,舞 台 工房 は 以 上 の よ うな 「画 家 に よ る演 劇 」 運 動 の 高 ま りの も と

に,初 期 の 表 現 主 義 的 な時 代 に シ ュ トゥ ル ム劇 場 の シ ュ ラ イ ア ー(Lothar

Schreyer,::.・..)を 指 導 者 に迎 え発 足 す る。 彼 は,存 在 そ の もの の 根 源

と して の 絶 対 的 精 神 の形 象化 を指 向 し,色 彩 と形 態 と運 動 と音 響 か ら な る総 合

芸 術 作 品 を舞 台 で 試 み た。 しか し,舞 台 に お い て 存 在 を む きだ しの 骨 子 に まで

還 元 す る彼 の 制 作 態 度 は,極 度 に内 省 的 とな り秘 教 的 な雰 囲 気 にっ つ ま れ る。

そ こで の 演 技 者 は,自 らを無 名性 の うち に舞 台 に没 せ られ,仮 面 と紋 切 型 の動

作 を もつ 人 像 と化 す 。 そ して,操 っ り人 形 の よ うな振 舞 い を始 め,そ の 動 きは

単 調 な リズ ム と薄 気 味 悪 い音 響 効 果 を伴 い 「精 神 の 魔 除 け」 の 儀 式 的 雰 囲 気 を

、 醸 成 す るの で あ っ たISIOこの よ うな作 品 「月の 遊 び(DasMondspiel)」 を,1923

年 に バ ウ ハ ウ スで 試演 す る が,教 師 に も学 生 に も受 け入 れ ら れず 失 敗 し,彼 は

その 直 後 バ ウハ ウ ス を辞 して い る。 彼 の 極 度 に 内 省 的 な表 現 主 義 は,当 時 の バ

ウハ ウ ス の 一 般 感 情 と相 い 容 れ な か っ た の で あ る 。 そ の頃 バ ウハ ウ ス は,表 現

主 義 的 な熱 狂 も静 ま り,技 術 的 行 為 を通 じて の 事 物 そ の もの か らの 作 用 を重 視

す る方 向 に 向 いつ つ あ っ た と思 わ れ る。 そ こで は,シ ュ ライ アー の と っ た よ う

な,実 用 的 で 技 術 的 な 関心 か ら離 れ た観 想 知 に よ る主 体 的 意識 か らの 追 求 は も

は や 顧 りみ ら れ な か っ た 。

そ こで 直 ち に シ ュ レ ンマ ー が 舞 台 工 房 の指 導 を受 け継 ぎ,バ ウハ ウ ス週 間 で

の 上演 は彼 に よ っ て企 画 され た 。彼 は,シ ュ ラ イ ア ー の内 省的 な表 現 主 義 を冷

静 に受 け と め,表 現 主 義 的 な舞 踏 を一 般 化 し秩 序 化 す る こ とに 努 め る。 しか し,

バ ウハ ウス 叢 書 第4巻 「バ ウハ ウス劇 場 」 の 論集 に うか が え るよ うに
,彼 は舞

台 芸 術 一 般 を も根 源 的 に再 検 討 し よ うとす る雅 量 を備 えて い た 。 そ れ 故 に,そ
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こ に は カ ンデ ィ ンス キ ー の 抽 象 綜 合 舞 台 の構 想 や,ヒ ル シ ュ フ ェ ル トeマ ッ ク

等 に よ る色 彩 光 の 実験,さ らに は モ ホ リ=ナ ギ の全 体 舞 台 や グ ロ ピウ ス の 全体

劇 場 の構 想 を も包 摂 して い くの で あ っ た 。

2.舞 台 工 房 の 大 要

舞 台 エ 房 の 中 心 的 な指 導 者 シsレ ンマ ー(OskarSchlemmer,1888-1943)

は,従 来 に お い て は概 して幾 何 学 的 な人 物 像 を描 く浪 漫 主 義 的 なバ ウハ ウ ス の

マ・絶 とし轡 知鯵 ていた・・か・・近年にな・て彼の多黼 造形活

動 と そ の思 想 が よ うや ぐ注 目 され っ っ あ る。

シ ュ レ ンマ ー は,バ ゥ ハ ウ ス に到 る まで にす で に長 い首 尾 一 貫 した芸 術 的修

練 を積 ん で い た。 元 来,、画 家 と して 出発 した彼 は,1909年 に シュ トゥッ トガ ル ト

美 術 学 校 で ヘ ル ツ ェ ル(AdolfHolzel)に 師事 し,そ こで イ ッテ ン,バ ウマ イ

ス ター(W'U'・Bζ ・m・'…')・ マ イ ヤ ー=ア ム デ ン(°tt・M・ye「-Amden)に

遭 遇 じ灘 。 イ ッ テ ン とは 冷 静 な 友 人 関 係 以 上 の 域 を 出 な か っ た が,バ ウ マ イ ス

ターヒとは親 交 を保 ち∴、さ らにマ イ ヤ ー=ア ムデ ンか らは 決 定 的 な影 響 をRけ て

い る。 そ して,初 期 キ 五 ビ ス ム か ら ピュ リ ス ム へ の 道 筋 を 辿 っ て,自 然 と精

神 との 秩 序 を統 一 す る人 物 像 に 自 らの芸 術 的 目標 を定 め て い っ た。 そ の 人 物 像

にお い て は,自 然 に お け る理 性 的 側 面 と精 神 に お け る神 秘 が 交叉 し,現 代 の イ

コ ンの 創 造 が希 求 さ れ る。 絵 画 の 中 心 に は常 に 人 間 の 像 が存 在 し,そ れ を支 え

る調 和 が幾 何 学 的 な精 密 さで 追 求 され,自 然 の 外貌 は構 成 的 で 自発 的 な 超 個 性

的形 式 に変 容 され る。 人 間 は幾 何 学 的 な秩 序 の 図形 的 中心 で あ り,そ こで は ア

ポ ロ的 な要 因 で あ る数 と尺 度 がデ ィオニ ュ ソ ス 的 な情 熱 を抑 制 す る(910すな わ ち,

その 人 物 は 「万 物 の 尺 度 」 と して 典 型 化 され た 人 間 像 を 意味 す るの で あ る。 ま

た,彼 独 自 の 表 現 で 形 成 され た そ れ らの 人物 像 は,空 間 との 対応 関 係 に お い て

の み 存 在 す る。 そ して,そ の 空 間 は,個 別 的 な建 築 的 枠 組 と して の 空 間 で は な

く,共 同 者 と して そ こで 同 じ法 則 に よ り律 され る源 初 的 な空 間 で あ った 。彼 は,
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人間 の 純 粋 な 行 為 を様 々 な次元 か ら考察 し体 得 し,そ の創 造 的 な透 徹 に よ り身

体 と空 間 との 相 互 関 係 を視 覚 化 す る こ と に努 め るの で あ る 。(図1参 照)

さて,1920年 に シ ュ レ ンマ ー は バ ウ

ハ ウ ス に招 聘 さ れ,木 彫 工 房 を手始 め

に石 彫 ・金 属 ・壁 画 の 各工 房 の指 導 に

当 る。 マ イス ター と して の彼 は,バ ウ

ハ ウ ス初 期 の 理 念 「建 築 の も とへ の 諸

芸 術 の統 一 」 に最 も関 心 を示 め した 人

物 の一 人 で あ っ た。 そ して,彼 は1923

年 に ヴ ァ イマ ル工 房 棟 内 の 壁 面 造 形 を

制 作 し,工 房 の 協 同 制 作 を逸 早 く実 現

した。 そ の 作 品 は,彼 の述 懐 に よ れ ば,

「万 物 の尺 度 と して の 人 間」 と 「最 高

の 幾 何 学 と して の 建 築 」 の 結 合 を試 み

る も の で あ っ た。 そ こで は,建 築 と絵

画 と彫 刻 が 一 つ の 全 体 的 な共 生 に達 し
図1オ ス カー ・シュ レンマ ー

て お り,建 築 の も とへ の 諸 芸 術 統 一 の 「ローマ風 の 肖像 画」1925

卓 越 した実 例 と して 今 日高 く評 価 さ れ得 る。 ま た,彼 は シ ュ ラ イ ア ーの 後 を受

け て舞 台 工 房 の 指 導 者 と な る こ と に よ り,自 らの 造 形 活動 の 中 心 を舞 台 に定 め

て い っ た 。

シ ュ レ ンマ ーの 舞 台 活動 は,一 般 に次 の 四 つ の 要 因 が指 摘 され よ う。 第 一 は,

誘 発 的 な要 因 と して の 彼 の 舞 踏 へ の 愛 着 で あ り,優 秀 な 舞 踏 家 で あ っ た彼 は,

しば しば 自 ら舞 台 に立 って い る。 第 二 は,彼 に固 有 の芸 術 的 展 開 で あ り,彼 は

絵 画 か ら浮 彫 と 丸彫 を経 て 舞 台 造 形 へ と進 展 す る 。 第 三 は,空 間 芸 術 の一 分野

と して の舞 台 が もっ 造 形 的 な新 しい可 能 性 で あ り,彼 は 舞 台 空 間 に お け る構 築

的 な基 本 原 則 と そ の綜 合性 に着 目す る。 第 四 は,舞 台 は 大 衆 へ の よ り直 接 的 な
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働 きか け を可 能 にす る と い うこ とで あ り,彼 は舞 台 を 自 らの理 念 の伝 達 に とっ

て,さ ら に は芸 術 家 と大 衆 との 一 般 的 な 精 神 的 基 盤 の確 立 に と って 有 効 な 手段

で あ る と考 え る 。舞 台 は,彼 に と っ て,画 架 絵 画 の 袋小 路 か らの 逃 避 で あ り,

また 一 っ の 大 きな 可能 性 で も あ っ た11.

ところで,シ ュ レ ンマー の舞 台 活 動 は,そ の端 緒 を 「三 対 の舞 踏(DasTria-

discheBallett,1922)」 にみ い だす こ とが で き る。 そ の 舞踏 劇 は,彼 自身 の注

釈 に よ る と,新 しい技 術 と素 材 を 用 い た 新 しい 芸術 の 試 みで あ り,精 神 ・抽 象

・形 而 上 学 とい っ た究 極 的 に は宗 教 と称 され る内 容 の表 象 を 目指 した'120そこで

は,古 代 の静 謐 さと神 秘 性 を具 有 す る人 像 が様 々 な舞 踏 を展 開 す る。 そ れ は,

外 面 的 には シ ュ ラ イ ア ー の 仮 面 劇 に似 て お り,両 者 が 用 い る仮面 は イ コ ン と し

て の性 格 を も ち,と も に 神 秘 的 象 徴 的 な世 界 に属 した 。 しか し,舞 台 に対 す る

態 度 は 全 く異 っ て お り,シ ュ ラ イ ア ー が神 聖 な儀 式 と して 舞 台 をみ なす の に対

して,シ ュ レ ンマ ー は 人 問 と空 間 との関 係 を理 知 的 に構 成 す る実 験 の 場 と して

考 えた 。 形而 上 学 的 な数 学 の 存 在 を確 信 す る シュ レ ンマ ー は,形 態 と色 彩 と運

動 の 変 化 が織 り なす 舞 台 上 の 空 間 図形 に着 目 し,そ れ を律 す る諸 法 則 を 追 求 し

て い くの で あ っ た 。(図2参 照)

図2オ スカー ・シュ レンマ ー 「三対 の舞踏」1922
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ま た,シ ュ レ ンマ ー の舞 台 に対 す る も う一 っ の取 組 は,人 問 生 活へ の 新 しい

機械 文 明 の浸 透 力 を反 映 した 人形 劇 「人 像 小 箱(DasfiguraleKabinett,1922)」

にみ られ る。 こ れ は,芸 術 形 象 の機 械 化 を試 み る ダ イ ナ ミ ッ ク な見世 物 劇 で あ

り,様 々 な立 体 的 ・平 面 的 な人 像群 に よ り構 成 され たQ310そこ で は,自 然 主 義 的

で な い操 っ り人 形 や 機 械 人 形 が,舞 台 上 で 人 間 の 代 役 と な る。 そ して,機 械 的

な動 作 と その 正 確 さ が舞 台 の秩 序 を形 成 した 。(図3参 照)

図3オ スカー ・シュ レ ンマー 「人像 小箱1」1922

以 上 の二 作 品 は,舞 台 工 房 の 主 要 な 方 向 を示 め して い る。 す な わ ち,「 三 対

の 舞 踏 」 は,近 代 舞 踏 の流 れ を汲 み,身 体 と空 間 との 動 的 な関 係 の抽 象 化 を指

向 し,デ ッサ ウで の舞 台工 房 の 主 要 テ ー マ と な っ て い く。 ま た,「 人 像 小 箱」

は,機 械 的 な 人 形 劇 の 流 れ を汲 み,機 械 と進 歩 に対 す る一 般 の 信 頼 を反 映 しつ

つ,芸 術 形 象 の 機 械 化 が 試 み られ る。 そ して その 方 向 は ,手 工 芸 か ら機 械 技術

へ の 指 導 理 念 の 変 更 に相 応 し,ヴ ァ イマ ル後 期 の 舞 台 工 房 の 主 要 テ ーマ と な る。

さて,舞 台 工 房 は,バ ウハ ウ ス がデ ッサ ウ に移 転 しや が て 新 校 舎 を完 成 す る

と,専 用 の 工 房 と実 験 劇 場 を確 保 し本 格 的 な 活 動 期 に入 る。 当 時 の 学 校 案 内 に

よ れ ば,舞 台 工 房 は 「新 しい演 劇 形 式 と い う共通 の 目的 に向 って ,画 家 ・技 術

家 ・俳 優 ・舞 踏 家 ・演 出 家 を理 論 的 お よ び実 践 的 な共 同 制 作」 に おい て 訓 練 す
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る。 そ して,そ の 内 容 は 仮 面 ・衣 裳 ・小 道 具 の 制 作 ・舞 台 の機 械 的視 覚 的聴 覚

的 な 条件 の研 究,舞 台 空 間 の 設 計,動 作 お よび 表 現(個 人 と集 団)の 研 究,演

出 の 訓練,そ れ に上 演 が 含 ま れ て い た11410の 上 演 は,シ ュ レ ンマ ー が 「眼 の 祭

典 」 と称 す る よ うに,元 来 視 覚 的 体 験 の場 と して考 え ら れ る。 ま た,そ こで は

建 築 的 な要 素 が舞 台 で 主 要 な役 割 を担 って お り,例 えば パ ン トマ イ ム 「後 知 恵

(Treppenwitz)」 で は 階 段 が舞 台 上 の動 き を直 接 に規 定 して い る。(図4参 照)

か く して,舞 台 工 房 は前 衛 的 な

舞 踏 を造 形 的 に創 作 し,そ れ に対

す る知 的 議 論 の 中 心 と も なっ て い

く。 す な わ ち,シ ュ レ ンマ ー の 舞

踏 劇 は,エ ッセ ンで の 第 二 回 ドイ

ッ舞 踏 会 議(1928)で 上 演 さ れ注

目 を集 め る。 また,彼 は1929年 に

舞 台 工 房 の構 成 員 を率 い て,各 地

を 公演 旅 行 し好 評 を博 す る。 その

時 の上 演 作 品 は,「 空 問 舞 踏 」 「形

態 の舞 踏 」 「身 振 りの舞 踏」 「舞 台 一図4オ ス カー ・ンユ レンマ ー

わ きの舞 踏」 「積 木 箱 の 遊 び」 「棒 「後知 恵」1925-9

の舞 踏」 「金 属 の舞 踏 」 「ガ ラ スの 舞 踏 」 「輪 の 舞 踏 」 「女 達 の 舞 踏」 「仮 面 の 集

ま り」 の 以 上11演 目 か ら な り,多 くの場 合 シ ュ レ ンマ ー の 「ハ ウス ・パ イ」 や

学 生 達 の 「3対1」 が 加 え られ た。 そ れ らは,強 烈 で特 異 な見 世物 舞台 で あ り,

観 衆 を未 知 の 体 験 へ と誘 っ た。 「National-Zeitung(Base1,1929.4.30)」 紙

は,そ の 上 演 は 「感 情 を表 現 す るので は な くて,感 情 を喚 起 す るの で あ る… … 。

そ の 全 て は 遊 びで あ る。 解 放 し解 放 され る遊 び… … 純 粋 で絶 対 的 な形態 。 ま さ

に音 楽 の よ うだ」 と伝 え評 したX1510台 工 房 の 上 演 は,従 来 の 演 劇 の 枠組 を超 え

て お り,そ れ は音 楽 に も以 た純 粋 な遊 戯 で あ り,そ こで は 「有 用 性 や 意 義 や 善
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悪 を 問 う こ と な し に形 造 り産 出 す る無 自覚 な遊 び」 が人 々 に創 造 の喜 び を分 与

す る と い え よ う。(図5参 照)

図5オ ス カー ・シュ レ ンマ ー 「積 木箱 の遊 び」 ユ927

この よ うな シ ュ レ ンマ ー の 舞 台 作 品 は,そ の起 源 にお い て 浪 漫 主 義 的 な憧 憬

と デ ィオ ニ ュ ソ ス的 な陶酔 を有 しな が ら も,そ れ らは空 間 に対 す る心 理 的 物 理

的 な体 験 に道 を開 き,そ の 表現 は結 晶化 され た ア ポ ロ 的構 造 を と る。 そ して,

視 覚 的 に は 表 現 主 義 との 共 通 性 を 多分 に 示 しな が ら も,そ の 意 図 は表 現 主 義 の

そ れ よ り も広 く,喜 劇 的情 況 や さ らに は空 間 芸 術 的 な実験 の た めの 十 分 な余 地

が確 保 さ れ る。 厳 格 で 単純 な思 索 家 で あ っ た 彼 は,決 して 未 知 の 領 域 へ の探 究

者 で は な か っ た が,ド イ ツ浪 漫 主 義 の伝 統 を汲 み つ つ 自ろ の 時 代 の流 れ に沿 っ

て,表 現 主 義 的 な舞 踏 を絵 画 的 な正 確 さで理 知 的 に構 成 し,人 間 と空 間 と建 築

との 組 織 化 に努 め た 。 その着 実 で 手 堅 い 歩 み は,当 時 の バ ウハ ウ ス活 動 に密 着

した もの で あ り,バ ウ ハ ウス その もの の展 開 に と っ て 重 要 な位 置 を 占 め っ っ あ っ

た と い え よ う。

しか し,マ イ ア ー(HannesMeyer,1889-1954)が バ ウ ハ ウ スの 指 導 者 にな

る と,バ ウ ハ ウ ス の芸 術 的 性 格 は次 第 に排 除 さ れ て い った 。 彼 は,徹 底 した社
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会主 義思 想 の 立 場 を と り,形 態 の面 か らの デ ザ イ ンの 方 法 に反 対 す る。 そ して,

芸 術 性 や 造 形 性 よ り も 日常 性 や 科 学 性 を主 張 し,最 高 の 質 よ り も直接 的 に役 立

つ 実 際 的 な仕 事 を優 先 した116)0この 指 導 理 念 の変 化 は,工 房 の実 地 活 動 を助 勢 す

る が,直 接 的 な実 用 性 に 欠 け る部 門 は等 閑 視 され て く る。 そ こで は,物 的 生 産

が一 次 的 に問 わ れ,基 礎 課 程 や舞 台 工 房 の存 在 基 盤 で あ る芸 術 的 感 覚 の 研 摩 や

造 形 的 思 考 の 開 発 が軽 視 さ れ た。 そ れ は,当 時 の 社 会 的 情 勢 の悪 化 を反 映 す る

もので あり,狂 乱 した悲 観 主 義 の 一 つ の 姿 で もあったと思 われ る。そ して,シ ュ レンマ

ー は
,そ の 経 緯 は 定 かで は ない が,1929年 に バ ウ ハ ウ ス を去 っ て い った 。

彼 の去 っ た後,舞 台 工 房 は マ イ ス タ ー を補 充 す る こ と な く放置 され た 。 ま た,

劇 場 も,学 生 達 が 自主 的 に運 営 して い こ う とす る動 きが み られ た が事 実 上 は閉

鎖 され た 。 か く して,バ ウハ ウ ス にお け る舞 台 工 房 とそ れ に伴 う一 切 の 活 動 が

途 絶 え る。 そ して,そ れ は舞 台 工 房 にお け る シ ュ レ ンマ ー の 存 在 意 義 を立 証 す

る こ と に も な っ た。 バ ウハ ウ ス の 舞 台 活動 は,大 部 分 が シ ュ レ ンマ ーの 功 績 で

あ り,バ ウハ ウ ス舞 台 工 房 は 彼 の 独 壇 場 で あ っ た とい わ ね ば な ら な い。

3.バ ウ ハ ウ ス 舞 台 工 房 の 意 味

初 期 バ ウ ハ ウ ス に は,浪 漫 主 義 か ら世 紀 末 の ユ ー ゲ ン ト ・シ ュテ ィー ル を経

て19世 紀 ドイ ツ芸 術 思 想 に深 く刻 み込 ま れ,今 世 紀 初 期 に表 現 主 義 の 芸 術 家 達

に よ っ て育 ま れ て きた思 想 が汲 み 入 れ られ た 。 そ の思 想 に お いて は,芸 術 作 品

は超 個 性 的 な超 越 的 内 容 に関 す る媒 体 で あ り,ま た芸 術 家 の歴 史 的 使 命 は 人類

を社 会 的 精 神 的 な調 和 統 一 へ と再 び 導 く こ と だ と され た11710その信 念 は,芸 術 が

大 衆 に及 ぼ す影 響 に関 して懐 疑 的 に な ら ざ る を得 ない 今 日の状 況 に あ っ て は,

も はや 余 り に楽 天 的 で あ った と思 わ れ る と して も,当 時 にお い て は 非 常 に現 実

的 な社 会 的 緊 迫 感 を伴 い っ っ 芸術 家 達 を鼓 舞 した の で あ った 。

こ れ らの信 念 を体 現 す る 「初 期 バ ウハ ウ ス の 諸 芸 術 綜 合 の理 念」 が,何 を意

味 す るか と い う問題 に は 本 論 で は立 入 ら ない 。 しか し,そ こ に は一 般 に二 つ の
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相 い 反 す る性 格 が指 摘 され 得 る。 す な わ ち,実 体 的 な基 本 形 式 を 求 め る傾 向 と

そ れ を拒 否 す る傾 向 で あ る。

前 者 は,建 築 を中 心 と した統 一 芸 術 作 品(Einheitskunstwerk)の 希 求 にみ

られ る 。統 一 芸 術 作 品 と は,第 一 回 バ ウ ハ ウ ス宣 言(1919)に 示 め され る よ う

に,手 仕 事 を主 体 と した 諸 芸 術 の実 際 的 で物 理 的 な総 合 で あ り,全 体 と して 一

っ の 基 本 形 式 が想 定 され る。 その 方 向 に沿 っ て の共 同 制作 は,ゾ ンマ ー フ ェル

ト邸(1920)や ヴ ァイ マ ル 工 房 棟 の 壁 面 造 形(1923)に お い て進 め られ た 。 ま

た,こ の 形 式 を重 視 す る傾 向 は,1918年 頃 か ら独 自 の方 法 で芸 術 的 文 化 的 な綜

合 を主 張 した デ ・ス テ ィー ル(deStijl,1917-1928)の 理 念 に類 縁 性 をみ い だ

し得 る。 デ ・ス テ ィー ル は,普 遍 性 を有 す る形 式 化 を通 して の宇 宙 へ の 帰 順 を

指 向 し,客 観 的 で 普 遍 的 な造 形 手段 を駆 使 して建 築 の も とへ の 諸芸 術 統 一 に努

め た 。 そ して,手 工 作 を退 け機 械 の 新 しい可 能 性 を賞 揚 し,機 械 時 代 に即 応 し

た綜 合 へ の 美 的 原理 を逸 速 く確 立 して い っ た 点 に お い て,バ ウハ ウ ス に先 ん じ

て い た 。

しか し,ド イ ツ固 有 の諸 芸 術 綜 合 の 思 想 に は,形 式 よ りも内 実 を重 ん じる傾

向 が元 来優 勢 で あ っ た。 ドイ ツ の ア ヴ ァ ン ・ギ ャ ル ドの 精 神 的 基 盤 の一 っ で あ

っ た カ ンデ ィ ン スキ ーの 「内 的 必 然 性 の 原 理(dasPrinzipderinneren

Notwendigkeit)」 が示 す よ うに,彼 等 は形 態 よ り も根 源 的 な世 界 精 神 を重 視 し,

芸 術 意 志 を何 よ り も尊 ぶ ので あ る。 諸芸 術 の 綜 合 は,形 態 が世 界 を 支配 す る の

で は な く,形 態 を世 界 に適 応 させ る こ と に お い て 追 求 され る。 しか し,諸 芸 術

が そ れ を勝 手 気 侭 に と り行 うので は な くて,内 的 必 然性 と い う根 本 原 理 に従 属
》

す る体 系 的 な造 形 法 則 に よ っ て律 せ られ る と考 え られ たuseO彼等 も ま た普 遍 的 な

美 的 原 理 の存 在 を予 想 す るの で あ る。 そ こ に は,形 式 を超 え た内 実 を求 め,延

いて は そ れ に従 属 す る普 遍 的 な造 形 原 則 を追 究 す る傾 向 が み ら れ る。

さて,こ の 二 つ の傾 向 は,当 初 バ ウハ ウ ス に お い て 明確 に区 別 され る こ と は

な か っ た。 両 者 は,共 々 に諸 芸術 綜 合 の理 念 を形 成 し,全 て の 芸 術 が建 築 的 目
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標 に お い て結 合 し,さ ら に全 て の 芸 術 は核 心 に お い て 同 一 で あ る との信 念 を幅

広 く培 か っ て い っ た。 しか し,す で に戦 前 か ら進 行 しつ つ あ った 芸術 と生 活 へ

の 機 械 化 の波 が,戦 後 再 び 勢 力 を回 復 して く る と,手 仕 事 を主体 とす る第 一 の

傾 向 は後 退 し,標 準 化 や規 格 化 に即 応 し う る第二 の 傾 向 が 勢 を増 して くる。 そ

して そ れ は,機 械 文 明 を肯 定 し自 らの 絵 画 的 探 究 の 成 果 を環 境 造 形 の 充 実 に結

び つ け よ う とす るデ ・ス テ ィー ルや ピ ュ リス ム,さ らに は構 成主 義 の 思 想 が,

バ ウハ ウ ス に導 入 さ れ る こ と に よ り決 定 的 とな る。

す な わ ち,神 秘 的 な宗 教 感 情 に基 く超 越 的 な綜 合観 に代 って,生 物 学 的 な生

命 性 や 純 粋 な機 能 の 諸 関 連 に基 く綜 合 観 が鼓 吹 され て い く。 手仕 事 に根 ざす 未

来 の 大 聖 堂 に代 って,機 械 技 術 に基 く全 体 建 築 が バ ウハ ウ ス の 新 た な 目標 とな

る。 この 全 体 建 築 の 構 想 に は,最 も簡 便 な 日用 品 か ら複 雑 な都市 まで 全 て の視

覚 的環 境 が含 め られ て い た 。 そ の 立 役 者 の一 人 で あ っ た モ ホ リ=ナ ギ(Laszlo

Moholy-Nagy)は,次 の よ うにの べ て い る。 す な わ ち,「 我 々 が必 要 とす るの

は,生 活 が そ の か た わ らで 切 り離 さ れて い る総 合 芸 術 作 品(Gesamtkunstwerk)

で は な くて,す べ て を包 括 す る全体 作 品(Gesamtwerk)(す な わ ち生 活)へ と,

生 活 の 要 因 す べ て を 自 ら築 き上 げて い く綜 合 で あ る」 とQ9)0この よ う な現 実 生 活

空 間 の 統 一 へ の指 向 は,バ ウ ハ ウ ス を よ り現 世 的 な世 界 に 引 き寄 せ て い っ た と

思 わ れ る。

か く して,芸 術 的 な造 形 家 が 技術 的 な発 明家 や構 造 技 術 者 と連 携 して い くこ

との 必 要 が 自覚 され,造 形 芸 術 家 と工 学 技 術 者 の活 動 領 域 の接 点 が バ ウ ハ ウ ス

に お いて 問題 と され 始 め る。 そ して,そ の 手 掛 りを 彼 等 は純 造 形 的 な空 間 にみ

い だ して い っ た 。 す な わ ち,グ ロ ピ ウ ス は,現 代 の 造 形 芸 術 家 が 工 学技 術 の 完

璧 に合 理 的 な所 産 に引 きつ け られ るの は,そ の造 形 方 法 の類 縁 性 に あ る と考 え

た 。 そ して,技 術 的 所 産 の もつ 簡 潔 で 実 の あ る機 能 的 解 決 や新 しい 素 材 と方 法

との厳 格 な利 用 は,造 形 芸 術 に と って の 論 理 的 前 提 条 件 と な り う る こ と を主 張

レた9①彼 は,人 間 の 内 部 の世 界 と外 部 の 世 界 を結 び つ け る共通 の法 則 を明確 に
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す る こ とに よ り芸 術 の領 域 を越 えて い くこ と を願 うので あ る。

さて,我 々 が問 題 とす る舞 台 工 房 の意 味 は,こ の よ う なバ ウハ ウス の 変 革 期

に お い て空 間 構 成 にお け る共 通 の見 方 を示 唆 し,造 形 活 動 の 共 通 基 盤 の 確 立 に

寄 与 して い く と こ ろ に見 出 す こ とが で き よ う。 舞 台 工 房 の 指 導 者 シ ュ レ ンマ ー

は,時 代 精 神 の理 解 に努 め て お り,自 らの 時 代 の 特徴 を1.抽 象 化2.機 械

化3.技 術 と発 明 に よって与 え られ る新 しい可 能 性 と して 把 握 したQl)0彼は,抽

象 化 に よ り要 素 を純 化 し新 しい 全体 性 を創 造 し,ま た機 械 化 を通 して機 械 化 を

越 えた 芸 術 の 本 質 的 機 能 を認 識 し,さ らに は 技術 的 可 能 性 を通 して創 造 的 精 神

を鼓 舞 して い くこ とを願 うの で あ る。 そ して,彼 は技 術 的 所 産 の もつ 構 成 的 な

明確 さ と機 械 的 な規 律 を人 間存 在 そ の も の に根 付 かせ る こ と を試 み た 。

す な わ ち,彼 は,理 知 的 な抽 象 美 術 の 手法 を受 け入 れつ っ も,人 問 像 とい う

情 動 的 な主 題 に固 執 した 。 「人 間 は,肉 体 と血 か ら な る有機 体 で あ る と と も に,

数 と尺 度 か ら な る機 構 で あ る望 とす る彼 は,身 体 に固 有 の数 学 か ら人 間 的 な尺

度 を導 きだ す 方 向 を と るの で あ る。 そ して,彼 は,「 我 々 が持 ち 出す 尺 度 は,

そ れ が創 造 的 に表 現 さ れ る と き,常 に新 し くな り うる し新 しい も の を創 る こ と

がで き る。幾 何 学,黄 金 分 割,比 例 の理 論 は,体 験 さ れ感 知 され な い と死 滅 し

何 も生 み だ さ ない 。 我 々 は比 例 の神 秘,数 的 関係 や 調 和 の神 秘 に 驚 か さ れ る よ

うに しな け れ ば な ら な い。 そ の結 果 か ら法 則 が 生 じる(23)Jとのべ て い る。 こ の よ

うな,我 々 と と も に生 き行 動 す る相 対 的 な存 在 と して の尺 度 を,舞 台 の 純 造 形

的 な空 間 に お いて 公 衆 に示 唆 して い くこ とが舞 台 工 房 の使 命 で あ った と い え よ

う。

舞 台 工 房 は,何 よ り も まず 教 育 的 実 践 活 動 の 場 で あ り,バ ウ ハ ウ スの 教 理 「人

間 は 万 物 の 規 準 で あ る」 との 考 え は,そ こで の シ ュ レ ンマ ー の 活 躍 に よ って 一

般 化 され て い くの で あ る。 そ して,そ の 成 果 を彼 は 講義 「人 間(DerMensch)」

と して基 礎 課 程 に導 入 す る準 備 を進 め て い た。 そ の 講 義 で は,人 間 は 単 な る対

象 と して で は な く宇 宙 的 な存 在 と して示 め さ れ る。 そ して,宇 宙 の普 遍 的 な関
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係 構 造 の 中 に 人 間 の 内 な る 自 然 を精 神 の 媒 介 に よ っ て 如 何 に 調 和 さ せ て い く か

が テ ー マ と な っ た 。 そ れ 故 に,美 的 形 式 的 な 追 求 に と ど ま らず,生 物 学 的 な 知

識 や 哲 学 的 な 考 察 が 要 求 さ れ た124)0彼は,人 間 を精 神 物 理 学 的 な 総 体 と して 理 解

し,非 人 間 的 な機 械 化 や 超 越 的 な唯 美 主 義 を 克 服 す る こ と に 努 め た 。 そ こ に は,

総 合 科 学 的 な ア プ ロ ー チ へ の 指 向 と 全 人 教 育 へ の 理 想 が 秘 め ら れ て い る と 思 わ

れ る 。

以 上 の よ う に,シ ュ レ ン マ ー は,可 能 性 を 有 す る 諸 法 則 を 過 去 と現 代 に わ た

っ て 整 理 し組 織 化 し,現 実 空 間 を 秩 序 づ け る た め の 客 観 的 な 基 盤 を 文 化 的 人 間

学 的 な 視 点 か ら追 究 し て い っ た 。 そ し て,彼 の 実 践 的 活 動 の 場 で あ っ た 舞 台 工

房 は,他 の 諸 工 房 を 巻 き込 み つ つ バ ウ ハ ウ ス の 新 た な 綜 合 の 中 心 と して,建 築

活 動 と並 び 称 せ ら れ る ほ ど の 勢 を も っ て い っ た 。 一 般 に バ ウ ハ ウ ス は,技 術 的

な 合 理 主 義 に徹 す る 運 動 と して 理 解 さ れ が ち で あ っ た が,舞 台 工 房 の 存 在 は そ

の 通 念 の 是 正 を 要 求 し得 る と い わ ね ば な ら な い 。 す な わ ち,バ ウ ハ ウ ス に は,・

単 純 な機 能 主 義 や 技 術 主 義 を 越 え た 人 間 主 義 的 な 造 形 へ の 指 向 が い き い き と脈

動 して い た 。 少 く と も シ ュ レ ン マ ー が バ ウ ハ ウ ス に 存 在 す る期 間 は そ うで あ っ

た と い え よ う。 こ の 人 間 主 義 的 な 造 形 へ の 指 向 が,他 の よ り現 実 生 活 空 間 に密

着 し た 工 房 に お い て,ど の よ う に 吸 収 さ れ 変 容 さ れ て い く か は,今 後 の 課 題 と

し た い 。

引 用 お よび参 照 文 献 出典

ll)HansM.Wingler:DasBauhaus1919-1933WeimarDessauBerlin,Gebr.

RaschandM.DuMont,Schauberg,1968,s.11.

(2)SiegfriedGiedion:Space,timeandarchitecture,Cambridge,Mass,1956,

p.p.482-3.

13)HerbertBayer,WalterGropiusandIseGropius(ed.):Bauhaus1919-1928,

CharlesT.Branfold,Boston,1952.

-17一



、

(4) Werner  Haftmann  : Painting in the Twentieth Century, Lund Humphries, 

    London,  p.  p.238  —9. 

(5) Hennig  Rischbieter  :  Btihne  und bildende Kunst im  )(X. Jahrhundert, Fried-

    rich Verlag, Hanover, 1968, s.s. 12-3. 

(6)  Wass  ily  Kandinsky  :  Uber  Buhnenkomposition; in Essay  fiber Kunst  und 

 Ktinstler, Benteli-Verlag,  Bern-Bumpliz, 1963, s.s. 49-50. 

(7)  Wass  ily  Kandinsky  :  fiber die abstrakte  Biihnensynthese  ; in Staatliches 

    Bauhaus Weimar 1919-1923, Bauhaus Verlag, 1923, s.s.  143  —4. 

(8) Eberhard  Roters  : Painters of the Bauhaus, A. Zwemmer LTD, London, 

 1969,  p.68. 

(9) Werner Haftmann: op.cit., p.240. 

(10) Oskar  Schlemmer  : Gestaltungsprinzipien bei der  malerisch-plastischen 

   Ausgestaltung des Werkstattgebaudes des Staatliche  Bauhaus  ; in Hans 

 M.Wingler  : op.cit., s.78. 

(11)  Wulf Herzogenrath: Oskar  Schlemmer Die Wandgestaltung der neuen 

    Architektur, Prestel-Verlag,  Miinchen, 1973, s.150. 

(12) Oskar  Schlemmer  :  Tanzerische  Mathematik  ; in Hans  M.Wingler  : op.cit., 

    s.130. 

(13) Oskar  Schlemmer  :  Mensch  und  Kunstfigur  ; in Die  Biihne in Bauhaus, 

    Albert Langen Verlag,  Munchen, 1925, s.7. 

(14) Hans  M.Wingler  :  op.cit.,  s.448. 

(15) Matinee der  Bauhausbiihne in Basel; in Hans  M.Wingler  :  op.cit.,  s.164. 

(16) Hans  M.Wingler  :  op.cit.,  s.18. 

(17) Marcel  Franciscono  : Walter Gropius and the creation of the Bauhaus 

    in Weimar, University of Ilinois Press, Urbana Chicago London, 1971, p. 

   109. 

(18)  Wass  ily  Kandinsky  :  fiber das Geistige in der Kunst, Benteli Verlag, 

 Bern-Biimpliz, 1970, s.130. 

(19)  Laszlo  Moholy-Nagy  : Malerei Photographie Film, Albert Langen Verlag, 

 Munchen, 1925, s.13. 

(20) Walter  Gropius  : Wo  bertihren sich die Schaffensgebiete des Technikers 

 und  Kiinstlers ? ; in >Die  Form( Stimme des Deutsche Werkbundes 1925 

                   — 18 —



一1934
,BertelsmannFachverlag,Giitersloh,1969,s.292.

(21)OskarSchlemmer:MenschandKunstfigur;op.cit.,s.7.

122)OskarSchlemmer:TanzerischeMathematik;op.cit.,s.128.

123)OskarSchlemmer:Gestaltungsprinzipienbeidermalerisch-plastischen

AusgestaltungdesWerkstattgebaudesdesStaatlicheBauhaus;op.cit.,

s.79.

124)OskarSchlemmer:DerMensch,FlorianKupferbergVerlag,Mainz,1969,

s.28.

主 要 参 照 文 献(以 上 の 出 典 に 含 ま れ な い も の).'.

1.WalterGropius:DieneueArchitektureanddasBauhaus,FlorianKupf

Kupferberg,MainzandBerlin,1965.

2.WalterGr°pius:Ap°ll°inderDem°kratie,Fl°rianKupferberg,Mainz

andBerlin,1967.

3.TheovanDoesburg:GruntlbegriffederneuengestaltendenKunst,Albers

LangenVerlag;Munchen,1925.

4.ReynerBanham:TheoryandDesignintheFirstMachineAge,The

ArchitekturalPress,London,1960.

5.Karinv.Maur:OskarSchlemmerDasPlastischeWerk,VerlagGerd

Hatje,Stuttgart,1973:

6.PeterGay:WeimarCultureTheoutsiderasinsider,PenguinBooks,

1974.

7.HansL.C.Jaffe:DeStijl,ThamesandHudson,London,1970.

8..河 本 敦 夫:現 代 造 形 の 哲 学,岩 崎 美 術 社,1973.

9.土 肥 美 夫:表 現 主 義 芸 術 運 動 に お け る ユ ー ト ピ ア 建 築 思 想 の 生 成;in美 学 学 会

言志88,1972.

10.阿 部 公 正:建 築 と 人 問 像;in山 本 正 男 監 修:比 較 芸 術 学 研 究.第1集 芸 術 と 人

間 像,美 術 出 版 社,.1974:

11・ 岩 淵 達 治,.近 藤 公 一 編:.表 現 主 義 の 演 劇 ・映 画,河 出 書 房,1971・

-19一


