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日本 にお け るウィ リア ム ・モ リス

平 田 ・自 一・

大 正5年(1916)7月,当 時 東 京 帝 国 大 学 英 吉 利 文 学科 の学 生 で あ っ た 芥 川

龍 之 介 は卒 業 論 文 の テ ー マ にW・ モ リス を採 り 上げ て提 出 した。 題 は 「Young

Morris」 。

在 学 中 す で に 「鼻 」 な ど を発 表 し,夏 目漱 石 に 高 く評 価 さ れ て い た 芥川 が,

卒 業 に当 っ て モ リ スの 研 究 をテ ー マ に選 ん だ こ とは興 味 の ち る こ とで,は た し

て 彼 が どの よ うな視 点 か らモ リ ス を と ら え よ う と した の か… … しか し,こ れ は

現 在 知 るべ く も な い。 彼 の卒 論 は 大 正12年 の 大 震 災 で失 わ れ た と い わ れ て い る

か らで あ る。 東 大 の友 人 に 直接 問 い合 わ せ た と ころ に よ れ ば,断 片 的 な もの

は残 っ て い る ら しい が 芥川 全集 に も収 録 で き る ほ どの 体 を な して お ら ぬ とい う。

た だ,昭 和10年 岩 波 版 の 芥 川龍 之 介 全集 第10巻 ・書 簡 集 に よ れ ば,大 正4年

12月3日 恒 藤 恭 あて に"題 はW・MasPoetと い ふ や う な事 に してPoemsの 中

にMorrisの 全精 神 生 活 を辿 っ て 行 か う とい ふ の だ が,う ま く行 き さ う もな い

…
"と あ る。 こ れ に よ る と英 吉 利 文 学 専 攻 の 芥川 は詩 人 モ リ ス を テ ー マ の 中心

に す え て,所 見 を展 開 して行 っ た の で は な い か と推 察 され る。 そ の後,矢 つ ぎ

早 や に発 表 され て 行 く 芥川 の 絢爛 た る文 体 に い う ど られ た 王 朝 の物 語 な ど,数

数 の 作 品 を想 い 合 わせ て 見 る と き,彼 は モ リ スの 美 的 生 活 を わ が身 に な ぞ ら え,

単 に一個 の 詩 人 と して の み で は な く,多 彩 な デ ィ レ ッ タ ンテ ィズ ム と で もい え

る もの を彼 の 才 気 の 中 に憧 景 的 世 界 と して描 き出 そ う と して い た の で は な か ろ
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うか と も考 え られ るの で あ る が,そ の 書 簡 に よ る か ぎ り英 文 学 と して の 専 門 分

野 か らの研 究 で あ っ た ら し く想 像 さ れ る の で あ る。

さて,そ れ で は 一 体 いつ ご ろ か ら ウ ィ リ ア ム ・モ リス が わ が国 の知 識 人 た ち

の 識 る と こ ろ とな って い た の か 。 ま た,少 くと もそ の 名 を知 る と こ ろ と な っ て

い たの か。 こ ・に有 力 な手 が か り を与 えて くれ る文献 が あ る。

昭 和9年(1934)10月,モ リ ス生 誕100年 を記 念 して編 集 され た 「モ リ ス記

念 論集 ・神 戸 市 川 瀬 日進 堂 書 店 ・昭 和9年10月10日 発 行 」 が そ れ で あ る 。 そ の

序 に"近 世 芸 苑 の 巨 匠 ウ ィ リ ア ム ・モ リ ス,世 の 光 を 見 て しよ り茲 に一 百 年 。

一 モ リス の 名 わ が国 に伝 え られ て す で に久 し く… 同 志 相 謀 り… 本 年4月24日 夜,

大 阪 毎 日新 聞 社 京 都 支 局 後 援 の も の に,同 局 楼 上 に於 い て講 演 会 を催 し,越 え

て5月23日 午 後,関 西 学 院 文 学 会 主 催 の も と に同 学 内 に於 い て 講 演 会 と小 展 を

開 く。 … 。 と あ る。講 演 者 と して 新 村 出,北 野 大 吉,志 賀勝,寿 岳 文 章,竹 友

藻 風,富 田 文 雄 各 氏 の 名 が あ り,巻 末 に 「日本 モ リス文 献 目録 ・富 田 文 雄 編,

お よ びモ リス 年表 ・荻 野 目博 道 編 」 を収 録 。

この 書 物 巻 末 の富 田 文 雄 氏 編 に よ る文 献 目録 が そ れ で,冒 頭編 者 は"… 尚 又

既 に東 京 ウ ィ リア ム ・モ リス研 究 会 編 の 《総 括 的 な点 に於 て 英 本 国 に さ え類 の

ないモ リス書誌 》が完 成 され て お り,今 茲 に こ れ を公 にす る こ とは屋 上 屋 を重 ね

る嫌 ひ が な い で も無 い… 。 と謙 遜 して お ら れ る が,内 容 は昭 和9年6月 時 点 ま

で の もの と明 記 さ れつ つ細 大 も ら さぬ その 収 録 ぶ りに は感 嘆 せ ざ る を得 な い。

これ に よ って 明 治,大 正 か ら昭 和 初 期 に い た る 日本 のモ リス 文献 は ほ ぼ 網 羅 さ

れ る とい って も過 言 で は な か ろ う。 こ れ を基 礎 に戦 中,戦 後 の そ れ を合 わ せ つ

つ以 下 記述 す るこ とに す る。 ま さ し く こ れ は富 田 氏 の 言 に よ る"屋 .上屋 。 の そ

の また小 屋 根 に類 す る作 業 で あ ろ うが,こ の際 は文 献 目録 の 洗 い 出 し よ り も,

・ わが 国 の デザ イン,さ ら に は創 作 の 分 野 に お い て も,モ リ スが どの よ うに と ら え

られ て きた か をた ど る の を目的 とす る こ と に した い 。
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モ リ スの 名 が初 め て 日本 に お い て 印刷 物 に載 っ たの は 明 治24年 で あ ろ う と さ

れ て い るの は 先 記 富 田 氏 の 目録 に よ る。 明 治24年(1891)11月17日 出 版 「英 文

学 史 ・渋 江 保 著 ・博 文館 」 こ れ には 最 近 著 述 家 と して 当 時 新 進 詩 人 の 名 を列 記

した うちの 一 名 に"ウ ィ リア ム ・モ ー リス。 と あ る とい うの で,1891年 とい え

ば モ リ ス57才,ケ ル ム ス コ ッ トプ レ ス をハ マ ー ス ミス に開 設 した 年 で あ る。 モ

リ スは 当時,友 人 エ リス に こ う書 き送 っ て い る。"1891年 の は じめ,ケ ル ム ス コ

ッ トプ レス は 実 際 の 作 業 を開 始 しま した 。 は じめ の屋 敷 す な わ ち ケ ル ム ス コ ッ

トハ ウ ス か らほ ん の 数 ヤ ー ドの ハ マ ー ス ミス の ア パ ー モ ー ル の コ テ ー ジ が そ れ

で,1月 の12日 わ が所 有 と な り ま した 。 校 正 機 と印刷 機 各 一 台 を手 に 入 れ,こ

こ で組 立 て ま した 。 最 初 の 紙 見 本 が27日 に と ど き,最 初 の 全 ペ ー ジ試 刷 り版 が

組 ま れ,31日 に印 刷 さ れ ま した 。… 。(TheLifeofWilliamMorrisbyJ.W.

MackailVol』P.253)モ リス は,そ の 以 前 か らケ ル ム ス コ ヅ トプ レ ス の 名 で

印 刷 作 業 を行 っ て は い た が,こ の よ うに正 式 に作 業 を開 始 した の は こ の年,18

91年 か ら で あ る。 これ か らの ち 日本 で も話題 に の ぼ る 「NewsfromNowhere

一 邦 題 ・無 可 有郷 通信 あ るい は ユ ー トピナ だ よ り等(1893)」 な ど が出 版 され て

行 くの で あ る。 た ま た ま この 年 に 日本 で は 新 進 の詩 人 と して,モ リ ス の 名 が 英

文 学 の分 野 に と り上 げ られ た の で,彼 の 印刷 出版 に関 す るニ ュー ス は,ま だ と

ど い て い なか った の で あ ろ うか。

そ の後,明 治25・26年 モ リス は社 会 主 義 思 想 を も っ た 詩 人,ま た社 会 主 義 者

と して紹 介 さ れ て行 く。 しか し,間 も な く明 治29年(1896)10月3日,モ リス

は ケ ルム ス コ ッ トハ ウ スで 永 眠 す る。62才 。

モ リ スの 死 の知 らせ は,早 々 と 日本 に と ど い た。 同 年 の暮,帝 国 文 学 会 発 行

の雑 誌 「帝 国 文学 」 は そ の12月 号 に筆 者B・Sと い う頭 文 字 に よ る追 悼 の ペ ー

ジ を さいた 。 富 田 氏 に よ る とB・Sと は 当 時 の"島 文 次 郎 博 士 な るべ し。 と あ

る。 ちな み に この 帝 国 文学 と い う雜 誌 は 明 治28年1月 創 刊,東 京 帝 国 大 学 文科
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関係 の機 関 誌 で,夏 目漱 石 の 「坊 っ ち ゃ ん」 に登 場 す る文 学 士,赤 シ ャ ツ先 生

が"… 真 赤 な雑 誌 を学 校 へ 持 っ て 来 て難 有 さ う に読 ん で ゐ る"そ れ で あ る
。"老

雁 霜 に 叫 ん で 歳 将 に暮 れ な ん とす る けふ 此 頃,思 ひ きや 英 国 詩 壇 の 一 明 星 ま た

地 に落 っ るの 悲 報 に接 せ ん と は。 … 。 で は じま る文章 に よ って ,や は りこ の 場

合 は詩 本 モ リス と して の追 悼 文 で あ る。 文 中 た と えば"… 彼 が 文壇 外 或 は美 術

装飾 の製 造 に預 り,或 は過 去 の 宝 物 保 存 の為,ま た将 来社 会 民 福 の た め種 々 の

団 体 の 中心 とな りて,盡 瘁 せ しと こ ろ,其 功 績 決 して文 界 に於 け る に譲 ら ざ る

を述 ぶ る は到 底 今 能 くす べ き に あ らね ば 比 篇 に は 只 近 着 の 英 国 雑 誌 を参 考 に し

て彼 が著 作 の 目録 を示 し… … 。 と あ り,美 術 分 野 で の 活 動 な どに も 多少 ふ れ て

は い る が,眼 目 は や は り文 学 者 と して の そ れ で あ る。

た だ 当 時 の わ が 国 にお い て,モ リス の詩 人 と して の 業績 は ,詩 人 と して専 心

そ れ に打 ち込 ん だ純 粋 さ と い う ワ ク か らは ず れ た社 会 主 義 的 思 想 の 詩 人 と して

と ら え られ 一 般 的 に は 決 して"一 流"で は な か っ た とい う評 価 が あ っ た よ うに

NewsfromNowhereの 口 絵,初 ペ ー ジ
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見 え る。 た と えば 「国 民 之 友 ・第171号 ・明 治25年11月 」 に"… 社 会 党 の詩 人

モ リ スの 如 きロ ウ ゼ ッチ 以 下 第 二流 の 詩 人 た り と雖 も… 。 な ど と 出 て い る し,

の ち ロ ン ドンに留 学 した 漱 石 な どの 評 価 もほ ぼ こ れ に類 す る も の で は な か っ た

か と想 わ れ る。 その もの 一 途 の純 粋 さが,わ が国 で は こ と さ ら高 く評 価 され る

の で あ ろ う。

明 治30年 代 に入 っ てモ リス の 紹 介 は詩 人,そ して社 会 主 義 者,さ ら に社 会 主

義 詩 人,こ の よ うな タイ トル の も とに雑 誌 「国 民 の友 」「太 陽 」「平 民 新 聞 」 な ど

に掲 載 され,ま た 英 文 学 の 専 門 書 に も と り上 げ られ て い る。 社 会 主 義 者 と し て

の モ リス の紹 介 は主 に彼 の未 来 社 会 を描 い た散 文NewsfromNowhereに よ っ

て い る もの が 多 い と思 わ れ る。 と く に堺 利 彦 が 明 治37年(1904)「 理 想 郷 」 と し

て平 民 社 か ら出版 した もの は 明 らか に こ れ で,平 民 新 聞 の 第8号 か ら第23号 に

わ た っ て連 載 され た抄 訳 を単 行 本 と した ら しい,と 富 田氏 の 註 記 が あ る。 な お

こ の初 版 は発 禁 とな った と い う添 書 きも あ る。 時 ま さ に 日露 戦 争 最 中 の 日本 に

お い て社 会 革 命後 の耒 来 を想 定 した モ リス の理 想 郷 は富 国 強 兵 策 の上 に立 っ て

の る か そ る か の 大 戦 争 を演 じて い る当 局 の判 断 に よ り,危 険 な る思 想 と み な さ

れ て い た の で あ ろ う。

明 治33年(1900)5月,漱 石 夏 目金 之 助 は 文 部 省第 一 回 給 費 留 学 生 と して,

満2ケ 年 イ ギ リ ス留 学 を命 じ ら れ た。 当 時,熊 本 の 第 五 高 等 学 校 教 授 で あ った 。

目的 は英 語研 究 の た め とな っ て い る。 そ して明 治33年10月 ロ ン ドン着,明 治36

年(1903)1月 神 戸 に帰 港 す る ま で を20世 紀 初 頭 の英 国 です ご す。 当 時 パ リで

は1900年 を記 念 す るパ リ万 国 博 が 開催 さ れ て お り,期 間 は4月14日 か ら11月3

日 ま で で あ っ た。 ロ ン ドン ま での 途 中,漱 石 は パ リ に一 週 間 ほ ど滞 在 して,こ

の ア ー ル ヌー ボ ー末 期 を か ざ る大 博 覧 会 に足 を運 ん だ の で あっ た が,格 別 感 激

した よ うす も な い。"欧州 二 来 テ金 ガナ ケ レバ ー 日モ 居 ル気 ニ ハ ナ ラ ズ候 …"と

夫 人 宛 の 手 紙 が あ っ て,こ の よ う な気 分 が ロ ン ド ン滞 在 中 も ウ ッ然 と 日常 つ き

ま とい,勉 強 は した ら しい が,精 神 的 に の び の び と あ れ これ眺 め わ た す と こ ろ
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まで は行 か な か っ たの で は なか ろ うか 。 そ れ故 に か モ リス没 後 間 も な い 英 国 に

お いて,モ リス に関 心 を払 っ た と い う記 録 は見 当 ら ない 。 しか し,ア ー サ ー物

語 をテ ー マ と した 「薤 露 行(か い ろ こ う)」な ど を後 年 あ ら わ して い る と こ ろ か

ら見 て,同 じよ う な中 世 騎 士 の物 語 に フ ァ ンタ ジ ィ を見 出 した モ リ ス は じ め ラ

フ ァエ ル前 派 の 画 家 た ちを知 らぬ はず が ない 。 調 べ て み る と や は り,「カ ー ラ イ

ル 博物 館」 で ロ ゼ ッテ ィの 旧邸 を訪 れ た り,「草枕 」 で ミレー の 描 い た オ フ ェ リ

リヤ の 面 影 を想 像 した り,「野 分 」 で ホ ル マ ン ・ハ ン トの画 を見 る 方 が い い と い

っ て 見 た り,ま た ヌー ボ ー 式 の 書棚 に洋 書 が並 ん で い る とい っ た記 述 な どが あ

る≧ こ ろ か らみ て,そ れ な りに無 関 心 で は な か っ た よ うで あ る。 だ が モ リス に

関 して は,漱 石 が 東 京帝 大 で お こ な っ た 文学 論 講 義 の ほ とん ど終 りの 方 で"ロ

ゼ ッテ ィ,,モ リス,バ ー ンジ ョー ンズ の 徒 。 と一 言 触 れ て い る に す ぎ な い 。漱

石 に とっ て こ れ らの 人 間 た ちは 当 時 の 生 々 しい 同 世 代 の現 代 に近 い存 在 な の で

あ っ て,そ れ らよ り も も うひ と時 代 前 の 作 家 た ち が 問題 な の で あ っ た ろ う。

明 治 年 間 は こ の よ う に してモ リス に対 す る関 心 は ほ とん ど詩 人,社 会 主 義 者

に終 始 す る とみ て よか ろ う。 明 治26年(1893)に 創 刊 され た 英 国 の美 術 工 芸 デ

ザ イ ンの総 合雑 誌TheStudioに は モ リス 商 会 の デザ イ ン に よ る イ ン テ リア の

写 真 な どが 何 回 も掲 載 され て い る し,当 然 これ らの 雑 誌 は わ が国 に も舶 来 され

た もの と想 像 で き るが,こ の モ リス と,あ の モ リ ス とは同 一 の 人 間 な の か ど う

か,そ の判 断 も あ い ま い で あ っ た の で は な か ろ うか。

東 京 美 術 学校 図案 科 建 築部 を卒 業 した富 本 憲 吉 は 明 治42年(1909)英 国 へ 私

費 留 学 し,明 治44年(1911)帰 国 した 。 帰 国 後,雑 誌 「美 術 新 報 」 に モ リス紹

介 の文 章 を,そ の作 品写 真 と と も に載 せ た。 これ が わ が国 で初 め て モ リ ス の美

術 工 芸 デ ザ イ ン の分 野 で の 活 動 を具 体 的 に紹 介 した も の と思 われ る。 この 美 術

新 報 とい う雑 誌 は 明 治35年(1902)3月 創 刊 。 当 時 パ リ万 国博 を視 察 して帰 国

した東 京 美 術 学 校 教 授 の岩 村 透 の指 導 に よ っ て 東 京 ・画 報 社 よ り刊 行 さ れ た も

の で あ る。 当 時 と して は 最 高g印 刷 技 術 を駆 使 し て原 色 版 の 別刷 り貼 込 み の ペ
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一 ジ もあ り,判 型 も英 国 の ス テ ユ デ ィ オ誌 が約B5版 な の に対 し,こ ち ら は約

A4版 で ひ と ま わ り大 型 で あ る。 内 容 も美 術 工 芸 か ら と き に は建 築 に まで お よ

ぶ。 た また ま富 本 の モ リ ス紹 介 記 事 の の っ た同 じ号 に,す で に本 野 精 吾 が 「獨

逸 に於 け る新 美 術 」 と題 して,ペ ー タ ー ・べ 一 レ ンス の建 築 な ど を写 真 入 りで

紹 介 し,ヨ ゼ フ ・ホ フ マ ン と ウ ィー ン工 房 の作 品 な ど に も触 れ て い る と こ ろ か

ら,当 時 最 新 の情 報 誌 で あ っ た と い っ て も過 言 で は な い 。 富 本 の記 事 は明 治45

年(1912)第11巻4号(1月)と5号(2月)に 連 載 さ れ た。25才 の と きで あ

る。"サウ ス ケ ン シ ン トン博 物 館 の 裏 門 か ら這 入 っ て 二 階 に上 っ た 左側 の室 を通

っ て左 に廻 っ た室 が諸 種 の 図 案 を列 ぺ て あ る処 と記 憶 しま す 。私 は 其 処 で初 め

て モ リス の製 作 した壁 紙 の 下 図 を見 ま した。 … 。 で 始 ま る 文 章 は,あ た か も小

川 未 明 の 童 話 の語 り口 に似 て淡 々 と続 く。 モ リス の 畧 歴,ラ フ ァエ ル 前派 の 画

家 た ち との 交 流,モ リ ス商 会,ア ー ツ ア ン ドク ラ フ ツ運 動,ケ ル ム ス コ ッ トプ

レス な ど,ほ ぼ モ リ スの 美 術 工芸 デザ イ ンの 活 動 領 域 を簡 明 に述 べ る と共 に,

タ ピ ス リー,壁 紙 ス テ ン ドグ ラ ス,書 物 の ペ ー ジ な ど平 面 的 な作 品 の 写 真 を

入 れ て い る。 家 具 や 室 内 装備 な ど が抜 け て い る と い えば い える が,記 事 中 に そ

れ らの説 明 が あ り,と に か くこの よ う に具体 的 な紹 介 は,た だ単 な る紹 介 と い

うよ り も富 本 の 所 感 を随 所 に ま じ えつ ら,そ れ ま で に無 か っ た モ リ ス の 業績 へ

の オ マ ー ジ ュ と な っ た 。

こ こ で雑 誌 「美 術 新 報 」 の 発 刊 に力 をつ く した岩 村 透 に触 れ て お きた い 。岩

村 は 明 治3年(1870)生 。 明 治21年(1888)ア メ リ カ に渡 航 の ち フ ラ ンス に渡

り,パ リの ア カ デ ミー ジ ュ リア ンで 画 業 を学 び,明 治25年(1892)帰 国 。 明 治

31年(1898)よ り東 京 美術 学 校 講 師 を経 て,同35年(1902)教 授 。 そ の 間 渡 航 数

回 。 東 京 美 術 学 校 で は専 ら西洋 美 術 史 の講 義 を受 け痔 ぢつ つ,当 時 の 美術 界 に

お い て 指 導 的 な 活躍 を した 人 で あ る。 大正6年(1917)没 。48才 。 現 在 で は美

術 新 報 そ の他 を中 心 に 活 躍 した岩 村 の 業績 は ほ と ん ど知 る 人 が 少 な くな っ て い

る が,彼 が 晩 年 に発 表 し た 「ウ ィ リア ム ・モ リス と趣 味 的 社 会 主 義 」(大正4年
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・1915)は モ リス の 社 会 主 義 的 思 想 と行 動 を美 術 的 な基 盤 で と ら え よ う と した

も の で あ る。「彼(モ リス)の 考 え は"倫 理 の た め の美 術"で もな く,い わ ゆ る

"人 生 の た め の 美 術"で あ
って,彼 の社 会 主 羮 は この 理 想 の 実 行 か ら湧 き出 し

た の で あ る… 」 そ の ほ か,岩 村 が思 想 的 に も傾 倒 して い た ジ ョ ン ・ラ ス キ ン に

つ い て の未 完 の 文 章,ま た彼 が 画 業 を学 ん で い た 当 時 の パ リの生 態 を如 実 に と

らえ た 「巴里 の 美 術 学 生 」,その 中 で もア ー ル ヌ ー ヴ オ に関 す る文 章 は,明 治 中

期 の 日本 に お い て 最 も具 体 的 かつ 正 確 な視 野 を もっ て いた も の で あ ろ う。 その

文 末 に 言 っ て い る。"…現 在 の形 体 を具 えた る ア ー ル ・ヌー ヴ ォー は と うて い 永

く欧 州 人 の 好 尚 を支 配 す る もの で な く,や は り一 時 の流 行 物 と して 早 晩 消 滅 し

建 築 字 彙,装 飾 美術 史 に ア ー ル ・ヌ ー ヴ ォー の頭 字 の 下 に第19世 紀 末 よ り,第

20世 紀 の初 め に お い て一 時 流 行 を極 め た 一種 の模 様 と して 説 明 さ る る に止 ま る

も の と信 ず る,,。

さて,冒 頭 に 述 べ た芥 川 龍 之 介 の モ リ ス研 究 は岩 村 の あ と を受 け て 大 正5年

(1916)に 発 表 さ れ た の で あ る。

大 正 期 に 入 る とモ リスの み な らず,そ の 先 達 ジ ョ ン ・ラ ス キ ンの研 究 が,あ

わせ て急 激 に盛 ん と な る。 そ の 量 は 明治 期 と は比 較 に な らぬ ほ どで,前 期 の ピ

ー ク が大 正9年(1920)
,後 期 の ピー クが 大正14年(1925)で あ る。 ・ラ ス キ ンの

主 要 着 書 も ほ とん ど この 時 期 に訳 出 され て い る。 大正3年(1914)に は じ ま り

大 正7年(1918)に 終 っ た第 一 次 大 戦 の 戦後 に お い て,新 た な社 会 構 造 へ の摸

索 一 と い うよ り も,ロ シ ア の ソ ビエ ト革 命 ・ワ イ マ ー ル共 和 国 の 成 立 な ど眼 前

に展 開 さ れ た社 会 の 未 来 的 様 相 が 当 時 あ が 国 の 識 者 た ち を根 底 か らゆ さぶ っ た

の で あ ろ う。 マ ル クス,レ ー ニ ン,ト ロ ッキ ー な ど の書 物 に な らん で ギ ル ド社

会 主 義 の研 究 書 ・訳 書 も伏 せ 字 の 多 い印 刷 で 出 版 され て い る。 こ の よ うな,・い

わ ゆ る危 険 思 想 す れ す れ の とこ ろ に ラ ス キ ンや モ リス の思 想 も存 在 「し,ま た そ

れ ゆ え に当 時,大 正 の知 識 人 の 間 に あ っ て は,き わ め て ス リ ル に富 ん だ,そ し

て 当 然触 れ ざ る を得 な い ・ また 語 ら ざ る を 得 な い領 域 で あ っ た とお も わ れ る。
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こ こ に 当時 の 知 識 人,ほ ぼ 一 般 の 考 え を描 い た か と想 わ れ る佐 藤 春 夫 の 小

説 「美 しい 町」 をと り上 げ て み よ う。「美 しい町 」 は 大 正8年(1919)8月 よ り

12月 ま で雑 誌"改 造"に 断 続 連 載 され,大 正9年(1920)刊 行 さ れ た 。佐 藤28

才 の作 で あ る。 あ らす じは,貧 乏 画 家 で あ る"私"が 旧友 か ら突 然 手 紙 を も ら

う。 その 旧 友 は ア メ リ カ 人 を父 とす る混 血 の 青年 で 亡 父 の遺 産 を もっ て帰 国 し

て 来 た の で あ る。 そ し て,東 京 の ど こ か に彼 の理 想 とす る"美 しい 町"を つ く

ろ うと相 談 を も ちか け る。 画 家 の 私,そ れ に昔 パ リで建 築 を学 ん だ静 か な老 人

が 友 人 の 投 宿 す るホ テ ル の 一 室 を仕 事 場 と して 図 面 を引 き模 型 ま で つ く る。 し

か し,最 後 に そ の友 人 の財 産 は と て もそ の町 をつ く る ほ ど 多 くは な か っ た と わ

か る。 わ れ わ れ は"美 しい 町"の 夢 を具 体 的 に描 い て み たのだ った と,み な そ う

思 う。

こ の 中 で佐 藤 は画 家 の 友 人 が読 ん で い る本 につ い て 語 る 。"それ は ウ ィ リ ア ム

・モ リス の 「何 処 に も な い処 か らの便 り」 と い う本 で,そ れ を彼 は よ ほ ど好 き

だ った と見 え る。 い つ で も読 ん で い た か ら。・す で に何 回 も登場 した モ リ ス晩 年

の 作 品NewsfromNowhereの こ とで あ る。佐 藤 は これ を美 しい町 に な ぞ ら

え よ うとす る気 分 が あ っ た と思 うが,社 会 制 度 が ど うの と言 っ た こ と に は触 れ

ず,き わ め て抒 情的 に表 現 して 行 く。"美 しい 町"に 住 ま う人 の 条 件 につ い て,

商 人 で な く,役 人 で な く,軍 人 で な く ・自身 の 最 も好 き な職 業 で 身 を立 て ・自

分 た ちで選 び合 っ て 夫 婦 に な り,子 供 を持 ち ・町 の 中 で 金 銭 の取 引 をせ ず ・犬

か 猫 か小 鳥 を飼 う人,だ とす る。 け れ ど も ラ ン プ を と もす よ うな 時 代 錯 誤 の 生

活 で は な く,近 代 の 技 術 を充 分 に活 用 す る こ と に す る。 こ こ で 友 人 の 意 見 が述

べ られ る。"も し科 学 が完 全 に発 達 した時 には,今 わ れ わ れ が 必 要 とす る よ うな

大 仕 掛 け な電 灯 会 社 な ど に よ らず と も,一 軒 の家 に必 要 な だ けの 光 ぐ らい は,'

… 自分 た ちの 簡 易 な機 械 で 灯 す 時 代 が来 る に ちが い な い 。 … 人 間 の生 活 が極 致

に達 して 合 理 的 な もの に な るた め には,… 科 学 も,そ れ 自身 の 方 法 で,そ の極

致 の発 達 を遂 げ ね ば な らな い。 … あ ら ゆ る機 械 力 は … よ く愛 育 され飼 い馴 ら さ
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れ た 馬 や牛 が ・・人 を助 け る よ う に,そ う して 人 々 が愛 情 を も っ て そ れ に近 づ く

こ とが 出 来 る よ う に… 個 人 個 人 の楽 しい好 き な手 芸 を… 機 敏 に手 助 け をす る最

上 の道 具 に な る。そ の時 期 こ そ,ま た す べ て の機 械 工 業 が芸 術 に高 め られ る た め

に必 須 な一 階 梯 で で も あ る"

機 械 ぎ らい と喧 伝 され たモ リス へ の 後 世 の 反 語 が こ こ に あ る と も い え よ う。

また,20世 紀 初 頭 の機 械 を シ ンボ ル とす る近 代科 学 と技 術 へ の 可 能 性 を下 敷 き

と した 合理 主 義 的 主張 も読 み 取 れ よ う。 い ず れ に もせ よ こ の 考 え方 は 大 正 中期

の あ た ら しい 知 識 人一 般 の も の で は な か っ た で あ ろ うか。 と言 うよ り も,さ ら

に現 代 に おい て な お この 考 え方 は基 本 的 に ほ と ん ど変 らず,受 け継 が れ て い る

と見 て も よい の で は な か ろ うか。 と くに科 学 技 術 の 分 野 に た ず さわ る人 々 に と

っ て は,こ の 思 想 が 強 固 な依 り処 とな っ て い るは ず で あ る。 し か し,機 械 は合

目的 的 に人 聞 に よ っ て デ ザ イ ン され た もの で あ っ て,馬 や牛 とは 根 本 的 に ちが

う。 無 限 に そ れ は接 近 し得 る可 能 性 は あ っ て も,究 極 的 に は 一 致 し得 な い で あ

ろ う。現 代 の科 学 と技 術 を も っ て す れ ば そ の差 一 天 然 と人工 の 一 を縮 少 して行

く こ とは さ して 困難 な こ と で は な い よ うに 見 うけ られ,巨 大複 雑 な もの をコ ン

パ ク トに し シ ン プ ル にす る こ と も不 可 能 で は な か ろ う。 現 代 の技 術 の あ る部 分

は ま さ し く そ れ を 目標 に して い る。 そ して そ の メ カ ニ ズ ム さ え わ か らぬ ほ ど内

部 に おい て複 雑 化 し外 部 に お い て縮 少 単 純 化 さ れた 愛 す べ き機 械 類 は,人 間 の

手 の延 長 上 に あ る道 具 と して の単 純 さ を超 えて,生 体 と して の 人 間 の 生理 機 能

の う ちに 喰 い込 ん で く るは ず だ。 そ し て佐 藤 の 言 う"極 致 の発 達"と は な に か。

そ れ は す で に そ こ に 内 在 して い た 矛盾 が顕 現 す る状 況 をい うの で は な か ろ うか 。

大 正13年(1924)モ リス に関 す る労 作 が 出版 され た。 加 田 哲 二 著 岩 波 書 店 発

行 の 「ウ ヰ リ ア ム ・モ リ ス」 で あ る。 副 題 に 「芸術 的 社 会 思 想 家 と して の 生 涯

と思 想 」 とあ る。"余が ウ ヰ リ ア ム ・モ リス に興 昧 を感 じ始 め た の は,今 か ら3

年 前 の春,日 本 の 思 想 界 にギ ル ド社 会 主 義 の潮 流 が 流 れ込 ん で 来 た と き で あ つ

た。 … さう して ギ ル ド社 会 主 義 が,其 の 主 唱 者 の 主 張 す る如 く,ロ バ ァ ト ・オ
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一 エ ン と ウヰ リア ム ・モ リス に そ の 渊 源 を発 して い る の を見 た の で あ る。 …"

こ の序 で わ か る よ う に専 ら著 者 は ラ ス キ ンか らモ リス に流 れ る 中世 ギ ル ドに の

っ とっ た 社 会 主 義 思 想 の 展 開 と活 動 に焦 点 を しぼ り,1880年 代 の 英 国 社 会 主 義

に も言 を及 ぼ して い る。 モ リス の 生 涯 と して 当 然 そ の詩 作 ・美 術 工 芸 活 動 に も

触 れ て は い るが,こ れ らは それ ぞ れ専 門 の識 者 に ま か す と して あ る。 しか し加

田 の 著 作 が類 書 に抜 き ん 出 て い る の は,基 本 と な る文 献 を し っ か り読 み込 ん だ

上 で の著 述 だ か らで あ り,現 在 で も この 書 物 はモ リス 研 究 上 の 重 要 な もの の ひ

とつ で あ ろ う。

昭 和 初 期 に入 っ て モ リス研 究 は ひ と息 つ い た と い うか た ち に な っ た 。 美 術 工

芸 デ ザ イ ンの分 野 で は ア ー ル ヌー ヴ ォの 時代 が過 ぎ,現 代 で い う アー ル デ コ の

時 代 に入 り,バ ウ ハ ウ ス(1919～1933・ 大正8年 ～ 昭 和8年)の 中期 を シ ンボ

リ ッ ク な頂 点 とす る機 械 生 産 ・大 量 生 産 指 向 の 風 潮 と な っ て い た 。 い か に グロ

ピ ウ ス が そ の 設 立 の 理 念 に お い て ラ ス キ ン,モ リス の 思 想 を展 開 拡 張 した もの

だ と言 っ た に して も,す で にバ ウハ ウス は その 意 途 とは や や か け は な れ た 方 向

に進 ん で い た か らで も あ り,ま た,モ リス らが機 械 を積 極 的 に は肯 定 し な か っ

た とい う部 分 が半 ば伝 説 化 して拡 大 さ れ,す で に 時 代 は モ リ スで もあ る ま い と

い っ た 一 般 の 風 潮 に な りつ つ あ った か らで もあ ろ うか。 建 築 の 流 行 か ら み て も,

い わ ゆ る装 飾 な る もの を全 く脱 ぎ捨 て去 っ て近 代 の 素 材 と構 造 に そ の未 来 を 見

出 そ う と した 国際 主義 建 築 と,中 世 の フ ァ ン タ ジ ィ を当 時 に具 象 化 させ よ う と

した レ ッ ドハ ウス とで は,あ ま りに も表 現 上 の相 異 が あ りす ぎ るの で あ る。 し

た が っ て昭 和 初 期 に お け る 日本 の モ リス 研 究 一 と く に美 術 工 芸 デ ザ イ ン分 野 で

の 研 究 は,変 転 のは げ しい ヨーロッパ 文化 の 諸 様 相 を精 一 杯 吸 収 しよ う と して い

た 当時 にお い て,そ の 変転 過 程 で の 一個 の ピー ク に しか す ぎず,山 頂 に立 て ば

さ ら に次 々 と別 の ピー ク が望 み 見 られ,応 接 に い と ま の ない 情 況 で は な か っ た

か。 事 を流 行 と と ら え,新 傾 向 と と ら え る一 般 的 風 潮 の 中 で は感 覚 的 に古 い新

しい が叫 ばれ るの み で,内 在 す る も の の領 域 に降 り立 ち,か た くな にそれ を見つ め
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る こ とは 難 か しい 。 当 時 ヨー ロ ッパ に お いて は1936(昭 和11年)N・ ペ ヴ ス ナ

ー が 「近 代 運 動 の 先駆 者 た ち」 を あら わ し
,近 代 デ ザ イ ンの根 源 的 な位 置 にモ

リス を据 え直 そ うと して い た の で あ っ た が,日 本 で この 著 作 が 訳 出 さ れ た の は

第二 次 大 戦 後 の 昭和32年(1957)に な っ て か らで あ っ た 。

しか し,柳 宗 悦 は その 昭 和 初 期 に お い て モ リス につ い て の 独 自の 見 解 を述 べ

た諸 論 文 を発 表 した 。 昭 和2年(1927)4月 か ら昭 和3年1月 にか け て雑 誌 「

大調 和 」 に連 載 した 「工 芸 の 道 」 と題 す る論 文 が そ れ で あ る。"私の 学 び得 た 範

囲 で は,工 芸 の 問題 に関 して は,ギ ル ド社 会 主 義 が経 済的 に最 も妥 当 的 な学 説

で あ る と考 え られ る"と しつ つ"ギ ル ド社 会 主 義 は屡 々 中世 主 義 と呼 ば れ る。

併 しそ れ は 復 古 主 義 を意 味 す る の で は な く,中 世 紀 に 最 も新 しい形 の 社 会 主 義

を見 出 して い る の で あ る。"と して その 思 想 的 バ ッ クボ ー ン に ラ ス キ ン を あ げ,

実 践 家 と し ての モ リス を あ げ る。 柳 が こ の よ うに ラ ス キ ン,モ リス に注 目 す る

よ うに なっ た ひ とつ の契 機 は,昭 和2年(1927)2月 に新 潮 社 か ら発 行 され た

大 熊 信 行 著 「社 会 思 想 家 と して の ラス キ ン とモ リス」 に よ る も の だ と 自 ら記 し

て い るが,そ うな る と同 じ昭 和2年2月 に 「工 芸 の道 」 の初 稿 をお こ した柳 と

全 く同時 と い っ て よ い 。柳 と して も そ れ以 前 に ラ ス キ ンや モ リス を知 ら ぬ は ず

は な か っ た で あ ろ うが,大 熊 の 好 著 が そ の後 の柳 の 思 想 に強 く作 用 した で あ ろ

うこ とは,彼 が モ リス よ りも む し ろ ラ ス キ ンの 思 想 的 存 在 を大 き く評価 した こ

と に よ っ て もわ か る。 柳 に と っ て の モ リ ス は あ く まで もラ ス キ ンの プ ラ ク テ ィ

カ ル な分 身 で あ り,そ して モ リス 自身 がモ ノ を創 る人 間 で あ っ た と こ ろ か ら当

然,そ の モ ノ と して の成 果 に注 目 す る と こ ろ と な り,こ こ に柳 自身 の モ ノ に対

す る立場 と,モ リスの モ ノ との 間 に,現 実 的 な 比 評 と さ らに は柳 自身 の保 持 す

るTasteと が ぶ つ か り合 う こ と に な っ て 来 る こ とは避 け よ うの ない 事 実 と な る

の で あ る。"少 く と も私 の 知 る範 囲 に お い て 彼(モ リス)の 工 芸 品 は 餘 り に ラ フ

ァエ ル前 派 の絵 画 的 束 縛 を出 て い な い 。彼 の 作 が か く も純 美 術 に近 づ く に及 ん

で,益 々 工 芸 を離 れ た と い ふ ζ と が出 来 る。""… 私 は 彼 の 作 に満 足 す る こ と が
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出 来 ぬ 。 … さ う して 彼 は工 芸 自体 が,美 術 化 さ れ た工 芸 よ り さ ら に美 しい こ と

を解 す る こ とな くし て終 っ た 。 私 は彼 め示 した 作 と,彼 の 協 団 的理 想 との 間 に

大 きな逕 庭 を感 じる"柳 は一 個 人 の 名 を冠 す る工 芸 品 よ り も,名 も無 き工 人 が

無 心 に作 っ た モ ノ を は るか に高 く評 価 す る。"あん な に中 世 紀 の こ と をよ く知 っ

て い た モ リ ス は,幾 つ か の 綴 織 を作 っ た が,ゴ シ ッ クの タペ ス トリー の 前 に出

て何 の顔 色 が あ っ た ろ うか。 て ん で桁 が違 うと さへ 思 へ る ほ ど で あ る。 モ リス

の偉 大 は 寧 ろ理 解 に あ るの で あ っ て,作 品 に あ るの で は な い 。"

柳 は 決 して モ リス を軽 ん じて い るの で は な い 。 た ・"その 作 品 に辛 辣 な比 評 を

下 す の で あ る。 しか し,柳 宗 悦 が モ リス と同 じ く,モ ノ を創 る 人 間 で あ っ た と

した ら果 して ど うで あ ろ うか 。柳 は 一 体 どの よ う な も の を 自 己 の モ ノ と して創

造 した か。 い わ ゆ る"民 芸 品"と して彼 の選 ん だ 美 的 基 準 に合 致 す る様 々 の モ

ノ を見 る と き,柳 が モ リス に 対 して下 した 評価 と は異 質 の もの なが ら,私 もそ

こ に きわ め て 限 定 さ れ た"美 な る も の"を 見 出 さ ざ る を得 な い の で あ る。 工 芸

の 道 の 増 補 「概 要」 に お い て柳 は"… 機 械 製 品 に も特 殊 な美 が あ る こ と を否 定

す る こ とは で きな い。 だ が 今 日 ま で機 械 製 品 で 手 工 品 の 美 を越 え得 た もの は 一

つ も な い。 今 の ま ま な ら今 後 も そ の望 み は甚 だ薄 い。"と い い"道 具 も一 つ の機

械 で あ るか ら,手 工 と雖 も機 械 を離 れ て は 不 可 能 で あ る。 否,手 そ れ 自身 が 一

つ の機 械 と も云 へ よ う。(傍点 筆 者)"手"そ の もの を"機 械"だ と言 い 切 っ て

し まっ て い る柳 は,強 引 に手 イ コ ー ル天 然 の 機 械 とい う論 を展 開 す る 。 そ して

こ れ は モ リ ス も同 様 で あ る が"資 本 主 義 す な わ ち機 械 に よ る量 産"と い うパ タ

ー ン を も っ て論 をす す め る。 モ リ ス在 世 の 当時,こ の パ ター ンは正 しい と い え

た か も知 れ な い 。 し か し社 会 主 義 革 命 を成 し遂 げ た ソ ビエ トに お い て も,切 実

な実 現 目標 は"機 械 に よ る量 産"で は な か っ た か。 機 械 製 品 に も特 殊 の 美 が あ

る と した柳 の本 旨 は,あ く まで も工 人 の手 そ の も の に よ る"手 造 り"で あ っ て

この 主 旨 が現 在 の"民 芸"に そ の ま ま の か た ちで 墨 守 され て い るの だ 。 手 を機

械 と同 列 に な らべ て しま うの は 詭 辨 以 外 の何 物 で もな い。
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さて,昭 和9年(1934)モ リ ス生 誕 百 年 記 念 と して 厂モ リス 記 念 論 集 」 が編

まれた こ とは先 記 した通 りで あ る。 そ して この時 期 よ りの ち昭 和10年 代 にお い ては

単 行 本 も ほ とん ど見 当 らぬ とい っ て も よ か ろ う。 日本 は戦 時 に 入 った の で あ る。

私 の 知 る限 りに お い て,昭 和12年(1937)白 石 博 三 が 京 大 の卒 論 にモ リス を と

り上 げ の ち,戦 中 か ら戦 後 に い た る ま で そ の情 況 は ほ とん ど不 明 で あ る。

だ が昭 和13年(1938)6月,森 戸 辰 男 が岩 波 書 店 か ら 「オ ウ エ ン ・モ リ ス」

を出 版 した 。 オ ウエ ン,モ リス と並 べ る と い わ ゆ る空 想 的 社 会 主 義 と呼 ば れ て

い る ひ とつ の系 列 と な る が,こ の 書 物 で 森 戸 は"二 人 の教 育 家"と して と ら え

よ う と して い る点 が今 まで に無 い もの で あ る。 時 局 を はば か り,あ え て 教 育 家

列 伝 的 名 目 の も と に二 人 の思 想 家 を記 述 しよ う と努 め た か と も想 像 さ れ る。"教

育 史 上 にモ リス が何 らか の地 位 を許 され る とす れ ば,さ し あ た り まず,芸 術 教

育 家 及 び芸 術 教 育 思 想 家 と して の 彼 の 資 格 に即 して で あ る。"この 森 戸 の 教 育 家

モ リス とい う ダ イ トル は,そ の 後,戦 後 に な っ て 明 治 図 書 出 版 が創 業60年 記 念

と して刊 行 した 「世 界教 育 選 集」 中 の 「ラ ス キ ン」 昭 和44年(1962)や 「モ リ

ス」 昭 和46年(1971)な ど に引継 が れ る もの で あ ろ う。 モ リス は も ち ろ ん 教 職

に っ い た こ とは な か っ た が,よ り以 上 に巾 ひ ろ く"民 衆 の た め の 芸 術 教 育"と

い う啓 蒙 活 動 を た え ず行 っ て い た こ とは 誰 も知 る通 りで あ る。 彼 の 後 輩 た ちに

よ るア ー ツ ア ン ドクラ フ ツ運 動 に お い て も,一 方 に旺 盛 な作 品 の 製 作 活 動 が あ

る と同 時 に,モ リス の意 志 を色 濃 く受 け た ア シ ュー ビ,マ クマ ー ド,レ サ ビー

た ちに よ る英 国 イ ンダ ス ト リア ル ア ー ト(※ 現 在 で い う工 業 デ ザ イ ンの 内 容 と

は や や異 な る)の た め の 活揆 な教 育 活 動 が存 在 し たの で あ っ た 。 この よ うな点

か ら 見 て,モ リ ス ら の 美 術 工 芸 デ ザ イ ンの 教 育 と で も い え る もの は ,単 に

学 校 で カ リキ ュ ラ ム化 して満 足 して し ま え る もの で は な く,よ り実 践 的 に工 場

へ 入 っ て現 場 の 職 人 た ち と共 にす る作 業 な どが採 用 され な い か ぎ り,名 目 だ け

に終 っ て し ま うお そ れ が あ る。20世 紀 に入 っ て,レ サ ビー た ち を 口惜 し が らせ

たバ ウ ハ ウ スの 実 践 活動 な ど信 ま さ し く,そ の初 期 に お い て英 国 で播 い た 種 子
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が ドイ ツそ の他 ヨー ロ ッパ 大陸 諸 国 で 芽 生 え たもの と い え る で あろ う。

昭 和10年 代 の 戦 時 下 に お い て の モ リ ス研 究 が,ど の よ う な も ので あ っ た か は

未 だ具 体 的 な資 料 に 乏 しい。 英 文 学 の 分 野 あ るい は 書 物 装 幀,印 刷 史 な どの分

野 に あ っ て そ こ ば くの 研 究 が な され て い た か と推 察 され る。 た と えば 昭 和18年

(1943)鮎 書 房 出版 の 「西 洋 印刷 文 化 史 」J・C・ オ ズ ワ ル ド著 ・玉 城 肇 訳 な

ど には 私 家 版 印刷 所 の章 に 当 然 な が らモ リスの 業 績 が あ が っ て い る。 また,書

物 デザ イナ ー と して の モ リ ス を,あ の絢 爛 と した"チ ョー サ ー 物 語"の 豪華 本

な ど を例 に引 きつ つ,い わ ゆ る ブ ッ クマ ニ ア的 な眼 か ら眺 め た も の は 大 な り小

な りあ った は ず で,こ れ は 戦 後 も最 近 に な っ て の ア ンテ ィ ク ブ ー ム に も 多少 影

響 され て か,世 界最 美 の 書 物 な ど と い う タ イ トルの も と に そ の価 格 もそ えて,し

ば しば 書 物 関 係 の本 に登 場 す る。 い わ ば また ひ とつ の 系 列 と で もい え る もの で

あ ろ う。

デザ イ ン とい うコ トバ が,ほ ぼ 日本 語 化 して定 着 した の は 戦 後 に な って か ら

で あ る。 そ れ も1950年 代 に な っ て か ら で あ ろ う。 た と えば 昭 和29年(1954)ダ

ヴ ィ ッ ド社 か ら刊 行 さ れ た 「デ ザ イ ン大 系 」,昭和30年(1955)美 術 出 版 社 か ら

創 刊 の 雑 誌 「リ ビ ン グ デザ イ ン」 な ど そ の例 で あ ろ うが,昭 和26年(1951)か

ら公 募 展 をは じめ た 日本 宣 伝 美 術 会(日 宣美)も そ の初 期 に お い て,少 く と も

関 西 在 住 の創 立 メ ンバ ー た ちの 口 か らは,あ ま りデ ザ イ ン とい うコ トバ を聞 く

こ と が な か った 。 大 正 期 か ら戦 前 期 に用 い られ て い た"商 業 美 術"と い うコ ト

バ が その ま ま使 用 され てい た よ う に記 憶 す る。 また 一 般 には や は り"図 案"と

言 っ た 方 が わ か りが早 か っ た の で あ る。 も ちろ ん"デ ザ イ ン"と い うカ タカ ナ

用語 は 戦 前 戦 中 ない わ け で は な か っ た 。 し か し そ れ は 専 ら服 飾 関 係 者 の 間 の 用

語 で,巾 ひ ろ くモ ノ を設 計 し,製 作 す る過 程 で の 計 画 行 為 を示 す も の と して の

使 用 例 は,外 国 か らの帰 国 者 た ちが た ま に用 い 活字 化 され て,た ま た ま眼 に触'

れ る こ と が あ っ た に す ぎ な い。
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昭 和29年(1954)近 代 建 築 家 と題 して の シ リー ズが 彰 国 社 か ら刊 行 され,こ

の個 人 別 建 築 家 た ちの 一 冊 と して 「ウ ィ リア ム ・モ リ ス」 白 石 博 三著 が 出 版 さ

れ た 。 モ リス が そ れ まで の美 術 工 芸 家 とい う タイ トル か ら,戦 後 ,よ うや く近

代建 築 史 ・デザ イ ン史 の な か で と ら え 直 され て来 た例 で あ る。 また,出 版 され

て は い な い が 当 時 各 大 学 の建 築 科 ・図 案 科(の ちの デ ザ イ ン科)で は,こ の 線

に沿 った 講 義 が な され て い た は ず で あ る。 その 中 で モ リ スが ど の よ うに と ら え

られ て いた か は,そ れ ぞ れ に ニ ュ ア ンス が あ る で あ ろ うが,た と えば,京 都 市

立美 術 大 学 図 案 科(現 芸 大 デ ザ イ ン科)教 授 上 野 伊 三 郎 の 「近 代 建 築 工 芸 史」

に おい て は"… 工 芸 美術 家 と して 彼(モ リ ス)は 当 時 建 築 界 や そ の 後 の 建 築 発

展 の 上 に与 え た 強 さ も大 きか っ た の でRuskinと 同 様 に当時 の 建 築 界 を 考 え る

上 には忘 れ る こ との 出 来 な い 人 で あ る"と し て以 下 モ リス の 業 績 を評 価 して い

る 。

昭 和30年 創 刊 の雑 誌 「リビ ン グデ ザ イ ン」 に その 初 号 か ら一 ケ年,勝 見勝 が

「デ ザ イ ン運 動 の百 年」 と題 して 執筆 し
,こ の 中 で彼 もデ ザ イ ン史 か らモ リ ス.

を と ら えた 。(これ は の ち昭 和40年 「現 代 デ ザ イ ン入 門 ・SD選 書 」 と し て鹿 島

研 究 所 出 版 か ら出版 され た)そ して 昭 和32年(1957)ニ コ ラ ス ・ペ ヴ ス ナ ー の

"近 代運 動 の 先 駆 者 た ち"が 邦 題 「モ ダ ンデ ザ イ ンの 展 開
」 白 石 博 三 訳 と して

み す ず書 房 か ら 出版 され た 。 先 記 した よ うに この 本 は,昭 和11年(1936)原 書

が 出 た の で あ る が,20年 間 の ブ ラ ン ク を お い て 邦 訳 され た もの で ,こ れ に よ っ

て近 代 デ ザ イ ン史 の パ ー スペ ク テ ィー ヴ の な か に,そ の根 源 的 存 在 と し ての モ

リ ス がす え直 さ れ て い る とい うこ とが,当 時 デ ザ イ ンの 領 域 に進 出 しよ うと し

て い る若 者 た ちに 明 瞭 に な っ て き た の で あ っ た。

た だ こ の書 物 はバ ウハ ウ ス の 成 立 時 期 ま で で終 っ て お り,モ リ スの 延 長 線L

に グ ロ ピ ウ ス の バ ウハ ウ ス を置 い た こ とで は充 分納 得 の で きる 内 容 で あ る が,

その 後 の 現 代 デ ザ イ ンに は触 れ て お らず,そ れ以 後 の 問題 につ い て は ペ ヴ ス ナ

ー の 後 著 を待 つ こ とに な る。 .
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昭 和30年 代(1955～)か ら40年 代(1965～)に か け て の 日本 は近 代 産 業 の 充

実 期 ・展 開 期 で あ り,当 然 デ ザ イ ン とい うコ トバ が そ こ に現 実 的 な相 貌 を帯 び

て定 着 した。 しか し,モ リス の 存 在 は た しか に近 代 デザ イ ≧の ソー ス と な り得

る もの で は あ っ て も,そ れ に続 くバ ウ ハ ウス グ ル ー プ の 成 果 の 前 には 古 色 蒼 然

の お も む きが あ り,近 代 イ ン ダ ス トリア リズ ムの 前 に お い て は,彼 の 機 械 ぎ ら

い が よ り以 上 に喧伝 され て,む しろ反 動 的 な デ ィ レ ッ タ ン ト,セ ンチ メ ン タ ル

な 中 世 主 義 者,手 工 芸 愛 好 家 とす らい え る評 価 を当時 の イ ン ダ ス トリア ル デ ザ

イナ ー た ち か ら受 け た の で あ っ た 。 こ こで 私 はモ リス の 機 械 ぎ ら い を擁 護 す る

つ も りは な い 。 この モ リ スの 資 質 は 多分 に彼 の 本 来的 な も の なの で あ ろ う か ら。

た だ し,彼 の 作 品NewsfromNowhereを 読 ん で み よ う。

"… 公平 に い っ て
,19世 紀 の 最 大 の 功 績 は,発 明 と技 量 と忍 耐 と の驚 異 で あ

る機 械 類 の 製 造 で した。 し か も そ れ が,価 値 もな い ま に あ わせ の 品 を無 限 に生

産 す るの に使 われた のです 。… 商 品 は使 うた めで な く売 るた め につ くられる の だ と い

うの が,当 時 流 行 の冗 談 で した。 … わ れ わ れ は い まは,わ れ わ れ が な に が入 用

か を知 って い ま す の で,も は や 入 用 以 外 の もの は つ く らな いの で す。 … 手 です

る の が退 屈 な仕 事 は い っ さい,非 常 に改 善 され た機 械 で お こ な わ れ ます 。 ま た

手 で や る こ とが楽 し い仕 事 は い っ さい,機 械 を使 わず に お こ な わ れ ます"(ユ ー

トピ ア だ よ り ・五 島 茂 ・飯 塚 一郎 訳)

は げ しい社 会 革 命 を経 て誕 生 した未 来 の 社 会 で,そ の 町 の長 老 の 語 る こ とば

で あ る。 楽 しい 手仕 事 か らは い っ さい機 械 を排 除 す る な ど とい うこ と ば は,"手

そ れ 自身 が一 つ の機 械"と 言 っ て論 点 をぼ や か した柳 宗 悦 よ り も,い っ そ い さ

ぎ よ く徹 底 して い る と い っ て よ い だ ろ う。 非 常 に改 善 さ れ た機 械 で モ リス は現

代,案 外 非 常 に安 全 な 自動 車 をつ く ろ うと楽 しむ の で は な か ろ うか。 彼 の 本 旨

は,役 に立 つ優 れ た も の を優 秀 な加 工技 術 を駆 使 して,な っ と くの い く美 しさ

に造 り上 げ,そ の喜 び を他 人 に も分 ち た い の だ。 彼 の 機 械 論 は,機 械 に よ っ て

当 時 生 産 さ れ て い た い い 加減 な もの に対 す る憤 懣 か ら発 した もの と もい え るの
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で あ る。

昭 和40年 代(1965～)の 後 半 か ら昭 和50年 代(1975～)に か け て,再 び モ リ

ス の 訳 書,研 究 論 文 な どは 増 え て き て い る。 訳 書 の 中 で は,明 治 ・大 正 期 に引

き続 きNewsfromNowhereが 「ユ ー トピ ア だ よ り」 と新 た な邦 題 を冠 して,

昭 和28年 岩 波 文 庫 ・松 村 達 雄 訳,昭 和46年(1971)中 央 公 論 社 ・世 界 の 名著41

「ラ スキ ン ・モ リ ス」 五 島 茂 編 の2冊 あ り ,と も に 平 明 な 文 章 で 従 来 の 固苦

し さ を脱 して い る。 特 に 「ラ ス キ ン ・モ リ ス」 は題 の如 く両 人 を相 互 の 関 係 の

も と に と らえ,巻 末 の 年 譜 も二 人 併 記 して あ っ て便 利 で あ る。

昭 和48年(1973)未 来 社 か ら出 版 され た 「ジ ョ ンボ ー ルの 夢 」 生地 竹 郎 訳 は,

モ リ スの 「ユ ー トピア だ よ り」 に先 行 す る一 と い っ て も一 方 が未 来 社 会 へ の旅

で あ るの に対 し,こ れ は14世 紀 中 世 の農 民 一 揆 の現 場 へ の 旅 行 で あ る が,い ず

れ に して も彼 の理 想 とす る 中世 世 界 を イ メー ジ した点 に お い て共 通 す る もの で,

表 裏 一 体,と も にモ リ スの 生 々 しい イマ ジ ネ ー シ ョ ン を探 る た め に貴 重 で あ る。

(※ ジ ョ ンボ ー ルの夢 ・1888)ま た この 本 に は,「 王 様 の 教 訓(1886)」 「余 は

い か に して社 会 主 義 者 と な り し か(1894)」 の2篇 も収 録 され て い る。 こ の よ う

にモ リス の 文章 その もの が抄 訳 と して で は な く,訳 出 さ れ て きた こ と は,紹 介

者 の眼 を借 りず に読 者 自身 の観 点 を形 成 し得 る上 か ら も貴 重 とい わ ね ば な ら な

い 。 今 後 さ ら に,モ リス の英 文 長 詩 が続 々 と訳 出 され る こ とが望 ま れ る。 彼 の

の 詩 作 は今 ま で,そ の ほ とん ど が英 文 学 分 野 で の 研 究 対 象 で しか な か っ た き ら

い が あ る。 中世 吟遊 詩 人 の 面 影 を と どめ る彼 の"ロ マ ンス"の 世 界 が,そ の 社

会 主 義 思 想,そ れ にデ ザ イ ンの 行 為 と どの よ うに な い 混 ぜ に な っ て い るの か,

こ れ は今 後 の モ リ ス研 究 の 大 き な テ ー マ と な ろ う。

昭 和48年(1973)中 公 新 書 の 「ウ ィ リ ア ム ・モ リ ス」 小 野 二 郎 著 が 出版 さ れ

た 。 小 型 の 新 書 版 な が ら,今 ま で そ れ ぞ れ の専 門 を通 じて な され て い た 研 究 で

は な く,モ リス ー 個 の 全 人 的 存 在 の 中 に彼 の生 き ざ ま を 見 つ め よ う とす る もの

で,少 く と も今 ま での よ う な部 分 紹 介 の 寄 せ集 め 的 内 容 で は ない 。 副 題 に も あ
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る よ うに"ラ デ ィカ1レ ・デザ イ ンの思 想"と 謳 っ て,ま た 菩 者rl身 あ とが き に

記 した ご と く"モ リ ス研 究 家 で は な くモ リスi三義 者"と して の 疏場 を蘭 萌 に し

よ うと した点,ユ ニ ー ク な 菩作 で あ ろ う0

モ ノ を創 り な が ら もの を 考 え,か つ それ を 具体 的 な ひ と つ の 文 章 に まで ま と

め}:げ て 行 くi1は,本 人 そ れ を自覚 す る と 否 とに か か わ らず,真 摯 な もの で

あ れ ば あ るだ け,身 をけ ず る よ うな背 水 の 行 為 で あ る。"思想 と作 品 と の1}5の逕

庭"あ り と した 柳 宗 悦 型 の 批 判 を こ うむ る こ とは覚 悟 しな け れ ば な らな い 。 眩

惑 させ られ る よ うな 装飾 と挿 絵 に満 ちた ケ ル ム ス コ ッ ト版 の 「チ ョー サ ー物 語 」

ケ ルム ス コ ッ ト版 ・チ ョーサ ー物 語(1896)

の ペ ー ジ を繰 る と き,書 物 と して の 読 み や す さ を唱 え た モ リ ス の理 論 は ど こへ

行 っ た の か と疑 い た く も な る。 チ ョー サ ー タ イ プ や トロ イ タ イフ の 活 字 に 果 し

て どれ だ け の 可 読性 が あ っ た の か と も思 われ る。 だ が こ こ で,モ リ スは1皮自身

の 理 論 の 枠 を自 ら踏 み 越 え ざ る を得 な い"モ ノ"そ の もの へ の 創 造 行 為 に燃 え ヒ

っ て しま っ た の で あ ろ う。夢 中 で お こな った 作 業の 果 て に誕 生 した もの が こ の
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よ う な も の で あ っ た と 言 え るで あ ろ うか。

デ ザ イ ン とい う作 業 は 常 に 作 者 の イ マ ジ ネ ー シ ョ ンと,仮 借 な い現 実 の 条 件 と

との 間 に生 ず る行 為 で あ る。 そ して その 大 小 を問 わ ず,自 己 の 創 造 で あ る も の

は,他 へ の提 供 に よ っ て は じめ て眼 の あ た りの もの と な る。 モ リス が額 椽 に 入

っ た タブ ロ ー の 画 家 に な っ て しま わ な か っ た の も,ひ とつ には 自 己 と周 囲 と の

せ め ぎ合 い の は ざ ま に,常 に生 身 を さ ら して い る こ とへ の,ど ち らか と い え ば

や や 自虐 的 な立 場 を自身 た の しん で いた の で は な い か と さえ 想 え るの だ 。 そ の

立 場 に在 っ て彼 は 彼 の"夢"を 見 るの で あ る。

近 代 産 業 の進 展 につ れ て デ ザ イ ンの 思 想 は 巨視 的 な もの に拡 大 し,大 量 の数

値埠埀が目標とな・々・
、地趾 に引か札て行・計醐 現実の巾气1:劉 モよ

・畔 裂かれ変貌して行く燗 の孅 を直接的肉体的に知ること鑽 酔 く

艶 で きた ・ プ ラ ンニ ン グで あ り・ シ ス テ ム で 聯 の はす べ て ・の 一与堕 ち

立 て られ よ う と し た。 そ れ は デ ザ イ ナ ー 粧 テ ク ノ ク で シマ の 中 に ど?込 まれ,

み ず ふ ら"MASS"を 左 右 で き る とい う錯 覚 に お ち入 っ た と,き か らで あ る。 こ

の さ い あ えて極 言 す る な らば,バ ウ ハ ウ ス は,こ の マ ス を標 傍 し,か た わ らに

大 衆 と い うコ トバ を抱 え,イ ン タ ー ナ シ ョナ ル な構 造 を設 定 し よ うと した と き

か ら,現 代 へ の 希 望 と は全 く う らは ら に育 て上 げ られ て行 く もの を,そ の 内 部

に 包蔵 して し ま っ たの だ。 内部 に あ る もの の 部 分 は い ま大 き く拡 大 しつ つ あ る。

そ の拡 大 の 状 況 は,か つ て大 正 時 代 に 青 年 佐 藤 春 夫 が 描 い て 見 せ た科 学 ・技 術

の"極 致 の 発 達"に つ な が りつ つ あ る。 この 極 致 に到 達 しよ う と しつ つ あ る も

の に対 して 人 間 は,一 方 で は その 発 達 を享 受 しよ う と努 め る か た わ ら,底 知 れ

ぬ 不 安 を抱 くの で あ る。 一 人 の個 人 の うち に こ の 矛盾 が あ らわ れ る と き,ふ た

た び ウ ィ リア ム ・モ リ スの 生 き ざ ま が,た ん な る過 去 の もの と して で は な く想

起 され て くるの だ 。個 が踏 み こ た え る こ と に よ っ て,個 の 周 辺 は 少 く と も変 化

す る。 そ して個 の 作 業 は 個 に終 始 しよ う と して も で き る も の で は な い。 拡 大 整

備 され よ うとす る産 業 の構 造 は個 人,ひ と り ひ と りの 内 部 の 変 革 に と もな っ て
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除 々 に で は あ る が変 貌 を余儀 な く され て 行 くで あ ろ う。 モ リ ス の 指 し た 中 世

は 彼 個 人 に と って 懐 か しい 中 世 で あ った か も知 れ な い。 しか し現 代 の わ れ わ れ

に と っ て彼 の 中 世 は ひ とつ の シ ンボ ル と な る。 モ リ スの ユ ー トピ ア は,近 代 イ

ンダ ス トリア リズ ムの 思 想 を飛 び こ え て,一 據 に中 世 指 向 の 理 想 郷 を展 開 した

と い う批 判 が あ る。 しか しモ リス の 本 性 は時 空 間 の 連 続 的 な階 梯 を越 え て こ こ

に,巨 大 なVisionaryと しての 特 質 を明 らか に して く るの だ 。

昭 和50年 代 一 とい う よ り20世 紀 末 に近 づ きつ つ あ る 日本 の モ リ ス評 価 が,そ

れ以 前 と質 的 な ちが い を見 せ て きた こ と をい ま一 度 ま とめ て み よ う。

ひ とつ は,モ リ スが 美術 工 芸 と い う分 野 で と らえ られ ず,デ ザ イ ン建 築 の 分

野 に お い て と ら え直 さ れ て きた こ と。 最 近 に お い て は,む しろ バ ウハ ウ スの 発

展 と その 悲 劇 的 な 崩壊 の の ち を指 す もの と して の 彼 の 存 在 が認 識 さ れ よ うと し

て い る こ と。 これ は ひ と り わが 国 だ け の 問 題 に限 定 で きな い で あ ろ う。

つ ぎに彼 の 資 質 の 本 源 と もい え る"内 在 す る詩 の 世 界"が,い ま に 復 活 しよ

うと して い る フ ァ ンタ ジイ そ して ロ マ ンスの 世 界 で 語 られ よ う と して い る こ と。

これ は初 期 の 「地 上の 楽 園 ・TheEarthlyParadise」(1868)か ら,後 期 の

「輝 く平 原 の物 語 ・TheStoryoftheGlitteringPlain」(1890)世 界 の 彼 方 の

森 ・TheWoodbeyondtheWorld(1894)「 世 の 果 て の 泉 ・TheWellat

theWorld'sEnd」(1896)「 裂 け ゆ く流 れ ・TheSunderingFlood」(1897)

その 他 ア イ ス ラ ン ドの 英 雄 物 語 な ど に続 く系 列 の 中 に,モ リ ス をロ マ ン テ ィ ク

な フ ァ ンテ ジ ス トとす る観 方 が生 まれ つ つ あ る よ うに思 え る。 彼 の創 作 活 動 の

大 きな部 分 を 占 め る こ れ ら ロマ ン スの 訳 出 は ま だ わ が国 で は 不 足 して い る。 し

か し,こ れ らの 物 語 群 の一 環 に彼 の 「ユ ー トピ アだ よ り」 を置 い て,単 純 に,

空 想 的 未 来物 語 と位 置 づ け て しま うと,彼 の社 会 活 動 の き び し さ を糖 衣 に ぐ る

み 込 ん で しま うお そ れ が あ ろ う。 だ が別 の 面 か らみ れ ば;モ リス の現 実 的 活動

の 本 元 に は,世 の 果 て の 清 い泉 を求 め て や まぬ騎 士 の 面 影 が常 に 彷 彿 す る と も
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い え る の で は な か ろ うか。

そ して社 会 主 義 者 と して の モ リ ス は再 度,彼 の 個 の 存 在 か ら湧 出 す る理 想 郷

構 築 の 思 想 を も と に して と らえ られ ね ば な らぬ で あ ろ う。

そ して最 後 に,モ リ ス の資 質 が,外 部 世 界 一 宇 宙 へ 限 りな く拡 大 し て 行 く人

間 の指 向 と と も に,人 間 の う ちな る領 域 一 ミクロコスモスの 果 て しな い 探 査 にの

りだ したサ イエ ンス ・フ ィ ク シ ョン=SFの 分 野 に お い て も問 題 に さ れ て き て

い る こ と。 た と えば1977(S52)ロ ン ドンで 発 行 され た 「TheVisualEncy-

clopediaofScienceFiction」 を見 よ う。

その03.011NTERFACEで は,ス イフ トの 「ガ リバ ー 旅 行 記 」,サ ミュ エ ル

・バ トラー の 「エ レホ ン」,オ ル ダス ・ハ ッ ク ス レー の 「猿 と実 在」 そ して オ ー

ウ ェ ル の 厂1984」 な ど,デ ィス トピ ア(悲 劇 的 社 会 とで も訳 す か)な ど の 系 列

に対 して,カ ンパ ネ ル ラの 厂太 陽 の 都 」,モ リ スの 「ユ ー トピ ア だ よ り」 な どが

と りあ げ られ て い る。SFが そ の底 辺 をパ ル プ マ ガ ジ ンや コ ミ ッ ク ス と しつ つ ,

そ れ らか ら生 育 して きた よ り思 想 的 さ らに い えば 哲 学 的 な表現,そ して そ こ に

あ らわ され た理 想社 会 ・未 来 社 会 へ の ア プ ロ ー チ が将 来,SFの 分 野 の 重 要 な

基 盤 と して,当 然 問題 に さ れ て く るの で あ る 。 か く して モ リ ス の存 在 は,次 の

世 代 にや さ しい郷 愁 をす ら抱 かせ っ っ,案 外 素 直 に受 け 入 れ られ て 行 くの で は

な か ろ うか。 た だ し,こ の人 間 的 なや さ し さの基 盤 に は,現 代 整 備 され つ つ あ

る管 理 社 会 機構 へ の 強 い抵 抗 が なけ れば な る まい 。 そ の た め に は,自 己 の 内 な

る世 界 に,明 確 な,外 部 世 界 に拮 抗 し得 る だ け の構 造 を創 造 しな け れ ば な らな

い で あ ろ う。 そ れ は,理 論 と創 作 の 同 時 実 践 に よ っ て構 築 され て く る個 の 世 界

を最 少 の単 位 と す る もの で あ ろ う。

そ して モ リス の"世 界"は,デ ザ イ ンの 分 野 にお い て の み な らず,ロ ッ クや

SFな ど と混 交 しつ つ,あ らゆ る媒 体 へ の 価 値 観 が 同 時 同 空 間 に共 存 す る世 界

と して,ま ず お の お の の個 人 の う ち に,ま た そ の 外 周 に,想 像 を超 え た綜 合 の

宇 宙 と して再 生 して く るの で は な か ろ うか。 そ して こ れ は,日 本 と い うテ リ ト
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リー を こ え て,次 な る世 界へ の 規 模 に拡 大 して行 くで あ ろ う。

後記 ・この原 稿 を書 い てい る最 中 に世 界 クラフ ト会議(WCC・1978.9.11→15)が 開催

され,私 も それ に加 わ り各種 の仕 事 に従事 す るこ とにな った。何 回 かの セ ッシ ョンに

参 加 し,司 会 な ど も行 っ た。 世 界 各 国 か らの ク ラ フ トマ ンた ちの 発 言 や作 品 を

前 に し て,手 仕 事 と機械 作 業 との 間 に あ る問 題 は,19世 紀 末 の モ リス の 時 代 以

降,根 本 的 解 決 が な さ れ て い ない こ と を深 く感 じた 。 こ こ でWCCに こ ま か く

触 れ る紙 面 は な い が,た ぶ ん"人 工"と"機 械 生 産"と の 問題 は 将 来 に わ た っ

て その 情 況 に応 じな が ら常 に問 い続 け られ,相 互 間 の"調 和"と い うもの を ど

こ に 見 出 し て行 くべ き か,そ の 位 置 に対 す る相 互 ρ 認 識 が,あ る ヤ、は ひ とつ の

"解 決"と で も呼 ば れ る もの に な っ て 行 くか とお も わ れ る
。

1978.Sept.15.(ひ らた ・よ りか ず)
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