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團
NormanPotter:

"Wh
atisadesigner

educationandpractice"

Studio-Vista,London,1969.

(VanNostrandReinholdCompany,NewYork)

近来,脱 工 業化 ・公害 ・限 りあ る資源 な ど とい っ た言 葉 が しば しば口 に され,一 般 的 な

思 考 や行 為 め 方式 に,抜 本 的 な変 換 が要 請 され て い る。環 境 や情 報 の直接 的 な形 成 に携 わ

るデ ザ イ ンの領 域 も,こ う した動 向 を反 映 して,き わ めて 鋭 く根 本 的 な問 い を投 げか け ら

れ て いる とい えるだ ろ う。 こ う した情 況 認 識 を踏 ま え た示 唆的 な提 案 もい くつ か現 わ れっ

っ あ るよ うで あ る が,い まだ デザ イ ンを と りま く根 深 い混 迷全 体 を解 明 す るに は程 遠 い と

言 わね ば な ら ないで あ ろ う。本 書 の 著者,ノ ー マ ン ・ポ ッ ター に とって も現 状 は混 沌 に ほ

か な らず,そ の ため の欲 求 不満 が充 満 した状 態 と して把 握 されて い る。

ポ ッター は,現 状 の混 迷 を,モ ダ ン ・ム ー ヴ メ ン トか らの有 機 的 な発展 を阻 害 され た結

果 と見,さ ら にそ こ に,(1)現 象 的 に盛 行 す る既 成 の デザ イ ン界 の 因襲 化 した存 在,(2)

中性 的で 立 証 可能 な,非 美 学 的方 法 論へ の偏 よ った集 中,(3)現 実性 を欠 い た幻 想 的世 界

へ の 熱 中(43頁)を 指摘 して い る。 本 書 に お いて,彼 は,そ う した現 状 を打 開す る展望 や

方 法 論 を提 起 す ると い うの で は な く,む しろ デザ イナ ーの 仕 事の 実 態 を デザ イ ナ ー 自身 が

率 直 に反 省 す る こと によ って,そ こ に在 る不毛 を凝 視 しよ うと して い る。 す な わ ち,彼 は

今 こ そ もっ と も素朴 で基 本 的 な 問 い 「デ ザ イ ナ ー とは何 か」 を表 題 に掲 げ る こ とに よ って,

紋 切 型 の説 明やhowtoも の に流 れ るこ とや過 度 の 理 想化 ・卑 小 化 を警 戒 しな が ら,デ ザ

イ ナ ーが 問 い を冷 静 に しか も主体 的 に見 つ め,率 直 にそ れ を吐露 す るこ とによ っ て,混 迷

を真 の そ れ と派 生的 なそ れ に判別 す る こ と こそ先 決 だ とす るので あ る。 そ して,彼 は,こ

う した区別 だて が,春 秋 に富 み 実 状 に うとい学 生 に と って,彼 らが余 分 な混 迷 に左右 され

るこ と な くよ り本 来的 な探 究 の道 を歩 む た め に と りわ け必要 だ と して,本 書 を初 心者 へ の

手 引 きの形 式 で 著 した よ うで あ る。 した が って,本 書 は,簡 約 だ が具体 的で 懇 切 な入門 書

と して学 生 の読 書 に適 して い るだ け で な く,デ ザ イナ ー によ る真 摯 なデ ザ イ ン論 と して,

また信 頼 の お け る実態 報 告 と して,批 評 家 や研 究 者,教 育 者 に とって も有益 だ と言 える だ

ろ う。
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著 者,ポ ッ ター にっ いて は,本 書 の短 い紹 介以 外 には 日本 で は あ ま り知 られて い ない よ

うで ある。 紹 介で は,イ ギ リス内 外 の と くに建築 界で よ く知 られ た デザ イナ ーで あ り,王
.・ノ

立 美 術 学校 その他 で相 当の デ ザ イ ン教 育 の経 歴 をもつ と されて い る。 こ う した彼 の経 歴 は,

学 生 や 教師 の 実態 の 記述 や デ ザ イ ン ・ワー クの 分析 な ど を精 彩 あ るもの とな す よ う貢 献 し

て い るだ けで な く,一 般 的 な論述 に も様 々 に反映 して い る。 こ う した特 質 は,逆 に彼 の 体

験 の豊 富 さを物語 って い るの だ が,デ ザ イ ンが複 雉 な相 関性 を も ちな が ら もまず 「行動 の

王国 」 に属 す る領 域 で あ り,「 あ らゆ る考察 に先 ん じて 体験 的 考察 」 が重 視 されね ば な ら

ない とす る彼 の.L`・想 によ って,よ り一 層 強化 され て い る。

第1部 「デザ イ ナー とその 教育 」 の各 部 分 の内 容 を次 に簡単 に紹 介す る。

序 文 と と もに第1章 「デザ イナ ー とは何 か」 には,こ れ まで見 た著者 の 一般 的 な デザ イ

ンの情 況 に対 す る認 識 や態 度 が示 されて い るほ か,デ ザ イ ン概 念,ジ ャ ンル,デ ザ イ ン ・

ワー クの種 別,活 躍 場 所,な ど基 本 的 な項 目にっ いて の記 述 が 見 られ る。 最 初 に語 義 を検

討 し,デ ザ イ ンが理 念 的 に は基 本 的 で広 範 な人間 的 行 為で あ る と しなが らも,「 一 個 の職

業的 少数 者」 と して のデ ザ イ ナ ーの 実態 か ら,そ れ を把 え なお す必 要 が あ る と し,決 定 的

で は ない が若干 の 試 行的 な限定 を開 陳 して い る。次 に ジ ャ ンル で は,便 宣的 な方法 と して,

Productdesign(things),Environmentald.(places),Communicationd.(messages)

の 三分 法 を挙 げ て い る。 またデ ザイナーのf士事 の機 能 上 の種 別 として,座 元(impresario),

一

文化 伝 播 者(culturaldiffuser),文 化 産 出 者(culturalgenerator),助 手,寄 生 虫(parasite)

な どユ ニ ー ク な概 念 を提 起 し,そ の内 容 や相 互 関係 に触 れ て い る。 この ほ か デザ イ ナ ー が
し

所属 す る機関 の組 織 的性 格,規 模,業 務 内 容,デ ザ イ ナー の ため の 教育 の種 類 と卒 業後 の

進 路 や その後 の経 路 な どに も触 れ デ ザ イナ ーの 多様 な社 会 的存 在 様 態 が容 易 に想起 され る

よ う要領 よ く記述 されて い る。 全体 と して デザ イナ ー の実 態 に 力点 が お かれ て い るの は 当

然 で あ る が,同 闘キに常 に理 念 的 な もの に対 す る尊 重 を欠 か さな い点 と,中 道 的 なデ ザ イ ン

観 が窺 え る。

第2章 「デザ イナ ーは ア ーテ ィス トか」 で は,ミ ッ シャ ・ブ ラ ックの 考 え方 の拡 大 解 釈

か らデザ イ ン ・ワー ク に関 す る著 者 の 見解 が見 られ る。 す な わ ち,デ ザ イ ン ・ワー クの 実

態 は,ま ず 人 々 を通 じ人 々 とその 諸 問題 へ の 関与 と して把 え られ,彼 は,臨 床 医の よ うに

正 確 な診 断(問 題 の 分析)と 適 切 な処 方(デ ザ イ ン上 の勧 告)と を行 な う。 また常 に人 々

と討 論 し共 同 し,法 的責 任 と契 約 関 係 にお いて仕 事 が遂 行 され る。 この た め,言 葉 や関 係

の文 書 は,普 通 想 像 され る以上 に重 要 で あ る。 この点 で,総 じて純 粋 芸 術 家 は,質 的 に も

量 的 に も異 な る在 り方 をす る。 デ ザ イナ ー は こ う した彼 の仕 事 を遂 行す るた め に,各 種 の

指 示(instruction)を 用 い,そ の 表 示 と して 各種 図 像 も制作 す るが,そ れ は あ くま で 適 切
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で 正確 な伝 達 の た めの 手段 で あ って,画 家 の場 合 の よ うにそ れが 目的 とな りendproduct

と な るので は ない。 プ ロセ ス に お け るフ ィー ド ・バ ック につ いて は,デ ザ イナ ー の そ れ は

純 粋芸 術 家 の場 合 のよ うに柔 軟 さをもたず.ま た初 期 の デ ザ イ ン段 階 に集 中的 に行 なわ れね

ば な らな い。 さ らにそ れ とて も,創 造 的 契 機 か ら とい うよ りも,む しろ デザ イ ナ ーの 統 制

範 囲 外の 客観 的要 因 に起 因 す る場 合 が 多 い。 した が って,デ ザ イ ナー は,純 粋芸 術 家 に く

らべ,相 対 的 に,事 態 をつ きは な して見 る態度 が要 求 され,経 験 の 集積 に依拠 す る度 合 が

大 で あ り,自 らの 主観 的 な ヴ ィ ジ ョ ンに忠 実 で あ る度 合 が小 で あ る。

以 上 の よ うにポ ッター は,純 粋 芸 術 家 との比 較 か らデ ザ イナ ーの仕 事 の 特徴 を,主 と し

て歴 史 的社 会 的連 関 にお け る問題 解 決 に見 て い る。 しか し,そ の 実態 を10%の イ ンス ピ レ

ー シ ョ ン と90%の ハ ー ド ・ワー ク と表現 して い る点 に窺 え るよ うに
,両 者 の差 異 は もっ ぱ

ら相 対 的 な それ か ら説 明 されて い る。 ま して巨 視 的 な視 点 か らは,他 と区 別 出来 る類似 性

が充 分 に認 め られ る と して い る。 結 局,彼 は それ ら両者 を,多 くの要 素 を共通 の構 成要 素

と しなが らも,そ の 比率 を異 にす るた め に,そ れ ぞ れ異 な る 「場 の要 請」(ケ ラー)を もっ

もの と して 区 別 して い る。

第3章 「ク ラフ ツマ ンと しての デ ザ イ ナ ー」 で は,デ ザ イ ン ・プ ロセ ス にお け るク ラ フ

ト的側 面 と,ク ラ フ トを主体 と した小 規 模 生 産 の現 況 を概 観 し,デ ザ イ ンと ク ラフ トの 有

機 的 な連 合 の 意義 を説 いて い る。 そ して そ うした連 合 に向 けて,既 成 の デザ イ ンの側 か ら

と,ク ラフ トの側 か らとの両 方 の接 近 が示 唆 され て お り,そ の た めの現 実 問 題 につ いて の

こま ご ま と した忠 告 も見 られ る。 ま た,そ う した共 同 によ る よ り柔 軟 な ア プロ ー チ に適 合

した デザ イ ンの場 は,充 分 に見 出 され る と して い る。 全体 と して,リ ジ ッ ドな既 成 のデ ザ

イ ン観 をは な れ,そ れぞ れの 特 質 を よ りよ く連 合 す るこ と に意義 があ り,ま た そ の方 がよ

り現 実 的で あ る とす る観 点 が認 め られ る。 ワー ク ・シ ョ ップ ・デザ イ ンが,す ぐれ た教 育

の場 とな り得 る とい う指摘 も,興 味 深 い 。

第4章 「公 式 の デザ イ ン教育 」 で は,本 来 「行 動 の王 国」 に属 す るこの領 域 の 教 育 が,

アカ デ ミズ ム の場 にお いて 行 な わ れ るこ とか ら生 ず る意 義 や 諸問題 にっ い て,豊 富 な教 育

体験 を活 用 した煮 詰 め た見 解 が披 露 され て い る。 す で に,公 式の教 育 の 必 然性 につ いて は,

た と えば通信 教 育 や 直接 仕 事 を しなが ら学 ぶ とい った他 ρ 方法 で は得 られ な い長 所 を認 め

て お り,卒 業後 の 教育 と補 い合 いの 上 で と い う条件 っ きで,デ ザ イ ン教 育 に お け る中心 的

な場 と考 えて い る よ うで あ る。

しか し,公 式 の教 育 にお い て,デ ザ イ ン に必 要 な能 力や知 識 や そ の他 す べ ての もの が,

機械 的 に伝 授 し得 る とい うので は勿 論 な く,む しろ そ うした もの は限 られ た わず か の も の

にす ぎず,学 生 が 自発 的 に有 機 的 な関 係 づ け を行 な い なが ら摂取 す る こ とが肝 要 で あ る と
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して い る。 カ リキ ュ ラム も これ に即 した配慮 が必 要 で あ り,ま た期 間 内 にデ ザ イ『ン教 育 全

体 が完 結 すべ しとす るよ うな考 え方 や過 密 な計 画 は厳 にい ま しめ られ て い る。 こ の点 で ウ

ル ム に おけ るマ ル ドナ ー ドの 教 育観 を紹 介 し,そ の 高 い志 向 と精 密 な努 力 に,尊 敬 の意 を

表 しな が らも,自 らの立 場 にmを 画 して い る。 す な わ ち高度 に進展 す る現 代 の社 会 をよ

り正 し く改変 す るため の ヴ ィ ジ ョ ンや 知 識 が与 え られ るだ け で な く,そ れ を現 実化 す る組

織 的 な方法 論 や その他 の配 慮 を も学 生 に与 え る必要 が あ る とす る考 え方 に く らべ,ポ ッタ

ー は,そ こ に見 られ る父 子 主 義 的 な教 育観 や一 般的 な限 定 の困 難 さ には,疑 問 を投 げ かけ

て い る。彼 の教 育 観 は,厂 われ わ れ は(教 師 も学生 も)み な,等 し く闇の 中 で ろ うそ くを

か ざ し合 う身」にす ぎず 教 師 と学 生 の差 異 は 「学生 の 無 知 が皮 相 で あ るの に対 し,教 師の

そ れ が深 さを伴 う」点 に あ るだ け だ,と す る引 用 に よ く示 されて い る。 また彼 は,デ ザ イ

ン学 校 の価 値 を,多 くの 学生 や教 師 が同 じ目的 や類 似 の能 力 を もっ て一 っ の場 を共 有 す る

処 に求 め,そ の恩 恵 を,個 々 に と って 意味 を もつ規 準,す な わ ち同意 の 範囲 が漸進 的 に拡

張 され っっ 共 有 され る点 に求 め て い る。

実 際 の デザ イ ンの場 の体 験 を い か に教 育 に組 み込 む かは,技 術 的 に困 難 が 多い と しなが

らも,是 非 必要 だ と して様 々 な ケー ス につ いで 論 じられ て い る。 しか し,根 本 的 な 問題 と

して,教 育 が,現 場 に慣 い な が らも現 場 を批 判 し先 導 す べ きだ とす る二 重性 を もっ 点 があ

り,こ の こ との正 しい認 識 が,そ れ らの企 画 の 前提 と な らね ばな らな い とさ れて い る。

第5章 「何 が グ ッ ド ・デザ イ ンか」 で は,以 上 の デ ザ イ ン観 が現 実 化 され た場 合 に,価

値 判定 の規準 と なるべ きもの が尋 ね られ てい る。一 言 で い えば,そ の 規 準 は,人 間 的 社 会

的 「価 値 を事 実 の世 界」 に実 現 す るた め の最適 な行 為 に求 め られ て い る。 しか し,そ うし

た グ ッ ド・デザ イ ンが現 実 に共 有 され た規 準 と して適 用 され るに は,さ まざ まな障 害 があ

り,そ れ らに触 れっ っ デ ザ イ ンの 社 会的 機能 や意 義 に も論 及 して い る。

第6章 「要 約」 では,以 上 が学 生へ の 忠 告 の形 式 で ま とめ られ,デ ザ イ ン が巾広 い領域

にわ た る妥 当性 を要 求 されつ っ も,特 殊 な決定 で あ る とい う構 造 を もつ ことを強 調 している。

第2部 は,「 デザ イ ンの 手順 に関す る註」 と題 し,以 下 の項 目 につ き,デ ザ イ ンの 方法

に関す る見解 の 詳細 が示 され て い る。第7章 「紹 介」(各家 の 方法 論 との 区別),第8章 「分析

的 アプローチ は何 時 必 要 か」,第9章 「デザ イン ・ワー クは姻 可に遂 行 されるか」,第10章 「デザ

イナーのための コミュニケ ーション」,第11章 「各 種 図像 とモデ ル」,第12章 「設 問 する とい うこ

と」,第13章 「情 報の収 集」,第14章 「レポ ー トとその記 述」,付 録1「 参 考 書につ いて」,付 録2

「初 心 者へ」,付 録3「 美 術 ・デザ イ ン教 育 国 民 会議 の 報告,ロ ン ドン・1968年 」。

京都工芸繊 維大学 羽 生 正 気
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