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圄
ジ ェイ ・ダ ブ リ ン著

ダブ リンのデザイ ン透視 図法

岡 田 朋 二 ・山 内 陸 平 訳

鳳 山社発 行

"PERSPECTIVE
anewsystemfordesigners"

一 般 に人 間 の思 考 過 程 と され て い る
,問 題 把 握一 分析一 総 合一評 価 の過 程 は,そ の ま ま

デザ イ ン過 程 に あて はめ る こ とがで き る。 そ の 各 段 階 に お い て ,創 造性 と論理 性 とが 不

可 欠 で あ る。 相対 的 には,そ の一 連 の過 程 の 前半 に お いて 創造 性 が重要 視 され
,そ の後 半

にお い て は論理 性 が 重要 視 され る と云 え る。 け れ ど も,デ ザ イ ン過 程 に お け る創 造性 と論

理性 とは,決 して 明確 に分離 さ れ るべ き もので は な い。 こ れ ら創造 性 と論理 性 とは
,表 裏

一体 の もの で あ る
。 デザ イ ンにお け る創造 は,単 に無 目的 的 な創 造性 の みで 成立 す るもので

は な い。 そ れ が合 理 的,客 観 的 に裏 づ け され な けれ ば な ら な い。 そ れ ゆ え,上 記 の諸 段 階

に お け る創 造 性 と論 理 性 とが有機 的 に結合 され た形 で展 開 され て始 めて
,創 造 的 なデ ザ イ

ンが 成立 す る と云 え る。

デ ザ イナ ー が ア イ デ ア を展 開す る過 程 は,単 に ア イデ ア ・ス ケ ッチ の段 階 に留 るの で は

な く,い くっ か の フ ィー ド ・バ ッ ク ・ルー プ を含 む デ ザ イ ン過 程 全体 で あ る。 その ア イ デ

ア展 開 の過 程 で,デ ザ イナ ー に とっ て,欠 くこ との で きな い技術 の一 つ に透 視 図 法 が あ る。

従 来,透 視 図 は,そ の理 論 的 正 し さと用器 画 的 方 法 とが強 調 され るあ ま り
,単 にブ レゼ ン

テー シ 尹 ンの ため の 道具 と して のみ 扱 われ る こ とが 多 く,デ ザ イ ナ ーの意 図 を第三 者 に伝

え るた め の手段 にす ぎ ない かの 如 く考 え られ て い た。 しか る に,著 者 もこ の本 の は じめ に

述 べ て い る よ う に,デ ザ イナ ー 自身 に とって ,透 視 図 の もっ 意味 は,単 に プ レゼ ンテ ー シ

ョンの た めの道 具 と して あ るば か りで な く,デ ザ イナ ー が ,自 分 の アイ デ ア を確 認 し,さ

らに そ れ を展 開 す る た めの 大変 有 用 な技術 で あ る こ と を忘 れ て は な らな い。

彼 は,透 視 図 を二 っ に分類 して い る。 一っ は透 視 図 法 に よ る もの ,他 は,フ リー ・ハ ン

ドに よ る もので あ る。 彼 に よ る と,透 視 図法 は主 と して建 築 家 が,そ の 必要 に応 じて発 展

させ て きた もの が多 く,そ の 方法 は,建 築 家 の アイ デ アの 展 開 にあ った よ うに なっ て い る
。

即 ち,建 築 家 は,ア イデ ア を平 面上 で展 開 す る こ と が多 い,そ して ,考 えの まと まっ た段
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階 で平 面 図 か ら透 視 図 を描 いて行 く。 とこ ろが,工 業 デ ザ イ ナ ー に と って,平 面 図はア イ

デ アの展 開 には あ ま り役 立 たな い。 デ ザ イナ ー は全 体 の イ メ ー ジにつ いて 考 え を進 め て行

か な けれ ば な らな い か らで あ る。

そ こで彼 は,平 面 図 や側 面 図 を必要 とす る,主 に建 築 を対 象 と した,複 雑 で,視 覚 的誤

差 の生 じや す い従 来 の透 視 図法 を簡 略 に して,機 器 や家 具 を対 象 に した,工 業 デザ イナ ー

に とって便 利 な透 視 図法 につ いて述 べて い る。 本 書 に紹 介 さ れて い る,45° 透 視 図法,30°

-60° 透 視 図 法 ,平 行透 視 図 法,3点 透 視 図 法等 は,凡 て,従 来 の図 学 書 に述 べ られて い る

透 視 図法 にっ い て は,本 来 無制 限で あ っ た,対 象 物,観 察 者,画 面 の 諸 関係 に,視 角,大

き さ,縮 尺 の 三っ の基本 的 な制 限 を設 け る こ とに よ って,理 論 を単 純 に し,透 視 図 を正 確

に,か つ,自 由 に描 く方法 を工 夫 して,フ リー ・ハ ン ドに よ る描 写 力 を向上 させ るの に役

立 っ よ う に考 え られ た もの で あ る。 それ ぞ れの 方法 にっ いて,例 題 を あ げ なが ら,詳 しく,

て い ねい に理 論 的 な裏 づ けを行 い なが ら,容 易 に理 解 で きる よ うに解 説 して い る。 しか し

なが ら,理 論的 な正 し さだけ を追 求 す るの で は な く,作 図 中 に お け る,デ ザ イ ナー と して

の 熟練 した 目に よ る観 察 と,対 象 物 が視 覚 的 に正 し く見 える こ とを重 視 して い るこ とを忘

れて は な らない。

彼 が,フ リー ・ハ ン ドに よ る作 図 をマ ス ター して初 め て透 視 図法 に熟練 した と云 え る と

さえ云 っ て い る こ とか ら,彼 は,フ リー ・ハ ン ドに よ る作 図 を重視 してお り,ア イ デ ア展

開 の ため の技術 と して の 透視 図 法 の意 味 を強 調 して い る と云 え る。

この 原著 の初 版 は,す で に1956年 に出版 され て お り,1959年 には,著 者 自身,産 業 工 芸

試験 所 の 招 きで 来 日 し,デ ザ イ ナー とその造 形 表 現 の技 術 につ いて 講演 して い る。 そ の中

で,彼 は,デ ザ イナ ー の表現 技 術 と して の透 視 図 法 につ い て述 べ て い る。 これ を単 に第 三

者 に対 す る表現 技 術 と しての み理 解 す るの は片 手 落 ちで あ ろ う。む しろ彼 の強調 して い る

と こ ろは,デ ザ イ ン ・セ ンス を向上 させ るた め の一 手段 と して の フ リー ・ハ ン ド透 視 図法

の重 要性 で あ ろ う。

た と えコ ンピ ュー タで 透視 図 を描 くこと が可能 で あ る と して も,デ ザ イ ナー 自身 が 自分

の手 で 透 視 図 を描 くこ との意 義 が軽 視 され て よい はず が な い。 フ リー ・ハ ン ド透 視 図法 の

持 っ て い るデザ イ ン ・セ ンス 向上 の た めの 手段 と して の意 味 を明確 に し,強 調 して い る点

で,こ の 本 の持 っ 意 義 は大 き く,再 評価 され るべ きで あ る。

や や もす れ ば コ ン ピュ ー タの 能 力が過 大 評価 され か ね な い 今 日,デ ザ イ ナー の よ り人 間

的 な能 力 の重 要性 を確 認 す る意 味で,こ の 分野 での 原 典 と も云 える本 書 が,デ ザ イ ン教育

者 と して の著 者 か ら直 接指 導 を受 け られ た,岡 田,山 内 両 氏 によ る翻 訳版 として発 行 され

た意 義 は 大 きい。 京都工芸繊維 大学 増 山 和 夫
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