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ロ ン ドン便 り

羽 生 正 気

昨 年10月 よ り1ケ 年,文 部 省 在 外 研 究 員 と して,英 国 を主 に欧 米 の デ ザ

イ ン を現 地 で 研 究 す る機 会 に恵 まれ ま した 。 本 誌 が 発刊 さ れ る頃 には す で

に帰 国 して い る予 定 で す が,今 は まだ8月 末 日,所 は ロ ーマ で す 。

空 は気 が遠 くな る程 に青 く,灼 熱 の 陽 光 に白 亜 の 大理 石 が ま ぶ し い ば か

りに輝 や い て い ま す 。 対 照 的 に影 は あ くま で も黒 く深 く,キ リ コの 形 而 上

派 ヴ ィ ジ ョ ン,そ して 古 代 の地 中 海 文 明へ の連 な り を感 じま す 。 そ して,

木 陰 で は も は や初 秋 の 気 配 が 明 らか で す 。

最 初 ア メ リカ を ま わ り,英 国 に滞 在,7月 半 ば か ら ヨ ー ロ ッパ を北 か ら

南 へ 向 っ て い る わ け で す が,同 時 に近 代 か ら古 代 へ 歴史 を遡 行 して い る こ

とに な り,時 空 間 の織 りな す 多 様 なパ ター ンを ま ざ ま ざ と感 じ ざ る を得 ま

せ ん。 ア メ リ カ は 別 と して 同 じギ リシ ャ ・ロー マ の 伝統 と キ リ ス ト教 信 仰

に結 ば れ た ヨ ー ロ ッパ の う ちで も,人 々 の 生 活 様 態 や 街 の 造 形 に は そ れ ぞ

れ の個 性 が み られ ます 。 ドー ヴ ァ ー を渡 っ てベ ル ギ ー ・フ ラ ン ス に 入 っ た

とた ん に強 くそ れ を感 じま した が,ア ル プ ス を越 ヘ ロ ンバ ル ジア を経 て ロ

ー マ に近 づ くにつ れ
,主 た る研 究 地 で あ っ た英 国 は,さ な が ら異 教 の 文 明

圏 と さ え思 え て く る程 で す 。

英 国 は 年 中 曇 りが ち で,夏 で さ え うす ら寒 い 日 が少 な く な く,雨 や 霧 に

包 まれ る こ と が 多 い よ うで す 。 宿 舎 の 旧 モ リス宅 か ら眺 め て い る とす ぐそ

ば の テ ム ズ 河 の風 景 は しば しば 茫 洋 と して,ホ イ ス ラ ー の絵 が リア ル な視

覚 に基 づ い た こ と を確 信 させ ます 。

こ う した 文 化 圏 の 差 異 は,民 族 性,言 語,歴 史 な どの 諸 要 因 に よ っ て相

互 依 存 的 に形 成 さ れ る の で し ょ うが,明 らか に そ れ らの 中 で も風 土 の 差 異

の重 要性 に気 づ き ます 。近 代 デザ イ ン史 の途 上,ヴ ェ ルデ や ロ ー ス は,地

域 の 差 異 を捨 象 した歴 史 的 展 開 と して の 近 代 が,セ ンス や モ ラ ル に圧 倒 的

な意 義 を もつ こ と を強 調 しま した 。 近 代 デ ザ イ ンの 反 省 期 に あ る現 代 か ら
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は,そ の 歴 史 的 必 然 性 を充 分 に認 識 しな が らも,偏 っ た 意 見 で あ っ た と感

じ ざ る を得 ませ ん。

と りわ け風 土 の 差 異 は,人 々の 行 動 や 表 現 に大 き い影 響 を与 え て い る よ

うに思 わ れ ま す。 ヴ ォ リ ンガー を俟 た ず と も,南 欧 の 日照 が 人 々 を して 外

な る 自然 に親 和 感 を育 み,開 放 的 な 生 活 態 度 や 芸 術 を生 む の に対 し,北

欧 の寒 気 は 直 情 的 な感 性 の 発 露 を抑 制 して 何 らか の 反 省 的 知 性 の 統 括 を俟

つ よ うに思 わ れ ます 。 英 国 の場 合 さ ら に特 殊 で,そ う した 在 り方 が純 化 さ

れ た抽 象 的 な造 形 に向 わ ず に,個 々 の経 験 は実 践 的 理 性 に よ る反 省 の 下 に

常 に 中性 的 に保 留 さ れ るか にみ え ま す。

英 国 人 が事 態 へ の 関 心 を表現 す る の に 「普 通 の よ うで な い(unusual)」

とい う語 を よ く使 うの は これ と無 縁 で は な さそ うで す 。 そ して,プ ア ァエ

ロ 前派 を も含 め た 主 題 主 義,色 彩 や 形 態 表 現 に お け る非 決 定 性 ,「紳 士 的 良

識 」,「不屈 の 忍 耐 心」,「質素 な生 活 態 度 」,「実 際 的 な 価 値 観 」の 重 視 な どが こ

れ に連 な って 感 じ られ ま す。

反 面,英 国 に お け る 日常 の運 営 は,ト ー タ ル的 に み て きわ め て 能 率 的 で

明 快 だ とい え ま し ょ う。 局 部 的 には 日本 に おけ る効 率 化 に く らべ 鈍 く見 え

る点 もあ ります が,例 え ば旅 行 な ど しま す と,サ イ ン網 や 情 報 が 完 備 され

余 裕 を も った 対 応 を規 準 と して 全 体 が設 定 され て お り,日 本 国 内 に お け る

よ り,よ り よ く意 図 が 達 成 され豊 か な旅 が楽 しめ ます 。 イ タ リア で は な か

な か こ うは ゆ か な い よ うで す。 人 々の 人 間 く さ い対 応 や の び や か な感 性 に

共 感 しつ つ も,度 重 な る不 首 尾 につ い感 情 を爆 発 させ 我 を忘 れ て 日本 語 で

ま く した て た ら,そ れ で 結 構 通 じた と い っ た こ と も あ り ま した。

デザ イ ンに お い て も,こ の こ とは概 して い え そ うです 。 英 国 の デザ イ ン

には,フ ラ ン スや イ タ リア に お け る よ うな 問題 解 決 の 明 快 さ や表 現 に お け

るの び や か さ が欠 け て い る場 合 が 多 い よ う に思 われ ま す 。 一 見 して 「い い」

と感 じる よ り も,英 国 の デザ イ ンは 使 っ て み て 生 活 の 諸 関 連 や体 験 の 中 で

徐 々 に そ の 「よ さ」 が わ か っ て く る よ うで す 。
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