
抽象芸術の二つの時期
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は し が き

ニュー ヨークで1 961年に「アメリカの抽象表現主 義者とイマジスト」展が 聞かれ，1963

年K「新しい抽象に向って」展が組織され，64年にはロスアンジェルスその他で「絵阿的

主Ii象以後の他象」民が｜苅かれた。

乙れらの展覧会は1950年代の抽象表現主義への反動として苫い山一代のfhl'J k生まれた新し

い他象芸術の傾向を示すために組織されたものである。 さらに1966年には「プライマリー

． ストラクテ ュアス一一アメリカとイギリスの若い彫刻家」展と「システ ミ ック・へイ ン

ティングJ展が組織され，こうした「ニュー ・ アブス卜ラクシ ョン」の傾向K対しては「

ミニマル ・アート」，「A B Cアート」，「還元的芸術」，「拒否の芸術Jなど8ままま

な名称がつけられた。

乙の1960年代の「新しい抽象Jの動きは直接には先行する50年代の抽象表現主義に対抗

する新傾向であるが，ζれ告と1�山紀へfごてたflti象芸術の閲J"fiJV］の動きと対比してみようと

いうのが 乙の小論のも くろみである。

ある記事によれば，1960年にはニューヨークで未来派50年展が聞かれている。 現代の他

象芸術の発端はいつなのか，ゐるいはどの作品が最初の抽象芸術といえるのか，といった

問題Kついてはこれまで多 くの議論がゐった。 乙の問閣について多くの見方が あること自

体，起源を一つにしぼる 乙との無理である所以を示している。 しかし，1 910年前後のヨー

ロッパのい くつかの革新の動きを雌l象芸術のはじまりとみれば，それ以後1960年代K重る

半世紀のma 1ζ抽象芸術はゐらゆる可能性を求めて多機な展開を示してきた。 さまざまな試

みとその拡散のあとで， 一つの サイクルがめくったと感じさせるような動きが 1960年代に

現れる。 話を少し広げて言えば， ネオ・ダダイズムと呼ばれた運動がアメリカで生まれた
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のは1960年ころである。

「プライマリー・ス ト ラクチュアズ」ゃ「ミニマル ・ アート」など批評家が付けた名称

はともかく， ス テラやジャ ッドなど－ff（：の作家Tこらの 乙の｜時期の仕事をいまかりに「新し

い抽象」と総攻f\すれば， それは1910年代の初期制1象芸術と対比した場合どのようなかかわ

りをもつのだろうか。 「新しい抽象」が単純な幾何学的形体をIMIとした基本的要素を重視

する態度と初期抽象芸術のシュプレマティスムや構成主義の幾何学的傾向とのl\\'IJ 1とはとの

ような隔たりがあるのか。 二つの｜時期の基本的傾向に焦点を令わせながら比11疫を試みるこ

とにする。

I ロ シ アの抽象芸術

a. “プリミティヴ” への回帰と レイヨニズム

いわゆる写実主義からの縦反は1880年代から セザンヌ，ス ーラ， ゴーガン， コッホ， Jレ

ドン， モローなどのfHI吋〉ら目立ち始めている。 この19世紀末期の主要な制向は広い意味

での象徴主義的気運であるといえよう。 それは目lζ見えるものの範囲をこえて見えぎるも

のの表現にいとむ尚みのはじまりだった。 そういう意味でおIJ象芸術の先駆的努力はすでに

象徴主義世代の作家たらによって口火をきられていた。

視覚的感覚の次元を こえた 「見えざるもの」 を表現するためには自に見えるJI� 体， 色

彩， 空間などの変JI�， 転換， 単純化， 強調といった表現方法の変革が必要だった。 「見え

ざるもの」の等価物を具体的表現にもたらすための手がかりとして プリミティヴなものへ

関心を均せたのも象徴主義世代の作家たちだった。 エジプト芸術， 日本版画， Jレ ネ サ ンス

前期のプリミティフ， 熱槽の芸術， ケノレト文様やゴチック文化なとがその関心の対象とな

った。

目をロシアl[ijII;ずると， そこでは19世紀末以後フランス をはじめとする西欧との交流が

活 発となる反而， l�I国の古い文化や農民芸術のなかにインス ピレーシ ョンを求める動きも

強まっている。

華麗な舞台芸術によって国際的K名を知られたディアギレフやノミクス トたちの「芸術位

界」グソレープは西欧への深い傾斜を見せながらもロシアの民族的要素を装飾的に周し、て独

特のエキゾチシズムを発散させた。

ロシアの象徴主義の代表的作家はEハイノレ ・ ヴノレーベリ0856 1910 ) であるが， 彼は若

いころキエフの教会02世紀） の壁画修復に参加してビザンチン絵画にひきつけられた。
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彼の幻i慢の 世 界と深い内1(11感情の表現はモローを思わせると乙ろがゐるが， 『坐るデーモ

ン』( 189 0)をはじめとする作品の制部は モザイク的な色斑の角ばった小切片がリズミカノレ

に配置され， その子法は「音楽的キュビス ム」 と名づけ た くなるような係相を示してい

る。 美術の流れのなかから突然飛躍したかに見える彼の先臨IX的伝手法と 地卜・的なものをJ也

えようとする超絶の精神はその後20111紀Kなって突／！＼するレイヨニズム， そしてことにシ

ュフレマテイズムを)IJ：志した

といえる fごろう。 むしろ， そ

れはロジア的なものの伏流で

あると言った方がいいのかも

しれない。

1911 1914年代ラリオーノ

フとコンチャ ローグァはレイ

ヨニズム（光線主義）の 名の

もとにきわめて抽象主義的な

作品を制作した。 その光線と

は 目に見える光線ではな く，

ラリオーノフの文誌によれば

， 「放射線， 紫外線，反射」

図 1 ラ リ オーノ フ J古川、 レ イヨニ ズム 1911  

である。 そして「物体A からの放射光線の総体は物体Bから発する放射光線の総体と交�l'i

し，それらの聞の空li''ilにある）！�象が現れる。 それは阿家の芯志Kよって遊間tされたもので

ある」。

ラリオーノフは 1913年のレイヨニズム宣言のなかでレイヨニズムを「キュビス ム， ラ1亡米

主義， オノレフィスムの総合」と性格づけている。 しかし，よ く指摘されるように 乙の立需

のなかには自動車， 飛行機芯どマリ ネッティの未来派宣言を前提に した言葉が出て くる に

けでな く，レイヨニズムの作品もなんらかの）！�でイタリアの未来派の刺激をうけて生まれ

たものと思われる。

放射する色彩の線が交釦するレイヨニズムの両而からは物体のフォル ムが次第に姿を消

し，ついには色彩の放射線が画而全面を支配する全 くの:ll:IJ象主義的作品が生まれた。

それは色彩のTfi'iでも岡市構成の而でも禁欲的に自制しながら構造的分析を惟し進めた分

析的キュビス ムの方向とは逃って， 全体の調子としてはイタリアの未来派の傾向に近いも

のである。 ラリオーノフがボッチすーニ， パノレラ，カノレラなどイタリア未来派の 作品をと
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の 程 度j、：u っ て い た の か倣： か な こ と は 言 え な い と し て も ， 彼の レ イ ヨ ニ ズ ム 作品 は イ タ リ ア

未 来 派 が ｜唱 え る 「宇宙的 タ イ ナ ミ ズ ム 」 ゃ 「 タ イ ナ ミ ッ ク な 感覚」 と 通 ず る も の を 表 現 し

て い る 。

イ タ リ ア 未 来 派 が 「 力 の 線」 あ る い は 「 力 の 色 彩」 と 称す る も の が 笑際 の 作 品 て‘ は ス ー

ラ な ど の 「 分割主義」 K 刺激 さ れ た 点的屈しの 手法 に よ っ て 表現 さ れ た よ う に ， ラ リ オ ー ノ

フ の 「放射線」 の 表現 は か な り 気 ま ま な 印象主義的筆触 で な さ れ て い る 。

レ イ ヨ ニ ズ ム の 「放 射線 」 は 生命 的 エ ネ ル ギ ー の 表現 と 見 る 乙 と が で き ょ う 。 「宣言」

の な か で彼 は 「 生の た め の 芸 術 ， ひ し ろ そ れ 以 上. fζ ， 芸 術の た め の 生 ノ 」 と 告 い て い る 。

他方 で 彼 u 「 具 体 的 11；；休 か ら 解放 さ れ た 」 レ イ ヨ ニ ズ ム 絵日1iの 様式 を 賛美 し ， 「 そ れ 白

身 の フ ォ Jレ ム ， 色彩 ， 首色 を 具 え た 自 足 的絵繭」 の 到来 を 告 げ て い る 。

彼 の レ イ ヨ ニ ズ ム 絵 回 が イ タ リ ア 未来派 よ り も さ ら に H象的JI；；休 か ら の 解放 の 度 を 進 め

て 色彩の 線 や）；（：［点 だ け か ら な る 「 自 足 的絵 岡」 を 生 み ／：L \ し た と し て も ， そ の 「 ｜主 l 足 的絵図｜

J を 彼 自 身の 以前 か ら の 様 式 の 当 然 の 帰結 と 見 る の は 不 自 然 な 見方 で あ ろ う 。

レ イ ヨ ニ ス ム の 手 法 に 影響 を 与 え た 可能性の あ る も の と し て 筆者 は モ ザ イ ク 風の 色斑 を

リ ス ミ カ ノレ に 配置 し ， フ 持 Jレ ム を 小切片 で タ イ ナ ミ ッ ク に 分解す る ヴ ル ー ベ リ の 手法 を 挙

げ た ζ と が あ る が ， ジ ョ ン · E ・ ボ ー ル ト も ヴ ル ー ベ リ の 手法が ラ リ オ ー ノ フ の レ イ ヨ ニ

ズ ム 手法 と つ な が る 可能性の あ る 乙 と を 示唆 し て い る 。

こ れ は ロ シ ア 園 内 で の 先駆的手法 と の 関 l!l:iー で あ る が ， 目 を ｜到 外 K 転 ず れ ば ， さ き の イ タ

リ ア 未 来 派 の ほ か に カ ノ デ ィ ン ス キ ー や マ ル ク ら ミ ュ ノ へ ン の 「 フ ラ ウ エ ・ ラ イ タ ー 」 ク

) レ ー フ と の 関連 も 無視 で き な し 、 。 同 じ く ボ ー ル 卜 は 最近の文 主主 で 「 レ イ ヨ ニ ス ム は フ ラ ン

ツ ・ マ ル ク と 相互参照 し た こ と は 明 ら か」 で あ る と だ け 簡 潔 な 指摘 を し て い る 。 カ ン デ ィ

ン ス キ ー ら ミ ュ ン へ ン の ク ル ー プ と フ ル リ ウ ク や ラ リ オ ー ノ フ ら ロ シ ア 在住 の 前衛 クソレ ー

フ と の 作品交流 は 1 909��三か ら は じ ま っ て お り ， こ と に �iWや 森 を 主胞 に し た コゐ ン チ ャ ロ ー ヴ

ァ の レ イ ヨ ニ ズ ム 作品 と フ ラ ン ツ ・ マ ル ク の 手法 と が か な り 近 い 関 係 に あ る と い う 文章 を

筆 者 は 以 前 書 い た 乙 と が め る 。

乙 れ は 手法 の 而 か ら 見 fこ 関連 で あ る が ， ラ リ オ ー ノ フ が 乙 れ ら 西 ヨ ー ロ ァ パ の 前 衡 に 対

し て と っ た 態 度 は 結局 強 い 感情的反発 と な っ て終 っ て い る 。 彼 は 『 宣言』 で 「美 し き 東方

栄 え あ れ ノ 」 と 叫 ん で ， ！：§ ヨ ー ロ ッ パ と 対決 し よ う と す る ナ シ ョ ナ リ ズ ム の感情 を あ か ら

さ ま に 表 明 し て い る 。 わ れ わ れ 東方 は 感情 の 強度 在 ， そ し て そ の 高場 の ｛i'f°£7（ な 感覚 を 高 く

評価す る 。 そ う し た 東方の フ ォ ル ム を 卑俗化 し ， す べ て の 水準 を 下落 さ せ る 四万 に わ れ わ

れ は 敵対す る ， と 彼 は 主張 し た 。 彼 は ミ ュ ン へ ン で活躍す る カ ン デ ィ ン ス キ ー と の 作品 交
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流 を つ い に は 拒否 し て 彼 を 西 欧の 風潮 K か ぶ れ た デ カ タ ン と 非 難す る の で ゐ る 。

こ う し た ナ シ ヲ ナ ノレ な 感情 は も っ と 前 か ら 彼 の クソレ ー フ に 恨 を お ろ し て い た 。 彼 ら 若 い

llJ: （ に は 早 く か ら シ チ ュ ー キ ン や モ ロ ゾ フ の コ レ ク シ ョ ン そ の 他 を 通 し て 後jむIJ W 象 派 か ら キ

ュ ビ ス ム に 至 る 最 も 新 し い 西 欧の 作 11fi11 fζ接す る 機会 を も っ て い た 。 そ れ と 同 ｜｜相と ロ シ ア ・

イ コ ン や jレ ホ、 ッ ク （ ロ シ ア 民民版 阿 ） な ど の 民族芸術への (i;(i 倒 を 通 し て 新 し い 表現の f�llt1i

が 行 わ れ て い た 。 精 神性 の 表制 を 可能 に す る イ コ ン の さ ま さ’ ま な 特質一一 副尖 的 な 外観 に

と ら わ れ な い 空l品j 表1}6 ， 簡 潔な フ ォ Jレ ム に よ る 強 い 表現性な ど ーー ま た ， 民 衆j仮 回 の 素 朴

で 伝 ま な ま し い感情表山 な ど は 凶｜欧の 新 し い 刺 激 に 対応 し よ う と す る 若 い 芸 術 家 た ち に と

っ て 自 分 た ち の ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 支 え と な っ た ば か り で とf く ， 既成の 画担 を 否定 し て 「

未来芸 術」 を め ざす 彼 ら の恰好の 手 が か り と な っ た 。

そ う し た 動 き は コ ン テ ャ ロ ー ヴ y の 歩 み に 典 1\IJ 的 に 示 さ れ て い る が ， ラ リ オ ー ノ フ は 1 1

常生活の 身近な テ ー マ を な ま な ま し く 風刺的 に 表現す る 削 向 が 強 い 。 1 908年 か ら レ イ ヨ ニ

ス ム へ移 る l時期 の 作 111111 ， こ と に 兵日生活 を 主題 に し た 絵 は 民 衆 の 落 書 き や 漫 阿 に 近 い 表 現

と な っ て い る 。 兵隊の 1-1 か ら I L\ る 歌や 文 句 を 混 同風 K -jJ:!＝ き 込 ん だ り す る の は 社 会の 良俗 や

趣 味 に 平手打 ら を 加 え る 未来主義者た ち の や り 方の き ざ し が す で に 現れ た も の と 見 て よ い

だ ろ う 。

1 9 12年の 『 森 」 と Ji!filす る ·（！.！！ 婦の 絵 も 稚捕 な 落占 き を 思わ せ る 全 く ブ リ ミ テ ィ ヴ な 線怖 を

ヨー に し た 絵 で あ る が ， そ 乙 lと は 天Pif組漫 な エ ロ テ ィ シ ス ム が 漂 っ て い て 生 命賛美の 感 情 が

は っ き り 打 ち 出 さ れ て い る 。 ヴ ァ イ タ Jレ な 力 Iζ 動 か さ れ て 既成の社会的慣習や秩序 を 刷 笑

し ， 既成の論理 と 言語 を 破壊 し よ う と す る の は ロ シ ア 未来 派 に 共通す る 精神 で あ る が ， ラ

リ オ ー ノ フ が レ イ ヨ ニ ズ ム ！乍 l日l で・物体の フ ォ Jレ ム を 消 し 去 っ た の も 乙 う し た 現実否定 と 未

来志 向 の ヴ ァ イ タ ノレ な 衝動 に 動か さ れ て い た か ら だ と 理解 し た 方 が よ か ろ う 。

b. 非 対 象 芸 術

象 徴主義世 代 の ベ ヌ ア が キ ュ ビ ス ム を か ら か っ た 論文 を 発表 し た こ と に 反 発 し て オ ル ガ

． ロ ザ ノ ヴ ァ は 「新 し い 創造 の 原理 と な ぜ そ れ が理解 さ れ な い か に つ い て 』 と 題 す る 論文

を 誼 い た （ 発 表 は 1913年 で ゐ る が ， 執筆 は 前 年 と 抱測 さ れ て い る ） 。

彼 女 は 絵画芸術の 創造の過程 を 次の 三段階 に 分 け る 。

1 .  直観の原則

2 . 見 え る も の の 個人的変形

3 .  抽象的創造
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ま ず l当 然 を 目 の 前 K し て ， l�I K 見 え る も の の 魅力 に ひ か れ た 芸術 家 K 創造への最初の願

望 が 生 ま れ る 。 そ の 直観 的 衝 動 は 主趨 を ilili沢す る 。 芸術家 は 従 来 の 下僕 的 岡 家 や 写真家 の

よ う に 単 に 自 然 を 受動 的 に 機 倣す る 者 で あ っ て は な ら な い 。 第 二段階 の 「 自 然 の 倒人的変

31ラJ K 関 連 し て 彼女が ア ル カ イ ッ ク l時 代 や 原 始 あ る い は 未聞社会の 作 品 に 言及 し て い る 乙

と は 興味深 い 。 い ま や芸術家が絵画 を 創造す る と い う の は 単 に 自 然 を 模 写す る 乙 と だ け で

は す ま な い 。 自 然 lζ つ い て の プ リ ミ テ ィ ヴ な 概念 を 近代 の あ ら ゆ る 創造 的思考 で 複雑 化 し

た �；念 に 従属 さ せ ね ば な ら な い 。

フ ァ ン ・ コ ッ ホ の タ イ ナ ミ ズ ム ， セ ザ ン ヌ の コ ン ス ト ラ ク シ ョ ン や 面 の 次 元の 問題 な ど

か ら 山 発 し て 現在 の 未来主義 と キ ュ ヒ ス ム が重視す る の は 絵 画 的 ダ イ ナ ミ ズ ム ， ヴ ォ リ ュ

ー ム ， 平衡 ， 重量 と 1!1€重；Lil ， 線 と 而 の変位 ， 空間の 正 当 な 分剖 と し て の リ ズ ム ， 市 の 次元

な ど で あ る 。 そ れ ら は 事！？芸術 の 「 自 足 的 な J 意味 を 板拠づ け る も の で あ る ， と ロ ザ ノ ヴ ァ

は 主張す る 。 「 創造 に お け る 新時 代一 純粋 に 芸術 的 な達成が な さ れ る 時代 」 ， 「偉 大 な 絵

画芸 術が最終 的 K ， 完 全 に W(o放 さ れ る 時 代」
）

一 文 1=j� K 見 ら れ る こ れ ら の 表現 は 当 時 刷 、

わ ゆ る 立 体 二 未来派 の 精 神 的雰｜却気 密 若 し 、 前f俗画家の言葉 で 1L l :£:qま し た も の と い え よ う 。 ベ

ヌ ア の属 す る 「芸 術 の m w」 ク ル ー フ の 作 品 を 「 イ｜間人的経験の感傷性」 は も と つ く 貴族趣

味 の 安 楽 な 芸 術 と 批判す る ロ ザ ノ ヴ ァ は 前 世代 の 象徴派 と の 断絶 を は っ き り 表明 し て い

る 。 そ れ 以 上 に こ の 論 文 は ロ シ ア 立 体 ＝ 未 来派の理論 的線拠 を 示 そ う と す る 意 図 で書 か れ

た だ け に 彼 ら の 未来 志 向 の 熱望が端的 K 示 さ れ て い て 興味深い 。 マ レ ー グ ィ ッ チ の シ ュ フ

レ マ テ イ ズ ム に 通 ず る 論調 が 彼女の 文章 の 合 聞 に 感 じ ら れ る こ と も 見逃 せ な し 、 。

マ レ ー ヴ ィ ッ チ の シ ュ フ レ マ テ イ ズ ム が い つ 生 ま れ た か に つ い て は 不 明 な 点 が 多 い 。 マ

レ ー ヴ ィ ッ チ l�I 身 は 後年 ， 「 シ ュ プ レ マ テ イ ズ ム は 19 13年代 モ ス ク ワ で 生 ま れ た 」 と 主援

し ， 「 ｜二 i の 上 の 黒 の 正方Ji；」 と い う 有名 な 作 品 も 同 じ 年K 怖 かれ た と 述べ て い る こ と か ら

従 来 1 913年説 が 多 く 諮 ら れ て き た 。 し か し ， 1913年 と 14年の 彼 の 作 品 は 阻 ヨ ー ロ ッ パ の 総

合 的 キ ュ ヒ ス ム lζ 近 い も の ， も し く は 「超理性的 リ ア リ ズ ム 」 と 名 づ け ら れ た 類 い の も の

で あ り ， シ ュ フ レ マ テ イ ズ ム の 作 品 が は じ め て 出 品 さ れ た （39点） の は 1 91日下 12月 の 「最

後 の 未 来 派 民 0' 1 0」 の と き で あ る 。 「 臼 の 仁 の 黒 の 正方Jiラ』 も 乙 の と き に は じ め て 公 表

さ れ た 。 こ う し た 乙 と か ら ア バ ス ク は 1 913年説 を し り ぞ け ， シ ュ プ レ マ テ イ ズ ム の 誕生 は

「市＇j;fil'. V （ ト ラ ン ヴ 7 イ B ） 」 展 と 「0 , 10」 展の fMiJ ， つ ま り 1915年中 の こ と で ゐ ろ う と 主

張 し た 。

し か し ， カ ミ ラ ・ グ レ イ は マ レ ー ヴ ィ ッ チ が 1913年 に オ ペ ラ 「太 陽の 征服J の 刻台 と 衣

裳 を デ ザ イ ン し た と き の 図 案の な か に 「 l ’ ｜ の 上 の 黒」 と 似 た ス ケ ッ チ が あ る 事実 を っ き と
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め ， そ 乙 tζ シ ュ プ レ マ テ イ ズ ム の 出 発点 を 見 ょ う と し た 。

ナ コ フ は 1915年以 前 K シ ュ フ レ マ テ イ ズ ム 作 品 が 制作 さ れ て い た と い う 見解 を 批 判 す る

立場 を と っ て い る が ， 191 3年の オ ペ ラ 制 作 の l時期 を 重視 し て い る 。 オ ペ ラ 「太陽 の 征服』

は シ ナ リ オ を ク jレ チ ェ ニ フ ， t告訴さ を マ チ ュ ー シ ン ， 鋭台 と 衣 装 の デ ザ イ ン を マ レ ー ヴ ィ ッ

テ が担 当 し て 制作 さ れ ， 乙 の 年の 12月 に へ テ ノレ ス フ”ノレ クー で 上演 さ れ た 。 ナ コ フ は 1913年夏

乙 の三人が フ ィ ン ラ ン ド の ウ シ キ ル コ lと あ る マ チ ュ ー シ J の 別 荘 で 構想 を ね っ た l時期 K ill]
10) 

造 的 な 精神 高揚 が あ っ た と 見 る 。

画 家 で あ り 音楽家 だ っ た マ チ ュ ー シ ン は こ の 年の三月 に グ レ ー ス と メ ァ ツ ァ ン ジ ェ の

『Du Cubisme』 (Dec. 1 9 1 2 . Paris ） に つ い て の 山 科 を 発 表 し ， そ の 伝 か で ウ ス ぺ ン

ス キ ー 0878 1 947） の 『Tertium Organum』 (St. P巴tersburg , 1 9 1 1 ) の 象徴 主義

的 ， 神 秘 的理 論 を 引 合 い に 出 し て 論 じ た と

い う 。 ナ コ フ に よ れ ば ， 1 9 13年夏 ， マ チ ュ

ー シ ン は 当 然 乙 の ウ ス ペ ン ス キ ー の 超越論

的思佳！ を マ レ ー ヴ ィ ッ チ に 吹 き こ ん だ で あ

ろ う し ， そ の 影響 は シ ュ プ レ マ テ イ ズ ム の

精 神 的 基 調 l ζ 及 ん で い る と 見 ら れ る 。

ウ ス ペ ン ス キ ー の 神秘的 ， 汎神論的形而

上 学 は 「心 的生活の 凶 次元的統一」 や 「 1:":j

次の 直 観 」 を 唱 え ， 地上 的 ， 物質 的次 元 を

超越 し て よ り 青 山 、 次兄へ ら せ ん 状 に 上昇 し

つ つ 四 次元 の 心 的 世 界 に 達す る 精 神 主義的

超越論 を 説 く 。 芸 術 家 を 駆 り 立 て る 無意識
図 2 7 レ ヴ ィ ッ チ とl の 仁の黛の正方形

の推進力 を 直観 と み な し ， そ の �：i次の能力 を 強調す る 象 徴主義1の 風 潮 K 傾 き 封 か っ た マ レ

ー ヴ ィ ッ チ が こ う し た ウ ス ペ ン ス キ ー の 思想！ か ら 何 ら か の イ ン ス ピ レ ー シ ョ ン を 受 け な か

っ た は ず は な い と み る ナ コ フ の 推測 は 当 っ て い る よ う に 思 わ れ る 。

高次 の ｜立界の 表現 を 求 め て 「未来 の 言語 」 を 語 る ウ ス ペ ン ス キ ー と 既成 の 言語 の 枠 を 超

え た 冒 険 を 試 み て い る 未来派 と が 交 わ る 点 は ζ う し た 現笑超越の 志 向 と い う 精 神 的 側W11 K

あ っ fこ 。

オ ペ ラ 「太 陽 の 1LEIJ限』 の シ ナ リ オ は 旧 IJJ界の没落 を 宇宙的 イ メ ー ジ で 表現 し て い る と い

わ れ ， 文 明 が 全 く 新 し い根本的変 化 を 迎 え つ つ ゐ る と l 、 う 未来 派 の 感情 を 反 映 し た も の で

あ っ た 乙 と は 言 う ま で も な し 、 。
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当 II寺 は 文学 ζ と に 詩の 領域 で も 造形美術の領域 で も ， 未 来主義が最盛期 を 迎 え て い た 。

旧 来 の 論理 や 言 語 の 限 界 を 突破 せ ね ば な ら ぬ と 感ず る 衝動か ら 未来主義者た ち は 反 自 然

主義 的 な 「�＇＂ ・ 論理的 」 表現や 「超 ・ 理性的」 表現に走 っ て い た 。 文学の 分野 で は ， 会 く

通 常 の意 味 を 破壊 し て し ま う 語法 ， ま る で無関係 な イ メ ー ジ の 凱列 ， 搬首語 に よ る ノ ン セ

ン ス な表現な ど 言語 の 限 界 を 突 き 破 ろ う と す る 詩の 試 み が盛ん だ っ た 。 造形美術 で も ， た

と え ば マ レ ー ヴ ィ ッ チ の 『 モ ス ク ヲ の イ ギ リ ス 人』 0913-14） と い う 作 品 に は シ ル ク ハ

ッ 卜 の 人物 ， サ ー ベ ル ， 白 い 魚 ， t�j 子 ， ロ ー ソ

ク ， 文字な ど 興質 で無 関 係 な イ メ ー ジ が コ ラ ー ジ

図 3 マ レ ー ヴ イ ッ チ
シ ュ プ レ マ テ ィ ス ム 絵耐1 19 16  

ュ 風 lζ 重な り 合 っ て い る 。 西 欧 的 な カ テ コ、 リ ー で

言 え ば ， 総合的 キ ュ ビ ス ム と タ タ イ ス ム も し く は

シ ュ ル レ ア リ ス ム が 奇 妙 に 結 合 し た も の と い う 乙

と に な る だ ろ う 。

こ う し た 「非 ・ 論迎的J ' 「起 ・ 理性的」 表 現

は 構成要素 を な し て い る 記号 も し く は 形象 が 部 分

的 K は 現実 的 な も の を ｜暗示す る 意 味 を に な っ て い

る よ う に 見 え な が ら 全 体 の 「 非 ・ 論 理 的 」 構 成 に

よ っ て 現実 的意 味 を す っ か り は ぎ取 ら れ て し ま う

と い う 論理 の 上 に 成 り 立 っ て い る 。 そ 乙 で用 い ら

れ て い る 記号 や 形象 は 作 品 を 構成す る 要素 と し て 受 け 手の 目 や耳 に 働 き か け て く る と い う

点 で は も ち ろ ん 現実的効果 を に な っ て は い る も の の ， 構成 さ れ た 作 品全体 は 既成 の 現 実 を

否定 し ， そ れ を 釆 り 越 え よ う と す る 表現意欲花 賞 か れ て い る 。 め ざ さ れ て い る の は 「見 え

さー る 」 イ メ ー ジ で あ る 。 実際 lζ 用 い ら れ た 記号 や 形象 は 「見 え ざ る 」 イ メ ー ジ を 喚起す る

役剖 を に な っ て い る 。 マ レ ー ヴ ィ ッ チ の こ の 種 の f'I" I日 の場合 ， 回1日 l乙 見 え る 要素 は 人物や

物 体の イ メ ー ジ を 含 む 具象 あ る い は 半具象的形体か ら 幾何学 フ ォ Jレ ム や 文 字 な ど の 抽象的

フ ォ Jレ ム な い し 記号 に 至 る 多 様 な も の で あ っ て ， そ れ ら が 「非 ・ 論理的」 に コ ラ ー ジ ュ さ

れ た り ， 重 ね 合 わ さ れ た り し て ， ぶ つ か り 合 い ， せ め ぎ合 う ア ナ ー キ ー の 世界が構成 さ れ

る 。 そ れ ら の 自 に 見 え る 要素 は 見 る 者 を 挑 発 し ， 撹乱 し つ つ 「見 え ざ る 」 イ メ ー ジ へ誘 引

す る 。 乙 こ で は 「 見 え る 」 要 素 が 「見 え ぎ る 」 イ メ ー ジ へ の 通 過物 と し て 否定的役割 を に

な っ て い る 。 そ の 否定性 を 際 立 た せ る の は 「�I＝ ・ 論理 的 」 構 成 で あ る 。 象徴主義 の 芸 術 で

は ， 「 見 え る 」 要素 は 「 見 え ざ る 」 イ メ ー ジ や 感情への通過物 と し て の 役割 を 演 じ て い る

が ， そ れ ら の 要素 は 否定 性 の 論 理 で は な く ， 「見え ぎ る 」 も の を ｜喚起 す る の に 効果的 な ，

nu
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ポ ジ テ ィ ヴ な 論理 l ζ 支 え ら れ て い る 。 マ レ ー ヴ ィ ッ チ の 「 ア ロ ギ ズ ム 」 （ 非 ・ 論理主義）

絵画 は す で に 否定性の局而へ飛躍 し て し ま っ て い る 。 19 1 2��三の 『 水 柿 を か つ ぐ j員婦』 と い

う 作 品 lと は ま だ象 徴主義的 な 感情表現が残 っ て い る 。 そ の 後の l 年な い し 2 年 の 間 に マ レ

ー ヴ ィ ッ チ の 内 部 世 界 の 局Trli は 大 き く 否定性へ と 転 じ た も の と 思わ れ る 。 「 見 え ざ る 」 も

の の 表 現 を め く っ て 象徴主義が 支 え と し て い た プ ラ ス の 平而 は 「 ア ロ ギ ス ム 」 と い う 大 き

な 湾 曲而 を め ぐ る と 一 挙 に 反転 し て マ イ ナ ス 方 向の 平面へ移 っ て し ま う 。 そ 乙 lζ 聞 け て く

る の は む ろ ん シ ュ プ レ マ テ イ ズ ム の 平 面 で あ る 。 紙 片 を 両端 か ら 圧力 を 加 え て 押 し て ゆ く

と 紙面 は そ り 曲 る が ， そ の 弧状の 湾 曲線 は 挑 み が あ る 限界 を 越 え る と 一挙 K S 字状 へ と 反

転 し て し ま う 。 数学者 ジ ー マ ン は あ る 講演会で そ う し た 実 例 を 示 し な が ら 彼の カ タ ス ト ロ

フ ィ 一 理 論 を 説 明 し た 乙 と が あ る 。 筆者 は そ の イ メ ー ジ を 乙 乙 に 採用 し た わ け で あ る が ，

も ら ろ ん プ ラ ス と か マ イ ナ ス と か言 っ て も そ れ は 相対的 で あ る 。 「 ア ロ ギ ズ ム 」 は 既成の

論理 と 秩序 を 否定 す る マ イ ナ ス の 平日’ri K 位置す る が ， シ ュ フ レ マ テ イ ズ ム の 位置 へ 完 全 に

移 行すれ ば ， そ れ は プ ラ ス へ反転す る 。

1 91 3年 か ら 19 1 5年の lril k マ レ ー ヴ ィ ッ チ が カ タ ス ト ロ フ ィ （大 変！Iii ） を 経 験 し た こ と は

間 違い とf い が ， そ の 聞 の ア ロ ギ ズ ム 作 品 は 数年後lζ 西 ヨ ー ロ ッ パ lζ 現れ る ダ ダ イ ス ム と 似

た 側而 を も っ て い る 。

た と え ば ， 『 モ ナ ・ リ サ の ゐ る コ ン ポ ジ シ ョ ン 』 ( 1 9 1 4年 も し く は 1 9 1 3年 ） と い う 作 11ii11

k は 主 と し て 幾何学的 フ ォ ノレ ム と 線 を 描 L 、 た 函而 K モ ナ ・ リ ザ の 複製写真 を コ ラ ー ジ ュ

し ， 顔 と 胸 の 部分 lと × EiJ の線 を 描 き かl え て い る 。

『L H .  0. 0. Q.J と い う の は マ ル セ ル ・ デ ュ シ ャ ン が モ ナ ・ リ ザ の 複製写真 K 鉛筆で

ひ げ を 描 き 加 え た 1 9 19年の有名 な 作 品 で ゐ る 。 乙 の デ ュ シ ャ ン の や り 方 に 比べ る と ， マ レ

ー ヴ ィ ッ チ は 既成 の 美 の ν ン ボ ル ぞ 線 で抹殺す る と い う 手段 を と っ て い て ， 否 定 の 方 法 が

直 識 的 で あ る 。 ア ロ ギ ズ ム を 惟 し 進 め る 彼の否定の 衝動 は 一挙 に極 限へ の 接近 を め 芯す ほ

と ラ デ イ カ ル な も の で あ っ た 。 『 1::: 1 の 上 の 黒の 正方JI�』 は そ う し た 急進 的 な 衝動 に 伴 っ て

生 じ た カ タ ス ト ロ フ ィ の 局而 で の シ ン ボ‘ Jレ 的作 品 で あ る 。 「 モ ス ク ワ の イ ギ ＇） ス 人」 と 『

モ ナ ・ リ ザの あ る コ ン ポ ジ シ ョ ン 」 の 二 つ 作 品 に は 「 部分 蝕」 と い う ロ シ ア 文字 が掛l き 込

ま れ て い る 。 そ れ に ち な ん だ比｜稔 的表現 を す れ ば ， 『 自 の 上 の 黒 の 正方 形』 は 「完全似！」

K 達 し た 作 品 と 言 え る か も し れ な い 。

未 来派 の 活 動 は 美術の 分野の み で な く ， 詩 や 演 劇 な ど 文学 ， 舞台芸術 の 分野 で も 活発 に

展 開 さ れ た 。 こ と に ロ シ ア 未来派 は 詩 の 分野 で イ タ リ ア 未来派 よ り め ざ ま し い 活動 を し て

い る と い う 自 負 が あ っ た 。 ま た ， 画家 と 詩人た ち は 同 志の イ1t 1 1=MiJ と し て 制 作而 で 密接 伝 協 力
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関 係 を 持 っ た 。 1 913年 ， オ へ ラ 『太陽 の 征 服』 の 制 作 を 計画 し た マ レ ー ヴ ィ ッ チ ら 三人 は

ほ か に も マ ヤ コ フ ス キ ー ， フ レ フ ニ コ フ ら の 詩劇の 制 作 を 相談 し た と い う 。

1 913年 乙 ろ へ テ ル ス フ ル グ で は 文学の 「 エ コ ・ フ ト ウ リ ズ ム （ 自 我 ＝ 未来主義） の 活 動

が最�y)\: j切 を 迎 え る が ， そ の 活動の 理論家 で ゐ る イ グ ナ テ ィ エ フ C l914年 自 殺） の 考 え 方 と

マ レ ー ヴ ィ ッ チ の シ ュ プ レ マ テ イ ズ ム と の ｜百］ K 共通す る も の が あ る と ナ コ フ は 指摘 し て い

る 。

イ グ ナ テ ィ エ フ は 未 来主義者 ら し く 旧来の 芸術の 死 を 宣告 す る 。 「言語 は そ の 限界 に 到

達 し て し ま っ た 」 ， い ま や演 劇 ， 絵町 ， 文学が閉 じ 乙 め ら れ て い る そ の 限 界 を 突破 し な け

れ ば な ら な い と 彼 は 主張す る 。 彼 は マ レ ー グ ィ ッ チ と 同 様 ， 象徴主義の 遺産 で ゐ る 「直fill'!

」 を 重視 し ， 新 し い 芸術 は 「 未 知lの 国 々 か ら の ｜呼 び）＇i'f iC 直観的 に 応答す る 」 も の で あ る と

説 く 。 彼 は 乙 の 新 し い 芸 術 が 「 ゼ ロ 」 の シ ン ボ ル に よ っ て 具現 さ れ る と い う 。 そ れ は ヴ ァ

シ リ ス ク ・ グ ネ ド フ の 最 後 の 詩 ， 「終末の 詩』 と 似 た も の と な る だ ろ う 。 そ 乙 で は 詩人 は

「�m」 の 助 け を か り で 「一 切」 を 諮 る 。 タ イ ト ル の ほ か 何 の 詩 句 も な く ， 「言葉 を 超 え た

空間運動」 を 作 り ： L: す 沈 黙 の 詩。 作者 グ ネ ド フ の 手 が ゆ っ く り し た 動 作 で‘ 右 か ら 左 へ ， そ

し て ま た 逆 の 方 向 へ と 線 を Hli く 。 相反す る 却j き は フ ラ ス と マ イ ナ ス の 数学記 号の よ う に お

互 い を 消 去 し 合 う 。 そ れ が こ の 詩の 「朗 読」 だ っ た 。

ナ コ フ は 状況訓拠 と し て 上の 例 を 挙 げ る に と と め て い る が ， 乙 乙 Iζ ／：I：＇， て く る 「 ゼ ロ の シ

ン ボ ル 」 ゃ 「 相 互 に 消 去 し 合 う 相反す る 宙j き J Iと類す る も の を i釦1；；分野 K 求 め れ ば ， 当 然

ア ロ ギ ス ム か ら 『 Cl の 」て の 黒 の 正方 Jl;;J K 至 る マ レ ー ヴ ィ ッ チ の 歩 み が ）;fj比の 対 象 と な る

で ゐ ろ う 。

未来主義が現わ れ る H寺 却j の 西 ヨ ー ロ ッ パ の 思i怪！ 界 で は ベ Jレ ク ソ ン の 哲学が大 き な 影響力

を も っ て い た 。 「 直観」 と 「 生 命 の 飛 躍」 と い う 言葉 で 知 ら れ る 彼 の 思往！ は 高次 な 世界へ

の 飛 躍 上 昇 を 鼓 吹す る ス ピ リ チ ュ ア リ ズ ム と い う 性格の 仁 で ウ ス ペ ン ス キ ー の 思惣 と 共通

し た と 乙 ろ が あ る 。 「直観」 を 重 視す る ベ ル ク ソ ン の 反主知主義 ， 意 識 と 対 象 K WJJ す る 新

カ ン 卜 派 の ！IBl組 ， 反実証主義的風潮な ど が ウ ス ペ ン ス キ ー の 考 え の 基 調 に 近 い も の で あ る

乙 と は 彼 に つ い て の 断片的 知 識 か ら も ほ ぼ察 し が つ く 。 物質 的秩序に し ば ら れ た 実 証主義

の 限 界 を 「 否 定 の 否定」 に よ っ て 釆 り こ え つ つ ， 人l1"d の 可能性 に 満 ら た 創造 力 は 「 生 と の

新 し い 関 係 」 を 確 立す る だ ろ う と 説 く 彼 の 言 葉 に は へ ー ゲ ル と ベ ル ク ソ ン の 響 き が感 じ ら

れ る 。

抽象芸 術 の 閉 店者 と し て 重要な 位 置 を 占 め る ほ かの 二人 の 大 き な 画家 カ ン デ ィ ン ス キ ー

と モ ン ド リ ア ン に つ い て は 引／I智学 （Theosophie） と の 関 係が 問題 に さ れ る 。 こ と に モ ン
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ド リ ア ノ の 場合 は そ の 関 心 が 強か っ た と い う 。

ウ ス ペ ン ス キ ー は 有11秘主義 的 伝 而 が あ っ た に も か か わ ら ず ブ ラ パ ッ キ 一 夫人の 神 何学 に

批 判的 で あ っ た と い わ れ る 。

彼 が 高 次 の ｜並 界 を 諮 り ， 「心的生活の 凶 次元的統一」 を 主張す る と き の 「 四 次元 」 と は

Howard Hinton The Fourth Dimension (London and New York, 1 904） か ら 想 を

得 て い る と い う 。 ま た ， Z ン コ フ ス キ ー の 凶 次元的 ｜！寺空 の 幾何学 （ 『空 間 と II机 WJ J , 1 907) 

と い う 同 期 的理 論 K 刺激 さ れ て ， 彼 自 身 も 『 四 次 元』 と い う 本 を 告 さ＇ ' 1 9 1  1 年 に は II寺 院＇d と
キ 不 テ イ ク

空間 の 独 立性 を 解消 し て 一 つ に し た 「 世 界 の 運動的 ヴ ィ ジ ョ ン 」 と い う 構想 に も と づ い て

未 来主義 を 論 じ た 。

Jで扱 っ た ク ス ペ ン ス キ ー の 「 四 次兄」 は 精 神的 t!J 'll-へii玄m さ れ た 比 ｜除的表現 と し て の

側！Ii i で あ る 。 と こ ろ が ， ス ー ザ ン ・ コ ン ブ ト ン は さ ら に そ れ に 加 え て ヒ ン ト ン の 「 四 次 λ

』 の ヰl K i i ＼ て く る 幾 何学的 ｜ぎ｜ 形 を マ レ ー ヴ ィ ッ テ の 作 品 と 結 び つ け て 関 連 を 論 じ て い る 。

シ ュ フ『 レ マ テ イ ズ ム の 誕生 が 謎 K 包 ま れ て い る だ け に ， そ の 謎jげ き は 目 下 の と こ ろ 多 多 ま

す ま す 弁ずの 感が あ る 。

］｜ 感情 と 構 成一一二つ の 時期 の 二つ の 世代

a. 1 9 1 0 年 代

20 世紀 は じ め の 造 形_I－の 変 革 j山と 芸術家た ち は さ ま ざ ま な JI�で フ リ ミ テ ィ ヴ な芸 術 に 関

j心 を も ら ， そ こ か ら イ ン ス ピ レ ー シ ョ ン を 汲み と ろ う と し た 。 フ ォ ー ヴ ィ ス ム ， キ ュ ビ ス

ム ， 表現主義tζ 見 ら れ た 乙 の 傾向 は 抽象芸術の開妬却l� K い っ そ う 著 し く な り ， そ の 関 心 は

多 段 な も の と な っ た 。

カ ン デ イ ン ス キ ー が感動 し た も の ， あ る い は 興 味 を 感 じ た も の と い え ば ， ヴ ォ ロ グ 夕、 の

木造民家 の 室 内 装 飾i ， ク レ ム リ ン や 南 ド イ ツ の教 会 内 部 ， ロ シ ア ・ イ コ ン ， ロ シ ア の 大衆

版岡 ， 宗教的主題 を t/i'i l 、 た バ イ エ ル ン 地方の ガ ラ ス 絵 ， ラ ヴ ェ ン ナ の モ ザ イ ク 堅 固 な ど 多

｜岐 に わ た っ て い る 。

ゴ ン チ ャ ロ ー グ ァ ， ラ リ オ ー ノ フ ら の 夕、Jレ ー フ は ロ ν ア ・ イ コ ン ， ビ ザ ン チ ン 系 の 店主

同 ， 大衆版 画 ， ぺ Jレ レノ ャ や 巾 国 の 芸術 な ど ロ シ ア を 含 む東方の芸 術 に 傾倒 し て い る 。 彼 ら

は 原 始 ， 古 代 に 開 花 し た 芸 術が し 、 ま 第二の 新 し い 開 花期 を 迎 え よ う と し て い る と き ， そ の

指導的役割 を 握 っ て い る の は 再 び 東方芸術で ゐ り ， そ の ！こ｜二l 心 は モ ス ク ヲ で ゐ る と 自 負 し

？二 。
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1 9 12年に レ ジ ェ 風 の キ ュ ビ ス ム 作 ，1�1， を Hii く 以前 の マ レ ー ヴ ィ ッ チ は ゴ ン チ ャ ロ ー ヴ ァ の

ネ オ ・ フ リ ミ テ ィ ヴ イ ズ ム の 影響 を 受 け て い る 。 1 909年か ら 12年 ま で の ， 乙 と に 農民 を 主

題 に し た 作 ，1吊 は セ ザ ン ヌ 風 の 手 法 ば か り で な く ， ロ シ ア ・ イ コ ン や 大衆II友田 か ら 刺 激 を 受

け た ネ オ ・ フ リ ミ テ ィ ヴ ィ ス ム の手法 が 目 立 っ て い る 。 ま た ， タ ト リ ン も マ レ ー ヴ ィ ッ チ

図 4 タ ト リン コ ー ナ ー ・ レ リ ー フ 19 15 

と 同 様 ラ リ オ ー ノ フ の グ ル ー プ の 展覧会 に

出 品 し て お り ， 1 9 1 1 年～ 1 9 13年の 時 期 の 絵

は 大 胆 に 単純化 し た 大 き な フ ォ jレ ム と 空間

構成の而 で ロ シ ア ・ イ コ ン と の 強 い つ な が

り を 示 し て い る 。

し か し ， 19 131i:jO:: K ノマ リ を 訪 れ て ピ カ ソ の

立体的 コ ン ス ト ラ ク シ ョ ン の 作 品 を 知 っ た

タ 卜 リ ン は 「絵画 的 レ リ ー フ 」 か ら 「 コ ー

ナ ー ・ レ リ ー フ 」 に 王 る 全 く 新 し い 造形の

方向 K 向 っ た 。 そ れ は ガ ラ ス ， 鉄 板 ， フ リ

キ 板 ， 木片ー な ど 「 現実 的 な材料 」 を 用 い て

構成 し た ア ッ サ ン ブ ラ ー ジ ュ 風の コ ン ス ト

ラ ク シ ョ ン で あ る 。 「 彫 る 」 と か 「 刻 む 」

と か い う 作 業の J=. fと 成 り 立 っ て い た 従来 の

彫刻概念 を く つ が え す 「椛成」 の 思想 は 若

い 世 代 に 大 き な 影轡 を 与 え る 乙 と にな る 。

身近 に め る 工業 製 品 の 材料 を m � 、 る ば か り で な く ， 作 品 を 現笑空間 に 参加 さ せ る 方 向が打

ら I i ＇， さ れ ， 戦争 と 革 命 の め と に 構成主義 は 活 発 な 動 き を 示す こ と lと な る 。

ナ ウ ム ・ カ ボ、 と ア ン ト ワ ー ヌ ・ ぺ ヴ ス ネ Jレ の 兄煎 の場合 は 新 し い 工業材料 への 取組 み が

い っ そ う 積極性 を 強 め て い る 。 カ ボ は い ち 早 く プ レ キ シ ガ ラ ス と い う 透 明 な 新 し い 素材 を

利用 し て 開放的 な 空間 造 形 を ＇：I三み I L\ し た 。

科学者 が 現代の 新 し い 地平の イ メ ー ジ を 閉 し 、 て 見せ て く れ る よ う に ， 芸 術家 は た え ず進

泌 す る I JJ 界 の 新 fこ な イ メ ー ジ を 構成 し な け れ ば な ら な い と い う 思個、 に 生 き た ガ ボ は ま さ し

く 科学 時 代 の 芸 術 家 の 典 型 で あ る 。

1 9 1 0年 代 の 抽象芸術の 開桁JW K 重要 な 役割 を 演 じ た 作家 た ち が そ れ ぞ れ 造 形 上 の 変 革 を

拍； し 進 め た と き ， 大 き く 見 る と そ 乙 に は II寺代感覚 を 異 に す る こつ の tlif ＼； の 断絶 が ゐ っ た 。

単 純 に 言 え ば ， マ レ ー ヴ ィ ッ チ を 境 に し て 前 の 世代 と 後 の l立代 と の 聞 に H寺 代感覚の ギ ャ
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ッ ブ が あ る と い う こ と で あ る 。

前 の 位 代 は 象徴主義の 精 神 が支配 的 fこ っ た II引 に K 成長期 を 送 っ た 作者 た ら で あ る 。 そ の

代表的 な 例 は カ ン デ ィ ン ス キ ー で あ る 。 後の Il l: 代 は タ ト リ ン や ガ ボ を は じ め と す る 広 い 意

味 で の 構成主義の 世代 で ゐ る 。 タ ト リ ン と ガ ポ の 思想 上の 対立点 は 多 い に せ よ ， こ と lζ 物

質 や 工業技術 に つ い て の H寺代感覚 を 問 題 に すれ ば こ の 二 人 と 象 徴主義世 代 と の 違 い は あ き

ら か で あ る 。

ラ ＇） オ ー ノ フ は 全 く 非 具象の レ イ ヨ ニ ズ ム 「｜二 品 を 作 っ て い る が ， こ れ は一 種 の 「抽象表

現主義」 作 品 と 言 え る だ ろ う 。 ま た ， ラ リ オ ー ノ フ ， コ ン テ ャ ロ ー ヴ ァ ら は 未 来派 の 詩 人

た ち と 共 花 街頭 で 夕、 ダ イ ズ ム の 先 駆 け と な る よ う とf デ モ 行動 を 演 じ た り ， 「 芸術 の LI 卜 料」

K 代 表 さ れ る 象徴主義芸 術 を か ら か っ た り し て い る 。 主 ら に 未来主義者 と し て ， 機械l時 代

の 到来 を 宣言 し た り ， 機械 を 主胞 に し た 絵 を t'Ii l 、 た り し て い る 。 し か し ， そ の 造 形感覚 は

構成主義t!J 代 と 比べれ ば 「文 学的」 で ゐ る 。

革命後 モ ス ク ワ で芸術教育や芸術

の 基礎理論 に つ い て 構位！ を ね っ た ｜時

期 や バ ウ ハ ウ ス l時代の 理論活動 を 考

え れ ば カ ン デ ィ ン ス キ ー が科学的 ア

プ ロ ー チ を 無 視 し た 人 で な い 乙 と は

切 ら か で ゐ る が ， 抽象絵回 を 開拓 し

は じ め た こ ろ 彼の 心 を 支配 し て い た

の は 象徴主義的感情 K 根 ざ し た 精 ネ111

性の 重視 と い う 考 え だ っ た 。 1 900年

前 後 の 科学土の革命的 な 新理論 を 物

質 的 IJJ：界観の 崩 壊 と 見 て 未来 を 「精

神 的 な る も の」 が 優位 に 立つ世界 と

予！啓 す る カ ン デ ィ ン ス キ ー と 相対性

理 論か ら 始 ま る 新 し い 世界 の イ メ ー

ジ に 匹敵す る 芸術 を め さす ガ ボ と は

目 立 っ た 対照 を 示 し て い る 。
図5 ロ ド チ ュ ン コ Ji!§自Itの コ ン ス ト ラ ク シ ョ ン 1 920 

象徴主義時代 lζ 育 っ た ほ代 は 表 現主義的傾向 が強し 、 。 作 者 の 感情 か ら 世界 観 に 至 る 「精

神 的 な る も の 」 の 表 現 と し て 作 品 が 生 ま れ る 。 そ の 表現の手法 が し 、 か な る も の で あ れ ， 作

者 の 内面 を 表出 す る 傾向 の 強 い 彼 ら の 作 品 に は 作 者 の 感t情 が あ ら わ に示 さ れ て い る 。 そ の

- 25 -
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感情表現は 内 部 か ら 押 し 川 す ブJ K よ っ て Hf.ii主 さ れ る た め ， 表現の T法 は 「 Cl !fi!J的」 表現 （

オ ー ト マ テ イ ズ ム ） に 向 う こ と が 多 い 。 作 品 は F夫lれ ゐ る 』詑1お よ り ひ し ろ ア ナ ー キ ッ ク な ！惑

↑！？ の 激発 を 反映 す る 。 ま た ， ｛／｜ニ 品 は 作者の L U : 界感情の シ ン ボ リ ッ ク な 表現 と し て 「見 え ま

る 」 LU: 界 を 志向 し て い る 。

構成主義の 山 f � は 前 の ｜ ｜ ｜ 代 の 主情性 と は 逆 の 傾 向が著 し い 。 工 業社会が生産 す る 材料 を

彼 ら は 素材 と し て 使用 す る が ， そ れ ら の物質 に 刻 し て一種の�iJltl l 的 関 係 を と｜三 み I L＼ そ う と す

る 削 向 が 見 ら れ る 。 新 し い 科学的 自 然像 と 工業技術 に も と づ く 未来社会像 が 彼 ら の オ フ テ

ィ ミ ズ ム を 支 え て い る 。 作 品 の 素材 と な る 物質 は 工業生産 の 場合 と 共通 す る と 乙 ろ が あ

り ， そ れ ら の 梢 成 に よ る 作 11�11 の 制 作 と 工業的生産過程 と の r1"1J k は 知比 関 係 が あ る と 論 ず る

梢 成 主義者 も 現れ て く る 。 椛成主義者 に と っ て 作 ！日11 は 個人的感情 の 表 現 で は な い 。 個 人間ー

よ り は 一般住le ， 集合性 に 重 き を お く 表明形式が支配的 と な る 。 作 品 l�I 体 が 物 体 性 を あ ら わ

に し て く る 。 fl0 11ij11 の 梢成要素 は 「 見 え さー る 」 l l t W の ヴ ィ ジ ョ ン を 喚起す る 通過物 と い う 性

絡 を 弱 め ， 素材の質感 ， 霊 ！立感 も し く は �！！（重量感 ， 出i 1U(J j宣JI� ， 構 成の リ ズ ム な と 本 体 的 要

三�� への ア フ ロ ー チ が重要性 を も っ て く る 。

b .  5 0 年 代 と 6 0 年 代

1 9 1 0年 代の 芸術の 変革運動 は 複雑 K 絡 ら ん だ問脳 を 含 ん で い る か ら ， －m r � 11命 で割 り 切れ

る わ け で は な い が ， I t と 述べ た 二つ

の 世 代 の 比 較 論 を 半 li t 紀 後の ア メ リ

カ 美術 K 移 し て 考 え て み よ う 。

こ ζ で IP.J Jlli lと な る の は 1950年代 の

抽象表現立義 と 1960�l f に の 若 い 世 代

の 活動 で あ る 。 後者 を 総称す る 場介

は 白 頭 で の べ た よ う に 「 新 し い抽象

」 と ｜序 ぶ こ と に す る 。

ま ず気 付 く の は 抽象 表現主義 の 名

で ｜呼 ばれ て い る 画 家 た ち の 多 く が ブ

図 6

phu

 

q／

 

リ ミ テ ィ ヴ な 芸 術 に 深 い 関 心 を も っ

て い た と い う こ と で あ る 。 ポ ロ ッ ク

が北米 イ ン デ ィ ア ン の 砂絵 に 興 味 を

も っ た こ と は よ く 矢｜ ｜ ら れ て し 、 る 。 コ



ッ ト リ ー フ も 自 分の 絵 に つ い て 「私の “ 絵文字”

は ト ー テ ム ポ ー ル ， イ ン デ ィ ア ン の 筆法 ， f:j� :fl j l分

析学 ， 不 オ ・ フ リ ミ テ ィ ヴ イ ズ ム ， 私的 な シ ン ボ

リ ズ ム な ど － K 結 び つ い て い た 」 と 書 い て い
13) 

る 。

ま た ゴ ァ ト リ ー フ ， ロ ス コ ， ニ ュ ー マ ン の三ノ＼ は

ニ ュ ー ヨ ー ク ・ タ イ ム ズ紙宛て の 手紙 の な か で ，

彼 ら の 興味 を ひ く の は 「今 円 も な お意 味 を も ち 続

け て い る 原 始 の 羽［1 話 や シ ン ボ ノレ K 関 し た テ ー マ で

あ り ・ ・ ・ 悲劇 的 で ＂初日j を 超 え て い る よ う な そ う

し た 主題 の み が有効」 fこ と 述べ て い る 。 そ れ ら の

原始的 神 話 は 「心理の 基本的観念 を 表現す る た め

州l象主芸術の二つ のi時期

ス テ ラ
図 7 ム ー ロ ン ポ ロ ー .Ill 1 966 

に 戻 っ て ゆ か ね ば な ら ぬ 永遠 の シ ン ボ ル で あ る 」 (Rothko） 。 彼 ら は 原 始芸術の 意義 を

単 に 造 形 の 形式的 側 而 に 求 め よ う と す る の で な く ， ア ル カ イ ッ ク な 作 品 の 氏 に ひ そ む 精 神

的 な 意 味の な か に 見 I i ＇， そ う と す る 。 彼 ら は そ う し た 観念の 太 山の ル ー ツ を 求 め る 自 分 た ち

が 利l 話ー そ の も の よ り も っ と プ リ ミ テ ィ ヴ で あ り ， 相［1 話 が 暗 示す る も の を ｜当 分 た ら 自 身 の 経

験 を 通 じ て 書 き 直す が ゆ え に 現 代的 で あ る と 主張す る 。

ア メ リ カ で は す で lζ シ ュ ノレ レ ア リ ズ ム を 通 じ て 神話 的 シ ン ボ ル への 関心 は 生 ま れ て い た

が ， 抽象表現主義の 両 家 fこ ら の 関心 は シ ュ ノレ レ ア リ ス ト の よ う K 夢や無意識の 只象 化 に は

向 か な か っ た 。 シ ュ ル レ ア リ ス ト が フ ロ イ 卜 を 拠 り 所 と し た の K 対 し て ， 彼 ら は ユ ン グへ
15) 

の 関 心 が 強 か っ た と い わ れ て い る 。 ポ ロ ッ ク は i939;,: 1：二 に 精 神療法の 診察 を う け た 際 ユ ン ク

派 の 分析 医 を 選 ん だ と い う 。

シ ュ ル レ ア リ ズ ム の ν ン ポ ル が ヨ ー ロ フ パ 文 化 問 の 1! i 屈 に結 び つ い て い た の に 対 し て ，

ア メ リ カ の 作 家 た ち は も っ と 広 く ア メ リ カ 岡大陸 そ の 他の も っ と 広範 !:!J I の フ リ ミ テ ィ ヴ芸

術 K 目 を 向 け て い る 。 ト ビ ー は 日 本 の 告 に ， ま た ， ア ド ・ ラ イ ン ハ ー ト は ア ラ ビ ア や イ ン

ド の 装飾美 術 ， 「 ［ 1 [ JS1 の 出絵 な と に も 感銘 し た 。

シ ュ ル レ ア リ ス ト の シ ン ボ ル が 具象的 ， 人 r 1"d 1 1 1 心 的 で あ っ た の に 対 し て ， 11 1 1象表現派 の

場合 は ト ー テ ム ， 絵文字 ， 抽象的文様への 関心 が 強 い 。

ζ う し た 関 心 の 傾 向 は 彼 ら 自 身 の 作 l弘 の 住Uit) K 反映 し て い る 。

ポ ロ ッ ク の “drip” 絵画 の よ う に ， そ の 絵画�li"d は ι｜二l心 を も た ず ， 従 米 の ii'Jl縁絵岡 の 枠

を は み Ii＼ し た も の と な る 。 絵 n を 岡而 い っ ぱい に 網 の 自 の よ う に 滴 ら せ た “ all over” の

η／臼
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町市i組成 は 地 中 海文 化 を 1=1� 心 と し た ヨ ー ロ ッ パの 岡市構成 と は 異 な る も の で あ る 。 も し ，

ヨ ー ロ ッ パ lζ 類比物 を 求 め る な ら ， そ れ は 古代北方の ケ ル 卜 文様 と い う こ と に な ろ う 。

ロ ー ゼ ン パ ー グ は 抽象表現主義の ア ク シ ョ ン ・ ぺ イ ン テ ィ ン グ に つ い て ， そ れ は 白 裁 や

個 人的 な 苦悩 を 表現す る 意 味 て、の 自 己 表現 と は 無 関 係で あ る と い う 。 そ う し た 超個我的 な

性格 は ロ ス コ ， ニ ュ ー マ ン ， ゴ ッ ト リ ー フ ， ス テ イ ル ら の 大 き とf 色而 を 主 と し た 抽象闘 に

つ い て も 指摘 で き る だ ろ う 。 広大 な ひ ろ が り を 感 じ さ せ る そ れ ら の 色而 は 個我の士山平 を 超

え た 宇宙的 な 空 間 を H音示 し て い る 。

ア メ リ カ 絵画 が ヨ ー ロ ッ パ ｜：｜こI ；心 と そ の 優 位 を く つ が え し て ア メ リ カ 独 自 の 創造性 を 卜分

に 示 し た 一一 そ れ が主ll象表現主義

の 成果 で あ る と 評 価 さ れ て い る 。

そ の 脱 皮 と 再 生 の 蛍 み は こ の ttt 代

の プ リ ミ テ ィ ヴ芸術への 傾 倒 と 表

哀一 体 を な し て い る 。 そ の ア ル カ

イ ッ ク な も の への取組み方 も 脱 ヨ

図 8 ス テ ラ

ン ン ジ ャ リ ・ ヴ y リ エ ー シ ョ ン 1968 

ー ロ ッ パ 的 傾 向 を 示 し て い る 。

彼 ら の 乙 う し た 傾 向 を 今世 紀 は

じ め の ロ シ ア の 前 術 と 比べ て み る

と ， 西欧への 反応の 仕方の 而 で そ

i'l ぞ �'l）：虫 自 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ を

求 め る 蛍 み が あ る し ， プ リ ミ テ ィ

ヴ な も の と 現代 と の 往復運動 を 通

し て 脱 皮 と 再生 を は か る と い う 点

で 両 者 に 共通 し た 条 ド｜ を 見 山 す 乙 と が で き る 。

も う 一 つ ， 上 で指摘 し た ロ シ ア の 「象徴主義肢 代 」 と 「梢成主義世 （ � 」 と の コ ン ト ラ ス

ト は ア メ リ カ の50年 代 と 60年 代 と の 対比 と 似 た と こ ろ が あ る 。

も ち ろ ん 数 卜・年 を 距 て た こ の 二 つ の 時期 の違 い は 大 き い 。 し か し ， カ ン デ ィ ン ス キ ー の

初期の抽象固 に 見 ら れ る 筆法 の流動性 ， 自 発性 ， 表現の象徴的雰囲気な ど と 似 た も の を ア

メ リ カ の 抽象 表現主義 の 作 品 に 見出 す こ と が で き る 。

両 者 K 見 ら れ る シ ン ボ リ ッ ク な 表現が 多 少 に か か わ ら ず 「 悲 劇 的 な も の 」 の 色合 L 、 を 帯

び て い る 乙 と は第一次 と 第 二 次 の 世界大戦 を そ れ ぞ れ背景に も っ て い る 乙 と と 無関 係 で は

な い で あ ろ う 。

。バunノム
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抽象表現主義 が含 ん で い る 和11秘伝 宇宙的感情 ， シ ン ボ リ ッ ク な 表現主義的 傾 向 に 反 発 を

示 し た の は 1 960年 代 の 若 い世代で あ る 。

現代生活 の 環 境 に 見l:L\ さ れ る 日 常身辺の物休 や 大量伝達 の 視覚的情報 を 即物 的 に 「 ア ッ

サ ン フ ラ ー ジ ュ 」 す る い わ ゆ る ポ ッ プ ・ ア ー ト も そ う し た 若 い t lJ 代 の 反応 で あ る が ， こ こ

で 問題 に す る の は 冒頭 で ふ れ た 「 新 し い抽象」 の 傾向 で ゐ る 。

乙 の “ 新抽象 ” は 作 1:p か ら 「 イ リ ュ ー ジ ョ ン と ほ の め か し と 隠II会」 を 遠 ざ け よ う と す

る 。 作 品 の オ フ ジ エ と し て の 性質 を 再建す る 必要性 そ れ が 60年代 の 課題 だ っ た と い う

意 味 の 乙 と を ロ パ ー ト ・ モ リ ス は 諮 っ て い る 。

「幾 何学 ほ ど 明 ｜僚 で な い も の は な い」 （DeKooning） と い う 言葉 は 非定 形 に 向 う 抽象 表

現主義世 代 を 代弁 し て い る と 言 っ て い い が ， ζ れ と は 逆 に60年代 は 明 確 な フ ォ ル ム ， ｜珂快

な 構成 lζ 向 う 。 定形 を 腹 し ， 計算 さ れ た 構成 を 否定 し ， 求心的構造 を も た ぬ 造形空 聞 を 創

造す る 前 の ｜立 代 に 対 し て ， 後 の 世 代 は 明 確 な 幾何学的形体 と 単純 な完結 し た 構 成 を 重 視 す

る 。

「 ハ ー ド ・ エ ッ ジ 」 と ｜呼 ば れ た ・慌の 仕事 は ア ン フ ォ Jレ メ Jレ 芸 術 に 対 す る 逸早 い 反 発の

は 現れ だ っ た 。 シ ン ボ リ ッ ク な 表現が は ら む伝達の不確定性 を し り ぞ け る 60年｜立 代 は 主 観

的 な 内 部�®情の 表 出 に つ い て も 拒否反 応 を 示す 。 作 品 は イ リ ュ ー ジ ョ ン を 与 え る 通過 程I:の

媒 体 で あ っ て は な ら な い と い う 考 え 方 は こ の l主 代 に 共通 し て い る 。 自 然 も し く は 宇 宙 と 人

間 と の 連続性 を 信ず る 立場が象徴的表現 を と る の に 対 し て ， 60年 代 は 作 品 が 独 立 し た リ ア

リ テ ィ を も っ物 体 で あ る こ と を 強調 す る 。 「私の絵 は そ 乙 花 見 ら れ る だ け の も の が そ 乙 に

あ る と い う 事 実の ！こ に 立 っ て い る 。 そ れ は 実際 K object で す」 と フ ラ ン ク ・ ス テ ラ は 語

っ て い る 。 ま た ， ド ナ ル ド ・ ジ ャ ァ ド は 「私の 作 品 は sp巴cific object で あ っ て ， 彫 刻 で

は な い」 と 言 っ て い る 。

ジ ャ ッ ド は 規格化 さ れ た ア ル ミ ニ ュ ー ム や ス テ ン レ ス の 直方体 の 箱 を 等 間 隔 も し く は 数

学 的 に 計算 さ れ た 間 ｜痛 を 置 い て 並べ る が ， 各 ユ ニ ッ ト と そ れ ら の 聞 の す き 聞 を 含 め た 連続

休 を 一 つ の 全 体 と し て 見せ よ う と す る 。

ま た ス テ ラ の 幾伺学的 図形か ら な る 絵 に つ い て も 「非関連性」 ( non-relational ） が 問

題 に さ れ る 。 作 品 を 構成 し て い る 各 部 分 は 全体 の ヒ エ ラ ル ヒ ー の 秩 序 に 従 っ て 構成 さ れ

た り ， 調獲 さ れ た り す る の で は な い 。 部分 は そ う し た 秩序 と 仰 値 K も と づ い て 全体 K 関 連

づ け ら れ る の で は な い 。 各 部分 は 等価 で あ り ， そ れ ら は ま と ま り の な か で 単一の 全 体 を な

し て い る 。 作 品 は そ う し た 自 己完結 休 と し て イ ン パ ク ト を も っ と 彼 ら は 主張 す る 。

ジ ャ ッ ド は 自 分 が 用 い る 素材の質感や 色彩の効果 を 大 切 に す る と 語 っ た 。 彼 は ｛乍 ！日： の 物

ハudηノ旬
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体 と し て 質 に 関 心 を 払 う 。 彼 が マ レ ー ヴ ィ ッ チ の 作 品 を 論ず る 場合 も 塗 り 方へ の 関心 が 強

い 。 色 ， 形 ， Tli i を そ れ ｜主 体 存在す る も の と し て と ら え た 最初 の 匝l家 ， そ れ が マ レ ー ヴ ィ ッ

チ で あ る に も か か わ ら ず ， そ の 塗 り 万． は 気 ま ま で ， 慎重 な フ ロ セ ス が 見 ら れ な し 、 。 空間 と

4!!l限 を 諮 る に も か か わ ら ず ， 彼 の 作 品 は あ ま り 空 間 的 で な い 。 ｜当 分 の 思想 を ぶ っ き ら ぼ う

に 表現 し て い る ， と ジ ャ ッ ド は 評す る 。 し か し ， マ レ ー ヴ ィ ッ チ の フ ォ ル ム が 全 休 的 で非

主li 関 的 で ゐ る と 指摘 し て い る の は ジ ャ ッ ド 自 身の 関 心 の あ り か た を 示 し て い て 興味深 い 。

乙 乙 に は 作 1'ii11 を 作者 の 世 界 観 の 表現 と し て 評制す る の で は な く ， 作 品 が 独 立 の 物体 と し て

の質 を も つ こ と を 評{diiす る 彼 の 態度 が示 さ れ て い る 。

ジ ャ ッ ド の 立 体 作 品 は 自 己完結 し た ヴ ォ リ ュ ー ム ， 空 間 の マ ッ ス ， 光 ， Tf1i の 開 発 に取組ん

で お り ， そ れ ら は H寺 ｜剖 を 担 え た 芸術 的 概念 と し て 検 討 さ れ る 。

ノて ー ハー ラ ・ レ イ ズ は ジ ャ ッ ド の f=I：�� を ヴ ォ リ ュ ー ム の存在日命 で ゐ る と 性格 づ け ， ジ ャ ッ

ド ば か り で な く ， ロ パ ー ト ・ モ リ ス ， カ ー ル ・ ア ン ド レ ， 夕、 ン ・ フ レ イ ヴ ィ ン ， ソ ノレ ・ ノレ

ウ イ ッ 卜 ら の 仕事 も コ ン セ プ チ ュ ア ル で あ り ， 存在論的 で、 あ る と 評 し て い る 。

「 ミ ニ マ ル ・ ア ー ト 」 ゃ 「 プ ラ イ マ リ ー ・ ス ト ラ ク チ ュ ア 」 の 名 で ｜序 ば れ る 作 1日： の な か

に は ロ シ ア 梢成主義の仕事 と 似 た も の が少な か ら ず あ る 。 Ji；； 休 が幾 何学 的 フ 坊 Jレ ム を ド 1=1 心

と し た 単純 か つ 基本 的 な も の で あ る ζ と ， そ の II引 に の 今 日 的 な 工業素材 を 大IJE!. K 使 用 す る

こ と ， そ の 他 両 者 に 共通 す る 而i を 指摘 す る ζ と は で き ょ う 。

し か し ， 両 者 の 違 い に つ い て 概括 的 に 論 ず る 乙 と 自 体 問題 を は ら ん で は い る も の の ，

つ の 指 標 を 設 け る 意 味 で 位絡 の 違 い を 述べて み よ う 。

60年代の 「 新抽象」 は 1 0年 代 の 前 術作 家 た ち の よ う に 新 し い造形記 号 を 閲好：l し ， 創造 し

た わ け で は な し 、 。 60年 代 の 作 家 た ら は 造形要素 に つ い て 特別 に 新 し い変革的努力 を 試 み て

い る と い う 意 識 を 持 た な い 。 工業素材 も 自 分 た ち の周 囲 に あ っ て ， 利 用 可能 な も の は 使 う

の が 当 然 だ か ら だ ， と 彼 ら は考 え る 。 60代 年 に は 「新抽象」 の ほ か に レ ー ザ 一 光線 や ネ オ

ン な ど の 光 と 照明 ， 電気 と 機械 ， コ ン ピ ュ ー タ ー な ど 技術革新の ｜時代の 技術 に 結 び つ い た

芸術活動 も め ざ ま し か っ た 。 工業技術 と 結 びつ い た 社会参加 と い う 面 で は 乙 の万が構成主

義 の 伝統 を 受 け つ い で い る と い え よ う 。

「 新抽象」 の方 は ロ シ ア 構成主義の よ う に ， あ る い は パ ウ ハ ウ ス 運動の よ う に 未来 の 工

業社会への楽天 的 ヴ ィ ジ ョ ン を 持つ 乙 と は な い し ， そ れ へ の 参 加の モ ラ ル も 持 た な い 。

一方 ， 現実生活の マ ス ・ メ デ ィ ア の 情報や オ ブ ジ ェ を 直接 と り 入れ る ポ ッ プ ・ ア ー ト と

は 対 照的 K , 「 新抽象」 は 造Ji；； の 基本的要素 K 関心の範囲 を 限定す る 。

「新抽象」 の 作 品 が工業 製 品 や 建築 の椛造物 と 似 た 11；； を と る こ と が ゐ る に せ よ ， 彼 ら は
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自 分 た ち の 作 品 が JJ.＼笑 社 会 の 実JI� 的物 体 と は 「非関 係」 の 次 JL; に あ る 「 独特 の 物 体 」 と し

て ，�， 立 す る こ と を 組 む 。

外 部 の 現 代 社 会の ヴ ィ ジ ョ ン と 結 び つ け る の で も 伝 く ， 作 者 の ！志位！ や 感情 を 帰 り 込 も う

と す る の で も な く ， 彼 ら は ｛ノ｜ニ 品 を め ぐ っ て 造］｜手記弓の コ ー ド を 検 討す る こ と に 専心 す る 。

造 J I三言語 の 厳密 な 検討 を め ぎす点 で彼 ら は ヴ ィ ト ゲ ン シ ュ タ イ ン の 徒 で ゐ り ， 造J I�現象 に

ま つ わ る 複雑 な 条 件 を 切 り 的 て て 基木的要素 に 還Jじす る 釘 み に お い て フ ッ サ － ；レ 的 で ゐ

り ， 芸 術 作 品 の 自 律性 を め ぐ っ て 造形の方法 の 自 己 検 討 に は げ む点 で プ ロ テ ス タ ン ト の メ

ソ ジ ス ト 派 を ！忍 わ せ る 。

1 9 1 0年 代 の 作 家 た ら が 造 形記号の 自 律性 代 深 く 係わ る 先駆的業組 を ゐ げ な が ら も ， な お

か つ 作 品 と そ れ 以 外 の 諸条 例 と の 関 連 づ け を 根本 的 ！日 捉 と し て い た の に 比べ る と ， 半世紀

を 距 て た 両 者の 仙 置 の j� い は 歴然 と し て い る 。

芸術 と 社会生活 と を 性急 に 結 び つ け よ う と し た 「生産芸術」 の 立場 の 構 成主義者 た ら は

無論の こ と ， 「 純粋芸術」 の 立場 に 入れ ら れ る ガ ポ で す ら ， 「構成す る 芸術」 は 「構 成す

る 自 然」 と の対応な し に は 存立 し な い も の ， と い う 信条 K 立 っ て 制 作 し て い た 。

60年 代 K 造形 の 基本的要素 を 検討す る 勤 き が 生 ま れ た の は し か る べ き 歴史 の 歩 み で あ る

が ， 基 本 的 な も の を め ぐ る 辺 JGの 作 業 は そ れ が 明 確 さ を 附す ほ ど 空虚 の 落 し 穴 に は ま る 恐

れ も 大 き く な る 。 そ れ は 半世紀前 に 分析 的 キ ュ ビ ス ム や シ ュ ブ レ マ テ イ ズ ム が経験 し た 辺

で あ る 。 造J i�記 号 の コ ー ド の 検 討 は 作 品 の 内 部 お よ び外 部 の文 脈 の 再 建 を 求 め る に ろ う 。

70年 代 の ス テ ラ の 作 ！日 は そ う し た 動 き を 示 し て い る と ！t＼ わ れ る 。 ま た ， C く 最近 ジ ャ ツ
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二 見 史 自I\

ド は 自 分の 作 ，＇jj', Iζ つ い て ， ／ifj［ 列室の 監 の －而 だ け に XH の 連続 休 の 作 品 を 宣伝べ た ｜時期 か ら 部

民 の 四 つ の壁市l 全 部 を （史 っ て 一 つ の 連 続 休 の 作品 を デ ィ ス プ レ イ し た H寺期へ移 っ た 乙 と に

触 れ ， そ れ だ け 作品 と そ れ 在 取 り 巻 く 笠／Wd と の 関 係 � 重視す る よ う に な っ た ， あ る い は ま

た ， 室外 に 置 く 作 ，!jj!， は そ の場所の士山市の傾斜 そ の 他の 条件 を 取 り 込 ん だ も の と な る ， と 諮

っ ？二 。

ま 乙 と に 自 然な 発言 で め る が ， こ 乙 で も や は り ， 文脈問題が比重 を 増 し つ つ あ る と 見 る

の は 速断 で あ ろ う か 。
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