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The ideals  1907　―　1918 構想期

In 1914 when it was first suggested that he might take over 1914年、最初に、ﾜｲﾏﾙで芸術工芸学校を運営するように

the arts and crafts school in Weimar, Gropius was thirty-one; 指示されたとき、ｸﾞﾛﾋﾟｳｽは３１歳でした。彼は建築家の

he was the son of an architect, and great nephew of Martin 息子で19世紀に活躍していた建築家ﾏﾙﾃｨﾝ・ｸﾞﾛﾋﾟｳｽ

Gropius, who had been an architect of of some standing in 自慢の甥でした。ﾏﾙﾃｨﾝ・ｸﾞﾛﾋﾟｳｽはﾍﾞﾙﾘﾝの芸術工芸

the nineteenth century (he designed the Museum of Arts and 美術館を設計し、1867年にはﾍﾞﾙﾘﾝの美術工芸学校の学長、

Crafts in Berlin, and in 1867 was appointed principal of the ﾌﾟﾛｼｱ州の教育長にも任命されていました。

Arts and Crafts School in that city, as well as director of （第一世界大戦は1914年７月２８日～1918年11月11日）
art education for Prussia).

Walter Gropius studied architecture in Berlin and Munich, ｸﾞﾛﾋﾟｳｽは建築をﾍﾞﾙﾘﾝとﾐｭﾝﾍﾝで学びました。　彼の

but his practical training began in 1907 when joined the office 実習は1907年に入所したﾍﾟｰﾀｰ･ﾍﾞｰﾚﾝｽの事務所でした。

of Peter Behrens. He could not have found a more stimulating その時、彼は刺激的な環境だとは思っていませんでした。

environment at that time, for Behrens had just begun to work その時期がﾍﾞｰﾚﾝｽにとっては建築同様にｸﾞﾗﾌｨｯｸ

for AEG, and was involved in product and graphic design as ﾃﾞｻﾞｲﾝも、商品ﾃﾞｻﾞｲﾝも取り込んで電機ﾒｰｶのAEG社の

well as architecture. His office was a training ground for some 仕事を始めた頃でした。ﾍﾞｰﾚﾝｽの事務所は次世代で

of the most influential architects of the next generation; 影響力を持つ建築家には格好の経験蓄積の場所でした。

soon after Gropius's appointment the young Mies van der Rohe そこにはしばらくしてからｸﾞﾛﾋﾟｳｽに採用されるﾐｰｽ･

joined the stuff, and Le Corbusier also spent some months there. ﾌｧﾝ･ﾃﾞﾙ･ﾛｰｴやｺﾙﾋﾞｼﾞｪも数か月在籍していました。

In  his  book  The New Architecture and the Bauhaus,  first 初版が1935年のｸﾞﾛﾋﾟｳｽの著書『新建築とﾊﾞｳﾊｳｽ』の

published in 1935, Gropius acknowledges his debt to Behrens: 中でﾍﾞｰﾚﾝｽには義理があると認めています。「1908年、

' In 1908, when I finished my preliminary training and embarked 私は建築の初期訓練を終えて、ｷｬﾘｱを積むためﾍﾟｰﾀｰ･

on my career as an architect with Peter Behrens, the prevalent ﾍﾞｰﾚﾝｽの所で建築家として活動を始めました。ﾍﾞｰﾚﾝｽは

conception of architecture and architectural education were まだ全く普通だとされている学術的に様式化され古典的な

still entirely dominated by the academic  stylization  of  the 装飾様式に支配された建築教育をしていました。

classical "Orders", It was Behrens who first introduced me to ﾍﾞｰﾚﾝｽは私に最初に建築に関する問題の取扱いを理論的

logical  and  systematicalco-ordination  in the handling  of に系統的に教えてくれた人です。　私が実務の中で重要な

architectural problems. In the course of my active association 構想を立てるとき、彼やﾄﾞｲﾂ工作連盟の卓越した人たちと

with the important schems  on  which he was  then  engaged, の自由な議論ができるように計らってくれました。その時

and frequent discussions with him and other prominent members 建築は本質的に自然であるべきことだとの思いが結晶の

of the Deutscher Werkbund,my own ideas began to crystallize ように自分自身の考えとして芽生えてきました。

as to what the essntial nature of building ought to be. 私は現代の構造技術では建築の表現はできないと否定され

I became obsessed by the conviction that modern constructional ることはなく、前例のない造形が市場から要望されている

technique could not be denied expression in architecture, and という確信に取りつかれていました。」

that that expression demanded the use of unprecendened forms.'

Detail of  staircase,

administrative buildig 

Werkbund exhibition

cologne 1914

ﾄﾞｲﾂ工作連盟管理棟

階段室

ｹﾙﾝ博覧会1914年 Walter Gropius Wardrobe in white Damask wall fabric･1913

ｳｫﾙﾀｰ･ｸﾞﾛﾋﾟｳｽ enameled poplar・Gropius1913 ﾀﾞﾏｽｸ緞子壁掛け

衣類箪笥・ﾎﾟﾌﾟﾗ材・白塗装 ｸﾞﾛﾋﾟｳｽ・1913年

ｸﾞﾛﾋﾟｳｽ・1913年
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In translating these theories on architecture into practice, 初期の時代、このような建築理論を実践するうえで、

even in these early years, Gropius went further than Behrens, ｸﾞﾛﾋﾟｳｽはﾍﾞｰﾚﾝｽよりも先を行っていました。ｸﾞﾛﾋﾟｳｽが

for in spite of his pioneering role, Behrens himself never 先進的な実践をしている一方で、ﾍﾞｰﾚﾝｽの方は第一次

entirely succeeded, prior to the First World War, in breaking 世界大戦を優先していて、建築の古典的・伝統を乗り越える

away from the classical tradition in architecture. His Turbin にはうまく行っていませんでした。たとえば、ﾍﾞｰﾚﾝｽの

Factory of 1908-9, for example, was the first German building 1908年にﾃﾞｻﾞｲﾝしたﾀｰﾋﾞﾝ工場はﾄﾞｲﾂで最初にｶﾞﾗｽと

to make extensive use of glass and steel, but in basic form it 鋼鉄を大々的に使用したにもかかわらず、造形では、

remains pseudo-classic. Gropius on the other hand began 基本的に古典まがいのものでした。一方、ｸﾞﾛﾋﾟｳｽは建築

even at the outset of his career, to demonstrate his ability に新しい材料と技術が取り入れられる可能性を掴んだことを

to grasp the potentials of the new materials and techniques 全面的に提案主張し始めたばかりでした。

that were becoming available to architects, and to suggest 

completely new ways of using them.

He was also, from the set of his career, preoccupied with the 彼は仕事の実績から、芸術家は社会的責任があるという
arcitect's social responsbilities. As early as 1909, for example, ことに信念を持っていました。例えば、1909年に早くも
he had sent a memorandum to Emil Rathenau, President of AEG, AEGの社長・ｴﾐﾙ･ﾗﾃﾅｳに住宅構造にﾌﾟﾚﾊﾌﾞの部品を
outlining the advantages　of using prefablcated units in housing 使うことの有利さを覚書としてを送っています。「住宅
 construction: ' The idea of industrializing　house construction 構造の工業化構想は標準化された部材を連続させること
can be realized by the repetition in each building of the same で実現が可能になるということ。それは大量生産の
standard component parts. This would mean that mass production 手法を取り入れることであり、製造費が安くでき、入居者
methods could be employed which　would be cheaper for the に安く賃貸できることを意味します。それは標準化された

producer and could result in lower rents for the occupiers...It is 部材を多様に組み合わせることで無数のプランが作れ

possible  to have an infinite number of variations of every plan ることです。」

type by differing combinations of the standard elements.'

Gropius was anticipating the preoccupation of twentieth-century ｸﾞﾛﾋﾟｳｽは自分がそれを書いたとき、自分自身が20世紀の

planners when he wrote this. He was also ahead of his time, when, 企画者になることをわくわくして期待していました。ｸﾞﾛﾋﾟｳｽ

on leaving Behrens to set up　his own practice, he designed the はﾍﾞｰﾚﾝｽの事務所から独立して自分自身の実践活動と

Fagus factory of 1911, and the factory for the 1914 Werkbund して、1911年のﾌｧｸﾞｽ靴木型工場や1914年のﾄﾞｲﾂ工作

exhibition, for in both these buildings he uses glass and steel as 連盟のｹﾙﾝ博覧会にこれまで、建築では使われてこなか

no architect had used it before. ったｶﾞﾗｽと鋼鉄の両方を使った設計をしました。

The façade of the main block of the Fagus factory was faced  ﾌｧｸﾞｽ靴木型の主要な建物の正面には細い鋼鉄のﾏﾘｵﾝ

with a 'curtain' of glass, spported by narrow steel mullions. （縦桟）でｶｰﾃﾝのようにｶﾞﾗｽが保持されていました。　

In order to emphasixe the transparentcy of the structure  その時代には全く革新的な角部に支持構造がないことを

there were no supports at the corners ― a complete inovation 強調するためでした。同じく、ｹﾙﾝ博覧会ﾄﾞｲﾂ工作連盟の

at the time.Similarly in the Werkbund factory, the staircases at 展示工場の管理棟の階段室も円形の塔状ｶﾞﾗｽで囲って、

each end of the main administration block are enclosed in 内部の構造を見せています。どちらの建物も、ｸﾞﾛﾋﾟｳｽは

circular glass towers so that the internal structure is exposed. そのﾃﾞｻﾞｲﾝと構造は1930年代まで一般化しないものと

In both these buildings Gropius was anticipating design and 想像していました。また、当時の彼のﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ

construction methods that were not fully developed until （商品ﾃﾞｻﾞｲﾝ）も、彼の理論書も、ﾄﾞｲﾂ工作連盟の標準化

the 'thirties; in his productdesign at that time, how ever, に比べれば冒険的とはいえませんでした。

and in his theoretical writings, he does not venture beyond 

the standards set by the Werkbund.

Fagus shoe-last factory, Alfeld -an-Lein

Walter Gropius with Adof Meyer 1911

ﾌｧｸﾞｽ靴木型工場、ライン河畔のｱﾙﾌｪﾙﾄ

ｳｫﾙﾀｰ･ｸﾞﾛﾋﾟｳｽとｱﾄﾞﾙﾌ･ﾏｲﾔｰ1911年

Fagus shoe-last factory, 

Corner detail

Machine Workshop ﾌｧｸﾞｽ靴木型工場 Entrance to Fagus shoe-last factory, 

機械加工場 角部のﾃﾞｨﾃｰﾙ ﾌｧｸﾞｽ靴木型工場の入口玄関

―　２/７　―



Two articles he wrote for its yearbooks in 1913 and 1914 show ｸﾞﾛﾋﾟｳｽは1913年と1914年のドイツ工作連盟の年鑑に

him firmly committed to the development of modern industrial 近代的な工業建築の発展にしっかりと関与しているという

architectures, but at same time his ideas on how to improve ことについて、２つの記事を出しています。しかし、同じ

standards in industrial production are closely identified with 時期に工業製品の標準化をどのように発展させるかという

those of contemporary reformers. 彼のｱｲﾃﾞｨｱはそれら工業製品を独自に現代に合わせよう

Like Muthesius he believed  that the artists possessed the と改善する人たちに近づくことになりました。

power to 'breathe life into the dead product of the machine' , ﾑﾃｼﾞｳﾑのように、彼も芸術家は死んだような機械加工

and that 'the sensiblity of the artist must be the combined with 製品に生命の息を吹き込む力を持っていることと、芸術家

the knowledge of the technician to create new forms in archi- の繊細な感覚と技術者の持っている加工技術の知識とを

tecture and design'. 融合させるべきだと信じていました。

Ideas such as these were generally accepted in the Germany このよう考え方は1914年のﾄﾞｲﾂでは一般に受け入れら

of 1914, and they made him a natural successor　to Henry van れていて、ﾜｲﾏﾙ美術工芸学校は辞任した校長の後継者

de Velde when the latter resigned as principle of Weimar School として自然な流れでｱﾝﾘ･ｳﾞｧﾝ･ﾃﾞ･ｳﾞｪﾙﾃﾞに決めました。

of Art and Crafts.

Van de Velde,  a  Belgian  architect,  had  been  working ｳﾞｧﾝ･ﾃﾞ･ｳﾞｪﾙﾃﾞはﾄﾞｲﾂで活動して

in Germany since　the turn of the century, and in 1902 he いたﾍﾞﾙｷﾞｰの建築家で、世紀が

had been appointed  artistic adviser to the Grand Duke of 変わって、1902年にはｻﾞｸｾﾝの

Saxe-Weimar, one of several German princes, who by their ﾜｲﾏﾙ大公の芸術ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰに

patoronage of the arts and local industries, contributed to 任命されました。大公は地域の

the revival that was　 lead to the formation of the Werkbund. 芸術や地域産業を復活させ指導

支援しているﾄﾞｲﾂに数人いた

Weimar　英語読みはﾜｲﾏﾙ、ﾄﾞｲﾂ語読みではｳﾞｧｲﾏﾙ 皇太子の一人で、ﾄﾞｲﾂ工作連盟

https://ja.wikipedia.org/wiki/ヴァイマル の組織化に貢献していました。

ｹﾞｰﾃ（Johann Wolfgang von Göthe ･1749～1832）

https://ja.wikipedia.org/wiki/ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

1775～1832・ﾜｲﾏﾙ宮廷顧問・宰相

Van de Velde was born in 1863, and had began his career as a ｳﾞｧﾝ･ﾃﾞ･ｳﾞｪﾙﾃﾞは1863年生まれ、画家としてｷｬﾘｱを

paiter. He was, however, 'converted to design and architecture 積み始めていましたが、20代の初めに、ｳｨﾘｱﾑ･ﾓﾘｽ

in his early twenities when he discovered the work of Morris and とその集団を知って、ﾃﾞｻﾞｲﾅｰと建築家に転向しました。

his circle. By the eighteen-nineties he was well known throughout 1890年までにはﾖｰﾛｯﾊﾟではｱｰﾙﾇｰﾎﾞ建築家、ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ

Europe as an architect and designer in　the Art Nouveau tradition, として良く知られるようになりました。彼はｱｰﾙﾇｰﾎﾞの

but even while he was still associated with Art Nouveau,　his 組織に所属していましたが、機械の可能性に触発されて

imagination was fired by the power and potential of the machine. 彼の想像力に火がつきました。ｳﾞｧﾝ･ﾃﾞ･ｳﾞｪﾙﾃﾞは1902年

In a series of lectures publishment in 1902 and 1903 he defined と1903年に自身の立場、状況を説明しました。機械類に

his position. Machinery inspired him with a kind of aesthetic awe, 彼は美的な力が秘められていると感化され、そこには

but at the same time he recobnized its social value. By rejecting 社会的な価値があると認識していました。機械加工技術を

machine techniques the English arts and crafts designers had 拒んだ英国の美術工芸作家はそれを購入する余裕のある

produced work that only a rich cultured élite　could afford, but 上層階級に向けて制作していました。ｳﾞｧﾝ･ﾃﾞ･ｳﾞｪﾙﾃﾞに

according to van de Velde, the machine, properly  used, could よれば、実際には機械は使われて、建築やﾃﾞｻﾞｲﾝに革命を

bring about a revolution in architecture and design. もたらしていたということでした。彼がﾄﾞｲﾂ工作連盟の理念

Anticipating the ideals of the Werkbund he demanded 'a logical に期待していたのは「製品の論理的な構造、材料の理論に

structure of products, uncompromising logic in the use of 妥協のない使い方、合理的で優れた制作工程を見せること」

materials, proud and frank exhibition of working processes'. でした。

His opinions and his work were highly thought  of in German, 彼の意見と作品はﾄﾞｲﾂでは高く評価され、ﾜｲﾏﾙで彼の

and the post he was offered  in Weimar gave him the oppotunty 理念が実践できる機会が与えられました。ﾜｲﾏﾙに着いて

to put his ideals　into practice. Soon after his arrival there he からすぐにすでにある美術学校（fine art)の中に工房

established workshop in the existing School of Fine Art, and in （workshop）を立ち上げました。1902年には、私塾として

1902 he decided to open a private craft school where students 工芸学校を作ることを決意しました。そこでは、学生は

were encouraged to develop　an intutive approach in order to 伝統を継承するというよりも直感で新しい造形を展開する

create new forms, rather than relying on traditional solution. ことが奨励されました。ﾜｲﾏﾙでは、いくつかの小さな産業

Several small scale industries flourished in Weimar at that が工場と学校とが連携をとることで栄ました。とにかく、

time and the school was able  to  establish  links  with  local  それらの活動は確かな工芸手法を基礎にしていました。

manufacturers.　Thier work, however, was irmly based on craft 復古主義よりもｳﾞｧﾝ･ﾃﾞ･ﾍﾞﾙﾃﾞの現実的な展開による

　 techniques, fand in promoting this approach, van de Velde was ものでした。

being realistic rather than reactionary.

Folkwang Museum,

Henry van de Velde 1901-2

ﾌｫｰｸｳﾞｧﾝ美術館（旧）

ｱﾝﾘ･ｳﾞｧﾝ･ﾃﾞ･ｳﾞｪﾙﾃﾞ

現在のﾌｫｰｸｳﾞｧﾝ美術館

https://ja.wikipedia.org/wiki/フォルクヴァンク美術館
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For the jewelers, metalworkers, cabinet makers and wood ﾜｲﾏﾙの宝飾作家、彫金作家、木工家具作家は機械

workers of Weimar had never become highly mechanized, 加工を高度なものにはしていませんでしたし、英国発祥

and the Industrial Revolution, which had so debased British の産業革命にも接することはありませんでした。このよう

output, had hardly touched them. Under this régime the な体制のなかでも、ｳﾞｧﾝ･ﾃﾞ･ｳﾞｪﾙﾃﾞがﾜｲﾏﾙ大公に

school flourished and eventually van de Velde persuaded 提案して採用された公国立の工芸学校（大公立芸術学校）

the Grand Duke to take it over, so that in 1908 it became は人気がありました。

the state-owned Grossherzogliche Kunstgewerbeschule （当時のﾄﾞｲﾂは明治維新前の日本のようにまだ藩主が公爵）

 (School of Arts and Crafts.) として存在していた時代。第一次世界大戦後の1918年に

ﾄﾞｲﾂ革命により帝政が崩壊、共和国になる。その時の憲法が

ﾜｲﾏﾙ憲法、昭和憲法と比較される先進のもの。T.K.）

In the years leading up to 1914, however, van de Velde's 1914年に至るまでの数年の間に、ｳﾞｧﾝ･ﾃﾞ･ｳﾞｪﾙﾃﾞの

influence　in Weimar began to wane. The Grand Duke, who had ﾜｲﾏﾙにおける影響力が弱くなり始めていました。気力が

a somewhaｔ volatile nature, was losing interest in　the school, 衰えてかかっていた大公は工芸学校に対しても、熱心な

and in an　excess of nationalism, 'foreeign' designers and artists 郷土愛にも関心を失いかけていることを、外国のﾃﾞｻﾞｲﾅｰ

became suspect.　Van de Velde handed in his resignation in や芸術家が気付ていました。ｳﾞｧﾝ･ﾃﾞ･ｳﾞｪﾙﾃﾞは1914年

1914, and at the same time recommended three possible に工芸学校を辞職し、その時後任に3人を推薦しました。

successors  ― August Endell, Hermann Obrist and Walter Gropius. ｱｳｸﾞｽﾄ･ｴﾝﾃﾞﾙ、ﾊｰﾏﾝ･ｵﾌﾞﾘｽﾄ、そしてｳｫﾙﾀｰ･ｸﾞﾛﾋﾟｳｽ

です。

August Endell(ﾄﾞｲﾂ1871～1925） Hermann Obrist(ｽｲｽ1862～1927）

https://de.wikipedia.org/wiki/August_Endell https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Obrist

芸術理論家・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ ﾕｰｹﾞﾝﾄｼｭﾃｨｰﾙの彫刻家

Gropius was the youngest of the contenders (Obrist was 51 ｳｫﾙﾀｰ･ｸﾞﾛﾋﾟｳｽは一番若い候補者でした。（ｵﾌﾞﾘｽﾄは

in 1914 and Endell was 43), and he was asked to work in Weimar;  51歳、ｴﾝﾃﾞﾙは43歳）でした。彼はﾜｲﾏﾙで働くように

it was never quite clear, however, throughout the war, what 要請されてはいたものの、戦争（第一次世界大戦）が彼を

position he would hold there. Soon after van de Velde had その場所に居れるかどうかは必ずしもはっきりしていませ

hinted to Gropius that he was in the running for the post, the んでした。　しばらくしてｳﾞｧﾝ･ﾃﾞ･ｳﾞｪﾙﾃﾞはｸﾞﾛﾋﾟｳｽに大公

Grand Duke, with characteristic abruptness, had closed the の気まぐれで、学校を閉鎖し、いまの彼自身の職も学校の

school completely, and had dismissed the staff. 職員も解雇しようとしていると漏らしていました。幸運にも、
Fortunately, however, various officials within the Weimar ﾜｲﾏﾙ政府の多様な官僚たちがこの動きに反対しﾜｲﾏﾙ
government were opposed to this move, and the suport of 芸術学会の会長・ﾌﾘｯﾂ･ﾏｯｹﾝｾﾝの支援で芸術学会の

Fritz Mackensen, director of the Weimar Academy of Fine Art, 一部として工芸学校を存続させ、同時にそこに建築学校を

they began negotiations to continue the craft school as a 開設しようと協議をはじめました。この一連の複雑な協議

department within the academy, and at the same time to open の経過についてはﾊﾝｽ･ｳｨﾝｸﾞﾗｰの「バウハウス」にあてた

a school of architecture there. Details of the vague, but complex 書簡や記録文書が公開されています。

negotiations that followed are revealed in  the correspondence

and documents in Hans Wingler's Das Bauhaus.

https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Maria_Wingler

These demonstrate Gropius's ability as a negotiator, and この時、ｸﾞﾛﾋﾟｳｽの交渉能力と物事の運営力と決断力が

his determination to run things his own way. Mackensen had  示されました。芸術学会の会長ﾏｯｹﾝｾﾝはｸﾞﾛﾋﾟｳｽの

suggested that the combined school of architecture and craft 管理下で建築と工芸を組み合わせた学校を提案しました。

should be under the direction of Gropius, while he (Mackensen) ﾏｯｹﾝｾﾝとしては学校全体の学長として残るというもの

 remained principal of the whole organization. でした。

Gropius, however, attempted to obtain a clear-cut ruling about ともかく、ｸﾞﾛﾋﾟｳｽは自分自身の地位・立場を明確に確保

his own position. In a letter dated 19 October 1915 he writes: しようとしていました。1915年10月19日の日付の手紙に、

I still feel the need for more positive proposals on the nature 次のように書いています。

of these links with the academy, and on the independence 「私は芸術学会との連携の精神にもっと積極的な提案と

of the school of architecture. 建築学校の独立性が必要だと今も思っています。

You spoke in your letter of a small independent school .... あなたは手紙で学校の小規模の独立性について言って

I am unable to grasp, however, what my position as head おられますが・・・わたくしには条件つきの建築学校のﾄｯﾌﾟ

of the school of architecture would entail ; furthermore I というのは受け入れられません。　さらに、建築がすべての

cannot envisage teaching architecture as a separate entry, ものを包含するような時代になってから、建築だけを

since architecture is all embracing. 分離して教育することは想像できない事です。

What I have in mind is an independent teaching organization, 私が思い描く教育組織の独立性とは、小さな事から

which must necesssrily develop from small beginings, and 始まって発展していかねばならないことであり、既存の

which could be co-ordinated with the exisiting academy for 芸術学会、技術目的との統合であり、協働作業であって、

administrative and technical purposes, but which, from the 芸術的な視点ではありません。これの独立性が維持され

artistic point of view,　must remain independent. ることが必要なことです。もし、私が利益となる仕事をする

If I am to work profitably I must be allowed to develop my とすれば、私自身の基本的な課題　―　主要な条件として

own ideas on fundamental issues - freedom of action must 自由に活動できること　―　に深く関わり、従うことです。」

be an essential condition .....'

―　４/７　―

https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Obrist
https://de.wikipedia.org/wiki/August_Endell
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Maria_Wingler


Silver samovar

Henry van de Velde,

1902～3

Kunstgewerbemuseum,Zurich

銀製湯沸し器

ｱﾝﾘ･ｳﾞｧﾝ･ﾃﾞ･ｳﾞｪﾙﾃﾞ、1902･3

ﾁｭﾘｯﾋ・工芸美術館

Candlesticks and dish, 燭台と皿 Chair・椅子

Henry van de Velde, 1914 ｱﾝﾘ･ｳﾞｧﾝ･ﾃﾞ･ｳﾞｪﾙﾃﾞ1914 Henry van de Velde,

Folkwang Museum,Essen ｴｯｾﾝ・ﾌｫｰｸｳﾞｧﾝ美術館 ｳﾞｧﾝ･ﾃﾞ･ｳﾞｪﾙﾃﾞ、1900

A few months later,  after further negotiations with the Grand 数ケ月後、大公との協議がさらに進んだ後、ｸﾞﾛﾋﾟｳｽは

Duke, Gropius redefined his aims for the school in a long and 長期の詳細な目標を作り直しました。これに関する重要な

detailed memorandum. Extracts from this important document 資料が要約されて、最初に出版され公表されたのは

were published for the first time in Wingler's book,　and it is ｳｲﾝｸﾞﾗｰの著作の中でした。その内容はｸﾞﾛﾋﾟｳｽの

interesting to compare Gropius's proposals at that time with 遠大な構想とﾊﾞｳﾊｳｽが開校された時の理想的な教程

his far more ambitious and idealistc programme once the  （ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）と比較するのは興味のあることです。

Bauhaus was established.

In the memorandum of 1914 Gropius repeats, sometimes word 1914年にｸﾞﾛﾋﾟｳｽがﾄﾞｲﾂ工作連盟に思っていることを

for word, the ideas he set out in his two Werkbund articles. 寄稿した２つの記事に関する言葉のﾒﾓがありました。

He describes the schism that had  arisen between the artists , そこには芸術家、工芸家と工業との関係構造とすでに

the craftman and industry, and the attempts at reform that その関係が修正されたことが記述されています。ｸﾞﾛﾋﾟｳｽ

had already taken place. It was no longer sufficient, he にとって、まだ完全に「芸術」感覚が抜け切れていない

maintained, to be concerned with handwork, and with the 小規模の企業が手作業を続けていることに我慢できない

output of small firms, since these had never completelｙ lost ことでした。芸術家は量産工程がすでに改革されて

touch with 'art'. The artist must learn to become directly いることを学び、企業家は芸術家にその活動価値を

involved in mass production, and the industrialist must be 教えて貰わなければならない。ｸﾞﾛﾋﾟｳｽは教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

taught to accept the artist and his values. Gropius then として「芸術家にとって、強力な手段と、現代的な製品

goes on to suggest a programme of education that would との関係状況を作り出すこと、それは機械を最も単純な

 'create a situation in　whichthe artist would come to　 道具として、最も使やすい道具類とすること」としています。

terms with the most powerful meansof modern production, 

the machine, from the simｐlest tool to the most specialized 

machinery'.

To achieve this end he visualized a school that would be closely 彼は活動の目的として、地域の産業や工房と密接に連携

linked with local industries and workshop. These would send their して学校を見えるものにしました。この活動が地域の工場、

most promising apprentices, selected in consultation with 工房のほとんどの徒弟たちと相談して学校の実習指導員

instructors　of the school. The courses would consist of practical として選ばれました。実習教程（ｺｰｽ）は実際の工作作業、

work, studies in form and composition, as well as art history and 造形学習、芸術史、芸術理論で構成されていました。

theory ; for those who were technically rather than artistically それは芸術的才能よりも技術取得のために実技と自由な

gifted there would be lessons in technical and free drawing . ﾄﾞﾛｰｲﾝｸﾞ（描写）があるべきとの事でした。

Students who had attended the courses would form the nucleus 教科(ｺｰｽ）に出席する学生は「実在した中世の石工の

of a 'happy working community, such as had a existed in an ideal 工房で理想的なやり方で働くことが楽しい共同体」、中世

way in the mason's lodges of the Middle Ages'　; by adapting the の過去の時代に人々から適正な状態を作り、新しい様式を

working methods of  Middle Ages to present-day requirement 出すことを要求されていた石工の働き方を活動の中心に

they would help to create the right conditions for the emergence するようにしたい。もちろん、ﾌｧｸﾞｽ靴木型工場の場合は、

of a new style.　It is, of course, difficult to reconcile the fact of 技術と材料についての話や説明と、幸せな工芸家たちの

the Fagus factory, which made so uncompromising a break with 連帯と中世の聖堂過去の様式を脱し妥協しないように

past styles, techiniques and materials, with this talk of guilds, 調整することは難しいことです。ともかく、ｸﾞﾛﾋﾟｳｽは

happy bands of craftmen and medievals cathedorals. Gropius 自身の経歴を通して中世の理想と社会における建築家

was, however, throughout his career, to draw parallels between のなすべきことを並行させていました。「将来の新しい

the medieval ideals and his own conception of the architect's 建物は、建築に彫刻と絵画とを含んだものになるだろう」

role in society. ’The new building of the future, which will としていたのに、1923年には「優れた建築物には記念的

 embrace architecture and  sculpture and  painting '　(1919)　 な要素と装飾的な要素とを分ける古い線引きがあります。

becomes　in 1923 ' the composite but inseparable work of art, そのような分離を全く見せないように、建築と芸術作品と

the great building in which the old dividing line between を構成する。」としています。

monumental　and decorative elementswould have disappeard altogether'.

Diesel lomotive Sleeping car  for the railway 

 for the railway, Königsberg, 1913

Königsberg, 1913 Walter Gropius

Walter Gropius 寝台車

ﾃﾞｨｾﾞﾙ機関車 ｹﾆﾋｽﾍﾞﾙｸ､1913

ｳｫﾙﾀｰ･ｸﾞﾛﾋﾟｳｽ

―　５/７　―



He returns to the theme thirty years later. In an article ｸﾞﾛﾋﾟｳｽは30年後、この課題に再び取り組みます。

reprinted　 in 　The Scope　 of Total Architecture Gropius 「建築の全体展望」に教えていたﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学の学生に

describes teaching his Harvard students how to 'collaborate 「個人のｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨを失わないで協働すること」、と書き

without losing their identity ' and continues: ' In our particular 出し、続けて「私たちの特殊な分野において、中世の

 field there is no bookof rules for such a collaboration, unless 大聖堂を建てた作業集団（ﾜｰｷﾝｸﾞﾁｰﾑ）にさかのぼる

we go back as far as  the Middle Ages to study the working までもなく、協働の仕方のﾙｰﾙﾌﾞｯｸはない。

teams of the great cathedralbuildings. Most striking within 大聖堂などの建築説明書の構成の中で最も大きな印象点

the organization of these building guilds  was the  fact that は18世紀まで、作業しているどの職人も手だけで作業して

until the late eiteenth century every craftman in the job was いるわけでなく、親方の作った秘伝の幾何学的な建築基準

not an  executing hand only, but was permitted  to put his に従っていれば、ちょうど音楽の作曲するときのキー（基準）

own design into his part of the workas long as he abided by のように職人自身のﾃﾞｻﾞｲﾝを任されている部分に取り入れ

the master's  guild key of  design, which  was the  secret ることは許されていたこと。ﾃﾞｻﾞｲﾝのすべては紙に書き残さ

geometrical auxillary of the building guild, similar to the れていると思い込んでいるけど、集団が共同生活し、課題を

keys in musical composition. Preconceived paper design 協議し、彼らの着想を組み立てる中で作業が進められて

hardly existed at all; the group lived together, discussed いたこと。」と書いています。

the taskand build their ideas.'

It is the corporate approach to design and architecture which それはﾃﾞｻﾞｲﾝと建築をﾁｰﾑﾜｰｸを含めて、組織的に取り

inplies teamwork, standardization and modular co-odination 組むといことであり、標準化、部品化（20世紀の親方の基準

(the twentieth-century equivalent of the 'master's guilding に相当）であるとｸﾞﾛﾋﾟｳｽがﾊﾞｳﾊｳｽで伝えていることで、

key'),that Gropius was trying to convey at the Bauhaus and 後にﾊｰｳﾞｧｰﾄﾞ大学でも講演しています。

later at Harvard. For him the medieval cathedral epitomized 彼にとって中世の大聖堂が、建築家、木彫職人、石彫刻

such anapproach with architect, wood carvers, stone carvers 職人、石工職人たちが共通の理念に基づき共同作業する

and masons all working together to achieve a corporate vision. ことがその典型だとしています。

Gropius himself had no difficulty in relating this vision to the  ｸﾞﾛﾋﾟｳｽ自身、この理念を20世紀の建築需要につなげて

demands of the twentieth-century, but his theories were open いくことに困難を感じていませんでした。しかし、彼の理論

to misinterpretation, especially in those first years at Weimar は誤解され、特にﾜｲﾏｰﾙでのﾊﾞｳﾊｳｽの学生に社会での

when Bauhaus students were bitterly debating their role in 役割について厳しい議論をさせることになりました。

society Gradually, however, these essentially nineteenth- ともかく、ゆっくりと、19世紀のこのような理念は新しい

century.ideals took on a new dimension, and the Bauhaus 局面に取り入れられ、最終的にはｸﾞﾛﾋﾟｳｽが技術の時代

was finally able to relate them to the new vision which に教えなければならないと考えていたﾊﾞｳﾊｳｽの新しい

Gropius was convinced could and must be taught in an age 理念につなげられました。

of technology. Between 1914 and 1919, his ideas on how it 1914年から1919年、ｸﾞﾛﾋﾟｳｽは自分の考え方をどのように

should be taught changed completely. His suggestions in the 教えるべきかということについて完全に変えました。　彼の

memorandum are down to earth and practical, but Gropius メモには彼の提案が地についた活動にと書かれていますが、

was, in effect, proposing an intensiffication of the methods 彼の提案は結果的に、すでに、ﾄﾞｲﾂの美術工芸学校で

already practised in Germany's school of art and crafts. 手法を強化することに実施されていました。

The 1914 memorandum was the logical culmination of all 1914年のメモには、論理的な展開が過去7年間に完成され、

the efforts, throughout the past seventy years, to improve 量産製品の標準化と、職人が工業的に活動することの

the standard andstatus of mass produced goods, and to 評価が進んでいました。

train 'artist'to work with industry.

The next four years, however, were, to change the  face  of 次の4年間は、ﾖｰﾛｯﾊﾟの状況が変わり、ﾄﾞｲﾂでは一世代

Europe, Germany had lost a generation, and in the revolutions が失われ、大戦の結果、革命が起き、生き残った者たちは

that followed　the war,  those  who survived  attempted  to 新しい社会と政治的な秩序を確立しようとしていました。

establish  a  new social and political order.  In spite of  the 国辱と敗戦にもかかわらず、改革の熱意をもったﾄﾞｲﾂの

country's humillationand defeat, its intellectuals were seized 知識人たち、急進的な芸術家、建築家、詩人の集団が、

with the fevour of reform and, for a brief  period  the  most 短期間でﾛｼｱ、ﾊﾟﾘ、ｲﾀﾘｱ、ｵﾗﾝﾀﾞを見て回り、新しい世界

radical of the reformers were a group of artists, architects を建設するための考え方を現代的なﾌﾞﾙｼﾞｮｱ（中産階級）

and poets, who,inspired by the new ideas that had swept in の価値観の長所から取り入れることを決めました。

from Russia, Paris, Italy and Holland, decided to take advantage

of the temporary of bourgeois values in order to build a new world.

Gropius spent the months following the armistice in Berlin, ｸﾞﾛﾋﾟｳｽは急速に芸術・社会活動の中心になっていた

which rapidly became a centre of this artistic/socialist activity. ﾍﾞﾙﾘﾝで数ケ月の休戦（終戦後）を過ごしました。ﾍﾞﾙﾘﾝで

He was caught up in the turmoil of art movements, and he 芸術活動の混乱に巻き込まれ、11月のﾜｲﾏﾙ革命に因ん

joined the Novembergroupe, a sociaty named after the month で名付けられた集団ﾉﾍﾞﾝﾊﾞｰｸﾞﾙｰﾌﾟに参加しました。 

of the Weimar Revolution. Its members included the painters その集団に画家のﾗｲｵﾈﾙ･ﾌｧｲﾆﾝｶﾞｰ、ｶｰﾙｼｭﾐｯﾄ・ﾛｯﾄﾙﾌ、

 Lyonel Feiningerand Karl Schmidt-Rottluff, the sculpture 彫刻家ｹﾞﾙﾊﾙﾄ･ﾏﾙｸｽ、建築家ﾐｰｽ･ﾌｧﾝ･ﾃﾞﾙ･ﾛｰｴ、

Gerhard Maｒcks and the architect Mies van der Rohe, Erich ｴﾘｯﾋ･ﾒﾝﾃﾞﾙｿﾞｰﾝ、ﾊﾝｽ･ﾍﾟﾙﾂｨﾋ、ﾌﾞﾙｰﾉ･ﾀｳﾄがいました。

Medelsohn,  Hans Poelzig and Bruno Tauto.

https://ja.wikipedia.org/wiki/西部戦線_(第一次世界大戦) https://en.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Marcks

（第一次世界で帝政ﾄﾞｲﾂは敗戦、革命を経て、共和制に移行） ｹﾞｧﾊﾙﾄ･ﾏﾙｸｽ（ﾄﾞｲﾂ1889～1981）

（共和制ﾄﾞｲﾂの憲法がワイマル憲法、昭和憲法と比較される。）

https://en.wikipedia.org/wiki/November_Group_(German)
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https://ja.wikipedia.org/wiki/カール・シュミット＝ロットルフ https://ja.wikipedia.org/wiki/ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエ

(ﾄﾞｲﾂ1884～1976） (ﾄﾞｲﾂ1886～1969）

ファンズワース邸 バルセロナ・パビリオン

（復元建築）

https://ja.wikipedia.org/wiki/エーリヒ・メンデルゾーン https://ja.wikipedia.org/wiki/ハンス・ペルツィヒ

(ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ1887～1953） (ﾄﾞｲﾂﾞ1869～1936）

ﾍﾞﾙﾘﾝ大劇場

https://ja.wikipedia.org/wiki/ブルーノ・タウト

(ﾄﾞｲﾂﾞ1880～1938）

ショッケン百貨店（1930年

ｱｲﾝｼｭﾀｲﾝ塔(1921） ベルリン市ブリッツ馬蹄形住宅(1925～1930）

They all became identified with Expressionism, a romantic of 彼ら全員は建築、社会に芸術価値を置くことに反対する

movement of protest-protest against accepted values in art, 考え方に対抗する夢の運動の表現主義として自己認識

architecture and society, which　had led to the degradation of するようになっていきました。それは展示会やﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄや

man's essential humanity; and by means of exibitions, pamphlets ﾏﾆﾌｪｽﾄによって基本的人間性に序列を無くすることを

and manifestoes, the group tried to demonstrate how it would 進めていきました。彼らは古い時代の残滓を締め出し、

build a new world out of the shattered remnants of the old. 新しい世界をどう建設するのかを見せようとしていました。

The war and the attitudes of his contemporaries obviously had 第一次世界大戦とｸﾞﾛﾋﾟｳｽ自身の生き方は明らかに深化し

a profound effect on Gropius; his idealism was intensified て、彼の理想主義は強化されました。（「今日の建築家はい

 ('There are no architects today', he wrote in a prospectus ない。」とﾉﾍﾞﾝﾊﾞｰｸﾞﾙｰﾌﾟ（11月集団）の展示会計画書に書い

for  an  exhibitionof  the  Novembergrouppe,  ' we  are  all ています。続けて「私たちはいつの日かこの命名が意義の

preparing the way for the one who some day will merit this あったと思ってくれる人のために準備しています。この命名

name again. That name imples "Master of the Art", one who には『芸術の師匠・ﾏｽﾀｰｵﾌﾞｱｰﾄ』の誰かがいつの日か、

will make gardens　out of deserts, and let miracles rise to the 砂漠に庭園を作ったり、空に向けて奇跡を作ろうとするという

sky'), but it also　strengthened his sense of responsibility to 意図が含まれています。」）。さらに、それは、彼自身と将来

his own and future　genarations. 世代に対する責任感を強めることになりました。

In The New Architecture and the Bauhaus  he desicribes his 『新建築とﾊﾞｳﾊｳｽ』の中で、ｸﾞﾛﾋﾟｳｽはその時の心情を書い

state of mind at this time, 'The full consciousness of my ています。「大戦の結果として自分自身の反応が自分自身に

responsbility in advancing ideas based on my own reflections 振り戻ることによって、考え方を前進させる責任が全く自分の

only came home to me as a result of the war .....After that 良心にかかっていると感じています。・・・.私をとらえたあの

violent interruption, which kept me, like most of my fellow 暴力的な中断（戦争）の後、4年間一緒に活動した私の建築

architects, from work for four years, evry thinking man felt 仲間、彼らは思慮深く、心情を知的に変えなければならない

the necessity for an intellectual change of heart. と感じていました。

Each in his own paticular sphere of activity aspired to help  ﾒﾝﾊﾞｰ自身の特殊な活動範囲が現実と理想との間に横た

in bridging the disastrous gulf between reality and idealism. わる困難の湾をまたぐ橋として熱望されていました。それは

It was then that  the immensity  of  the mission  of  the 私自身が責任を持つ世代の建築家の無限の使命でした。

architects of my own  generation  first  dawned  on me.

I saw that an architect cannot hope to realize his ideas unless 一人の建築家として、その国の産業が十分に新しい

influence the industry of his country sufficiently for a new ﾃﾞｻﾞｲﾝ学校の成果を出し、影響力と、重要な権威を

school of design to arise as a result; and unless that school 獲得するまでは自分のｱｲﾃﾞｨｱを実現できないと私は見て

succeds in acquiring authoritative significance. I saw, too, to いました。共同作業とそれを支援する教職員(ｽﾀｯﾌ）の

make the possiblewould require a whole staff of collaborations 要求ができること、作業をしようとする人にはｵｰｹｽﾄﾗの

and assistants: men who would work,  not automatically as an 指揮者の指揮棒に従うような無意識ではなく、自主性を

orchestra obays  its conductor's baton, but independently, 持ち、将来の共通の道に向かって、共同性を取りこ込む

although in close co-operation, to further a common cause.' ことを見ていました。

（第２回以上　T.K）

（ﾜｲﾏﾙのﾊﾞｳﾊｳｱｽの誕生準備期間は第一次世界大戦の期間とともにありました。　　T.K.）
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