
．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斎e

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菱
会期：1999年7月6日一8月29日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謬
i－：ffK：国立西洋美術館／アルベルティーナ版画素描館／西洋美術振興財団　　　　　　　　　　　　　鐸

入場緻：29・392人　　　　　　　　　　　　　　　暴

募磐　　　　　　　　　昌：：柵編・し西㍑号i蟄脇誓華瓢
鮎ρ圖賊僻閣㎜鋸。圃箪雌　　　　　　m一岬」り匿，…瓢蝋，－Ahint噌t，

国L読西洋美術館開館40周年記念として開催された「記憶された　　　してくれるという3人のチームを構成した。そして，ヴァールブルク

身体一アビ・ヴァールブルクのイメージの宝庫」展は，20世紀初　　　に関する知識は，関西学院大学教授の加藤哲弘氏から協力を頂

頭に活躍したハンブルク生まれの美術史家アビ・ヴァールブルク　　　き，多くを反映することができた。

（1866－1929）の思索を視覚的に紹介することを目的として企画さ　　　　この展覧会で私が目指したことのひとつは，研究者ではない一

れた。ヴァールブルクの美術研究は，現代の美術史学の主流と　　　般の観客に「美術史とは何か？」を知ってもらうことである。そのた

言える方法論「イコノロジー」の基礎となったことが知られており，　　　め，一人の美術史家の思考の道筋を作品の連続によってたどるこ

その斬新な研究方法は美術史研究の場において現在も多大な影　　　とができるよう展示に留意した。そしてもうひとつの目的は，消極

響力をもち続けている。ヴ7一ルブルクは，美術史以外の分野と　　　的な鑑賞に留まるのではなく，鑑賞中に，隣り合う作品同士の関

美術史学の交流を図ることで，それまでとは違った視点から，美　　　連性を自分の目で発見できるアプローチが観客に求められるよう

術作品に隠された謎を追求したのである。なかでも彼が興味をも　　　な展覧会を実現することであった。展覧会の最後のセクションに

ったのは，西洋美術に表わされた身体表現であり，繰り返し登場　　　はムネモシュネーを記録した写真を展示し，ここまで見てきた展示

する占代以来の身体表現の定型，いわば作品に込められた「記　　　がヴァールブルクのこうした仕事に関連していたのだということが

憶」という問題に集中的に取り組んだ。しかし彼の残した著作は　　　自然とわかるように構成したつもりである。このふたつの試みがど

難解なうえに断片的で，その影響力の大きさにもかかわらず，その　　　れだけ成功したかは意見の別れるところかもしれないが，アンケ

研究成果を正確にたどることは美術史研究者にとっても決して容　　　一ト等から概して好評であったと受けとめている。とりわけ，西洋

易ではない。そうした彼の思索に少しでも近づくために，この展　　　美術館の展覧会を毎回楽しみにしているような「美術ファン」の

覧会では，彼が製作した美術史研究のためのツール「ムネモシュ　　　方々からは，このような学術的な試みを大いに歓迎していただけ

ネー」という図版集を軸に，あたかも現代のムネモシュネーを作る　　　たようだ。

かのように作品を展示することとした。　　　　　　　　　　　　　　同展は，1999年9月24日から11月7日までハンブルクの美術工

　学術的な内容をもつこの企画を私に持ちかけてきたのは，ハン　　　芸博物館に巡回し，その学術的内容が高く評価された。そして有

ブルク在住のインデペンデント・キュレイターのクリストフ・ガイスマ　　　力紙『ツァイト』の書評に展覧会のドイツ語版カタログが大きく取り

一ル・ブランディ氏であった。1992年に彼がウィーンのアルベル　　　上げられたことは喜ばしいことであった。作品の貸し出しに関し

ティ＿ナ版画素描館で開催した「身体の雄弁性」という展覧会を　　　て・オーストリア国立図書館から多大な協力を得たことを感謝した

ト敷きとし，ヴァールブルクに焦点を合わせたヴァージョンの展覧　　　い・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（佐藤直樹）

会を作り上げようという申し出であった。身体の表現の歴史をくま

なく見せるには，充分なコレクションがないと成立しないが，幸い，

ア・レベルティーナの館長であったオー・・一フーバー氏が協力を快　雛潔騰直樹／クリストフ．ガイス＿匪ブラ珈インデペンデ

諾してくれたことにより，素描を中心とした質の高い作品で構成す　　　　ント・キュレイター）／イルゼビル・バルタ・フリードル（ウィーン宮廷食器博

る展覧会を実現することとなった・展覧会のコンセプトおよび展示　舗黙躰＿アビ．ヴァールブルクのイメージの櫛」のため、）

作品の選定は，ブランディ氏と佐藤が中心になって行ない，92年　　　序論／クリストフ・ガイスマール・ブランディ他

の身体展をプラン舐と共同で行なったイ・レゼビル・バルタ・ブリ　謄鰐輿甥磐灘藩謁離鷲難黎見

一
ドル氏が，我々二人が「脱線」しそうになった場合に軌道修正を　　　いて＿／イルゼビル．バルタ．フiJ＿ドル
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                                                            not scholars understand the issue of "what is art history?." My

                                                            intention was to create a display of related works which would

                                                            allow the visitor to trace the thought patterns and paths of a single
'

 - art historian. Another goal was to realize an exhibition which would
  . ... encourage viewers to go beyond simple passive viewing and inThis exP, ibition, "The Body in Me!nory-by Warburg'S TteaSUry Of their viewing of the exhibition discover, with their own eyes, the

Image.s, was held in.commemoration of the 40th anniversary Of the connections that exist between works placed next to each other in

founding of the National Museum of WesterD Art･ The UaMbUrg- the exhibition context. The final section of the exhibition displayed

born Aby Warburg (1866-1929) was an art histonan aCtiVe in the photographs recording the Mnemosyne and this exhibition con-

early 20th century and the goal of this exhibition was a ViSual struct was intended to give the viewer a natural understanding

introductign to his thoughts an.d methodglogies･ Warburg'S art of the concept that their entire experience of the works in the

research is known to have provided a basis for "iconOIOgY,"  the exhibition was similar to that ofhow historians go about theirwork･

IT}ethgdology Fonsid.ered the main-streaM of COnteMPOrary art while there are differing opinions on the success of these two

historical studies. His novel research methods continUe tO eXert experiments, feedback from questionnaire responses and other

immense influence over art historical research today･ ThrOUgh sourceswasgenerally favorable.Itseemsthatmanyofthe"artfans"

iRtentional interactions with scholarly disciplines outside Of art whoenjoyvisitingeachoftheNMWAexhibitionsgreatlywelcomed
history, warburg sought to unlock some of the "problems"  hidden this more scholarly experiment
in works.of art. Among his mqny interests, WarbUrg W.aS PartiCU- The exhibition traveled to the Museum fur Kunst und Gewerbe,

Iarly fascmated by the expresslon of the human bOdy in WeSteM Hamburg, from September24-November 7, 1999, where its schol-

art, .and he focused on the defipite types of expressiO.n Of hUMan arly content was high)y praised. It gives me great pleasure to report

bodies that had been repeated in art works from antiqUitY tO the that the influential weekly newspaper Die Zeit's book review lauded

present, namely the issue of "memory"  locked in a work Of art- the German edition of the exhibition catalogue. I would like to take

H.owever, in spite of his enormous influence in the field of art this opportunity to express my thanks to the Austrian National

history, Warburg's often indecipherably difficult .texts and their Library for their unstinting cooperation with the loan of art works

fragmentary nature have meant that even art historians find it forthisexhibition. (NaokiSato)
difficult to get a true understanding of his scholarly achievements.

This exhibition thus was an attempt to make Warburg's thoughts

and achievements more comprehensible. By focusing on the col-

lection of images Warburg created as an art historical research [Catalogue]

t.'
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  Chnstoph Geissmar-Brandi, an independent curatorfrom Ham- "Vom Triumph zum Seelendrama. Suchen und Finden oder Die Aben-

burg, first suggested a plan for a scholarly-content exhibition. theuer eines Denklustigen Anmerkungen" zu den gebardensprachlichen
Geissmar-Brandi invited the NMWA to create an exhibition focusing Bllderreihen Aby Warburgs/Ilsebill Barta-Friedl
on warburg that wouid bea version of the "Die Beredsamkeit des gi,"Gg-tth"t".gi,dedr,,M"Bfi･i7118iY.",edAg:･S.i,AhbYi,t¥YP,･gRh",'gF,,kti.,, ob,, den Atias

Leibes" [The Eloquence of the Body] exhibition held in 1992 at the "Mnemosyne"/Tletsuhiro Kato

Graphischen Sammlung Albertina, Vienna. An entire history of the Der reproduzierbare "Denkraum"-Aby Warburgs intel]ektuelles Erbe und

expression of the human body would not be possible without a sgine WiedergeburtlNaoki Sato
k"8LC,gdiie8tB%",hZebh,iP,d,6X,9P,dgg,C,k.'hYl.he,g.ir8,Cl:I,o(,lh,f",Xb,,estlg.a･ iil:ieb8,:R,,:,g"J/i.khg:,rgO/egZ,LOg.':,g,e6,agr,ms,i2n,.ghge"heitenBemerkunge"zu

Thus we were able to realize an exhibition of superb quality works

centering on drawings. The exhibition conceptualization and '6erman Edition: RhetorikderLeidenschaft-ZurBildsprachederKunstimAbend-
selection of works were carried out largely by Geissmar-Brandi ba6",idii.ghr,S.gli"GO,7itSiSve.b,il,igP?6tgas7iiiseBdk3C.hgrSS3t307P4h-3G3e-〉SSMar-Bra"di "nd Naoki Sato･

and Naoki Sato, with Ilsebill Barta-FIiedl, who had worked with

Geissmar-Brandi on the 1992 exhibition, completing the team and Transportation and installation: Yamato Transport
helping keep the exhibition on track when the two main organizers DiSPIay: lbkyo Studio

seemed to be running slightly off course. Professor Tetsuhiro Kato

of Kwansai Gakuin University also generously shared his know-

ledge of Warburg as we planned the exhibition.

  One of my goals for this exhibition was to help visitors who are
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