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ル ソ ー の 人 間関係 に おけ る 金銭 の 問題 を め ぐ っ て

三 　上 　純　子

　ル ソ
ー は ，

『
告 白』 第 1 巻の な か で

，

の 嫌悪 を以下 の よ うに 表明 して い る．

徒弟時代 の 盗 み に つ い て 触 れ なが ら， 金 銭 へ

11ne　me 　faut　que　des　pla三sirs 　purs ，
　et　1’

argent 　les　empoisonne 　tousi｝・

Je　suis 　meins 　tent6 　de　l’

argent 　que　des　choses
，　parce 　qu

，

entre 　1’α79 θ撹 et　Ia

possess三〇11　desir6e　il　y　a　toujours 　un 　inter皿 6diaire，　au 　lieu　qu
，

entre 　la　chose

m6me 　et 　sa 　jouissance　i1　n ，

y　en 　a　point2）・

ス タ ロ ビ ン ス キー の 指摘
3）

をまつ まで もな く， こ こ で は ， 貨幣とい う抽象的 な符号は ，

主体 に よる欲望の 対象の 直接的な享受 を妨 げる障害 と して捉 え られ て い る ．

　と こ ろ で
， 消費 の 領域 で ， こ の よ うに危 険なカ を持 つ とみ な され て い る 金銭は ， 人

間 関係 の な か で は ， ど の よ うな意味を与 え られ て い る の だ ろ うか ． こ の 問い を出発点

として J 本稿 で は ， 友 情 にお ける 金の 貸 し借 りの 問題 に つ い て 考 え て み たい ． そ して ，

後半 で は ， よ り広 い 意味 で の 物質的 な援助 に関す るル ソー の 考 え方 を明 らか に しな が

ら， 作家が さま ざまな戦略 に よ っ て 彼 の 理想 とする コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン を実現 しよ う

とした過程 を跡づ けて ゆ きたい ， なお ， 分析に際 して は
，

と くに 『告 白』 の テ ク ス ト

を重視 する．

L 　友情 と金 銭

まず， ル ソ ー に とっ て ， 友情とは どの よ うに 定義 され る 関係 なの だ ろ うか． 彼 は

　 1） 」．−J． R 。 usseau
，
　 Les　 C ・nfessi ・ns

，

（Euvres　 com ψlbtes　 I，
　 Gallimard，

《 Biblio．

th さque 　de　la　P16iade》 ，1976 （1959），
　p．36．

以下ル ソーの 作品に つ い て は ， と くに指示 し

な い 場合は上記の ル ソー全集（全 5巻 中 4巻既

刊 ，
0 ．（）．と略記）か ら引用 し ， 繰 り返 し 引 く

作 品に つ い て は （ ）内に 示す略号 を用い る．

Les　CanfesSions（C ．），
　Dialogues （1）．），

　Emile

（E ．），
La 　Nouvelle　He’loise（N ．H ．）．ま た書簡

に つ い て は ，
CorreSPondance　 complDte 　 de

∫ean −Jacgues　 Rousseau， 6（廴　R ．　A ．　 Leigh
，

Gen6ve
，
　 Institut　et　Mus6e 　Voltaire　； Ox −

ford
，
　The 　Voltaire　Foundation 　at　the 　Tay 噂

lor　InstitUtion
，
1965一か ら引用し ，

　 C ．C ．と

略称する ．な お 引用の 綴 り字表記は 原文の ま

まと し ， 引用中の言葉の 強調は と くに記さな

い か ぎり筆者に よる．

　 2）　　C ．
，　P ．　38．

　 3）　J．　Starobinski
，
　 Jean−Jaagues　Rous■

seau
，
　 ta　 TranSParence 　 et 　l，Obstacle

，
　 Galli−

mard
，
1971 （1957），

　 p．132．

［10 ］
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『
エ ミ

ー
ル ・ フ ァ

ー ブル 草稿 』 の
一

節で ， こ の 問 い に答 え て い る
t）． ル ソー に よれ ば，

友情 も 喫 約 j の 一一Ptで あ る． した が っ て ， 自己愛 を周囲の 入 々 の 上 に広 げ， 他者と

の 関係 の なか に 自己同
一

性 を求 め る こ とが 自然で あ る に して も， 主体が他者 に振 り向

ける 配慮 を， 相手 か ら交換 の形 で返 して も らわ な い か ぎ り， こ の 間主体関係 の 発展 は ，

個人 の 幸福に寄与 す る もの とはな りえな い
， と彼 は主張 す る の で あ る ． こ の よ うな友

情の 具体例を，
コ ン デ ィ ヤ ッ ク， デ ィ ドロ

，
ル ソー の 交流 を描い た，

『告 白』 第 7 巻

の 宋尾 の テ ク ス ト
2｝

に見 い だす こ とが で き よ う． 無名作家たちは ， 互 い に友達 を紹介

し合い
， 社会的 な不正 に対抗 して 同盟 を形作 っ て ゆ く． こ の 関係 に お ける ， 自発 的 な

気持 ちの 結びつ きは ， 人称代名詞 くくnous ・＞＞ の 反復や ， 感情的な響きを持 っ た言 い 回

し の 多用
S）に よ っ て 強調 され て い る． こ れ と対照 的 な例 が， 絶 交 した 友人 グ リム に た

い す る ル ソー の 苦情の 揚合で あ る ．要 約す る と ， ル ソ
ー は グ リム をこ う非難 して い る ．

グ リム は， 物質的 な もの で あれ ， 感 情的 な もの で あれ ， ど ん な援 助 も返 した た め しが

な い ． と くに
， 自分 は彼 をすべ て の 友人 ， 知 己 の 所 に連 れ て 行 っ た が ， 相 手 は け っ し

て そ の 友人 を紹介 しな か っ た と
4｝． こ れ らの 不満 は ， 喧嘩別れ した 以前の 友人 へ の 恨

み とば か りは 受 け取れ ない ． 偽 りの 友 グ リム の 像 が ， 先 の 相 互 性 と して の 友情 とい う

老 え方 に基 づ い て構築 され て い る の は 明 らか で あ ろ う．

　 と こ ろで ， ル ソ
ー は ， 友情 に お け る交換 の なか で ， す べ て の 要素 に同 じ価値 を与 え

て い たわ けで は な い ． 次 に引 く 1757 年頃の テ ク ス トは
，

エ ル ミ タ
ー ジ ュ で の ブル ジ

ョ ワや裕福な 文学者仲間 と の 交際 を通 じて ふ くらん で い っ た 作家 の 悩み を語 っ た もの

で あ る．

　Pour　de　1，argent 　et　des　services
，
　ils　sont 　toujours　prets ；」

，

ai　beau　refuser 　ou

mal 　re ¢ evoir
，

三ls　ne 　se 　rebuttent 　jalnais　et 　m
’importunent 　sans 　cesse 　de　sol −

1icitations　qui 　me 　sont 　insupportables．　Je　suis 　accabl 壱 des　choses 　dont　je　ne
me 　soucie 　point．　 Les 　seules 　qu

，ils　me 　refusent 　sont 　les　seules 　qui　me 　seroient

douces ．　 Un 　sentiment 　doux
，
　un 　tendre　e

’
panchement　est 　encore 訌 venir 　de　leur

part　et　l’

on 　diroit　qu
’ils　prodiguen 亡 leur／b7’翩 θ et　leur　tems 　pour 　6pargner

ヱeur 　ca ｝麗r5 ）．

こ こ で は ， ル ソ
・一一・は友情の 本質 を内的 ， 感情的価値 （＜＜sentiment 　 doux 》

，
＜〈 tendre

epanchement 　〉》
，

＜＜ c（£ ur ・＞＞） に還 元 し ， 利 害 の か ら ん だ 物 質 的 な 援 助 （＜＜　argent 　＞＞
，

＜＜ services 》
，

＜＜　choses 　〉》
，

《 fortune　＞＞）と対 立 す る もの と して描 い て い る．質の 領域 と

　 1） J．−J．Rousseau ，＜＜　Emile
，
　 Manuscrit

Favre 　）〉
，
　 in　 Annales 　 de　 ta　 Sociite’ノean −

Jacgttes　ROttsseau
，
　VIII

，
1912

，
　 p．284．

　 2）　α
， p ．347 ．

　 3）　例えば
レ
，

＜＜se 　lier　avec 》
，　《 se 　pIaire

aVec 》
，

くくtete ・b−tete　 en 　 pic−nic 　＞＞
，
　 K　se

rassembler 　＞＞
，

〈c　diner　 ensemble 》
，

くくpetits
din6s ＞＞，

　 ec　plaire　h ＞＞ な ど．

　 4） a
， pp ．466467 ；pp ．369　et 　469 も

参照 され た い ．

　 5） Men 　Portrait，0 ．C ．1
，
　 P ．1126．同

様 の 例 と し て は ，C ．C．　IV ，　nO 　S92 ，　b　Mme

d ’Houdetot，1e　17　 d6cembre 　 1757
，
　p ．394；

V
，
no 　636

，
　lt　J．−F．　Deluc

，
1e　29   rs 　 1758

，

P。68．

N 工工
一Eleotronio 　Library 　
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量 の 領域は ，
二 元論的に分 か た れ ， も っ ぱ ら質の 領域 の 純粋性 に 光が 当て られ て い る

の で ある ．作家 自身 に よ る こ の原 則 の 実践 は ， 例 えば ，

『告 白』 の なか で 触れ られ て い

る ， 友人 た ち か らの 遺言状 に よ る財産贈与 の 拒 否
1）に端的 に示 され て い る とい え よ う．

リ ュ ク サ ン ブー
ル 元 帥か らの 贈与 に たい す る ル ソ

ー の 態度に つ い て は 後 に も述 べ る

が
2）

，

一
言付 け加 える な らば ， ル ソー が元 帥か らの 財産贈与 を例外的 に受 けよ うと決

意す る の は ， 自己 の 友情 の コ ー ドへ の 侵犯 に よ っ て ， こ の 身分 違い の 友 人 へ の 並 は ず

れ た愛情 を表現 しよ うと した か らで あ る ．

　 さて ， と は い え，
ル ソ

ー は心情的 な ピ ュ
ー

リタ ニ ズ ム とい う理 由 に よ っ て の み 友人

間 の 金 銭 の 授受 の 閙題 に神経質 で あ っ た わ け で は な い ．　 1757 年 i2 月 17 日付 の ドゥ ド

ト夫人宛て の 書簡
3｝で ， 作家は 公然 と行な わ れ る 金銭的な奉仕の 価値の 低 さを強調 し

て い る ． そ して ，

「あ らゆ る 種類 の 犠牲 の な か で
， お金 は与 え る の が も っ と も簡単で ，

受 け取 る の が も っ と も難 しい 犠牲」 で あ る か ら ， こ の 奉仕 に よ っ て 恩 を受 けた こ とに

な る の は ， 与 え られ る ほ うの 人 間で は な く与 える ほ うの 人 問で あ る とい う独 自の 説 を

唱 え て い る． こ れ は一
見 した と こ ろ 尊 大 と も受 け取 れ る理 論で あ る が ， こ の 理 論 の 背

後 に は ， 独立 した個人 の 問 の 対等 な人 間関係 へ の ル ソ
ー の 希求 が潜 ん で い る の を見落

として は な る ま い ．1とい うの も， ル ソ
ー は ，

『 コ ル シ カ憲法草案 s の な か で ， 金 銭 を

「分配 の 不平等 に よ っ て の み本 当の 効果 を持 つ 相対的な符号
4｝

」 と呼んで い る．っ ま り

持 て る 者 と持 た ざる 者 との 間に差 が あ る か ら こ そ ， 金 銭 は支配 一被 支配 の 関係 を作 り

出すこ とがで き る の だ． そ の うえ ， 与 え る者が 金銭 の 世論 へ の 影響力 を 利用 した 揚

合 ， 富の 不平等が ， そ の ま ま人 間の 上下 の序列関係 と して 世間 に認 め られ る可能性が

あ るわ け で あ る． した が っ て
， 金 銭的 な奉仕 が ル ソ ー の 心 の 琴線 に触れ る とすれ ば ，

彼 の作 品 の 出版者 レ ー か らテ レ ー ズ に贈 られ た年金 の よ うに ，

「見 せ び らか し もな く，

気取 りもな く， 大騒 ぎ もせ ず
5）

」 に 行 な わ れ た場 合 に 限 る の だ ，友人 の 金 銭 的奉仕 は ，

そ の とき 初 めて 自尊心 の 満足 と他者 の 従属 を 目指 した 手段 で あ る こ と をや め
， あ りの

ま ま の 善意 と して 受 け取 られ る こ と に な る の で ある。

II・ 『
告 白』 の

一
テ ク ス ト

　さて
， こ の よ うに ， 金 銭 が 自発的 な人 間 関係 に持 ち 込 み うる 二 重性 ， 虚偽性 に っ い

て 考 えよ う とす る とき ， 先 に言 及 した，
ル ソ

ー と友人 デ ィ ドロ との 友 清の 進展 を物語

っ た テ ク ス トの 続 きが興味深 く思わ れ る．

Je　 Iui　rem 三s　mon 　manuscrit 　que　j’

avois 　fa三t　mettre 　au 　net 　par　un 　laquais　de
M ．de　Francueil　appell6 　Dupont 　qui 　6criveit　trさs　bien

，
　 et　h　qui 　je　payai 　dix

1）　C ．JPP ．56
，
619 ．

2） 18 ペ ージ参照 ．

3）　 C ．C ．　 IV ，
　 no 　 592 ， 0p ．厩 ．

，
　 p．395．

　 4） Pr（ijet　de　Constitutien　Pour　la　Corse，

O ．aIII ， p ．921．

　 5）　 C ．
， P ．561．

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　
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ecus 　tir6s　de　ma 　poche 　qui 　ne 　m
’
ont 　jamais　ete　rembours6s ．　Diderot　m ’

avoit

prom 三s　de　la　part　des　Libraires　une 　r6tr 三bution　dont　il　ne 　m
，

a　jarnais　reparl6 ，

ni 　moi 削 ui1 ）．

こ れ は ， デ ィ ドロ の 依頼 に応 えて
，

ル ソ ーが 『百科 全書 s の 音楽の 項 目を書 き上 げて

渡 し た くだ りの説明で あ る． ル ソ
ー の 書簡全集の 校訂者 リ

ー は ， こ の テ ク ス トに 関 し

て
，

「ル ソー は ，

『告 白』 の な か で ， 清書 させ た 人 へ の 謝礼 （10 エ キ ュ ）を返 して も ら

えな か っ た し ， また 自分 の 仕事の 報酬 が支払わ れ なか っ た と不平 を言 っ て い る
2）

」 と

解釈 して い る．

　けれ ど も， 先 の 記述 の な か に は
， 単 に ル ソ ー の 旧友 に た い する恨 み が表現 され て い

る だ けな の だ ろ うか ．確 か に こ の 引用 部 の 前 の 箇所 で は
， 多 くの 寄稿者 の な か で ル ソ

ー だ けが執筆期限 を守 っ た こ とが明記 されて お り ， こ れ は デ ィ ドロ が清書代 の 件をす

っ か り忘れ て しま っ た の と鮮 か な コ ン トラ ス トをな して い る． ま た ， 仲違 い した昔 の

友人 た ち に よ る陰謀 とい う強迫観念 に 苦 しめ られ つ つ 書か れ た
『告 白』 第 2 部 で は ，

デ ィ ドロ との 蜜 月時 代を回想 した テ ク ス トに ま で 自己 弁護の 意図 が入 り込 ん で い る こ

と も否定は で き まい ．

　 しか し な が ら
，

ル ソ ー が
，

デ ィ ド ロ に支払 っ て も らえ なか っ た清書代 と報 酬 は二 度

と催促 しなか っ た と述 べ る と き ， 彼 は次 に引 く友情 の 理 想 を実践 し て い る こ と を証 明

しよ うとした の で は な い だ ろ うか ．

Qu ’importe　qu
’
un 　des　deux　amis 　donne　ou 　regoive

，
　et　que 工es 　biens　communs

passent　d
，

une 　main 　dans　Pautre
，
　on 　se 　souvient 　qu

，

on 　s
，

est 　aim6s 　et 　tout 　est

dit
，
　on 　peut 　oublier 　tout 　Ie　reste3 ）　．

なお付 け加 えれ ば ， こ の 友情 の コ ー
ドに つ い て は ，

ル ソー の ほ うに借 りの あ る場合 の

例 も
『告 白』 に見 い だ せ る． すなわ ち ，

『告 白s 第 7 巻 の ヴ ェ ネチ ア の エ ピ ソ
ー

ドの

な か で
，

ル ソー が
， 借金 の 肩代 わ りを して くれ た カ リオ にそ の 後何度 も会 っ た に もか

か わ らず， 金 を返 済 し な か っ た と述べ て い る点で ある 軌 ま た ， 虚構作 品で は ，
ジ ュ

リ
ーが サ ン ープ ル ー との 関係 に お い て ， 同様 の 考え を実践 して い る ． ヴ ァ レ

ー旅行の

た め の 旅費 を プ ライ ドの 高い 平民 出の 恋人 に受 け取 らせ よ う と説得す る た め に ， ジ ュ

リ
ー が依拠 す る の も，

こ の
「財産 の 共有

5）
」 の 理 論 な の で あ る． こ の よ うに して ， 友

人 た ち は ， 他者を従属 させ る 金銭 の カ を い わ ば 無害 にする こ とがで き る とい え よ う．

ル ソ
ー

に と っ て は 友清は飽 くま で も水平 的 な 関係 で あ っ た ． した が っ て ， 彼 は ，
「擁護

者 」 顔 の グ リム が押 し っ け る
「
不幸 な者 」 の 役 割 を引 き受 け る わ け に は い か な か っ た

の で あ る
6）．

　 1）　C 。
， P ．348．

　 2）　 《 Notes　 explicat 三ves 》
，
　 in　 C ．C ．　 I　I

，

nO 　146 ，
　p ．114 ．

　 3）　ハ40nP ω
・
〃 α髭

，
｛ゆ．‘it．

， P ．1127．

4）　　（）．
， P．313．

5）　 1＞
卩
．H ．

，
　 P ．67．

6）　 C ．
， P．466 ．
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　1n ． 水平 的関係維持の ため の戦略

　 こ こ で 金 銭 の 貸 し借 りか ら問題 を少 し広 げて
，

よ り
一

般的な恩義 に っ い て 考察する

こ とに した い ． とい うの も， ル ソ
ー は ， 贈 り物 を も ら っ た り援助 を受け た り した際 に

生 じ る 恩 義 とい うもの に ， 強 い こ だわ りを持 っ て い た よ うに思 わ れ る か らで ある．

　そ の
一

つ の 現 われ を ， 感謝 とい う感情 と行為 が ，
ル ソー の 作品 の なか で帯 び る両義

性 に 求 め る こ とが で き る ．一 方で
， 感謝 は ， 感 じゃす い 心 の な か に生 まれ ， 開花す る

厂自然な感情
1）

」 で あ る ． そ れ は ，
エ ミ

ー
ル と家庭教師の 揚合

2）
や ， ク ラ ラ ン の 共 同体

に お け る よ うに心 と心 を結 ぶ 絆 とな る ． しか し， 恩 義 を施 した者 が恩 義 を受 けた者 に

一
度感謝 を強要 しは じめ る と， 両者 の 関係は垂直的な もの に変 わ っ て ゆ く恐れ が ある ．

本来 「高貴な感情 3》
」 で あ っ た感謝 は， そ の 自発的な起源 か ら離れ ，

っ い に は両者 の

関係 が打算的 な もの に 堕 して ゆ くこ とす らある の だ． っ ま り， 恩恵 を受 け た い と思 う

者 は ，
厂恩恵 を施 して くれ る 者 を新 た に獲得す る た め に ， 計算ず くで 上辺 だ けの 感謝

を示 し
， 必 要以上 に 義理 立 て する 」 よ うに な る の で あ る

4｝．こ の よ うな観点 に 立 つ と，

『
対話 』 に お い て ，

「あの 方 々 」 が
「 ジ ャ ン ・ ジ ャ ッ ク 」 の 意 に反 して 行な う施 しは ，

彼 の 品位 を貶 め る効 果 を持 っ て い る こ とが納得 され よ う． 「陰謀 」 の 世界で は ，
「感謝」

＜＜rec 。nnaissance 　＞＞ と い う言葉 は
，

しば しば 皮 肉な ニ ュ ア ン ス を伴 っ て 使用 され て い

る
5）．

　 とこ ろ で
， こ の よ うな感謝 の 価値 の 低下 は ， 忘恩 に た い す る ル ソ ー の 寛 容な態 度 に

緊密 に結び つ い て い る の で は な い だ ろ うが 作家 に よれ ば ，

「計算ず くで 恩恵 を施す

者 」 に ， 法外 な見返 りを要求 され る こ とに よ っ て人 は忘恩の 徒 となる の で あ る
6》．『新

エ ロ イ ー ズ 』 に お い て 忘恩 が批判 の 対 象に され て い る の は 7）
， そ の 揚合 は交換 され る

奉仕 が誠意の こ も っ た もの で あ る か らだ．そ れ に た い して ， 退廃 した現 実 の 社会 で は ，

ル ソ
ー は恩知 らずな 気持 ち をた め ら うこ とな く表明 して い る ．

　　 【…ltout　bienfa三t　exige 　reconnoissance ； et 　je　me 　sens 　le　coeur 　ingrat　par 　cela

　　 seul 　que 　1a　reconnoissance 　est 　un 　devoirB）．

一般 に は 「忘恩 」 とい う言葉 は ， 交換 の 規則 を尊重 しな い 人 々 に た い す る 社 会的 な制

裁 の 響 き を持 っ て い る と考 え られ る の だが ，
ル ソー に あ っ て は 強制され る こ とへ の 嫌

悪 が あま り に強 い た め ， こ の 言葉 が恩恵 を施す 人 々 に た い す る 非難 の 色 合い を帯び る

の で あ る． さ らに ， ル ソ
ー は ， ある と きは 利害 よ り も愛情 を重視す る 姿勢 を示 す た め

に ，

　　 Jngrat
，
　je　ne 　t

，

ai　point　rendu 　de　Service
，
　mals 　je　t，

ai　aim6
， ［＿］

9）．

　 1）　E ．
， p．522 ．

　 2）　　E ．
，　p．　639 ．

　 3）　E ．
， p ．522．

　4）　 ac ．　 IV
，
　 nO 　 592

， 0p ．　 cit ．，　p ．396．

　5） 例えば ，
Ebauches 　des　RbOeries

，
0 ．C ．

1，p．　1168，

　 6）　 E ．
， p．　521．

　 7）　例えば ，
2▽，H ．，

　 p．325．

　8） Lettres　 a　 Malesherbes
，
0 ．C ．1

，
　 P．

1132．

　9）　C ．C ．　 IV
，
　no 　493

，
　i　 Diderot

，
　le　23

0u 　le　24　mars 　1757 ，　P ．　195．
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と述 べ
， ま た ある ときは ， 恩恵 を与 え る者 と受 け取 る者 との 問 の 身分 の 差 異 に 由来す

る関係 の 垂直化 ， 硬 直化 を乗 り越 え る た め に ， 自 らの忘恩 を 口 に して い る ．

Je　vous 　dois　un 　remerciement
，　Madame 　la　Mareschale ，　p 。ur 　le　beure　que

vous 　m
’

avez 　envoy6 ；mais 　vous 　savez 　bien　que 　je　suis 　de　ces 　ingrats　qui　ne

remerCient 　gu6reSD ．

　恩 恵 を与 える者 と恩恵 を受 ける者 との 間の 束縛 の 絆 を断ち 切 る こ とを 目指 して ， ル

ソー は ， そ の うえ ， 恩恵 に適用 され る べ き原則 をい くつ か提案 す る． ま ず第一 に ， 援

助 を与 え る者 は ， 援助 を受 ける 者の 自由を尊重 し， そ の 同意 を得 る 必要 があ る ． とい

うの も 「無理 強い で な され た 贈与 は い か な る もの で も贈与 で は な く， 盗 み で あ る
2）

」

か らだ．第二 に ， ドル バ ッ ク の 化学 の 本 の 翻 訳出版 に 際 して 受 け取 る こ と に な っ た 収

入 に 関 して 述べ られ た ，

「恩恵 の順 め ぐ り」 とい う考 え方 が あ る． ル ソー に よれ ば ，

「裕福で 誠実な男 の 貧 し く誠実 な男」 に た い する恩恵 は ， 個人 的な貸 しで は な く，

「人

類 に た い す る貸 し」 で あ る． した が っ て 恩義を受 けた者が ， 自分 な りの や り方で 「恩

恵 の 順 め ぐ り」 に参加 しよ うと努力す るな らば， 彼 は恩人 に た い して は ， もう借 りは

ない と見 な され る の で あ る 3）．最後 に ， ル ソ
ー は ， 恩 恵 を受 けた者 の 恩 人 にた い す る

沈黙の 感謝 の 正 当性 を主張 して い る
4）． こ の 無言 の 感謝 に よ っ て

， 恩恵を受 ける者の

み な らず ， 恩 恵 を与 え る者 も計算ず くの 行 動か ら 自由に な る とい う点 を見落 と して は

な る ま い ．繰 り返 し 口 に 出 され た感 謝 の 言葉 の せ い で ， 好 意か らの 援助が ， 果 たす べ

き義務 と感 じ られ る よ うに な っ た ら， 恩 恵 を与 える者 も自然な 喜び を味わ うこ とが で

きな くなる か らで ある ．

　 V1 ． 沈黙 の言 語 と真正 な関係

　 さて ， 先 に ， 金 銭の 貸 し借 りに つ い て 興 味深 い 沈黙 の 例 を見 た の で あ る が ， ル ソ ー

は ， 他者 との 自発 的で平等 な 関係 を実現す る た め に ， 感謝を め ぐっ て も， 沈黙の 言 語

を重 視 して い る よ うに 思 わ れ る．

　デ ィ ドロ とル ソ
ーの 交友 を描 い た 『

告自』 の テ ク ス トに再度戻 っ て み よ う． 『告 白』

第 7 巻の 末尾 に ， も う
一

つ の 沈黙 の 例 が見い だ せ る ． す な わ ち ， デ ィ ドロ が 「盲人 書

簡 』 の 唯物論的 な思想 が原因 で ヴ ァ ン セ ン ヌ の 監獄 に入 れ られ た とき ， ル ソ
ー が友人

の 釈放要 請 の た め にポ ン パ ドゥ
ー ル 夫人宛て に書 い た手 紙 に ま つ わ る沈黙 で あ る ．

　　Au 　reste 　si　ma 　lettre　a　produit 　peu 　d，

effet　je　ne 　m
’

en 　suis 　pas ，
　non 　plus ，

　beau −

　　 coup 　fait　valoir ； car 　je　n
’

en 　parlai　qu
’b　tres 　peu　de　gens ，

　et 　jamais　b　Diderot

　 　 重ui ＿mdme5 ），

　 1） C ．C ．　 VIII
，
　 no 　 1294

，
　 h　 Mme 　 de

Luxembourg
，
　 Ie　 16　 f6vrier　 1761，　 p．107．

同様の 例 と し て は ，
（］．C ．　VI

，
　n ° 808

，
　ti・Mme

de　Luxembourg
，
1e　6　mai 工759

，
　 p．89．

　 2）　 1）．
， P．746．

　 3）　 C ．C ．　 IV
，
　 no 　592

，
0p ．‘it．，　p ．396．

　 4）　　Les　I〜e
’
veries 　du　Promeneur　solitaire ，

0 ．σ．1
， pp ．1053− 1054．

　 5）　C ．
， P ．348．
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ジャ ン ・ ゲノ
ー は ， こ の

一
節を ， 読者 にた い す る ル ソ

ー
の 自己弁護 と解釈 して い る

1）．

しか しな が ら， こ こ で も う
一

歩進 め て ， 作家 は ， こ の 自己弁 護 の な か で ， 慎 み深 い 沈

黙 に よ っ て 自分 の 誠実 な友情 を証 明 しよ うと して い た の で は ない か と考 え る こ ともで

きよ う． 『エ ミ
ー ル 』 の な か で ， ル ソ

ー
は 家庭教師 に たい し ， 生徒 に 自分 の 親切 をひ

け らか さず， 生 徒 が独 りで そ の あ りが た み を悟 っ て 教 師 に 友情 を抱 くよ うに な る 時 期

を待 つ こ とを勧 め て い る
2 ）． 友人 に 自分 の した奉仕 に つ い て 話せ ば 相手 は借 りがで き

た と感 じ る． そ して ， こ の 負債の 感 覚が
， 相互 的 な 自発性 の 上 に成 り立 っ て い る 友情

と い う透明 な世界 に ， 虚偽 と不誠実 とを導 き入 れ る の で あ る．

　 とこ ろ で
， 無言 の 奉仕が， 人 間関係 に お い て 真 の 感謝 の 気持 ち を育て る とすれ ば ，

ル ソ
ー の 世界 で は ， 心 か らの 感謝 を表現 す る の も沈黙 な の で は ある まい か ． 次に 引用

す る テ ク ス トか らは ， テ レ
ー ズ の 庇護者 を もっ て 任ず る よ うに な っ た ル ソ

ー が ， 彼女

の 内気な感謝 の 表現 に心 を動か され る様子 が浮 か ん で くる．

Je　la　vis 　sensible 　a　mes 　soins
，
　et　ses 　regards

，
　anim6s 　par 　la　reconnoi ∬ ance 　gu

，

elle

犯
’

oso 髭 exp アimer　de　bouche　n
’

en 　devenoient　que 　plus 　P6n6trans3 ）．

ま た ， サ ン ・プ ル
ー が ， ジ ュ リ

ー と別 れ た 後 に ， ブザ ン ソ ン で エ ドワ
ー

ド卿 と過 した

夜を回想す る ときに強 調 され る の は ， ス タ U ビ ン ス キ
ー

が ク ラ ラ ン の イ ギ リス 風 の 朝

に つ い て 指摘 した よ うな 沈黙 に よ る コ ミ ェ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 充実で あ る が
4）

， そ れ と と

もに
， サ ン

ープル ー が 友 へ の 感謝 の 念 を け っ して 言 葉 に よ っ て 伝 えは しな か っ た とい

う事実 も見逃 して は な る ま い
5）． 作家 自身 も， 身分 の 差 に もか か わ らず友人 と して 交

際 しよ う と して い た リ ュ ク サ ン ブー ル 元帥夫妻 に た い し ， 同様の や り方 で ， 心 の 奥底

で感 じて い た感謝 の 気持 ち を表明 して い る ．

Vous 　savez 　que 　je　ne 　vous 　remercie 　plus 　de　rien ， 血i　vous ，
　Madame ，

　ni　Monsieur
le　MareschaL　 Vous 　 meritez 　 run 　et 　Pautre　que ブe　ne 　vous 　dise　rien 　de　plus
et 　que 　je　vous 　laisse三nterpreter 　ce 　silence6 》．

ル ソ
ー

が ，

「慇 謝 と友情 は 自分 の 心 の な か で は 両立 しえない と つ ね つ ね 感 じて い た
7）

」

こ とを考慮 に入 れ る な らば ， 沈 黙 は ， 独 立 を守 りな が ら他者 との 共 感 関係 を維持 し て

ゆ くた め の
， 彼 に と っ て の 唯一

の 感謝 の形 式 だ っ た とい える の で は な い だ ろ うか ．

　 1）　J．Gu6henno
， ／ean −∫ac4ues

，
　Histoire

d ，

”ne 　 Co ”∫爵 π‘ θ
，
　 Gallimard

，
1977 （1962），

T ．1
， p．203 ．

　 2）　E ．
， p．522 ．

　 3）　C 。
， p．330 ．

　 4）　」．　Starobinski
， 丿16απ「ノ々 ogz ¢ε∫　Rous −

seau
，　la　TranSParence　et　l’Obsta‘le

，
　op ．痂 ．

，

pp ．　183 − 184曾

　 5）　N 」H ．
，　p ．　5S8 ．

　 6） C ．C ．　VII
， 11Q　948 ， 註Mme 　de　Luxem −

bourg
，
　ie　 s　mars 　 1760

，
　 p．47．

　 7） α C ，II
，　n 。 177 ，　b　Mme 　de　Cr6qui，

6t6　1752〜
，
　 p．　191．
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　 V ・ 親 子 関係的友情

　 さて ， こ の よ うに ， 金銭 を初め と した貸 し借 りに つ い て の ル ソ
ー

の こ だわ りに着目

する と ， 作家が ， 男同士 の 友情 の 一
つ の 理想の 形 を， 年少の 者 の 甘 え を許 容 す る依存

関係 に求め よ うと して い た こ と もうな ず ける の で あ る．

　 こ の 種 の 友情 は ， 主 な虚構作晶の なか で は ，

丁新 エ ロ イ
ー ズ s の サ ン

昌プ ル ー とエ

ドワ
ー

ド卿 ， お よび ヴォ ル マ ール との 問 に ， また
『

エ ミー ル 』 の エ ミー ル と數師 との

聞に育 っ て ゆ くと考 え られ る． そ して ， そ こ で は ， 年上 の 友人 の 役割が
「
友」 （ami ），

「保護者 」 （protecteur ），

「恩人 」 （bienfaiteur） とい っ た
一

連 の 呼 び名 に よ っ て 表わ さ

れ る傾 向が ある
1）． と くに注 目 した い の は

，
こ の 畳 み 掛 ける よ うな表現 の 終わ りに ，

しば しば 厂父 J （pere）とい う言葉 が来 る こ とで あ る ． こ れ は ， もち ろ ん愛情 の 高ま り

を示 して い る と も取 れ よ うが， は た して そ れ だ けの 意味 しか 持 っ て い ない の だ ろ う

か ・ こ こ で ， 父 権 に関す る 『
人 間不 平 等起 源 論 』 の

一
節 を参照 して み る の は ， 無駄 な

こ とで は あ る ま い ． ル ソ
ー に よれ ば

，
父 権 と は

， 父親 の 利益 の た め よ りも子供 の 利益

の た め に行使 され る権利で ある ． そ の うえ， 成長 した 後 も， 息子 は敬 意 を も っ て 父 の

恩 に報い るべ きで あ る に せ よ ， 父 親 の ほ うに は息子 に た い し， 感 謝 に よ る服従 を要求

す る権 利 は な い とい うの で ある
2）． したが っ て 若者 とそ の 導 き手 と の 友情が ，

「父 」 と

い う呼び名 に よ っ て 自然感 情 の 上 に 基礎 づ け られ た とき， 被保護者 は ， 初 めて 父 親 に

た い す る息子 の よ うに ， 与 え られ る者 の 立 揚 を ，
い わ ば合法的 に受 け容 れ られ る よ う

にな る とい え よ う．

　ル ソ
ー 自身 の 青年期 の 書簡 の な か に も， 年上 の 同性 の 保護者 た ち との 親子 的な関係

を見 つ け出すこ とがで き る
3）． り

一 は ， こ う した相手 を
「
養父 」 と呼 ん で い る が ，）

， こ

の ル ソ
ー の 養父 願望 は ， 晩年 の キ

ー
ス 卿 と の 友情 の な か で も っ と も理 想 的 な形 で 満 た

され た よ うに思 われ る ． そ れ は ， こ の 関係 に お い て は ， 想像上 の 作品 に見 られ た と同

様 の 呼びか け語 が使わ れ て い る こ と に も窺え る ，

［…］j’

ai　 trouv6 　 un 　 homme ．  e　 noble 　 et 　 grande ！ 6George 　 Keith ！ mon

Protecteur，　mon 翩 らmon ρ87 θ
5）！

性格的な
一

致 ， 卿 の 父 親の よ うな 心遣 い
， そ して 26 歳の 年齢差 が ， ル ソー を屈辱感

な しに こ の 賢者 の親切 に身 を委ね る よ うな 気持 ち に し たの で は な い だ ろ う力丶 こ うし

て 父親 と息子 の 問 の 愛情関係 に も似 た 世界 も， 友人 間 の よ り深 い コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

を求 めた ル ソ
ー

の 到 達 点 だ っ た とい える の で あ る．

　 1）　1V．H ．
，
　pp ．209

，
396

，
611 ； EL

，
　p ．651．

　 2＞ D 廊‘o 篇 γ∫ 5跖 rJ
，Ohigine，　 et ’as　Fo π〔ず¢ ・

耀 π ∫ 4θ 」
’

」瞬 α 露ホげ ρ群 纏 ’β5Hommes ，0 ．C ．

III，　 P．182．

　 3） C ．C ．1
，
　n 。 14

，
　 a　M ．　de　Bonac

，
1e　3

d6cembre 　 1736
，
　 p ．43； n 。 36

，
訌 M ．　 de

Mably
， （avril 　 1740 ），

　 p。120．

　 4）　 KNetes 　explicatives ＞＞
，　in　C ．C ．　1，

nO 　 1斗
，
　 P．44．

　 5）　Lettres　iferites　de　la　Montagne
，
0 ．C ．

III
，
　 p ．797 ． 同様の 例は ，

　 C ・C ・XXI
，
　 n °

3612； XXII
，
　 no 　3713 ；XXVIII

，
　 no 　4874 ；

XXXII
，　n 。 5716；XXXIV ，　n ° 6063 に も見

られ る ．
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　最後に言い 添 え れ ば ， こ の タイ プ の 友 晴は ， デ ィ ドロ や グ リム な どの ル ソー が仲違

い した友人 たち との 関係 に は 見 られ な い ． 『告 白』 の記述 に よれぱ ， 彼 らの 仲違い の

原 因は ， こ れ らル ソ
ー よ りも若い 友人 たちの 彼にたい する保護者気取 りの 態度に あ る

か らだ
1〕． と りわ け， ル ソ

ーは ， 彼か らテ レ ー ズ親子 を引き離そ うとする
，

こ の 友人

たち の 計画 を非常 に悪 く解釈 して い る
2 ）． 『告白s 第 2 部で

， protecteur とい う語 が 2

度 にわた っ て く＜　amis 　protecteurs　＞＞ の 形 で 軽葭的 に用 い られ て い る の も， そ の よ うな

非難の 気持ちを込 めて の こ とで ある
3）・ さ らに， これ らの 友人た ち との 齟齬 を扱 っ た

テ ク ス トには ， 否定的 な価値 を与 え られ た支 配 の 観念 を表わ す動詞 が散見 し
4 ）

， 彼 ら

との 決裂 にい た っ て は ， 自由を 闘 い 取 っ た者に特有の
一

種の 誇 りと と もに報 告 され て

い る．

［＿ユ」
’

avQis 　sec 。u6 　le　j・ug 　de　mes 　t三rans ， ［…］
5＞・

対等な友情 を求 め る こ の よ うな ル ソ
ー の 立 揚は ， モ ンモ ラ ン シ ーで の リ ュ クサ ン ブー

ル 元帥夫妻 との 交際を通 じて も， 基本的 に は 変 わ っ て い る よ うには思われ ない 。 『告

白』 eg　10巻で ， 彼 ら どの付 き合い を回顧 しなが ら．
ル ソ

ーは喧嘩別れ した ばか りの

友人 た ちの 干渉癖 に対比 して ， 彼 の 自由 と独立 を尊重 して くれた夫妻の 配慮を強調 し

て い る
6｝． ただ し， リ ュ クサ ン ブール 元帥 との 友情にお い て は ， 時折， 親子的な気持

ち の 動き も顔を覗 か せ る こ とがあ る ．例えば，
コ ー ム 修道士 に よ る作家の 手術に立 ち

会 うこ の 貴族の 姿 は，
か な り父性 的に描かれ て い る とい えよ う

7）．崔 た ，
ル ソ ー は コ

ン チ公 か らの 狩 の 獲物 の 贈 り物を断わ るた め に書い た手紙 の な か で ， 自分が リ ュ ク サ

ン ブール 元帥の 獲物 を例外的 に受 け取 っ た理 由を以下 の よ うに説 明 して い る．

［．．．］ゴesuis ∂lui
，
量l　peut　disposer　comlne 三11u量plait　de　son 　bien8〕。

こ の 帰属意識 に息子的 な心理 を読み取 る こ とは容易で あろ う．

　で は
， キ

ー
ス 卿 との 友情の 場合は ど うな の だ ろ うか こ こ で も， ル ソーは ， こ の 友

入 の リベ ラル な人柄 を描 くの を忘れて は い な い 9）． だ が ， こ の 場合 には
， 先に示 した

よ うに ，
〈《protecteur》， また は く《 bienfaiteurlo）

》 とい う語彙が明示 的 に ， そ して 肯定

的 に使わ れ て い る の で あ る． ち な み に こ の 2語 は リ ュ クサ ン プー
ル 元帥 にた い して は

使われ て い ない ， こ の 違い の
一

っ の理 由は ，
1762 年 の

『
エ ミール 」 にたい す る有罪宣

告 に始 ま っ た作家の 逃亡生活 にあ るの で は ない だ ろ うか． とい うの も， ル ソ
ー の 不屈

　1） 例えば ，
C．

，
　PP．455 −456．

　2）　C ．
， pp．381−382．

　 3）　C 。
， pp ．503

，
520．

　4） 例え ば ，
巛 mener 》 （C．

，
　pp ．36乳 369），

〈（　subjuguer
’
》 （C ．

，
　 P．362），

＜＜・s
’

asservir ・｝

（α ， P．503）．

　 5）　C ，
， p．503。

　 6）　 0 。，p ．520．

　 7）　0．
， pp．571−572．

　 8） C ．C ．　 VII， 且
。 1116，

　 i　 Mme 　 de

Bou 田 ers
，
1e　70ctobre　1760，

　P．251．

　 9）　C ．
， P ．597．

10）　C ，，p．56．ψ ．6i 彦．
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の共和主義精神 に もか かわ らず， 彼 は行 く先々 で保護を求め ざる をえな くな っ た の だ

か ら
1）． したが っ て ， キ ー

ス 卿 との 親子 的友情の 実現に つ い て は ， 先 に指摘 した感情

的な交流 に加 えて
， 作家の 人 間関係の 歴史的 ， 環境的 な変化 を無視する こ とは で きな

い の で ある，

　VI． 結 びに代えて

　さて ， 晩年 の 作家の 強迫観念が読み取れ る作品 『対話s に っ い て は ， す で に分析の

過程 で も触れ て きたが， 小論 を終 える にあた っ て ， そ の 陰謀の 性格 に関 して
一 言付け

加 えたい ． な ぜ な ら ， こ こ には ，
ル ソーが主観的な コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン の 理 想を生 き

た に もか かわ らず ， あ る い は む しろ生 きたか らこ そ生 じた外部 の 世界 との 葛藤が よ く

現わ れ て い る と思 うか らで ある ・ こ の 作品 で は ，

厂ジ ャ ン ・ ジャ ッ ク」 に たい す る 陰

謀の 主謀者 とされ る 「
あの 方々 」 は ， 自分 たちの行為 を彼 に恩 恵を与 え る 目的の もの

と説 明 して い る． 「 フ ラン ス 人 」 が彼 を 「忘恩の 怪物」 と呼ぶ の もそ の ため で あ る
2）．

ま た，
こ こで は ， 恩恵， 慈善 の語彙 （例 えば ，

巛 bienfait　＞＞
，

〈《　charit6 　〉｝
，

＜＜　aum6ne 　｝）
，

＜＜bienfaisance》〉，
＜＜bienveillance　＞＞ な ど）が ， 多くの揚合 ， そ の本 当の 意味を否定す

る文脈 の な か で ， 皮肉を込 めて 用 い られて い る．『対話』 に描かれ た逆 ユ
ー トピァ は ，

支配
一被支配の 関係を拒 み ， 人格相互 の 自白と独立 の 尊重の 上 に ， 他者 との 交流関係

を築 こ うと した作家が支払 わ ざる をえ な か っ た代償の 大 き さを物語 っ て い る とい え よ

う． 自虐的なまで の ル ソ
ー

の 真正 な コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の追求 が
， 時 と して イ モ ラ リ

ス ム の 形 を とる こ と自体に ， モ ラ ル の 起源を見 る思 い がする ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（立教女学院短期大学非常勤講師）

　 1） 逃亡生活 の 始ま りに よ る ル ソーの 言語

の変化に つ い て は ，
1762年 6 月 20 日付のイ

ヴ ェ ル ダン の 大法官ジ ャ ン ジャ ン 氏宛 て の 書

簡 に現われ る表現 も注目に値し よ う． ル ソー

は， こ の 手 紙の 終わ りで ，

「

閣下の きわ めて つ

つ ま し く従順な僕 J とい う， 彼 が 自己革命以

来 ， 貴族 との 文通で も使 うの を避け て きた言

い 回 しを用い て い る の で あ る （C ．a 　XI ，　ne

1894
， p．120）．

　 2）　ヱ），
， p．710 ．
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