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ジ ャ ン ＝ ジ ャ ッ ク ・ ル ソ ー C l712-1778） の 畢生 の 大著 『告 白 』 は 、 フ ラ ン ス 文学史 に お け る

自 伝 ジ ャ ン ル の 始 ま り を 告 げた 。 自 伝の 白 眉 と 言 っ て も 過言で は な い こ の作 品 は 、 現代の 自 伝作

家 に も 大 き く 影響 を 及 ぼ し て い る 2
0 ル ソ ー に よ る 自 己探求の痕跡 は 、 『社会契約論』 や 『エ ミ ー ルj

と い っ た 『告白J 以前の作品 に も 散見 さ れ、 自 己探求が作家活動 の根幹 を 成 し て い た こ と は 疑い

よ う がな い。 し か し 、 『告白』 の記述 に は、 自 己探求以上 に 自 己弁護の色彩が濃厚 に 浮 き 出 て い る 。

同 時代の大衆の敵意 に 晒 さ れた ル ソ ー は 、 失 わ れ た 名誉 を 取 り 戻す た め 、 生涯 の軌跡 を 詳細 に 綴 っ

た の で あ る 。

『告 白 』 の 主 要 な 執筆 目 的が 自 己弁護で あ る 以上、 作 品 の 十全 な 理解 に は、 ル ソ ー が用 い た 説

得の戦術の分析が不可欠であ る 。 実際、 こ れ ま で に 多 く の論考が こ の テ ー マ を 議論の 中心 と し て

き た 。 し か し 、 そ の い ず れ も が術搬的 な 視点 を 欠 く と 言 わ ざ る を え な い。 本来、 『告 白』 に お け

る 説得の戦術 を 分析 し よ う と す る な ら ば、 次の三つ の論点 を 考慮す る 必要があ る 。 第一 に 、 ル ソ ー

が どの よ う な 自 己像 を 読者 に 認め さ せた い の か と い う 点 、 つ ま り 作 中 で提示 さ れ る 自 己像の分析

が求 め ら れ る 3。 第二 に 、 読者像 の 問 題 に 直面す る 。 自 己像の分析 と 同 時 に 、 そ の 受 け手 と し て

読者 に 与 え ら れ る 役割 を 考察 し な ければ な ら な い 4
a なぜな ら 、 ジ ャ ン ＝ フ ラ ン ソ ワ ・ ペ ラ ン が

言 う よ う に 5、 ル ソ ー は 常 に 読者の教化 に 努め て い る か ら で あ る 。 こ の分析 は、 二つ の段階 を 経

る 必要があ る 。 ま ず は 、 読者 と は 誰 な の か 、 と い う 点 を 明 ら か に し な け れ ば な ら な い 。 と い う の も 、

『告 白J と い う 作 品 に よ っ て作家 自 身 と 直接 的 に 結 びつ く の は 、 現実 に作品 を 手 に取 る 読者だか

ら で あ る 。 ル ソ ー が説得 し よ う と し た読者 と は誰 を 指すの か と い う 点 を 考察 し た 後、 次 に 、 作中

の理想、の 読者像 を 検討す る 必要があ る 。 最 後 に 第三 の 問題 と し て 、 説得の 際 に用 い ら れ る 語 り の

手法 を 分析 し な け ればな ら な い。

こ の論題 を 検討す る 際、 筆者は ア リ ス ト テ レ ス の 議論 を 軸 に 、 作 中 の 語 り の手法 を 整理 し た い 。

ア リ ス ト テ レ ス は 、 そ の 著書 『弁論術J に お い て 、 「エ ー ト ス J 、 「パ ト ス 」 、 そ し て 「 ロ ゴス 」 の

三種類 を 有用 な 説得方法 と し て挙 げる 九 「 エ ー ト ス 」 と は 話者の 人格 に よ る 説得、 「パ ト ス J と

は聴衆の感情 に 訴 え か け る 説得、 「 ロ ゴス 」 と は論理 を 用 い た 説得 を 指 し て い る 。 18 世紀当 時 の

149 



ル ソ ー 『告白』 に お け る 説得の戦術 一 自 己像、 読者像 を 中 心 に一

レ ト リ ッ ク 教育 に 鑑み れ ば、 ル ソ ー が ア リ ス ト テ レ ス の議論 に 無知 で あ っ た と は考 え ら れ な い。

実際、 作 中 で こ れ ら の説得法が強 く 意識 さ れて い る と 考 え れ ば、 作 中 の語 り の手法 を 統一 的 に理

解す る こ と がで き る 。

こ れ ま での論考 で は 、 こ れ ら 三 つ の 問題が別 々 に議論 さ れ て お り 、 説得の戦術の全体像が十分

に 議論 さ れて こ な か っ た 。 よ っ て 本論で は 、 こ れ ら の論点 を 総合 的 に 論 じ 、 と り わ け 自 己像 と 読

者像 に 注 目 す る こ と で、 『告 白』 に お け る 説得 の 戦術 を 究 明 す る こ と を 目 指す。 こ う し た 問題設

定 を 踏 ま え 、 本論に お い て 筆者 は 、 第一章で ま ず 『告 白』 の 受 け手 に つ い て分析 を 行 う 。 第二章

で は 、 『告 白J 第一部 に お け る 自 己像、 読者像、 語 り の 手法 に つ い て 検討 を 行い 、 続 く 第三章で

は 同 じ観点か ら 『告 白J 第二部 を 分析す る 。 こ れ ら の 考察 に よ り 、 『告 白』 に お け る 説得の 戦術

を 怖撤 し た の ち 、 なぜ 『告白』 の試み は挫折 し た の か と い う 点 に つ い て最後に検討 し た い 。

1 .  『告 白』 の 受 け 手

ル ソ ー は誰に対 し て 自 己弁護 を 試み た の か。 自 己弁護の相手 は 後世の読者 に 限 ら れ る のか、 そ

れ と も 同 時代人 を も 説得 し よ う と し た の か。 説得の 戦術 を 分析す る 前段 階 と し て 、 『告 白』 の 受

け手 を特定す る 必要があ る だ ろ う 。

『告 白 』 は 、 第一部が 1782 年、 第二部が 1789 年 に ジ ュ ネ ー ヴ で 出 版 さ れ た 。 い ず れ も 作家の

死後出版であ る 。 そ の 出版方法 を 選 ん だの は ル ソ ー 自 身で あ り 、 そ の 意志 は 『告 白』 本文で も 言

及 さ れて い る 7a 実際 に 『告 白』 を 手 に す る の が、 作家の死後の大衆であ る な ら ば、 読者 は 後世

の そ れ に 限定 さ れ る よ う に 思 え る 。 し か し 、 『告 白』 の言説 を 仔細 に 検討すれば、 ル ソ ー が伺 時

代 の 読者 を 説得の相手 と し て 意識 し て い た こ と は 明 白 であ る 。

ま た 、 当 初 の序文が破棄 さ れ、 新た な 序 文 に 置 き 換 え ら れた と い う 事実 も 検討に値す る 。 『告 白J

に は三種類の草稿が残 さ れて お り 、 最 も 古い草稿 は ヌ ー シ ャ テ ル草稿、 最終稿 は ジ
、
ュ ネ ー ヴ草稿

と 呼ばれ る 。 ヌ ー シ ャ テ ル草稿序文で は確認 さ れ る 同 時代 の 読者 と 作者の親密 さ が、 最終稿 の序

文 で は 一切 感 じ ら れな い。 最終稿の序文 に お け る 読者への挑発 的 な 態度 は 、 ル ソ ー が同 時代 の 読

者 を 見 限っ た こ と の証左であ る よ う に 見 え る 。 実際 に 多 く の論者が、 こ の序文の差 し 替 え を 論拠

に 、 ル ソ ー は 同 時代人か ら の理解 を 断念 し た と 結論 し て い る 8。 し か し 実際は、 ヌ ー シ ャ テ ル草

稿 に お け る 両者の親密 な 関係 は 、 最終稿 に お い て 回収 さ れて い る の で あ る 。

第 一章 で は 、 ま ず 『告 白 』 の言説 を 分析 し 、 次 に 二 つ の草稿 を 比較す る こ と で、 『告 白』 の 受

け手が誰か と い う 問 題 に 答 え た い 。

1.1. 『告白』 に お け る 言説

『告 白J は結果 と し て死後出版 と な っ て し ま っ た も の の 、 ル ソ ー は 決 し て 同 時代の読者 を 見 限 っ

て は い な い 。 彼が同 時代人 の 理解 を 求 め て い た こ と は 次の 一節 に は っ き り と 示 さ れて い る 。 「 こ

れ に よ っ て い よ い よ 筆者 の 人間嫌い の評価が高 ま っ た。 し か し 、 そ う 判 断 し た 人 た ち が も っ と 良
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く 私の心 を 読み 取っ て く れ た な ら ば、 私 は正反対の評価 を 得 て い た は ず で あ る つ。 こ の よ う に 、

ル ソ ー は 同 時代人の振 る 舞 い を 糾弾 し な が ら も 、 そ の正 当 な 評価 を 望 ん で い た の であ る 。 さ ら に 、

作 品 の 末尾で 『告 白』 の朗読会 に つ い て 言 及 し て い る 点 も 注視 に 値す る 10
0 そ こ で強調 さ れ る の

は 、 『告 白 J の朗読会が挫折 し 、 本 来 の 意 図 が聴衆 に 誤解 さ れた こ と への 苦悩 で あ る 。 こ れ ら の

例 か ら は 、 同 時代人の不義理 を 後世 の 読者 に 対 し て訴 え か け る 意図 を 読み取 る こ と も で き る 。 と

こ ろ が、 『告白J の 後 に 執筆 さ れた 『ル ソ ー 、 ジ ャ ン ＝ ジ ャ ッ ク を 裁 く 一対話』 の 末尾で は 、 ル ソ ー

が通 り がか り の フ ラ ン ス 人 に 回状 を 渡 し て い た こ と が語 ら れ る 九 こ の 『対話』 の言説 を 『告 白』

の そ れ と 照 ら し 合 わ せ て み る な ら ば、 ル ソ ー が同時代人か ら の理解 を 断念 し て い た と は考 え ら れ

な い だ ろ う 。

ま た 、 『告 白』 に お け る 読者の評価が一定 し な い 点 も 考慮 し な け れ ば な ら な い 。 次の箇所 で は

読者 に対す る 信頼が示 さ れて い る 。 「 こ う し た場合、 私 は ど う な っ た か。 こ こ ま で読み進め た 読

者であ れば も う わ か っ た は ずであ る 12」 。 し か し 、 読者 に対す る こ の信頼は作 中 で一貫 し て い な い。

「読者 は す で に 気分 を 害 し て い て 次の よ う に 考 え る だ ろ う 。 他の男 の も の に な っ た 彼女 は 、 共有

し た こ と に よ っ て 私の 目 に は堕落 し た よ う に 見 え た の だ と 。 〔 … …〕 そ れ は 間 違 っ て い る 13」 。 こ

こ で は、 誤読 に 陥 り がち な 読者 を ル ソ ー 自 身が諌め 、 正 し い読解へ と 導 こ う と す る 。 し か し 、 読

者 に対す る 不信感が露 わ に な っ て い る こ と は 間違い な い。 も し 、 ル ソ ー が後世 の 読者 に の み語 り

か け て い る と すれば、 こ う し た疑念 を 彼 ら に抱 く で あ ろ う か。 こ の不信感の 背景 に は 、 明 ら か に

ル ソ ー の 同 時代 人 に 対す る 不満が見て取れ る 。 つ ま り 、 ル ソ ー が後世の 読者 と 同 時代の そ れ を 、

と も に 説得相手 と し て 意識 し て い る か ら こ そ 、 読者 に対す る 評価が一貫 し な い の で あ る 。 こ の よ

う に 、 『告 白J の 言説 を 分析す る だ け で も 、 説得の相手 と し て 同 時代 の 読者が想定 さ れ て い る こ

と は 明 ら かであ る 。 続い て 、 二つ の草稿 を 比較検討す る こ と で、 別 の観点か ら 『告 白』 の受け手

に つ い て 考察 し た い。

1.2. 読者 と の親密 さ

ま ず は 、 ヌ ー シ ャ テ ル草稿で示 さ れ る 作者 と 同 時代 の 読者 と の親密 さ につ い て確認す る 14。 そ

の親密 な 関係 は 、 『告 白』 の 執筆 目 的 を 宣言 し た 次の序文の 一節 か ら 読み 取 る こ と がで き る 。

こ の考察 に 基づい て は 、 他者の心 を 常 に 自 分の 心 を 通 じ て判 断す る と い う 、 唯一 の 誤 っ た

規範か ら で き る こ と な ら 読者 を 解放す る こ と で、 彼 ら を 人間 の 認識 に お い て 一歩進 ま せ る こ

と を 決意 し た 。 なぜな ら 、 自 分 自 身 の 心 を 知 る た め に は逆 に 、 し ば し ば他人の心 を 知 る こ と

か ら 始め な ければな ら な い か ら であ る 。 私 は 人 々 が 自 身 を 正 し く 認識で き る よ う 、 彼 ら が少

な く と も 一 つ の 比較対象 を 持て る よ う に し た い 。 つ ま り 、 誰 も が 自 身 と も う 一 人 を 認識で き

る よ う に し た い の だが、 そ の も う 一人 と い う の は私であ る 1\

こ の箇所で提示 さ れ る 『告 白 』 執筆の 目 的 は 、 要約すれば次の二点で あ る 。 ま ず は 、 読者が他

者 を 判 断す る と き に 用 い る 「誤 っ た 規範」 か ら 読者 を 解放す る こ と を 目 指す。 「誤 っ た規範」 と
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は 自 身 の価値観 を 基準 に 、 他者、 さ ら に 言 え ばル ソ ー を 判 断す る こ と を 指す。 正 し く 『告 白』 を

理解で き る 可能性 を 、 同 時代 人が持 っ て い る と 信 じ る が故 に 、 ル ソ ー は彼 ら に正 し い 読解法の手

ほ ど き を す る の であ る 。 次 に 、 自 己像 を 描 き 出 し 、 読者が 自 己 を 理解す る 上で の 比較対象 を 提供

す る こ と を 目 指す。 正 し い 『告 白 』 の 読解が、 彼 ら の 自 己理解 に 資す る こ と を 強調す る 。 こ の よ

う に 、 当初、 『告 白J 執筆の 目 的 は 、 人 間 に 関す る 読者の知見 を 深め る こ と に あ っ た 。

こ う し た ル ソ ー と 同 時代人 の 親密 な 関係が直接的 に示 さ れ る ヌ ー シ ャ テ ル草稿の序文は、 最終

稿 で は 三段落か ら な る 短い序文に 置 き 換 え ら れ る 。 そ し て最終稿の序文で は 、 一転 し て ル ソ ー は

読者 に 対 し て挑発的 な振る 舞い を し て い る 。 「 〔 … … 〕 誰か一 人で も 「私は こ の男 よ り も 善良 で あ

る 」 と 言 え る も の な ら 言 っ て み て ほ し い 16」 。 こ の 挑発は、 誤謬 と 偏見 に ま み れ た 同 時代 の 読者

を 見 限 っ た 証であ る と こ れ ま で考 え ら れて き た 。 し か し 、 序文に お け る 挑発的 な態度 と は 裏腹 に 、

『告白 』 本文で は、 ル ソ ー は 同 時代 人 に よ る 正 し い 理解 を 希求 し て い る 。

こ こ で ま た、 一つ 告 白 を す る が、 読者の不信 を 招 く こ と は事前 に 分 か つ て い る 。 彼 ら は 、

私の全生涯の う ち に 自 分の も の と は似て も 似つ か な い感情 を 幾度 と な く 見せつ け ら れた に も

かかわ ら ず、 依然 と し て 自 分 と 比べ る こ と で私 を 判 断 し よ う と す る 17
a

ニ れ は 『告 白』 第十二巻の 一節 で あ る が、 こ こ で は 同 時代 人 に よ る 誤 っ た 判 断が前 も っ て非難

さ れて い る 。 し か し その糾弾の背景 に は 、 読者 を 正 し い読解法 に 導 こ う と す る ル ソ ー の意志が垣

間 見 え る 。 挑発的 な 形で あ る に せ よ 、 「誤っ た 規範」 か ら 彼 ら を 解放 し よ う と す る 態 度 は 依然 と

し て 変 わ ら な い。 臆見 を 放棄 し作家 を 正確 に 理解す る 可能性 を 、 ル ソ ー は 未 だ 同 時代 の 読者 に 見

出 し て い る 。 同 様 に 、 序文の前の覚書 に お い て 、 彼 ら に 比較対象 を 提供 し よ う と す る 意志 も 確認

す る こ と がで き る 。

〔 … …〕 私 は 自 分の不幸 と あ な た の真心 に か け て 、 ま た 人類の 名 に お い て 、 こ の 唯一 の有用

な作品 を 消滅 さ せて し ま わ な い よ う に お願いす る 。 こ の作品 は、 確 か に こ れか ら 始め ら れ な

け ればな ら な い人間研究 に と っ て最初 の比較対象 と な り う る の であ る 18

こ の 宣言通 り 、 ル ソ ー の 自 己像 は 克明 に 描 き 出 さ れ る 。 読者の 人間 の認識 を作品 に よ っ て深め

た い と い う 、 当 初の 『告 白』 執筆の 目 的 は 、 決 し て 失 わ れて は い な い。 こ の よ う に 、 ヌ ー シ ャ テ

ル草稿で確認 さ れた ル ソ ー と 読者 の 親密 さ は 、 間接的 な 表現で は あ る も の の 『告 白』 最終稿 で 回

収 さ れ て い る の で あ る 。

で は 、 こ の二つ の草稿の 異 同 は 何 に 起 因 す る の か。 ヌ ー シ ャ テ ル草稿序文が書 か れ た 1764 年

当 時、 『告 白』 執筆の主要な 目 的 は 読者の利益 に 資す る こ と であ り 、 自 己弁護 は副次的 な 目 的 で あ っ

た 。 し か し そ れ以後の 、 懇意 に し て い た 思想家 た ち と の決裂、 同 時代人か ら 向 け ら れ た 敵意 は 、

ル ソ ー に 自 己弁護の必要性 を 強 く 感 じ さ せ た 。 同 時代の読者 を 完全に信頼す る こ と は で き な い も

の の 、 ど う に か し て彼 ら を 説得 し た い と い う 葛藤が、 挑発 と い う 形で発露 し た の だ と 考 え ら れ る 。
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『告 白 』 の言説 を 分析 し 、 二 つ の 草稿 を 比較検討す る こ と で、 ル ソ ー が後世の み な ら ず、 同 時

代 の 読者 に も 語 り か け て い る こ と が明 ら か に な っ た 。 そ れで は 、 『告 白J に お け る 説得の戦術 に

つ い て 次 に考察 し て み よ う 。

2. 「パ ト ス J に よ る 絶対的善性の説得一 『告 白』 第一部

そ も そ も 、 自 己弁護 と は何 を 意味 し て い る の か。 言い換 え れば 『告 白』 全体で ル ソ ー が読者 に

受 け 入 れ さ せ た い 自 己像 と は何 を 指す の か。 『告 白』 の 第十二巻、 物語の 末尾 で 彼 は 次の よ う に

自 己像 を 提示す る 。

〔… … 〕 私 は 、 私 自 身 の 過 ち ゃ 欠点 に も かかわ ら ず、 〔 … … 〕 公正 で善 良 で あ り 、 憎悪 も 嫌悪

も 嫉妬心 も な い 一 人 の 人 聞 を 、 読者が常 に 私 の う ち に 見 出 す こ と を 確信 し て い る 。 〔 … … 〕

私 はすべて の 幸福 を 、 優 し く 穏 や か な 感情の 中 に 求 め 、 万事 に お い て誠実 さ を 重 ん じ て い る 。

そ の 誠実 さ は 無分別で、 信 じ ら れ な い ほ ど に 無私無欲な の で あ る 1\

ル ソ ー は そ の 自 己像 を 、 善 良 で誠実 な 人間 と し て提示 し 、 『告 白』 全体 を 通 じ て そ の 自 己像 を

承認 さ せ る べ く 読者 を 説得す る 。 こ こ で、 自 身が善良 で誠実で あ る こ と を 証明 し よ う と す る 時、

二つ の手段 を 想定す る こ と がで き る だ ろ う 。 第一 に 、 こ れ ま での 人生 に お い て 、 どれだ け悪徳 と

無縁で あ っ た か を 示す、 つ ま り 自 身 の善性 を 絶対的 に 証明す る 方法で あ る 。 そ し て 第二 に 、 他者

が どれ だ け悪徳 に 染 ま っ て い る の か を 示 し 、 相対的 に 自 身 の 善性 を 主張す る 方法が考 え ら れ る 。

実際 に ル ソ ー は 、 『告 白』 第 一 部、 第二部 に お い て 、 こ の 二種類 の 説得 を そ れ ぞれ試み て い る 。

ま ず第 二 章 で は 、 『告 白J 第一 部 に お け る 自 己像、 読者像、 語 り の 手法 を確認 し た 上 で、 前者の

絶対的証明の 方法が第一 部で実践 さ れて い る こ と を 示 し た い。

2. 1. 「エ ー ト ス 」 に よ る 説得の ア ポ リ ア

先 ほ どの 『告 白』 第十二巻の 引 用箇所で は、 自 己弁護 の最終的 な 目 的が明示 さ れ て い た が、 今

度 は そ の 前半部分 に 注 目 し た い 。 こ こ で ル ソ ー は 自 身 の 欠点 を 積極的 に 認め て い る 。 こ う し た姿

勢 は 、 『告 白』 冒 頭 の 次の 一節 と 呼応す る 。 「 〔 … … 〕 こ れ こ そ私が し た こ と 、 考 え た こ と 、 私 の

あ る が ま ま の姿です。 私 は 良い こ と も 悪い こ と も 同 じ く 率直 に 言い ま し た 20」。 こ の よ う に ル ソ ー

は真実に 忠実で あ る こ と を 示 し 、 語 り 手 と し て の誠実 さ を 獲得す る 。 ま さ に 、 ア リ ス ト テ レ ス が

論 じ た 「エ ー ト ス j に よ る 説得が、 冒頭か ら すで に 行 わ れ て い る 。 し か し 、 そ の 誠実 さ は 同 時 に 、

ル ソ ー に 一つ の ア ポ リ ア を 突 き つ け る こ と に な る 。 つ ま り 、 自 身 の 欠点 を 暴露 し な が ら 、 彼 は 自

ら の 善性 を 証明 し な ければい け な い の で あ る 。 そ こ でル ソ ー は、 自 身の持つ 欠点が、 悪徳 と ま で

は言 え な い と 強調す る こ と で、 自 ら の 善性 を確立す る 。 窃 盗癖や精神 的 な 軟弱 さ な ど、 様々 な 欠

点が暴露 さ れ る が、 と り わ け 強調 さ れ る の は気質上の矛盾 で あ る 。
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私が人生 を 歩み始め た 頃の 、 最初の愛情 は こ う い う も の で あ っ た 。 こ の よ う に 、 尊大であ り

な が ら 柔和 な心、 女性的であ り な が ら 御 し難い私の性格 は作 ら れ始 め 、 あ る い は現れ始め た 。

こ の性格が、 弱気 と 勇気 の 問 、 軟弱 と 徳の 聞 を 絶 え ず揺 れ動 き な が ら 、 最後 ま で私 を 私 自 身

と 矛盾 さ せ た た め 、 私 は節制 と 享楽、 快楽 と 節度 を 共 に 手 に す る こ と がで き な か っ た 21 （下

線部の 強調 は引用 者 に よ る ） 。

こ の よ う に 、 女性的 で も あ り 男性的で も あ る 心の有 り 様が提示 さ れ、 そ の 矛盾 し た気質に起因

す る 不幸がこ こ で予告 さ れて い る 。 自 身 の抱 え る 矛盾 を 、 さ ら に ル ソ ー は 次の よ う に付け加 え る 。

「 どの よ う に し て か わ か ら な い が、 私 の 中 で ほ と ん ど相容れ な い 二 つ の も の が結 びつ い て い る 。

非常 に 熱 烈 な気質、 激 し く 衝動 的 な 感情 と 、 生 ま れ る の が遅 く 、 混乱 し た 思想の二つ であ る 22j 。

感情の 内部 だ け で は な く 、 感情 と 理性の 聞 に も ずれがあ る こ と 、 ル ソ ー が抱 え る こ れ ら の矛盾が、

彼の最大の欠点 と し て提示 さ れ る 。 そ し て ル ソ ー は ま さ に こ の矛盾 に よ っ て 「非社交的」 と い う

レ ッ テ ル を 貼 ら れて し ま う 。 彼は他者 と 会話 を す る 時、 感情の興奮が理性の働 き に先行 し て し ま

う た め に 機転 を 利かせ ら れず、 上手 な 受 け答 え が出 来 な い 。 結 果的 に 、 ル ソ ー は、 他者 に エ ス プ

リ に 欠 け た 人 間 で あ る と 見 な さ れ る 。 そ う し た 誤 っ た 評価か ら 逃れ る た め 、 彼は世間 か ら 隠れ、

隠棲生活 を 送 る こ と を 選ぶ こ と に な る 。 し か し 、 そ のせいで、 今度 は 「社交嫌い」、 さ ら に は 「人

間嫌い」 と い う 悪評 を 得て し ま う 。 こ の悪徳 を 正 当 化す る た め 、 ル ソ ー は 、 先 の 引 用 の 後で 「 こ

の 教育 の過程があ る 出 来事 に よ っ て 中 断 さ せ ら れ ［ … … ］ 」 と 語 り 、 自 身 の 矛盾が教育に よ っ て 「作

ら れた も の で あ る 」 点 を 強調す る 2＼ つ ま り 、 矛盾が外的要因 に よ っ て も た ら さ れた と 主張す る

こ と で、 そ の責任 を 回避 し よ う と 試み る の であ る 。 気質上の矛盾 を 筆頭 に 、 様 々 な 欠点が暴露 さ

れ る が、 そ の全てが悉 く 正 当 化 さ れて い く 。 で は 、 そ う し た 説得 に お い て 読者は どの よ う に位置

付 け ら れ る の だ ろ う か。

2.2. 読者に よ る 追体験

ル ソ ー は 、 作中 で理想 の 読者の到 来 を た だ待つ わ けで は な い。 む し ろ 、 読者 を教育 し 、 自 ら 理

想 の 読者 を作 り 出 そ う と し て い る 。 読者へ と 呼びか け 、 テ ク ス ト への 主体的 な 関与 を 喚起す る こ

と で、 彼 ら を 理想の 読者へ と 成長 さ せ よ う と 試み る 。 で は 、 『告 白J 第 一部で読者 に 求 め ら れ る

役割 と は何か。 そ れ は 、 作家の語る エ ピ ソ ー ド を 心で感 じ取 り 、 そ の 人生 を 追体験す る こ と で あ

る 。 読者への呼びか け に は 、 《vous »， 《lecteur(s ）》、 « il(s) »， 《on》 と い っ た二人称、 三 人称

が共 に 用 い ら れ る 24 が、 各 人称 の 後 に 、 現在形、 ま た は 未来形の 動詞が置 か れ る こ と に よ っ て 、

読者の 主体的 な働 き が喚起 さ れ る お。

こ れ ら の 判 断の 原 因 は 、 多分に私の性格 に 由来す る こ と な の で、 こ こ で説明 し な い わ け に

は い か な い。 と い う の も 、 率直 に 言 っ て 、 私が全 く そ れ に 同意で き な い こ と 、 そ し て マ ス ロ

ン 氏、 ド ー ボ ン ヌ 氏、 そ の 他大勢の 人が どれほ ど公平 に 言 っ て い た と し て も 、 私 は そ れ を 言
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葉通 り に 受 け取 る こ と がで き な い と い う こ と を 、 読者 は 感 じ 取 っ て く れ る （on sent ） か ら で

あ る 26
0 

私 の 人生 に つ い て 知 る に つ れ、 読者 は私の気 質 を 理解す る だ ろ う か ら 、 私が言わ な く て も 全

て を 感 じ取れる （il sentira ） は ず で あ る 2\

こ れ ら の 例 で は そ れぞれ、 三 人称 《 on»， 《il 》 の後 ろ に《sentir （感 じ る ） 》 と い う 現在形、

未来形の動詞が置かれ て い る 。 特 に 二番 目 の 引 用 に お い て は、 ほ と ん ど断定 に近い意味で未来形

の動調が使わ れて い る 。 なぜ、 読者は作家の語る こ と を 「感 じ る 」 必要があ る の か。 そ れはル ソ ー

が感覚主義的立場 を と る か ら に 他 な ら な い。 ル ソ ー 自 身、 第一巻 の 冒頭で 「私は物 を 考 え る 前 に

ま ず感 じ た お」 と 述べて い る 。 彼 の最大の欠点 で あ る 気質上の矛盾は、 ま さ し く 彼が読書 を 始め

と し た 教育か ら 「感 じ た J 感情が原 因 と な っ て い る 。 よ っ て ル ソ ー の言葉 を 感 じ取 り 、 彼の感情

の起伏を 追体験す る こ と に よ っ て初 め て 、 読者 は そ の矛盾の起源 を 知 る こ と が可 能 に な る の で あ

る 。 その他の 欠点が誕生す る 場面 に お い て も 、 そ こ に 読者 を 立 ち 会わせる こ と で、 ル ソ ー は 自 己

正 当 化 を 円 滑 に 進め よ う と す る 。 こ の よ う に 、 理想の 読者の 創 造 は 、 『告 白J に お い て 説得 の 戦

術の 一環 を な し て い る 。 で は 、 提示 さ れ る 自 己像 と 、 理想 と さ れ る 読者像 を 確認 し た上で、 実 際

に説得の 際 に用 い ら れ る 語 り の 手法 を 分析 し た い。

2.3. 「パ ト ス 」 に よ る 説得

第一部 で は 、 読者の 感情 に 訴 え か け る 説得、 ア リ ス ト テ レ ス の 説得法で言 う と こ ろ の 「パ ト ス J

に よ る 説得が主 と し て 行 わ れ る 。 例 え ば、 ル ソ ー が 「非社交的」 な性質 を 正 当 化す る 次の場面で

は 、 彼が社交の場で感 じ る 苦悩 を 読者 に 対 し て訴 え る 。

自 分一人の 時です ら 、 精神 を 制御で き な い私が、 会話 に お い て ど う な る か。 想像 し て み て

ほ し い。 会話の 時、 上手 く 話 を す る た め に は 一度 に 、 そ し て 即座 に干の物事 を 考 え ね ば な ら

な い。 〔 … … 〕 空か ら や っ て き た 人 間 の こ と を 考 え て み て ほ し い （Qu’on juge)29 I 

ル ソ ー は接続法現在形の動詞 、 そ し て 感嘆符 を 用 い て 読者へ と 呼びかけ る 。 読者の 感情に揺 さ

ぶ り を か け 、 共感 を 求 め て い る 。 自 身の 矛盾 に よ る 悪徳 は 、 こ う し た 感情的 な 説得 に よ っ て正 当

化 さ れ る 。 ま た 、 『告 白J 第二 巻 の 末尾で は 、 ル ソ ー が ヴ ェ ル セ リ ス 夫人の世話 を 受 け て い た 時、

家 に あ っ た リ ボ ン を 盗み、 そ の 罪 を マ リ オ ン と い う 女性 に な す り つ け た 、 と い う エ ピ ソ ー ド が告

白 さ れ る 。 自 分がマ リ オ ン に リ ボ ン を プ レ ゼ ン ト し た い と 考 え て い た こ と 、 つ ま り マ リ オ ン に 対

す る 好意が、 こ の窃盗の 原 因 で あ り 、 決 し て悪意 に よ り 嘘 を つ い た わ けで、 は な い と 主張す る 。 し

か し 、 こ う し た論理構成 は 一見 し て 分か る 通 り 非常 に 脆弱であ り 、 読弁で あ る と い う 誹 り を 免 れ

る こ と は で き な い。 そ の論理の 欠 陥 を 、 ル ソ ー は読者の感情 に 訴 え か け る こ と で解消 し よ う と す

る 。 「 あ あ ！ こ の娘 を 不幸 に し た と い う 悔恨が耐 え 難 い も の で あ る な ら ば、 こ の娘 を 私 よ り も 最
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低 の 人 間 に し て し ま っ た こ と の悔恨が どれ ほ どの も の か、 考 え て み て ほ し い （qu’on juge) 30」 。 こ

の菟罪事件 に よ る 罪の意識 に 、 執筆時 に お い て も 苛 ま れて い る と 強調す る こ と で 、 ル ソ ー は 読者

か ら 免罪符 を 引 き 出 す。 ま た 、 第五巻 に お い て も 、 育 て の親で あ る ヴ ァ ラ ン ス 夫人 と 肉体関係 を

持 っ て し ま っ た こ と 、 そ の 近親相姦の 罪 を 、 性教育 の た め で あ っ た と 説明す る 。 そ し て そ の 罪 は 、
ル ソ ー が性行為 の最 中 に 味わ っ た不快感や不幸 を 強調す る こ と で正 当化 さ れて い る 3\

こ れ ら の 「パ ト ス 」 に よ る 説得 に 共通 し て い る の は 、 ル ソ ー が読者か ら 同情心 を 得 ょ う と す る

点 で あ る 。 こ の説得 を ル ソ ー の思想 に位置付 け る の で あ れば、 こ の説得 は 読者 に 「憐れみ の情」

を 喚起 し て い る と 言 え る 。 『人間不平等起源論』 に お い て 、 「憐れみの情」 は、 自 己保存の本能 と

と も に 、 人 間 に備わ る 理性 に 先立つ原則 と し て 議論 さ れて い る 32
0 ま さ に 第一部 に お け る 読者 の

説得は、 読者の 理性では な く 感情 に 訴 え か け て い る 。 読者の理性に訴え か け ら れ な い の は 、 多分

に 論理の脆弱 さ に よ る も の だが、 感情に よ る 説得がそ の 欠 陥 を 補 強すべ く 機能す る 。 ル ソ ー は こ

う し た 「パ ト ス 」 に よ る 説得で も っ て 、 自 身が気質上の欠点 を 持 ち つ つ も 悪徳 と は無縁で あ っ た

こ と 、 つ ま り 自 身 の絶対的 な 善性 を 読者 に 承認 さ せ よ う と 試み て い る 。

以上の分析 に よ っ て 、 『告 白』 第一 部 に お け る 自 己像、 読者像、 語 り の手法 に つ い て 、 そ の 全

体像 を 示せ た よ う に 思 う 。 し か し 、 こ こ で一つ の疑問 が浮上す る 。 第一部 に お い て 、 ル ソ ー は な

ぜ こ う し た 感情 に よ る 説得 を 選択 し た の だ ろ う か。 よ り 確実 な 論証 を 行 う に は読者の理性 に 訴 え

る 方が効果的 な はずであ る 。 ま ず考 え ら れ る こ と は 、 作 中 の言説 を 保証す る 客観的 な 資料が存在

し な い と い う こ と だ ろ う 。 第一部で語 ら れ る の は、 ル ソ ー の幼少期 か ら 青年期 に お け る 出 来事で

あ る 。 も し 当 時 の 日 記等が残 さ れて い れば、 そ の 引用 に よ っ て 論理的 に 話 を 進め る こ と も で き た

はずであ る 。 し か し ル ソ ー は、 放浪生活 を 続 け て き た た め に そ う し た 資料 を 手元 に 残 し て お ら ず、

物語 を 自 ら の記憶 を 頼 り に 語 る し か な い 。 論理的 な 説得 を し な か っ た の で は な く で き な か っ た の

だ、 と 考 え る の が 自 然で あ る 。 そ れ に 加 え 、 読者 に 「感 じ る 」 こ と を 求め た の も 、 説得の 際 に 採

用 さ れ る 語 り の 手法 に大 き く 影響 し て い る 。 読者 に 感情の起伏 を 追 う こ と を 求め 、 人生の 追体験

を 要求 し て い る が故 に 、 感情 に 訴 え か け る 「パ ト ス 」 に よ る 説得が最大限の効果 を 発揮す る の で

あ る 。

3. 「 ロ ゴスj に よ る 相対的善性の説得一 『告 白』 第二部

『告白』 第二部の描写 は、 第一部 の そ れ と は 異 な り 、 常 に ル ソ ー の 陰替 な 心情 を 反映 し て お り 、

そ の筆致は精彩 に 乏 し い 。 ま た 、 『告 白』 第一部 と 第二部の執筆の 聞 に は二年 間 の 隔 た り があ り 、

こ れ ら の事実は両者の断絶 を 際立て て い る 。 し か し 、 説得の戦術 と い う 観点 か ら こ の 第二部 を 分

析 し 直す こ と で、 第一部 と の 連 関 が明 ら か と な り 、 『告 白J 全体 を 統一 的 に 理解す る こ と が可 能

と な る 。 第三章で は、 前章 と 同 じ く 作家の 自 己像、 読者像、 作 中 の 語 り の手法 を 分析す る こ と に

よ っ て 、 『告 白』 第二部 に お い て 、 ル ソ ー が相対的 に 自 身 の 善性 を 証明 し て い る こ と を 示す。 ル ソ ー
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自 身が陰謀の被害者で あ る と 証明 し 、 加害者の悪徳 を 浮 き 彫 り に す る こ と が、 『告 白』 第二 部 に

お け る 説得の主眼であ る 。

3.1.  陰謀の被害者

第二部で提示 さ れ る 自 己像 は 第一部 の そ れ と は 明確 に 異 な っ て い る 。 第二部 に お い て ル ソ ー は、

徹底 し て 自 ら を 陰謀の被害者 と し て 描写 し て い る 3\

上 の 天井 に は 目 があ り 、 周 り の壁 に は耳があ る 。 意地が悪 く 、 抜 け 目 の な い 問者や見張 り に

囲 ま れ、 不安で集 中 で き な い。 大急 ぎで紙 に 幾つ かの言葉 を き れ ぎれ に 書 く が、 そ れ を 読み

直す時 間 、 ま し て は直す時 間 な ど ほ と ん ど な い 3\

陰謀の被害者であ る 、 と い う 自 己像 は繰 り 返 し提示 さ れ、 第二部の通奏低音 を な し て い る 。 善

人で あ る 自 分が悪人の餌食 に な っ て い る と い う 事実 を 、 ル ソ ー は 読者へ と 訴 え かけ て い く 。 彼 を

不幸の ど ん底 に 陥 れ る 悪人 と は 一体誰 な の か。 そ れ は 「 自 称J 友人達であ る 。

〔 … … 〕 そ し て 、 病 身 の 私 を こ の上 な く 悲痛 な孤独 に 追 い や ろ う と し な が ら 私 を 幸福 に し よ

う と 考 え て い る 彼 ら の 盲 目 的 で軽率 な 熱心 さ を 、 私 は し ば し ば欺か な け れ ば な ら な か っ た 。

実際、 彼 ら が用 い た 手段 こ そ 、 私 を 不幸 に す る の に最適 な 手段 だ
、
っ た の で あ る 3\

大衆が 自 身 に 向 け る 敵意す ら も 、 こ う し た友人達の 扇動 に よ る も の だ と 気づい た ル ソ ー は 、 徹

底 し て彼 ら を 悪人 と し て描 き 出 し て い く 。 第二部で 目 指 さ れ る の は 、 自 身が善であ り 、 友人た ち

が悪 であ る と い う こ項対立 の 図式 を 確立す る こ と であ っ た 。

で は 、 自 身 を 取 り 囲 む 陰謀の存在、 ひ い て は そ の 首謀者達の悪徳は どの よ う に し て 証明 さ れ る

の か。 論証の 際 に 使用 さ れ る の は 、 ル ソ ー が保管 し て い る 往復書簡で あ る 。 彼 は そ の 一部 を 作 中

で引用 し て見せ る こ と で、 自 身が晒 さ れて い る 悪意 を 客観的 に 証明 し よ う と す る 。 そ の 証明 に お

い て読者 に求め ら れ る 役割 を 次 に 検討 し た い。

3.2. 証人 と して の読者

第 二部 に お い て 読者 に 求 め ら れ る 役割 は 大 き く 分 け て 二 つ で あ る 。 第 一 に 、 陰謀 の存在 を 確

認す る こ と 、 そ し て 第二 に 、 残 さ れ た 書簡 を 自 ら 探 し 求 め る こ と で あ る 。 ま さ に 、 「 陰謀 の 証

人」 と な る こ と が読者 に 期 待 さ れて い る 36
0 そ れで は ま ず、 第一 の役割 に つ い て確認す る 。 「後

で 見 て 欲 し い の だが （comme on verra ）、 こ う し た 犠牲 を 払 っ た の は 、 こ れが最後 で は な い し 、

人 々 がそ の犠牲 を 利用 し て 、 私 を 苦 し め た の も こ れが最後で は な い 37」 。 ル ソ ー は読者 に 、 自 身

が語 る 陰謀の物語 を 「 目 撃す る （voir ）」 こ と を 求 め て い る 。 第一部 の 場合 と 同 じ く 、 三 人称代名

詞 《on 》 の後 ろ に 未来形の動詞が置かれる こ と で、 読者の積極 的 な テ ク ス ト への 関与が喚起 さ

れ て い る 。 こ の 引 用 箇 所 は 、 ジ
、
エ ラ ー ル ・ ジ ュ ネ ッ ト が議論 し た 「予告」 の機能が働い て い る と
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も 考 え ら れ る が 38、 こ れ を 作者の読者 に 対 す る 一方 的 な 物語内容の予告で あ る と 解釈す る の は 早

計 と 言 わ ざ る を え な い。 なぜな ら 、 作 中 で は常 に読者の 「視線J が意識 さ れて い る か ら で あ る 。

し か し 細部 に は 立 ち 入 ら な い で お こ う 。 そ れ は （ 読者 に は ） 面 白 み が な く 、 あ る い は滑稽

で あ ろ う か ら （Mais laissons ces details qui paraitront insipides ou risibles）。 常 に 私 が 言

い 、 感 じ て き た こ と であ る が、 真の楽 し み と い う も の は到底書 き 表す こ と は で き な い の で あ

る 3\

こ の « paraitront 》 と い う 単語は 明 ら か に 読者の 「視線J 、 さ ら に は 「視覚」 を 意識 し た 表現

で あ る 。 こ の よ う な 読者の視覚 を 意識 し た 表現が見 ら れ、 そ し て 三 人称代名詞 « on 》 に よ る 呼

びかけが作 中 で行 わ れ て い る こ と を 考慮す る な ら ば、 先 ほ ど の 引 用箇所の 《on verra» と い う 表

現 も や は り 、 読者の視覚の活用 を 喚起 し て い る と 解釈すべ き で あ る 。

さ ら に ル ソ ー は、 第二 の 役割 と し て 読者 に 書簡 を 参照 す る よ う 求 め る 。 「 私 は、 ト レ ッ サ ン

氏 の 手紙 を 、 私 の 返事 と 共 に 文集 に 書 き 写 し て お い た 。 そ の 原文 は書簡綴 り A の 九、 十、 十 一

号 に あ る の を 見 て も ら い た い (1’on en trouvera les originaux dans la liasse A numeros 9, 10 et 

11)40」 。 こ こ で も 三 人称 の 後 に 未 来 形 の 動 詞 が置 か れ る こ と で 、 読者 に 書簡 を 「見つ け る こ と

(trouver）」 が求め ら れて い る 。 こ と さ ら に書簡の参照が要求 さ れ る の は 、 二 つ の 理由 に よ る も の

で あ る 。 第 一 に 、 『告 白j で は ル ソ ー が保管す る すべ て の書簡が引 用 さ れ て い る わ け で は な い 。

陰謀 を 証明 す る 際 に 決定的 な 証拠 と な る 書簡 は確か に 作 中 で言及 さ れて い る 。 だが、 陰謀の存在

を 真 に確信 さ せ る た め に は 、 そ れだ け で は不十分であ る と ル ソ ー は考 え た の だ ろ う 。 第二 に 、 書

簡が偽造で は な い こ と を 証明す る 意図 も あ っ た と 思 わ れ る 。 第一部の場合 と 異 な り 、 第二部 に お

い て は書簡 と い う 客観的資料 を も と に論理的な 説得が行 わ れ る 。 書簡 と い う 資料 を 真 に客観的 な

も の と す る た め 、 こ う し た 読者の役割が期待 さ れ る の で あ る 。

3.3. 「 ロ ゴス J に よ る 説得

書簡 の分析 を 通 じ た他者の悪徳の暴露は、 徹底 し て論理的 な 推論に よ っ て行 わ れて い る 。 書簡

の 文言の批判 的 な 読解 に よ り 、 送 り 主の悪意が読者 に 客観的 に説明 さ れ る 。 そ の 一例 と し て 、 デ イ

ド ロ がル ソ ー へ と 送 っ た 手紙 を 検討 し た い。 あ る 時、 ル ソ ー は デ ビ ネ 夫人か ら 旅行 に 同行す る よ

う 求め ら れ る が、 そ の 旅行 に 秘密の 目 的があ る こ と を 見て と り 申 し 出 を 拒否 し て し ま う 。 デ イ ド

ロ がそ の件 に 関 し で し た た め た書簡 を 、 ル ソ ー は 『告白』 で 引 用 し て い る 。

あ な た は何 を す る に せ よ 、 自 分で、 良心の証言 を 持 っ て い る の は わ か っ て い ま す。 し か し 、 そ

の 証言 は そ れ だ け で十分で し ょ う か。 他の人物の証言 を も あ る 程度 ま で考慮 し な け ればな ら

な い の で は あ り ま せ ん か。 そ れ に 、 友 よ 、 こ う し て 手紙 を 差 し 上 げる の も 、 あ な た に対 し て 、

同 時 に 私 に 対 し て 義務 を 果た す た め な の です。 も し こ の文面がお気 に 召 さ な ければ、 火 に 投

じ て く だ さ い 。 そ し て こ の手紙が書かれ な か っ た こ と に し 、 問題に し な い で く だ さ い 。 さ よ
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う な ら 、 あ な た を 愛 し 、 あ な た を 抱 き し め ま す 41 （下線部の強調 は 引 用者 に よ る ） 。

こ の書簡 は 一見 し た と こ ろ 、 友人 を デ イ ド ロ が気遣 っ て い る も の と し て読み取れ る 。 し か し 、

ル ソ ー は こ の文面 に 鋭 く 批評の メ ス を 入れ る こ と で 、 デ ィ ド ロ の悪徳 を 浮 き 彫 り に し て い く 。 ま

ず、 「友」 と い う 言葉遣い に 注 目 す る 。 普段 は 使 わ れ る こ と が な い こ の 丁寧 な 語 り 口 調 に 彼 は 違

和感 を 覚 え る 。 次 に 、 こ の書簡が さ ま ざ ま な 人 間 の 目 に 触 れ る よ う な経路で届 け ら れた こ と を 指

摘 し て い く 。 こ れ ら 二 つ の点か ら 、 次の よ う な 推論が行 わ れ る 。 こ の書簡 は友愛の念 を 示 し て い

る よ う に見え る が、 そ の実は逆であ る こ と 、 つ ま り 、 丁寧 に 語 り かけ る デ イ ド ロ の 申 し 出 を ル ソ ー

が無下 に 断っ た こ と を 強調 し 、 思知 ら ず と い う レ ッ テ ル を 貼 り 付 け る も の で あ る 、 と 結論付 け ら

れ る 。 ま た 、 ル ソ ー は受け取 っ た書簡 だ け で は な く 自 分が送 っ た 書簡 に つ い て も 言及 し 、 デ ィ ド

ロ に 向 け た 友愛 の念が無残 に 裏切 ら れた こ と を 示 そ う と す る 42
0 こ の よ う に 、 第二部 に お い て は、

書簡 を 用 い た論理に よ る 説得、 つ ま り 「 ロ ゴス 」 に よ る 説得が行 わ れて い る 。 第一部の場合 と 異

な り 、 書簡 と い う 客観的 な コ ー パ ス が存在す る か ら こ そ 、 こ の説得 は可能 と な る 。 そ し て 、 読者

に そ の書簡 を 参照す る 役割が与 え ら れ る が故 に 、 こ の 「 ロ ゴス 」 に よ る 説得 は最大 限の効果 を 発

揮す る の であ る 。 そ う し た読者の 説得 は 、 他者の 悪徳、 を 浮 き 彫 り に す る こ と で、 相対的 に ル ソ ー

自 身 の 善性 を 証明す る 試み に他 な ら な い 。

ま た 、 第二部 に お い て 「 ロ ゴス 」 に よ る 説得が主 と し て 行 わ れ る と し て も 、 「パ ト ス 」 に よ る

説得 を 同 時 に確認す る こ と がで き る 。

「 デ イ ド ロ 、 お前 も ま た そ う な の か ？ 」 と 私 は 叫 ん だ。 「友達失格だ ！ J . … ー だが私 は ま だ

そ う 決め つ け る こ と がで き な か っ た O 私 の 弱 み は他の 人 に も 知れて い る か ら 、 彼 ら が吹聴 し

た の か も し れ な い 。 私 は そ う 思い た か っ た ・ ・ … ・ し か し す ぐ に そ う 思 え な く な っ た 43
0 

ル ソ ー が抱 い た ド ゥ ド ト 夫人への密か な 恋心 は 、 あ る 時、 世間 に露呈 し て し ま う 。 そ の 責任 を

デイ ド ロ に 問 う べ き か ど う か、 そ の 葛藤 は繰 り 返 さ れ る 。 そ の 苦悩が、 疑問符、 感嘆符、 中 断符

に よ っ て 強調 さ れ る 。 結局、 こ の秘密の暴露 は デ イ ド ロ に よ る も の であ る と 結論 さ れ る 。 デ イ ド

ロ への 友情が報われる こ と は な く 、 友 の 裏切 り は ル ソ ー を さ ら な る 不幸へ と 追 い 込 ん で い く 。 ル

ソ ー は 読者の感情 に揺 さ ぶ り を か け る こ と で 、 自 身 の不幸 に対す る 同情心 を 掻 き 立 て 、 デ イ ド ロ

の悪徳 を 読者に刷 り 込 む の で あ る 。

第二部で は、 書簡の分析 に よ る 論証 と 、 感情 に 訴 え か け る 説得の両方 を確認で き る 。 第二部 に

お い て は 、 第一部 と は 逆 に 、 感情的 な説得 は論理的 な そ れ を 補完す る 形で機能 し て い る と 言 え る

だ ろ う 。 論理 を 感情で補強す る こ と に よ っ て 、 ル ソ ー は 自 身 の論証 を よ り 説得的 な も の に し て い

る 。
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ル ソ ー 『告白』 に お け る 説得の戦術 一 自 己像 、 読者像 を 中 心 に

結論

こ れ ま で の 分析 に よ り 、 『告 白』 に お け る ル ソ ー の 善性 は 、 第一部で は絶対的 に 、 第二部で は

相対的 に 証明 さ れ る こ と が明 ら か と な っ た。 こ の二つ の 証明 は 、 絶対的、 相対的 と い う 手段の差

こ そ あ れ、 ル ソ ー の 善良 さ を 示す説得 の 戦術であ る と い う 点で軌 を ー に し て い る 。 こ の よ う に 、 『告

白J 第一部 と 第二部 に お け る モ チ ー フ の異 同 は 、 説得の戦術 と い う 観点か ら 統合的 に 理解す る こ

と カ宝で き る 。

ま た 第一部、 第二部で設定 さ れる 自 己像 と 読者像は 、 ま さ に こ れ ら の論証 に 適 っ た 形で設定 さ

れ る 。 第一部で は欠点 を 抱 え つ つ も 善良 な 人物 と し て 人物像が提示 さ れ、 読者 に 追体験 を 促す こ

と で説得 を 円滑 に 運 ぼ う と す る 。 一方、 第二部 で は 陰謀の被害者 と し て 自 身 を 描 き 出 し 、 読者 を

陰謀の証人 と す る こ と で、 他者の悪徳 の 暴露が 目 指 さ れて い た 。 さ ら に 、 自 己像、 読者像の設定

に 加 え 、 ル ソ ー は語 り の手法 を巧み に使い分け る こ と で論証 を 説得的 な も の に変 え て い る 。 第一

部で は読者の感情 に 、 第二部で は 読者の理性 に 訴 え か け る よ う に 説得が行 わ れ る 。 こ の 説得法の

選択は 、 自 己像、 読者像 と 無関係で は な く 、 両者の 関 係性 に 基づい て効果的 な方法が採用 さ れて

い る 。 以上の議論に よ り 、 『告 白』 に お け る 説得の 戦術の全体像 を 示す こ と がで き た よ う に思 う 。

し か し 、 こ う し た巧み な 説得法 を 駆使 し た に も かか わ ら ず、 『告 白』 に お け る 自 己弁護 は結局

の と こ ろ 頓挫 し て し ま う 。 物語末尾で語 ら れ る 朗 読会 の 失敗 は そ の事実 を ル ソ ー に 突 き つ け て い
る 。 そ れで は な ぜ、 『告 白』 の 目 論見 は 失敗 に 終 わ っ た の か。 そ れ は こ れ ま での議論か ら 自 ず と

明 ら か に な る 。 ル ソ ー は結局 の と こ ろ 、 第一部 に お い て 、 自 ら の絶対的 な 善性 を 論理的 に 証 明 す

る こ と がで き な か っ た 。 自 身 の 善性 を 感情的 な 議論で し か示す こ と がで き な か っ た た め に 、 ル ソ ー

の誠実 さ は理解 さ れず、 む し ろ 性的 な 告 白 と い っ た 潰 末 な 部分が、 著者の意図 に 反 し て 読者 の 感

情 を 揺 さ ぶ っ て し ま っ た の で あ る 。 こ の 失敗 を 乗 り 越 え 、 確実 な 説得 を 行 う た め 、 『対話』 と い

う 作品 が次 に 求 め ら れ、 よ り 効果的 な 論証が行 わ れ る こ と に な る 。 『対話』 に お け る 説得 の 戦術

の 分析 は 、 ま た論を改め て行い た い 。

＋エ
＝＝目

1) 本論考 は 、 2016 年 1 月 に 京都 大学大学 院文学研究科 に 提 出 し た 修士論文 《Etude sur LθS 

Confess1
・
ans de Rousseau-Image de soi et image du lecteurー 》 を も と に加筆修正 し た も

の で あ る 。
2) 自 伝研究家 フ イ リ ッ プ ・ ル ジ ュ ン ヌ に よ る 『告 白』 の評価 は 注 目 に 値す る D 「 ル ソ ー は、 自

伝 と い う ジ ャ ン ル の 完成 度 を 一 挙 に 高 め る こ と で、 そ の 歴 史 を 変 え た 。 そ れ以後、 自 伝
を 書 こ う と す る 者 は 誰で あ れ、 模 倣 す る に し て も 、 糾弾す る に し て も ル ソ ー の こ と を 考
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ル ソ ー 『告白J に お け る 説得の戦術 一 自 己像、 読者像 を 中心 に一

一体 こ の用心、 遅延、 隠 し事 に は 一体 どん な 意味があ る の か。 こ れが信頼 に こ た え る 態度 な
の か。 こ う し た振 る 舞 い が、 実直 さ や 良心 に 適 っ た 態 度 だ と い う の か」 （oc I, p .483 ）。
ル ソ ー は デ ピ ネ夫人 と の旅行 に 関 す る 見解 を グ リ ム に書簡で送 り 、 そ の返事 を待つが、 グ リ
ム は 決 し て 自 身 の 考 え を 述べ る こ と は な い。 こ の引 用箇所では そ う し た グ リ ム の態度が糾弾
さ れ、 動詞の現在形、 感嘆符、 疑問符の使用 に よ っ て 読者の心情が揺 さ ぶ ら れて い る 。
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