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私 は前 稿(佛 教 大 学 教 育 学 部 学 会 紀 要 第3号)

に お い て ル ソ ー(Jean-JacquesRousseau,

1712-1778)の 「消 極 教 育 」(1'馘ucationn馮a-

tive)の 概 念 につ い て考 察 を試 み た の で あ るが 、

本 稿 で は、 彼 が そ れ と対 照 させ た 「積 極 教 育 」

(1'馘ucationpositive)に つ い て論 じよ うと思 う。

彼 に よれ ば、積 極 教 育 とは 「しか るべ き年 齢 に

達 す る以 前 に精神 を形 成 し、 人 間 の義 務 に 関す

る 認 識 を 子 ど も に与 え よ う とす る 教 育(1)」 の

こ とで あ り、 青 年 期 以 前 で は年 齢 不 相 応 の、 早

期 の知 育 ・訓 育 を意 味 して い た が、 しか し、 青

年 期 以 降 にお い て は、 普 通 の 意 味 で の教 育 で あ

る 「積 極教 育 」 が 始 ま り、興 味深 い教 育 の テ ー

マ が 次 々 に展 開 され る こ とに な る の で あ る。 こ

こで は、 紙 幅 の 関 係 もあ り、 そ れ らの根 幹 を成

す 「性(sexe)の 教 育 」と 「感情(sentiments)・

情 念(passions)の 教 育 」 に 限 って考 察 す る こ

と に した い 。

第1節 性の教育
ノ

ル ソ ー は 『エ ミー ル 』(EmileouDeT馘u-

cation,1762)第4巻 の 冒頭 部 分 にお い て、有 名

な次 の言 葉 を書 き記 してい る。 「わ た した ち は、

い わ ば、2回 この 世 に生 まれ る 。1回 目は存 在

す る(exister)た め に、2回 目 は生 き る(vivre)

た め に 。 は じめ は 人 間(1'esp馗e)に 生 ま れ、

つ ぎ に は男 性 か 女 性(工sさxe)に 生 ま れ る(2)」、

と。 「第 一 の 誕生 」 が 人 間 とい う 「種 」 へ の 誕 生

に ほ か な ら な い と す れ ば、 「第 二 の 誕 生(la

secondenaissance)」 は男 性 か 女 性 か 、 「性 」

へ の誕 生 を意 味 して い る。 この よう な 「第二 の

誕 生 」 と と もに、 人 間 は今 まで とは違 っ た 「ほ

ん と うの 人 生 に生 まれ て きて、 人 間 的 な な に も

の もか れ に とっ て無 縁 な もの で は な くな る(3)」。

彼 は 「性 」 を介 して 他 者 との 関係 にお い て生 き

始 め るの で あ る。 「暴 風 雨 に先 だ って は や くか ら

海 が 荒 れ さわ ぐよ うに、この危 険 な変 化(r騅olu-

tion)は 、 あ らわ れ は じめ た情 念 の つ ぶ や き に

よっ て予 告 され る。 に ぶ い音 を た て て醗 酵 して

い る もの が 危 険 の 近 づ きつ つ あ る こ と を警 告 す

る。 気 分 の 変 化 、 た び た び の興 奮 、 た え ま ない

精 神 の動 揺(agitationd'esprit)が 子 ど も を ほ

とん ど手 にお えな くす る 。 ま え に は素 直 に従 っ

てい た人 の 声 も子 ど もに は 聞 こ え な くな る。 …

燃 え は じめ た 情 熱(feu)が 目 に生気 を あ た え、

い きい き と して きた そ の ま な ざ しに は まだ 清 ら

か な純 真 さ(innocence)が 感 じ られ るが 、 そ

こ に は も う昔 の よ うに ぼ ん や り した と こ ろが な

い。 …理 由 もな い の に 落 ち着 か ない 気 持 ち に な

る。 …子 ど もの 激 し さが と うて い押 さ え る こ と

が で きな くな り、 興 奮 が熱 狂 に変 わ り、 瞬 間 的

に い らだ った り、 感 動 した り した ら、 わ け もわ

か らず に涙 を流 す よ うに な っ た ら、 … 女 性 の 手

が か れ の 手 に ふ れ る と 身 を ふ る わ せ る よ う に

な っ た ら、 女 性 の か た わ らに い る と と りみ だ し

た り、 臆 病 に な った りした ら、 そ の と き は、 オ

デ ュ ッセ ウス(Ulisse)よ 、お お 、賢 明 な オデ ュ ッ
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セ ウス よ、 気 を つ け な け れ ば な らな い(4)」。 さ

らに 青年 期 に達 した彼 の 「あ りあ ま る生 命(1'aeil

ranime)は 外 へ 広 が ろ う とす る。 目が い きい

き して き て、 ほ か の存 在 を なが め 、 わ た した ち

の まわ りに い る人 々 に興 味(int駻est)を も ち

は じめ 、 人 間 は ひ と りで生 きる よ うに はつ く ら

れ て い な い こ と を感 じは じめ る。 こ う して人 間

的 な 愛 情(affectionshumaines)に た い し て

心 が ひ らか れ 、愛 着(attachement)を もつ こ

とが で き る よ う にな る(5)」 の で あ る。

この よ うな 精神 の 変化 を もた らす 性 本 能 の 目

覚 め、 「伴侶(compagne)を 必要 とす る(6)」 性

の 情 念 が 「自然 の教 え(lesinstructionsdela

nature)(7)」 、 「自然 の正 しい歩 み(lav駻itable

marchedelanature)」 に 従 っ て 「段 階 的 に

(graduelle)(8)」 ゆ っ く りと現 れ て くる。 一 方 、

「人 間 の教 え(lesinstructionsdeshommes)

は ほ と ん ど い つ も時 期 に先 だ って あ た え ら れ

る(9)」。しか し なが ら、も し青 年 が段 階 的 に徐 々

に行 わ れ る 自然 の 歩 み に先 立 ち、 「自然 の 仕 事

(rouvragedelaNature)」 の 「完 成(10)」を 待

たず に、 好 奇 心(curiosit�)を 刺 激 され、 官 能

(sens)に 激 しい火 を注 が れ る こ とに な る と し

た ら、 「まず 個 人 を、 や が て は人 間ぜ ん た い を

弱 く無 気 力(駭erver)に せ ず に はお か な い」

とル ソ ー は警 告 す る。子 ど もを早 熟 にす るの は、

個 人 の素 質 や 気 候 風 土 に よ って も違 うが 、 そ れ

よ りも文 化 の 程 度 、 つ ま り 「無 知 で 野 蛮 な 国民

(lespeuplesignoransetbarbares)」 の 間 よ

り も 「教 養 の あ る ひ ら け た 国 民(lespeuples

instruitsetpolic駸)」 の 間 に お い て で あ り、

後 者 で は農 村(campagne)よ りも都 会(ville)

に お い て で あ る。 「子 ど も は 特 有 の 明 敏 さ

(sagacit�)を もっ て、 礼 節 の あ ら ゆ る 猿 ま ね

の か げ に 隠 さ れ た悪 い風 習 を見 破 って し ま う。

人 が子 ど もにつ か わせ る洗 練 され た こ と ば、 か

れ らに あ た え る 品 を よ くす る よ う に との教 訓 、

か れ らの 目の ま え に張 りめ ぐ らそ う とす る神 秘
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の 幕 、 これ らは すべ て好 奇 心 を刺 激 す る も の と

な るに す ぎな い(11)」。

隠 し立 て す る こ と自体 が子 ど もの性 に対 す る

好 奇 心 を掻 き立 て、そ の 好 奇 心 が想 像 力(imagi-

nation)に 火 を点 じ、 「想 像 力 にふ れ る最 初 の火

花(lapr駑i駻e騁incellequitouche�1'imagi-

nation)」 が 官 能 、 つ ま り性 の 感 覚 器 官 の燃 え

上 が りを 「確 実 には や め る(accel駻er)(12)」 こ

と にな るの で あ る 。

子 ど もの性 に対 す る好 奇 心 に対 して大 人 や親

は ど う対 処 すべ きか ル ソ ー は、 こ こ で こ の

難 問 に挑 戦 して い る。 彼 に よれ ば、 「子 ど も の

好 奇 心 の ま とに な っ て い る こ とにつ い て は や く

か らか れ らに 説 明 して や っ た ほ うが い い か 、 そ

れ と も、 お 上 品 な うそ で か れ らを だ ま して お い

た ほ う が い い か(13)」 と言 え ば 、 そ れ は 「悪 し

き二 者 択 一(14)」で あ り、 「どち ら も して は な ら

な い」。 な ぜ な ら ば、 第 一一に 、 そ うい う好 奇 心

は 「き っか け をあ た え な け れ ば 子 ど もに起 こっ

て こ ない 」。 次 に、 「解 答 をあ た え る必 要 の な い

問題 は、 そ れ につ い て 質 問 す る 者 をだ ま す こ と

を必 要 と しない 。 うそ をつ い て 答 え る よ り、 黙

らせ た ほ うが い い(15)」か らで あ る。 要 は、 不

用 意 に子 どもの 性 へ の 好 奇 心 を 目覚 ませ ない よ

うにす る こ とで あ る。

しか し、 「子 ど もの ま わ りに い る す べ て の 人

が 純 真 な もの を 尊 重 し、愛 す る こ と(16)」が で

きれ ば と もか く、 現 実 に は、 子 どもの 好 奇 心 を

掻 き立 て る悪 し き実 例 、 手 本 に事 欠 か な い 。 そ

れ ゆ え に、 ル ソ ー は 「いつ も隠 して お くわ け に

は い か な い こ とは、 はや くか ら教 えて や るが い

い(q琩lsapprennentdebonneheureceq琩l

estimpossibledeleurcachertoujours)(17)」

と言 う。 なぜ な ら、 「子 ど もの 好 奇 心 は 、 刺 激

す る(exciter)よ りも満足 させ(satisfaire)

て や っ た ほ うが、 は る か に危 険 が 少 ない 」 か ら

で あ る 。 そ こで、 危 険 が伴 わ な い うち に好 奇 心

を満 た して や る た め に 、子 ど もの質 問 に答 え る



の で あ るが 、 そ の 際 肝 心 な こ と は、 「答 え は い

つ も ま じめ に、 か ん た ん に 、 きっ ぱ り とあ た え

な け れ ば な ら な い(quevosr6ponsessoient

toujoursgraves,courtes,d馗id馥s)(18)」 と い

う こ とで あ る 。 「ち ょっ と した うす 笑 い 、 目 く

ば せ 、不 用 意 な 身 ぶ り(unsourire,unclin

d'詈l,ungeste馗hap�)(19)」 、 繊 細 な、 あ る い

は 回 り く どい 言 い 回 しや 言 葉(20)は避 け るべ き

で あ る。 「粗 野 な こ と ば つ か い(1estermes

grossiers)を し て も、 そ れ は た い し た こ とで

は ない 。 み だ らな観 念(lesid馥slascives)こ

そ 遠 ざけ なけ れ ば な らな い(21)」。

ル ソー が推 す 「危 険 な好 奇 心 か ら子 ども を遠

ざけ る正 しい話 しか た(22)」とは こうで あ る 。 「お

母 さ ん(Maman)」 と子 ど も は不 意 に 問 い か

け る。 「ど う して 子 ど もは で きる の(Comment

sefontlesenfant?)」 、 と 。 「坊 や(Mon

fils)」 と母 親 は た め らう こ と も な く答 え た 。「女

の 人 は お しっ こを す る よ うに して子 ども を生 む

ん で す よ。 そ れ は とて も痛 くて ね、 そ のた め に

死 ぬ こ と も あ る ん で す よ」。 ル ソー が こ の母 親

の 答 え を「これ 以 上 に分 別 の あ る、目的 にか な っ

た 」 もの が な い とす る所 以 は 「まず 、 子 ど もが

知 っ て い る 自 然 の 必 要(unbesoinnaturel)

とい う観 念 が 神 秘 な い と な み(uneop駻ation

mist駻ieuse)と い う観 念 を遠 ざけ る。 そ れ と

と もに 苦痛 と死 の観 念 が悲 しみ の ヴ ェー ル を投

げ か け て想 像 力 を弱 め、 好 奇 心 をお さ え る。 す

べ て が 出 産 の 結 果 に心 を む け させ 、 そ の原 因 を

考 え させ な い(23)」か らで あ る。

こ こで ル ソー が 強調 して い る よ う に、 子 ど も

を取 り巻 く環 境 や 「世 間 の い ま わ しい風 俗(la

scandaledesm誦rsdusi馗le)⑳ 」、 話 し方 ・

身振 り ・態 度 ・品 行 を含 め ての 子 どもの 育 て方 、

教 育 の 結 果 が 子 ど もの性 へ の好 奇 心 や 想 像 力 を

目覚 め させ 、 官 能 を早 くか ら働 かせ る こ と に な

る の で あ る か ら、用 心 深 い子 ど もの育 て方 、教

育 に よっ て そ の 目覚 め の 時期 を 「はや め た りお

ル ソーの 「積極教育」 に関す る一考察

くらせ た り」 す る こ とが で きる。 性 へ の 目覚 め

を速 め る こ と は、こ れ まで 見 て きた よ う に、「自

然 の 仕 事 を い そ が せ る(25)」こ と に な り、 子 ど

もの 気 力 や 体 質 を損 な い、 そ れの み な らず 「精

神 の はた ら き も また やが て …変 質 を感 じさせ る

こ とに な る(26)」。 さ らに、 ル ソ ー は、 次 の よ う

に付 け加 え て い る。 「はや くか ら堕 落 して 、 女

と放 蕩 に身 を もち くず して い る青 年 は不 人 情 で

残 酷 で あ る事 実 をわ た しは た えず 見 て きた 。 激

しい 気 質 が か れ らを忍 耐 心 に乏 し く、復 讐 心 の

強 い 、狂 暴 な人 間 にす る。 か れ らの想 像 力 は 、

た だ 一 つ の こ とに と らえ られ て い て 、 ほ か の こ

と はい っ さい考 え よ う と しない 。 か れ らは 思 い

や り(piti6)も あ わ れ み(mis駻icorde)も 知

らな い 。 とる に た りな い快 楽(plaisir)の た

め に さ え、 か れ らは父 親 も母 親 も、 宇 宙 ぜ ん た

い も犠 牲 に して し ま う に ちが い な い(27)」、 と。

しか も、 この よ うな個 の 堕 落 は、 や が て 人 間全

体 を 「無 気 力 に(28)」し、 人 聞 とい う種 そ の も

の を 「退化(29)」 させ ず には お か な い で あ ろ う。

そ れ ゆ えに、 ル ソ ー は、 性 の教 育 に 次 の よ う

な原 則 を 定 立 す る。 「あ らわ れ は じめ た 情 念 に

秩 序(ordre)と 規 則(r鑒le)を あ た え よ う

とす るな ら、 そ れが 発 達 して い く期 間 を ひ きの

ば して 、 あ らわ れ て くる につ れ て整 理 さ れ て い

く余 裕 をあ た え るが い い 。 こ うす れ ば、 そ れ に

秩 序 をあ た え る の は人 間で は な く、 自然 そ の も

の で あ る こ とに な る。 あ なた が た の考 え る こ と

は 自 然 に 自分 の 仕 事 を 整 理 させ る こ と だ け

だ(30)」。 こ こ に お い て、 ル ソ ー の積 極 教 育 の な

か で も、 「自 然 の 方 針 に 従 っ て い く が い い

(Suivezl'espritdelanaturequi)(31)」 とい う

従 来 と同 じ主題 が 奏 で られ て い る の が見 て取 れ

る。 言 う まで もな く、 ル ソー にお い て、 消 極 教

育 と積 極 教 育 は決 して対 立 関 係 に あ る の で は な

く、 む しろ相 互 補 完 的 な関 係 に 立 っ て い る の で

あ る。

こ こで 言 わ れ る ル ソー の 性教 育 の原 則 を具 体
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化 す る とす れ ば 、 そ れ は、 上 述 した通 り、 子 ど

もの 好 奇心 を刺 激 す る こ とな く満 足 させ 、想 像

力 を平 静 な 状 態 に保 ち 、 「長 い あ い だ 子 ど もの

純真 さ(innocence=純 潔)を もちつ づ け させ

る(32)」 とい う こ と に な る で あ ろ う。子 ど もの

周 り に い る す べ て の 人 が 「純 朴 な 風 俗(la

simplicit馘eleursm誦rs)(33)」 を 保 ち、 純 真

さ ・純 潔 を尊 重 し、 愛 す る こ とに よ っ て、 子 ど

も を性 に対 す る 「無 知 」 の な か に で きる だ け長

く と ど ま らせ る こ とが 求 め られ る の で あ る。 こ

の 無 知 は 「自 然 に も とつ く無 知(rignorance

delanature)(34)」 で あ り、子 ど も の 純 真 さ ・

純 潔 の 期 間 を引 き伸 ば す こ とに よっ て幸 せ な結

果 を も た ら す 「幸 福 な 無 知(heureuseigno-

rance)(35)」 で あ る 。 た しか に、 都 会 や 「教 養

の あ る ひ らけ た 国民(36)」 の 間 で は、 否 、今 日

の よ う な刺 激 に溢 れ た 情 報化 社 会 に お い て は、

多 大 の 困 難 を伴 う こ とは 火 を見 る よ り も明 らか

で あ るが 、 この よ う に して 育 て られ た子 ど もは

「自分 の性 をぜ んぜ ん 意 識 して い な い し、 人 間

仲 間の 一 人 で あ る こ と を意 識 して い な い。 男 も

女 も 同 じよ う にか れ に とっ て は 無縁 の存 在 な の

だ。か れ らが して い る こ と も言 っ て い る こ と も、

な に ひ とつ 自分 に結 びつ け て 考 え な い 。 そ れ を

見 も しな けれ ば 聞 き も し ない 、 あ る い は そ れ に

ぜ ん ぜ ん 注 意 を は らわ な い(37)」の で あ る。 性

を好 奇 心 の対 象 に させ ない で 、「禁 欲(laconti-

nence)(38)」 を 守 り、 純 真 さ ・純 潔 の 期 間 を 引

き伸 ばせ ば伸 ばす ほ ど、 つ ま り自然 の 「歩 み を

お く らせ る よ う に 努 力 す れ ば す る ほ ど青 年 は

い っ そ う の た くま しさ と力 を獲i得す る こ とに も

な る(39)」。 そ れ ば か りで は な い。 ル ソ ー は こ う

も言 っ て い る。 「生 まれ つ き悪 い子 ど も で な け

れ ば、20歳 に な る ま で 童 貞(virginit�)を 失

わ な か っ た子 ど もは、そ の と き もっ と も寛 大 で 、

善 良 で 、だ れ よ りも人 を愛 し、人 に愛 され る 人

問 に な って い るの だ(40)」、 と。 こ れ に よ って 、

ル ソ ー に お け る性 の教 育 は取 りも直 さず 人 間 教
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育 に ほ か な らな い こ とが 分 か るで あ ろ う。 こ う

して 育 て られ た20歳 の エ ミー ル の 姿 を彼 は次 の

よ う に描 い て い る。 「愛 す る者 は愛 され た い と

思 う(Quandonaime,onveut黎reaim�)。 エ

ミー ル は 人 々 を愛 してい る。 だ か らか れ は人 々

の気 に入 られ た い と思 っ てい る。 女 性 た ち に は

なお さ ら気 に入 られ たい と思 って い る。 か れ の

年 齢 、 か れ の 品 行 、 か れ の 意 図(sonage,ses

m誦rs,sonprojet)'、 す べ て が 一 致 して か れ の

そ うい う 願 い を育 て よ う と して い る。 わ た し

は、 か れ の 品行 、 と言 っ た。 そ れ は大 い に 関係

の あ る こ とな の だ。 品行 の正 しい 人 こそ ほ ん と

う に 女 性 を 尊 敬 して い る 人(adorateursdes

femmes)な の だ。 他 の 人 々 の よ うに 、女 性 に

ちや ほや す る社 会 の、 人 を ばか に した、 な に か

わ けの わ か らぬ こ とばつ か い は知 らない が 、 そ

うい う人 に は、 もっ と真 実 の こ もっ た(vrai)、

も っ と や さ し い(tendre)、 そ して心 か らの い

ん ぎん さ(partduc誦r)が あ る。 … め ざ め た

ばか りの 肉体 を も ち なが らも、 そ れ に抵 抗 す る

豊 か な理 性 をそ な えて い る(avecuntempera-

menttoutneufettantderaisonsd'yr駸is-

ter)。 エ ミー ル は どん な ふ うに見 え る こ とだ ろ

う…(41)」。
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もつため に示 され る方法 にかれの精神 を従順 に

ルソーの 「積極 教育」に関す る一考察

す る こ と に な る と、 わ た しは 言 お う」(同 上 、

242頁)。

(33)同 上 、311頁 。

(34)同 上 、22頁 。

(35)同 上 、15頁 。

(36)同 上 、14頁 。

(37)同 上 、21頁 。
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「20歳 に な る ま で は体 は成 長 し、 あ ら ゆ る物 質

を 必 要 とす る。 そ の こ ろ は、 禁 欲 は 自然 の秩 序

に か な っ た こ とで 、 そ れ を ま も らな け れ ば、 た

い て い の ばあ い、 体 質 をそ こ な う こ と に な る。

20歳 を す ぎて か ら は、 禁 欲 は道 徳 的 な 義 務 に な

る。 そ れ は 自分 自身 を支 配 す る こ と を学 び、 い

つ で も 自分 の 欲 望 を押 さ え る こ とが で き る よ う

に な る た め に必 要 な こ とだ 」(同上 、264頁)、 と。

(39)同 上 、16頁 。

(40)同 上 、26-27頁 。ル ソー は さ ら に、子 ど もに 「少

な く と も20歳 まで 、 欲 望 につ い て 無 知 な状 態 と

官 能 の 純 粋 さ(Tignorancedesdesirsetla

puret馘essens)を もち つ づ け させ る こ とが で

き る と… 考 え てい る」(同 上 、227頁)と 言 明 し

て い る。

(41)同 上 、271-272頁 。

第2節 感情 ・情念の教育

ル ソ ー は 『エ ミー ル』第3編 の終 わ り近 くで 、

エ ミー ル に対 す る これ まで の教 育 を振 り返 りつ

つ 、 今 後 の教 育 の 課 題 につ い て、 こ う述 べ て い

る。 「ま ず か れ の 体(corps)と 感 官(sens)

を訓 練 した あ とで 、 わ た した ち は か れ の精 神 と

判 断 力(jugement)を 訓 練 した 。 そ して か れ

の 手 足(membres)を もち い る こ と を か れ の

能 力(facult駸)を もちい る こ とに むす びつ けた 。

か れ を行 動 し思 考 す る存 在(un黎reagissant

etpensant)に つ く りあ げ た 。人 間 と して完 成

さ せ る(acheverl'homme)に は、 人 を愛 す る

感 じやす い存 在(un黎reaimantetsensible)

に す る こ と、 つ ま り感情 に よっ て理 性 を完 成 さ

せ る(perfectionnerlaraisonparlesenti-

ment)こ と が 残 さ れ て い る(1)」、 と。 ル ソ ー
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に お け る青年 期 の教 育 の 中心 的課 題 とは 「人 を

愛 す る感 じや す い存 在 にす る こ と、 つ ま り感 情

に よ っ て理 性 を完 成 させ 」、 そ して 「人 間 と し

て 完 成 させ る 」 こ とに ほ か な らな い。

青 年 期 の教 育 に お い て鍵 を握 る と考 え られ る

「感 情 」、 あ る い は 「情 念 」 を ル ソ ー は どの よ う

な もの と して捉 え て い た の で あ ろ うか。

ル ソー に よ れ ば、 人 間 に と って 「存 在 す る

(exister)と は 感 じ る(sentir)」 こ と に ほ か

な ら な い。 「わ た した ち の 感 性(lasensibilit�

=感 受 性)は 、疑 い もな く、知性(1'intelligence)

よ り先 に存 在 す るの で あ っ て、 わ た した ち は観

念 よ りも先 に感 情 を もっ た」 の で あ る。 これ ら

の 感 情 の なか には 、神 が 人 間 の 自己保 存 の手 段

と し て与 え て くれ た 「生 得 的(inn駸)」 で 、

し か も 「わ た し た ち の 本 性 に ふ さ わ し い 感 情

(sentimensconvenables瀟�tenature)」 が

あ る。 そ れが 「自分 に た い す る愛(ramourde

soi=自 己 愛)(2)」 な の で あ る 。 こ の 「自分 に

たい す る愛 二 自己 愛 」が ル ソ ー に お け る 「感 情 」

と 「情 念 」との 関係 を解 き明 かす 鍵 概 念 に な る。

ル ソ ー は 言 う。 「わ た し た ち の 情 念 の 源(la

sourcedenospassions)、 ほか の すべ て の情 念

の初 め に あ っ て、そ の も と に な る もの(工origine

etleprincipe)、 人 間 が 生 まれ る と と も に生 ま

れ、 生 きてい る あい だ は け っ して な くな らな い

た だ 一つ の情 念 、 そ れ は 自分 にた い す る愛 だ。

そ れ は原 始 的 な(primitiv)、 人 が 生 まれ な が

らに もつ情 念 で、ほ か の あ らゆ る情 念 に先 だ ち、

ほ か の情 念 はす べ て、 あ る意 味 で 、 そ れ の形 を

変 え た もの にす ぎな い(3)」、 と。 こ の引 用 文 に

よっ て 、 ル ソ ー に お い て く感 情 二情 念 〉 と捉 え

られ て い た と考 え て 間違 い ない 。 した が って 、

以下 の論 述 に お い て は、 感 情 ・情 念 と表 記 す る

こ とに す る。

も う一つ 、 上 の引 用 文 の なか に気 にか か る関

係 が 現 れ て い る。 そ れ は 「感 性=感 受 性 」 と感

情 ・情念 との 関係 で あ る。この 関 係 に つ い て も、
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ル ソ ーが 「あ ら ゆ る 情 念 の 源 は 感 受 性(4)」 で

あ る と言 明 して い る の で、明 らか にな る。感 性 ・

感 受 性 が 感情 ・情 念 の源 な ので あ り、 しか も、

そ れ は、 既述 の 「性 」 の情 念 の源 と して 生 まれ

て くる(5)の で あ る。ル ソ ー にお ける 感情 と情 念 、

感(受)性 との 関係 が 明 白 に な っ た と こ ろ で、

「自分 に た いす る 愛=自 己 愛 」 か ら どの よ う な

感 情 ・情 念 が 派生 して くる か の考 察 に戻 る こ と

に し よ う。

ル ソー は 「子 ど もの最 初 の感 情 は 自分 自 身 を

愛 す る こ とだ 。 そ して 第二 の感 情 は、 こ の最 初

の 感 情 か ら生 じて くるのだ が、か れ に近 づ く人 々

を 愛 す る こ と だ(Lepr駑iersentimentd'un

enfantestdesaimerlui-m麥e,etlesecond

quid駻ivedupr駑ierestdaimerceuxqui

rapprochent)(6)」 と言 う。 子 ど も は 無 力 な状

態 に あ り、 他 人 の 助力 を必 要 とす る の で 、彼 を

助 け よ うと して近 づ い て くる 人 に対 して好 意(la

bienveillance)・ 好 感(sentimentfavorable)

を抱 く。 こ う して 、彼 に は 「自分 に た い す る 愛

=自 己愛 」と と もに 自分 と 「同 じ よ うな人 間(le

semblable)」 にた い す る 愛 これ は ま た 厂あ

わ れ み(の 心)」 あ る い は 「憐 憫(の 情)(piti�)」

と も言 い表 され る とい う 「人類 に関 連 す る

別 の生 得 的 な感 情 」 が 芽 生 えて くる。 ル ソー に

とっ て、 人 間 とは 「そ の 本 性 か らい って 社 交 的

(sociable)で あ る、 あ る い は と に か く、 社 交

的 に な る よ う につ く られ て い る(7)」 存 在 な の

で あ る。

そ れ で は、 子 ど もにお い て これ らの 感 情 ・情

念 を どの よ うに は ぐ くめ ば、 社 会 的 関 係 の なか

で生 まれ る 「相 対 的 で 人 工 的(8)」な 感情 で あ り、

「憎 しみ にみ ち た、い らだ ちや す い情 念(passions

haineusesetirascibles)」 で あ る 「自 尊 心 」

な い し 「利 己 心(amourpropre)」 を 生 じ さ

せ ず に、 人 間 と して の完 成 へ と導 い て い く こ と

が で き るの で あ ろ うか。

ル ソー は 自分 に た いす る愛 二 自己愛 と 自尊 心



な い し利 己 心 と を比 較 して こ う言 う。 「自分 に

た い す る 愛(=自 己愛)は 、 自分 の こ とだ け を

問題 に す る か ら、 自分 の ほ ん と うの 必 要 が み た

され れ ば満 足 す る。けれ ど も 自尊心(=利 己心)

は 、 自分 を ほ か の もの に くらべ て み るか ら、 満

足 す る こ とは け っ して ない し、 満足 す るは ず も

な い 。 この感 情 は、 自分 を ほか の だ れ よ りも愛

して 、 ほ か の人 もま たか れ ら 自身 よ りもわ た し

た ち を愛 して くれ る こ と を要 求 す るの だ が 、 こ

れ は不 可 能」 で あ る、 と。 こ こか ら導 き出 され

る 「人 間 を本 質 的 に善 良 にす る」 感 情 ・情 念 教

育 の 原 則 の 一 つ は、 「多 くの 欲 望 を もた な い こ

と、 そ して 自分 を あ ま り他 人 に くらべ て み な い

こ と(d'avoirpeudebesoinsetdepeuse

comparerauxautres)(9)」 で あ る。

次 に、 ル ソ ー は感 情 ・情 念 を用 い る に当 た っ

て の 「人 間 の 知 恵(lasagessehumaine)の

す べ て」 と して、 二 つ の 原則 を挙 げ て い る 。

① 人 間 一 般 と して も、個 人 と して も、 人 間 の

正 しい 関 連 を理解 す る こ と(Sentirlesvrais

rapportsdel'hommetantdansTesp馗eque

dansl'individu)o

② そ の 関 連 に従 って あ らゆ る心 の 動 き に秩

序 を与 え る こ と(Ordonnertouteslesaffec-

tionsdelameseloncesrapports)o

ル ソ ー に よ れ ば、 人 間 の 感 受性 は 「自分 の こ

とだ け に 限 られ てい るあ い だ は 、 か れ の行 動 に

は道 徳 的(moral)な もの は な に もな い。 感 受

性 が 自分 の外 へ ひ ろが って い くよ う にな る とは

じめ て、 か れ は まず 善 悪 の 感情 を、 つ い で そ の

観 念 を もつ よ う に な り、 そ れ に よっ て ほ ん と う

の 人 間(v駻itablementhomme)に な り、 人

類 を 構 成 す る 一 員(partieint馮rantedeson

esp6ce)に な る(10)」の で あ る 。 す で に見 た よ

う に、 人 間 の感 情 ・情 念 が 自分 の外 へ広 が っ て

い く と き、 そ れ は まず 最初 に 自己 を慰 め、 助 け

る近 親 者 に 向 か い、次 い で 自分 と同 じよ う な者 、

自分 自 身 と同 じよ う に悩 み 、 苦 しむ存 在 、 つ ま

ルソーの 「積極教育」 に関す る一考察

り 「仲 間 ・同類 」へ と向か う。ル ソー は こ う言 っ

て い る。 「注 意 ぶ か く育 て られ た 青 年 が 感 じ る

こ との で きる最 初 の感 情 は、愛(ramour=恋 愛)

で は な く、 友 情(1'amiti�)で あ る 。 あ らわ れ

は じめ た想 像 力 の最 初 の 行 為 は青 年 に 自分 と同

じ よ うな 人 間 の存 在 を教 え る こ とで あ って 、 人

類 に た い す る感 情 が 異 性 にた い す る感 情 よ りも

は や くめ ざ め る(11)」、 と。感 情 ・情 念 の教 育 は

青 年 に現 れ始 め た想 像 力 を、 そ して また 感 受性

を生 き生 き と働 か せ 、 「自分 が 悩 ん だ こ とを悩

み、 自分 が感 じた苦 しみ を感 じ、 自分 も また 感

じる か も しれ な い こ と と して そ の観 念 を もっ て

い る ほ か の苦 しみ を感 じて い る 、 自分 と同 じ よ

うな存 在 が あ る こ と」 を知 らせ る こ とが 必 要 な

の で あ る。 も し想 像 力 を働 か せ て 自分 の 「存 在

を 捨 て て そ の も の の 存 在 に な る(n�re黎re

pourpredrelesien)」 こ と、 「自分 の外 へ 自分

を 移 す こ と(commence瀝etransporterhors

delui)(12)」(二 感 情 移 入)が な け れ ば、 ま た感

受 性 を刺 激 し て 「人 間 愛(rhumanit6)」 、 つ

ま り 「あ わ れ み(の 心)」 ま た は 「憐…憫(の 情)」 、

あ る い は 厂同情(lacommis駻ation二 同情 心)、

仁 慈(lacl駑ence)、 寛 大(lag駭駻osit�)(13)」

な どの 最初 の種 子 を植 えつ ける こ とがな け れば 、

誰 も 「感 じや す く(=感 受 性 の 鋭 い)、 あ わ れ

み ぶ か い(pitoyable)」 人 間 に は な れ な い か

らで あ る。

か く して、 ル ソー は 、感 情 ・情 念 教 育 の今 一

つ の原 則 と して 「あ われ み(の 心)」 また は 「憐

憫(の 情)」 、 「親切 な心(labont�)、 人 間愛 、

同情 心 、慈 悲 ぶ か い心(labienfaisance二 好 意)

な ど、 お のず か ら人 々 を喜 ばせ る こ と に な る、

や さ し く人 をひ きつ ける あ らゆ る情 念 を刺 激 し、

羨 望 の念(laconvoitise)、 憎 悪 心(1ahaine)

な ど、人 に いやが られ る残 酷 な情念 、 いわ ば感 受

性 を無 意 味 にす る ばか りで な く、否 定 的 に して、

感 じて い る者 の 心 を苦 しめ る こ とに な る あ ら ゆ

る 情 念 を 呼 び起 こ さ な い よ う にす る こ と(14)」
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を提 唱す るの で あ る。 そ して彼 は そ の た め の格

率(lamaxime)と して 、以 下 の三 つ を立 て る。

第 一 の格 率 は 「人 間の 心 は 自分 よ りも幸 福 な

人 の 地 位 に 自分 をおい て 考 え る こ とはで きない 。

自分 よ り もあ わ れ な人 の 地 位 に 自分 をお い て考

え る こ と が で き る だ け で あ る(11nestpas

danslec誦rhumaindesemettre瀝aplace

desgensquisontplusheureuxquenous,

maisseulementdeceuxquisontplus�

plaindre.)(15)」 とい う もの で あ る。悲 しいか な、

人 間 に あ っ て は 「幸 福 な人 の 様 子 は、 ほか の者

に愛 情 よ りも羨 望 の 念(laenvie)を 感 じ させ

る。 そ うい う 人 が 自分 ひ と りの幸 福 を手 に入 れ

た の は 、 もっ て もい な い権 利 を横 ど りした か ら

だ と わた した ち は非 難 した くなる 。 … ところが 、

目の まえ で苦 しん で い る不 幸 な人 をか わい そ う

だ と思 わ な い者 が い る だ ろ う か。 …想 像 はわ た

した ち を幸 福 な 人 の地 位 に お い て考 え させ る よ

り もむ しろ み じめ な 人 の地 位 に お い て考 え させ

る(T,imaginationnousmet.aIaplacedu

mis駻ableplust�q鍗celledel'homme

heureux)(16)」 の で あ る 。 そ こ で 、青 年 に 「お

の ず か ら人 々 を喜 ばせ る こ とに な る、 や さ し く

人 を ひ きつ け るあ らゆ る情 念 」 を 感 じさせ る に

は 「ほか の 人 た ち の輝 か しい 身分 を感 嘆 させ る

よ う な こ とは し ない で 、 そ れ をみ じめ な側 面 か

ら示 して や ら な けれ ば な ら ない(17)」。 何 と言 っ

て も 「人 間 を社 会 的 にす るの は か れ の 弱 さ(la

faiblesse)」 で あ り、 「わ た した ち の 心 に 人 間

愛 を感 じさせ るの はわ た した ち に共 通 の み じめ

さ(mis駻escommunes)」 で あ る か らで あ る。

そ して、人 間 に共 通 の 「弱 さ、み じめ さ」が 「愛

情(laaffection)に よ って わ た し た ち を 結 び

つ け る(18)」の が 、 ル ソー に よ れ ば、 「人 間 の正

しい 関連 」 な の で あ る。

第 二 の格 率 は 「人 はた だ 自分 も まぬ が れ られ

な い と考 え て い る 他 人 の 不 幸 だ け を あ わ れ む

(Onneplaintjamaisdansautruiqueles
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mauxdontonnesecroitpasexemptsoi-

meure)」 で あ る。 ル ソー は 自問 自答 す る。 「な

ぜ 王 た ち は 臣下 にた い して無 慈悲 な の か 。 け っ

して ふつ うの人 間 にな る つ も りは な い か らだ 。

な ぜ 金 持 ち は 貧 乏 人 に た い して あ ん な に苛 酷

な の か。 貧 乏 人 に な る心 配 は な い か らだ 。 なぜ

貴 族 は 民 衆(lepeuple)を あ ん な に軽 蔑 す る

の か 。 け っ して平 民 に な る こ とは な い か らだ 」。

ル ソ`.の 国王 、 貴 族 、 資 産 家 等 、 上 流 階 級 へ の

批 判 は 苛 烈 で あ る。 た し か に、 我 々人 間 は、

古 代 ロー マ の 詩 人 ウ ェ ル ギ リ ウ ス(Publius

VergiliusMaro,70-19B.0.)の 叙 事 詩 「ア エ ネ
ノ

イ ス(En駟de)」 に 謡 わ れ て い る よ う に 、 「不

幸 を知 っ て い れ ば こ そ不 幸 なか た をお 助 け した

い と 思 う(Nonignaramali,miserissuccu'

rreredisco)(19)」 の で あ る。 そ れ ゆ え に 、 「不

幸 な人 の 苦 しみ(lespeinesdesinfortun駸)を 、

貧 し い 人 の 労 苦(lestravauuxdesmisera-

tiles)を 、 光 栄 の 高 み(hautdesagloire)か

ら見 お ろ して い る とい っ た よ うな こ とに あ な た

が た の生徒 を慣 れ させ て は い け な い。 そ して 、

か れ が そ うい う人 た ち を 自分 に は縁 の な い存 在

と考 え てい る と した ら、 か れ ら をあ わ れ む こ と.

を教 え る こ とが で き る と思 っ て は い け な い 。 そ

の不 幸 な人 た ちの 運 命 は か れ の 運命 に な るか も

しれ な い こ と、 か れ らの不 幸 の すべ て は 彼 の足

も とに横 た わ っ てい る こ と、 無 数 の 思 い が け な

い不 可 避 の 出来 事 がr;.,,の の ち にか れ をそ こへ

落 と しこ む か も しれ ない こ と、 そ うい う こ と を

十 分 に理 解 させ るが い い。家 柄(1anaissance)

も健 康(lasant�)も 富(lesrichesses)も あ

て に しな い よ うに教 え るが い い 。 運 命 の あ らゆ

る 移 り変 わ りを示 して や るが い い(20)」。 要 す る

に 、 生徒 に 「自分 もそ の不 幸 を免 れ てい る わ け

で は な い とい う同 一・性 の 意 識(21)」 を もた せ 、

「人 間 に ふ りか か る災 厄 を 目で 見 て、 じか に 感

じ させ … 、 あ らゆ る 人 間が た えず と りま か れ て

い る 危 険 に よっ て か れ の想 像 を揺 りう ご か し、



…か れ を 人 間 的(humain)に して や る 」 こ と

が 大 切 なの で あ る。

第 三 の 格 率 に は こ う言 わ れ て い る。 「他 人 の

不 幸 に たい して 感 じる同 情 は、 そ の不 幸 の大 小

で は な く、 そ の 不 幸 に悩 ん で い る人 が 感 じて い

る と 思 わ れ る 感 情 に 左 右 さ れ る(Lapiti�

q畯nadumald'autruinesemesurepassur

laquantit馘ecemal,maissurlesentiment

q畯npr黎e.aceuxquilesouffrent)(22)」 、 と。

人 間が 動 物 よ りも人 間 に対 して よ り多 く同情 を

感 じ、 人 間 に あ っ て は、 そ の 人 に 払 って い る

「尊 敬(lecas)の 程 度 」 に よっ て 同 情 の 度 合

い が 異 な り、 「軽 蔑 し て い る人 間 の幸 福 を軽 く

考 え る」 の はそ の ゆ えで あ る。 しか しな が ら、

こ こ で も、 ル ソー の 鋭 い 社 会 批 判 が 炸 裂 す る 。

「政 治 家 が あ ん な に軽 蔑 した 調 子 で 民 衆 につ い

て語 る と して も、 多 くの 哲 学 者 が 人 間 を ご くた

ち の悪 い 者 に しよ う と して い る と して も、 も う

驚 くに は あた る まい 。 人 類 を構 成 して い る の は

民 衆 だ(Cestpeuplequicomposelegenre

humain)。 民 衆 で な い もの は ご くわ ず か な も

の な の だか ら、 そ うい う もの を考 慮 にい れ る 必

要 は な い。 人 間 は どん な身 分 にあ ろ う と同 じ人

間 な の だ(Lhommeestlemeuredanstous

les騁ats)。 そ うだ と し た ら、 い ち ば ん 人 数 の

多 い 身 分 こ そ い ち ば ん 尊 敬 に あ た い す る の

だ(23)」。 こ の 人 問 尊 重 、 民 衆 重 視 の 思 想 に基 づ

い て 、 ル ソー は言 う。 「あ な た が た の 生 徒 に、

あ らゆ る人 間 を愛 す る こ と、 人 間 をい や しめ る

連 中 さ え愛 す る こ と を教 え るが い い 。 自分 を ど

ん な階 級 に もお くこ と な く、 あ らゆ る階 級 に 自

分 を み い だ させ る よ う にす る が い い。 かれ をま

えに お いて 、感 動(rattendrissement)を こめ

て、 さらに、あ われ み を こめて、 人類 につ いて 語

るが い い。 しか し、け っし て軽 蔑(lem駱ris)

を こ め て語 っ て は な らな い。 人 間 よ、 人 間 を辱

め て は い け な い(Homme,ned駸honorepoint

lhomme)(24)」 、 と。

ルソーの 「積極教育」 に関す る一考察

この よ うに して 、青 年 に現 れ始 め た想 像 力 と

感 受性 を活 用 ・刺 激 して、 官 能 に溺 れ 、 快 楽 に

目が 眩 ん で 「思 い や り もあ わ れみ も知 ら ない 」

青 年 に な らな い よ うに、 人 間愛 の感 情 を は ぐ く

まな け れ ば な らな い わ けで あ るが 、 しか し、 こ

の 点 に 関 し、ル ソー はそ れ ほ ど楽観 的 で は な い。

青 年 をその ような方 向 に導 いて い き さえす れ ば、

「か れ は い き な りあ らゆ る人 間 を抱 擁 す る な ど

と思 っ て は い け な い。 人 類 と い う こ と ばが か れ

に とっ て な ん らか の もの を意 味 す る こ と に なる

と考 え て もい け な い 」。 そ れ とい う の も、 青 年

の 天性 を もっ とい ろ い ろ な方 法 で 育 て て い っ た

あ とで な け れ ば、 す な わ ち青 年 「自身 の 感 情 と

他 人 の うち に観 察 さ れ る感 情 につ い て 多 くの 反

省(lar6flexion)を したの ち に は じめ て 、か れ

は そ の 個 人 的 な観 念(notionsindividue11es)

を 人 類 と い う 抽 象 的 な 観 念(Tid馥abstraite

d'humanit�)に 一 般 化(g駭eraliser)す る に

い た り、か れ をそ の 同類 に 同化 す る(identifier>

こ とが で きる愛 情 を個 人 的 な愛 情 に結 び つ け る

こ とが で きる よ う に な る(25)」か らな の で あ る。

そ れ で は、 青 年 の天 性 を育 て るた め の別 の方

法 と は何 で あ ろ うか 。 ル ソー は言 う。 「そ の た

め に は 、 … い ま ま で わた した ちが た どっ て きた

道 とは 反 対 の 道(routeoppos馥)を とっ て、

自分 の 経験 に よっ て で は な く、 む しろ他 人 の経

験(1'exp駻ienced'autrui)に よっ て青年 を教 育

す る 必 要 が あ る(26)」、 と。 そ し て、 他 人 の 経 験

か ら学 び、 多 くの 反 省 を 経 て 、 「健 全 な 判 断 力

(jugementintさgre)と 健 康 な心(㈱ursain)(27)」

を青 年 に もち続 け させ るた め の 方 法 と して、 ル

ソー は 歴 史(rhistoire)と 個 人 の 伝 記(vie

particuliさres)を 取 り上 げ る。

で は 、 なぜ 歴 史 と伝 記 なの か 。 まず 、歴 史 は

人 間 の心 を理 解 させ る た め に、 「遠 い と こ ろ に

い る人 間(leshommesauloin)」 、換 言 す れ ば、

厂別 の 時 代(d'autrestems)」 あ る い は 「ほ か

の 場 所(d'autreslieux)に い る 人 間(28)」を見
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せ る こ とが で き、 そ れ を通 して生 徒 に 「人 間 は

生 まれ つ き善 良(naturellementbon)で あ る

こ と を知 らせ 、そ れ を感 じ させ 、自分 自 身 に よ っ

て 隣i人を判 断 させ(jugerdesonprochainpar

lui-m麥e)」 る一 方 、 厂どん な ふ う に社 会 が 人

間 を 堕 落 させ 、悪 く させ るか を見 させ 、 人 々の

偏 見(lepr駛ug�)の う ち に か れ らの あ らゆ る

不 徳 の源(lasourcedetousleursvices)を み

い だ させ 、個 人 一 人一 人 に は尊 敬 を は らわせ る

が 、 群衆 を軽 蔑 させ 、 人 間 は み ん な ほ ぼ 同 じよ

うな 仮 面(lemasque)を つ けて い る こ と、 し

か し また 、 な か に は顔 を覆 っ て い る仮 面 よ り も

ず っ と美 し い 顔 が あ る こ と を知 らせ(29)」 る。

太 田祐 周 も言 う通 り、 人 間 の社 会 にお け る在 り

方 の 二 面性 、 つ ま り人 間 の 自然 的善 性 と社 会 の

不 平 等性 を 「総体 的 に しか も具 体 的 に教 え る も

の と して 、歴 史 が取 り上 げ られ る(30)」の で あ る 。

もち ろん 、 そ れ ば か りで は な い。 歴 史 が取 り上

げ られ るの は 、 そ の な か で人 間 の行 動 が 明 らか

に さ れ 、 人 間 が 「事 実 に も とつ い て 判 断 さ れ

る(31)」か らで も あ る。 た しか に、 歴 史 は 「人

間 を よい 面 か ら よ りも、 は る か に多 く悪 い面 か

ら描 い 」 た り、 「歴 史 に述 べ られ て い る事 実 は 、

そ の 事 実 が起 こ った とお りに正 確 に描 か れ た も

の だ とは とて も言 え ない(32)」とい う大 きな 欠 点 ・

不都 合 を も っ てい る。歴 史 が歴 史家 の独 断 的 な

判 断 や 評価 に よ って彩 られ て し ま う こ とが少 な

くな い の で あ る。 し か し、 トゥキ ュ デ イ デ ス

(Thukydeides,460-ca.400B.0.)の よ うに、 「判

断 せ ず に事 実 を つ た え て い る(rapporterles

faitssanslesjuger)(33)」 限 り、事 実 の 正 確 な

記 述 と して の 歴 史教 育 は 「教 訓 め い た教 訓 をあ

た え、 生徒 自 身の 経 験 と理性 の 歩 み の か わ りに

先 生 の経 験 と権 威 をか れ の 心 にお くとい う不 都

合(34)」 を避 け る こ とが で きる 。 とは い え、 「近

代 の 歴 史(rhistoiremoderne)」 と 「一 般 史

(1'histoireeng駭駻al)」 は ル ソー に よっ て 除

外 さ れ る。 なぜ な ら、 近代 の 歴 史 には 特徴 が な

28

いし、近代の人間はみな似たり寄ったりである

からであ り、一般史は、たしかに、記憶される

べき目立った事実だけを記録 しているが、それ

らの事実の原因 ・理由がいつも不明のままに

なっているからである。

総 じて、ルソーの見解によれば、「歴史 は人

間をある選ばれた時期に、はなばなしい服装を

しているときにとらえて」お り、「人から見ら

れるためにちゃんと身じまいをした公人(rhomme

public)を 見せるだけ」である。 したがって、

「歴史が描いているのはその人自身ではなく、

む しろその人が着ている服なのだ」。そこで、

ルソーは人間の心 の研究 を始めるに当たって

は、「個人の伝記」を読むことの方を推奨する。

それというのも 「たしかに、集合 した人々つま

り国民 の精神(leg駭iedeshommesassem-

bl駸oudespeuples)は 個々の人の性格 とはひ

じょうにちがっているし、人間の心を集団にお

いても検討 しないのはきわめて不完全にそれを

知ることになる。しかし、人々について判断を

くだすにはまず人を研究しなければならないと

いうこと、そ して各人の傾向を完全に知る者は

国民ぜんたいのうちに結びあわされたその作用

をすべて予想できるということもやは りたしか

なことだ(35)」からである。多 くの伝記作家の

なかか ら誰を選ぶか。言うまでもな く、プルタ

ルコス(Plutarchos,ca.46-ca.120)で ある。な

ぜならば、彼は「偉大な人々を些細な事実によっ

て描 きだす ことに追随を許 さない魅力 をもっ

て」お り、また 「逸話を選びだすことにきわめ

てたくみで、 しばしば一言で、ち ょっとした微

笑で、身ぶ りで、十分によく主人公の特徴を示

している(36)」か らである。その点、人 間の特

徴や性格を明らかにする日常的で卑近な、 しか

し、真実で特徴的な細部の描写が近代の文体か

らは遠ざけられているので、個人の伝記を読む

場合でも、プルタルコスを初めとする古代の作

家に頼 らざるを得ないとされる。 しか し、彼 ら



の 手 に な る伝 記 を読 む こ とで、 「偉 大 な人 々 は

自分 が す ぐれた 者 で あ る こ と につ い て思 い ち が

い を して はい ない 。 か れ ら はそ れ を見 、 感 じな

が ら も、 謙 虚 な態 度 を と る。 多 くの もの を もっ

て い れ ばい る ほ ど、 か れ ら はな お さ ら 自分 に 欠

け て い る す べ て の も の を よ く知 っ て い る(37)」

こ とを学 ぶ こ とが で き るの で あ る 。

こ う して、 青 年 に歴 史 に よ って 人 間 の社 会 の

在 り方 を、 個 人 の 伝 記 に よ って 人 間 の個 人 的 な

生 き方 を学 ばせ 、 彼 は 「人 々 を知 ろ う とす る大

きな 関心(int駻黎)、 人 々 を判 断 す る に あ た っ

て で きる だ け公 平(impartialit�)で あ る こ と、

人 間 の あ らゆ る情 念 を理 解 で きる程 度 に感 じや

す く、 情 念 に と らえ られ ず にす む程 度 に平 静 な

心(calme)(38)」 を備 え る こ とが で きた 。 目的

地 まで もう一 歩 の ところ まで到 達 した 。 そ こで 、

ル ソ ー は こ う言 う。 「わ た した ち は や っ と道 徳

的 な秩 序(ordremoral)の なか へ はい って い く。

わ た した ち は人 間の 第 二段 階 を経 過 した の だ。

こ こ で… 心 の 最 初 の 動 きか ら良心(conscience)

の最初 の声 が 聞 こえ て くる こと…、 愛 と憎 しみ の

感 情 か ら善 悪 の 最 初 の 観 念(notion)が 生 まれ

て くる こと…、『正 義(justice)』 と 『善(bont6)』

は た ん に抽 象 的 な こ と ば、悟 性(entendement)

に よ って つ くられ るた ん な る倫 理 的 な もの で は

な く、 理 性 に よ って 照 ら され た魂 が ほ ん と うに

感 じる もの で あ る こ と、 そ れ は わ た した ち の原

始 的 な感 情 の 正 しい 進 歩 の 一段 階 にほ か な らな

い こ と、 良 心 とか か わ りな し に、理 性 だ け で は

どん な 自然 の掟 も確 立 され ない こ と… を わ た し

は証 明 した い(39)」。 ル ソー の 言 う 「良 心 」 とは

人 間 に善 を好 ませ 、 悪 を憎 ませ る生 まれ なが ら

の感 情 で あ り、 「神 聖 な 本 能 、 滅 び る こ と な き

天 上 の声 、 無 知 無 能 で はあ るが 、 知性 を もつ 自

由 な存 在 の 確 実 な案 内者 、 善 悪 の 誤 りな き判 定

者(instinctdivin,immortelleetc駘estevoix,

guideassur馘'un黎reignorantetborn�,

maisintelligentetlibre;jugeinfaillibledu

ルソーの 「積極教育」に関す る一考察

bienetdumal)(40)」 で あ る。 「理性 」 は 規則 も

原理 も もた な い ので 、 自然 に よっ て 人 間 の 厂心

の底 に消 しさ る こ との で き ない 文 字 で しる さ れ

て い る(41)」規 則 で あ り、 か つ 「正 義 と美 徳 の

生 得 的 な 原 理(unprincipeinn馘ejusticeet

devertu)(42)」 であ る 良心 との かか わ りな しに は、

理 性 だ け で は どん な 自然 の 掟 も確 立 され な い と

言 わ れ る。 しか し、 逆 に、 良 心 も 「善悪 を知 る

こ とを教 える …理 性 な しには発 達 しえ ない(43)」。

良心 と理 性 は これ ほ ど緊 密 な 結合 関係 に あ る の

で あ るが 、 そ れ で は、 善 を好 み 、 悪 を憎 む 良心

に 善悪 を知 らせ る理 性 の 働 き を活発 化 させ る に

は ど うす れ ば よい の か 。 ル ソー の答 え は こ う で

あ る。 「自尊 心 を他 の存 在 の う え に ひろ げ よ う。

わ た した ち はそ れ を美 徳 に変 え る こ とが で きる

(Etendonsl'amour-propresurlesautres

黎res,nousletransformeronsenvertu)」 。「同

情(piti驛j あ わ れ み の 心 、憐 憫 の 情)が 変 じ

て弱 み に な らない よ う にす る た め に、 … そ れ を

一 般 化(g駭駻aliser)し
、 全 人 類(legenre

humain)の うえ に ひ ろ げ な け れ ば な ら な い。

そ うす れ ば、 正 義 と一 致 す る か ぎ りにお い ての

み 人 は 同情 を もつ こ とに な る 。 あ らゆ る徳 の な

か で正 義 は人 々 の 幸福 に い ち ば ん役 に たつ もの

だ か ら」。r自 尊 心(こ こで は 、比 較 が 働 い てい

な い ので 、自分 に た いす る愛=自 己 愛 の 意 味)」

や 「同情(ニ あ わ れ み の 心 、 憐 憫 の情)」 を理

性 に よ ってr般 化 」 す る こ とで、 「人 類 に た

いす る愛(ramourdugenrehumain)」 ニ 「正

義 に た いす る愛(工amourdelajustice)(⑳ 」 に

変 え る こ とが で き る とい うの で あ る。こ う して、

感 情 ・情 念 の 教 育 は 青 年期 に働 き始 め る良 心 と

理 性 の教 育 と共 働 す る こ とに な る。

今 一 つ 、 ル ソー は この よ うな知 的学 習 と並行

して 、 「若 い 人 た ち に た い す る教 訓 はす べ て 、

こ と ば よ り も む し ろ行 動 で示(45)」す こ と、獲

得 した知 識 を 「行 動 に 移 し、 …生 活 に役 だ つ よ

うに応 用 す る こ と(46)」を 求 め る。 した が って、
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彼 は社会的な行動 を生徒 に実践 させ ようとす

る。「あなたがたの生徒に、かれにできるあら

ゆるよい行ないをさせるがいい。貧 しい人々の

利害はいつもかれの利害になるようにするのだ。

財布だけでな く、かれの心づかいによって貧 し.

い人々を助けさせるのだ。かれらのためになる

ことをし、かれ らをまもり、自分の体 と時間を

かれらに捧げさせるのだ。かれを貧しい人々の

代理人にならせるのだ。かれは一生のあいだこ

れ以上に高尚な職務(nobleemploi)を はたす

ことはあるまい(47)」。

最 後 に、18歳 のエ ミ,ル 青 年 に 対 す る ル ソー

の 誇 ら しい 現 状 報 告 を 引 用 して 、 終 わ る こ とに

したい 。「どれ ほ どひろい見 解(grandesvues)

が しだ い にか れ の頭 の なか に整 理 され て い くの

をわ た しは見 る こ とか 。 … どれ ほ ど明確 な 判 断

力 、 どれ ほ ど 的確 な理 性 が か れ の う ち につ くら

れ て い くの を わた しは見 る ことか。 正 義 の ほん と

うの原 理(lesvraisprincipesdujuste)、 美 の

ほん と うの典 型(lesvraismodさlesdubeau)、

存 在 者 の あ ら ゆ る道 徳 的 な関 連(lesrapports

morauxdes黎res)、 秩 序 のあ らゆ る観 念(toutes

lesid馥sdel'ordre)が 、 か れ の 悟 性 に き ざ み

こまれ て い く。 か れ はそ れぞ れ の もの の場 所 と、

そ れ を そ こ か らひ きは なす 原 因 を見 て い る。 善

とな り うる もの 、 そ れ を妨 げ る も の を見 て い る

の だ。 人 間 の情 念 を感 じた こ とは な くて も、 か

れ はそ の 錯 覚 とそ の た わ むれ を知 って い る(48)」。
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