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啓蒙思想 に み られ る服飾観
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　In　the　Enlightenment ，　there　 were 　two 　opposing 　forces： rationalist 　thought ，　based　on 　scientific

inquiry，　and 　the　essential 　nature 　of 　man ，　rooted 　in　primit 量ve 　drives．

　In　the 　 midst 　 of 　this　 conflict ，　 elegant 　 cQstume 　 was 　created 　 with 　the 　influence　 of 　RocQco　 art ．

Understanding　the　mode 　of 　costume 　requires 　not 　only 　the　study 　of　the　forms 　and 　the　patterns　of

fabrics，　but　aIso 　investigation　into　the　ideas　which 　prevailed　at　the　time．

　In　this　essay ，　the　views 　of 　the　Enlightenment 　philosophers 　on 　costumes 　are 　analysed ．

　The 　sources 　for　this　research 　are
‘‘L ’Encyclop6die 　ou 　Dictionnaire　raisonn6 　des　sciences 　des　arts

et　des　m6tiers ”
and 　the　writlngs 　of 　such 　philosophers　as　Voltaire，　Diderot　and 　Rousseau．　 The

results 　found　in　this　investigation　are 　as 　follows：

　1）　Phi1Qsophers　were 　generally　very 　critical 　of 　the　current 　modes 　of 　fashiQn．

　2）　 Voltaire　agreed 　that　it　was 　necessary 　to　maintain 　the　social 　order 　by　means 　of　dress，　but
insisted　that　in　Qrder　to　express 　man

’
s　inner−self ，　an 　outwardly 　Iuxurious　apPearance 　was 　 not

necessa 「y，

　3）　Diderot，　when 　he　criticlzed 　religion ，　argued 　that　rellgion 　had　no 　moral 　impact 　on 　women
’
s

fashion，
　 4）　 Rousseau　 reformed 　 his　 own 　 dress　 to　 correspond 　 with 　 his　appearance 　 and 　 his　 essential

qualities．　 He 　 was 　generally　critical 　 of 　the 　 modes 　 of 　fashion，　but　 sympathetically 　 approved 　 of

those　with 　good 　taste　who 　could 　contrQI 　the　direction　of 　fashion．

　 It　follows　that　the　idea　 of 　costume 　Qf 　the　time　represented 　these　two 　conflicting 　aspects 　of 　the

Enlightenment．　 That 　is，　the　 costume 　 which 　 was 　the　indication　 of 　 classes 　a缶 rming 　the　actual

society ，　and 　the 　costume 　which 　expressed 　one
’
s　essential 　qualities　not 　reflected 　in　his　appearance ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　March 　29，1993）
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　1．　 は じめ に

　18世 紀 フ ラ ン ス は啓蒙主義 の 時代で あ り， 多 くの

思想 家が 出現 した．ブ ラム フ ィ ッ トは ， 啓蒙思想 に は

統一した 学説 が 全 くな く， 無神論者 ， 理 神論者 ，
プ ロ

テ ス タ ン ト， 力 トリ ッ ク， 貴族主義者， 民主主義者 ，

観 念論者 と唯物論者 な どの 相 反す る思 想家 を含 ん で い

るもの で あ っ た ， と述 べ て い る
1〕．そ して 彼 は ， 啓蒙

思想 が 18世 紀 に お い て ，

一
つ の 国際的運 動 とな っ た

背景 に ， 「知 識 の 全分 野 に お い て 伝統 の 権威 を拒否」

し た こ と ， 権威 を 拒 否す る た め に 「科 学的探 求 の 方
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法」を求め て い っ た こ とをあげ た．「伝 統 の 権威」 と

は，カ ト リ ッ ク教会 を中心 とす る キ リス ト教的権威を

指 し，それ に対す る批判が 啓蒙思想 の 主要なテーマ と

な っ て い た．以上 の よ うに ブ ラ ム フ ／ ッ トは 指摘 して

い る
2）．

　 こ の ように ， 啓蒙主義期 は 科 学的探求 方法 に す べ て

の 基礎 をお く合理 主義 の 精神 を強調す る時代 で あ っ た．

　一
方，芸術 に お い て は，洗練 さ れ た優雅な ロ コ コ 芸

術が開花 し ， それにふ さわ しい 服飾が完成さ れ た．こ

の 時代 の 風俗 お よび 服飾 の 研 究 は，す で に 多くの 分 野

で取 り上げ られ て お り， さまざまな評価 が なされ て い

る．た とえば，服飾 に つ い て は ，遺品 の 検討 ， 形態 の

流行 ，
モ
ー

ド雑 誌 の 紹 介，ロ コ コ 芸 術 と の 関連性 ， 染

織 品の 研 究な どをあげる こ とが で き る で あろ う．

　そ こ で，以上 の ような先行研 究 と は 異 な る観点 か ら，

本論で は こ れ まで 比較的取 り上げ られ て い なか っ た 啓

蒙思想家た ちの 著作を資料 として，彼 らの 服飾 につ い

て の 思 想 の 特徴 を と ら え ， さ ら に 啓蒙思 想 と服飾 との

関 わ りにつ い て考察 した い と思 う．

　まず，デ ィ ドロ と ダ ラ ン ベ ール を中心 と して 1751

年よ り刊 行 され た r百科全書』の 服 飾項 目お よ び 挿絵

か ら ， 当時 の 服飾 の 説 明 とそ の 形態 を何 点か 取 り上 げ

て 検討す る．さらに ， 当時 の 思想家 の 中か らヴ ォ ル テ

ール
， デ ィ ドロ

，
ル ソ

ー
の 服飾論 を明 らか に した の ち，

女性の 服飾 に つ い て の 批判 を取 り上 げ て 考察す る．

　2． r百科全書」 に み られ る服飾項 目

　『百科全書』 の 成 立や，そ の 評価に つ い て は ， すで

に 多 くの 研 究 が な さ れ て い る が ，『百科全書』 の 目的

に つ い て ， 小場瀬 は 次 の よ うに 述べ て い る
3｝．

　すなわち，「教会 の 愚民政策」 と 「国王 の 専制政治」

に 反対 し て，「言論思想信 仰 の 自由 ， 法 の 前 に おけ る

平等 と機会 の 均 等，人権の 尊重 ， 職業の 自由 ， 事実 を

事実 と して 正 面 か ら受 け とめ ，そ れ を理 性 で 解明 しよ

うとする 合理主義 」を闘 い と る た め で あ る，と い う．

こ の 見解 は ， 「百科全 書亅派 の 人 々 の 考 え を要約 した

もの と し て ， 多くの 研究 が 認 め る とこ ろ で あ る．

　こ の ような 目的の た め に 編集され た 『百科全書』 に

お い て ， 合理 主義 と い う観点 か ら技術 関係項 目が 多数

と りあ げ られ て い る こ と は ， 服飾 の 技術 を知 る うえ で

重要 で ある．小 林 は 『百科全書』本文が 17巻で あ る

の に 対 して 11巻 もの 図版 が あ り，そ れ ら の 図版で は

「新 し い 知識 ， 技術 の 解説 や 普及 に 努め ，しか もそ れ

が 多 くの 人 々 か ら熱心 に 求め られ た こ と」 を指摘 して
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い る
4 ｝．まさ に 18世 紀 の フ ラ ン ス は 「哲学 の 世 紀」

で あるば か りで な く，同時に 技術革新 の 時代 で あ っ た．

　今 日の デ ィ ドロ 研 究 の 第一人 者 で あ る プ ル ース トは，

デ ィ ドロ 研究 の
一

環 として，こ れ まで 黙殺さ れ て きた

デ ィ ドロ の 『百科 全書亅に お け る技術 関係部門へ の 寄

与の 重要性を述 べ て い る
5 ）．そ こ で は ， 技術 項 目を検

討す るこ とに よ っ て，デ ィ ドロ の 思想全体 の 研究が進

展す る とい う．その 例 と し て，デ ィ ドロ が 書 い た 技術

項 目の なか の 「機械編 み靴下」を取 り上 げ て，その 成

り立 ち やデ ィ ドロ の 技術 に 対す る考 えを考察 して い る．

デ ィ ドロ は，技術関係 の 図 を取 り上げ る に あ た っ て ，

最初 はま ぎらわ しくな く見分 けが つ く部分 ，
つ ぎに そ

れ に 加 わ る い くつ か の 部分，最後に それ ぞれ が 組 み 合

わされ る全体 へ と機械 の 構 造を図示 しよ うと した
6）7 ｝．

　デ ィ ドロ の こ の ような技術項 目の 取 り上げ方は，当

時の 科 学的探求 の 方法 を具体 的 に 示す もの として 意味

が あ る と思わ れ る．そ して ， 直接デ ィ ドロ が 執筆 して

い な い 他 の 技術項 目に お い て も， 彼 の 指 導の も とに 同

様 の 方法 が と られ て い る と い え よ う．

　そ こ で ，
こ こ では服飾に関わ る図版 を取 り上 げ て ，

裁 断，縫製 に 関 わる服飾形態 を把握 し，デ ィ ドロ の め

ざ した 科学的探求 の 方法 に つ い て 服飾 の 面 か ら考察す

る，さ らに 本文 の 服飾用語 の なか か ら何 点 か を取 り上

げ て，そ の 記述 内容に つ い て 検討 を試 み る．

　（1） 「衣服 の 仕立 て 師」Tailleur　d’Habit8）窄

　 こ の 図版 に は 24 枚 の 版 画 が あ る．ま ず ， 仕 立 て 師

の 仕事場 の 情景 か ら始 まっ て，必 要 な道，具の 図 示 ，印

の つ け られ た布 ， 実際 の 衣服 の 型 とそれ ぞれ の 部分 の

裁断図，縫 い 方 の 詳細 と裁 ち合 わせ 図 など，縮尺 も加

え られ て い て ， 大変詳し く図解され て い る．

　そ の なか で ， 次 の 4 点 の 図 を取 り上 げて み よ う．

　 1） 実際の 衣服 （図 1）

　こ の 図 に は，ア ビ 　habit，ヴ ェ ス ト　 veste ， キ ュ

ロ ッ ト　culottes ，
ス
ー

タ ン 　soutanne ， 聖職 者の マ

ン ト　 manteau 　long　d’

abb6 ，　 manteau 　ceurt 　d’abb6 ，

ル ダ ン ゴ ッ ト redingotte ， 部屋 着　robe 　de　chambre ，

宮廷 服 robe 　 de　 palai亀 ジ レ 　gillet，ブ ラ ッ ク

fraqueが あ げ ら れ て い る．こ れ らは 当時 の 男子服 の

代表的 な種類 で あ り ， 解説 に は ， 襟や袖 の 形や丈 の 長

さな ど が簡単に 述 べ られ て い る，

　2）　ア ビ の 部分 図 （図 2）

　 ア ビ の 各部分が パ タ
ー

ン として 展開 さ れ て お り，ど

（412）
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図 1．『百 科 全書』「衣服 の 仕 立 て 師」第 5 図，実際 の

　　　衣類

の 部分 に 接 続す る の か が わ か る よ うに 配置 され て い る．

　 3）　ア ビ ， ヴ ェ ス ト，キ ・ z ロ ッ トの 裁断図 （図 3）

　 それぞれ の 布の 長 さ に よ っ て，無駄な く裁 断 で き る

よ フ に ，
パ ターン が 組 み 合わ され て い る．左 か らア ビ，

ヴ ェ ス ト，キ ュ ロ ッ トの 組み 合 わせ ， ア ビ と ヴ ェ ス ト，

ア ビ と キ ュ ロ ッ ト， キ ュ ロ
ッ トの み の裁断図 で ある．

　4）　 コ
ー

ル （胴部）corps の 仕立 て （図 4）

　前面 と後面 の 胴部 が 開 か れ た 形 で 示 さ れ て お り紐締

め や バ ス ク basquesの 様子 が 細 か く描 か れ て い る．

図 1 は ， 前 で 紐締め さ れ た もの ，図 2 は 公 爵 夫 人 風 コ

ー
ル

， 図 3， 4 は コ ー
ル の 背部 ， 図 5， 6 は閉 じられ た

コ
ー

ル の 前部 ， 図 7， 8 は開かれ た コ
ー

ル の 前部で あ

る．

　（2） 「婦人服仕 立 て 師」Couturiere（図 5）9｝

　 こ の 項 目は ， 補 遺 と して 1ペ ージ の み 挿入 され て お

り，次 の 3 点 に つ い て の 説 明 が あ る．

　1）　 u 一ブ robe を着た女性，前面 および 後面

　背中心 に肩か ら裾 まで プ リー
ツ を取 っ た ロ

ーブ が 描

（413）

図 2．『百科全書亅「衣服 の 仕 立 て 師」第 6 図，ア ビ の

　　　部分図

か れ て お り ， 図 1，2 に 裁 断図，図 3
，

4 に プ リー
ツ を

取 っ た 図，図 5，6 に 袖 の 裁 断 図 が 載 っ て い る．直線

的な裁断 で あるが ，プ リ
ー

ツ を取 る こ と に よ っ て ，前

面 を絞 っ た ロ
ーブ の 形態へ と変化 して い くこ とがわか

る．ま た，図 6 の 袖 の 裁断 図 は 曲線的で あ t）　，図 5 の

袖 口 の フ リル 状 の カ フ ス の 図 も ま た，着用 図 をよ く理

解 させ て い る．

　 2） 寝間着 Manteau　de　litの 裁断図

　図 7〜11 に は，寝 間着 の 裁断図 と組 み 立 て が あ る．

図 11 で は，「パ ゴ ダ風 の 袖 の つ い た 」 と説 明 さ れ て い

る．

　3） 胴 着 Justeを着た 召使 ， 側面図

　腰丈 の 胴着 をつ け た 召 使 と，図 12，13に 胴着 の 裁

断図が 載 っ て い る．

　以上 の ように ， 実際の 裁断図 と組 み 立 て な ど ， 衣服

の 細部 に わ た る記述 と図 が 載せ られ て い る。もち ろ ん，

当時 の すべ て の 衣服 を網羅 して い る わ け で は な い が ，

デ ィ ドロ の め ざ した 技術 関係部 門 の 的確な把握 とい う

点 に お い て は，十分 に 成果 を上 げ て い る と思わ れ る．

すな わ ち，服飾 の 各部分 が 縮 尺 と共 に 示 さ れ，各部 に
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鱈 無驪
…
蠍 ．．縮・钁 一…一細H／嬲鞠・…頭 罐 鱒 醐 　r

！　　
tas　t

　　　　　　　　
肖
　 櫛 ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 図 4．『百 科全割 「衣服 の 仕 立 て師」第 20 図，コ ー

図 3．『百科全書』「衣服 の 仕 立 て 師 」 第 11 図，ア ビ ，　　　　 ル の 仕 立 て

　　　ヴ ェ ス ト，キ ュ ロ ッ トの 裁断図

接合 さ れ る部分 が 記号 に よ っ て 明 らか に な り ， 最後 に，

全体的な仕上 げ と なるように，装飾的な部分が加 えら

れる．絵画や 遣 品 の 服飾形態 を調 べ る と きに ，こ の 図

版 に 記録 され て い る もの は ， よ り的確 な 構 成 を 知 る こ

とが で きる と 思 わ れ る．

　（3） 『百科全書』本文 の 服 飾 項 目

　項 目に は ， 図版 に 表 され て い る ア ビ
， ヴ ェ ス ト，キ

ュ ロ ッ ト，ロ
ーブ などの 説明 が な さ れ て い る が ，

こ こ

で は， コ ール
，

コ ル セ
，

パ ニ エ の 項 目 を 引 用 す る．

　　 1）　　コ
ー丿レ　corpslo 〕

　　仕 立 師 で は 首 か らベ ル トまで を隠す衣服 の 部分．

　　 2）　 コ ル セ corsetii ）

　　婦 人 の コ ル セ は，通常は骨の な い 刺 し子 の 布 で作

　ら れ た 小 型の 胴着で ある．平 らな紐や リボ ン で前 を

　繋ぎ合せ ， 部屋着姿 の ときも， 着け られ て い る．

　　3＞　 ノ ｛ ニ エ 　pannieriZ
＞

　　鯨 の ひ げ の 輪 の 上 に 縫 い 付 け た布製 の ジ ュ ポ ン の

　一
種．鯨の ひ げ は 下 か ら上 に おか れ，下 の ひ げ は最

50 （414）

　も広が り ， 他の ひ げは身体 の 中ほ どに近付 くに つ れ

　小 さ くな る．こ の 衣服 は，始 め は ス キ ャ ン ダ ル と な

　っ た．教会の 司祭た ち は ， それ を混乱 を助 長 す る も

　の と考 え た，つ ま り， こ の 器具 の 使 用 に よっ て，た

　やす く逃走 を助 ける こ と に な る か らで ある．司祭 た

　ち は 言 い 続けた が ，人 々 は パ ニ エ を着続け た ．そ し

　て つ い に は司祭 た ちは，なすが ままに させ るように

　な っ た．女性 に ，反対に広げ た 二 枚 の 扇 の ような姿

　を与え た 滑稽 な モ
ー

ドは，長 い 間続 い た．しか しも

　は や 過 去 の もの と な り，下火 とな る．今 日で は ， 町

　で は パ ニ エ の な い 光景 が み られ，もは や 舞台 の Eで

　は用 い られな い ．再び 簡素 さとエ レ ガ ン ス が 登場 し，

　多量 の 布 を使 っ た，高価な，着用 しに くい 衣服 を脱

　ぎ棄て て い る．

　こ れ ちの 説明 を比較す る と， コ ール
，

コ ル セ は それ

自体 の 解 説 に と ど まっ て い るが ，パ ニ エ は，その 出現

か らの 人 々 の 反響 が 述 べ られ て い て 興 味 深 い ．パ ニ エ

に 対する批判 が ドイツ や フ ラ ン ス に お い て，道徳家や

聖職者 か ら 出 さ れ て い る こ と は，ベ ー
ン ，丹野 らに よ
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図 5．『百科全書亅「婦人服仕立 て 師」 ロ
ーブ ，寝間着，

　　　胴着の 着用 図 ， 裁 断図

っ て すで に 指摘 され て い るが
13］14）

， そ の
一

面 が こ こ に

も現 れ て い る．特 に，「簡 素 さ とエ レ ガ ン ス 」の 服飾

が パ ニ エ の な い ス タイ ル で あ る と い うが ， 後に ，
パ ニ

エ の な い イギ リス風 ロ
ー

ブが 流行する こ と と関係が あ

る と思 われ る．

　3， 啓蒙主義者たち の服飾観

　 ロ コ コ の 華や か な 服飾 に 対 して ，啓蒙 主義者 た ち は

どの よ うな考 え を持 っ て い た の だ ろ うか．彼 らの 著作

の なか には，服飾 そ の もの に つ い て 論 じて い る もの は

数少 な い ．しか し 陌 科全書』に もみ ら れ た よ うに，

彼 らは 当時の 服飾 を肯定 しつ つ ， 多少 の 批判 を述 べ て

い る．

　 そ こ で ， こ こ で は ヴ ォ ル テー
ル ，デ ィ ドロ ，ル ソ

ー

に焦点 をあわ せ ，彼 らの 服飾 につ い て の 見解 をもう少

し具体的に検討 して い き た い ．

　 （1） ヴ ォ ル テー
ル

　 ヴ ォ ル テ
ー

ル の 思想 を，小林は次 の ように 述 べ て い

（415）

る
15 ｝．

　ヴ ォ ル テ ール は 「人間 の 愚か さ と邪悪 が しば しば無

知 と偏見か ら起 っ て い る」 こ とを指 摘 して い る が ，

「知 識 と理 性 と に よ っ て こ れ らを打 ち破 り， 社会 をさ

らに進歩 させ，改良 で きる」 と考 え て い る．した が っ

て 彼 は，合理 主義 の 立場 に た ち ， 教会 の 偏見を攻撃す

るが ， 彼 の 場合は 社会 そ の もの を攻撃 しよ うとした も

の で は なか っ た．すな わ ち ヴ ォ ル テー
ル 自身が ，現実

の 18世紀の 社会 で 成功 し，社交界 で 生 き て き た か ら

で ある．

　そ こ で ヴ ォ ル テ
ー

ル が 『哲学書簡』（1735−38）に お

い て ，
フ ラ ン ス の 風俗 ， 習慣に つ い て 述 べ て い る 批 判

の なか で，直接 服飾に つ い て 言及 して い る箇所 を検討

した い ．

　まず，パ ス カ ル の 『パ ン セ 』に 述 べ られ て い る ， 衣

服 によ っ て医者 や博士 たち が尊敬 され て い る，と い う

部分 に つ い て ， ヴ ォ ル テ
ー

ル は 次 の よ うに 述 べ て い

る
16レ．

　　そ れ ど こ ろ か，医者た ち が 滑稽 で な くな り，真 の

　　尊敬 を獲得 した の は，彼等 が こ うした 衒学 の お 仕

　　着せ を脱 ぎすててか らの こ とで しか ない ．博士 た

　　ち が 上流社会 に 迎 え入れ られ ， 紳 k の 仲 間入 り を

　　許 さ れ る の は
， 彼 等が 角帽 を脱 ぎ ， 議論をや め た

　　 ときの こ と で しか な い ．（中略）人 間が よ り多 く

　　の 知識 を得 る に従 っ て，外見の 華や か さは，次第

　　に無用 に なる． こ れ が 今 なお時 として 必要 な の は ，

　　ほ とん ど下 層民 に た い して だ け で ある．

　ヴ ォ ル テ ー
ル は，医者が尊敬さ れ る よ うに な る の は ，

「衒学 の お 仕 着 せ 」す なわち医者固有の 服飾 を脱 い だ

ときで ある，とい い
， また ， 博士 た ち が 上流社会に 迎

え入れ られ る ように な る に は ， 角帽 を 脱 ぎ，議 論 をや

め なければな らない
， と い う．ど ち らも多くの 知 識 を

身に つ け ， 真 の 紳士 と なれ ば外見の 華や か さは無用 で

あ る ， と述べ て い る．以 上 の 記述 か ら考 え る と， 医者

や 博士 な ど の ように，職 業 を示す服飾 に 象徴 さ れ る権

威に しが み つ い て い る 人 々 を批判 して い る と い え る で

あ ろ う．そ して
， 「真 の 紳士 」で ある た め に は ， こ の

よ うな衣服 を脱 ぐこ と，すな わ ち，権威の 殻 を脱 ぎ捨

て た と きで あ る ， と解釈 で き る の で は な い だ ろ うか．

こ の ような考 えは ， 彼 の 合理 主義的立 場を物語 るもの

と い えよ フ．

　ま た，『哲学辞 典』 （1764−69） の 「奢 侈」に つ い て

の 項 目に は，次 の ように述 べ られ て い る
五η ．

　　もし奢侈が 過度 を意味する とすれば，大食 と節食
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　　や 浪費と節約の ようない っ さ い の 領域で，それ が

　　有害 で あ る こ とは明 らか だ ．（中略）小作 人 の ほ

　　 とん どが 上等の 羅沙服 を着こ み ， 立派な靴 をは き，

　　充分 に栄養を と る ように な っ た 理 由は ， 私 に は わ

　　か らな い ，だ が こ の 小作人が 美 しい 衣服や 純 白の

　　下着をつ け，髪をちぢ らせ 髪粉 をふ りか け て 野 良

　　仕事をや るな らば，それ はおそ ら く鼻もちな らな

　　 い 最大 の 奢侈 で あ ろ う．ま た，パ リや ロ ン ドン の

　　市民 が 百姓並 み の 衣服 を着 て 芝居見物 に 現 わ れ る

　　 ならば，それ は最 も見苦 しい 馬鹿げ た吝嗇で あ る．

　 ヴ ォ ル テー
ル は，奢侈 が 過度 の 意味 で あ る と した ら，

それは無駄であ り有害 なもの であ る，と考 えて い るよ

うで あ る．そ して ，小作人 が 貴族 の ような衣服 で 野良

仕事をするな らば ， 「最大 の 奢侈」で あ り， 市民が 小

作人 の 姿で 芝居見物に行 くと した ら，それ は 「馬鹿げ

た吝 嗇」 で あ る，と述べ て い る，こ の こ とは ，当然，

お 互い の 階級 を越 え て はな らな い こ とを意味 し，ヴ ォ

ル テ
ー

ル は現実 の 社会を肯定 した 上 で，服 飾の 階級表

示 の 役割 をも肯定 して い た と考 え られ る．

　ヴ ォ ル テール は ， こ の よ うに
一

見矛盾 して い る と思

わ れ る よ うな，合理 的な精神 と現実の 社会肯定の 両 面

を合わ せ 持 っ て い た こ と が，服飾に 対する意識 か らも

窺え る．

　   　デ ィ ドロ

　 デ ィ ドロ は，無神論者 が 非難 され る当時 の 道徳 に 対

し，「宗教 がな くとも道徳 は可能 で あ る」こ とを主張

し
’8｝

， 『哲学者 とあ る 元帥夫 人 との 対話』 （1776）の な

か で ， キ リ ス ト教徒に対する 批判と して，当時の女性

の 装い と聖 書の 教えとの 食い 違 い を指摘 して い る
19 ）．

　ま ず，哲学者が 信 心 深 い 婦人 に 聖書の 教え に従 うの

か どうか を聞い た とこ ろ，もち ろ ん 従 う と答えて い る．

そ こ で ， 哲学者 は，その 婦人 が 美 しい 胸 を隠 さ ず，自

分 に 近づ く男性 に 姦淫 の 罪 を犯す ように 仕 向け て い る

こ とを指摘す る と，
つ ぎの ような返答 が あ っ た と記 し

て い る．

　　そ の 婦人 は そ れ は 習 慣 で すか ら と答え ま した．

　　（中略）物笑 い に な る よ うな着物 の 着方 を して は

　　い け な い と い うの で す．（中略）着 物 は 裁 縫師 に

　　任 せ ておきます と答え ました．信心 をあ きらめ る

　　 よ りも裁縫師 を とりかえる ほ うが よ くない とい っ

　　た 口 振 りで す．夫 の 好 み だ か ら と申 しました ．

　哲学者 か ら話 を聞い た 元帥夫人 は ， 次 の よ うに 言 う．

　　そ ん なば か ば か しい こ とは 初め か ら分 か っ て い ま

　　した わ．私 だ っ て 多分 ご近所 の 女の 方とや らと同
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　　 じこ とを申したで し ょ う．で もそ の 方 も私 も二 人

　　 ともふ ま じめだ とい うこ とにな りますわ．

　 デ ィ ドロ は ， 道徳の 基盤 を 「人 間の 自然 と ， 個人 の

利害を
一

般 の 利害 に奉仕 させ る社会的羈絆」 の な か に

見出しうる と い う
18 ）．そ して ，熱心な信 者で あ る と自

ら思 っ て い る人 々 も，実際 の 生 活 で は聖書 に あ る多 く

の 罪 を犯 して い るの だ とい つ こ とを ， 女性 の 服飾 の 例

を と っ て 述 べ て い る．デ ィ ドロ は，こ こ で ， 信 者 の ふ

り を し て い る と い う宗教に対する偽善 を指摘し，道徳

は宗教に よ らずに成 り立 つ こ とを主張 した ，さ らに ，

「ど うして 宗教 が 風俗 の 上 に 真実 の 影響 を及 ぼ す と 言

え まし ょ う ？　 ほ とん ど皆無 で す．」とい う表 現 もあ

り，デ ィ ドロ は 社会 の 風俗 が 宗教 と は 関 わ りな く成立

して い る こ と を強調 して い る
2°）．

　（3） ル ソー

　 ル ソ
ーは，ヴ ォ ル テー

ル ，デ ィ ドロ と は 異な る 立 場

に立 つ 思想家であ る．前述 の ように ， 啓 蒙主義に は相

反する思 想 を含 ん で い る こ とが周知 の 事実 で あるが，

その
一

方の 極 に い た の が ル ソ ーで ある．彼は ， ヴ ォ ル

テー
ル や デ ィ ド ロ の 社会的な合理 主義で は な く，あ く

ま で も自由で孤独 な 自然の 人 間を考 え て い た．そ して ，

こ の 考 えか ら，ル ソー
は現実 の 社会や社交 界を否定す

る方向へ と向か っ て い く．

　 ル ソ
ー

の 服装 へ の こ だ わ りに つ い て は，ス タ ロ ビ ン

ス キ
ー

が 次 の よ うに 述べ て い る
21）．

　　 ル ソ
ー

は ロ コ コ 時代 の 衣装 の 象徴的価値 を分析 し

　　よ うと思 うもの に と っ て ま ぎれ も な く第
一

級 の 証

　　人 で ある．（中略）か れは着飾 る こ とを拒否す る

　　 こ と で ，み ずか ら の 信念の 誠実 さ を訴え る．

　事実，後述 する よ うに，ル ソーは 自 ら服 装改革 を行

い ，当時 の 風俗 に つ い て も鋭 い 批判 を下 した の で あ る．

　まず ， 彼 の 最初 の 論 文 で あ る 『学 問 芸術論』（1750）

に は ， 次 の ような記述 が あ る
22｝．

　　豪華な衣裳が 富裕 な人間 を， そ して優雅 な衣裳が

　　洗練 さ れ た 人 間 をあ らわ す こ と は あ ろ う．しか し

　　健康で 活力あ る 人間は ， そ れ と は 別 の 特質 に よ っ

　　て 見分 け られ る．た と えば 肉体 の 力 と生気が 見出

　　さ れ るの は，農夫 の 粗 野な衣服 の うち に で あ り，

　　宮廷 人 の きらびやか な服装 の うち に で はな い ．装

　　い は魂 の 力 で あ り， 生気 で あ る徳 に とっ て もやは

　　 り無縁 な の で あ る．

　こ こ で は ， 実際に 衣服 が 富裕や 洗練 を表 わ す こ とは

あ る が ，そ の よ うな衣服は，「魂 の 力で あ り，生気で

ある徳」 に とっ て は無縁 で ある，とい う．ま た，「農
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夫 の 粗 野 な衣服」 に は，「肉体 の 力 と生 気」 が 見 出 さ

れ る，と言 い ，外見的な衣服 の 表現する もの に つ い て

の ，独特 の 見解 を示 して い る．こ こ で 中心 と な っ て い

る 「徳」 と は ， 『エ ミー
ル 』に 指 摘 さ れ て い る よ う

に
鋤 ，人間の 情念 に 打ち勝つ 本質的な力をい い ，社会

の 悪 い 影響 を受 けずに 自由 と独 立 を保 つ こ と で あ る，

また，『告 白』 に 記 され て い るよ うに
Z4，

，
ル ソ

ー
は実

生活 に お い て も 「有徳 の 人 」に な ろ う と心掛 け た の で

あ る．

　そ して，こ の よ うな考え
”

の もと に，社会の 象徴

で あ る 宮廷服 を自ら棄 て て ，粗末 な服 装 をす る様 子が

『告 白』 （1766−70） に 記 され て い る
25）．

　　私 の 改革は まず服装 か らは じめ た．金の 飾 りや 白

　　 の 長靴下 を棄て ， か つ らは 円 い もの に し， 帯剣 も

　　や め た．「お か げ さ ま で ， もう時間 を知 る 必要 も

　　な い だ ろう．」そ う考える と な ん と もうれ し くな

　　 っ て，時計も売っ て しまっ た．（中略）

　　奢侈に関する私 の 改革は，厳 しい もの で あっ た が ，

　　は じめ は それ を下着 に まで は 及 ぽ しは しなか っ た ．

　　 （中略）洗濯 したばか りの われ われ の 下着 が ， 全

　　部拡 げて あ っ た．それ が すべ て 盗 まれ た．なか で

　　 も私 の シ ャ ツ が 四十 二 枚，そ れ は 非常 に い い 生地

　　の もの で ， 私 の 下着類 の 財産 をな して い た．（中

　　略）こ の 事件 で 立 派 な下着へ の 熱が さ め ，それ以

　　来私 は，ま っ た く普通 の ，身な りの 他 の 部 分 と も

　　 っ と合 っ た 下着 しか もう持 た なか っ た．

　 こ の よ う に 服装 改革 を実行 し始 め た の で あ る が ，

1752 年 の 自作 の オ ペ ラ 上演 に 際 して ， 国王 や ポ ン パ

ドゥ
ー

ル 夫人な ど の 貴婦人 に取 り巻か れ，つ ぎの よ う

に 自問 する．

　　み なひ ど く着飾 っ た 人 た ちの なか で， こ んな身な

　　 りの 自分 を見 ると，私 は落 ち着か な くな りは じめ

　　 た ．こ れ は 自分 の い る 場所 だ ろ うか ． こ こ に ふ さ

　　 わ しい 身な りだ ろ うか ， と 自問 した．（中略）私

　　は 自分 に こ う言 い 聞か せ た．「つ ね に 自分 自身で

　　 あ る た め に は ， ど ん な場所に い よ うと も， 自分 の

　　選 ん だ 境遇 に従 っ た 服装で い るの を， 恥 じて は な

　　 らな い ．」

　 こ の 時の ル ソー
の 服 装 が 具体的 に どの よ うな もの で

あ っ た か は明 らか で はない が，前述 の ，宮廷服 を棄 て

た 「粗 末 な服装」， こ の 時の 「い つ もの ま まの なげ や

”
ル ソ

ー
の 自己革命に つ い て は，次 の 文 献 に も解説 が な

　 さ れ て い る．ス タ ロ バ ン ス キー （山 路 　昭 訳）1 透 明

　 と障害，み す ず 書房 ， 東 京，78〜79 （1973）

りな身な り」 と い う記述か ら，上 流社会 の 人 間に は ふ

さわ し くな い 服装で あ っ た とい うこ とは窺える．自分

の 主義に よ っ て 装 っ て い る に もか か わ らず，や は りル

ソーは 晴れ が ましい 場で ， 自分 の 身を振 り返 っ て い る．

しか し，結局 ル ソーは，「し っ か り と心 を決め 直 し」

て，自分 の 主 義を貫 くの で あ っ た．

　や が て ， 服装 改革 の 延長 として，また 健康上 の 理 由

か ら も，ル ソ
ー

は ア ル メ ニ ア 人 の 服 装 を ま ね て 胴着

veste と トル コ 風 の 長 い 上 着 caftan ， 毛皮帽 とベ ル

トを着る よ うに な り，自己の主張を完成させ た の で あ

る
27 レ．だ が ，こ の よ うな装 い は，当時 の 東洋 趣 味 が 背

景 とな っ て お り，必ず しも突飛 な装 い で は なか っ た．

　 しか し，い ずれ の 場 合に も，世 間 の 目を気に して い

る様子 が 窺われ ， 信 念 を貫 くた め に 勇気 を奪 い 立 た せ

て い る．こ れ は ， 衣服 が 階級 を区別す る た め に あ る だ

け で な く，そ の 階級 に 生 き る 人 々 に と っ て は 共通の 言

語 と して の 機能を持 っ て お り， そ こ か ら逸脱する こ と

に は大 きな抵抗 が あ っ た こ と が わ か る の で あ る．

　 また，ル ソ
ーは，社会 を象徴 す る服飾 に 対 して ，次

の ような意 見を述 べ て い る．

　 『新 エ ロ イ
ーズ』 （1761） で は ， サ ン ・プ ル

ー
が パ リ

の 社 交 界 を批 判 して，恋 人 ジ ュ リに あ て た 手紙 に ， 次

の ような
一節が ある

2S ），

　　ある 人 が しゃ べ る，そ の と き意見を言 っ て い る の

　　は そ の 人間 で は な く，い うな れ ば 衣 服 が 語 っ て い

　 　 るの で す，だ か ら彼 は立場 が 変わ る ご とに し ょ っ

　　 ち ゅ う平気 で 意見を変 え る で し ょ う．彼 に 長 い か

　　 つ ち と ， 軍 の 制服 と ， 佩 用 十字架 をつ ぎつ ぎに与

　　 えて ご ら ん な さ い ．法律 と専制政治 と宗教裁判が

　　相 つ い で 同 じだ け 熱 意 を こ め て 説 か れ る で し ょ う．

　 こ れ に 対す る ジ ュ リか らの 返事 は，以下 の ようで あ

る
29レ．

　　衣服 が 語 る 意見 っ て な ん です の ？　 お 仕着せ を着

　　 る よ うに 魂 を身に つ け る ， こ れ は な ん の こ と ？

　 　 他人 の 物差 しで 測 らなければな らな い 原則 っ て な

　　 に か し ら ？　 （中略）あ なた の 精神 に そ の 国の 精

　　神の 色合 い をもうすで に 与えようと な さ っ て い る

　　 の で は ありますま い ね．私 の よき友 よ，要注意よ．

　 　 あなた の 生地 で はその 色合 い は似合 わな い の で は

　 　 な い か しら．

　 こ れ らの 文章全体 か ら読 み 取れ る の は ，社交界 を批

判 して い る は ず の サ ン ・プ ル
ー

が ， 実際に は 社会的地

位 を象徴する衣服 に よっ て 人 々 の 意見が 変わ っ て い く

こ と を 当 然 の よ うに 思 い は じめ て い る こ と で あ る．そ
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れ に対して ， 彼が安易に 人問の外見に 左右さ れ て い る

こ とに 気付 い た ジ ュ リが ，注意 を促 して い る．すな わ

ち，人間 の 本質は外見 とは異な るもの で，外見は た だ

利害 の 仮 面 に す ぎない ，とい う．ル ソ
ー

は ， 外見 が 本

質 と一致 す る こ と を 理 想と し て 自分 自身の 服装改革 を

め ざ した の で あり，こ こ で論 じられ て い るよ うに，社

会に お ける身分や 地位が そ の 服飾に よ っ て 象徴 さ れ，

人 々 の 尊敬 を受け る こ とに 非難 の 目を向け て い る と い

えよ っ ．

　 4．流行 の 服飾に対する批判

　 こ れまでに 取 り上 げた ヴ ォ ル テ
ー

ル とデ ィ ドロ は当

時 の 女性 の 服飾 に つ い て は ， 直接的な批 判 は あ まりみ

られなか っ た．しか しル ソ
ー

は，実 際 に 例 を挙 げ て ，

服飾 の 批判 を行 っ て い る．

　 た と えば 彼の 教育論 『エ ミール 』で は，次 の よ うに

批判 した
30 ）．

　　現代 の 女性 の 体つ きを目立 た せ る と い うよ り は む

　　 しろ ゆ が め る コ ール ・バ レ ネ corps 　de　baleineな

　　 ど，ギ リ シ ャ の 女性は使 うこ とも知 らなか っ た．

　 こ こ で は コ ール ・バ レ ネの 濫用 は，人類 を退化 させ

る の で は な い か ， と案 じて い る．

　 ま た，同書の 別の 箇所で は 「自然を拘束し抑制する

もの は すべ て 悪 趣 味 に属する．そ れ は体 を飾 る もの に

つ い て も，精神を装 うもの に つ い て と同 じく，真実 で

あ る．」 と述 べ て ，服 飾 に お い て も自然 を尊 重すべ き

で あ る
， と 主張 し

3t），さらに ，「流行 を好 む の は 悪 い

趣 味だ．顔 は流行 とともに変わ る もの で は な く，姿は

同 じの ま ま で あ っ て ，

一
度似合 っ た もの は い つ ま で も

似合 うか ら で ある．」 と言 い
， 自己の 内面 を表す服 飾

を着 る よ うに教育すべ きで あ る，と 述 べ た の で あ る
32 ，．

　 また，『新 エ ロ イ
ーズ 』 で は ，サ ン

・プ ル
ーか ら の 手

紙 の なか で ，

パ リの 女性 に つ い て 批評 して い る
33，．

　　彼女 たちは着 こ な しが 上 手 で す．（中略）あん な

　　妙 ち き りん な服 を こ れ ほ ど 趣味よろ し く着 こ なす

　　こ とは で きませ ん．あ らゆ る女性 た ちの なか で 彼

　　女 た ちが い ち ば ん 自分 た ち の 流行 に 縛 ら れ て お り

　　 ませ ん．流行 は 田 舎 の 女 を支配 しま す が ，パ リの

　　女は 流行 を支配 し，

一
人
一

人 が 流行を自己流に つ

　　くりな おすすべ を知 っ て い ます．一方が 綴字の 間

　　違 い まで引 き写す無知 で 盲従的 な筆耕 の よ うだ と

　　す れば，他方は主人 として 書 き写 し，悪 い 原文 は

　　訂 正 す る こ とが で き る作 者 で す．

　こ の ように ， ル ソ
ー

は 直接服飾形態に つ い て 述 べ て
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い る わ け で は な い が，流行 の ありさまを語 っ て い る．

すなわ ち，「妙ち きりん な 服」 と言 っ て 批判 しなが ら，

それ をい か に 自分 の もの として 着 こ なすか，とい う観

点 か ら，「パ リの 女 は 流行 を支配 し， 悪 い 原文 は 訂 正

で き る作者で あ る 」 と い う言 い 方 を し て い る．

　また 次 の 箇所で，彼は，流行 の 変わ り方は速 い が 凝

っ た装 い で あり，優雅 に よ っ て 支配 され て い る の で 笑

うべ き豪華 に 走 らず に すむ ， とい い
，

パ リの 女 性は控

え 目で繊細な好 み で あ る と述べ て い る．

　 こ こ で は，ル ソ
ーは 流行 に 従 うこ とに 批 判的 で あ る

が ，パ リ の 女性 の よ うに流行 を自分 に合 っ た 装 い に変

え るこ とが できれば，優雅 で繊細 な好み として評価 し

て い る．こ の 場合 に は ，
ル ソ

ー
は ， 自らめ ざ した 外見

と本質 の
一

致 に 近づ くと考え て い る と思われ る．

　 5． 結　　論

　 18世紀 の 啓蒙思想 は，『百科全書』に象徴 され るよ

うに 伝統的な権威 に 疑問 を持ち，科学的探求方法を求

め て い た．服飾 に つ い て も同書に お い て本文 の 項 目と

して とりあげ られ た だ け で な く，当時 の 技術 が 詳 しく

図解 され た の で あ る．

　 また ， 思想家た ち は 次 の ような見解 を持 っ て い た。

　 ヴ ォ ル テー
ル は，服飾 の 階級性 を肯定 しなが らも人

間 の 内面的 な もの を表わ す た め に は外見 は無用 で あ る，

とい い ，む しろ 服飾 に 象徴 される権威 を脱 ぎ捨 て なけ

れ ば 人間 の 内面 を正 しく伝 え る こ と は で きない ，と 考

え た．

　デ ィ ドロ は宗教的規範と は 関わ りな く風俗，すなわ

ち服飾 が変化 し て い く こ と を指摘 し，宗教 に 対す る 批

判 を服飾 の 流行に つ い て の 人々 の 意識 を例 と して 述べ

て お り，結果的に は 流行 を肯定 し て い た と考 え ら れ る．

　 ル ソ
ー

は，衣服 が 意見 を語 る と言 い ，人間 の 外見 に

よ っ て 左右 され る 人 々 に 鋭 い 批判 を行 っ て い る．そ し

て ， 外 見 と本質が
一

致す るこ とを自 ら実行 した の で あ

る．

　 さ らに ，
ル ソーは ， 流行に は 批判的で あ る が ， 流行

を支 配す る こ とが で き る，洗練 され た 趣 味 を持 っ た

人 々 に つ い て は，肯定的 に 語 っ た ．一
見す る と，彼 の

主張 と相反するようだ が ， 表面的な流行に左右 され な

い 人間の 本質を表す服飾に つ い て述べ て い る と考 えら

れ る，

　以上 み て きた よ うに，18世 紀は 啓蒙思想 を中心 と

して 社会 の 変革 が 求 め られ て い た ．こ の よ うな社 会 に

お い て ， 服飾観 もまた ， 相反する思想 を含 む 啓蒙思想
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啓 蒙思 想 に み られ る服 飾 観

の 二 面性 を表す もの で あ っ た と言 え る．すな わ ち ， 当

時の 社会 を肯定す る 階級 表示 と し て の 役割を持つ 服飾

と，外見に 左右 さ れ ずに 自己 の 本質を表現する た め の

服飾 と い う二 つ の 観点 が 存在 して い た の で ある，

　本論は，  日本家政学会 第 41 回大会 におけ る発表
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