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19世 紀 フ ラ ンス 小 説 に見 る母 と息 子 た ち

「男 ら し さ 」 を め ぐ っ て

高 岡 尚 子

これまで,『 外国文学研究』第28与 に投稿 した論考 を皮切 りに,19世 紀

前半のフランスにおける 「男性性」および 「男性像」のあり方を,小 説作品

に描かれた人物たちを題材として読み解 く作業を続けてきた。近代国家の成

立期にあたり,大 きな社会的変革に心身をさらすことになった青年たちが,

新 しい社会が要求する 「理想の男性像」をいかにして感知 し,期 待に沿 うよ

う努めたか,あ るいはそうしなかったかを分析する中で,当 時の 「男らしさ」

規範 と同時に,そ こから脱落する青年たちのさまざまなあり方が浮き彫 りに

なった。1)

しか し,こ れまでの検討対象は,青 年たちに個別の経験に留まっており,

彼らに強い影響力を及ぼす親族関係(そ こには社会階層の問題 も含まれる)

にっいては,重 要視 しなが らも考察の主たる対象にすることはなかった。 し

たがって本稿では,青 年たちが父 ・母からどのような影響を受けることになっ

たのか。また,そ うした影響を被 った結果が彼 らの「男性性」にどのように作

用 したかを検討 してみたい。「父親」との関係にっいては,前 稿においてか

なりの紙幅を割いてきたことで もあり,今 回は特に彼 らと 「母親」 との関係

を主たる関心の対象とする。今回 も小説作品を題材にするが,こ れまで主 に

扱 ってきたジョルジュ ・サンドに加え,ス タンダールやバルザックなど男性

作家の作品にも注目してみたい。
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1.男 の子たちの育てられ方:父 の役割 ・母の役割

フロイ ト以来,子 どもたちの成長の過程には,両 親 との関係が心身両面に

おいて多大な影響を与えると考えられるようになり,そ れはもはや常識のよ

うになって現在に至 っている。本稿で問題に している19世 紀前半のフラン

ス社会はフロイ ト以前の時代であって,こ うした考えが前提として存在する

わけではない。だが,小 説作品に見出される親子関係は実に多様かっ複雑で

あり,そ こに生 じる心理的葛藤が,ド ラマの根幹を成 していることも少なく

はない。まずは論考の手がかりと一して,当 時の男の子たちにとって,一 般的

に,父 親および母親がどのような存在であったかを明らかにしておこう。

息子にとっての父親

「男/女 」という性の二分法を前提にしたジェンダーのあり方を想定すれ

ば,男 の子にとっての父親は,日 常的にごく近 くにいる同性 という意味でも,

社会的にその立場を継ぐべき者という意味でも,ロ ール ・モデルの役割を果

たすと言 ってよいだろう。しか し,こ れはあくまでも単純化された図式であっ

て,小 説作品をひもとけば,父 と息子との関係がいくっかの点において両義

的であることがたやすく見て取れる。サンドの小説 『アンドレ』で,侯 爵が

息子をののしる場面はその好例であろう。

「泣いて,や せて,死 んで しまえ。お前みたいなばか者には生きている

資格 もないわ。絶対に,私 の承諾が得 られると思うな。そうしたければ,

私が死ぬのを待てばいいさ,だ がそうはさせてやるものか,お 前に思い

通 りあんな女 と結婚させてやるなんて……。」2)

これは,自 分の思惑にそぐわない嫁候補を連れてきた息子に対する,父 の

発言である。強い憤 りを表す荒々しい言葉には,息 子に対する激 しい失望感
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と同時に,侯 爵という立場や権力を,自 分と同じように享受し拡大して欲 し

いという期待の深さが感じられる。っまり,父 は一方で,息 子に自らの持つ

すべてを譲 りたいという願いがありながら,同 時に,自 分に逆 らうことを許

さない,同 性のライヴァルのような側面を持っと言えるだろう。

さらに,19世 紀初頭のフランスが直面 していた政治 ・経済事情を考慮に

入れれば,事 は一層複雑だと言わざるをえない。 この時代のフランスは,革

命後の動乱 とナポレオン時代の戦乱を経て,ブ ルジョワの資本 と倫理とが支

配する近代社会へと変貌 しっっあった。革命によって王や貴族たちが社会の

頂点か ら追われ,ナ ポレオンのような,腕 力と機知で血なまぐさい世を渡る

ことのできる男たちが,一 旦は覇権を握 った。 しか しこれも長続きはせず,

皇帝の失脚と共に,彼 らの価値観はブルジョワたちのそれへと変革を迫 られ

たのである。先の論考において強調 したように,こ の 「理想の男性像」の劇

的な変化は,ひ とっの潮流がたちまちのうちに時代遅れとなることの証左で

あり,言 い換えれば,息 子にとっての父は,常 に失効 したモデルとして しか

機能 しない可能性を持っという意味である。

結果 として,息 子にとっての父親は,次 のふたっの役割のうちのどちらか

を果たすことになろう。 ひとっ目は,息 子の可能性を圧殺 してしまうほどの

強権的な存在である。 この種の父は,息 子の母を同時に抑圧する傾向が強い。

ふたっ目は,前 時代の遺物となり,自 らの弱体化をなし崩 し的に受け入れて

しまう存在である。彼 らは時代 に逆らおうとしないが,そ のことによって母

親の力を増強させ,息 子と母との関係を非常に緊密なまま保持させることに,

意図せず加担 してしまう。

息子にとっての母親

この時代のジェンダー規範 と性別による住み分 けの徹底具合を考慮に入れ

れば,息 子にとっての母親 は,社 会的な意味合いでのロール ・モデルにはな
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り得ない。ではどのような立場 と役割を担 うことになるのか,と いうことに

っいては,彼 らの姉妹との比較が非常に有効である。それにより,女 の子に

とっての母親と,男 の子にとっての母親の立場がいかに異なっていたかが明

確になるか らである。例として,バ ルザ ックの 『幻滅』に登場する兄妹に注

目してみよう。

地方都市アングレームに住む主人公一家は,息 子の リュシアンを中心に,

母 と妹の三人家族である。19歳 にして天才詩人と持ち上げられる リュシア

ンではあるが,彼 には自活できるような手段や,名 を上げるための力が持た

されていない。早 くに夫を失い未亡人となった母は,何 とか息子を一人前に
ヒ

しよ う と懸 命 に働 い て い る。 ま た,妹 の エ ー ヴは,兄 とホ モ ソー シ ャル 的 連

帯 でっ なが った親 友 ダ ヴ ィ ッ ドと結 婚 し,夫 婦 そ ろ って リュ シア ンに尽 くす

こ と に な る。 パ リで の成 功 を夢 見 る リュ シア ンは,自 分 の道 を突 き進 ん で い

るか に見 え るが,そ れ を支 え て い るの は ひ と え に,母 と妹 夫 婦 が彼 に 託 す希

望 と献 身 なの で あ る。

こ こ に,母 の 息 子 に対 す る役 割 の典 型 を見 出す こ とが で き る だ ろ う。 夫 を

失 った 妻 は,夫 婦 と い う束 縛 か ら解 放 され た と い う意 味 合 い に お い て は,あ

る種 の 自由 を 味 わ う こ と は可 能 で あ ろ うが,生 活 を支 え る た め に過 酷 な現 実

を生 きな け れ ば な らな い。 そ の過 酷 さ を脱 す る ため の 方 法 は,夫 亡 き後,で

き る だ け 速 や か に 息 子 に 栄 光 が もた ら され る こ と で あ る。PascaleHustache

が言 うよ うに,「 こ の よ うな女 性 は従 って,息 子 の幸 福 しか求 め な い 」3)の で

あ る。Hustacheは ま た,娘 に対 す る母 親 の態 度 に つ い て は 「母 親 は何 よ り も

娘 の純 潔 を守 る た め に監 視 して い る。 な ぜ な らそ れ は良 縁 の たあ の 交 換 財 な

ので あ るか ら」4)と述 べ る。 これ を リュ シア ンの家 庭 に 当 て は め れ ば,「 奉 仕

を求 め る息 子 」 に対 し,「 犠 牲 を い とわ な い母 」 と 「交 換 財 と な る妹 」5)と い

う図 式 に な るだ ろ うか 。 一 家 に あ って,全 て の期 待 を背 負 う息子 と,そ れ を

支 え る女 た ち と い う力 関 係 が,こ こに集 約 さ れ て い る と言 え るだ ろ う。
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2.母 を取 り込む ・母に取 り込 まれる:息 子と母の癒着構造

父 ・母の機能を図式化す ると,同 性 としてモデルあるいはライヴァルとし

て存在する父 と,息 子に奉仕 し自己犠牲を払 う母という形が現れるが,小 説

作品の中にはこうしたモデルケースから逸脱する例が散見 され,読 者の関心

を引くことになる。サ ンドの作品の場合,す でに言及 したrア ンドレ』など

を代表として,父 親か らの機能の受け渡 しがうまくいかず,男 性性の獲得や

発揮に大きな難を示すケースが多 く観察される。この現象にっいて,別 稿に

おいては父親との関係か ら検討 したが,母 親との関係か ら問い直す時,そ こ

には新たに母親との 「癒着adh6rence」 構造とでもいうべきものを指摘す る

ことができるだろう。

ElisabethBadinterは 皿Dθ1"∂2η'"6〃20∫c〃1'ηθ(邦訳題 『XY一男とは何か』)

において,女 性(母)か ら産まれる子どもたちは元来母親と同化(癒 着)し

ているものであり,異 性である息子はそこから身を引き離 し,男 としてのア

イデンティティを確立 しなければな らないため,娘 の場合に比べてより大 き

な困難を経験すると指摘 している。

母親と,女 性であるということと,何 かしてもらうだけの受け身の赤ん

坊という状況に抵抗 しなければ,男 として存在することができない。自

分が男であると示すために,男 の子たちは三度にわたり,自 らを,そ し

て他人を納得させねばならない。それは,女 ではない,赤 ん坊ではない,

ホモセクシュアルではない,と いう三っの否定である。6)

この文脈からは,男 の子たちはその性を受けたことによって直ちに男にな

るのではなく,母 親の女性性を否定するという段階を経て,全 く異種のもの

である 「男性性」を獲得するという手順が読み取れる。当然のことながら,

ここで 「男性性」のモデルを示すのが父親の仕事 であり,も ともとあった
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「癒 着 」 の構 造 を 妨 げ,息 子 を 自立 の方 向 へ と促 す こと に な る の で あ る。

母 を取 り込 む息 子

しか し,こ の 「癒 着 」 か らの脱 出 が常 に う ま く果 た さ れ る とは 限 ら な い。

『ア ン ドレ』 の主 人 公 ア ン ド レは,幼 い 頃 に母 親 を失 っ て い るに もか か わ ら

ず,あ る い はそ れ ゆ え に,彼 女 か ら受 け継 い だ形 質 か ら脱 却 す る こ とが で き

な い。 彼 の 母 親 につ いて の言 及 は作 品 中 に わ ず か一 箇 所 しか な い が,こ こ に

語 られ るわ ず か な 情 報 が,実 は全 編 を通 じて ア ン ドレの 生 涯 に深 い刻 印 を 残

して い る こ とが わ か る。

ア ン ドレは お そ ら く,身 体 が 弱 くて 若 くに亡 くな った 母 か ら,ど う して

も抑 え る こと の で きな い憂 謬 な 気 質 や,陰 気 で 軟 弱 な 無 気 力 さ を受 け継

い で い たo(1望 η6か4,P.35)

こ こ に 挙 げ ら れ て い る 「身 体 が 弱 いch6tif」,「 憂 醒langueur」,「 無 気 力

inertie」 と い った 性 質 は,そ の ま ま ア ン ド レに あ て は ま り,そ の こ と が 父 で

あ る モ ラ ン侯 爵 を 激 怒 させ る。 先 に挙 げ た 引用 箇 所 で の侯 爵 の叱 責 は,こ の

よ うな息 子 へ の苛 立 ち と理解 す る こ と も可 能 だ ろ う。

で は,こ の よ うな父 親 に対 し,ア ン ドレは ど の よ う に対 応 す る の か。 彼 は

父 を極 度 に恐 れ て い るが,作 品 の 冒頭 に紹 介 され る侯爵 の生 活 信 条 にっ いて,

「ア ン ドレ ・ ド ・モ ラ ン,伯 爵 家 の一 人 息 子,は そ ん な ふ う に は考 え な か っ

た」(p.34)と 断 言 さ れ る こ とか ら も,彼 が 父 の在 り方 を全 く認 め て お らず

理 解 しよ う と も して い な い こ とが 明 白 で あ る。 ア ン ドレの反 応 は,周 囲 を制

圧 しよ うとす る父 へ の屈 折 した形 の抵 抗 と読 む こ と もで き るだ ろ う。 しか し,

彼 はそ の 抵 抗 を最 後 まで 貫 くこ と もで き な い。 町 の女 工 ジュ ヌ ヴ ィ エ ー ヴ に

恋 を し妊娠 さ せ た た あ に,父 の 反 対 に は 目 も くれ ず 彼 女 と結 婚 した ア ン ドレ
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で は あ る が,食 い ぶ ち を失 う と親 元 に戻 って しま う。 そ の理 由 は,彼 に は

「役 に立 っ よ うな こ と は何 もで きな い」(p.119)か らで あ る。 彼 の こ の よ う

な 態 度 を 理 解 す る に は,Marie-C6cileRat-Cadarsの 議 論 が参 考 に な るだ ろ う。

も し最 初 の愛 情 の対 象 で あ る母 親 が も うお らず,父 親 が極 端 に怖 か った

り,あ るい は極 端 に不 在 が ち で あ った りす る場 合,子 ど もは ナ ル シ シ ス

ム(極 度 の 自 己愛)を 自分 の 中 に 育 て る こ とに な る。 この ナ ル シ シ ス ム

は 空想 に よ って育 ま れ,常 に現 実 か ら逃避 す る こ とに よ って成 立 す る の

で,外 界 との正 常 な 関係 は犠 牲 に され て しま う。 そ の た め に,真 正 の 自

己愛 的 神経 症 を発 症 した り,さ らに は重 篤 な精 神 障 害 に 限 りな く近 づ く

こ と もあ る。7)

極 端 に 強権 的 な父 親 は,息 子 を 支 配 しよ う とす る。 息 子 の 側 で は敢 然 と反

旗 を翻 す っ もり も気 力 もな いが,か と言 って父 親 の期 待 に沿 う気 も全 くな い。

父 を恐 れ て い るよ うに 見 え な が ら,卑 屈 にな る こ と も しな い 彼 の 不可 解 な態

度 は,「 ナ ル シ シス ム」 を 考 慮 に入 れ れ ば 多 少 はわ か りや す くな る だ ろ う。

「自分 の世 界 に 閉 じ こ も る こ とだ け を求 め る」(p.34)ア ン ドレは,狩 り に 出

か け た と して もそ れ は ひ と りに な るた め の 口実 で しか な く,彼 はそ こで た だ

ひ た す ら自 分 の 幻 想 を もて あ そぶ(p.38)。 現 実 か らの 逃 避 が 彼 の世 界 を 確

立 し,周 囲 との 関係 を うま く結 べ な い と して も,彼 個 人 に と って それ は,必

ず し も ダメ ー ジ とは な らな い の で あ る。

そ の結 果 と して彼 は,死 産 した妻 を 助 け る こ とが で きず,そ の ま ま死 なせ

て しま う。 ジ ュ ヌ ヴ ィエ ー ヴ は臨 終 の 床 で,ア ン ド レに言 う。

「あ な た は ユ リの よ うに 白 く,心 は と いえ ば 薯 の よ う に香 り豊 か で,清

らか だ わ。 茎 の よ うに 弱 くて,少 しで も風 が 吹 けば たわ ん だ り倒 れ た り
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して しま う。 多 分,そ れ だ か ら私 はあ な た を 愛 した の ね 。 な ぜ って,あ

な た は私 の 大 切 な 花 と同 じよ うに無 害 で,無 意 味 で,そ れ だ か ら貴 重 な

ん で す もの。」(p.176)

ジュ ヌ ヴ ィ エ ー ヴが 正 し く看 破 す る 「弱 く 伽ble」,「 無 害 でinoffbnsif」,

「無 意 味inutile」 とい う性 質 の羅 列 は,冒 頭 で 示 さ れ た 母 親 か らの遺 伝 を,

ア ン ドレが全 く乗 り越 え て い な い こと を示 して い る。 母 の形 質 を 自 らに取 り

込 み,父 か らの影 響 を一 方 で過 度 に被 りな が ら,一 方 で黙 殺 す る息 子 は,ず

るず る と した 自 己愛 的空 間 に潜 む。 お そ ら く,そ の空 間 か ら抜 け 出す た め の

唯 一 の光 明 で あ っ た ジュ ヌ ヴ ィエ ー ヴ を失 った ア ン ドレの物 語 は,彼 に と っ

て 究 極 の現 実 逃 避 で あ ろ う精 神 障 害 で 幕 を閉 じる の で あ る。

母 に取 り込 まれ る 息 子

ア ン ドレが,す で に失 っ た母 親 の形 質 を 取 り込 む こ とで 父 親 か ら過 酷 な扱

い受 け,結 果 と して,ナ ル シ シ ス ムの 果 て まで 落 ちて い く人 物 で あ る とす る

と,『 ジ ャ ンヌ』 に登 場 す る ギ ョー ム は,父 親 を失 う こ と に よ り,母 親 の 価

値 観 に取 り込 ま れ て い く青 年 だ と言 え る。 ア ン ド レとギ ヨ ー ムの類 似 に つ い

て は す で に前 稿 に て論 じた が,こ こで繰 り返 し指 摘 して お き たい の は,彼 ら

の男 性 性 が ス トレー トな形 で 開花 す る こ とが な く,そ の 屈折 の原 因 が,多 く

は両 親 との関 係 に端 を発 して い る よ うに描 か れ て い る点 で あ る。 ア ン ドレの

場 合,亡 き母 と強 権 的 な父,と い う組 み 合 わ せ が命 取 りに な った の な ら,ギ

ヨー ム の場 合 に は,亡 き父 と 自 己 の欲 望 を転 化 す る母,の 影 響 を強 く被 って

い る と言 え る。

物 語 の始 ま りで ギ ヨー ム は,「 勇敢 な若 者 で,物 腰 は や や 控 え め で あ った

が心 根 は真 摯 だ った し,敬 度 な 母 親 に 監 視 され て 育 った良 家 の子 弟 ら し く聞

き分 けが 良 か った。 そ れ に,20年 前 に は20歳 の若 者 な らみ な そ うで あ った
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よ う に,夢 見 が ち な 性 質 で あ った 」8)と紹 介 さ れ るが,こ こに す で に,将 来,

彼 の 中 に生 じ る こ と に な る葛 藤 の 萌 芽 を 見 て取 る こ とが で き るだ ろ う。 「勇

敢 な 若 者 」 で あ る彼 は,ジ ャ ンヌ ・ダル ク と共 に戦 い フ ラ ンスを 解放 した ブ

サ ック将 軍 の,直 接 の 末 商 で な か った に もか か わ らず,そ の 騎 士 道 的 精 神 が

自 らの 血 管 に脈 々 と流 れ て い る と信 じる青 年 で あ る(p.42)。 それ と同 時 に,

「敬 度 な母 親 」 に干 渉 を 受 け なが ら育 った 彼 は,心 優 し く誠 実 で,な に よ り

「聞 き分 けが 良 い 」 と評 され て い る。 ま た一 方 で,1820年 頃 に20歳9)で あ っ

た 青年 の 多 くの 例 に もれ ず,「 夢 見 が ちromanesque」 で もあ る と い うの だ。

ナ ポ レオ ンの忠 実 な部 下 で あ った 父 親 を失 った ギ ョー ム は,「 若 き ブサ ッ

ク男 爵lejeunebarondeBoussac」(p.41)と して 次 の時 代 を 切 り開 く こ とを

求 め られ て い る。 だ が それ は,父 親 と同 じ方 法 を 以 って,と い うわ けで はな

い。 時代 は 復 古 王 政 期 に設 定 され て お り,ギ ヨ ー ム は状 況 に あわ せ て 家 を 支

え ね ば な らな い の で あ る。 そ うで あれ ば,彼 に求 め られ て い るの は,彼 が 信

じて疑 わ な い よ うな 時 代 が か った騎 士 道 的精 神 な ど で は ない。 平 た く言 え ば,

ブル ジ ョワた ち と も う ま く折 り合 い,何 らか の 名 誉 あ る職 を得 る こ と に よ っ

て 領地 を運 営 して い くこ とで あ る。 その た め に は,経 済 的 に も社 会 的 に も,

可 能 な 限 り有 利 な 結 婚 を模 索 す る必 要 もあ るだ ろ う。 しか しギ ヨー ム に は,

これ らの期 待 に応 え る力 が 与 え られ て いな い。 パ リで の勉 強 を終 えて ブ サ ッ

ク村 に 戻 った 彼 は,名 づ け子 で あ る羊 飼 いの 娘 ジ ャ ンヌ の美 しさ に打 たれ て

恋 に 落 ち るが,彼 女 の 人 生 を背 負 うまで の 覚 悟 は な い。 彼 は 「陰 気 に な り,

物 思 い に ふ け る よ うに」 な り,内 心 に嵐 を抱 え 込 む よ うに な るが(p.164),

そ れ は彼 女 へ の情 愛 と欲 望 を,「 献 身 や 勇 気 」 と い う崇 高 な概 念 へ と昇 華 さ

せ る こ とが で きな い か らで あ る(p.207)。 ま た一 方 で,彼 は ジ ャ ンヌ を,単

な る性 的欲 望 の 対 象 と割 り切 る こ と もで き な い。 この,理 想 を追 い なが ら果

た せ ず,だ か らと言 って,理 想 とは敵 対 す る現 実 に折 り合 う こ と もで きな い

矛 盾 を は らん だ あ り方 が,彼 に与 え られ た役 割 だ と言 え るだ ろ う。
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こ こで,ギ ヨー ム の,妹 マ リー と母 に対 す る態 度 の違 い を 確認 し,彼 の こ

う した性 質 の端 緒 が ど こに あ るか を考 察 して み よ う。

この 若 者 は,妹 と同 じ く思 いや り に満 ちた 本 能 の 持 ち主 だ っ たが,母 の

弱 点 も持 ち 合 わ せ て い た。 マ リー とい る と,彼 は感 情 生 活 へ と心 を 燃 え

立 た せ た。 兄 と妹 は共 に,こ の上 な く徳 高 く,こ の上 な く扇 情 的 な 小説

を む さ ぼ り読 ん だ の で あ る。 だ が,ブ サ ック夫 人 とい る と,ギ ョー ム は

彼 が 生 き る社 会 の権 力 とい う もの,そ の社 会 に全 く同意 して い る母 が 良

家 の子 息 の 義 務 と呼 ぶ と ころ の も の を,思 い出 す の で あ った。(p.164)

妹 の マ リー は,ジ ャ ン ヌが 持 っ 純粋 な精 神 と公 平 な 人 類 愛 とを い ち早 く直

観 し,彼 女 の美 しさ に心 酔 して い る。 ギ ヨー ムが マ リー と共 有 す るの は,こ

の よ うな 「思 いや りに満 ち た本 能 」 で あ り,小 説 の 中 に何 か高 尚 な もの を見

出す 能 力 で あ る。 先 ほ ど の 引用 に,ギ ヨー ムの 性 質 の ひ とつ と して 「夢 見 が

ちromanesque」 な こ とが 挙 げ られ て い た が,こ の く<romanesque》 と は もと も

と 《roman》(小 説)的 な もの と い う意 味 で あ り 「空 想 的 な ・荒 唐 無 稽 な 」

とい った ニ ュ ア ンス を 含 む。 しか し,こ の作 品 に お い て マ リーが 主 導 し,ギ

ヨー ム もあ る程 度 ま で は追 随 す る 《romanesque>>な あ り方 は,絵 空 事 とい う

意 味 合 い を含 ん で は い な い。 む しろ,あ りえ な い と思 わ れ るよ うな 人 間 の善

性 へ の信 頼 が,ジ ャ ンヌ と い う姿 を持 って実 現 さ れ て い る と考 え られ る の で

あ る。 しか しギ ヨ ー ム に は,マ リーが 示 す よ う な純 粋 さ と公 平 さ,ま た,そ

の よ うな もの を世 に 実 現 させ る た めの 想 像 力 と意 志 が,中 途 半 端 な形 で しか

備 わ って い な い 。 彼 の残 りの 部 分 は,母 と共 有 す る 「弱 さ 魚iblesse」 に よ っ

て侵 食 さ れて い る の で あ る。

こ の 「弱 さ」 の正 体 を突 き止 め るに は,作 品 に登 場 す る も う ひ と りの 母親

シ ャル モ ワ夫 人 を参 照 す る と良 い だ ろ う。 夫 人 は ギ ョー ム の母 ブサ ッ ク夫人
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と同様 に,帝 政 時代 の 「お祭 り騒 ぎ と贅 沢 三 昧 の 中 で 青 春 時 代 を送 って」(p.

133)お り,そ の点 で は同 じ栄 光 と挫 折 とを 味 わ って い る と言 え る。 しか し,

シ ャル モ ワ夫 人 が 皇 帝 の失 脚 後,夫 が 出世 で き る よ う,ま た,娘 に良 縁 を得

る ため あれ こ れ と策 略 を め ぐ らす の に対 し,ブ サ ック夫 人 の態 度 は帝 政 期 へ

の ノ ス タル ジー と,表 面 的 な寛 大 さ に留 ま って い る。 彼 女 は ジ ャ ンヌ の美 し

さ と働 きを 褒 め るが,息 子 の 嫁 に しよ う な ど と はか け ら も思 って い な い。 だ

が一 方 で,息 子 の 病 の 原 因 が ジ ャ ンヌへ の欲 情 で あ る と聞 か され て も,彼 女

を追 放 す る こ とが で きな い。 それ を 実践 す るの は シ ャル モ ワ夫 人 の方 で あ り,

娘 エ ル ヴ ィー ル を是 が非 で もギ ョ ー ム に嫁 が せ た い 彼 女 は,卑 劣 な嘘 を っ い

て ま で,彼 の気 持 ち を ジ ャ ンヌか ら引 き離 そ う とす る。 その よ う な行 為 を ブ

サ ック夫 人 は 「ば か げ て い る」,「卑 劣 だ」 と非 難 しな が らも,最 後 に は シ ャ

ル モ ワ夫 人 の策 略 に 「感 謝 す る」(p.272)の で あ る。

ブ サ ッ ク夫 人 は,善 良 で 立 派 な 人 で あ っ た が,根 本 的 に性 格 の 弱 さ

(faiblesse)と い う欠 点 が あ っ た。[_]ギ ヨー ム は母 親 を,実 際 の価 値 以

上 に評 価 して い た。 彼 は彼 女 の分 別 の あ る語 り口 や,気 品 あ ふ れ る物腰

を そ の ま ま真 に受 け て い た の で あ る。(p.137)

ギ ヨー ム が 受 け継 ぐ 「弱 さ」 とは,こ の母 の持 っ 優 柔 不 断 さで あ り,欺 隔

だ と言 え るだ ろ う。 た だ,責 め られ るべ きは母 親 の失 態 で はな く,彼 女 の あ

り方 を無 反 省 に受 け入 れ,ジ ャ ンヌが どれ ほ ど ひ ど い非 難 を受 け て も 「私 は

母 を責 め る こ と は で き ませ ん!」(p.254)と,彼 女 を 内 面 化 して しま って い

るギ ヨー ム の ほ うで あ ろ う。 息 子 が 「男 」 に な る た め に は,あ る時点 で 「母

親=原 始 の女 」 を 切 り離 す 必 要 が あ る。 しか しギ ヨー ム は 「母 に取 り込 ま れ

る」 と い う欺 隔 を 自 ら に許 す こと に よ って,そ の 作 業 を先 延 ば しに す る。 こ

の作 品 に お い て,母 の 欺 隔 を 軽 々 と乗 り越 え,別 の 地 平 へ と堂 々 と踏 み 出 す
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のが,,む しろ娘のマ リーである点が,人 物造型を考える上で興味深いと言え

る。

3.母 の位置のずらし:癒 着からの脱却?

ここまでの考察か ら,母 の形質に一体化 したり,そ の価値観に積極的に取

り込まれて しまう息子たちには,男 としてのあり方を自ら設定す る手段が与

えられていないことがわかる。だが一方で,弱 体化 した過去の男性性モデル=

父親に助けを求めることも不可能な現状において,彼 らはどのように母親か

ら身を引き離 し,自 立 した新 しいタイプの男性性を実現できるのだろうか。

バダンテールも指摘するとおり,19世 紀半ばから劇的に進行する職住分離

の生活形態への移行は,家 族内における父親権力の相対的な低下と母子間の

癒着を促し,そ の深い一体感は不可避のものとなって行 く。であるならば,

ここで問題の立て方を微妙に変化させる必要があるだろう。「同性の親=父 」

を真似て(あ るいは戦 うことで),「異性の親=母 」から離脱するモデルを求

めるのではな く,「異性の親=母 」からの介入と親和性を前提とし,保 持 し

たままの 「男 らしさ」のモデルは可能か,と いう問いかけへのシフトである。

この問いに答えるたあの試みとして,サ ンドが1836年 に発表 した 『シモン』

に描かれる母=息 子関係を,ス タンダールの 『アルマンス』 と比較 して読み

解いてみたい。

『シモン』と 『アルマンス』/シ モンとオクターヴ

『シモン』 と 『アルマンス』には,主 人公の青年と母親との関係 という観

点から,多 くの類似点を指摘することができる。lo)だがもちろん,作 品の構

成そのものには大きな相違点 もあるため,分 析にあたり,そ の枠組みと相違 ・

類似それぞれにっいて重要な点を整理 しておきたい。

初めに,舞 台背景 となる場所 と時代の問題がある。 スタンダールが 『アル
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マンス』を書 きあげたのは1826年 秋頃と推定され,'D『 シモン』の執筆時期

とは10年 ほどの差があるが,こ の二作品は共に,1825年 のフランスを舞台

としている。 この年,『 シモ ン』の主要登場人物のひとりであるフジェール

伯爵と,「 アルマンス』の男性主人公オクターヴの両親マ リヴェール侯爵夫

妻が,フ ランス革命時に被 った失地の回復を果たしたことが,後 に若い世代

の主人公たちの運命に与えた影響を考慮に入れるなら,こ の時代設定は両作

品にとって決定的な役割を果たしているとも言えるだろう。

しか し,同 時に,両 者の間には違 いもある。それは,シ モ ンがフランス中

部マルシュ地方の寒村出身で,労 働者階級に属 しているのに対 し,オ クター

ヴは,現 在は貧困に苦 しめられているにしても,失 地を回復すればマリヴェー

ル侯爵を継 ぐ存在と位置づけられている点である。同 じ,革 命以前の貴族た

ちの失地回復(財 産補償indemnit6)と いうテーマが背景をなしてはいるが,

そのことによって彼らが受 ける影響には大きな差がある。オクターヴにとっ

てのそれは,彼 自身の職業選択や結婚に直結するものであるが,シ モンの場

合,こ のことによって亡命地イタリアか らの帰郷を果たすフジェール伯爵が

伴う娘 フィアマとの出会いという,あ る意味で間接的(で はあるが決定的)

な条件として機能 しているのである。

また,彼 らに与え られた社会階層に関する設定の違いにも注目しておく必

要があるだろう。小説 『シモン』/『 アルマンス』では共に,シ モン/オ ク

ターヴという男性主人公の出自と生い立ち,人 となりにっいての説明が,そ

の冒頭に配置されている。シモンは労働者であった父を早 くに亡 くしたが,

聖職者であった母の兄か らの影響や,彼 の知性と人柄を愛する同郷のパルケ

弁護士の引きなどもあって,パ リで法学を修める。1825年 に故郷のフジェー

ル村 に戻った彼は,パ ルケの下で弁護士 としてデビューすることになってい

るが,将 来に対 して強い焦燥を抱 く不安定な青年 として紹介 される。他方の

オクターヴは,革 命の後,不 遇をかこっマリヴェール家の長男であるが,彼

一13一



19世紀フランス小説に見る母と息子たち

自身は失地の回復に大きな期待を寄せているわけではない。冒頭で 「ようや

く二十歳というオクターヴは,エ コール ・ポリテクニック(理 工科学校)を

出たばかりだった」12)と紹介される彼は,知 性に富み,大 変見栄えの良い身

体を持ちながら,幼 い頃から病弱で 「何 も求めず,彼 にあっては何事 も,悲

しみや喜びの原因にならないようであった」(オ.,p.51)と される。 シモンと

オクターヴはほぼ同時期にパ リで勉学を修めていたことになるが,そ の出自

の違いは彼 らの運命を交差させることはないだろう。ただ,そ の焦燥感やあ

てどなさは,当 時のフランスにあって多 くの青年たちが共有 していたもので

あり,シ モンとオクターヴもまた,同 種の逡巡を生 きているとも言えるので

ある。

最後に,彼 らの物語の結末が正反対と言ってよいほどに異なっていること

を指摘 しておかねばな らない。シモンはフィアマか らの励ましもあり,弁 護

士 としての将来を自ら切り開 くことを決心 し,身 分の差を乗 り越えての結婚

を果たす。が,オ クターヴは愛するアルマ ンスと結婚はするが,性 的不能の

隠匿という状況に自ら耐え切れず,自 殺の結末を選ぶことになる。 この重大

な差異については,本 稿の最後で再度ふれることに したい。

息子と母が分かち合うもの

彼 らの母親との関係にっいては,大 きな差を指摘することができない。そ

の事実にっいて私たちが持っべきはおそらく,さ もありなんという感覚では

なく,環 境においてこれほどの差がありなが らも共通点を持ちうることへの

違和感の方であろう。寡婦 として,兄 からの遺産だけを頼りに息子シモンを

育てたジャンヌ ・フェリヌと,高 名な貴族の家 に生まれ,失 地を回復すれば

夫よりはるかに多 くを得ることのできるマ リヴェール伯爵夫人 とが,息 子に

対する態度において多数の共通点を持ち得るならば,そ こにはスタンダール

とサ ンドという作家が感得 した(お そ らく新 しい)母 親像のモデルを見出す
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ことになるからである。

では,息 子たちとの関係における彼女 らの共通点 とは何か。まずはその仲

の良さであり,相 互的な一体感である。 この関係性の特殊さは,『幻滅』に

おけるリュシアンとその母や 『ジャンヌ』におけるギョームとブサック夫人

などに比べることで,さ らに明確になるだろう。 この時代の作品に描かれる

青年たちの多くは,リ ュシアンのように,母 親に対 して愛情は持 っているに

しても,一 方的な献身を受けて当然だと振舞 うか,あ るいは逆にギョームの

ように,母 親の価値観の中に一方的に巻 き込まれて自らを失する。いずれに

しても,一 方的な感情を受け取 ってしまう点において同じ立ち位置にあるこ

とは間違いがなく,シ モンやオクターヴの母親 との関わりが,相 互的である

のとは様相を異にしている。その相互的な親近感を保証 しているものは,シ

モンにおいてもオクターヴにおいて も,息 子 と母に共通 した資質であり,受

け取ったものを母親に対 し,自 らの血肉とすることで報いようとする息子側

の努力である。そこには当然,母 に対する留保のない愛情があると同時に,

母のためではなく,自 分のために生きなければならないのだという自覚を認

めることもできる。

シモンは作品の冒頭で 「彼女が年をとってから産んだ最後の子は,身 体は

弱いが,彼 女と同 じように気高い知性に恵 まれていた」13)と,母親 との類似

点が強調される。また,そ の性質が長 じても変わらないことは,「22歳 の青

年にとっては,感 情こそが信条をなす ものであり,そ の信条とは情熱に外な

らない。 シモンは母の胸 に抱かれて,共 和主義の考えを学んだ(&,p.35)」

という表現からも明 らかであろう。 しか し彼は,そ の資質がどのように開花

するべきかについては,ま だ逡巡の時期にある。

彼は苦 しんでいたが,そ れは自分の無能さ(impuissance)を 嘆 く若者た

ちの多 くがするようなやり方ではない。偉大な魂が経験する苦悩に,た
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だ黙 って耐えていたのである。彼は,自 分の中に巨大なものが形をなす

のを感 じていた。 そのため,彼 の脆弱な若 さは,胸 の中でうめき声をあ

げるもうひとりの自分の重 さに,身 を屈 していたのだった。(&,p.35)

この表現か らすれば,シ モンは確かに弱い。 しかし,ア ンドレやギヨーム

が示す弱さとは,明 らかに性質が異な っている。彼 らが不毛さや無能さ

(impuissance)に 拘泥 し,そ こに自らのアイデンティティを発見 して しまう

のとは対照的に,シ モンはそこに未開発の原石を見出し,そ の発現を待っ存

在として描かれている。

作品冒頭におけるオクターヴの姿は,シ モンのそれ とよく似ている。彼 も

また,自 身の中で何かが うごめくのを感 じなが らも,そ れを行動に移す こと

に対 してはため らいと同時に諦めを感 じている。周囲か ら変人扱いされなが

らも,実 社会の生活より書物に関心を持っ息子にっいて,父 マリヴェール侯

爵は 「青年貴族たるものが本に熱中 しているのを,あ る種の恐怖心を持 って

ながめていた。父 はいっも何かがぶり返すのを恐れていて,そ れがオクター

ヴを一刻 も早 く結婚 させたいと望む理由のひとっだ った(んp.55)」 と描写

されるが,こ こに息子 と父親との間に横たわる決定的な溝が明らかである。.

過去の栄光を取 り戻そうとする父親と価値観を共有できない息子の姿はまさ

に,革 命後の社会にあってはモデルとなりえない父と新 しい世界を模索する

息子,と いう構図そのものであろう。

このようなオクターヴの様子を母も心配げにながめてはいるが,彼 らの間

には,父 親の場合とは全 く異なる種類の親近感が存在する。おかしな本を読

みすぎると非難する母親に対 し,「僕はあなたが薦めて くれた本を読んでい

るんですよ,お 母 さん。同時に,み なが良か らぬ本だというものも読んでは

いますが」(んp.57)と 応 じる。彼は自分の判断や好みを譲 ることはしない

が,同 時に母を否定することもない。 ことあるごとに母の部屋を訪れ,長 々
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と話 し込 んで い く息 子 は 「僕 は何 が あ って も あ な た と の約 束 は守 ります よ」

(んp.55)と,ま るで親 しい恋 人 の よ うに母 を扱 うの で あ る。.

ふ た りの 女(母 と妻)と ひ と りの 男

人 生 の 門 出 に あ って 同 じよ うな逡 巡 を示 す シ モ ンや オ ク タ ー ヴ に対 し,母

は共 に心 を 悩 ませ,息 子 の苦 痛 を な ん とか軽 減 させ て や ろ う とす る。 しか し

彼女 らに で き るの は,父 親 に代 わ って男 の仕 事 を準 備 して や る ことで は な く,

彼 らを 目の前 の現 実 に対 応 で き るよ う仕 向 けて や る こ とだ けで あ る。 そ う し

た状 況 に あ る彼 女 た ち に っ い て,最 も顕 著 な類 似 点 と して 注 目 したい の が,

「息 子 の嫁(候 補)」 に対 す る態 度 の描 か れ方 で あ る。

シモ ンが恋 す る相 手 は フ ジ ェー ル伯 爵 の一 人 娘 フ ィ ア マで あ り,母 に と っ

て は身 分 違 い の相 手 とい う こ とに な る。 しか し,あ る事 件 を き っか け に二 人

は意 気 投 合 し,「 そ れ か ら何 日 も経 た な い うち に,深 い 愛 情 と完 全 な相 互 理

解 とが,ジ ャ ン ヌ と フ ィア マ の 問 に存 在 して い た(8,p.73)」 と され る。 一

方,オ ク タ ー ヴの相 手 とな る ア ル マ ンス は,身 寄 りが な い と は言 え貴 族 階級

に属 し,マ リヴ ェ ー ル侯 爵 夫 人 に と っ て は親 戚 の娘 の よ うな 存 在 で あ る。

「彼 女 こ そ は この 世 で た った ひ と り,息 子 が メ ラ ンコ リー に陥 る のを 防 い で

くれ る(孟.,pp.135-136)」 と信 じる夫 人 は ア ル マ ン ス に,息 子 の 嫁 に な って

くれ るよ う頼 む ので あ る。 この よ うに立 場 の差 は あ りな が ら,二 人 の母 は息

子 た ち に 一 歩 先 ん じる形 で そ れ ぞ れ の嫁 候 補 と心 を通 わ せ,彼 らの心 に平 安

を もた らす こ と を試 み る ので あ る。

と ころ で,フ ィア マ と ア ル マ ンス の間 に は,多 くの共 通 点 が存 在 す る。 彼

女 ら は共 に 「誇 り 負ert6」に 満 ち た人 格 の 持 ち主 で あ り,女 性 的 と い うよ り

は,男 性 的 と描 写 され る ことが 多 い。 それ ゆ え に,彼 女 ら と同 じ く らい誇 り

高 い人 物 で あ る シモ ンと オ ク タ ー ヴ は,フ ィア マ とア ル マ ンス に な らば 自分

の本 心 を打 ち 明 け られ る と感 じて い る。 「ど ち ら も男 の よ うで 」 「ま る で二 人
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の兄 弟 」 の よ うだ とい う 『シ モ ン』 の 中 の 表 現 や(8,p.82),「 自分 に ふ さわ

しい と思 わ れ るた っ た ひ と りの 人 間(オ.,p.84)」 と い う オ ク ター ヴ の感 慨 か

ら も,そ の様 子 を うか が い 知 る こ とが で き るだ ろ う。14)また,彼 女 らに は近

親 者 か ら受 け継 い だ 財 産 が あ り,独 立 した 生 計 を 営 む こ とが で き る点 で も共

通 して い る。 フ ィ アマ は 母 親 か らの 遺産 に よ り 「性 格 もそ うだ が,財 産 の点

で も独 立 して お り」 成 年 に 達 して い る(8,p.68)。 ア ル マ ン ス は身 寄 り も な

く,物 語 の 冒頭 で は た い した財 産 も持 た な い こ とに な って い るが,後 に遺 産

を受 け取 る こ と に な る。

彼 女 らの性 質 と描 か れ方 の類 似 は,母 親 と息 子 の関 係 の類 似 を通 して 見 れ

ば,決 して 偶 然 で は な い こ とが わか る。 ア ル マ ンス と息 子 の結 婚 に必 ず しも

賛 成 で はな か った マ リヴ ェ ー ル侯 爵 が,妻 の 兄 に向 か って 発 した次 の よ うな

言 葉 か ら も,そ の 原 因 を 推 し量 る こ と は可 能 で あ ろ う。

補 償 金 はあ な た の妹 の もので す か ら,私 は相 変 わ らず た だ の文 無 しで す。

この補 償 金 の お か げ で,オ ク ター ヴの立 身 を ど うす るか って 考 え られ る

わ けで す が,あ な た の妹 は息 子 よ りず っ と,と 私 は思 うん で す が ね,ア

ル マ ンス との 結 婚 を望 ん で い ます 。 あ の娘 も今 じ ゃ,金 持 ち で す し。 っ

ま る と こ ろ,私 とす れ ば誠 実 な人 間 と して,た だ意 見 を述 べ るだ けの こ

とで,こ こで は も う,権 威 に物 言 わ す なん て こ と は 出来 ん わ け で す よ。

(オ.,p.245)

こ こに語 られ て い る こ と は非 常 に重 要 で あ り,そ れ は,息 子 に対 す る親 の

立 場 の 変 化 が,如 実 に表 現 さ れ て い るか らで あ る。 マ リヴ ェ ー ル 侯 爵 は,

「権 威 に物 言 わ す 飴ireparlermonautoht6」 こ とな ど出 来 な い,と 述 べ て 権 威

者 の立 場 を放 棄 し,そ れ を そ っ く り妻 に投 げ渡 して しま って い る。 父 親 の 役

割 が 母 へ と移 譲 され る時,そ の性 質 も同 時 に変 化 を被 る。 男 性 性 を 引 き継 ぐ
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ものか ら,女 性 性 との親 和 に よ る新 たな 男 の あ り方 へ。 ア ル マ ンス と結 婚 し,

彼 女 と母 と両 方 の望 み を叶 え,さ らに は 自 らの 恋 愛 も成 就 した オ ク タ ー ヴ を

待 って い る の は,彼 を中 心 に女 ふ た りが 寄 り添 った 幸 福 な三 角 関 係 とで も言

え る だ ろ うか。 シ モ ンと フ ィア マ の場 合 に は,男 親 か らの 放 棄 は な い に して

も,彼 を支 え る妻 と母 さ らに は三 者 を しっか り と結 びっ け る力 は同 様 に存

在 して い る。

こ う して 「男 の 子 」 は,権 威 を放 棄 した父 親 か ら解 放 され る と同 時 に モ デ

ル を失 い,母 と妻 が 協 同 して 取 り組 む世 界 へ の 参 入 を 求 あ られ る。 そ こ で可

能 な 「男 ら しさ」 が 旧 来 型 の もので な こ と は確 実 で あ るが,で は,ど の よ う

な 点 にお いて 「女 」 で は な い 「男 」 が 可 能 なの か 。 そ れ は,母 親 の愛 情 を決

して 裏 切 らず,彼 女 が 持 っ フ ァ ンタ ス ム をあ る程 度 まで 叶 え る こ とで 存 在 意

義 を 確 保 す る こ とで あ り,さ らに は,女 性 か らの 扶 助 を 誇 り と共 に受 け入 れ

られ るあ り方 で あ ろ う。 その 点 は,サ ン ドが 描 いた シ モ ンと フ ィア マ の方 に

よ り顕 著 に現 れ て お り,独 立 した女 性 と,彼 女 を 敬 い な が ら共 に生 き る形 を

模 索 す る男 性,と い う新 しい モ デ ル を提 供 して い る。 そ の こ と は 同時 に,労

働 者 階 層 に生 まれ て も弁 護 士 に なれ る新 しい社 会 や,男 女 平 等 へ の期 待 と い

う点 に っ な が って い る と言 え るだ ろ う。

AlainCorbinら に よ る三 巻 本 の大 著 伽 ωかθ漉1α7か'1"6(『 男 ら し さ の歴

史 』)は,そ の二 巻 目 を19世 紀 に あ て,《Letriomphedelavirilit6>>(「 男 ら

し さの 勝 利 」)の 副 題 を 付 して い る。 革 命 以 降 の ジ ェ ン ダ ー規 範 の 徹 底 や,

男 性 ホ モ ソ ー シ ャル社 会 の称 揚 と い う実 態 を 見 れ ば,19世 紀 は確 か に 「男

ら しさ」 を 際 立 た せ た時 代 で あ っ た と言 え るだ ろ う。 しか し,ナ ポ レオ ン後

の 男 性 た ち は,腕 力 で は な く生 殖 能 力 の方 へ と価 値 を シ フ トさ れ,Corbin

が 多 くの 例 を 挙 げて 強 調 す る よ うに 「性 的 エ ネ ル ギ ー を見 せ っ け る こ とが必

要 」15)にな っ た。 っ ま り,男 性 同 士 が 力 や勇 気 を競 う こ と で は な く,女 性 に
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対する性的能力の発揮の方が,よ り目に見える形での 「男 らしさ」 と評 され

たのである。

ここに,シ モンの幸福とオクターヴの自殺という,結 末の違いの原因を見

ることもできるだろう。オクターヴは,自 らが性的不能者であることに悩み,

結婚 しないつ もりだったのだが,母 親とアルマンスか らの働きかけで彼女を

諦めることができな くなって しまう。新婚旅行の後,貴 族としての義務を果

たすという口実にギ リシャへ向かった彼は,自 ら落命するように薬を飲む。

彼の性的問題にっいてはいろいろな解釈があるが,「 男 らしさ」の意味の変

化 とい う文脈に乗せて考えてみれば,「不能の夫」はこの後の世界では 「男

らしく」生 きていけないわけであり,終 わった時代の遺物 としての貴族の末

商は速やかに退場すべ しということであろう。

このような状況を,果 た して 「男 らしさの勝利」と呼べるのだろうか。 も

ちろん,フ ランスは普仏戦争を経て19世 紀末には近代的な軍隊組織を編成

し,力 を重視する新たなタイプの 「男 らしさ」を作り上げることになる。 し

かし,そ の前段階において,ブ ルジョワ社会の家庭生活者としての男性像が

模索 されていたことは,「男 らしさの勝利」というよりはむ しろ,女 性の間

で(あ るいは女性に対面する)男 性がどのようにありうるか,と いう問いか

けではなかったかと思われる。 この時代に描かれる多 くの男性たちが彼 らの

母に大 きな影響を受ける理由のひとっを,そ こに見出すことも可能だろう。

1)「 『男 らしさ』はどう描かれているか一 ジョル ジュ ・サ ンド『アンディヤ

ナ』を題材に一」(『外国文学研究』第28号,奈 良女子大学文学部外国

文学研究会,2009年,pp.39-62)や 「ヒーローになれない男たちの身体一

ジョル ジュ ・サンド 『アンディヤナ』か ら 『ジャンヌ』へ一」(奈 良女

子大学文学部 『研究教育年報』第7号,2010年,pp.49-60)な どを参照
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