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本 研 究 は フ ェ ミ ニ ズ ム 批 評 の 中 で も 、 と く に 「 ジ ェ ン ダ ー 」 と

い う 概 念 を 用 い た 文 学 研 究 の 一 実 践 で あ る 。 考 察 の 対 象 と し て 、

レ ア リ ス ム 文 学 の 祖 と も 称 さ れ 、1 9 世 紀 の フ ラ ン ス 文 学 を 代 表 す

る 作 家 ギ ュ ス タ ー ヴ ・ フ ロ ベ ー ル の 傑 作 、『 ボ ヴ ァ リ ー 夫 人 』を 取

り 上 げ た 。  

研 究 の 目 的 は 、 文 学 研 究 に お い て 、 個 々 に 独 立 し て 研 究 さ れ て

き た 「 作 品 」、「 作 家 」、「 テ ク ス ト 」 と い う 三 つ の 対 象 に ジ ェ ン ダ

ー 的 な ア プ ロ ー チ を 行 い 、 重 層 的 な ジ ェ ン ダ ー 意 識 の 影 響 関 係 を

考 察 し 、『 ボ ヴ ァ リ ー 夫 人 』と い う 文 学 作 品 を 体 系 的 に 捉 え な お す

こ と で あ る 。  

考 察 の 方 法 と し て 、 以 下 の ２ 点 を 議 論 の 中 心 に 据 え た 。 す な わ

ち 、『 ボ ヴ ァ リ ー 夫 人 』の テ ク ス ト 分 析 に 歴 史 的 視 点 を 導 入 し 、同

作 品 の 社 会 背 景 を 明 ら か に し た 上 で 多 角 的 な 分 析 を す る こ と 。 次

に 、ジ ェ ン ダ ー 分 析 を 行 う に あ た り 、「 脱 構 築 理 論 」を 用 い 、二 項

対 立 の ジ ェ ン ダ ー 構 造 を 提 示 し 、 そ れ ら が 「 脱 構 築 」 に い た る プ

ロ セ ス の 解 明 を 行 う こ と で あ る 。  

論 文 の 構 成 は 第 Ⅰ 部 か ら 第 Ⅴ 部 ま で の 五 部 構 成 で あ る 。 第 Ⅰ 部

で は セ ッ ク ス と ジ ェ ン ダ ー 、男 と 女 と い う 二 項 対 立 か ら の「 逸 脱 」、

第 Ⅱ 部 で は 、公 共 圏 か ら 親 密 圏 へ の「 流 入 」、第 Ⅲ 部 で は 、語 り に

見 ら れ る 積 極 性 と 保 守 性 の「 反 転 ・ 逸 脱 」、第 Ⅳ 部 で は 、男 女 の 性

役 割 の「 逆 転 」、そ し て 第 Ⅴ 部 で は 、二 項 対 立 の 背 景 に あ る「 共 通

性 」 と い う 各 々 ５ つ の テ ー マ を 設 定 し 、 そ れ ら に 対 し て ジ ェ ン ダ

ー 的 分 析 視 角 で 論 を 展 開 し た 。  

ま ず 、 第 Ⅰ 部 で は 、 セ ッ ク ス と ジ ェ ン ダ ー と い う 二 項 対 立 か ら

の 「 逸 脱 」 を テ ー マ に 、 フ ロ ベ ー ル の 生 い 立 ち や 現 存 す る 書 簡 を

手 掛 か り と し て 、 フ ロ ベ ー ル の 性 格 の 特 徴 、 女 性 観 や ジ ェ ン ダ ー

意 識 を 明 ら か に し た 。 フ ロ ベ ー ル の 性 格 の 特 徴 は 、 一 つ の 事 柄 に

対 し て 肯 定 と 否 定 と い う 二 律 背 反 的 な 価 値 づ け を す る こ と で あ る 。

そ し て 、 二 項 対 立 の ど ち ら か 一 方 を 選 択 す る の で は な く 、 相 反 性

を 付 与 し た ま ま 受 け 入 れ る ス タ ン ス を 取 っ て い る 。 こ の よ う な 二

項 対 立 の 構 造 が フ ロ ベ ー ル の 精 神 性 の 基 盤 と な っ て い る 。  

ま た 、 フ ロ ベ ー ル の 女 性 観 や ジ ェ ン ダ ー 意 識 は 、 女 性 全 般 に 対

し て も 、 恋 人 に 対 し て も 、 肯 定 と 否 定 、 畏 敬 と 嫌 悪 、 尊 敬 と 侮 蔑
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な ど 、 ア ン ビ バ レ ン ト な 両 義 的 ス タ ン ス が 見 ら れ る の が 特 徴 で あ

る 。 当 時 の 多 く の 男 性 た ち が 、 恋 人 や 妻 と い う 私 的 領 域 に 属 す る

女 性 に 対 し て で さ え も 、 公 共 的 価 値 規 範 に よ っ て 類 型 化 し た 女 性

像 を 要 求 し て い た こ と を 考 え る と 、 フ ロ ベ ー ル の よ う に 、 女 性 に

両 義 的 な 価 値 づ け を す る と い う こ と は 、 男 ・ 女 と い う 枠 組 み に と

ら わ れ な い 「 個 人 」 と い う 観 念 の 形 成 の 萌 芽 や 、 当 時 の 男 ・ 女 の

社 会 規 範 構 造 か ら 「 逸 脱 」 し た 前 衛 的 な ジ ェ ン ダ ー 意 識 を み る こ

と が で き る 。  

次 に 、第 Ⅱ 部 で は 、公 共 圏 か ら 親 密 圏 へ の「 流 入 」を テ ー マ に 、

公 共 圏 と 親 密 圏 と い う 「 場 」 に お け る 二 項 対 立 の 構 造 に つ い て 分

析 を 行 っ た 。  

公 共 性 の 圏 域 に お け る 男 性 優 位 の ジ ェ ン ダ ー 規 範 は 、 教 育 を 通

じ て エ ン マ の 内 面 に 影 響 を 与 え て い る 。 当 時 の 女 子 教 育 に は 、 保

守 性 と 積 極 性 の 相 反 す る 両 義 性 が 見 ら れ る 。 両 義 的 価 値 を 持 っ た

女 子 教 育 に よ っ て 、 無 意 識 の う ち に 保 守 的 な 価 値 意 識 を 養 っ た エ

ン マ が 、 実 生 活 に お い て は 積 極 的 に 自 己 了 解 を 求 め る 姿 は 、 保 守

性 と 積 極 性 が 流 入 、 混 在 し た 形 で あ り 、 女 子 教 育 の 持 つ 二 項 対 立

構 造 に 組 み 込 ま れ ず 、 そ こ か ら 逸 脱 し よ う と す る も の で あ る 。  

ま た 、 公 共 圏 と 親 密 圏 を む す ぶ 媒 体 （ メ デ ィ ア ） と し て の 読 書

に も 着 目 し た 。 七 月 王 政 の 読 書 は 、「 自 己 実 現 」、「 個 人 の 楽 し み 」

と い っ た 親 密 圏 の 充 足 を は か る 側 面 が あ り つ つ 、 一 方 で は 「 読 書

を す る 」 と い う 行 為 そ の も の が 男 性 優 位 の 公 共 的 規 範 性 を 補 完 す

る と い う ア ン ビ バ レ ン ト な 二 面 性 を 持 っ て い る 。  

第 Ⅱ 部 で は 、 公 共 圏 と 親 密 圏 、 女 子 教 育 の 保 守 性 と 積 極 性 、 エ

ン マ の 振 る 舞 い に お け る 従 順 と 反 抗 な ど の 二 項 対 立 構 造 を 明 ら か

に し た 。 し か し 、 こ れ ら の 関 係 性 は 常 に 対 立 構 造 を 示 す わ け で は

な い 。 時 に は 「 流 入 」 し 、 融 合 し て 、 二 項 対 立 の 枠 組 み を 解 体 す

る 。『 ボ ヴ ァ リ ー 夫 人 』 は 、 公 共 圏 と 親 密 圏 と い う 「 場 」 の 流 入 、

融 合 に よ っ て も た ら さ れ た 一 義 的 で は な い ジ ェ ン ダ ー 構 造 を 背 景

と し 、 積 極 的 な 「 生 」 を 希 求 し て 、 そ の ジ ェ ン ダ ー 構 造 の 枠 組 み

か ら 逸 脱 し よ う と し た 一 人 の 女 の 物 語 で あ る と 言 え る だ ろ う 。  

 第 Ⅲ 部 で は 、二 項 対 立 構 造 の「 反 転・逸 脱 」を テ ー マ に 、「 語 り 」

に 見 ら れ る ジ ェ ン ダ ー 性 を 明 ら か に し た 。  
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ま ず 、 男 性 の 視 線 に さ ら さ れ る エ ン マ と 、 そ の 身 体 の 語 ら れ 方

に つ い て 分 析 し た 。 男 た ち は エ ン マ に 対 し 、 性 規 範 と 好 色 、 理 想

と 通 俗（ 現 実 ）、貞 淑 と 不 貞 、憧 れ と 畏 怖 と い っ た 二 項 対 立 構 造 を

持 つ 身 勝 手 な 視 線 を 送 り 続 け て エ ン マ の 身 体 を 評 価 し 、 視 覚 的 に

拘 束 し よ う と す る 。 エ ン マ は こ の よ う な 男 性 の 視 線 に よ る 閉 塞 感

か ら 逃 れ よ う と 葛 藤 し 、 自 ら が 男 性 を 評 価 す る 「 見 る 主 体 」 と な

る こ と に 挑 戦 し 、男 性 優 位 の 視 線 の 拘 束 か ら の 解 放 を 試 み て い る 。 

次 に 、 エ ン マ の 身 体 を 彩 る 色 彩 の 「 青 」 が 、 ど の よ う な 意 味 を

付 与 さ れ て い る の か に つ い て 、 登 場 人 物 の 視 点 や 視 線 を 通 し て ジ

ェ ン ダ ー 的 ア プ ロ ー チ を 行 っ た 。  

男 た ち の 視 線 を 受 容 し 、「 見 ら れ 、語 ら れ 、評 価 さ れ る 」客 体 で

あ っ た エ ン マ が 、 自 ら の 身 体 に 付 与 さ れ た 二 項 対 立 の 意 味 づ け を

「 反 転 」 さ せ 、 そ の 構 造 の 中 に 組 み 込 ま れ る こ と な く 、 自 由 な 意

志 で そ こ か ら 逸 脱 す る と 、 愛 情 を 示 さ れ な く な り 、 裏 切 ら れ 、 不

幸 に な り 、 最 終 的 に は 死 に 追 い や ら れ る と い う ス ト ー リ ー は 、 男

性 優 位 社 会 に お け る 女 性 の 自 由 の 限 界 を 示 す も の で あ る 。  

「 語 り 」 や 「 語 ら れ 方 （ 視 線 ・ 視 点 ）」 に 着 目 す る こ と で 、 ス ト

ー リ ー と は 直 接 的 に は 関 係 の な い 風 景 描 写 や さ ま ざ ま な 表 象 （ 動

物 や 道 具 立 て な ど ） 通 し て 、 細 部 に 張 り 巡 ら さ れ た 『 ボ ヴ ァ リ ー

夫 人 』 の ジ ェ ン ダ ー 構 造 の 男 女 間 の 歪 み を 見 る こ と が で き る 。  

第 Ⅳ 部 で は 、男 女 の 性 役 割 の「 逆 転 」を テ ー マ に 、エ ン マ の「 男

性 化 」、シ ャ ル ル の「 女 性 化 」の プ ロ セ ス を 通 し て 、登 場 人 物 の ジ

ェ ン ダ ー 的 自 己 了 解 の 変 化 を 分 析 し た 。  

エ ン マ の 「 男 性 化 」 と い う 現 象 は 、 男 性 優 位 の ジ ェ ン ダ ー 規 範

を 無 意 識 的 に 受 容 し 、 無 意 識 的 に 抑 圧 さ れ た 女 性 が 、 自 己 否 定 を

す る こ と に よ っ て 、 支 配 的 ジ ェ ン ダ ー へ と 自 分 を 変 身 さ せ て い く

過 程 で あ る 。 そ れ は 自 己 解 放 さ れ た 姿 で は な く 、 ジ ェ ン ダ ー 的 抑

圧 に 屈 し て い る 姿 と も い え る 。 こ の 複 雑 な 二 重 構 造 は 、 当 時 の 社

会 が 抱 え る ジ ェ ン ダ ー 間 の 問 題 の 複 雑 さ を 示 し て い る 。  

ま た 、シ ャ ル ル の 性 役 割 が 男 性 か ら 女 性 へ と 越 境 し 、脱 男 性 化 、

「 女 性 化 」す る プ ロ セ ス に も 焦 点 を 当 て た 。「 男 ら し さ 」を 殊 更 に

騒 ぎ 立 て 、煽 っ た の は 、当 時 の 社 会 規 範 で あ る 。「 男 ら し さ 」と い

う 男 性 規 範 は シ ャ ル ル が 望 む も の で は な か っ た 。 し た が っ て 、 シ
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ャ ル ル の 脱 男 性 は 、 公 共 圏 に お け る 自 己 否 定 で あ り 、 親 密 圏 に お

け る 自 己 肯 定 と 考 え ら れ る 。  

「 男 」 と 「 女 」 と い う 二 項 対 立 の 構 造 の 枠 組 み か ら 逸 脱 し 、 エ

ン マ と シ ャ ル ル は 自 ら の 幸 せ の 形 を 追 い 求 め た 。 そ の 結 果 、 シ ャ

ル ル は 女 性 化 し 、エ ン マ は 男 性 化 す る 。『 ボ ヴ ァ リ ー 夫 人 』は 、自

ら の 性 の 二 項 対 立 の 構 造 を 越 境 し 、「 逆 転 」さ せ た 男 女 の す れ 違 い

が 引 き 起 こ し た 苦 悩 と 葛 藤 の 物 語 で あ る と も 言 え る の で は な い か 。 

最 後 に 、 第 Ⅴ 部 で は 、 二 項 対 立 の 背 景 に あ る 「 共 通 性 」 と い う

テ ー マ で 、『 医 師 の 妻 』 と 『 女 の 一 生 』 を 取 り 上 げ 、『 ボ ヴ ァ リ ー

夫 人 』と の 比 較 を 行 っ た 。『 医 師 の 妻 』に 関 し て は 、イ ギ リ ス と フ

ラ ン ス 、 男 性 作 家 と 女 性 作 家 、 芸 術 家 と 大 衆 小 説 家 が も た ら す 二

項 対 立 の 構 造 は あ る も の の 、 両 作 品 に 共 通 す る の は 女 性 の 閉 塞 感

で あ る 。 両 作 品 を 比 較 し た 結 果 、 当 時 の ジ ェ ン ダ ー 規 範 が 抱 え る

共 通 の 問 題 が 浮 き 彫 り に な っ た 。  

さ ら に 、『 ボ ヴ ァ リ ー 夫 人 』と『 女 の 一 生 』を 比 較 し て み る と 、

両 作 品 は 、 人 間 の 宿 命 的 な 悲 し い 生 の 営 み を 描 く と い う 主 題 を 共

通 に 持 っ て い る 。 た と え 主 人 公 の 性 格 の 内 面 が 異 な り 、 そ れ ぞ れ

の 事 象 に 対 す る ス タ ン ス が 異 な っ て い て も 、生 き る こ と の 悲 し み 、

苦 悩 は 共 通 の も の で あ る 。 エ ン マ の よ う に 積 極 的 に 生 き て も 、 ジ

ャ ン ヌ の よ う に 社 会 規 範 に 従 っ て 保 守 的 に 生 き て も 幸 せ に な れ な

い 二 人 の 姿 は 、 当 時 の 女 性 た ち 共 通 に 共 通 す る 生 き る 苦 し み と 葛

藤 を 代 弁 し て お り 、 女 性 た ち の 幸 せ の 限 界 を 表 し て い る 。  

 以 上 の よ う な 考 察 を 通 し て 、 全 体 の 結 論 を 示 す と 、 以 下 の 通 り

で あ る 。 フ ロ ベ ー ル の ア ン ビ バ レ ン ト な 女 性 観 や ジ ェ ン ダ ー 意 識

は 、 女 子 教 育 、 読 書 、 表 象 、 視 線 、 身 体 の 意 味 に お い て 、 男 性 性

と 女 性 性 、 公 共 圏 と 親 密 圏 、 自 己 と 他 者 、 規 範 と 自 由 、 意 識 と 無

意 識 、 発 話 と 沈 黙 な ど の 二 項 対 立 と し て 、 テ ク ス ト の い た る と こ

ろ で 網 の 目 の よ う な ス ト ラ テ ジ ー を 張 り 巡 ら し て い る 。  

こ の よ う な 二 項 対 立 構 造 は 、 七 月 王 政 期 の 社 会 的 特 徴 で あ る 男

性 優 位 の ジ ェ ン ダ ー 規 範 と エ ン マ の 苦 悩 ・ 葛 藤 の 関 係 性 に も 影 響

を 及 ぼ し て い る 。 エ ン マ の 苦 し み は こ の 二 項 対 立 の 枠 組 み に 位 置

づ け ら れ る こ と で あ り 、 一 方 で そ の 枠 組 み に 留 ま り た い と 願 う ジ

レ ン マ で あ る 。 こ の ジ レ ン マ が 登 場 人 物 の ジ ェ ン ダ ー 性 の 「 揺 ら
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ぎ 」 と い う 現 象 を 引 き 起 こ し 、 そ の 背 景 に あ る 二 項 対 立 構 造 は 、

融 合 、 流 入 、 逆 転 、 錯 綜 を 引 き 起 こ し 、 脱 構 築 を す る の で あ る 。  

本 論 文 で は 、 『 ボ ヴ ァ リ ー 夫 人 』 の 新 た な 読 み 方 を 提 案 す る た

め 、歴 史 的 考 察 を 加 え て テ ク ス ト 分 析 を 行 い 、『 ボ ヴ ァ リ ー 夫 人 』

を ジ ェ ン ダ ー 的 視 点 で 論 考 し 、 二 項 対 立 の 構 造 を 見 い だ し た 上 で

そ の 枠 組 み を 解 体 す る と い う 試 み を 行 っ て き た 。  

保 守 的 な 男 性 優 位 の 社 会 に お い て 、 積 極 的 に 生 き る こ と を 諦 め

な か っ た エ ン マ の 姿 は 、 新 た な 生 き 方 を 模 索 し た 「 新 し い 女 」 の

萌 芽 で あ り 、 規 範 を 逸 脱 し て も 自 ら の 幸 せ を 肯 定 し 続 け た シ ャ ル

ル の 姿 は 、 男 ・ 女 と い う ジ ェ ン ダ ー 的 枠 組 み を 脱 構 築 す る も の で

あ る 。 人 間 が 生 を 営 む 社 会 を 描 い た 『 ボ ヴ ァ リ ー 夫 人 』 と い う 文

学 作 品 は 、 ア イ ロ ニ ー と 風 刺 に 満 ち て 、 そ の 時 代 に 生 き た 人 々 の

心 象 世 界 を 詳 細 に 描 き 出 し 、感 情 を 付 与 さ れ た 歴 史 的 資 料 と し て 、

そ の 時 代 を 鮮 明 に 映 し 出 し て い る 。  
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