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は じ め に

シ ャ ル ル ・ ペ ロ ー （Charles Perrault, 1628-1703） は、 今 日 で は 多 く 、 「童話作家」 と して 知 ら

れ る 。 ル イ 14 世 の 治世下で、 財務総監 コ ルベ ー ル を 補佐 し た 時期 や 、 有名 な 『物語集 l.］ 執筆以

前 の 文壇 で の 活動 に つ い て は 、 こ れ ま で あ ま り 意識 さ れ る こ と が な か っ た 。 し か し 、 17 世紀後

半の フ ラ ン ス で は 、 ペ ロ ー の 名 を 聞 い て宮廷人た ち の頭 に 浮か ん だ
、
の は お そ ら く 、 時の文壇 を 二

分す る 「新 旧論争」 に お け る 、 「近代派」 の主導者 と し て の 人物 で あ っ た だ ろ う 。 当 時 の 文壇では、

古代ギ リ シ ャ ・ ロ ー マ文明か ら の遺産 と フ ラ ン ス 固有 の 文化 を 比較 し競合 さ せっ つ 、 文人、 知識

人 た ち の 間 で論争が繰 り 広 げ ら れて い た 。 そ の 中 でベ ロ ー は、 「近代派」 と し て フ ラ ン ス の伝統

文化や ル イ 14 世 の 治 め る 時代 を 称 え る べ く 、 「古代派」 の ボ ワ ロ ー ら と 対立 し つ つ 、 執筆活動 に

携 わ っ て い た の で あ る 。 こ う し た 「新旧論争」 に お け る べ ロ ー の 活動が再評価 さ れ る べ き で あ ろ

う と は 、 ロ ジ ェ ・ ズ ュ ベ ー ル も 述べ て い る 2
0 ペ ロ ー の作 品 の 中 で も 最 も よ く 知 ら れ る 、 八つ の

散文作品 か ら な る 『物語集J は 、 ペ ロ ー と ボ ワ ロ ー の 聞 に繰 り 広 げ ら れた論争が一応の解決 を 見

た 後 の 1697 年 に 世 に 出 さ れた も の で あ る 。 本論考 で は 、 こ の 『物語集J 以前 の ペ ロ ー に 焦 点 を

当 て 、 時の文壇 の 一大事た る 「新旧論争」 に お い て 、 「近代派」 と し て彼が展 開 し た文芸論か ら 、

子 ど も 向 け の体裁ゆ え に論争 と は趣 を 異 に す る 後年 の 『物語集J へ、 ペ ロ ー の 姿勢の連続性が認

め ら れ る こ と を 示 し た い。

第一 節 で は 、 17 世紀 フ ラ ン ス に お け る 「新 旧論争」 の起源 を 求 め 、 論争が生 じ た要 因 お よ び

ル イ 14 世治世下 に お け る 「新旧論争」 の独特の争点 に つ い て考察す る 。 第二節 で は 主 に 、 近代

派の主導者 と 称 さ れ る ペ ロ ー が 「新 旧論争」 に 関 わ っ て 執筆 し た 代表的作品 『芸術お よ び諸学

問 に 関 す る 古代人近代人比較論J Parallele des A ndens et des Modiθrnes en ce quj regarde Jes 

arts et Jes sdences3 （以下 『比較論』 と 略す） 中、 文学論 を 軸 と す る 第三巻 ( 1692 年） に焦点 を

絞 り 、 分析お よ び考察 を 行 う 。
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1 . 1 7 世紀 フ ラ ン ス に お け る 「新旧 論争J の起源 と 争点

17 世紀 フ ラ ン ス に お け る 「 新 旧 論争」 は 、 そ れ に 先立 ち イ タ リ ア で展 開 さ れた論争 の 影響 を

受け て い る と 考 え ら れ る o « Republique europeenne des Lettres 浄 と も 称 さ れ る 、 イ タ リ ア 、 フ

ラ ン ス と そ の周辺諸国か ら な る 当 時 の文壇 に お い て 、 ル ネ サ ン ス 以来 の 覇権 を な お握 っ て い た の

は 、 イ タ リ ア 文芸 で あ っ た 。 そ の イ タ リ ア で は 、 15、 16 世紀 を 通 し て 戦争や宗教改革 に よ っ て

荒廃 し 、 零落 し た近代 と 、 豊 か な 時代 と し て の古代 ギ リ シ ャ ・ ロ ー マ と を 対比 し て論 じ る こ と が

盛 ん に行 な わ れて い た。 こ の よ う に 比較 を テ ー マ に し た文学は 、 当 時 の イ タ リ ア 文壇 を 活気付け

た よ う で あ る が 4 、 こ こ に 「古代 と 近代の比較」 と い う 行為 の 一 つ の 先例 を 見 る こ と がで き る だ

ろ う 。 イ タ リ ア 人 の ボ ッ カ リ ー ニ や タ ッ ソ ー ニ ら に よ る 作 品 は、 「文芸共和 国」 を 通 し て イ タ リ

ア 国外 に も 知 ら れ る こ と と な っ た 。 中 で も 、 フ ラ ン ス 宮 廷 に 直接 も た ら さ れた ド ン ・ セ コ ン ド ・

ラ ン チ ェ ロ ッ テ イ の 著作が、 17 世紀 フ ラ ン ス の論争 に看過で き な い 影響 を 与 え た で あ ろ う こ と

は 、 想像 に 難 く な い 。 オ リ ベ ト 会 の 神 父で あ っ た ラ ン チ ェ ロ ッ テ ィ は 、 1623 年 に 『今 日 、 あ る

い は 、 世界は過去 に 比べて よ り 悪い状態 に あ る の で も な けれ ば、 よ り 災い に満 ち た も の で も な いJ

L ’ oggjdi, ovvero 11 Mondo non peggjore 民 pi"TJ calamHoso del passato ヒ 寵 し た著作 を 、 鳴の ロ ー

マ 教皇 ウ ルバヌ ス 8 世 に捧 げ る 形で、 ヴ
、
ェ ネ チ ア に お い て刊 行 し た 。 そ し て 、 1641 年 に フ ラ ン

ス で 同書の縮約 版 を 刊 行す る に 至 っ た折 に は 、 リ シ ュ リ ュ ー が献上の相手 と さ れた の で あ る 。 こ

の著作では、 社会の繁栄 と そ の統治者 と を 関係付 け る こ と に よ っ て 「現代」 の称賛が展 開 さ れる

が、 こ れは ボ ッ カ リ ー ニ や タ ッ ソ ー ニ ら がす で に 示 し て い た 、 同 時代 に対す る 辛妹 な 批判 と は対

照 的 な 様相 を 呈す る も の で あ っ た 。 こ こ に お い て 、 時代の真の様相 を 見抜 き 、 論 じ よ う と す る 行

為 に お い て 、 二 つ の価値判 断の対立が生 じ て い た こ と が窺 わ れ る 。 そ し て こ の対立構造 は、 後 に

フ ラ ン ス で展開 さ れ る 「新旧論争」 の対立の 萌芽 を 示す も の と 考 え ら れ る 。
一方、 16 世紀以降、 フ ラ ン ス 国 内 に お い て も 後の 「 新 旧 論争」 に 通 じ る 議論が見 ら れた 。 古

代 ギ リ シ ャ ・ ロ ー マ の 文献 を 研究、 翻訳 し たユマ ニ ス ト た ち は 、 古代の 豊 か な 文化や才人 に 敬意

を 持 ち つ つ も 、 フ ラ ン ス 人が劣等感 を 持つ こ と の な い よ う 、 そ し て フ ラ ン ス 独 自 の伝統 と 言語 に

よ る 文芸 を 世 に 出 すべ く 、 働 き か け て い た の で あ る 5
0 マ ル ク ・ ソ リ ア ー ノ に よ る と 、 「近代の優位」

と い う 思想 は こ の 時代 に す で に 見 ら れた と い う 。 例 え ば、 ジ ョ ゼ フ ・ ジ ュ ス ト ・ ス カ リ ジ ェ は、

時代 を 経 る に つ れて 人類 の努力 の所産 は積み上 げ ら れ、 そ の共同作業 に よ っ て 、 後の時代の 人間

は真理 に よ り 近づ く こ と がで き る 、 と い う 考 え を提示 し て い る 。 ま た 、 エ チ エ ン ヌ ・ パ ス キ エ は 、

人類の発展的歩 み を 主張す る こ と に 加 え て 、 自 然は 同 じ力 を も っ て そ の 歩み に 働 き か け、 どの国

に も そ れぞれの 成熟、 完成が あ る と し た 。 こ れ ら の 考 え は ペ ロ ー に も 見 ら れ る だ け で な く 、 17

世紀 「近代派J の先駆 と 言 え る デマ レ ・ ド ・ サ ン ＝ ソ ル ラ ン の 以下 の 主張 と も 重 な る と こ ろ があ る 。

Car la noble invention est une espece de creation, sans qu ’elle ait besoin d’aucun modele 

qui soit ou qui ait ete dans le monde, et dont la source est dans la seule fecondite de 

126 



「新旧論争」 に見 る シ ャ ル ル ・ ペ ロ ー の文芸観 －『古代人近代人比較論』 を 通 し て一

l’esprit, et non dans la memoire [ ... ]6 

崇高 な 創 意工夫 と は 、 世に在 る 、 あ る い は実際 に 在 っ た如何な る も の を 範 と す る 必要 も な

く 、 そ の 源泉 は過去か ら 継がれた記憶の 内 に で は な く 、 豊 か な 精神 の 内 に の み在 る 、 と い う

よ う な 一種の創造 な の だか ら ［… …］ 。

こ こ に現 わ れ る 、 過去か ら の遺産で は な く 、 自 ら の精神の豊か さ に よ っ て創造す る と い う 考 え は、

過去 の文明 に 直接 的 な 範 を 求め る よ り も 、 そ の 時代、 そ の 国 に 独 自 の も の を 見出 そ う と す る 姿勢

であ り 、 エ チ エ ン ヌ ・ パ ス キ エ の 主張 と 相通 じ て い る 。 こ う し て 、 ル ネ サ ン ス 以降の フ ラ ン ス 圏

内 に お け る 探究 に 連 な る こ と に よ っ て 、 先述の 「古代文明 と 近代 の 比較」 と い う 手法 に は 、 フ ラ

ン ス 伝統文化の顕揚や文化的独 自 性の追究 と い う 考 え が織 り 込 ま れ る こ と と な る の であ る 。

17 世紀 フ ラ ン ス に お け る 論争 に は 、 イ タ リ ア の 論争か ら 争点上の 変化があ っ た こ と が窺 わ れ

る 。 イ タ リ ア の 論争が 自 国の過去の文明 に 学 び、 そ の 輝 き を 近代 に 再 び も た ら そ う と す る 努力 で

あ っ た の に対 し 、 フ ラ ン ス の論争 で は 、 新 旧 ど ち ら の 派 に お い て も 、 ル ネ サ ン ス 以来続 く イ タ リ

ア の 文化的覇権 に 対抗す る 意識がそ の根底 に あ っ た の であ る 。 こ の独特の争点 に 加 え 、 新旧 両派

の活動 に は共通す る 目 的意識があ り 、 そ れは如何 に 国王 を 称 え 、 そ の威光 を 描 く か、 と い う も の

であ っ た 。 こ の よ う な 共通意識の 内 に あ っ て 、 新 旧 の対立が生 じ た こ と に は 、 さ ら に 当 時の政治、

文化、 宗教の複雑 な状況が深 く 関係 し て い る と 考 え ら れ る 。

絶対王政の確立が進 む 17 世紀 に お い て 、 文芸の 領域で は ア カ デ ミ ー が創設 さ れ、 共通の規則

を構築す る こ と が 目 指 さ れた 。 古代ギ リ シ ャ ・ ロ ー マ の 文芸 は教養人 た ち に 共通す る 素養であ っ

た た め 、 諸規則 を 提示す る 範 と し て仰がれ る こ と と な っ た が、 国家 と し て は 、 古代文芸か近代文

芸の ど ち ら か に肩入れす る こ と も な く 、 近代派 を 含む多様 な 文芸家 を こ の計画 に携わ ら せた と い

う ＼ こ の よ う な状況は、 古代文芸の 偏重 を 防 ぐ一 方 で 、 新 し い創造の方法 を 巡 っ て 、 古代か ら

の伝統 を 尊重す る 姿勢 と 対等 に 渡 り 合 え る よ う な 思想 を 生 じ さ せ る の に 、 最適の も の で あ っ た と

考 え ら れ る 口 さ ら に こ の状況 に 加 え 、 絶対王政期 を 通 し て 「 キ リ ス ト 教国家 Etat-Eglise と し て

の フ ラ ン ス J と い う 概念が重視 さ れた 。 と り わ け 1680 年代以 降、 信仰の 問題が繊細 に扱 わ れ る

中 8、 文壇の創作活動に お い て も 、 宗教的主題の扱 い 方 は重要かっ複雑 な 問題で、 あ っ た 。 そ の よ

う な 中 で 、 異教文化 と し て の古代ギ リ シ ヤ ・ ロ ー マ 文芸 に 、 フ ラ ン ス の キ リ ス ト 教的文化 を 対立

さ せ よ う と す る 姿勢が生 じ る に 至 っ た と 考 え ら れ る 。 近代派の主唱者た る デマ レ ・ ド ・ サ ン ＝ ソ

ル ラ ン やベ ロ ー の作品 に 、 キ リ ス ト 教的主題 を 推奨す る 言説が見 ら れ る こ と は 、 こ の意味 に お い

て示唆的であ る 。 た だ 、 ソ リ ア ー ノ の指摘 に よ る と 、 王権 は古代派 と 近代派の ど ち ら を 支持す る

か と い う 問題か ら は距離 を 置い て い た O こ の点 に つ い て の立場の 選択 は 、 教育体制や権威主義 な

どの根本的 な 部分 に 影響 す る 、 あ ま り に重大な 行為 で あ っ た と い う 。 こ の こ と は 、 時の文壇の根

底 に伝統的文化基盤 と 時代特有 の 政治 ・ 宗教思想 と が共存す る こ と に よ っ て招 か れ る 、 一種の矛

盾 を 端的 に表 し て い る と 言 え る だ ろ う 。 17 世紀 フ ラ ン ス の 「新旧論争J の対立 は、 こ の よ う な矛盾、

「 ア カ デ ミ ズ ム か 、 フ ラ ン ス 文芸の発展かJ と い う 対立 に こ そ起 因 す る と 考 え ら れ る の で あ る 。

絶対王政 と そ れ を 取 り 巻 く 種 々 の条件や思想 に よ っ て 「新旧論争J が育 ま れ、 その争点 と 目 的
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が イ タ リ ア に 見 ら れた 文芸復古 ・ 振興か ら 、 フ ラ ン ス の文化的覇権 と 絶対的君主の賛美へ と 移行

す る 只 中 に あ っ て 、 ペ ロ ー は 1688 年以降、 『芸術お よ び諸学問 に 関す る 古代人近代人比較論』 と

題 し た対話形式の作 品 を 四 巻 に 分 け て 執筆、 刊行 し た 。 1687 年 に 発表 し た詩 『ル イ 大王の世紀J

Le Siecle de Louis le Grand は 文壇で物議 を 醸 し 、 以降、 彼 に は本格的 に 近代派の 主義 を 擁護す

る 必要が生 じ た の で あ る 。 こ こ でペ ロ ー は どの よ う な 主張 を 行 っ た の だ ろ う か。 そ し て 、 そ の 主

張は後の 『物語集』 に どの よ う に 関 連す る の だ ろ う か。

2 . 文芸 に 関 す る ペ ロ ー の思索

こ こ で は 、 主 に文芸の領域 に 関 わ る ペ ロ ー の議論 を 具体 的 に 検討す る た め 、 1692 年 出版の 『比

較論』 第三巻 を 軸 に据 え て 、 分析 を 行 う 。 「雄弁術」 l’eloquence を 主題 と し た 『比較論』 第二巻

の対話 に 続 き 、 第三巻で は 主 に 文芸論 ・ 文学論が展 開 さ れて い る 。 登場人物 は そ れ ま で の対話

と 同様、 古代派の 「法院長」 le President、 近代派ベ ロ ー の代弁者 と 見倣 さ れ る 「司祭j l’Abbe、

そ し て 両者の 聞 に 立 ち 、 会話 に 滑稽 味 を も 添 え る 「騎士J le Chevalier の 三 人 で あ る 。 こ の三 人

が ヴ ェ ル サ イ ユ を 散歩 し な が ら 会話す る と い う 場面設定であ り 、 堅苦 し さ の な い体裁が採 ら れて

い る 。

2 - 1 . 司祭の 言葉に 表 さ れ る べ ロ ー の基本姿勢

近代派ペ ロ ー の 立場 に極 め て 近 い と 考 え ら れ る 司 祭 の 発言 に は、 当 時 の 近代派の 人 々 と 共通す

る 基本的 な 主張が見 ら れ る 。 以下の 引 用 か ら は 、 司 祭が文芸作品の価値 を 測 る に 際 し て 、 技術的

側面 と 人 間 の 才能 と い う 二 つ の 点 に 分 け て 考 え て い る こ と が理解で き る 。

Il y a deux choses dans tout Artisan qui contribuent a la beaute de son ouvrage ; la 

connaissance des regles de son Art et la force de son genie, ［… ]9. 

ど ん な 文芸 を 専 門 と す る 者 に も 、 そ の作品 の 美 に 資す る も の が二つ あ り 、 そ れ は 、 自 ら が

携わ る 文芸の種々 の規則 を 会得 し て い る こ と と 、 彼の天賦の才の力 な の です ［ ・ … ・ ・ ］ 。

一点 目 の 人 間 の 才能 に つ い て は 、 « [ ••• ] la Nature est toujours la meme et qu'elle ne s’est point 

affaiblie par la suite des temps, comme nous en sommes deja demeures d’accord10
》 （ 「 ［ － － 一 ・ ・ ］

自 然 は常 に 同 じ な の で あ り 、 時代 を 経 る に 従 っ て そ の力 を 弱 め ら れ る も の で は な い の です。 こ

れ は 、 我 々 がす で に 認め て い る 通 り の こ と です ね」 ） と い う 発言 か ら 理解 さ れ る よ う に 、 登場人

物 間 ですで に 同意 さ れて い る 、 「 自 然の力が ど の 時代 に も 同 じ働 き を す る 」 と い う こ と に よ っ て 、

説明 さ れ る 。 二点 目 の技芸 の 発展性に 関 し て は 、 司 祭 は 、 古代派 に 限 ら ず多 く の 人 が権威 と し て

認め る ア リ ス ト テ レ ス の言 さ え 借 り つ つ 、 技芸 を 「数々 の教え の 蓄積 1 1」 と す る 。 そ こ か ら 、 古

代 よ り 多 く の教え や奥義 を 得て き た 「現代」 で は 、 技芸 に お け る 誤 り は よ り 少 な く 、 よ り 高 い水
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準 に 達 し て い る 、 と い う 主張が導 かれ る 。 そ し て 、 以上の二点か ら 、 近代 は科学や文芸 に お い て

最 も 発展 し た状態 を 享受す る 時代で あ る 、 と い う 命題が論証 さ れて ゆ く の であ る 。

こ の よ う な進歩観 を基盤 と し て示 し つ つ 、 文芸 に お い て 「 近代的」 と 著者ペ ロ ー が見倣す も の

は 、 具体的 に どの よ う な も の な の だ ろ う か。 ま ず、 『比較論』 第二巻 に お け る 言及 に よ る と 、 ス キ ュ

デ リ ー 嬢の作品 を 始 め と す る 長編恋愛小説が、 そ の ー っ と 考 え ら れ る 。 し か し 、 第三巻で よ り 明

確 に 「新 し い ジ ャ ン ルJ と し て提示 さ れて い る の は 、 オ ペ ラ 、 ポエ ジ ー ・ ギ ャ ラ ン ト （雅 な 恋愛詩） 、

そ し て ピ ュ ル レ ス ク の三種であ り 、 そ れ ら が 「 ジ ャ ン ル」 genre と い う 語 を も っ て 呼 ばれて い る

こ と は注 目 に値す る だ ろ う へ 著者は こ れ ら の 、 そ れ ほ ど長 い 歴史 を 持た な い も の を 文学 （ 詩）

の ー ジ ャ ン ル と し て認め て い る の で あ る 。 ま た 、 彼が 《genre》 と い う 明確 な 表現 を 用 い え た こ

と か ら 考 え る と 、 当 時、 こ の三 つ は 「 ジ ャ ン ル」 と し て 一般 に 認め ら れつ つ あ っ た の か も し れな

い 。 司 祭 は こ れ ら の 近代的 ジ ャ ン ル に つ い て 、 「優雅で粋 な 態度 や 物 言 い 」 la galanterie の概念

を 交 え て説明 し て い る 。 法院長がポエ ジ ー ・ ギ ャ ラ ン ト を 近代の恥ずべ き 趣味 と し て非難す る の

に対 し て 、 司 祭 は 次の よ う に 反論す る 。

Elle [= la galanterie] comprend toutes les manieres fines et delicates dont on parle de 

toutes choses avec un enjouement libre et agreable [ ... ]13. 

ギ ャ ラ ン ト リ ー と い う の は 、 繊細優美で洗練 さ れた 、 あ ら ゆ る 物腰や作法 を 含む も の です

よ 。 そ の よ う な や り 方 を も っ て 、 色 々 な こ と に つ い て 、 自 由 で快い 陽気 さ を 添 え つつ話す も

の な の です ［… … ］ 。

司祭の見解で は、 趣味の洗練で さ え 、 時 を 経 る こ と で よ り 優れた も の と な る の であ り 、 ポエ ジ ー ・

ギ ャ ラ ン ト は ま さ に 《galant》 と い う 性質 に よ っ て 、 当 時の 詩法 に お い て重要視 さ れた 「読者、

観衆の 気 に 入 る こ と 、 彼 ら を 喜 ばせ る こ と 」 plaire と い う 条件 を 満 た す の で あ る 。 こ こ で 司 祭

は 、 ヴ ォ ア チ ュ ー ル やバ ン ス ラ ー ド な ど、 宮廷や社交界で著名 な 人物 に 言及 し つ つ 、 近代の詩 の

繊細 さ を 称 え て い る 。 そ し て ま た 、 ピ ュ ル レ ス ク の 中 に も 、 こ の性質が認め ら れ る も の があ り 、

そ の種の ピ ュ ル レ ス ク で は 上流社会 の 空気、 あ る い は 「粋で雅 びな 人J galant homme の雰囲気

が感 じ ら れ る 、 と い う 。 司 祭の 考 え で は 、 こ の よ う な 繊細 で 雅 びや か な 性 質 は 、 古代 に は 詩 で

も 散文で も 見 ら れ な か っ た も の で あ る 。 ま た 、 そ れ は 上流社会 に お い て 好意的 に 受 け入 れ ら れ、

理想 と さ れ る も の と し て 捉 え ら れて い る こ と も 分か る 。 つ ま り 、 こ の よ う な 性質 は 、 17 世紀 フ

ラ ン ス の 上流社会 に 独特 の 要素、 あ る い は 特 質 と し て 評価 さ れ て い る の で あ る 。 ゆ え に 、 《la

galanterie》 と い う 言葉 に 表 さ れ る 、 「優雅で粋 な 態度 や 物 言 い 」 あ る い は 、 繊細 な や り 方で 人

を 楽 し ま せ る と い う 性質 は ま さ に 、 司祭、 延い て はペ ロ ー が近代的作 品 に 認め よ う と す る 、 主要

な特質の 一 つであ っ た と 言 え る だ ろ う 。

2 - 2 . 望 ま しい作品像の教示

著者ペ ロ ー あ る い は登場人物 の 司 祭 は こ う し て ギ ャ ラ ン ト リ ー を 肯 定的 に捉え る 。 し か し 、 そ
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の概念 と 密接 な 関係 を も っ 恋愛 の 主題 に 関 し て は 、 過度 に 情念 を 吐露す る よ う な 表現 に 対 し て 、

否定的 な 見解が示 さ れて い る 。 司 祭 ・ 著者ペ ロ ー は文学作品 に節度 を 求め て い る の で あ り 、 こ こ

で も ま た 、 当 時 の 文芸創作 に お い て重視 さ れ た 「節度、 適合」 la bienseance の要素が意識 さ れ

て い る と 考 え ら れる 。 こ の 点か ら 、 著者は、 単 に 近代の文芸 を称 え る こ と に 終始す る 立場 に あ る

の で は な い こ と が分か る 。 「創作 に 当 た っ て は 、 世 に 認め ら れ る も の と し て の価値 を 作 品 に確実

に付すべ き であ る 」 と い う 意識 を 持 ち つ つ 、 ベ ロ ー は 一つ の創作理論 を 教示 し て い た と 理解で き

る の で あ る 。 実際、 『比較論J に は 、 望 ま し い文芸作品像 に つ い て 、 細 々 と ペ ロ ー 自 身 の 意見が

展 開 さ れて い る 。 そ れで は 、 彼が文学作 品 の 創作 に 対 し て 求め た の は 、 どの よ う な要素だ
、
っ た の

だ ろ う か。

『比較論』 中 、 シ ャ プ ラ ン の 英 雄 詩 『聖処女 ま た は 解放 さ れ た フ ラ ン ス J La Pucelle au La 

France delivr白 （ 1656 ） の 擁護 を 試み る 部分で は 、 司祭が教訓 性 に つ い て 論 じ て い る 。 こ の物語

に 登場す る 美徳 に 満 ち 溢れた 主人公の聖処女 と 、 そ の正反対の性格で、 逸楽 と 憾惰の み を 求め る

ア ニ ェ ス と い う こ人の 乙女 の 間 で王子の心が揺 れ る 様子 を 、 司 祭 は 、 神話のヘ ラ ク レ ス が 〈美徳〉

と 〈享楽〉 の 間 で引 き 裂か れ る 様子 と 重ね合わせ る 。 そ し て 、 そ の よ う な板挟み の 王子の心情 に

つ い て 、 次の よ う に 述べて い る 。

［…］ 1’etat o白le Prince se trouve au milieu d’elles [ = les deux filles, la Pucelle et la belle 

Agnes], de meme que l’Hercule de la Fable, entre la V ertu et la V olupte, ［…J represente 

parfaitement ce qui arrive a tous les hommes en general, et produit une moralite que les 

maitres de i’Art demandent dans ces sortes d’ouvrages pour les rendre utiles a tout le 

monde14. 

［ ・ … ・ ・ ］ 王子 は 、 ［ … … ］ 〈美徳〉 と 〈享楽〉 の 聞 に 置かれた神話のヘ ル ク レ ス さ な が ら に 、

二 人 の 乙女の狭間 に 置 かれ る の です。 こ の よ う な 心的状況 は 、 一般 に 誰 に で も 起 こ る こ と を

見事 に 表現 し て お り 、 こ の種の作品が皆の役 に 立つ よ う に と 、 芸術の大家 ら が作品 に求め る 、

教訓 と い う も の を 生み 出 し て い ま す。

こ こ で は 、 一般の 人 々 、 特 に そ の 内面 に 生 じ う る も の を 描 く こ と に よ っ て 、 物語に教訓 性 を 持 た

せ る こ と の重要性が説かれて い る 。 実 は 、 文学作品 に 有益性 を 与 え る 教訓 と い う 要素 は 、 娯楽的

側 面が強い オ ペ ラ に お い て も 、 ペ ロ ー がす で に 求 め て い る も の で あ っ た 。 1674 年 に 発表 さ れた

対話作品 『オ ペ ラ 批評、 ま た は 「 ア ル セ ス ト あ る い は ア ル シ ー ド の勝利」 と 題 さ れ る 悲劇 に つ い

て の考察j に お い て は、 ベ ロ ー の 考 え を 反映す る と さ れ る 人物、 ク レ オ ン の 言葉 に 、 そ れが よ く

表 さ れて い る 。 ク レ オ ン は 、 こ の オ ペ ラ の主要登場人物で あ る ヘ ル ク レ ス の 克己心 を 美徳 と し て

称 え た 後 に 、 次の よ う に 述べ る 。

［…］ je suis persuade que si ces sortes d’ouvrages ne contiennent quelque moralite, ce sont 

de vains amusemens indignes d’occuper l' attention d’un esprit raisonnable15 
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［ … …］ こ の種の作品が何 ら かの教訓 を 含 ん で い な い と し た ら 、 そ れ は思慮分別 あ る 精神

の 関心 を 得 る に相応 し く な い 、 無駄 な 娯楽 に な っ て し ま う も の と 、 私は確信 し て い ま す よ 。

こ の言葉 は 、 オ ペ ラ と い う 近代的で、 必ず し も 文学的要素だ け に 集約 さ れな い種の文芸 に お い て

も 、 教訓性が何 ら かの形で含 ま れ る こ と を 求 め る も の で あ る 。 こ の教訓｜性は道徳性 と も つ な が る

も の で あ る が、 フ ラ ン ス 作 品 の 道徳性の高 さ と い う 点 に つ い て は 、 ペ ロ ー の他の著作 中 で も し ば

し ば主張 さ れて い る 16
0 そ こ でペ ロ ー が用 い る 論法 は 、 キ リ ス ト 教の教え と 密接 に 関 わ る フ ラ ン

ス の作 品 は 、 ま さ に そ の 教訓 の 質 に よ っ て 、 古代ギ リ シ ャ ・ ロ ー マ の作品 に 勝 る 、 と す る も の で

あ る 。 し か し こ れ は 、 キ リ ス ト 教が国王 の 絶対的権力 の保証 を 始 め 、 社会 に対 し て絶大な 支配力

を も っ て い た 、 当 時の社会状況下 な ら で は の価値基準 を 表す も の で あ る こ と に 、 留 意 し て お く べ

き で あ ろ う 。 ま た 、 こ こ でペ ロ ー が、 古代ギ リ シ ヤ ・ ロ ー マ の 文芸 と フ ラ ン ス の祖先 に よ る 文芸

を 対立的 に捉え て い る こ と も 注 目 に値す る 。 祖 国 フ ラ ン ス の伝統 に 連 な る 作品 は、 古い時代の も

の で あ っ て も 、 古代派に よ っ て称賛 さ れ る 「古代作品」 の 一部 と は考 え ら れて い な い のであ る 。

以上の考察か ら 、 ペ ロ ー の議論に お い て は 、 作 品 の 道徳性、 教訓性 は フ ラ ン ス 伝統の文芸 に 認

め ら れ る 美質 と さ れて い る こ と が分か る 。 そ し て 、 そ れは ま た 、 こ れか ら フ ラ ン ス の伝統 に 名 を

連ね る こ と と な る 、 近代の新 し い文芸 に対 し て 求 め ら れ る 要素 で も あ っ た の であ る 。
ペ ロ ー の議論 に お い て 、 作 品 の 道徳性 と 常 に 密接 に結 びつ け ら れて い る の は、 教訓 の提示 の仕

方、 つ ま り 「語 り 方」 で あ る 。 以下 に 引 用 す る 『比較論J 第二巻の司祭の言葉 に は 、 作品 に た だ

真面 白 さ を 求 め る の で は な く 、 快 く 楽 し い 面 を も 必要 と 考 え る 立場が端的 に 表れて い る 。

Un ouvrage qui divertit innocemment, ne peut pas etre regarde comme entierement 

inutile dans la necessite qu'il y a de se divertir quelquefois ［…l On y voit une representation 

na1ve de la vie ordinaire de la plupart des hommes, et une infinite de certaines 

impertinences qu’on fait taus les jours sans s’en apercevoir, dont ce livre et ceux qui lui 

ressemblent sont le meilleur de taus les correctifs17 

時 に は気晴 ら し を す る 必要があ る の だか ら 、 無邪気 に 人 を 楽 し ま せて く れ る 作品 を ま っ た

く も っ て 無益 な も の と 見倣す こ と は で き ま せ ん よ ［ … … ］ 。 そ こ に は 大半の 人が過 ごす よ う

な 日 常があ り の ま ま に描かれ、 日 々 気付 き も せず に し でかす、 無限の無作法 な こ と な どが示

さ れて い ま すね。 こ の本や そ れ に 類似 し た作 品 は 、 そ の よ う な 描写 に よ っ て 、 あ ら ゆ る 矯正

剤 の 中 で も 最 も 良 い も の と な る の です。

こ れ は 、 ス カ ロ ン の 『 ロ マ ン ・ コ ミ ッ ク J Le Roman com1·que (1651-1657 ） な ど、 日 常的 、 現実

的 主 題 を 扱 っ た作品 に つ い て の 言であ る が、 後 に 、 韻文物語 『 ろ ばの皮J Peau d'Ane (1694 ） の

冒 頭 に 現 わ れ る 言葉 と も 相通 じ て い る 。
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Pourquoi faut-il s冶merveiller I Que la raison la mieux sensee / Lasse souvent de 

trop veiller, Par des contes d
’
ogre et de fee / Ingenieusement bercee / Prenne plaisir a 

sommeiller18 ? 

ど う し て 驚 く こ と があ り ま し ょ う ／ も っ と も 分別 あ る 理性が ／ あ ま り に 緊張 を 途切 ら せ

な い た め し ば し ば疲れ果 て 、 ／ 人食い鬼や妖精の お 話 に ／ 巧み に あ や さ れ ／ ま ど ろ む楽 し

み を 得 る こ と に ？

こ の 引 用 か ら 、 ベ ロ ー は想像力 に働 き かけ、 理性 を 驚かせ る よ う な 内容 を も 許容 し て い る こ と が

分 か る 19
a そ れ は ま た 、 オ ペ ラ やお 伽噺な ど、 新 し い種類の文芸 に お け る 「驚異 的 な も の 、 超 自

然 の も の 20」 le merveilleux と い う 要素 に つ い て の 一般的 な 議論 に も 通 じ て い る 。 ペ ロ ー は オ ペ

ラ に 「驚異J を 用 い る こ と を積極的 に 認め て お り 21 、 先 に 述べた こ と と 考 え 合わせ る と 、 こ の要

素 に よ っ て オ ペ ラ は教訓性 と 「楽 し さ 」 を 兼ね備 え る こ と がで き る よ う に な る と 言 え よ う 。 教訓

性 と 「驚異」 と い う こつ の性質が、 後 に書かれ る 短編物語の特徴 と な る こ と は、 そ れ ら の物語の

末尾 に 必ず韻文の 形で 「教訓 」 が付 さ れて い る こ と や 、 話 の 中 に 妖精や魔法の モ チ ー フ が現わ れ

る こ と か ら 明 ら かで あ る 。 こ う し て 、 オ ペ ラ に 関 す る ペ ロ ー の 議論 と 後の 『物語集J の 詩法 に は 、

確 か な 共通性を 認め る こ と がで き る 。 実際、 ベ ロ ー は 『比較論J の 中 で、 し ば し ば荒唐無稽 な 部

分 を 含 む « les contes de vieille 》 （ 「お ばあ さ ん の お 話」） 、 す な わ ち 昔話やお伽噺 を オ ペ ラ の 題

材 と し て積極的 に 認め て い る の で あ る 22

2 - 3 . 『物語集』 と のつ な が り

こ う し て 、 『比較論』 中 の オ ペ ラ に 関 す る 理論的探究 と 『物語集』 と い う 実践的 な 短編作品集

の 双方 に お い て 、 教訓性 と 「驚異」 と い う 二つ の 共通項が認め ら れ る の で あ る が、 教訓 的要素 と

娯楽 的要素の結 びつ き が生 む効果 に つ い て も 、 『比較論』 中 に は 明確 な 記述が見 ら れ る 。

La plaisanterie de ces livres fine et spirituelle, comme elle est, bien loin d'etouffer la 

morale lui donne une pointe qui la fait penetrer dans le c白ur plus avant que ne ferait la 

grav1te serieuse des plus belles sentences23 

こ れ ら の書物の繊細 で機知 に 富 ん だ冗談 は、 教訓 を も み消 し て し ま う ど こ ろ か、 心 に 教訓

が浸透す る よ う に 鎌 を 付 け て く れ る よ う な も の です よ 。 最 も 美 し い格言の真面 目 な 重 々 し さ

よ り も も っ と 前 に 、 心の 中 を 突 き 進 ん で ゆ く よ う に 。

上 の 引 用 中 で 《 ces livres 》 と い う の は 、 前頁 に挙げた 『比較論J 第二巻か ら の 引 用 と 同 様、 ス

カ ロ ン の 『 ロ マ ン ・ コ ミ ッ ク 』 に代表 さ れ る 滑稽物語の こ と で あ る 。 こ の 司祭の言葉 に お い て は 、

冗談め い た も の で さ え教訓性 と 相侯 っ て そ の 有効性が発揮 さ れ る 、 と い う こ と が認め ら れて い る

の で あ る 。 こ の後、 『物語集』 に付 さ れた 1694 年の 「序文」 に お い て は 、 先の言葉 と 呼応す る 条

が見 ら れ る 。
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Ils [ = les gens de bon gout] ont ete bien aises de remarquer que ces bagatelles n’etaient 

pas de pures bagatelles, qu’elles renfermaient une morale utile, et que le recit enjoue dont 

elles etaient enveloppees, n’avait ete choisi que pour les faire entrer plus agreablement 

dans l’esprit et d’une maniere qui instruisit et divertit tout ensemble24. 

趣味の 良 い 人 々 は こ の よ う な こ と に気付 き 、 と て も 喜 ん だ の です。 つ ま り 、 こ れ ら の く だ

ら な い物語が単 な る く だ ら な い も の で は な く 、 有用 な 教訓 を 内 に 秘 め て い る こ と 、 そ し て 、

そ れ ら を 包 む 陽気 な お話 は ま さ に 、 よ り 心地良い も の と し て 、 読み手 を 教化 し つ つ 同 時 に 楽

し ま せ る よ う な や り 方で、 そ れ ら が精神 に入 り 込む よ う に と 、 選 ばれた も の だ と い う こ と で

す。

こ の 「序文」 は 、 韻文に よ る 三つ の物語の 冒頭に付 さ れた も の で あ る 。 こ こ で は 、 昔話やお伽噺

な どの物語の 「楽 し さ 」 が教訓 を 伝 え る に 際 し て効果的であ る と い う こ と が、 子供の教育 を 例 に

採 り な が ら 論 じ ら れて い る 。

以上の検討か ら 確認 さ れ る よ う に 、 ペ ロ ー の 『古代人近代人比較論J に お い て展 開 さ れ る 文芸

論に は 、 後の 『物語集J の 詩法 に つ な がる 方針 を 明確 に見 出 す こ と がで き る の で あ る 。 ペ ロ ー の 『物

語集J は 従来、 こ の 時代の 文学史 を 論 じ る に 当 た っ て は 、 小品 と し て や や 遠 ざけ ら れて き た と 言

え る し 、 「新旧論争」 を 論 じ る に 当 た っ て は 、 な お さ ら の こ と であ っ た。 し か し 、 以上の考察 を

経 る と 、 同 『物語集J を 単 に 「ペ ロ ー の老後の慰み と し て書かれた も の」 と 捉 え る の で は 、 不十

分であ る と い う こ と が理解 さ れ る 。

た だ、 こ こ に見 出 さ れ る ペ ロ ー の 方針 は 、 「楽 し ま せっつ教 え る こ と 」 plaire et instruire と い

う 伝統的 な 考 え に 基づ く も の と 考 え る の が妥当 であ ろ う 。 し た がっ て 、 こ こ でペ ロ ー が主張す る

も の は 、 根本 に お い て は 、 文学作 品 に伝統的 に求め ら れて き た 要素、 さ ら に は 同 時代 に お い て も

多 く の文人、 知識人が求め て い た要素 と 相通ずる も の な の で あ る 。 そ の 一 方で、 着 目 に値す る 点

と し て指摘 で き る の は 、 伝統的 に 価値が認め ら れて き た そ の よ う な 要素 を 、 古代文学の系譜 と は

ま た 別 の 、 フ ラ ン ス の伝統文化や そ れ に 連 な る 近代 の フ ラ ン ス 文学 に も 認め ら れ る も の と し て 、
ペ ロ ー が提示 し て い る こ と で あ る 。 こ れ は と り も な お さ ず、 フ ラ ン ス 伝統文化 の 顕揚 を 目 指す、

近代派の立場の表明であ る と 言 え る だ ろ う 。 ま た 、 そ れ と 同 時 に 、 ペ ロ ー は 同 時代 の 文芸作 品 に

そ の よ う な価値 を確実に付す こ と を 求め て い る も の と も 考 え ら れ る 。 こ こ に 、 す で に在 る 近代作

品 の擁護に 留 ま ら ず、 来 た る べ き 文芸 に 対 し て価値の 向上 を 求め る 、 ペ ロ ー の 姿勢が認め ら れ る

の で あ る 。 ベ ロ ー が近代文芸 に 求 め る 要素、 作 品 の価値 は 、 後に彼 自 身が執筆す る 『物語集』 に

通 じ て い る こ と か ら 、 そ れ は 、 自 ら 創作の方法 を 探求す る 行為 で も あ っ た だ ろ う 。
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結び

『古代人近代人比較論』 に は結局 の と こ ろ 、 「新旧論争」 に対す る ペ ロ ー の どの よ う な 態度が示 さ

れて い る の だ ろ う か。 作 品 の対話 を 通 し て 、 ペ ロ ー が無下 に 古代 の 詩人 た ち の才智 を 否 定す る こ

と は な く 、 そ の姿勢 は む し ろ 穏健 な も の で あ る 。 第三巻の対話 中 、 古代派の法院長 は 、 次の よ う

な こ と を 述べ る c 近代人の 作品 中 に ホ ラ テ ィ ウ ス に拠 る 部分 を 見つ け る と 、 金の 中 に 宝石がは め

込 ま れて い る の を見 る よ う で喜ば し い 、 と 。 それに対 し て 司祭は、 « Cela ne vient que de la meme 

prevention et de la meme veneration outree que vous avez pour les Anciens, [ ... ］ 丸 （ 「それ も ま た 、

あ な た が古代人 に対 し て抱 い て い る 、 先入見や過度の崇敬か ら 来た だ け の も の です よ ［ ・ ・ … ・ ］ 」 ）

と 指摘 し て い る 。 司 祭 は 同 様の こ と を 何度か繰 り 返 し て述べて い る が、 こ れは ベ ロ ー の態度 を 良

く 示す も の で は な い だ ろ う か。 結局 の と こ ろ 、 ペ ロ ー は古代人や そ の 文芸 そ の も の を 批判 す る こ

と よ り も む し ろ 、 同 時代 に し ば し ば見 ら れ る 古代人への過度の崇敬に対 し て、 そ の行 き 過 ぎ を 指

摘す る こ と を 意図 し て い た と 考 え ら れ る ので あ る 。 古代か ら の 「権威」 への過度 な 傾倒 が招 く 硬

直化や そ の 閉塞性につ い て 、 穏や か に 警鐘 を 鳴 ら そ う と す る 試み であ っ た と 考 え る と 、 そ の よ う

な ペ ロ ー の 姿 は 、 イ タ リ ア の 先達の 姿 と 重 な っ て く る 。 ラ ン チ ェ ロ ッ テ ィ は 、 「現代」 の称賛 と

い う 点 に お い て ペ ロ ー の先達 と も 言 わ れ る が、 自 由 間違 な 批判 的精神が 「今こ の時代」 の過度 な

批判 に 至 る こ と を指摘すべ く 、 「現代の称賛」 を 試み た の で あ っ た 。 し たが っ て 、 両者 の 共通性は 、

ベ ロ ー の 『ル イ 大王の世紀』 と ラ ン チ ェ ロ ッ テ ィ の著作 に そ れぞれ色濃 く 表れてい る 、 君主 を 大

仰 に賛美す る 姿勢の み な ら ず、 一方で古代の権威への崇敬に危倶の念 を 示 そ う と す る 、 あ る 部分

で は冷静な 姿勢 に も あ っ た 、 と 言 え る だ ろ う 。 ペ ロ ー の 「新旧論争」 参加への経緯 に つ い て は 、 『ル

イ 大王の世紀』 の発表に よ っ て 、 論争が思 い の外 に過熱 し た た め に 、 近代派 と し て 参戦せ ざる を

え な く な っ た 、 と い う 事情 も あ っ た ら し い。 「新旧論争」 に お け る ペ ロ ー の 主張の 集大成 と 考 え

ら れ る 『比較論J に お い て 、 称賛の対象 を 古代人か近代人の ど ち ら か一方 に は っ き り 定め よ う と

す る の で は な いベ ロ ー の態度 も 、 一つ に は 、 そ の よ う な 経緯 に よ る も の だ っ た の だ ろ う 26

し た が っ て 、 ベ ロ ー の 「新旧論争」 に お け る 姿勢 は 、 古代 ギ リ シ ャ ・ ロ ー マ の社会や偉人、 文

芸 の批判 よ り も む し ろ 、 近代 フ ラ ン ス の称揚の方に傾い て い た と 考 え ら れ る 。 そ れ は 、 単に 「現

代」 を 称賛す る と い う の で は な く 、 近代 フ ラ ン ス の社会、 文化 を 、 そ れ ま で に フ ラ ン ス が独 自 に

築 い て き た歴史 と 伝統の流 れ に 位 置付 け よ う と す る 姿勢で も あ る 。 そ う で あ ればこ そ 、 ペ ロ ー は

フ ラ ン ス 伝統の文芸 を古代 ギ リ シ ャ ・ ロ ー マ の 文芸 と 対比 し て 論 じ 、 前者 に お け る 教訓 的効果の

高 さ を 認め る の であ る 。 そ し て ま た 、 近代 フ ラ ン ス の 文芸 に つ い て は 、 称賛 に 終始せず、 「 楽 し

ま せつ つ 教 え る こ と j plaire et instruire と い う 伝統的要素 を 時代の趣味 に合 う 新 し い 形で実現

す る こ と に よ り 、 作 品価値 を 高 め る こ と を 求 め て い る 、 と 考 え ら れ る の で あ る 。 17 世紀 フ ラ ン

ス に お け る 「新旧論争」 の対立 は 、 ア カ デ ミ ズ ム と フ ラ ン ス 文芸独 自 の発展 を 目 指す姿勢 と の衝

突、 あ る い は矛盾 を 苧む 文壇の状況 に 起 因 す る も の と 理解 で き る が、 「新旧論争」 期 の ベ ロ ー の

議論は ま さ に 、 フ ラ ン ス 文芸 の独 自 性 と 発展性 を 引 き 出 そ う と し た も の で あ り 、 そ れ ゆ え に 、 創
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作法 を 探求す る 姿勢で も あ っ た と 言 え る だ ろ う 。 そ し て 、 こ の 一種の理論的探求が、 晩年の 『物

語集J と い う 具体的 な 形 に 通 じ て い る と 考 え ら れ る の で あ る 。

注

1) Histoires ou cont，θs du temps passe. A vec dθS moralites （ 『過 ぎ し 昔 の物語な ら びに教訓J 、

以下 『物語集』 と 略す） と 題 さ れ、 1697 年 に ク ロ ー ド ・ バルバ ン 書障か ら 刊行 さ れた も の O 『眠

れ る 森の美女』 、 『赤ず き んJ 、 『青 ひ げJ な どの散文に よ る 短編物語八篇が収め ら れ、 国王 ル

イ 14 世の姪であ る エ リ ザベ ッ ト ・ シ ャ ル ロ ッ ト ・ ド ル レ ア ン に 献呈す る 形で世 に 出 さ れた 。

ま た 、 ペ ロ ー は こ れ に 先立つ 1691 年か ら 1694 年 に か け て 、 韻文に よ る 短編物語 を 三篇 、 発

表 し て い る D 今 日 で は 、 こ れ ら の韻文お よ び散文の物語 を ま と め て 出版す る こ と が多い 。
2) ZUBER. Roger, « Les Contes de Perrault et leurs voix merveilleuses 》 ［1987], in Les 

Emerveillements dθ la raison. Classicismes litteraires du Xηf siecliθ franr;ais, Klincksieck, 
1997, p. 272. R. ズ

、
ユ ベ ー ル以降、 マ ル ク ・ フ ュ マ ロ リ ら に よ り 、 「新旧論争」 の 文脈に お け

る ペ ロ ー に も 光が当 て ら れ る よ う に な り 、 注 4 に挙 げた 「新旧論争」 に 関連す る テ ク ス ト の
選集 に は 、 そ の研究視点が良 く 現われて い る と 言 え る 。 し か し 、 今やペ ロ ー の代表作 と な っ
た 『物語集J と 「新旧論争」 と の 関 連 に つ い て は 、 文学論争 的 テ ク ス ト の執筆期 を経て 『物
語集』 に 至 っ た 思想的経緯 な ど、 今後明 ら か に さ れ る べ き 問題があ る 。

3) こ の作 品 は 四 巻か ら な り 、 1688 年か ら 1697 年 に か け て テ オ ド ー ル ・ ジ ラ ー ル寡婦お よ びテ
オ ド ー ル ・ ジ ラ ー ル 息子 に よ り 刊行 さ れた 。

4 )  マ ル ク ・ フ ュ マ ロ リ に よ る と 、 文学 に よ る 比較 は イ タ リ ア 文壇 に 存在意義 を 与 え る 行為 で
あ っ た 。 Cf. FUMAROLI, Marc，《 Les abeilles et les araignees », in La Quθ＇relle des Anciens 

et des Modernes. XVI?-XVIIf siecles, ed. Anne-Marie Lecocq, Gallimard (folio), 2001, p. 29. 
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