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――アシア・ジェバールの『愛、ファンタジア』『父の家に居場所なく』
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はじめに

　北アフリカのマグレブ地域、カリブ海のマルチニック、グァドループなど

フランス海外県、あるいはカナダのケベック州など、いわゆるフランコフォ

ニー（仏語圏）には、フランス語による独自のテレビ局、ラジオ放送局、出

版社、映画会社がある。そこでは使用言語と歴史的経緯が深く関わっている

だろう。仏語圏で生まれ育ったフランス語作家の自伝的作品は、言語と歴史

の深い関係を、非当事者に明かしてくれるかもしれない。

　例えばアシア・ジェバール、ジゼル・アリミは、それぞれフランス統治下

のアルジェリアとチュニジアでフランス語教育を受け、高等教育を旧宗主国

で終えて大学の教職や弁護士資格を得た。そして、1950年代の植民地解放闘

争の時代に表現を始めた。とりわけジェバールは、男性主流のマグレブ・フ

ランス語現代文学の第一世代に、女性として例外的な地位を得ている。

　「女性として」という点が大切なのは、ユダヤ系のアリミも、ムスリムの

ジェバールも、それぞれの伝統文化で女性に割り当てられてきた地位に反発

し、自分たちの書くものを、性の非対称性に対する抗議と捉えてきたように

思われるからである。本論では、すでにいくつか小論を書き(1)、このほど重

要な評伝が井上たか子氏によって翻訳されたアリミではなく(2)、その文学的

名声がすでによく知られているジェバールを取り上げて、筆者の年来の研究

テーマである自伝と思春期の問題に寄せて考察してみたい(3)。

1．近年の研究視角

　アシア・ジェバールはアルジェリアを代表する女性フランス語作家である。
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アカデミー・フランセーズにアルジェリア人女性として初めて入会した時の

演説（2006年 6月 22日）で、彼女はいまだ祖国がフランス植民地だった時

代に、ボードレール詩を手ほどきしてくれた中学校教員ブラシ夫人に、いか

にも旧宗主国の聴衆の期待に答えるかのように、慎ましく感謝を表してい

る(4)。ノーベル文学賞を受賞したアルベール・カミュが、ストックホルムで

のスピーチをまとめた『スウェーデン講演集』（1958）をアルジェの中学教員

ルイ・ジェルマンに捧げているのが想起される(5)。だが、ジェバールは同じ

演説で、植民地時代のアルジェリアでは「二つのアイデンティティ言語であ

る古いベルベル語とアラビア語が教育から締め出されて」おり、「私たちの祖

先が少なくとも四世代にわたって日々経験した植民地主義が深い傷だった」

と手厳しい。しかも、1990年代のアルジェリアでは、過激民族主義者によっ

て「自分の同僚作家、ジャーナリスト、知識人らアルジェリアの男女が、フ

ランス語で自分の考えを述べた、あるいはたんにそれを教授したというだけ

の理由で命を落とした」ことに触れて、旧植民地のフランス語使用者の置か

れた窮状への理解を求めてもいる。ジェバールは儀礼的な入会演説に、ひと

りの知識人として政治的意味を持たせようとした。

　以下、フランスにおける近年のジェバール研究を概観し、本論の問題提起

に関連する先行研究を紹介する。著者名はアルファベット表記のフランス語

読みであることをお断りしておく。

　まず、作家ジェバールは、そのアイデンティティの多層性によって、北ア

フリカのマグレブ地域あるいは広くフランス語圏を対象とする比較文学・比

較文化研究で重要な作家である。

　ファーティマ・アーヌッシュは『マグレブのフランス語文学　想像力と社

会文化的表象』の半分をジェバールに充てている(6)。アーヌッシュは同じマ
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グレブ作家のハティビで博士号（ボルドー第 3大学）を取得した。続いてア

ガディール大学（モロッコ）に提出された博士号請求論文にもとづく同書で

は、女性による移民文学と、モロッコ出身のベン・ジェルーンのような男性

作家が移民女性を主人公にした小説にも注目する。ジェバール作品の主とし

て自伝的側面が社会学的手法で解析されるのは、アーヌッシュのその後の研

究が、映像作品まで含んだ女性作家の自伝的物語に向かっているからだろう。

　ナジェ・ハッダ編『マグレブ作家とテクストの近代性』(7) では、ベイダ・

シッキがジェバール作品とアルジェリア戦争との関係を、小説への歴史事象

の書き込みに注目して論じている。ムスリム女性の個人史が、アルジェリア

民族史、さらには地中海地方イスラム圏の女性史の文脈に組み込まれて再話

されるのを作品の発表順に、物語理論を用いて跡付けており、本論の見通し

に合致する。シッキによれば、ジェバールは初期作品の登場人物が「恋愛の

本筋に色添えするためにだけ存在」(8)していたのを改め、『愛、ファンタジア』

で複線的な物語の進行のうちに、斬新な歴史叙述を試みた。すなわち、アル

ジェリア征服に関するフランス軍関係者の手紙や報告、フランス軍の漸進的

浸透の中で対立し解体する現地共同体で女性たちの革新的な行動が見られる

伝奇的物語（「マズーナの裸の花嫁」）、さらにはアルジェリア独立戦争当時に

山岳部でパルチザン活動をした女性への聞き取りを並べた作者は、それらを

自分自身の少女時代から、パリ生活を経て、取材当時までの回想と連結させ

たのである。小説の末尾で、「私は 1842年に生まれた。サンタルノー指揮官

が私の出身部族、ベニ・メナーセルの修道場（ザーウィア）を破壊しに来て、

今は失われた果樹園やオリーヴ林にうっとりしながら、〈アフリカでもっとも

美しい場所〉だと兄に手紙で知らせたその時に」(9) と、語り手の神話的な立

ち位置が述べられたことを、シッキは「驚くべきことだが説得力がある」と
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評している。

　次に、ジェバールの用いる表現手段の多様性、つまり小説、ドキュメンタ

リー映画、歴史叙述の成果も注目されている。前述のスリジー・ラ・サルの

シンポジウム「アシア・ジェバール　文学と継承」報告集は、ジェバールが

アルジェリアのテレビ局に依頼されて監督したドキュメンタリー風の劇映画

『シュヌア山の女たちのヌーバ』（1978）を取り上げるとともに、ジェバール

の時事評論、そして前述のアカデミー入会演説も再録しており、50年以上に

わたって生み出されたジェバール文学が、何を、また誰に代わって継承しよ

うとしているのかを問う。なお、シンポジウムの前年、ジェバールは最後の

小説となる『父の家に居場所なく』（2007）を発表し、作家キャリアを振り

返って「50年もの執筆の長いトンネル」と書いている(10)。

　一方、フランス語圏文学における表現の複線化を、〈「相互＝中間」的に話

す（endredire）〉という造語を使って論じたボルドー第 2大学のシンポジウム

では、ミレナ・ホルヴァスがジェバールの「アラブ四部作」の『愛、ファン

タジア』と『牢獄は広大なり』（1994）を取り上げる。前者では描写という観

点から前述の「マズーナの裸の花嫁」における女性の身体表現をドラクロワ、

フロマンタンらオリエンタリスト画家の手法と比較。後者では、この小説が

『シュヌア山の女たちのヌーバ』の撮影現場を小説化していることから、女性

監督（映画では女性建築家）に仮託された作者ジェバールと、劇中の夫の交

錯する視線について論じる。このように、絵画、文学、映画を往還する女性

表現の多様性と一貫性が問われる。なお、ミレナ・ホルヴァートによれば、

前述のシッキは、ジェバール作品が固定観念としてのオリエンタル女性像を

脱構築してきたと考える批評家の一人である(11)。スリジー・ラ・サルのシン

ポジウムでは、ソリフィアーヌ・ラグアティが「〈文学的二言語兼用〉序説」
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で、ジェバールのイスラム化以前のアラブ語詩への関心に触れ、『愛、ファン

タジア』の「シストルム」（古代エジプトの打楽器）という名の節はアラブ語

文学を下敷きにした詩的散文で書かれていると論じる(12)。

　ジェバールの政治的立ち位置については、カウタル・ハルシが、アカデ

ミー・フランセーズ入会演説の招いた論争の背景を、当時のフランスにおけ

る歴史修正主義とさえ言いうる植民地観の変更に見ている(13)。

　さらに、歴史家としてのジェバールの真骨頂を、アルジェリア近現代史を

女性たちの声によって揺さぶっている点に求める研究がある。

　ジェバールが映画と『愛、ファンタジア』で、女性パルチザンの証言を掘

り起こしたことは、スリジーの国際シンポジウムではアンヌ・ドナデーに

よって主題化されている。ドナデーは「トラウマ継承の文学的経験」を、邦

訳もある小説『墓のない女』（2002）に即して論じる。英語圏の研究のレ

ビューでもあるドナデー論文は、先行研究に依拠しながら、映画『シュヌア

山の女たちのヌーバ』で老女の回想する、墓のないパルチザンの女性ズリッ

カを「戻ってきた幽霊」と見なす(14)。ドナデーを敷衍すれば、アルジェリア

独立から 40年、映画公開から四半世紀を経てようやく小説が完成したこと

に、脱植民地化過程の遅れが想起される。『墓のない女』の訳者、持田明子の

言葉を借りれば、「アルジェリアの歴史がこれまで言及することのなかった女

たち」(15)、その過ぎ去らない過去の亡霊的出現こそが、ポストコロニアルの

「ポスト」の意味だろう。

　アルジェリア征服史および独立闘争史の暗部に読者を誘うジェバール小説

の目論見は、シェリフ大学でフランス文学を講じたブアリ・クアドリ＝モス

テファウイによって、大胆に論じられている(16)。クアドリ＝モステファウイ

は、ほとんど参考文献を挙げずにテクストの精読のみで独自のジェバール論
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をものした。著者によれば、『愛、ファンタジア』の目に鮮やかな自伝叙述と

歴史叙述の入り組みは、当局の検閲の眼を逸らす戦術であって、征服時のフ

ランス人とアルジェリア人の複雑な関係、つまり独立後のアルジェリア公式

史観では認めがたい現地共同体とフランス軍との相互依存関係を暴くことが

重要である。前述の「マズーナの裸の花嫁」と、アルジェリア戦争当時の

「羊飼いの赤毛の少女」シェリファの物語によって、ジェバールはイスラム社

会における男女関係を反転させる。前述のドナデーも、自身が 1976年にアル

ジェで行ったインタビューで、ジェバールがアルジェリアを「女性たちが猿

轡をはめられるこの行き詰った社会」と非難しつつも、制作中の映画『シュ

ヌア山の女たちのヌーバ』への悪影響を気遣って、検閲官を刺激しないよう

録音を拒んでいたと回想している(17)。

　最後に、本論で『愛、ファンタジア』（1985）と『父の家に居場所なく』

（2007）を取り上げ、個人的事情の再話について論じる意義を明らかにしてお

きたい。

　両作は、ジェバールの創作活動において、13年に及ぶ小説発表の中断期を

挟んだ後期に位置付けられる。とりわけ、『愛、ファンタジア』はその後、

『影、スルタン妃』（1987）、『牢獄は広大なり』（1994）とともにアルジェリア

四部作とされる。最終巻は未完であり、生前に発表された最後の小説『父の

家に居場所なく』「エピローグ」の語り手は、同作が「より長大な自伝のプロ

ローグだろうか」（NP, 419）と自問している。

　小説の中断期にジェバールは、母方の生地であるダフラ山地を訪れ、独立

戦争に参加した農村女性らにインタビューをする。こうして成立した前述の

ルポルタージュ風劇映画『シュヌア山の女たちのヌーバ』と一部で重なる、

いわば女性パルチザン秘史と言うべきものが、『愛、ファンタジア』の第三部
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「埋もれた声」に「13歳の羊飼いの娘、シェリファ」（A, 282）の物語として

散りばめられている。一方、『父の家に居場所なく』は、語り手の幼年時代か

ら 16、17歳までの出来事を編年体で、何度も書き直すように断章を重ねて回

想する。このように両作で語られる出来事の時間的な、また空間的な重なり

はそれほど大きくない。

　しかし、両作を読み比べて明らかに再話と言えるのが、『愛、ファンタジ

ア』で 2ページ程度の、父に破り捨てられた後に屑篭から拾われてつなぎ合

わされた手紙の話と、3ページほどの投身自殺未遂の顛末である。『父の家に

居場所なく』ではそれらがひとつながりの物語をなして、140ページを超え

る第 3部の全体に膨れ上がっている。そこには喉に刺さった棘のような個人

的事情を、執拗に語り直す作家の姿がある。

　作者は出来事からおよそ 30年が過ぎた時、例えていうなら暗号化され圧縮

された『愛、ファンタジア』という物語のファイルを作った。そして、その

20年後に『父の家に居場所なく』を書いて、「隠しているもの」（NP, 274-

275）なり「秘密」（NP, 408）なりを解凍したが、この小説で「逸話（« ma 

petite histoire »）」と呼ばれる（NP, 274）個人的な事情がすべて読めるわけで

はない。たしかに、手紙を引き裂いた父親の横暴に消極的に抵抗したことは、

すでに『愛、ファンタジア』に書かれており、その結果として「1953年秋の

ある日」に行き着いた決断と、その後の沈黙ないし韜晦もそれなりに書き込

まれている。だが、その詳しい事情を、『父の家に居場所なく』がどれだけ語

り直しても、小説の「エピローグ」と「後記」が、書かれたものに反論して

上書きを許さない。どのような父性が、男性性が問題なのか。居場所を持た

ないのは女性だけなのか、どんな女性なのか、という新たな謎が湧き出すか

らである。だが、ジェバールはこの個人的な事情を掘り下げることに、ムス
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リム女性として現代に生きる意義を見出そうとしているように、少なくとも

この最後の小説を読み終えた者には感じられる。それが本論の出発点だった。

　両作の先述の箇所を併読するのは、スリジーの国際シンポジウムに先行研

究がある。エルンストペーター・ルーエは「跨ぐこと飛び立つこと　エコー

造影技師アシア・ジェバール」で自伝叙述を主題化して、娘の恋愛感情とア

ラブ文学言語の関わりを論じた。また編者のひとりミレーユ・カル＝グリュ

ベールは、ポストコロニアル状況における相続人不在の遺産継承を問題化し

つつ、両作を比較検討しており、十分に理解したとは言えないが本論で参考

にした(18)。また、ジェバール小説と現代マグレブ文学について竹内旬子の一

連の論考に大きな示唆を得た(19)。

2．自伝小説？

　いまだ崩壊の徴候に気づいた現地人は多くなかったにせよ、植民地アル

ジェリア末期における思春期の経験を通して、ジェバールはムスリム女性の

存在意義を問うている。こう考えれば、本論で考察する『愛、ファンタジア』

と『父の家に居場所なく』が、ともに表紙に「小説」と記されているものの、

偽装された作者の自伝だと感じる読者がいても不思議はない。

　自伝と小説ははたして二律背反だろうか。自伝がありのままの自分をさら

け出し、小説は取り繕っていると感じられるなら、自然と人工の対比がそこ

に読めるだろう。自伝の語り手に想定される特定の音色と、小説の語り手の

物理的基盤である紙の上の活字との違いに、声と文字の対立を見ることもで

きよう。自伝は声のように本質的で、小説は文字と同様に二次的、非本質的

だ、と対照的な価値づけもできる。近代以前には、特定の感情を生み出すの
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にふさわしい芸術ジャンルがあり、フランス古典主義時代に悲劇は韻文で書

かれ、喜劇なら散文で書いてもよかった。とはいえ、自伝と小説の間に、散

文詩が韻文と散文のグレーゾーンであるような意味で、自伝小説という折衷

的ジャンルを見るのは困難だろう。物語の内容が真実かフィクションかの問

いは、突き詰めれば程度の問題ではなくなるからである。

　このような高校生の作文のごとき幼稚な議論は、アルジェリア女性として

初めて高等師範学校に入学を許されたジェバールにふさわしくない。『愛、

ファンタジア』と『父の家に居場所なく』で、宗主国の言語が植民地現地人

女性によって習得されるプロセスが語り手の生い立ちに即して記されるのは、

フランス語で書かれた彼女の小説に必須の自伝的身振りである。物語の主人

公は二つ、あるいは三つ以上の文化の間に生きている。だから、人格形成を

物語るために、読み書き習得の経験を語らねばならない。フランス語しか読

めない読者が単一言語使用という擬制（フィクション）を想定しやすいから

こそ、フランコフォニー作家は個人的な事情を語りきるために虚構（フィク

ション）を必要とする。

　『愛、ファンタジア』の冒頭と結末近くで、一人の少女が父親に手を引かれ

て、公立学校でフランス語を学んでいる。彼らは植民地の村でフランス語教

員アパートに暮らす、唯一の現地人家族である。また、両作品ともに、少女

は村のフランス語学校に通いながら、放課後にコーラン学校でアラブ語を習っ

た（A, 253-261 ; NP, 97）。一方、ヴェールを被った年配の女性たちの目に、

被らない少女が異様に見え、それを少女の母親が、「この子は読んでいるのだ

から」（A, 254）と釈明したことは、少女と両親の地域社会での立ち位置を物

語る。『父の家に居場所なく』冒頭は、母に連れられて親戚の家に行った少女

が、親に買い与えられたスカートや人形によって好奇の目に晒され、自分の
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ことを「異国人」（NP, 18）と感じる様子を描く。このように、両作品には、

マグレブ出身フランス語作家第一世代に特有の、宗主国の言語を通した異文

化への適応と、それゆえに内面化された伝統社会との葛藤が物語化されてお

り、そこに芝居の書き割りめいた虚構性が読めなくもない。

　「個人的なことは政治的なこと」とは、1970年代のフェミニズム第 2波の

スローガンだと言われる。それは女性の経済的自立と自己実現を可能にする

法的整備を基調としたシモーヌ・ド・ボーヴォワール『第二の性』（1949）に

対して、社会的地位の上昇という観点からは見えにくい肌の色、民族、経済

的格差、国際移動の歴史など、女性一人一人が日常的に生きている「個人的

な」事象こそ政治的課題に挙げるべきだという主張に要約できるだろう。第

2波は国ごとに多様な課題を掲げた。ジェバール小説の読者は、少女の「個

人的な」経験をマグレブのムスリム女性の置かれた一般的状況として読ませ

ようとする作者の「政治的」意図を感じるだろう。表紙に「小説」と記され

ているのも相まって、少女の生き方が成功に向かうか失敗に終わるか最後ま

で分からないからこそ、そこに思考実験という意味でのフィクションが読ま

れうる。本論で言う自伝小説は、折衷的ジャンルというより、政治的主張を

隠した観念小説（roman à thèse）が、作者の個人的事情を素材に書かれてい

るという意味なのである。

　読者はまた、宗主国の言語で書かれた現地人の物語であることをたえず意

識させられることで、作者の方法論的自問に付き合うよう求められる。それ

ゆえ、両作を特異な自伝小説として読むよう誘導される。『愛、ファンタジ

ア』の結末近くの一節を引こう。

　「敵性言語（langue adverse）で実行される自伝は、フィクションとして
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織りなされる。少なくとも、書き言葉（écriture）が運ぶ死者たちを忘れ

たくても麻酔が効かないかぎりは。」（A, 302）

　「敵性言語」とは、「植民地化された人々のフランス語」（A, 300）のことで、

「私の書くフィクションは、場塞ぎな遺産のせいで重量を増しながら試みられ

るこの自伝なのだ」（A, 304）と負の遺産にも言及される。ジェバールはマル

グリット・ル・クレジオに、「フランス語に対する気づまりが映画の仕事のお

かげで払拭された」(20) と語っている。フランス語を使う自分自身は、カメラ

という他者の目を得て初めて、「フィクションとして」描けるようになる。映

画で山間部の元パルチザン女性に口語アラブ語でインタビューする役は女優

が演じ、監督はカメラの背後にいる。この『愛、ファンタジア』の一節は、

今まさに終わろうとしている小説を「自伝」と呼び、ただちに「フィクショ

ン」と言い添えることで、自作をメタレベルで批評している。

　『父の家に居場所なく』「エピローグ」から引けば、作者の批評意識が、さ

らに強く感じられるだろう。

　「この物語は破局した恋の小説だろうか。それとも、地中海の南のどこ

かにいる一人の娘、いや行儀のいい娘と書くところだったが、それはた

だ未解放というだけのことで、そんな箱入り娘の起伏に乏しいロマンス

だろうか。

　もっと長大な自叙伝の序曲、前口上だろうか。」（NP, 419）

　『父の家に居場所なく』では、『愛、ファンタジア』で規定されたフィク

ションとしての自伝の叙述が分厚くなる。「行儀のいい娘」が暗示する半世紀
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前のフェミニスト第 1世代、シモーヌ・ド・ボーヴォワールの回想録「行儀

のいい娘の回想」（邦題『娘時代』）と同様、そこには幼年時代から思春期に

かけての「起伏に乏しいロマンス」が入念に書かれている。しかも、主人公

一家のアルジェへの転居に伴い、社会背景の奥行きが広がる。フランス語学

校のある村から県庁所在地に栄転した父親が、娘の大学進学を後押しする程

度にはリベラルになったのと比べて、その妻はヴェールをつけずに一人で市

場に出かける自由を謳歌する。娘もリセの放課後、イスラム法学校（médersa）

に通う恋人と、髪を風になびかせて市街を歩き、まるでムスリム男性のヨー

ロッパ人ガールフレンドの趣である。植民地の都会暮らしを始めたムスリム

女性は、母娘ともに異文化接触を楽しみ、おそらく不可逆的に変身しつつあ

る。少女の個人的事情を語る逸話が、社会学的広がりを帯びるのは、「エピ

ローグ」の後段で言われるように、それが地中海南岸に生きる彼女たち「み

んなの」自伝だからである。

　「なぜ、一体なぜ、私は、そしてすべての女性たちには、〈父の家のど

こにも居場所がない〉のだろうか。」（NP, 433）

　小説と銘打たれた物語に自伝性を見出す読者の眼には、現地人が同じ言語

に敵と友とを見いださざるを得なかったアルジェリア近現代史の暴力が映る。

その言語は伝統社会と女性同胞の敵であり、都市文化に順応する新しいムス

リム女性の友である。ようやく本論は、個人的事情の語られた 2作品で、初

発の語りと再話の比較検討を始めることができる。
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3．再話の検討

　『愛、ファンタジア』と『父の家に居場所なく』に共通して語られ、本論で

比較検討される逸話（« petite histoire »）とは、トピックにまとめれば「引き

裂かれた手紙」と「1953年秋の自殺未遂」である。

〈引き裂かれた手紙〉

　なぜ恋文は引き裂かれたのだろうか。そもそもそれは恋文だったのか。

　『愛、ファンタジア』第 1部「都市の占領、あるいは愛が書かれる」の記述

によれば、17歳のある日、見知らぬ男性から「公然と送りつけられた」手紙

によって、少女は「恋愛物語を経験する」。フランス語教師である父は、ムス

リム男女が「敵性言語」で心を通いあわせる可能性に、「怒りでわなわなと震

え」、娘の面前で手紙それ自体を破壊したのだった。逸話の核心はその後にあ

る。

　「思春期の娘（adolescente）は寄宿舎から戻ると、夏中、村の小学校の

中庭に張り出した住居に閉じ込められている。昼寝の時間に、彼女は父

の怒りを誘った手紙を復元した。謎の差出人は、二、三日前に近隣の町

で行われた授賞式について書いている。」（A, 12）

　ここは一人称叙述に三人称が割り込んで、映画の切り返しショットの効果

を上げる。「閉じ込められて（cloîtrée）」という少女の「今ここ」は、「夏の間

ずっと」、教員である父と家族の住む教員住宅の「中庭」、区分住宅の「中」

という様々な境界設定の語彙によって閉域として反復強化される。ところが、
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授賞式当日、この男性は演壇で表彰される少女を見たのだった。閉域に綻び

が生じた。しかし、外部からの通信は父権によって遮断された。そして、「17

歳」の少女は父権に反発し、紙片をつなぎ合わせて意味を読み取った。それ

は見知らぬ学生によって、フランス語で書かれた、文通の申し出だった。反

発は反抗に発展し、「秘密の文通がフランス語で行われる」（A, 12）。少女が

主体である。彼女は「恋愛物語に飲みこまれた」（A, 12）。

　この挿話で閉域に間隙を作った「取り持ち女（entremetteuse）」は、「父が

私にくれたあの言語」（A, 12）である。すでに小説冒頭で、村の住人たちか

ら、「学のある乙女は皆、書くすべを知るだろうし、ならば当然、〈手紙〉を

書くだろう。娘にとって、書かれる愛が幽閉された愛より危険になる時が来

るだろう」（A, 11）と予見されていたのだった。『愛、ファンタジア』第 1部

の表題で、「愛が書かれる」が「都市の占領」と並んでいた理由が、こうして

すぐに明らかになった。現地人フランス語教員の父は、ムスリムの家長とし

て自縛自縄の窮地に陥って手紙を引き裂いたのである。そして、娘は自分の

行動を、外国小説をモデルに使って説明する。

　「目に見えない先祖の女たちの囁きが私の周囲と内奥に引いた円環か

ら、西洋小説のヒロインに倣った若い挑戦心が私を解放した。」（A, 13）

　『父の家に居場所なく』では、手紙を「千々に引き裂いた」父親が、「16歳

の娘」に、「お前は、先週の終業式に何をしたのか」（NP, 279）と問う。娘は、

父親も教員として列席した女子校の授賞式の後、友人のムニラ（Mounira）と

連れ立って男子校の授賞式に行ったことを白状させられる。この女友達が「架

空の人物」（NP, 231）だと、語り手は以前に断っており、その名は「オリエ
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ントの妖婦（vamp orientale）」らしく「欲望する者」（NP, 231）を意味する。

つまり、ムニラは教員である父に保護され監視される箱入り娘、「父の娘（fille 

de son père）」をそそのかして、解放あるいは侵犯への道に踏み入れさせる。

ヒロインが自らを解放するために「西洋小説」をモデルとするのではなく、

彼女はいまだ離脱しきれていない「オリエント」に脅かされている。

　物語のモデルとなる「オリエント」はそれだけではない。同様にヨーロッ

パの思い描く虚像とはいえ、植民地小説の中のムスリム女性像に、女子生徒

は汚染されている。語り手は、数年前の十代半ば、寄宿舎で隣のベッドのフ

ランス人生徒ジャクリーヌが話したがるプラトニックな恋愛感情（« flirt »）

なり、海岸を連れ立って（« accompagner »）歩く若い男女なりのイメージを

面白がって、「カスティーユの夏」という短編小説に仕上げようと細かな情報

を聞き出した。「カスティリオーネ」としないのは、入植者たちが家族連れで

バカンスを楽しむ漁村を舞台にしたら、「作者がムーア人女性だと分かりそう

にない」（NP, 301）からである。というのも、「当時の文学作品でも映画でも、

ムーア人女性はカスバにしか住まず、皆あたり前のように娼婦だったから」。

このように、女生徒はフランス語で短編を書くにあたって平均的フランス人

を読者に想定したため、プラトニックな恋愛が倒錯的に欲望された(21)。それ

は遊戯に過ぎなかったが、その「二、三年後」、男子学生の送りつけた手紙に

よって、自分自身が父の逆鱗に触れる羽目になったのである。

　たしかに、『父の家に居場所なく』でも娘は親の目を盗んで手紙を復元す

る。だが、『愛、ファンタジア』との大きな違いは、「どうして私は、新学期

から見知らぬ大学生と手紙を交わすことを承知したのだろうか」（NP, 284）

と、ここでは 1歳年少の 16歳の娘が、父権に対する反抗の決意を曖昧にして

いることである。それゆえ、「父の娘」であり優等生である語り手と学生の恋
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愛物語が穏やかに書き連ねられることになった。

　他方、決然と父に逆らった『愛、ファンタジア』の娘は、性愛を知り、夫

婦生活を経験し、娘を連れて家を出る。そこまでが凝縮して物語られる(22)。

　『愛、ファンタジア』の続く自伝的叙述は、未婚のムスリム女性の身体と性

の制御をテーマとする物語「三人の幽閉された娘たち」と、アルジェリア戦

争間近の村が舞台の「フランス軍憲兵の娘」を共鳴板に、フランス語を介し

た愛の物語になる。「父が母に手紙を書く」で少女の母は、父権と、それを支

えるアラブ語の慣用に一矢報いた「大胆極まる愛の表現」をする。それに

よって、「私は初めて、男と女を結びつける幸福の可能性を、神秘を直観した

のだった」（A, 58）。出張先から妻に手紙で「マダム」と呼びかけた父は、時

の趨勢に兜を脱いだようである。

　このように、陰惨なアルジェリア征服史と、独立戦争を暗示する憲兵一家

との交流を挟みながら、ハッピーエンドの予想される女性の自立の物語が紡

がれる。これと対照的に、『父の家に居場所なく』では、父権から逃れる意思

が定まらない娘が、投身自殺未遂の逸話への緩やかな傾斜を歩き始めている。

その傾斜を描写に見ておこう。

　小説第 3部第 2章「引き裂かれた手紙」に続く第 3章「初めての出会い」

では、大学生の外見と言動が入念に、かつ少女の批判的な眼差しの下で描写

される。タリクという名の青年は、口髭を蓄え（NP, 294）、アルジェリアの

ムスリム共同体の男子の常で、ことさらに〈r〉を響かせてフランス語を話し

て、少女との差別化を図った。彼はまた、フランス統治以前の支配者トルコ

人を祖先に持つ家系（Coulouglis）だと自慢して(23)、バカロレアの歴史試験

を終えた女生徒から「6世代後だから、私たちの昔の征服者の血は六分の一

だわ」と揶揄される（NP, 303-304）。青年の父はイマームだが、自分はイス
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ラム法学を修めてゆくゆく裁判官か公証人（cadi）になるつもりだと吹聴し

（NP, 304）、寛容なハニーファ信徒だからとビールを飲んで語り手を不快にさ

せる（NP, 305）。ジェバールは執拗なまでに文通の相手を類型化する。

　これらの描写は、青年の内に、やがて家父長を僭称して女性に命令し、室

内に閉じ込める男性を予見させる。他方、この恋愛物語の随所で女生徒は、

父の目が光っている限り、異性の視線に身体を晒すまいとする。例えば、バ

スケットボールの対外試合でユニフォーム姿になるのをムスリム女性として

不謹慎と思うあまりに、「父が不意に現れるのではと思っただけでパニックを

起こしそうになる」（NP, 289）、と厳父に対する懸念が妄想のように語られる。

この小説のムスリム女性は「解放」どころか呪縛されている(24)。

　だから、前作『愛、ファンタジア』で「恋人たちの痴話喧嘩」（A, 161）と

まとめられるものが、『父の家に居場所なく』では文通の中身によって仔細に

語られる。女生徒はフランス語教師である父親から与えてもらえない「オリ

エント」に憧れており、青年を介して触れようとしている。初めて会った日

に、少女は青年に Imru al-Quaysの詩句を暗唱させて、その音色に陶然とした

（NP, 310-314）。そして、青年がイスラム法学校で学んでいるアラブ語文学、

特にイスラム化以前の詩を、フランス語の対訳とともに手紙で送るよう相手

に約束させた（NP, 315）。雑貨屋に間借りした村のコーラン学校では、そこ

まで深く正則アラブ語を学べなかったからである。ムスリム社会の 2言語兼

用（ディグロシー）を基礎づける、教育課程における性差が見て取れる。

　だが、恋人志願者が最初に寄越したのは女性詩人 el Khansaの、亡き兄弟を

悼む哀歌に仮託した恋愛詩だった（NP, 317）。彼の目的は疑いようがない。一

方、少女はバスケットボールのシュート練習に熱中し、実家では大きな 3枚

の鏡の前でひとりダンスを踊る（NP, 218）。後に「ホメロス時代のアラブ語」
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に「私は恋をしていた」（NP, 407）と気づくことになるが、それには 1953年

秋の事件が必要だった。

〈1953 年秋の自殺未遂〉

　前述のように、『愛、ファンタジア』には、「引き裂かれた」恋文から「密

かな文通」に至る経緯は書かれていても、路面電車への投身自殺未遂の動機

は「恋人たちの痴話喧嘩」とされるだけで、文通相手の大学生との関連さえ

明らかではない。だから、『父の家に居場所なく』の再話は、その点を詳細に

再話したと言える。まして「エピローグ」に、「今は亡き父は、実は自分が死

をもたらす戦車の御者だったと知る由もあるまい」（NP, 423）と書かれてい

るからには、「父の家に居場所をなくした」不名誉な出来事についての赤裸々

な告白とさえ考えられよう。

　だが、それは『渇き』（1957）から数えて「50年もの執筆の長いトンネル」

（NP, 446）の出口としてはいささか物足りない。むしろ「エピローグ」の「お

前の書くフィクションの女性たちは（…）最後はたった一人で群衆を突っ切っ

て走り出す」（NP, 438）という一節に、半世紀も前の跳躍と飛び込みを紙上

で繰り返す己を見つめ直す意思が感じられる。

　父親自身が娘に「死をもたらす戦車の御者だった」とはどういうことだろ

うか。自殺未遂の挿話で呪文のように繰り返される「もし父さんがそれを知っ

たら、私は自殺する」（NP, p.391）という文は、やがて文の主語と目的語が他

の要素を消し去って「父さんが私を殺す」に変貌する(25)。軌道上に止まった

娘に向かって疾走する電車こそ「戦車」に他ならない。

　事件の現場は、両作で次のように書き分けられている。『愛、ファンタジ

ア』の、その名も象徴的な第 3部「埋もれた声」冒頭で、事件の核心は幻想
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の中にある。

　「私のいるのは港湾地区だろうか。みずからを無化しようと海に向かっ

て跳躍し、忘却に飛び込んだ時、最後の心象が立ち上る。紺碧の空を穿

つ船のマストが、巨大な水彩画のように垣間見えたのだ。真っ暗になる

直前、二列のレールが私の寝台になる。

　数分後、悲劇の暗がりから誰かが私を抱き起こすと（…）」（A, 162）

　娘は海に向かって跳躍しようとしたが、現実には路面電車の軌道上に倒れ

込み、そこで記憶は途切れた。みずからを無化する自殺衝動について、娘が

父親に打ち明けた形跡はない。

　現実に戻った女学生の耳に、「俺の手を見てくれ、まだ震えている」と、路

面電車を急停止させた「貧しい白人（petit Blanc）」、つまり運転士の言葉がこ

だまする。埋もれた声のひとつがそれであるのは確かだが、引用した一節の

収まる第 3部第 1楽章「二人の見知らぬ人」のもう一人とは、「15年後」に、

フランス本国で出会うことになる。

　パリに住む語り手は、ある夜、路上を、「内なる沈黙のトンネルの出口はど

こだろう」（A, 163）、「どんな死体が私の中で窒息しているのか」（A, 164）と

思案しながら歩いているうち、自分と歩調を合わせる人影から、「お願いだか

ら、マダム、そんな風に叫ばないで」（A, 165）と懇願される。我知らず大声

で叫んでいたのだった。ここには抑圧が、あるいはラカンの用語で排除

（forclusion）と呼ばれる防衛機制が、投身自殺未遂を語った直後に暗号化さ

れている。

　この圧縮ファイルを『父の家に居場所なく』が解凍する。出来事は、事故
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に逢った女生徒の側から断片的に語られる。だが、何枚もドローイングを並

べるように、再話それ自体を繰り返す。

　「巨大な空間だ、空と海がやがて混じり合う…ずっと低いところで騒々

しい街が、私の足元で囁き、彼方の、緑の水平線まで続く…紺碧の天頂

と天底が混じり合う。

　空間の一個の点になる！

　走る！

　まだ私は走っている、今はそんな気がする… 」（NP, 394）

　叙述は三人称で引き取られ、「娘は大通りのブンブンいうざわめきを足元に

聞いたのだろうか。逃げ去る女に巨大な腕を伸ばす水平線の海を見たのだろ

うか。〈走る…海まで！〉」（NP, 395）と、他者化された自分の心を推しはか

りかねるように叙述がなされる。再び一人称に戻って軌道を認める。

　「機械は射出され、跳躍している、幸福そうな怪物！私の目的は、結

局、自分を無化すること、彼方の、海があんなに遠くにあるところで。

そこで眠るために。

　あと一段、飛び越えればいい。

　すぐそこに、機関車が突入する。私の計画は瞬時に変更される。レー

ルだ。横になるんだ！全てがもっと速く完遂される。」（NP, 396）

　「みずからを無化しようと」した娘になりきったのが『愛、ファンタジア』

の語り手だった。これと対照的に、『父の家に居場所なく』の語り手は、人称
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を入れ替え、断章をつないで、「自分を無化」しようとした行為を語る。それ

は「恋人たちの痴話喧嘩」と言いさしたものの意味を多面的に考察するため

だろう。

　『愛、ファンタジア』で「最後の心象」とされた「二列のレール」は、「最

後の瞬間、私は三つに割かれた娘の身体を想像した！」（NP, 396）と、経験

の彼方にある事物に語り直される。そして、意識が戻って最初に知覚したも

のは、当然のことながら、「死をもたらす戦車の御者だった」父親ではない。

「目を閉じた身体の上で」、取り乱して執拗に、「この子が飛び出した…飛び出

したのは彼女だ！見てくれ、俺の手はまだ震えている！」（NP, 397）と喚く、

「戦車の御者」ならぬ運転士の声である。

　同じ運転士でも、『父の家に居場所なく』は、「失神から徐々に顔を出す娘」

の経験を三人称で対象化する。どうやら運転士は前方不注意を咎められまい

と興奮している。だが、男性原理を拒絶して走り出した娘の致命的なファン

タジア（アラブ騎兵の武闘芸）を辛くも止めてくれたのは、ヨーロッパがも

たらした都市交通のつましい担い手だった。

　そして、この運転士は前述のように『愛、ファンタジア』で語られる「二

人の見知らぬ人」の一人だが、作者の命の恩人であることが『父の家に居場

所なく』「エピローグ」で強調される。

　「お前が書き続けて来られたのは、あのコルシカ島かシチリア島かマル

タ島出身、それともプロヴァンス移民、いやブルターニュだろうか、要

はピエノワール［植民地生まれの白人］の路面電車運転士の剛腕が、間

一髪お前を救ってくれたおかげだ。」（NP, p.438）
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　まとめておこう。少女は父親に手を引かれてフランス語を学び、読み書き

の習得によって密かに異性と手紙を交わした。このように植民地の宗主国言

語の使用に歴史的経緯があり、ムスリム女性の性が伝統社会の制約だけでな

く、フランス語とも、また生活文化の歴史的変化とも関わっていることは、

物語の本筋と絡み合っている。こうして少女は自由と愛を知り、抑圧を経験

し、「オリエント」幻想に翻弄され、今またその理由は不明瞭であるものの、

海に向かって駆け出し、その途上で走り来る電車に身を投げ出した。『愛、

ファンタジア』で第 1部と第 3部に切り離されていた「恋愛物語」と「恋人

たちの痴話喧嘩」が、『父の家に居場所なく』では、一人の青年と過ごした

数ヶ月の時間のうちに連結されている。

　たしかに男女の言葉のやり取りはフランス語だが、男性の手紙に筆写され

たのは、ムスリム女性に馴染みのない正則アラブ語の詩句だった。青年の魅

力が古典語によって嵩上げされていたという意味でも、アルジェリアの 2言

語兼用に性差が作用している。だから、この男女は言語の記号内容ではなく

記号形式を足場としながら、話し言葉でなくもっぱら文字を介して誤解を積

み上げていたことになる。目のウロコが落ちるのは、デートに割り込んで女

生徒に追い払われた「偽の友人」ムニラにご執心な様子の青年タリクが、低

い声で突っかかるように告げた時だった。

　「これは命令だ。お前はお友達のところに引き返して、ここに連れ戻す

んだ。」（NP, 374）

　女生徒はまず笑い出したくなる。次いで踊りたくなる。そして、「こんな奇

妙な歌」を大声で歌いたくなった。「私を殺しなさい、おお抑圧者ども！殺
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せ、でも望みは叶わないぞ！」（NP, 374-375）。続く第 10章「暗い玄関」で、

青年に暗がりに連れ込まれた娘は、ムニラを連れ戻すよう強要される。だが、

彼女は屈しない。その間の事情を、『父の家に居場所なく』の語り手は、先に

引いた決定的な「跳躍」「飛び込み」を語る前に、まるで『愛、ファンタジ

ア』の老女たちとの触れ合いを懐かしむかのように物語る(26)。

　「おそらくそれは不意に私の中、あるいは脇に駆けつけた曽祖母だっ

た。彼女はある日、祖先である二人の守護聖人を祀る、山あいの廟の傍

で決断した。そう、子供たちを翼の下に、宝石は胸の、はだけた乳房の

谷に抱いて荷物をまとめた ---〈行くわよ、さよなら〉と彼女は考え、た

だ言うだけでなく、自分を主人と思い込んでいた夫の面前で実行したの

だ！その彼女の影が今、私をぎゅっと掴んでいる（tout contre moi）！

　三文小説から飛び出したような秘密裏の婚約という数か月来の夢想か

ら、ついに私は解放され、力強い声で、挑むように繰り返した。

　〈もう一度、言ってみなさい！〉」（NP, 388）

　図々しくも自分に命令する青年に、祖霊に支えられて拒否の言葉を発する

娘は、スポーツ選手の言葉でゾーンと呼ばれる高揚感に捉われている。前述

のように『愛、ファンタジア』冒頭の自伝的物語は、父に手を取られてフラ

ンス語を学び出したムスリム女性の精神的・社会的解放が、『父の家に居場所

なく』の語る人生の階梯を突き抜け、「私は娘の手を取って夜明けに家を出

た」（A, 14）と結婚後まで早送りされた。これは『父の家に居場所なく』本

文のほぼ終わりで、「エピローグ」が始まる前の、「何はともあれその男女は

1953年 10月から…1974年 9月まで結ばれたままだろう！」（NP, 413）とい
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う一節で行き着いたものより先の光景である。『父の家に居場所なく』が『愛、

ファンタジア』に始まる自伝小説 4部作の最終巻でないことが、ここによく

表れている。

　ゾーン（あるいはフロー）の無敵感は、同じ状況で緊張を強いられたス

ポーツ選手が能力を失墜させるイップスと紙一重、とメンタルトレーニング

で言われている。路面電車に飛び込んだ娘の行動は、そのように説明できる。

　娘が「紺碧の天頂と天底が混じり合う」水平線と一体化しようと駆け出し

た（NP, 394）その理由も、軌道に身を投げてまで守りたかったものの正体も、

小説には書かれていない。共同体と親族一党は、この事件を「事故」（NP, 

399）で片付けた(27)。彼女は文学部への進学を母親に告げて受け入れられた。

そして、「私を捉え、持ち去り、致命的であったかもしれないあの狂乱

（délire）について完全に口を噤んでしまった」（NP, 400）。

　語り手の女性が『父の家に居場所なく』で口を噤んでいるもう一つの出来

事、アルジェリア戦争は、複数の箇所で『愛、ファンタジア』と異なる言及

のされ方をしている。1953年に一家でアルジェに越してからの娘のデートも、

同年秋の自殺未遂も、その後 1年ほどして全土を燃え上がらせる事件と対比

され、あたかも過ぎ去った昔の話であるかのように断章がまとめられている(28)。

これはもうひとつの忘却のケースであり、記憶に対する抑圧と言える。「引き

裂かれた手紙」と「1953年秋の自殺未遂」がアルジェリア戦争を想起する妨

げになっているのか、それとも戦争が個人的な事情の衝立（スクリーン）な

のかは議論が分かれよう。だが、少なくとも『愛、ファンタジア』で両者が

異なる楽章に配されたのとは明らかに異なる構成法が『父の家に居場所なく』

で採用され、彼方に押しやられた戦争が、父親に「口を噤んで」しまった事

実に即応している。
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4．考察と結論

　ジェバール文学の特質を、多言語状況と歴史的暴力と性の抑圧の 3点で捉

えるために、二つの自伝小説の重複する物語を、複数性と暴力性と非対称性

を軸に読み比べてみた。

　父と母と娘のエディプス的な構造には、ある特定の法（あるいは掟）が特

定の言語で書かれ、別の言語で書かれる時に侵犯が生じる、という抑圧の複

数言語構成が見出される。ならば、書かれることのない祖母世代の話すベル

ベル語は無垢で無原罪の言語空間なのだろうか。それを確かめるには映画

『シュヌア山の女たちのヌーバ』を論じねばならず、再話を対象とする本稿を

逸脱する。

　『父の家に居場所なく』「エピローグ」で、ためらいがちに「起伏に乏しい

ロマンス」とされた物語は、父と娘の、そして未婚の男女の、いずれも挫折

した規律訓練の物語である。これがムスリムの女性たち一般の経験に敷衍で

きるとすれば、そこに読み取れる葛藤が植民地独立（ジェバールが小説内で

用いる言葉では「革命」）によって解消されているとは考えにくい。とはい

え、女性たちの経験は、必ずしもジェバールの試みたように「敵性言語」に

よって「フィクション」として書かれるわけではあるまい。映像表現もある。

だが、父の家が相続人不在である限り、やはりそれは依然として「彼女たち」

の秘められた経験なのだろう。ポストコロニアルという状況を、それに相応

しい重さとともに思い描こうとする読み手は、読書の快楽に身を任せながら

も、「彼女たち」の沈黙と向き合わねばなるまい。

　これまでジェバール作品を読んできた読者は、自殺未遂後に何が沈黙され

たのか、父親の死後、『父の家に居場所なく』で再話されて暴かれたのは何
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か、と問うだろう(29)。だが、この問いにすべて答えるには別稿が必要である。

　（本論文は 2022年度成城大学特別研究助成「文学的〈家族の肖像〉に見る幼年時代・思春
期の歴史文化的研究」の研究成果である）
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軍への協力者は、ともに民衆にとって悪役として想像された。クアドリ＝モステ
ファウィは、脱衣のバドラを見た男たちが、せっかく「女性の身体が身の枷であっ
た宝飾品を脱ぎ捨てようとした」のに、目を背けたのだから、「女性の視像の革新
には植民地化と新しいタイプの物語話者を待たねばなるまい」とまで言う（pp.111-
112）。つまり、身体の解放を文化的他者に委ねる植民地のパラドクスが、この物
語に込められている。

（24） 「私は自分の娘に自転車を漕ぎながら足を見せて欲しくない」（NP, 55）。これは教
員アパートの中庭で子どもたちが自転車の練習をしているのを見た父親が、少女
を家に連れて帰って発した言葉である（第 1部第 5章「自転車」）。この 4歳か 5

歳の出来事によって、少女は長じて体育館でバスケの一人練習をしたり、自宅の
鏡に向かって一人で踊ったり、と身体を自ら室内に閉じ込めて父の激怒から身を
守る防衛機制を作り上げることになった。ルーエは、この閉じ込めと、次の挿話
「1953年秋の自殺未遂」で娘がアルジェの海に跳躍しようと走り出したことを関
連づけ、ビンスワンガーを引きながら、「自殺とは世界ないし自我、もしくはその
両方を消滅させる方法ではなく、私が自らを世界となす始原の瞬間を再び見出す
方法なのだ」と述べる。Ernstpeter Ruhe, op.cit., p.51

（25） 消去された他の要素に下線を施す。« Si mon père le sait, je me tue. »
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（26） ジェバールの父方の曽祖母（父親の祖母）は、父の友人によれば「反抗的な女性」
（NP, 43）だった。この先祖に、母娘で性格は真逆でも、父方の祖母を見ることも
できる。『愛、ファンタジア』の語るのは 1歳半の幼女と添い寝して、両足を温め
てくれた「優しい女性」であり、音楽と香料と騒ぎが大好きな、古都セザレの誇
り高い母方の老女たちと対照的な「〈物言わない母さん〉と称すべき人」（A, 272）
である。『父の家に居場所なく』では第 1部第 2章「涙」に、死に目に会えなかっ
た無念が詳しい（NP, 23-26）。ドミニク・コンブは、父方の祖母の死をジェバー
ル作品の「原風景（scène fondatrice）」とする。Dominique Combe, « La chambre 

d'écho » in Colloque de Cerisy, p.294.おそらくその理由は『愛、ファンタジア』の
次の一節（第 3部第 4楽章）にある。「私は父方の祖母の夢を見る。彼女が死んだ
日を生き直す。私は喪を体験した 6歳の少女であると同時に、夢を見て、そのた
びに夢で苦しむ女なのだ」（A, 271）。

（27） 「その朝以来、私は沈黙を守った。医学生の従兄は、それが事故だと露ほども疑わ
ず、何も尋ねなかった」（NP, 399）。路面電車を直前横断しようとしてレールにハ
イヒールが挟まり転倒した、というのが表向きの理由（NP, 412）。

（28） 「お前は今では知っている。なぜならお前はついにあの 1953年 10月の夜明けに
至って、広大なアルジェ湾に顔を向けているのだから。それはまさしく全土の一
斉蜂起が企図される 1年前のことだった」（NP, 437）。「エピローグ」のこの一節
と類似した表現は、「数年後、同じ国土が燃え盛る時」（NP, 345）にもあり、特に
小説本文は、「この 1953年 10月は、アルジェリアと呼ばれる土地のすべてが爆発
する 12ヶ月前のことだった」（NP, 415）と締めくくられている。

（29） ミレーユ・カル＝グリュベールによれば、「太古の言語と、その赤金色のテンポ、
その秘められた意味」（NP, 312）を守るために、また親族の名誉を、とりわけ父
親の名誉を守るために、「走り来る路面電車に彼女は身を投げる」のであり、父に
隠れて男性と交際した自分を罰するためではない。Mireille Calle-Gruver, in Colloque 

de Cerisy, p.200


