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は じ め に

18 世紀の 前半、 フ ラ ン ス 喜劇 の 世界で は 、 モ リ エ ー ル の 後 を 継 ぐ作家 た ち に よ っ て 多 く の性

格喜劇 と 風俗喜劇が書かれて い た が、 そ れ ら の ジ ャ ン ル が前世紀 と は異 な る 発展 を 見せつつ あ っ

た 。 そ れ ま で は社会や人物の風刺 と 笑 い が主眼であ っ た両 ジ ャ ン ルが、 次第 に 道徳的 な も のへ と

変化 し て い っ た の であ る 。 戯 曲 の筋 に即 し て 言 う な ら ば、 そ れ ま での喜劇が社会的、 性格的 な 欠

点 の あ る 人物 を 笑 い も の に し て い た だ け であ っ た の に対 し 、 新 し い傾向の喜劇 は そ う し た 欠点 を

告発 し て 人物 を 矯正 す る こ と を 旨 と し て お り 、 そ の結 末 に は 自 ら の 欠点 を 認め て悔 い 改め る 人

物 と 周 囲 の 人物 と の和解が見 ら れ る の で あ る 。 1720 年代以 降 の デ ト ゥ ッ シ ュ や グ レ ッ セ の喜 劇

がそ の代表的 な 例 で あ り 、 そ の 傾 向 は ニ ヴ ェ ル ・ ド ・ ラ ・ シ ョ ッ セ が創 始 し た 「涙 を 誘 う 喜 劇

comedie larmoyante」 へ と つ な が る 。 ま た 世紀後半 に デ イ ド ロ が提唱す る 「市民劇 drame」 の

誕生 も こ う し た傾 向 の 先 に あ る も の と 言 え る だ ろ う i
o

こ の よ う な 動 き が あ っ た 時期 は マ リ ヴ ォ ー が多 く の 戯 曲 を 創作 し た 時期 と 重 な る が、 マ リ

ヴ ォ ー の喜劇がそ う し た 「喜劇 の道徳化」 と い う 文脈の 中 で論 じ ら れ る こ と は少 な い。 マ リ ヴ ォ ー

の喜劇 は恋の駆け引 き を 描 き 、 「 そ の大半が一 つ の テ ー マ で く く ら れて し ま う リ と い う ほ ど に 、 「恋

の発露J の過程 を 詳細 に 分析す る こ と に 終始す る も の であ り 、 同 時代の作家 と は 一線 を 画す る と

考 え ら れて き た か ら で あ る 。 し か し 、 こ の作家が当 時 の喜劇界全体の動 き と 無縁であ っ た はず は

な く 、 ま た マ リ ヴ ォ ー 自 身 の小説 に お い て社会風刺 や 道徳的考察が大 き な 部分 を 占 め て い る こ と

か ら も 、 マ リ ヴ ォ ー は社会の悪 し き 風潮の告発 と 矯正 に無関心で は な か っ た と 言 え る 。 本論文で

は 、 マ リ ヴ ォ ー の戯曲 の 中 で 「恋の発露」 の テ ー マ に 分類 さ れ な が ら も 風俗喜劇 の要素 を 持ち 合

わ せ る 『改心 し た伊達男 Le Petit-maitre corn託』 （1734 年初演） を 検討す る こ と に よ り 、 喜劇

界の大 き な 動 き の 中 に マ リ ヴ ォ ー の創作 を 位置づけ直す こ と を 試み る 。

『改心 し た伊達男』 （以下、 『伊達男』 ） は 、 マ リ ヴ ォ ー の戯 曲 の 中 で も 発表当 時の評判が悪 く 、

ま た そ の後 も 注 目 さ れて こ な か っ た作品の 一 つ であ る 。 初演の際の配役の問題や 、 上演 中 に他の

作家 に よ っ て妨害 さ れた こ と な どが 「失敗」 の外的要因 と し て 挙げ ら れ る だ け で な く 、 主題の 扱
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い方に 目 新 し さ がな い こ と や喜劇 的 な 筋 の 起伏 に 乏 し い こ と な ど、 内容上の 問題 も 当 時か ら 指摘

さ れて い る 九 当 時主流の い わ ゆ る モ リ エ ー ル流喜劇 の規範か ら す る と 、 確か に そ う し た作劇上

の 「欠点」 が 目 立つ こ と に な る 。 し か し 、 こ の作品 を マ リ ヴ ォ ー の そ の 後の戯曲への発展過程 と

し て と ら え る な ら ば、 興味深い部分が多 々 見 い だせ る 。 マ リ ヴ ォ ー の戯曲 に お け る モ チ ー フ （モ

デル） の確立 と 変遷 を ま と め た ア ン リ ・ ク ー レ の 論考 に よ る と 、 『伊達男J は マ リ ヴ ォ ー の劇作

の転換点 に あ た る 作 品 の 一 つ で あ る 。 作家が 1720 年代か ら 確立 し て き た モ デル 、 特 に 「恋の不

意打ち surprise de  l’amour」 の構図が、 こ こ で は 強度 を 弱 め た形で、 つ ま り 歪め て用 い ら れて い

る と い う 九 明快 な 「恋の不意打 ち 」 で な い た め に 、 一見、 喜劇 と し て の精彩 を 欠 く よ う に 感 じ

ら れ る が、 そ れ は新た な バ リ エ ー シ ョ ン への挑戦で も あ っ た と 言 え る の であ る 。 一方、 フ レ デ リ ッ

ク ・ ド ゥ ロ ッ フ ル は こ の作品 を 「風俗喜劇」 に分類 し 、 マ リ ヴ ォ ー に お け る こ の ジ ャ ン ル の作品

が不当 に軽視 さ れて い る こ と を 指摘 し て い る 。 社会 と 人間 の 関係性 を 描 く こ の ジ ャ ン ル は、 マ リ

ヴ ォ ー の小説 と 戯 曲 を つ な ぐ も の で あ る か ら 、 も っ と 重視 さ れて も よ い はずで あ る ら 以上の よ

う な 見方 を 踏 ま え て 、 こ の作品 を マ リ ヴ ォ ー の他の作品 と 比較 し な が ら 検討 し て い く こ と と す る 。

1 . 恋愛心理劇 と ユ ー ト ピア劇の接点

a） 『愛 と 偶然の戯れJ と の比較 ー 結婚相手の扱い方

『伊達男』 の あ ら す じ は 、 大半の マ リ ヴ ォ ー の喜劇 の例 に も れず、 一組の 男女の恋の駆 け 引 き

を 中心 と し た単純 な も の であ る 。 結婚が決 ま っ て い る 一組の カ ッ プルがい る が、 男 性の ほ う は社

交界の風潮 に毒 さ れて 伊達男 （petit幽maitre） を 気取 り 、 わ ざ と 結婚相手 と は 別 の 女性 と 親 し げ

に し て い る 。 そ れ を 許せ な い結婚相手 は 、 彼 と の結婚 を破棄 し て 別 の 男 性 と の結婚 を 考 え る 振 り

を す る 。 伊達男 は と う と う 自 ら の言動 を 反省 し て許 し を 乞 い 、 最後 に は元の鞘 に 収 ま る の であ る 。

筋 は単一 であ り 、 登場人物の数 も 必要最小限に と どめ ら れて い る 。

第 l 幕は女性側 の主役の オ ル タ ン ス と そ の侍女の マ ル ト ン の 会話か ら 始 ま る 。 オ ル タ ン ス は 目

前 に 迫 っ た結婚 に 乗 り 気でな い様子で、 親が決め た結婚相手 に つ い て ど う 思 う か と 侍女 に 聞 く 。

オ ル タ ン ス ： そ の彼の こ と が問題 な の 。 マ ル ト ン 、 あ な た は 賢い子 よ ね。 彼の こ と を ど う

思 う か し ら 。

マ ル ト ン ： 美男子でい ら っ し ゃ い ま す。

オ ル タ ン ス ： 確か に ね。

マ ル ト ン ： 感 じ の 良 い お 顔 だ ち を さ れて い ま す。

オ ル タ ン ス ： そ の通 り ね。

マ ル ト ン ： 才気 も お あ り の よ う です。

オ ル タ ン ス ： か な り あ り そ う ね。

マ ル ト ン ： 人 当 た り の 良 い ご性格の よ う です。
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オ ル タ ン ス ： 私 も そ う 思 う わ 。

マ ル ト ン ： 一見 し た と こ ろ 、 あ の 方の欠点 は 、 滑稽であ る と い う こ と に尽 き ま す。

オ ル タ ン ス ： そ う 、 そ こ にが っ か り さ せ ら れ る の よ 。 そ れが全て を 台無 し に し て い る の だ

か ら vi
0

マ ル ト ン は ま ず結婚相手の容姿 （figure） 、 顔 だ ち （physionomie） に言及 し 、 次 に 才気 （esprit） 、

性格 （caractere） と い う よ う に 外面 か ら 内面へ と 視点 を 移す。 そ れ ら の 項 目 に つ い て彼が優 れ

て い る こ と を 認め た上で、 彼 の 唯一 の 欠点 と し て 、 戯 曲 の テ ー マ で あ る 「伊達男 」 と し て の振る

舞いへ と 話が及ぶの だが、 そ の 欠点 は 「滑稽 ridicule」 と 形容 さ れて い る 。 フ ラ ン ソ ワ ・ ム ロ ー

に よ る と 、 18 世紀初頭以 降 の 喜劇 の類型 と し て の 「伊達男 petit-maitre」 は 、 厄介払い さ れ る 恋

敵の役割や、 「 ほ ら 吹 き 」 ゃ 「 田舎者」 と 同様 に 笑い も の に さ れ る 役割 を 課せ ら れ る こ と が多 か っ

たが、 比較的寛容 に扱 わ れ て い た と い う へ こ こ で も 、 そ の結婚相手は 欠点があ り 滑稽 で あ る が、

憎 むべ き 人物で は な く 、 そ の若 さ ゆ え の愚 か さ を 正 し て や る べ き 人物 と し て 提示 さ れて い る 。

結婚相手 に つ い て 主人公 と 侍女が話 し合 う と い う 導入場面の設定 は 、 こ の戯 曲 の 数年前 に マ リ

ヴ ォ ー に よ っ て書かれた 『愛 と 偶然の戯れj （以下、 『戯れJ ） の 冒頭 と 共通す る 。 『戯れJ も 、 親

の決め た 結婚 に乗 り 気で な い 主人公 と その侍女の会話で始 ま る 。 次の台詞 は 、 結婚 し た く な い と

い う 令嬢 シ ル ヴ イ ア を な だめ よ う と し て 侍女の リ ゼ ッ ト が言 う も の で あ る 。

リ ゼ ッ ト ： お相手は こ の上 な く 人当 た り の 良い お 方 だ そ う です。 そ れ に 、 ス タ イ ル も 良 く

感 じ の 良い美男 子 でい ら っ し ゃ る と か。 才気 に あ ふ れ、 こ の 上 な く 良 い ご性格 だそ う です よ 。

こ れ以上何 を お望み に な る と い う のですか v
iii0

『伊達男J の場合 と 違 っ て 、 シ ル ヴ イ ア と リ ゼ ッ ト は話題 に し て い る 結婚相手に ま だ
、
会 っ て お

ら ず、 彼 に つ い て 人 か ら 聞 い た 評判 を も と に 話 し て い る 。 し か し 、 主 人 よ り 先 に 侍女が結婚相

手の評価 を し 、 好意的 な 評価 か ら 口 に し て い く と い う 順序 は 両作 品 で共通 し て い る 。 ま た 、 マ

ル ト ン と リ ゼ ッ ト の 言葉 で は 共 通 し て 、 感 じ の 良 い （aimable） 外見、 あ ふ れ る 才気 （esprit） 、

人 当 た り の 良 い （honnete） 性格 と い う 三 つ の 点 が、 結婚相 手 の 長所 と し て 提示 さ れ て い る 。

《 honnete》と い う 形容詞 に は ニ ュ ア ン ス が含 ま れ る が、 こ こ で は 、 人 当 た り の 良 さ 、 社会で う

ま く や っ て い く 能力 を 指 し て い る と 言 え る ヘ つ ま り 、 正直 さ や 誠実 さ と い っ た性格 は こ の項 目

で は 問題 に さ れて い な い。 こ う し て挙 げ ら れた長所は、 あ く ま で表面的 な も の に と ど ま る の で あ

る 。 『戯れ』 では こ の後 さ ら に リ ゼ ッ ト が前述の三つ の項 目 を 「結婚相手の 条件j と し て 強調す る 。

リ ゼ ッ ト ： 感 じ が良 く て ス タ イ ルが良い 、 こ れで愛は続け ら れ ま す。 社交的 で才気があ れ

ば、 世間 と の お付 き 合い も う ま く 保て ま す。 何 と も 、 言 う こ と 無 し の旦那様で は あ り ま せん

か。 実用性 と 快適 さ を 兼ね備 え て い る のですか ら 九
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リ ゼ ッ ト の説で は外見の 良 さ が愛情 を 、 才気 と 社交性が社会生活 を 保証す る の であ り 、 結婚 に

そ れ以上の も の は必要 な い と い う こ と であ る 。 し か し 、 こ の後、 今度 は シ ル ヴ イ ア が、 リ ゼ ッ ト

の挙げる そ れ ら の 条件が逆 に 余計 な も の であ る と 言い 、 別 の 基準 を 提示す る 。

シ ル ヴ ィ ア ： 何 を 言 っ て い る の O 結婚 に は 、 感 じ の 良い男性 よ り も 思慮分別 の あ る 男性の

ほ う が向 い て い る の よ 。 つ ま り 、 良い性格の 人 な ら 私 は そ れだ け で い い の 。 で も 、 そ ん な 人

を 見つ け る の は思 っ た よ り 簡単 じ ゃ な い わ xi
0

シ ル ヴ ィ ア は 、 結婚相手 に 本当 に 必要 な の は分別 があ る こ と （raisonnable） だ と し て い る 。 シ

ル ヴ イ ア に と っ て 「 良 い 性格J と は 、 《honnete》で表 さ れ る よ う な 社交上 の 資 質で は な く 、 真

正 の 人格 に与 え ら れ る 評価であ っ て 、 そ れは 一緒 に 暮 ら し て初 め て見 え て く る はずの も の であ る 。

し たが っ て 、 結婚前 に そ れ を 見極め る に は策略が必要 だ と い う こ と に な り 、 そ こ か ら 、 相 手 を 観

察す る た め に侍女 と 入れ替わ る と い う 筋が導かれて い く 。

『伊達男 』 に お い て も 、 相 手 の 男 性 に 求 め る も の と し て 分別 （raison） と い う 言葉がオ ル タ ン

ス に よ っ て持 ち 出 さ れ る 。 前掲 の や り と り の後、 オ ル タ ン ス は結婚相手で あ る ロ ジ モ ン が 「 自 分

に対 し て ばか げた態度 を と っ て い る CJe lui trouve de si sottes fac,;ons avec moixii ） 」 と 言い、 次

の よ う な や り と り が続 く 。

オ ル タ ン ス ： あ な た は ど う 思 う 。 分別 さ え あ れば彼の よ う な 振 る 舞 い は し な い はずで し ょ

っ 。

マ ル ト ン ： え え 、 分別 を お持 ち な ら 。 で も 、 社交界 の 若 い方 々 の 聞 で は 、 分別 を 持つ こ と
が こ の上な く 俗っ ぽい こ と と さ れて い る のです xiii

0

先 に述べた よ う に 『戯れJ と 『伊達男』 の 冒頭場面 で は 、 ど ち ら も ま ず侍女が主人の結婚相手

の長所 を 挙げる が、 そ れ ら は 表面的 な長所で あ る 。 そ し て主人が、 結婚相手 に 本当 に 必要な も の

と し て 「分別」 と い う 基準 を 挙げる 。 両場面で は そ の よ う な点が共通 し て い る に も 関 わ ら ず 、 議

論の展開 の仕方が異 な っ て い る 。 『戯れ』 の シ ル ヴ イ ア は 、 リ ゼ ッ ト が挙 げ る 「 表面 的 な 長所」

が決 し て あ り がた い も の で は な く 、 逆 に 欠点 に さ え な り 得 る も の だ と 主張す る 。 美男 子 は と か く

う ぬ ぼれや す く 、 ま た 才気 の あ る 人 ほ ど本性 を 偽 り や す く て 信 用 で き な い と い う 理 由 か ら で あ

る x九 そ れ に 対 し 、 『伊達男 J の オ ル タ ン ス は 、 マ ル ト ン が挙 げ る 「表面 的 な 長所」 を 長所 と し

て 肯定 し て お り 、 「 ばか げた 態度 sottes fac,;ons」 と い う 唯一 の 欠点 が彼の価値 を 損ね て い る と 言

う （Franchement c’est grand dommage que ses fac,;ons nuisent au merite qu'il auraitxv) o 『戯れ』

で は男性の外見 に 惑 わ さ れて は い け な い と い う こ と が主 人 に よ っ て 主張 さ れ る が、 『伊達男J で

は婚約者の愚か し い振 る 舞 い と い う 表に現れた欠点が主人の 目 に も 侍女の 目 に も あ ら か じ め 明 ら

か に な っ て い る 。 同 じ 「 恋 の 発露」 の 喜劇 で あ っ て も 、 『戯れJ が 「状況 に 基づ く 」 喜劇 で あ る

の に対 し て 『伊達男』 は 「性格 に 基づ く 」 喜劇であ り 、 婚約者 と い う 人物 の扱い 方 に そ の違いが

94 



マ リ ヴ ォ ー 『改心 し た伊達男』 に お け る ジ ャ ン ル の混交

表れて い る と 言 え る 。 前者で は 、 相手の本性 を 見抜 く た め に 主 従 を 入れ替 え る と い う 状況が喜劇

を 動 か し 、 笑 い を 生み 出 す仕掛け を な し て い る 。 そ こ で は 、 人 の 表 と 裏の姿、 外見 と 実体の相違

に対す る 普遍的 な 懸念が人物の言動の前提に な っ て い る の で あ っ て 、 人物が性格的欠 点 を 持 っ て

い る の で は な い 。 後者で は 、 婚約者が性格的欠点 を 持つ 人物 と し て 設定 さ れ、 そ の 欠点が喜劇 を

動か し て い る 。 さ ら に 後者 は 、 そ の よ う な 瑚笑 の 的 と な る 人物 を 排除 し た り 放置 し た り し て い た

前世紀の性格喜劇 と は 違 っ て 、 そ の 人物 を 矯正す る 方向 に 進 む の で あ る 。

上 の や り と り の 中 で マ ル ト ン が言 う よ う に 、 ロ ジ モ ン が分別 を 欠い た ばか ら し い振 る 舞 い を

す る の は 、 そ れが彼 の い る 世界の 流 儀 だ か ら で あ る 。 彼 の ばかげた態度 と は 、 自 分の 妻 に な る

オ ル タ ン ス に対 し て 無 関 心で い る こ と で あ る が xvi、 そ れ は 彼が本当 に 彼女 に 対 し て 無関 心 な の

で は な く 、 敢 え て そ う 見せ か け て い る に 過 ぎ な い と い う こ と を 、 オ ル タ ン ス と マ ル ト ン は 見抜

い て い る 。 ロ ジ モ ン は真の伊達男 で は な く 、 伊達男 を 装 っ て い る だ け な の で あ る xvii。 オ ル タ ン

ス は 、 結婚相手 を 拒絶 し た り 懲 ら し め た り す る の で は な く 、 そ の 愚 か な 真似 ご と を や め さ せ よ

う と 考 え る 。 そ れ は 、 具体的 に は、 オ ル タ ン ス を 愛 し て い る と 彼 に は っ き り と 言 わ せ る こ と で

あ る （s’il m’aime, il faudra bien qu'il me le dise bien franchementxviii） 。 「告白への 道 の り xixJ と

い う の がマ リ ヴ ォ ー 劇 全体の基本 的 な 構造で あ る が、 そ れが こ こ で は 明確 な 形で見 ら れ る 。 『戯

れ』 で侍女 に 変装 し た シ ル ヴ イ ア が相手に結婚 を 申 し込 ま れ る の を 目 標 と す る の と 同様 に 、 オ ル

タ ン ス は ロ ジモ ン に 本当 の気持ち を 言 わ せ る こ と を 目 標 と す る 。 オ ル タ ン ス は ま た 、 彼が愚か な

振 る 舞い を や め て分別 を 持つ こ と で 自 分 も 結婚 に踏 み 切 れ る と 言 う (il me sera cher s'il devient 

raisonnablexx) O つ ま り 、 『伊達男』 で は 、 「愛 の 告 白 J と い う 恋愛心理劇 の 目 標 に 、 人物の 「 欠

点 の 克服」 と い う も う 一つ の 目 標が重ね合わ さ れて い る の であ る 。

b） ユー ト ピ ア劇 と の比較 ー 更生の仕方

自 分の 愚 か さ を 認め て告 白 す る こ と が raison （分別、 理性） を獲得す る た め に 必要で あ る と い

う 考 え 方 は 、 マ リ ヴ ォ ー の 『理性の 島』 に も 見 ら れ る も の で あ る 。 マ リ ヴ ォ ー のユ ー ト ピ ア 劇 と

称 さ れ る こ の戯 曲 で は 、 人 間 を 再教育 し て理性 を 取 り 戻 さ せ る こ と がテ ー マ と な っ て い る 。 理性

を 持た な い と 体が縮 ん で し ま う 魔法 の 島 に た ど り 着 い た 人 々 が、 島民の助 け に よ っ て 理性 を獲得

し 、 も と の体 を 取 り 戻 し て い く の であ る が、 そ の 理性の獲得 は 、 自 分 自 身が愚かであ る こ と を 認

め て告 白 す る と い う 行為 に よ っ て な さ れ る 。 ま た 、 同 じ ユ ー ト ピ ア 劇 の 『奴隷の 島J に お い て も 、

人 を 理性へ と 導 く こ と がテ ー マ と な っ て い る 。 そ の 島 で は主人 を 奴隷 に す る こ と に よ っ て 、 彼 （彼

女） に そ れ ま で の 自 分の 愚 か な 振 る 舞い を 反省 さ せ る の で あ る 。 主人 と 奴隷の 身分 を 入 れ替 え る

際 に 、 島民の長は主人た ち に こ の よ う に言 う 。

悪 い状態 に あ る あ な た た ち を 、 私 た ち は治す よ う 努め ま し ょ う 。 あ な た た ち は私 た ち の奴

隷 と い う よ り も 、 私 た ち の 病 人 です 。 私 た ち が三 年 の 間 に あ な た た ち を 健全 に し て あ げ ま

し ょ う 。 一生の 問 、 健全な 、 つ ま り 人間 的 な 、 分別 の あ る 、 そ し て 寛大 な 人で い ら れ る よ う
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こ こ で は 「病」 と 「健康」 の 比聡が使 わ れて い る 。 「健全な sain」 は 、 「 人 間 的 な humain」 、 「分

別 の あ る raisonnable」 、 「寛大な genereux」 と 同義な の だか ら 、 分別 の 欠如 は 世 に 蔓延 る 病であ り 、

病 に 冒 さ れ た 人 間 は 治療 に よ っ て 健康 な 状態へ と 導か ね ばな ら な い 。 『伊達男』 の オ ル タ ン ス と

マ ル ト ン に と っ て も 、 ロ ジ モ ン を 分別へ と 導 く こ と は彼 に 治療 を 施す こ と であ り 、 実際 に後の場

面では 「癒す guerir」 と い う 表現 も 使わ れて い る xxii
0 『伊達男』 で は 、 こ の よ う に 前掲の二つのユ ー

ト ピ ア 劇 と も 共通す る 道徳的教育 な い し 治療の計画が冒頭で提示 さ れ、 そ し て観客や読者の予想

通 り に 、 結末で、 は そ れが達成 さ れ る xxiii

「 人 を 更生 さ せ る 」 と い う 先の 見 え 透 い た 筋 の展 開 に 、 『伊達男』 に 対す る 上演 当 時 か ら の 酷

評 xxiv の 原 因 があ る と も 言 え る 。 道徳が重視 さ れ る こ と に よ っ て 筋 は単調 に な り 、 喜劇 と し て の

精彩 は 失 わ れ る と い う こ と を 、 こ の戯 曲 は示 し て い る の で は な い だ ろ う か。 マ リ ヴ ォ ー は 自 ら 『理

性の 島』 に つ い て 「 （読 む た め だ け の作品 に す れば よ か っ た も の を 、 ） 上演 し た こ と が誤 り であ っ

た 」 、 「筋がな く 、 動 き は ほ と ん どな く 、 面 白 さ も ほ と ん ど な い （Point d’intrigue ; peu d’action ; 

peu d’intereexv） 」 と 序文で書い て い る 。 『伊達男』 に 関 し て は、 当 初 は上演す る ど こ ろ か劇 団 に

渡す こ と も せず に 出版へ と 回 す と い う 、 作家 に と っ て も 異例 の扱 い方 を し た。 こ う し た こ と も 、

ユ ー ト ピ ア 劇 と 『伊達男』 の 開 に類似性があ る こ と を 示 し て い る 。 両者 に共通す る 「更生」 と い

う テ ー マが、 起伏の少な い 劇構成 に 結 びつ き やす い と い う こ と が言 え る だ ろ う 。

さ ら に 、 二 つ の ユ ー ト ビ ア 劇 で は 、 「更生」 の 過程で従者が主人 に 対 し て 優位 に 立つ と い う 状

況があ る が、 そ の こ と も 『伊達男』 に 共通 し て い る 。 『理性 の 島』 で は 、 身分の低い者か ら ）｜｜買 に

理性 を獲得す る こ と に な る 。 こ れは 、 下 の 身分の者の ほ う が社会の悪 し き 風潮 に染 ま っ て い る 度

合いが低 い の で矯正 し や す い と い う こ と で あ り 、 ま た 身分社会 に対す る あ る 種の批判 を そ こ に 見

る こ と も で き る 。 貴族 と そ の秘書、 侍女、 詩 人や哲学者 と い っ た 人物がい る 中 で、 最初 に 更生す

る の は農民の プ レ ー ズであ る 。 彼 は 島民 の 助言 に よ っ て 理性 を 獲得 し 、 も と の大 き さ の体 を 取 り

戻す と 、 小 さ い体の ま ま の仲 間 た ち を 今度 は 自 分が助 け よ う と 考 え る 。

プ レ ー ズ ： だ け ど、 ほ ら 、 お ら の可哀想 な 仲 間 た ち が気 の 毒 だ。 あ の 人 ら に 同情す る よ 。

あ の 人 ら は お ら よ り も 値打 ち があ る 。 お ら は一番下 な ん だか ら 、 あ の 人 ら を 助 け な き ゃ な ら

ね え 。 よ か っ た ら 、 す ぐ に あ の 人 ら に 道理 を 理解 さ せて や る よ xxvi
0

下の 身分の者が上 の 身分の者 を憐れ に 思 っ て 助 け る と い う 、 転倒 の現象が こ こ で は起 こ っ て い

る 。 プ レ ー ズ は 農民 であ る 自 分 よ り も 身分の 高 い 同 胞の ほ う が 「値打 ち があ る valoir」 と し な が

ら も 、 彼 ら に対 し て 「可哀想 pauvre」 、 「気の毒 pitie」 、 「 同 情 charite」 と い う 表現 を 使い、 理

性 と 寛容 さ に よ っ て彼 ら よ り も 上の 立場 に 立 っ て い る 。 こ の よ う に 、 実際の 身分の転倒 は な いが、

内 面の よ り 深い部分で の転倒 が起 き て い る の で あ る 。 同 様の転倒 が 『奴隷の 島J に も 見 ら れ る 。

主 人 を 更生 さ せ る た め に 主人 と 奴隷の 身分が入れ替 え ら れ る と い う 状況で、 元奴隷は、 始め は新

し い 身分 を 楽 し む の だが、 自 分の元主人が 自 尊心 を 傷つ け ら れて苦 し んで い る の見て不↑聞 に 思 う
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よ う に な り 、 最後に は寛容 さ を 発揮 し て 、 元 の 身分 に 戻 ろ う と 提案す る 。 元主人 は元奴隷の寛大

な 心 に 感動 し 、 主人であ っ た 時の 自 ら の行 い を 反省 し て彼 に 詫 びる 。 す る と 元奴隷の ア ル ル カ ン

は さ っ そ く 奴隷の 口 調 に戻 り 、 遜 っ て 言 う 。

ア ル ル カ ン ： ［… ］ も し 私があ な た と 同 じ 身分だ
、
っ た ら 、 た ぶ ん あ な た 以上 の値打 ち は な か っ

た で し ょ う 。 あ な た への奉仕が悪か っ た の ですか ら 、 謝 る の は私の ほ う です。 あ な た に 分別

が な か っ た と し た ら 、 そ れは私のせい だ っ た の です xxvii
0

ア ル ル カ ン に よ る と 、 主人の倣慢 な 態度 は 、 そ の 身分の な せ る 業で あ っ て 、 主 人 と い う 人 間 自

身 の せ い で は な い。 奴隷あ っ て の 主 人 な の だか ら 、 分別 あ る 主人 に す る た め に は奴隷の 自 分が努

力 し な け ればな ら な か っ た と 言 う の で あ る 。 こ の よ う に 、 ア ル ル カ ン は奴隷 身 分 に 甘 ん じ 、 遜 る

こ と に よ っ て 、 内面 に お い て は よ り 一層確実 に主人の上 に立つ の で あ る 。 表面的で な く 内面 的 な

身分の転倒 と い う 現象 は 、 マ リ ヴ ォ ー の 身分社会 に対す る 考 え 方の現れであ る と 言 え る 。

『伊達男』 の 主人 と 従者 の 関 係 も こ れ に 通 じ る と こ ろ があ る 。 ロ ジ モ ン の 従者 フ ロ ン タ ン は 、

始め は主人 を 真似て伊達男気取 り の振 る 舞い を す る の だが、 す ぐ に そ の誤 り に 気づい て 、 主 人 よ

り ず
、
っ と 早 く 「改心」 す る 。

フ ロ ン タ ン ： い い え 、 旦那様、 彼女 （ マ ル ト ン ） が私 を 直 し て く れ た の です。 私 も 同 じ く

伊達男 で し た 。 自 分が結婚す る こ と に な っ て い る マ ル ト ン を 愛そ う と 思い ま せ ん で し た 。 結

婚相手 を愛す る こ と が不都合 な こ と だ と ，思 っ て い た か ら です。 で も 、 旦那様、 そ う で は な い

の です、 信 じ て く だ さ い 。 私 は た だの愚か者で し た 。 そ し て そ の こ と に気づい た の です。 私

と 同 じ よ う に し て く だ さ い。 今で は私 は彼女 を心か ら 愛 し て い て 、 そ れ を 好 き な だ け言 う こ

と がで き ま す。 私の手本 に 続 い て く だ さ い 即iii
0

改心 し た フ ロ ン タ ン は過去 の愚行 を 告 白 し 、 今度 は主人であ る ロ ジ モ ン の手本 と な っ て 、 彼 を

更生へ と 導 こ う と す る 。 『理性 の 島j の プ レ ー ズ や 『奴隷の 島』 の ア ル ル カ ン の よ う に 、 従者が

主人の道徳的な模範 と な り 、 主 人 の 更生 を 助 け る 役 に 回 っ て い る 。 そ し て 、 最終的 に ロ ジモ ン が

改心 を 見せた場面で は 、 主人が従者 に よ っ て承認 を 得 る こ と に な る 。

マ ル ト ン ： （改心 し た ） 今の状態で い る と 約束で き ま す か。 今み た い に 素 敵な あ な た で居

続け ら れ ま すか。 も う 済み ま し た か。 伊達男 は も う い ま せ ん か。

ロ ジ モ ン ： 伊達男 だ
、
っ た こ と が恥ずか し い ん だ。

フ ロ ン タ ン ： う れ し く て泣 け て く る よ xxix
0 

こ こ で も 従者た ち が主人 を 導 く 立場 に 立 っ て い る のが明 ら かで あ る O マ リ ヴ ォ ー の い わ ゆ る 「恋

の不意打 ち 」 の タ イ プの喜劇 群 に も 、 「従者が主人 を 導 く 」 と い う 構図 は共通 し て い る 。 そ こ で は 、
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自 ら の 恋心 に 気づか な か っ た り 、 そ れ を 認め ら れな か っ た り す る 主人 を 、 従者が陰 に な り 日 向 に

な り 導い て 、 最終的 に愛の告白 を 達成 さ せ る 。 『伊達男』 に お い て は 、 先 に 述べ た よ う に 、 「愛 の

告 白 」 と 同 時 に 「欠点の克服」 、 す な わ ち 「分別 の獲得」 が 目 指 さ れて い る の で 、 導 き 手で あ る

従者の 道徳面での優位が示 さ れ る こ と に な る 。 抜 け 目 の な い従者であ り さ え す れば主 人の恋 を 導

く こ と がで き る が、 主 人 に 分別 を 得 さ せ る に は従者 自 身が ま ず分別 を 持 っ て い な ければな ら な い

と い う こ と で あ る 。 そ し て 、 ま さ に そ の こ と に よ っ て 、 マ リ ヴ ォ ー の ユ ー ト ピ ア 劇 と 『伊達男J

の従者た ち は、 ス カ バ ン か ら フ イ ガ ロ ま での 「主人 を 出 し抜 く 従者」 の系譜 と も 一線 を 画 し て い

る 。 彼 ら は 「 出 し 抜 く 」 こ と に よ っ て 主人の上 に 立つ の で は な く 、 あ く ま で も 道徳 的 な模範 に な

る こ と に よ っ て そ う す る の で あ る 。

以上 に見た よ う に 、 『伊達男』 は 、 『戯れJ の よ う に 恋の駆け引 き と 好余 曲折 を 描 く 恋愛心理劇

の側面 を 持 ち な が ら 、 伊達男 の 更生 と い う 道徳的教育 を 中心に据え て い る こ と で作家のユ ー ト ピ

ア 劇 に 近い性質 も 持 っ て い る 。 マ リ ヴ ォ ー 劇 の こ れ ら 二つ の ジ ャ ン ル の本質が、 「告 白 への道の り 」

を 軸 に し て 緊密 に結 び
、
合 っ て い る 作品 と 言 え る だ ろ う 。 「愛の 告 白 」 と い う 恋愛心理劇 の 目 標 と

「分別 の獲得」 と い う ユ ー ト ビ ア 劇 の 目 標が、 ロ ジ モ ン の改心 と い う 一つ の 目 標 に 収敬 さ れ る 中 で、

主従の あ り 方 も ま た 、 両 ジ ャ ン ル の特徴 を 併せ持つ O 主 人 を 恋愛の面で も 道徳の 面 で も 導 く た め

の 、 利 口 さ （esprit） と 分別 （raison） を と も に 持 ち 合 わ せ た 従者 の 資 質 が、 こ こ で は必要 と さ

れ て い る の であ る 。

2. 寓話か ら 風俗喜劇ヘ

a） パ リ の悪 し き 風潮の告発 ー お どけた恋愛

前章で は 『伊達男J を 筋 の展開 の仕方 に 基づい て検討 し た が、 こ の作品 を 題材 に 基づいて検討

す る 場合、 つ ま り 風俗喜劇 と し て 見 る 場合は、 どの よ う な 特徴が見い だせ る だ ろ う か。 こ の作品

を 風俗喜劇 に 分類 し た ド ゥ ロ ッ フ ル は 、 マ リ ヴ ォ ー の 風俗喜劇 に 属す る 四 つ の 作 品 （ 『村の相続

人』 、 『お し ゃ べ り 女』 、 『改心 し た伊達男 J 、 『田舎淑女J ） の 間 に あ る 興味深い 共通点 と し て 、 パ リ ジ ャ

ン と 田 舎 の 人 の 関係性 を 扱 っ て い る と い う こ と を 指摘 し て い る なX
0 そ の 点 に 関 し て 言 え ば、 ロ

ジ モ ン はパ リ ジ ャ ン で、 オ ル タ ン ス は 田舎の人であ る 。 『伊達男J はパ リ の社交界の悪 し き 風潮 を 、

田 舎の 良識的 な慣習 と 対比 さ せ な が ら 描い て い る o l ＼ リ の伊達男 の意図的 な軽薄 さ は、 田舎の 人 々

の律義 さ に対置 さ れ る 形で提示 さ れ る の で あ る 。 例 え ば、 ロ ジ モ ン の従者 フ ロ ン タ ン がマ ル ト ン

に 、 パ リ で の男性の女性 に対す る 振 る 舞い 方 を 説明す る 場面があ る 。

フ ロ ン タ ン ： そ う だ な 、 あ な た も 知 っ て お く と い い だ ろ う 。 い い かい、 パ リ と 田舎で は事

情が違 う 。 習慣が違 う ん だ。

マ ル ト ン ： 違 う っ て？
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フ ロ ン タ ン ： あ あ 、 例 え ば、 田舎で は 夫 は 妻 に 忠誠 を 誓 う だ ろ 。

マ ル ト ン ： も ち ろ ん O

フ ロ ン タ ン ： パ リ で も そ れ は 同 じ だ。 で も パ リ の 忠誠は粗野 な 忠誠 じ ゃ な く て 、 優 し く て 、

お どけ た 忠誠 な ん だ。 そ の 忠誠は冗談の通 じ る 、 マ ナ ー の ち ょ っ と し た便宜 を は かれる よ う

な 忠5成な ん だ。 わ か る かい ？ xxxi 

こ れ は マ ル ト ン に 「結婚 し て も 愛人 を持つ気 な の か」 と 聞 かれた フ ロ ン タ ン の答 え で あ る 。 こ

こ で の フ ロ ン タ ン は ま だ 「改心」 す る 前 で あ り 、 主 人 を 真似 た軽 薄 な 態度 を と っ て い る 。 パ リ

に も 田 舎 と 同 じ く 忠誠 （fidelite） があ る が、 パ リ と 田舎で は忠誠の性質が異 な る と 言 う の で あ

る 。 田 舎 と 違 っ て 、 パ リ で は忠誠 を 誓 っ て も そ れ を 場合 に よ っ て は 部分的 に 破 っ て も よ い と い

う こ と で あ る が、 そ の よ う な パ リ の忠誠の性質 を 「優 し い galante」 、 「 お ど け た badineJ 、 「冗談

raillerie」 と い っ た 言葉で表 し て い る 。 こ れ ら は ま さ に 当 時 の パ リ の悪 し き 風潮 を 表す言葉であ

る と 言 え る 。

こ こ で、 そ の よ う な 「 悪 し き 風 潮 J を 扱 っ て い る マ リ ヴ ォ ー の 寓 話 小 品 で あ る 『剣 玉

Bilboquθd を 参照 す る 。 「狂気 Folie」 と 「滑稽 Ridicule」 の子 ど も で あ る 「剣玉J が ヨ ー ロ ツ
パ を 席巻す る と い う こ の物語の 冒 頭 で は 、 「狂気 Folie」 、 「軽率 Betise」 、 「無知 Ignorance」 の 三

女神が陰謀 を 企て て い る 。 「愛 Amour」 、 「機知 Esprit」 、 「理性 Raison」 に 支配 さ れ た ヨ ー ロ ッ

パ を 取 り 戻す た め で あ る 。 そ の 時、 話 し合 っ て い る 「狂気」 と 「軽率」 と 「無知」 の も と を 、 「優

し さ GalanterieJ が通 り かか る 。

そ れは 「機知」 の娘であ る 善良 な 「優 し さ 」 で は あ り ま せ ん で し た。 優 し さ の女神 は二人

い る の です。 一 人 目 の 、 本物の 方 は 、 魅力 的 な 女神 で 、 方 々 に 喜 び と 楽 し み を 運 び ま す。 こ

の 女神 に息吹 を 吹 き 込 ま れた 人 々 は感 じ の よ い快活 さ に よ っ て特徴づけ ら れ ま す。 ［…］ こ の

女神 は 「愛」 、 「機知」、 「理性」 と 一緒 に い て 、 そ れ以外の仲 間 に な る こ と は で き ま せ ん xxxii
0

「優 し さ 」 に は二種類 あ る 。 当 時の辞書 を 見 て も 《galant パ土、 《honnete》に 近 い 「社交性、

つ き あ い の 良 さ 、 親切」 の 意味 と 、 「女性 に 気 に 入 ら れ よ う と す る こ と 、 遊 びの恋 を す る こ と 」

の 意味 を 併せ持っ て い た xxxiii
0 こ こ で は 、 良 い 意味 で の 「優 し さ J は 「機知」 か ら 生 ま れた と さ

れ て い る 。 そ し て 、 そ れ は 「愛J 、 「機知」、 「理性」 と 並 んで人 に 喜 び を 与 え る も の で あ る 。 し か

し 、 こ ち ら の 「善良 な 優 し さ 」 の女神 は物語 に は登場 し な い。

「狂気J 、 「軽率」、 「無知J の 前 に 現 わ れた 「優 し さ 」 は 、 「偽の機知J と かい う 名 の神 の娘

です。 「悪趣味」 を 兄 に 持 ち 、 「愚か さ 」 を 母 に持 ち ま す。 こ の神 々 は皆追放 さ れ、 方 々 に 恥

を 運ん で い た の です。 こ ち ら の 「優 し さ 」 が 「狂気」 、 「軽率」 、 「無知」 に気づ き ま し た 。 そ

の 三 女神 は 「優 し さ 」 の親友だ
、
っ た のです m九
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「狂気」、 「軽率」 、 「無知」 に 近づ く 悪 い 方の 「優 し さ 」 は 、 「偽の機知 Faux Esprit」 と 「愚か

さ Sottise」 か ら 生 ま れて お り 、 ま た 「悪趣味 Mauvais Go白t」 と も 同等の も の で あ る 。 「優 し さ 」

と い う 、 も と も と 善 に 属 す る は ず の概念が濫用 さ れ、 偽 っ て 用 い ら れ る こ と に よ っ て 、 悪 に 属

す る も の に な っ て い る と い う 状況 を 示 し て い る と 言 え る 。 « galanterie》は 人 当 た り の 良 さ や礼

儀 、 愛想 と い っ た 表面 的 な 優 し さ を 指す の で、 誠実であ る べ き 恋愛 に お い て こ れが濫用 さ れ る

と 、 場違い で悪趣味な も の と な る だ ろ う 。 誠実 さ を 強 く 求め る 作家 の 人 間観 な い し 恋愛観が こ の

《galanterie》の扱い方 に 表れて い る の で あ る 。

当 時の 恋愛 を め ぐ る 風潮 は 、 マ リ ヴ ォ ー の初期 の 寓意劇 『愛 と 真実 L 'Amour et la Verite』 の

中 の 「 愛 と 真実 の 対話」 の テ ー マ で も あ る 。 「真実 VeriteJ と 「 愛 AmourJ が 出 会 っ た と き 、

「 真 実」 が 「 誤 り Erreur」 ゃ 「 お 世辞 FlatterieJ と 間 違 え ら れ る 一 方、 「 愛 」 は 「 気 ま ま な 愛

petit libertin d’Amour」 、 「流行の愛 Amour a la modeJ と 間違 え ら れ る 。 本来の愛であ る 「深い

愛 Amour tendreJ は 、 そ う し た 新 し い流行の愛 に 地位 を 奪 わ れ て し ま い 、 そ れ と 見た 目 の 区別

も つ か な く な っ て し ま っ て い る の で あ る 。 そ の 新 し い愛 は 始 め 「下 品 な外観で乱暴 な 性格 air si 

grassier, caractere si brutal」 と 見 ら れて い た が、 次 第 に 本 来 の 愛 よ り も 「お どけ て い て 、 窮屈

で な く 、 堅苦 し く な く 、 手 っ 取 り 早い plus badin que mai ; mains genant, mains formaliste, plus 

expeditifJ も の と し て 人 々 に 受け入れ ら れて し ま っ た と い う XXXV
O 流行の愛 は 、 肩肘張 ら な い 「お

ど け た J 愛であ る 。 前掲の フ ロ ン タ ン と マ ル ト ン の や り と り の 中 で 、 パ リ の忠誠が優 し く て お ど

け た も の と 形容 さ れて い た が、 そ れは本来あ る べ き 誠実 な ，忠誠 と い う も の が、 気安い恋愛の流行

に よ っ て浸 食 さ れて し ま っ た と い う こ と で あ る 。

オ ル タ ン ス や マ ル ト ン が ロ ジ モ ン の態度 を 非難す る 際 に 言及す る 概念は 、 『剣玉』 に 登場す る

い わ ば悪の 陣営の神 々 の概念 と 重 な る 。 さ ら に 言 う な ら ば、 『伊達男』 の 中 の 台詞 に は 、 こ の神 々

の 相 関 図 が透 け て 見 え る よ う な 箇所が散見す る c 例 え ばマ ル ト ン の ロ ジモ ン に 対す る 次の よ う な

台詞であ る 。

マ ル ト ン ： ［ …］ 私 た ち に は全部がお 笑 い です わ。 あ な た は お 嬢様の恋人 と し て振る 舞 う

こ と を 恐れて い ら っ し ゃ い ま す。 そ う す る こ と が伊達男 の あ な た に と っ て は格好が良 く な い

こ と だか ら ですね。 で も 、 お嬢様は愛 さ れ る べ き 人で、 し か も 結婚相手 な の です か ら 、 そ の

恐 れ は 滑稽で、 お 笑 い と い う 他あ り ま せ ん わ D こ れ ほ ど笑 わせて く れ る 喜劇 は あ り ま せん よ 。

あ な た がお嬢様 を 笑 わせあ そ ば さ な ければ、 き っ と 好かれて い た で し ょ う に 。 ですが、 笑 い

を 誘 う も の は 、 も は や優 し い気持 ち に は さ せて く れ ま せ ん。 あ な た に こ の こ と を 申 し 上 げる

の も 、 あ な た を 楽 し ま せて さ し あ げる た め な の です け れ ど xxxvi
0

端 的 に 言 っ て 、 「 お か し さ 」 は 「愛」 の敵だ と い う こ と で あ る 。 お か し さ を 表す 言葉 と し て 、

こ こ で は 《camique》《burlesque》« bauffanne》« camedie》《faire rire》な どが使わ れ て い

る が、 そ れ ら は 笑 い の 的 に な る よ う な 滑稽 さ を 表 し て い て 、 « Ridicule 》の範曙で あ る 。 『剣玉J

に 則 し て言 え ば、 《Falie》と つ な が る 《Ridicule》は 、 や は り 《Amaur》の敵な の で あ る 。 そ
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の他の と こ ろ で は 、 オ ル タ ン ス の 父か ら ロ ジ モ ン への 台詞 も 『剣玉J の相 関 図 を な ぞ
、っ て い る か

の よ う で あ る 。

伯爵 ： ［ … ］ あ な た は機知 と 分別 を 持 ち 合 わせ、 恵 ま れて 生 ま れ た の だ か ら 、 偽 り の外観

を 装 う 必要 は な い じ ゃ あ り ま せ ん か ロxvii
0 ［ … ］  

「機知 espritJ と 「分別 raison」 は 「愛」 に 並 ぶ 善の価値で あ っ て 、 そ こ に は 「偽 り faux」 は

そ ぐ わ な い。 偽 り の外観が彼 自 身 の 本 当 の価値 を 隠 し て し ま う の で あ る 。

マ リ ヴ ォ ー が早 く か ら 、 パ リ の恋愛 を め ぐ る 悪 し き 風潮 を 寓話や寓意劇 に よ っ て 告発 し て い た

こ と は 、 上 に 見 た通 り で あ る 。 そ こ で は真正の愛 を 覆い 隠す 「偽 り 」 と 「 お どけ」 が非難 さ れて

い た 。 こ れ ら の概念が 『伊達男J に お い て も 強 く 意識 さ れて い る 。 『伊達男J の社会風刺 は 、 社

会の悪 と い う よ り も 、 い わ ば 「悪ふ ざけ」 を風刺対象 と し て い る 。 真正の愛 を 心 に 隠 し て悪ふ ざ

け を し て い る 若者 は 、 根 は 悪 い 人 間 で は な い か ら 、 手放 し で笑い も の に す る の に は適 し て い な い。

作家 に と っ て 、 彼 は む し ろ 、 更生 さ せ る べ き 存在、 ふ ざけ る の を や め て本来の愛 を 取 り 戻す よ う

に と 導 く べ き 存在 な の で あ る 。

b） 社会風刺 に よ る 笑い の様相 一 会話の構成

前節で見た 寓話の構図 を な ぞ っ て 言 え ば、 ロ ジ モ ン の 態度は 「偽 り の優 し さ J で あ り 「お どけ

た愛」 であ る 。 そ う し た属性は、 個 々 の 台詞 の レ ベ ル で は どの よ う に描かれて い る だ ろ う か。 次

に 引 用 す る 場面 で は 、 結婚 を 延期 す る 意志 を伝 え よ う と す る オ ル タ ン ス を 遮 っ て 、 ロ ジ モ ン がオ

ル タ ン ス を 称賛す る 言葉 を 並べ る 。 オ ル タ ン ス が再三 「話 を さ え ぎ ら な い で」 と 言 う の に ロ ジモ

ン は応 じず、 彼女 を 困 ら せ る 。

オ ル タ ン ス ： ち ょ っ と 落 ち 着い て く だ さ い 。 も う 話す の を諦め る わ。

ロ ジ モ ン ： あ な た が本当 に 美 し す ぎ る か ら です よ 。 本当 に 、 こ の上 な く 生 き 生 き と し た 目 、

こ の上 な く 美 し い顔色。 あ あ 、 私 に 感謝 し て く だ さ い。 あ な た が魅力 的 な の に 、 そ の こ と に

つ い て ほ と ん ど何 も 言 わ な い よ う に し て い る の ですか ら 。 何 と 素晴 ら し い お衣装。 趣味の良

い レ ー ス を つ け て い ら っ し ゃ る よ う ですね。 レ ー ス への賛辞はお 許 し く だ さ い 。 我 々 は い つ

結婚す る の で し ょ う か。

オ ル タ ン ス ： どち ら の質 問 か ら 先 に お 答 え す れば よ い の で し ょ う 。 レ ー ス の こ と か、 結婚

の こ と か。

ロ ジ モ ン ： どち ら で も お好 き な よ う に 。 午後は何 を し ま し ょ う か XXXVlll

ロ ジモ ン がオ ル タ ン ス の話 を 聞 かず に 好 き な だ け話 し 、 一方的 に 質 問 を 投げか け 、 そ の 答 え も

待 た ず に ま た 質 問 を 投 げか け る の で、 会話がかみ合 っ て い な い 。 ロ ジ モ ン は過度に軽薄 に 振 る 舞

う あ ま り 、 意 図 的 に 会話 を 成立 さ せ な い よ う に し て い る かの よ う であ る 。 ま た脈略 な し に唐突 に
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結婚 と い う 言葉 を 出す と こ ろ な どが、 結婚 を 軽視 し て い る こ と を 示 し て い る 。

『戯れJ に も 、 主人公た ち が こ れ に 似 た 会話 を 展開 す る 場面があ る 。 相 手 を 観察す る た め に 従

僕 に 変装 し た ド ラ ン ト と 侍女 に 変装 し た シ ル ヴ イ ア が、 互いが本当 は婚約者で あ る と い う こ と を

知 ら な い ま ま 、 相手に 惹かれ始め て い る 場面 で あ る 。 ド ラ ン ト は シ ル ヴ イ ア を 口説 こ う と 言葉 を

尽 く し 、 シ ル ヴ イ ア が止め て も そ れ を や め な い 。

シ ル ヴ ィ ア ： ブルギニ ョ ン 、 あ ん た の話 に腹 を 立て は し な い け ど、 お 願 い だか ら 話題 を 変

え ま し ょ う 。 あ ん た の ご主 人の こ と を 話 し て 。 私 に 愛 を 語 る の を や め ら れ る で し ょ う 。

ド ラ ン ト ： だ
、
っ た ら 俺が君 に 愛 を 感 じ な い よ う に し て く れ よ 。

シ ル ヴ イ ア ： ま あ。 い い加減怒 る わ よ 。 愛の話は や め て 。

ド ラ ン ト ： だ
、
っ た ら お前 の そ の顔 を と っ て く れ よ mヘ

二 人 は そ れぞれ、 相手 を 従者だ と 4思 っ て い る た め に気軽 に話 し て い る 。 ド ラ ン ト に と っ て侍女

を 口説 く こ と は こ の 時点で は遊 びで あ る し 、 シ ル ヴ イ ア は相手が従者 ら し か ら ぬ気 の 利 い た 話 し

方 を し て い る こ と に 感心 し 、 楽 し ん でい る 。 し た が っ て 、 先の 『伊達男J の 会話で ロ ジ モ ン の愚

か さ と オ ル タ ン ス の苛立 ち が際立 つ て い る の と は 様子が異 な る 。 両場面 と も 、 男性が女性 を 一方

的 に称賛 し て く る の を 女性が止め よ う と す る 会話であ る が、 人物 と 場の 関係性 と い う 点 で異 な っ

て い る と 言 え る 。 『伊達男』 で は 、 二 人 は夫婦 に な る の だ か ら 親密 に な ら な ければい け な い の に 、

ロ ジモ ン は ふ ざけ る ばか り で本心 を 見せ な い。 ま た 田舎の人で あ る オ ル タ ン ス に は な お さ ら 、 軽

薄 な ロ ジモ ン に 同調す る こ と がで き な い 。 真面 目 に話すべ き と こ ろ で、 ロ ジモ ン の場違い な お ど

けが出 て 場 を 乱 し て い る の で あ る 。 『戯れJ で は 、 二 人 は互い を 本当 の相 手 だ と は思 っ て お ら ず、

ま た 変装 し て い る 自 分の ほ う が相 手 よ り 優位 に立 っ て い る と 思 っ て い る 。 彼 ら に と っ て は場 自 体

が現実の 身分 を 離れた遊びの場 に な っ て い る の であ り 、 そ こ で は遊 びの会話が許 さ れ る 。 も と の

身分に戻れば、 無か っ た こ と に な る は ず の 会話だか ら であ る 。 し た がっ て 、 ド ラ ン ト の こ の よ う

な お どけ た 態 度 も 受け入れ ら れ る 。 『伊達男J の ロ ジ モ ン の 言動 は 、 そ れ 自 体が間 違 っ て い る と

い う の で は な く 、 そ の場 に そ ぐ わ な い も の で あ る か ら 受 け入れ ら れ な い の で あ る 。

先の 『伊達男J の オ ル タ ン ス と ロ ジモ ン の対話の続 き で、 オ ル タ ン ス は と う と う 結婚 を 延期 し

た い と 告げ、 そ の 後 は 次の よ う に続 く 。

オ ル タ ン ス ： え え 、 （結婚 を 延期す る こ と を ） ど う 思 わ れ ま すか。

ロ ジモ ン ： 私 は 、 そ う です ね 、 ど う も 思い ま せん。 結婚 し ま す。 こ う い う こ と は特 に 、 快

い場合 に は 、 早 く 済 ま せた い も の です。 考 え る の は後です。

オ ル タ ン ス ： 私 は そ ん な に 急 ぎ ま せ ん。 結婚す る な ら 少 し は お互い を 好 き に な ら な い と い

け ま せ ん し xl
0

ロ ジモ ン の 、 結婚 に つ い て 「考 え な い」 と い う 意図 的 に 分別 を 欠 く 態 度 は 、 結婚 と い う 重大事
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を 軽視 す る 無礼 さ と 相侯 っ て 、 オ ル タ ン ス や マ ル ト ン が言 う と こ ろ の 「愚か さ 」 ゃ 「 お か し さ 」

を 強調 す る 。 『戯れ』 に お い て も 、 こ れ に 似 た 台 詞 が見 ら れ る 。 今度 は ド ラ ン ト で は な く 、 そ の

従者の ア ル ル カ ン の 台 詞 で あ る 。 主 人 に 変装 し た ア ル ル カ ン は 、 『奴隷の 島J の 主人 に な っ た ば

か り の 奴隷の よ う に 、 主人の 身分 を 楽 し ん でい る 。

ア ル ル カ ン ： 向 こ う で召 使が、 こ ち ら へ ど う ぞ と 言 っ た の で な 。 私の義父 に 知 ら せて く れ

る ら し い 。 私の妻 と 一緒 に お ら れ る そ う だ。

シ ル ヴ ィ ア ： そ れは オ ル ゴ ン 様 と お嬢様の こ と で ご ざい ま す ね 、 旦那様。

ア ル ル カ ン ： あ あ 、 そ う だ よ 。 私の義父 と 妻 と 言 っ て も 同 じ こ と だ ろ う 。 私 は結婚 し に 来

た の だ し 、 彼 ら も そ の結婚 を 待 っ て い る 。 話 は も う 決 ま っ て い る の だ。 後は式 を す る だ け の

こ と で、 そ れは何で も な い こ と だ。

シ ル ヴ ィ ア： そ の何で も な い こ と は 、 考 え る 価値があ り ま す。

ア ル ル カ ン ： あ あ 。 だが一度考 え れば、 も う 考 え な く て も い い xli
0

ア ル ル カ ン は 、 ま だ結婚す る 前の相手 を 妻 と 呼ぶ と い っ た 失礼 な 態度 を と り 、 ロ ジモ ン と 同様

に 、 結婚の手続 き と い う も の を軽視 し て 、 そ れ に つ い て 「考 え な い」 と 言い 張 っ て い る 。

ア ル ル カ ン の こ の よ う な 不作法 な態度は、 主人の真似 を し て い て も 出 て き て し ま う 召使の属性

と 解釈 さ れ る のが一般的で あ る が、 こ こ ま での考察 と 考 え 合 わ せ る と 、 こ れは上流階級の 「愚か

な 」 若者の忠実 な 模倣 と 言 え る の か も し れな い 。 紳士 を 演 じ よ う と す る ア ル ル カ ン が、 演 じ る 見

本 と し て ロ ジ モ ン の よ う な 伊達男 を 想定 し て い た と 見 る こ と も で き る 。 こ こ で話 し て い る 二 人 は 、

実際 に は従僕 と 令嬢 で あ る が、 表面上 は紳士 と 侍女で あ る 。 『伊達男J で も 、 紳士 と 侍女 （ ロ ジ

モ ン と マ ル ト ン ） の 聞 に こ れ と 似た よ う な や り と り があ る 。

ロ ジ モ ン ： ［ ・ ー ］ で、 我 々 の結婚 を 済 ま す た め に 来 る と い う 旦那、 伯 父 さ ん と や ら はす ぐ

に 来 る の かね。 彼 な し で は い け な い の かね。 そ の 人抜 き で結婚 を し て し ま っ て も い い の で は

な い か な xlii
0

こ の場面 の ロ ジ モ ン に お い て は結婚の手続 き の軽視 と と も に 、 侍女 に 対す る 横柄 さ が見 ら れ る 。

続 く 箇所 に は 、 侍女 を か ら か う 主人 と 、 あ き れて 主人 を か ら かい返す侍女のや り と り があ る 。

ロ ジ モ ン ： 待 ち た ま え 、 マ ル ト ン O 私 は お前 に 会 う の が好 き だ。 お 前 は 世界一 面 白 い娘だ

か ら 。

マ ル ト ン ： 私 も あ な た に お 会いす る の が大変面 白 う ご ざい ま す 、 旦那様。 ですが、 こ こ に

い る 時 聞があ り ま せん の で xliii
0

愚 か な 主人 と 利 口 な侍女の性格が表れた会話 と 言 え る 。 こ の や り と り は 、 ま た 『戯れJ の ア ル
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ル カ ン と シ ル ヴ ィ ア の 、 つ ま り 偽 の 主人 と 偽の侍女の場面 を 初得 さ せ る 。

ア ル ル カ ン： ［ ・ ー ］ 立 ち 去 る 前 に 聞 かせて く れ。 あ な た は た い そ う 美 し い が、 こ こ の小 間

使い かね。

シ ル ヴ イ ア： そ う で ご ざい ま す。

ア ル ル カ ン：そ れは素晴 ら し い 。 私 は こ こ で気 に 入 ら れ る だ ろ う か。 私の こ と を ど う 思 う 。

シ ル ヴ イ ア： あ な た は … … 面 白 いです （気 に 入 ら れ ま す） xliv 
0 

シ ル ヴ ィ ア は ア ル ル カ ン の演 じ る 無作法 な紳士に心底 あ き れて 、 一刻 も 早 く そ の 場 を 立 ち 去 り

た い の だが、 呼び止め ら れて 、 自 分 を ど う 思 う か と 聞 かれ る 。 シ ル ヴ イ ア は そ れ に対 し て 、 「気

に 入 ら れ る 」 と い う 意味 と 「 お か し い j と い う 意味の あ る « plaisant》と い う 言葉で答 え る 。 愚

か な 主 人 に 聡明 な 侍女が対峠 し て い る 会話で あ る 。 し か し 、 『伊達男J の場合 と は違 っ て 、 こ こ

で は そ も そ も 身分が入れ替わ っ て い る の だか ら 、 実際 に は愚 か な 従者 と 聡明 な 主人 と の会話 と い

う こ と に な る 。 つ ま り 、 結 局 は 主 人の ほ う が従者 よ り も 優れて い る と い う 、 従来の主従の 関 係性

は変わ っ て い な い の で あ る 。 こ の 『戯れJ の場面 で は 、 身分が入れ替 わ っ た の に 従者は愚かで、主

人 は聡明 な ま ま で あ る と い う 状況があ っ て こ そお か し み が生 ま れ る の で あ り 、 こ れ は 「状況 に よ

る 笑 い」 と 言 え る 。 一方、 対応す る 『伊達男』 の場面 で は 、 本来 は従者 よ り 優れて い る はずの主

人 に性格上の 欠点があ り 、 そ の た め に従者の ほ う が主人 よ り も 聡明 で あ る と い う 、 内面的な 身分

の転倒 が起 こ っ て い る 。 こ こ で は 、 伊達男 と い う 類型 か ら お か し みが生 ま れて い る の だか ら、 「社

会風刺 に よ る 笑い 」 と 言 え る 。

以上の よ う に 『伊達男』 と 『戯れJ の場面 を 比較す る と 、 表面上 は似た 会話の部分があ っ た と

し て も 、 前者は常に 「社会風刺 に よ る 笑 い」 を構成 し 、 後者 は常に 「状況 に よ る 笑 い 」 を構成 し

て い る と い う こ と がわ か る 。 主人公 ど う し の会話 は 、 『戯れ』 に お い て は現実の 身分か ら 離れた

「 遊 び」 の 中 で交 わ さ れて い る た め 、 ま た主人が従者 に 変装 し て い て も 主人 ら し い巧み な 言葉遣

い を し て い る と い う 状況があ る た め に 、 観客 に 共犯性 を 持た せ る 喜劇 的効果があ っ た。 そ れ に対

し 、 『伊達男J に お い て は 、 「 遊 びJ の会話が現実の 身分の ま ま 交 わ さ れて し ま う こ と に よ っ て 、

真面 白 で あ る べ き と こ ろ でふ ざけ て し ま う ロ ジモ ン の深刻 な ま で、 の 愚 か さ が強調 さ れ て い た 。 ま

た 、 主人 と 従者 の 間 の 会話 に 関 し て は 、 『戯れJ に お い て は 、 や は り 身 分 を 入 れ替 え て も 本来の

身分通 り の優劣 の 関 係性が保 た れて い る と い う 状況か ら 笑い が生 ま れて い た 。 そ れ に対 し て 『伊

達男J で は 、 現実の 身分の ま ま であ る が主従の優劣の 関係性が転倒 し て い る と い う お か し さ があ っ

た 。 『戯れ』 で用 い ら れて い た 会話の型が、 『伊達男』 に お い て 異 な る 状況で用 い ら れ る こ と に よ っ
て 、 異 な る 効果 を 生 み だ し て い る 。 い わ ゆ る マ リ ヴ ォ ー 喜劇 ら し い も の で は な い 「社会風刺 に よ

る 笑い」 が、 実 は優れて マ リ ヴ ォ ー 的 な 会話 に よ っ て構成 さ れて い る の で あ る 。
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む すび

『改心 し た伊達男j は 、 そ の 見 か け の単調 さ の裏 に 、 マ リ ヴ ォ ー 自 身 の そ れ ま で の作 品 の 様 々

な 要素 を 併せ持っ て い る 。 ま ず、 筋 の展 開 の 点 で は 、 こ の作品 は 恋愛心理劇 と ユ ー ト ピ ア 劇 の 折

衷の よ う な も の で あ る 。 恋愛心理劇 の 「告 白 への 道 の り 」 の構成が、 ユ ー ト ピ ア 劇 の 「 更生への

道 の り 」 と 重 な っ て 喜 劇 の軸 を な し て い る の で あ る 。 主 人 と 従者の 関 係性 と い う 点 に お い て は 、

恋愛心理劇 の そ れ を 踏襲す る 部分 も あ る が、 ユ ー ト ビ ア 劇 に よ り 近 い 。 「更生への道の り 」 に 不

可欠 な 、 深 い部分での 身分の転倒が起 き て い る の で あ る 。 こ の点 は マ リ ヴ ォ ー の人 間観や社会観

を 反映 し て い る よ う で興味深い 。 ま た 、 パ リ の恋愛 を め ぐ る 悪 し き 風潮 が こ の作品の題材 と な っ

て い る が、 そ れ は作家が以前か ら 寓話 に よ っ て批判 し て い た も の で あ る 。 そ の風潮 を 象徴す る 「偽

り の優 し さ 」 や 「お どけた愛」 を 伊達男 ロ ジ モ ン に 体現 さ せ る こ と で、 そ れが喜劇 的効果 を も っ

て描かれて い る の で あ る 。 さ ら に 、 会話の構成 に お い て は 、 「状況 に よ る 喜劇 」 で効果 を 発揮 し

て い た 会話の型が、 趣 旨 の異 な る こ の喜劇 に も 効果 的 に 応用 さ れて い る 。

マ リ ヴ ォ ー の風俗喜劇 は 、 こ の よ う に作家 自 身の劇作の足跡の上 に 独 自 に発達 し て い る も の で

あ っ て 、 や は り 同 時代の い わ ゆ る 風俗喜劇 の発達 と は 一線 を 画 し て い る 。 し か し 、 喜劇 の 道徳化

と い う 、 世紀の喜劇 の 大 き な 動 き と 同 じ方 向 に 向 か っ て い た こ と は 、 『改心 し た伊達男』 を 見れ

ば明 ら かで あ る 。 ま た逆 に 、 こ の戯 曲 へ と た ど り 着 く ま での作家の道筋 を た ど る と 、 よ り 早 い 時

期 の 喜劇 に お い て既 に 、 道徳的喜劇 の萌芽があ っ た こ と がわ か る の で あ る 。
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vi Hortense : C’est de lui dont je veux te parler. Marton, tu es fille d’esprit, comment le 
trouves-tu ? 
Marton : Mais il est d’une jolie figure. I Hortense : Cela est vrai. 
Marton : Sa physionomie est aimable. / Hortense : Tu as raison. 
Marton : Il me parait avoir de l’esprit. / Hortense : J e lui en crois beaucoup. 
Marton : Dans le fond meme on lui sent un caractere d’honnete homme. 
Hortense : J e le pense comme toi. 
Marton : Et a vue du pays, tout son defaut, c’est d’etre ridicule. 
Hortense : Et c’est ce qui me desespere, car cela gate tout. ［…］ (Theatre complet, 
« Bibliotheque de la Pleiade 》， t.2, p. 1 14) 

vii Franc;ois Moureau， 《 Le Petit-maitre intrigue : espaces du libertinage au theatre jusqu’a la 
Regence », Eros Ph11osophθ， ed. Franc;ois Moureau et Alain-Marc Rieu, H. Champion, 1984, p. 
126-128 

viii Lisette : On dit que votre future est un des plus honnetes du monde, qu'il est bien fait, 
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aimable, de bonne mine, qu’on ne peut pas avoir plus d’esprit, qu’on ne saurait etre d’un 
meilleur caractere ; que voulez-vous de plus ? [ ... ] (Theatre complet， 《 Bibliotheque de la 
Pleiade 》， t.l, p. 612) 
Dictjonna1均 de l'A cademie Francsisθ （1694) ; Trevoux(l 704）， 《 honnete 》 参照。
Lisette : ［…］ aimable, bien fait, voila de quoi vivre pour l’amour, sociable et spirituel, 
voila pour l’entretien de la societe : pardi, tout en sera bon, dans cet homme”la, l'utile et 
l’agreable, tout s’y trouve. (ibid.) 

xi Silvia : Tu ne sais ce que tu dis ; dans le mariage, on a plus souvent affaire a l'homme 
raisonnable qu’a l'aimable homme : en un mot, je ne lui demande qu’un bon caractere, et 
cela est plus difficile a trouver qu’on ne pense [ ... ] (Theatriθ complet， 《 Bibliotheque de la 
Pleiade 人 t.l, p. 613) 

xii Ibid., t.l, p. 114 
xiii Hortense : Que veux-tu dire ? Est-ce que la raison meme n’exige pas un autre procede que 

le sien ? 
Marton : Eh oui, la raison : mais c’est que parmi les jeunes gens du bel air, il n’y a rien de 
si bourgeois que d’etre raisonnable. (ibid.) 

xiv Theatre complet, « Bibliotheque de la Pleiade 》， t.l, p. 613 
xv Theatre complet, « Bibliotheque de la Pleiade 》， t之 p. 115

ニ ヴ ェ ル ・ ド ・ ラ ・ シ ョ ッ セ の《Le Prejuge a la mode 》 な どの喜劇 に お い て も 、 「 自 分の
妻 を 愛す る こ と を 恥 と す る J と い う 伊達男 の 「信条」 な る も のが扱わ れて い る 。

XV
l
l あ る い は 、 軽薄 さ を 装 う こ と 自 体が《petit-maitre 》 の性 質 で あ る と も 言 え る 。 ド ゥ ロ ッ フ

ル に よ る と 、 文学上の《petit-maitre 》 の系譜 を 踏 ま え て 言 う な ら ば、 ロ ジ モ ン は こ の類型
が伝統的 に 有 し て い た 多 く の属性 を そ ぎ落 と さ れ、 軽薄 さ と い う そ の本質的 な 性質だけ を 留
め て い る 。 経済面 で の 無頓着 さ や決 闘 を 好 む と い っ た 属 性、 さ ら に は リ ベ ル タ ン に つ な が
る よ う な悪意 を 持 っ た《 petit-maitre 》 が他の 多 く の作家の戯 曲 で描かれて い る が、 ロ ジ モ
ン の 人物像 は そ れ ら と は 別 の も の で あ る 。 こ の戯 曲 で は、 《petit-maitre 》 の属性の 中 で女
性 に対す る 軽薄 な態度だ けが問題に な っ て い る 。 （Theatre complet, ed. Frederic Deloffre et 
Fran<;oise Rubellin, Le Livre de poche 《 La Pochotheque », 2000 / Le Petiιmaitre corn記 ，

ed. Frederic Deloffre, Droz, 1955) 
こ の戯 曲 は《petit-maitre 》 と い う 類型 を 扱 う 性格喜劇 と も 言 え る が、 こ こ で は 類型が人

物の本当 の 性格 で は な く て 装 わ れた も の で あ る と と ら え る こ と も で き る の で 、 い わ ゆ る モ リ
エ ー ル 的 な 性格喜劇 と は 一線 を 画す る 。 マ リ ヴ ォ ー の 『率直 な 人 々 』 も ま た （ こ ち ら の ほ う
が よ り 明確 に ） 、 い わ ば 「装 わ れた性格」 の喜劇 で あ る 。

xviii Theatre complet， 《 Bibliotheque de la Pleiade », t.2, p. 115 
xix Jean Rousset, Forme et signification, Corti, 1962, p. 57 
xx Theatre complet， 《 Bibliotheque de la Pleiade », t.2, p. 115 
xxi Vous voila en mauvais etat, nous entreprenons de vous guerir ; vous etes moins nos 

esclaves que nos malades, et nous ne prenons que trois ans pour vous rendre sains, 
c’est-a-dire humains. raisonnables. et genereux pour toute votre vie. (Theatre complet, 
Bibliotheque de la Pleiade, t.l, p. 408) 

ロii Theatrθ complet， 《 Bibliotheque de la Pleiade 》， t.l, p. 152 
XXll

l 最後の場面 で は 改心 し た ロ ジ モ ン 自 身 に よ っ て そ れが明言 さ れ る 。
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Rosimond : Oui, Monsieur, c’est Rosimond devenu raisonnable, et qui ne voit rien d’egal au 

bonheur de son sort. (Theatre complet， 《 Bibliotheque de la Pleiade κ t.2, p. 165) 
双山 ピ ロ ン へのバー ル嬢の 手紙 （Theatre complet， 《 Bibliotheque de la Pleiade 》， t.2, p. 820） では、

『伊達男J は 「説教」 で あ り 「古め か し い考 え の雑多 な 集 ま り 」 であ り 、 「喜劇 に 必要な性質

を 全 く 備 え て い な い」 と 酷評 さ れて い る 。 ま た 、 そ こ に あ る 「方針 も つ な が り も 面 白 さ も な

い （il n
’
y a ni conduite, ni liaison, ni interet）」 と い う 指摘 は 、 マ リ ヴ ォ ー 自 身 の 『理性の 島J

に つ い て の言であ る 「筋がな く 、 動 き は ほ と ん どな く 、 面 白 さ も ほ と ん ど な い」 に類似 し て

い る 。
XXV 

Theatre complet, « Bibliotheque de la Pleiade », t.l, p. 515 
xxvi Blaise : Mais, dites-moi, j

’

ons piquie de mes pauvres camarades ; je prends de la charite 

pour eux. Ils valons mieux que moi ; je sis le pire de tous, faut les secourir ; et tantot si 

vous voulez, je leur ferai entendre raison. (Theatre complet, Bibliotheque de la Pleiade, t. l , p. 

538) 
xxvii Arlequin : ［…］ si j

’avais ete votre pareil, je n’aurais peut-etre pas mieux valu que vous : c’est 

a moi a vous demander pardon du mauvais service que je vous ai toujours rendu. Quand 

vous n
’
etiez pas raisonnable, c

’
etait ma faute. (Theatre complet, Bibliotheque de la Pleiade, 

t. l, p. 425) 

即日l Frontin : Non, Monsieur, elle m’a corrige, j
’

etais petit-maitre aussi bien qu’un autre ; Je ne 

voulais pas aimer Marton que je dois epouser, p訂ce que je croyais qu'il etait malhonnete 

d’aimer sa future ; mais cela n
’

est pas vrai, Monsieur, fiez-vous a ce que je dis, je n’etais 

qu
’

un sot, je l’ai bien compris. Faites comme moi, j ’aime a present de tout mon c白ur, et 

je le dis tant qu’on veut : suivez mon exemple [ ... ] (Theatre complet, Bibliotheque de la 

Pleiade, t.2, p. 142) 
ロix Marton : Me promettez-vous de rester comme vous etes ? Continuerez-vous d

’
etre auss1 

aimable que vous l'etes actuellement ? En est-ce fait ? N’y a-t-il plus de petit-maitre ? 

Rosimond : Je suis confus de l'avoir 仕e, Marton. 

Fron tin : J e pleure de joie. (Theatre complet, Bibliotheque de la Pleiade, t.2, p. 162) 

Theatre complet, ed. Frederic Deloffre et Frarn;oise Rubellin, Le Livre de poche « La 

Pochotheque », 2000, p. 15 
xxxi Frontin : Tenez, il est bon de vous mettre la-dessus au fait. Ecoutez, il n’en est pas de Pans 

comme de la province, les coutumes y sont differentes 

Marton : Ah ! differentes ? 

Frontin : Oui, en province, par exemple, un mari promet fidelite a sa femme, n’est-ce pas ? 

Marton : Sans doute. 

Frontin : A Paris c
’est de meme, mais la fidelite de Paris n’est point sauvage, c’est une 

fidelite galante, badine, qui entend raillerie, et qui se permet toutes les petites commodites 

de savoir-vivre ; vous comprenez bien ? (Theatre complet, Bibliotheque de la Pleiade, t.2, p 

117) 
xxxii Ce n’etait pas la bonne Galanterie, fille de l’Esprit ; Car il faut que vous sachiez qu ’il y 

a deux deesses de galanterie ; la premiere et la veritable est une deesse charmante qm 

porte la joie et le plaisir partout, qui donne a ceux qu
’

elle inspire une aimable vivacite qui 

les distingue ［…］ ; cette deesse etait restee avec l'Amour, 1’Esprit et la Raison, incapable 
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de prendre un autre parti que leur. （αuvr，θs de jeunesse, ed. Frederic Deloffre avec le 
concours de Claude Rigault， 《 Bibliotheque de la Pleiade », Gallimard, 1972, p. 686) 

四日I D1切
・onnail「θ de l'Academie Franr;sise (1694). Trevoux (1704）， 《 galanい

xxxiv La Galanterie qui p訂ut aux yeux de nos trois deesses [Folie, Betise, Ignorance], est 五lle
de certain dieu nomme Faux Esprit ; elle a pour frere le Mauvais Gout, et la Sottise pour 
mere ; toutes divinites exilees qui avaient ete porter leur honte, qui de-<;a, qui de-la ; cette 
Galanterie done en passant reconnut nos trois deesses, c’etait ses meilleures amies. (ibid.) 

XXXV Theatre compliθt, « Bibliotheque de la Pleiade κ t.l ,  p. 103-109 
xxxvi Marton : ［…］ je vous dis que tout nous y p紅ait comique. V ous savez bien que vous avez 

peur de faire l’amoureux de ma maitresse, parce qu’apparemment cela ne serait pas de 
bonne grace dans un joli homme comme vous ; mais comme Hortense est aimable et qu'il 
s’agit de l’epouser, nous trouvons cette peur-la si burlesque ! si bouffonne ! qu’il n’y a point 
de comedie qui nous divertisse tant ; car il est sur que vous auriez plu a Hortense si vous 
ne l'aviez pas fait rire : mais ce qui fait rire n’attendrit plus, et je vous dit cela pour vous 
divertir vous-meme. (Theatre complet, « Bibliotheque de la Pleiade 人 t.2, p. 139) 

xxxvii Comte ： ［…］ vous avez de l’esprit et de la raison, et vous etes ne avec tant d’a vantage, 
que vous n’avez pas besoin de vous distinguer par de faux airs [ ... ] (Theatre complet, 
《 Bibliotheque de la Pleiade 》， t.2, p. 149) 

xxxviii Hortense : Doucement, Monsieur, je renonce a vous parler. 
Rosimond : C’est que serieusement vous etes belle avec exces ; vous l'etes trap, le regard 
le plus vif, le plus beau teint : ah ! remerciez-moi, vous etes charmante, et je n’en dis 
presque rien ; la parure la mieux entendue ; vous avez la de la dentelle d’un gout exquis, 
ce me semble. Passez-moi l'eloge de la dentelle ; quand nous marie-t-on ? 
Hortense : A laquelle des deux questions voulez-vous que je reponde d’abord ? A la 
dentelle, ou au mariage ? 
Rosimond : Comme il vous plaira. Que faisons-nous cet apres-midi ? (Theatre complet, 
Bibliotheque de la Pleiade, t.2, p. 128) 

双山 Silvia : [ ... ] Bourguignon, je ne saurais me facher des discours que tu me tiens ; mais je t’en 
prie changeons d’entretien, venons a ton maitre, tu peux te passer de me parler d’amour, 
je pense ? 
Dorante : Tu pourrais bien te passer de m’en faire sentir, toi. 
Silvia : Ahi ! je me facherai, tu m’impatientes, encore une fois laisses la ton amour. 
Dorante : Quitte done ta figure. (Theatre complet ， 《 Bibliotheque de la Pleiade », t.l ,  p. 622) 

xi Hortense : Oui, Monsieur, qu’en pensez-vous ? 
Rosimond : Moi, ma foi, Madame, je ne pense point, je vous epouse. Ces choses-la surtout, 
quand elles sont aimables, veulent etre expediees, on y pense apres. 
Hortense : J e crois que je n'irai pas si vite : il faut s’aimer un peu quand on s’epouse. (Theatre 

complet, Bibliotheque de la Pleiade, t.2, p. 128) 
xii Arlequin : Un domestique la-bas m’a dit d’entrer ici, et qu’on allait avertir mon beau-pere 

qui etait avec ma femme. 
Silvia : Vous voulez dire monsieur Orgon et sa fille, sans doute, Monsieur ? 
Arlequin : Eh oui, mon beau司pere et ma femme, autant vaut ; je viens pour epouser, et ils 
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m’attendent pour etre maries, cela est convenu, il ne manque plus que la ceremonie, qui 
est une bagatelle. 
Silvia : C’est une bagatelle qui vaut bien la peine qu’on y pense. 
Arlequin : Oui, mais quand on y a  pense on n’y pense plus. (Theatre complet， 《 Biblioth色que
de la Pleiade 》， t.l, p. 623) 

xiii A propos, ce bon homme qu’on attend de sa terre pour finir notre mariage, cet oncle 
arrive-t-il bientot ? Que ne se passe-t-on de lui ? Ne peut-on se marier sans que ce parent 
assiste a la ceremonie ? (Theatre complet, « Bibliotheque de la Pleiade 》， t.2, p. 120) 

xliii Rosimond : Attends, Marton, j’aime a te voir ; tu es la fille du monde la plus amusante. 
Marton : J e vous trouve tres curieux a voir aussi, Monsieur, mais je n’ai pas le temps de 
rester. (ibid.) 

耐 Arlequin : ［…］ mais avant que de partir, dites-moi une chose, vous qui etes si jolie, nモtes
vous pas la soubrette de l’hotel ? 
Silvia : V ous l' avez dit. 
Arlequin : C’est fort bien fait, je m’en rejouis : croyez-vous que je plaise ici, comment me 
trouvez-vous ? 
Silvia : Je vous trouve”.plaisant. (Theatriθ complet， 《 Bibliotheque de la Pleiade 》， t. l, p. 624) 
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