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Molibre研究の二つの潮流 1

内　海　利　朗

　　まず本稿で取り上げることになる資料の一覧表を掲げておく。重要な二・三

の資料が紛失して欠けている。そのうちに可能なかぎり補いたいと思ってい

る。なお作品の底本としてはMoli6re，（Euvres　compl6tes，　ed。　par　Despois　et

Mesnard．　Collection　des　Grands　Ecrivains　de　Ia　France，　Hachette，13　vol，

1873－1893ならびに（Euvres　compl6tes，6d．　par　G．　Couton．　Bibliothさque　de　la

P16iade，　Gallimard，2vol，1971を主として参照する。

1．Liste　des　6tudes　moli6resques　biographiques　et　de　celles　des　ceuvres　par

rapPort　a　sa　biographie

Grimarest：La　vie　de　Monsieur　de　Moliさre，1705，6d．　Chancerel，　La　Renais－

　　　　　　　　　sance　du　Livre，1930

Le　Boulanger　de　Chalussay：Elomire　Hypocondre　ou　Les　M6decins　vengez，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Com6die，　Collection　moli6resque，　VIII，1867，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Slatkine　Reprints，1968

Voltaire：Vie　de　Moli6re，1739，　reproduite　par　Gallimard，1992

Chapelle　et　Bachaumont：Voyage　de　Chapelle　et　de　Bachaumond，　Constant

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Letellier　Fils，1826

Beffara：Dissertation　sur　J．・B．　Poquelin　Moli6re，　Vent，1821（Bibliotheque

　　　　　　　de　l’Arsenal，　Cotes　RF4103）

J．Taschereau：Histoire　de　la　vie　et　des　ouvrages　de　Moli壱re，　Brissot－

　　　　　　　　　　　　　Thivard，1827
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A．Bazin：Notes　historiques　sur　la　vie　de　Moliさre，　T6chener，1851

Eud．　Souli6：Recherches　sur　Moliere　et　sur　sa　famille，　Hachette，1863（Bi－

　　　　　　　　　　blioth6que　de　l’Arsenal，　Cotes　RF4237）

H．Chardon：La　troupe　du　Roman　comique　d6voil6e，　Le　Mans，1876，

　　　　　　　　　　　　Reprinted　by　Burt　Franklin，　New　York，1972

A．Baluffe：Moliδre　inconnu，　sa　vie，　Perrin，1886

J．Loiseleur：Les　points　obscurs　de　la　vie　de　Moli6re，1887（欠本）

L。Moland：Moli6re，　sa　vie　et　ses　ouvrages，　Garnier，1887

Mesnard：Notice　biographique　sur　Moliere（dans“les（Euvres　compl色tes　de

　　　　　　　　　Moli6re”－Collection　des　Grands　Ecrivains　de　la　France－，　Tome

　　　　　　　　　X），Hachette，1889

Eug．　Riga1：Moli6re，2vo1，　Hachette，1908

G．Michaud：La　jeunesse　de　Moliere，　Hachette，1923

　　　　〃　　：Les　d6buts　de　Molibre，　ibid，1923

　　　　〃　　：Les　luttes　de　Moliδre，　ibid，1925

R．Fernandez：La　vie　de　Moli6re，　NRF，1929

P．Brisson：Moliere，　sa　vie　dans　ses　oeuvres，　Gallimard，1942

J．Charpentier：Moliさre，　Tallandier，1942

G．Mongr6dien：La　vie　priv6e　de　Moli6re，　Hachette，1950

J．－L．Loiselet：De　quoi　vivait　Moli6re，　Deux－Rives，1950

E．Fabre：Notre　Moli6re，　Albin　Michel，1951

Jurgens＆Maxfield－Miller：Cent　ans　de　recherches　sur　Moli6re，　sur　sa

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　famille　et　sur　les　com6diens　de　sa　troupe，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Imprimerie　nationale，1963

C．E．　J．　Caldicott：Les　s6jours　de　Moliere　en　Languedoc，　Revue　d’Histoire

　　　　　　　　　　　　　　　　litt6raire　de　la　France，　novembre・d6cembre，1987，　A，

　　　　　　　　　　　　　　　　Colin
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II．　Liste　des　documents　concernant　Acteurs，　Mise　en　sc6ne，　Interpr6tation　et

　　Th6atre

E．Campardon：Nouvelles　pi6ces　sur　Moli6re　et　sur　quelques　com6diens　de

　　　　　　　　　　　　　sa　troupe，　Berger－Laveault，1876

A．Copin：Histoire　des　com6diens　de　la　troupe　de　Moli6re，　L．　Frinzine，1886

E．Magne：Une　amie　inconnue　de　Moli6re，　Emile－Paul　Freres，1922

L．Lacour：Moli色re　Acteurs，　F61ix　Alcan，1928

J．Arnavon：Moli6re，　Tartuffe，　la　mise　en　scene　rationnelle　et　la　tradition，

　　　　　　　　　　Soci6t6　d’Editions　litt6raires　et　artistiques，1909

　　　　〃　　：Notes　sur　1’interpr6tation　de　Moli6re，　plon，1923

　　　　〃　　：Le　Misanthrope　de　Moliere，　plon　1930

　　　　〃　　：L’Ecole　des　Felnmes　de　Moli6re　Plon，1938

　　　　〃　　：Le　Malade　imaginaire，　Plon，1938

　　　　〃　　：Morale　de　Moli6re，　Les　Editions　universelles，1945

Dussane：Un　com6dien　nomm6　Moli6re，　Plon，1936

J．Audiberti：Moli6re，　L’Arche，1954

K．Mantzius：Moliere，　Les　Th6atres　et　Le　Public＆les　Com6diens　de　son

　　　　　　　　　　　Temps，　A．　Colin，1903

M．Descotes：Les　grands　r61es　du　th6atre　de　Moli6re，　PUF，1960

L．Jouvet：Moli6re　et　la　coIn6die　classique，　NRF，　Gallimard，1965

J．N．　du　Tralage：Notes　et　documents　sur　1’hisroire　des　th6atres　de　Paris　au

　　　　　　　　　　　　　　　XVIIe　siecle－Nouvelle　Collection　moli芭resque，　XXXV－，

　　　　　　　　　　　　　　　Slatkine　reprints，1969

S．Chapuzeau：Le　th6atre　frangois，1674，　Tules　Bonnaises，1875（Biblioth6que

　　　　　　　　　　　　　de　l　Aresnal，　Cotes　RF1633）

E．Despois：Le　th6atre　frangois　sous　Louis　XIV，　Hachette，1874
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P．M616ze：Le　th6atre　et　le　public　a　Paris　sous　Louis　XIV，1659－1715，　Droz，

　　　　　　　　　1934

　　　〃　　：R6pertoire　analytique　des　documents　contemporains，　d’informa－

　　　　　　　　　tion　et　de　critique　concernant　le　th6atre．a　Paris　sous　Louis　XIV，

　　　　　　　　　1659－1715，Droz，

W．Holsboer：L’histoire　de　la　mise　en　sc6ne　dans　le　th6fitre　frangais　a　Paris

　　　　　　　　　　　　de　1600－1673，　Nizet，1960

　　　　〃　　：Le　Th6atre　du　Marais，2vol，　Nizet，1954

　　　　〃　　　（L’H6tel　de　Bourgogne欠）

J．　Carmody：Rereading　Moli色re，Mise　en　sc6ne，　from　Antoine　to　Vitez，　The

　　　　　　　　　　　University．　of　Michigan　Press，1994

III。　Histoire　litt6raire　ou　th6atrale　relative　au　17e　siさcle

Maupoint：Bibilioth6que　des　th6atres，　Prault，1733

Fr6re　Parfait：Histoire　du　th6atre　frangois，　Morin　et　Flahault，15　voL，1734，

　　　　　　　　　　　　　S．R．，3VOL，1967

Beauchamp：Recherches　sur　les　th6fitres，　Marietti　et　Guerin，1748－1756，

　　　　　　　　　　　　18vo1，　S．　R．，1vQ1，1968

Soleinne：Biblioth邑que　dramatique　de　Monsieur　Soleinne，　p．　par　L．　Jacob，

　　　　　　　　bibliophile（Paul　Lacroix），　Alliance　des　Arts，5vol，1843，1845

V．Fourne1：Les　contemporains　de　Moli6re，3vol，　Firmin－Didot　Frさres，

　　　　　　　　　　　1863－1865

　　　　〃　　：Le　th6atre　au　XIIe　si6cle，　La　com6die，1892，　S．　R．，1969

E．Fournier；Le　th6atre　frangais　au　XVIe　et　XVIIe　siδcle，1871，　S．　R，1970

E．Riga1；Le　th6atre　frangais　avant　la　p6riode　classique，1901．　S．　R．，1969

　　　〃　　：De　Jodelle　a　Moli6re，　trag6die，　com6die，　tragi－com6die，1911，　S．

　　　　　　　　　R．，1967
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P．Kohler：L，esprit　classique　et　la　com6die，　autour　de　Moli色re，　Payot，1925

H．C．　Lancaster：Ahistory　of　french　dramatic　literature　in　the　seventeenth

　　　　　　　　　　　　　　　century，9vol，　The　Johns　Hopkins　Press，1929－1942

P．B6nichou：Morales　du　Grand　Si6cle，　NRF，　Gallimard，1948

D．Mornet：Histoire　de　la　litt6rature　frangaise　classique，1600－1700，　A．　Colin，

　　　　　　　　　1950

A．Adam；Histoire　de　la　litt6rature　frangaise　au　XVIIe　siecle，5vol，　Domat，

　　　　　　　　　1948－1954

E、Henriot：Courrier　litt6raire，　XVIIe　si6cle，2vol，　Albin　Michel，1958

P．Sage：Pr6classicisme，　del　Duca，1962

R．Guichemerre：La　com6die　avant　MoliEre，1640－1660，　A．　Colin，1972

G．Forestier：Le　th6atre　dans　le　th6atre　sur　la　sc6ne　frangaise　du　XVIIe

　　　　　　　　　　　　si6cle，　Droz，1981

A．Cioranescu：Le　Masque　et　le　Visage，　Droz，1983

R．Zuber，　M．　Cu6nin：Litt6rature　franGaise，4Le　clacissisme，　Arthaud，1984

IV．　Etudes　globales

Encyclop6die　par　l’image，　Moli6re，　Hachette，1926

V．Vedel：Deux　classiques　frangais，　Corneille　et　son　temps－Moli色re，　traduit

　　　　　　　　du　danois　par　Mme　D．　Cornet，　Ancienne　Honor6　Champion，1935

D．Mornet：Moli6re，　Boivin，1943

G．Lafenestre：Moli色re，　Hachette，　date　de　publication　non　indiqu6e

M．Turnelle：The　classical　moment，　Studies　of　Corneille，　Moliさre，　Racine，

　　　　　　　　　　　Hamish　Hamilton，　London，1947

J．D．　Hubert　Moli6re＆the　comedy　of　intellect，　University　of　Calfornia

　　　　　　　　　　　　Press，1962

J．Guicharnaud：Moli6re，　une　aventure　th6atrale，　Gallimard，1963
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J．J．　Meyer：Moli6re，　Perrin，1963

Revue　d’Histoire　litt6raire　de　la　France，　Num6ro　sp6cial　de　Moliere，

septembre－d6cembre，1972，　A．　Colin

G．Defaux：Moli色re　ou　les　m6tamorphoses　du　comique，　Klincksieck，1994

P．Dandrey：Moli6re　ou　l’esth6tique　du　ridicule，　Klincksieck，1994

V．Etudes　sp6cifiques

L．Moland：Moli色re　et　la　com6die　italienne，　Didier，1867

G．Attinger：L’esprit　de　la　commedia　dell’arte　dans　le　th6atre　frangais，

　　　　　　　　　　　　Librairie　th6atrale，1950

E．Martinenche：La　comedia　espagnol　en　France，1900，　S．　R．，1970

M．Paquot：Les　6trangers　dans　les　divertissements　de　la　cour，　de　Beau－

　　　　　　　　　　　joyeux　a　Moli6re（1586－1673），　La　Renaissance　du　Livre，　date　de

　　　　　　　　　　　publication　non　indiqu｛…e

M．Pellisson：Les　com6die－ballets　de　Moli6re，　Hachette，1914

A．de　Mandach：Moliere　et　la　com6die　de　m．ceurs　en　Angleterre，　A　La

　　　　　　　　　　　　　　　Bacommi6re，1946

F．Baumal：Moli6re，　auteur　pr6cieux，　La　Renaissance　du　Livre，　date　de

　　　　　　　　　　　publication　non　indiqu6e

　　　〃　　：Le　f6minisme　au　temps　de　Moli6re，　La　Renaissance　du　Livre，

　　　　　　　　　　ibid

G．Lanson：Moli6re　et　farce，　Revue　de　Paris，　le「mai，1901

R．Allier：La　cabale　des　d6vots，　A．　Colin，1902

F．Baumal；Moli6re　et　les　d6vots，　Edition　du　Livre　Mensuel，1914

　　　〃　　：Tartuffe　et　ses　Avatars，　Emile　Nourry，1925

R．　Emard：Tartuffe，　sa　vie－son　milieu　et　la　com6die　de　Moli6re－，　Droz，1932

H．d’Alm6ras：Le　Tartuffe　de　Moli色re，　SFELT，1946
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H．P．　Salomon：Tartuffe　devant　l’opinion　frangaise，　PUF，1962

G．G．　de　B6votte：La　l6gende　de　Don　Juan，　Hachette，1906

J．Cairncross：New　light　on　Moli6re，　Tartuffe；Elomire　Hypocondre，　Droz，

　　　　　　　　　　　　1956

　　　　〃　　　：Moli6re，　bourgeois　et　libertin，　Nizet，1963

R．Doumic：Le　Misanthrope　de　Moli6re，　Mellott6e，　date　de　publication　non

　　　　　　　　　　indiqu6e．

Jasinski：Moliere　et　le　Misanthrope，　A．　Colin，1951

G．Reynier：Les　femmes　savantes　de　Moliere，　Mellott6e，1948

P．Dandrey：Le《cas》Argan，　Mo！i6re　et　la　maladie　imaginaire，　Klinck－

　　　　　　　　　　　sieck，1993
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この度Jim　CarmodyのRereading　Molibre，　Mise　en　sc6ne　from　Antoine　to

Vitez（Ann　Arbor，　The　University　of　Michigan　Press）が刊行されたのを機会

に，私が1958年に発表した拙論『現代におけるモリエール解釈の問題点』（法

政大学教養研究報告，第3号）で取り上げた問題をもっと敷衛した形で再び取り

上げ，Moli6re研究の出発点においていだいた問題意識に現時点での決着をっ

けたいと考えて筆をとることにした。

　敷衛：した形というのはGrimarest（1705）以来主だ、ったものを挙げてもBef・

fara，　Taschereau，　Bazin，　Souli6，　Moland，　Mesnard，　Rigal，　Michaudなどを経

て約2世紀半後の1963年にJurgens＆Maxfield－Millerの労作で頂点に達する

伝記的研究とそれに基づく作品解釈がわれわれに与える情報の量と質を年代順

につぶさに比較検討・整理し，Arnavonの合理的演出法やL．　Jouvetの演出

講義ないしはノートなども十分に勘案してということである。

　この研究のそもそもの出発点にあったものはOxford大学のW．　G．　Moore

の提言｛1）やそれを受けたR．Brayの論考（2）であったが，要約的にいえばそれら

は従来の文学史的なアプローチと対置される演劇史的なアプローチの提示であ

った。

　資料の制約による伝記的研究の行きづまりから文学的アプローチが暗礁に乗

り上げたことは確かだが，他方とりわけMooreの提示したアプローチにも行

き過ぎがみられ，二つの立場は止場され，より高次の綜合がなされなければな

らないというのが当時の私の見解であったが，そうした考え自体その後の

Moli6re研究ひいてはフランス古典劇研究の進展，例えばJ．　Cairncross，　J．

Guicharnaud，　J．　D．　Huber，　J．　Meyer，　G．　Defaux，　P．　Daudrey，　G．　Forestier，　A．

Cioranescuなどの業績を踏まえてこの際改めて再検討しなければならない。

　（1）W．G．　Moore：Moli6re，　a　new　criticisme，　Oxford，1949．

　（2）R．Bray：Le　r6pertoire　de　la　troupe　de　Moli色re，　dans“M61anges　d’Histoire

　　　　　　　litt6raire　offerts　a　Daniel　Mornet”，　Nizet，1951

　　　　〃　　Moliere，　Homme　de　Th6atre，　Mercure　de　France，1954
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　まずMooreらのアンチ・テーゼが提起されるに至った伝記的研究とそれに

基づく作品解釈の流れを改めて追ってみることから始めたい。

　LGrimarestの『伝記』（3）にはつぎのような内容が含まれている。

1．MoliOreの本名はJean－Baptiste　Poquelinであること。

2．祖父と父親の職業：tapissier室内装飾商，　valet　de　chambre　du　roi　Louis

　XIIIルイ13世の納戸係（注記：FuretiereのLe・Dictionnaire・universelによれば

　valet　de　chambreとは“ceux　qui　aident　a　habiller　le　Roy，　et　qui　servent　aux

　offices　de　sa　chambre．　Il　y　en　a　de　Tailleurs，　de　Tapissiers，　d’Horlogers，　etc”，

　つまり“国王の着付けの手助けをしたり，居室での雑務を果たす人々。仕立て屋，

　室内装飾係，時計係などがある”と解説されている。宮廷内での身分は低いが，

　日常国王と身近に接する職業に従事していたということになる。valet　de　cham・

　breの別の機能についてはいずれ触れる）

　（3）Grimarest：La　Vie　de　Monsieur　de　Moliere，1705，6d．　Chancerel，　La　Renaissance

　　　　　　　du　livre，1930

3．店と住居：家は持ち家で，そのなかに店があり，それは“中央市場の柱の

　下”sous　les　piliers　des　Hallesにあった。（注記：この家は“聖クリフトフ像

　の付いた家”la　Maison　de　l’image　Saint－Christopheと呼ばれるもので，　Moli6re

　の生家ではない。つまりMoliereの父親が，おそらく再婚した妻の持参金を投資

　して1633年に購入したもので，1643年にそこに住むようになる。1838年にRam－

　buteau街開通のために取り壊わされた。その家がsous　les　piliers　des　Hallesにあ

　ったという記述についてはrue　des　Hallesに面していることは古地図に照らして

　確かであるが，sous　les　piliersについてはそのpiliersが何を支え，そのrueがど

　のような構造になっていたのかよくわからない。デンマーク人K．Mantziusのい

　ずれ取り上げることになるモリエール論“，Moli6re，　Les　Th6atres＆Le　Public＆

　les　Com6diens　de　son　temps，　traduit　par　Maurice　Pellisson，　Armand　Colin，1908

　のP．51にはMoli6reの生家の絵があるが，そこにもそのような柱は見当たらな

　い。なおMoli6reの生家は当時“猿の家”la　Maison　de　singesと呼ばれていたも
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　ので，その名の由来は6匹の猿が上から下へと順に果実を手渡し，一番下にいる

　7匹目がそれらの実を集めているオレンジの木が描かれている隅柱がその家を飾

　っていたことによる。隅柱の位置や図柄については，cf．　Mantzius，　opt．，　cit．，なら

　びにEncyclop6die　par　1’image，　Moli6re，　Hachette，1925。なおその生家はSaint－

Honor6街とles　Vieilles－Etuves街の角，現在のSaint－Honor6街96番地にあっ

　た。－GMongr6dienのLa　vie　priv6e　de　Moli6re，　Hachette，1950ではVieilles－

Etuves街の近く，現在のSauval街となっている一。これらの家がParisの商業

地区のド真ん中にあり，Louvre宮にも近く，また大道芸人たちの多数集まってい

たPont・Neufにも近かったことに注目しておこう）。

4．母親：名前はBoudet。同じくtapissierの娘で，その店はLes　Hallesの

同じpiliersの下にあった。

5．親の教育方針：息子も将来tapissierにする。そして年端も行かぬうちか

ら父親の官職の継承権を息子に認めてもらう。もっと高い職業に就かせる野

心はなかった。両親は職業上必要な読み書きを息子に学ばせることだけに満

足していた。このようなわけで14歳まで店に留まっていた。

6．祖父と孫：祖父は孫を熱愛し，芝居好きであったので，孫をしばしば

Bourgogne座へ連れて行った。こういう楽しみが息子の注意力を散漫にし，

職業に向けるべき注意力を彼から奪ってしまうのではないかと心配した父親

がある日多少憤慨気味に“あなたはなぜ彼をそんなにしばしば観劇に連れて

行くのですか？彼を俳優にでもするっもりですか？”と祖父に尋ねたとこ

ろ，祖父は“彼がBellerose（4）のような俳優になってくれればよいのだが”

と答えた。この祖父の返答は孫に強い印象を与えた。進むべき方向を決定し

たわけではないが，祖父のその返答が孫にtapissierという職業に対する嫌

悪感を生じさせ，祖父が俳優になってもよいと願っているのだから父の職業

以上の何かを望みえられるのではないかと考えるようになる。

（4）R．Garapon氏の解説によればつぎのようになる。

　　　“Bellerose：著名な俳優。1592年頃に生まれた。1609年4月に父親がValleran　le
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　Conteのもとに弟子入りさせ，この時期から「王室俳優劇団」Troupe　des　Com6diens

　du　Roiで端役を演ずる。1613年と1620年の間とみられるValleranの死または引退を機

　にその劇団をとりしきるようになる。彼はその職責を1646年まで果たし，その年に2万

　　リーヴルで座長の地位と舞台衣装をFloridorに譲るが，引き続きBourgogne座で俳優

　　として演じ続ける。

　　俳優として彼の才能にはとかくの評があった。彼はとかく気取りや気の抜けたお世辞

　　に陥りがちであった。Tallement　des　R6auxの言うことを信ずるならば，「彼は勘所を

　わきまえない大根役者」であった。だが彼は端侃すべからざる劇場支配人であったよう

　だ。Alexandre　Hardy一座付作家一に対するきびしい態度のなかにその証拠がみられ

　　るが，彼はHardyから買った原稿を厳重に保管して，そのうちのわずかなものしか印

　刷させなかった。”－Dictionnaire　des　Lettres　frangaises，　Le　dix－septieme　siecle，

　Fayard，1954－

7．学業，師，学友：家業に就いても気分が重く，ある日芝居物から戻って浮

かない顔をしているので父親に理由を聞かれたのを機会に，自分は家業に向

かないから学校に行かせてくれと率直に自分の希望を述べたところ，同席し

ていた祖父も口添えしてくれて父親が折れ，Coll6ge　des　J6suitesに息子を

入学させる決心をする。

　　彼は学問に向いていて5年間で人文学級と哲学級を終了した。

　　Collegeでは学友としてChapelle（5），　Bernier（6｝，　Cyrano　de　Bergerac（7）

　と識り合い，哲学の師としてGassendi（8）の薫陶を受ける。

　　ChapelleはM「．　Luillier（9）の息子ではあったが，嫡出子ではなかった。息

子に管理能力があれば莫大な財産をその息子に残すこともできた。しかし

Luillierは後見人たちの手を経て8．000リーヴルの年金を定期的に手渡すこ

　とで満足した。

　　しかし息子の教育には熱心で，Gassendiを師傅に選んだ。　Gassendiは

Moli6reの哲学向き才能や人柄を認めて，　Chape11eやBernierと同時に

Moli6reにも哲学を教えた。

　　Cyrano（de　Bergerac）はGascogneであまり満足の行かないスタートを切

った学業の仕上げをするために父親が自分で連れてきてParisに送り込んだ

のだが，そこから得ることが多いと見越してGassendiの弟子たちの仲間に
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入り込んできた。だが彼はその仲間に加えられたはしたものの，仲間の反感

を買った。Cyranoの騒々しい性格が，十分に陶冶された人物のうちに望み

うるような思慮分別をすでに備えていた若者たちとは肌が合わなかったので

ある。しかしCyranoのように人に取り入るのがうまく，鋭敏で，ガストン

気質の青年を追い払う手段があっただろうか？結局のところ彼はChapelle，

Bernier，　Moli6reと共にGassendiの指導する勉学や談話の席に連なること

になった。彼は知識欲旺盛で，記憶力も人並みすぐれていたので，どんな機

会も利用して学識を吸収し，ついでそれを活用した。Moli6reもまた

Cyranoが先に自分の作品のなかで用いたいくつもの創意を自らの作品のな

かに取り入れることをためらわなかった。Moli6re自身“活用できるものは

手当たり次第自分のものとして取り入れることを私は一向意に介しない。”

Il　m’est　permis　de　reprendre　mon　bien　oa　je　le　trouve，と述べている。（この

reprendreという動詞はあとで重要な意味を持ってくる）。

（5）Chapelle（Claude－Emanue1）：1626－1686会計審査官。　ParisとSaint－Denisの間にある

　La　Chapelle村で生まれたのでそのように呼ばれる。　Luillierの庶子。　Gassendiの教え

　を理解する能力は十分にあったが，学究的な生活よりも快楽を好む楽天家bon　vivant

　として華美な社交的生活や自由奔放なボヘミアン生活の方を選んだ。Gassendiとは親

　密な関係を保ち，Provenceで彼の科学上の仕事を助け，　Moliereとも親交を続けた。

　Bachaumontと共に『旅行記』Voyage　de　Chapelle　et　de　Bachaumont（注記：手許に

　あるのは1826年に，Parisの書ee　Constant　Letellier　Filsの刊行したもの）を書く。彼

　の母親はスウェーデン駐在大使の妹で，その大使はストックホルムでデカルトと顔を合

　わせることになり，その臨終を看取った。・Dic．，　opt．，　cit－

（6）Bernier（Frangois）：1625年にAnjou地方のJou6・Etiauで生まれ，1688年にParisで

　死す。医者で旅行家。College　de　Clermontを終えたあと，　Gassendiの秘書となって

　Luillierのところで暮らし，　Chapelle，　Moli6reを通してBoileau，　Racine，　La　Fontaine，

　Mmede　Sabl6，　Ninon　de　Lenclosと識り合い，その他に17世紀の著名人と広く親交を結

　び，またMoliereやLa　Fontaineの創作活動を背後から助けたり，　Racineと共同で

　Arret　burlesqueを起草したりした。ヨーロッパを旅してParisに戻ってから，ガリレ

　オとGassendiの敵で，ルイ14世のホロスコープを作った天文学者兼占星学者のMorin

　を攻撃するが，Morinは彼を無神論者だとMazarinに告発し，投獄を求めた。　Bernier

　は逃亡し，東邦旅行を企て，モンゴル皇帝の医師となり，帰国後Gassendiの熱烈な信

　奉者，弟子としてGassendiの『哲学概要』を著わし（1674），それに先立って1670－71

　年に刊行したM6moiresは東邦見聞録つまり旅行記として彼の文名を一挙に高め，のち
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　にVoltaireもそこにみられる精彩に富んだ描写や知識の正確さを激賞する。－Dic．，　opt．，

　Clt．一

（7）Cyrano（Savinien　de）：1619・1655．“通称Cyrano　de　Bergeracは，しばしばそう信じ

　られたようにP6rigueuxないしはGascogneの貴族の出ではなく，Chevreuseの近く

　の封地のうちSous－ForestまたはBergeracの封土を取得していたParisの一介の市民

　階層の出で，彼は勝手にその地名を自分の名に冠したのである。彼は1619年にParisで

　生れたのであって，おそらくそこのボーべ学eS　Coll6ge　de　Beauvaisで学業を終え，つ

　いで彼の不羅奔放の騒々しい気質が彼を軍職の方へと向かわせ，1638年からCaster－

　jaloux率いる警備中隊に入り，間もなく数多くの決闘で勇名をはせたが，　Mouzonの

　攻囲（1639）とArrasの攻囲（1640）で二度負傷してから早々に幸先のおもわしくない

　この職業を放棄してParisに舞い戻った。1641年から，　Moliere，　Chapelle，　Bernierと

　共にGassendiの講義を受けたというのは疑わしい。だがChapelleとの密接な付き合い

　から彼が1643年とフロンドの乱の間にその哲学者に接近し，その学説を学ぶ機会がいろ

　いろとあったことは確かである。同時に彼はその時代の文学的ボヘミアンにまざってあ

　らゆる奇言，奇行に対する好みを満足させていた。小説家，詩人たちの友であり，懐疑

　論哲学者の息子である若いLa　Mothe　Le　Vayerや，感情と生活の自由を謳歌している

　Tristan　l’Hermiteの友でもある彼はChapelleやDassoucyと共に詩歌，放蕩，思想上

　の放縦，乞食暮らしの入り交じる無秩序な生活をわかち合いもして…”（以上はDic．

　des　Lettres　frangaises，　opt．，　cit．において自由思想1ibertinage研究の大家R．　Pintardが

　述べた解説の一部であり，その先まだCyranoの文学活動について長い解説が続くので

　あるが，注として長くなりすぎるので，ここでの引用はGrimarestの記述と関係のあ

　る部分だけに留め，その文学活動についてはプレシオジテ，自由思想，おどけ，科学思

　想の入り混ざった作品を書き，喜劇としては1e　P6dant　jou6，悲劇としては1a　Mort

　d’Agrippe，さらには太陽や月への架空の旅行記Histoire　comique　des　Etats　et

　Empires　de　la　Lune　et　du　Soleilなどがあることを付記しておく。

（8）Gassendi（Pierre）：“Digneの近郊，　Chamtercierで1592年1月22日に生まれ，1655

　年10月24日にParisで死す。農民の息子である彼はDigne，　Aix，　Avignonで勉学し，し

　ばらく哲学と神学を講じたのち聖職位を受け，首席司祭，ついでDigneの司教座聖堂

　参事会員となった。Paris，オランダ，ついで再びParisに赴いたのち，　Provenceに戻

　り，そこでは時にはDigneで，時にはAixで暮らした。1641年からは再びParisに戻

　り，1643年には王立学寮Coll6ge　roya1の数学教授に使命された。若い時からPeiresc

　の庇護を受け，その時代のすべての学者と交誼を結び，文通を交わしていた。Dioti，　La

　Mothe　Le　Vayer，　Naud6との友情は彼らのグループを「4分子」t6tradeと名付けさせ

　た。Gassendiのすべての著作はラテン語で書かれている。それはとりわけ天文学と哲

　学に関するもので，歴史，音楽，各種科学に関するものなどもある。彼の書簡は大変興

　味深い。

　　天文学者，科学者としての彼にはここでは触れない。哲学では思想史になんらかの影

　響を及ぼした。スコラ的アリストテレス説の敵である彼はRamousの批判のいくつか

　を引き継いだ。デカルトの敵である彼は，デカルト哲学に一種のキリスト教的エピキュ
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　リスム，神による世界の創造に基づく心霊主義を上乗せさせた原子論的感覚論を対置さ

　せようと試みる。ここでエピキュロスからは大いに遠ざかる。彼の哲学のなかに一種の

　実存主義をみようとする向きもあった。

　　この魅惑的で，機略に富み，学識豊かな人物を自分たちの陣営に引き入れようとする

　自由思想家たちlibertinsは彼の著作の一部しか読んでおらず，彼の師匠たち弟子たち

　とはみなしがたい。Gassendiといえばとかくデカルトのライヴァルと単純にみなされ

　がちである。”（以上はDic．　des　lettres　frangaises，　opt．，　cit．のR．　Barrouxの解説。な

　お，Gassendiの著作にはつぎのような英訳がある。　The＄elected　work　of　Pierre　Gas－

　sendi，　edited　and　translated　by　Craig．　B，　Bruch，　Johnson　Reprint　Corporation，

　Newyork，　London，1972．さらにcf．　P．　Gassendi：Abr6g6　de　la　Philosophie　de　G．　en

　VII　Volumes（Corpus　des　oeuvres　de　philosophie　en　Iangue　franGaise），　Ed．　par　E

　Bernier，　Fayard，1992．

（9）Luillier（Frangois）：『ChapelleとBachaumondのラングドックならびにプnヴァン

　ス地方旅行記』Voyage　de　Chapelle　et　de　Bachaumond　en　Languedoc　et　en

　Provence（Constant　Lettellier　Fils，1826）の巻頭に付いているDe　Saint－Marcの

　『Chapelleの略伝』M6moires　pour　la　vie　de　Chapelleではこの人物はParisでの会計

　審査官ma↑tre　des　comptesならびにMetz高等法院の評定官という肩書になっている

　高官で，たいへん富裕な人であった。そして才気に富み，礼儀正しく，学問，文芸の愛

　好家で，Gassendi，　Saumaize，　Peirescなどの学者，文人，博識家と親交を結んでいる，

　自由思想の教養人であった。自分の息子のChapelleもそのような雰囲気のなかで教育

　した。GassendiはParis滞在中はLuillier館で暮らしていた。

8．家業の継承　学業を終えた時，Molibreは父親が高齢のために家業を継

ぎ，国王ルイ13世に従ってNarbonneへ旅立ったが，宮廷生活も芝居への

情熱を失わせなかった。彼の勉学もその好みを持続させることだけに役立っ

た。

9．劇団の結成　やがてこの時代の風潮に倣い，友人たちと芝居を演ずるよう

になり，Parisの市民階級の子弟が集まって素人劇団を結成し，気晴らしの

ために数回上演した。

その連中は十分楽しんだあとで立派な俳優になれると思い込み，上演から

利益を上げよう思い立って，大まじめで彼らの意図を実行する手段を考え，

あれこれ思案の末にfaubourg　Saint－GermainにあるIa　Croix－Blancheの

jeu　de　paume場で旗揚げすることになった。（注記：la　Croix－Blancheならび

にそれとjeu　de　paume場の関係不明）。　Moliさreという芸名はその時以来のも
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　のであるが，当人は誰にもその名前の由来を明かさなかった。

10．劇団の失敗：この劇団の設立は失敗に終わった。Moli6reのように十分な

　学識も持たず，また彼のような正鵠を得た見解や見識もない他のメンバーが

　彼の意見に従わなかったためである。

11．僧侶の説得：息子の危険な計画に驚いた両親は一人の僧侶を息子のところ

　へ行かせて翻意するよう説得に当たらせたが，その僧侶の方が逆に説得され

　ていっしょに芝居をやるようになったとある生真面目な著者家がわれわれに

　語っているのが，どうもP氏⑲は数人の人々のでっち上げたまったくのつく

　り話しをとり上げてわれわれに伝えようとしたもののようであり，何の信懸

性もない。両親があらゆる手段を用いて翻意させようとしたことは本当であ

　るが，そうした説得は何の効果も奏さず，結局芝居に対する彼の情熱がすべ

　てに打ち勝った。

　⑩　Perrault（Charles）：1628－1703．　Paris生まれの熟練し，創意に富んだ文筆家（詩人，

　　批評家，童話作家）で，『ルイ大王の世紀』，『古代人・近代人比較論』などの著書のほ

　　かに，“赤頭巾”，“シンデレラ”などを含む『童話集』があり，彼の名前を不朽にした。

12．才能の自覚：劇団は（世間的に）失敗したが，それは彼が劇に対して非凡

　な才能を持っていることを世間に知らせるのに十分な機会を提供した。

13．Conti公（11）の庇護と激励：Conti公が幾度も自分の邸に上演に来させて彼

　を激励した。そして彼を庇護するために，自分を頼ってLanguedocに劇団

　を連れて来て，そこで芝居をするように命じた。

　（ID　Prince　de　Conti：1629－1668．　Bourbon家の次男の家系に属し，大コンデの弟で，フロ

　　ンドの乱に加担したにもかかわらず，Mazarinの姪と結婚した。

14．新劇団の陣容：Madeleine　B6jart，　B6jart兄弟，　Gros－Ren6，　Duparcとそ

　の妻，demoiselle　de　la　G（12）の父親でSaint－Honor6街の菓子屋，　la　Debrie

　とその夫ならびにその召使その他によって構成されていた。

　（12）これには注が付くことになっていながら脱落している。

15．Madeleine　B6jartとの“強い情愛関係”：劇団の結成に当たってMoli6re
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　はMadeleine　B6jartと強い情愛関係une　forte　amiti6を結んだが，彼女は

　彼と識り合う前に，確実な証言によれば，Avignonの貴族de　Moldδneと秘

　密裡に結婚し，二人の間にできた幼い娘が一人いた。

16．Armande　B6jart：その娘は彼女が絶えず会っているMoli6reに慣れ親し

　み，口がきけるようになると彼のことを自分の夫と呼び，彼女が成長するに

　つれてその呼び名がMoli6reにはそれほどいやではなくなった。母親の方

　も続いて何が起こることになるのかということに少しも考えが及ぼなかっ

　た。彼女のいわゆる婿に対する感情関係にのみ気を奪われて，いろいろと思

　いめぐらさなければならなかったことが何ひとつ目に入らなかった。

17．南仏への出発。L’Etourdi：Moli6reは1653年にLyonで興業して喝采を

　浴び，そこで最初の作品1’Etourdiを上演して大成功をおさめた。

18．Languedocに入る。　Le　D6pit　amoureuxとLes　Pr6cieuses　ridicules：

　劇団はやがてLanguedocに移り，そこでConti公から大歓迎を受け，俳優

　たちにも給料を支払ってもらった。

　　その後1’Etourdiにle　D6pit　amoureux，　les　Pr6cieuses　ridiculesを加え，

　三つの作品によってこの地方で名声を博した。Conti公もいろいろと目をか

　け，さまざま恩恵を与えてくれた。

19．Conti公の依頼：Conti公から三部会の開催中に催される遊楽の指揮をと

　ることを依頼され，Moli6reの才能を見込んで秘書になるようにとも懇請さ

　れる。

　　しかしMoli6reは独立独歩の生き方を好み，演劇人としての前途にも自

．信を持っていたので芝居を続けたいと公に願い，彼の代わりにSimon氏が

　その地位に就いた。

20．友人たちの批判とMoliOreの返答：友人たちはその有利な職業を受け入れ

　なかったことについてMoli6reに苦言を呈した。しかしMoli6reはつぎの

　ように答えた。観衆の反応からすれば私はかなりの作家であるが，秘書にな

　ったら出来の悪い秘書で終わる。芝居では公を楽しませることができるが，
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　秘書として仕事にしくじれば公をうんざりさせるだろう。その上，人嫌い

　で，気まぐれな性格も大貴族に仕えるには不向きで，宮仕えのできる柔軟な

　気持も持ち合せていない。それに私を頼ってここまで来た団員たちを誰が指

　導するのか。

21．Madeleineの影響：しかし私の知りえたところでは，　Conti公の懇願を受

　け入れがたくしたのはIa　B6jartが難色を示したからである。彼女はそれほ

　どMoliereに対して影響力を持っていた。

22．Moli6re自身の好み：彼の方でも座長であることが楽しく，また観衆に話

　しかけることも好きであった。特にharangue前口上を述べることが。一座

　の使用人などが死ぬとそれを上演の際の前口上の材料とした。

23．Parisへの帰還の決意：地方で4・5年の成功を博したのちに，一座は

　Parisに戻る決心をした。そこで喜劇の上演を持続させることにも，さらに

　また俳優たちの演技の習塾度が増して，初期の頃よりもはるかに幸運な成功

　がそこで得られるということにもMoli6reには自信があったからである。

　Conti公の庇護が得られることも確信していた。

24．Parisまでの道程：Languedoc→Grenoble（Carnavalの間上演）→

　Rouen（Parisに近く，評判が伝わりやすいので夏中そこに滞在する。王弟殿下

　Monsieurのところへ伺候する準備をするためにしばしばParisに出掛ける）→

　Paris

25．Monsieurの庇護を得て国王夫妻に引き合わされる。

26．御前公演：1658年10月陛下たちの前でNicom6deを上演した。彼らの滑

　り出しは順調であった。とりわけ女優たちの評判がよかった。しかし悲劇で

　はH6tel　de　Bourgogneブルゴーニュ座には太刀打ちできないことを自覚し

　ていたMoliさreはNicom6deの上演終了後に舞台に進み出て国王に謝辞を

　述べたついでにLanguedocでも観衆を沸せていた，イタリア的な即興性を

　もった小喜劇Les　Trois　DocteursとLe　Ma↑tre　d’Ecoleのうち前者の上演

　を懇願した。国王は念入りに仕上げられていたMoliereの挨拶にいたく満
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　足してその上演を許した。H6tel　de　Bourgogneではしばらく前から悲劇し

　か上演しておらず，小喜劇の楽しみが失われていたのでたいへん好評を博し

　た。

27．Petit－Bourbon座：先の上演に満足した国王はこの劇団がParisに定住す

　ることを望み，イタリア座と交替でPetit－Bourbon座を使わせることにし

　た。

28．Palais－Royal座：1660年にはPalais－Royal座に移り，「王弟殿下の俳優」

　Com6diens　de　Monsieurという称号をもらった。

29．平土間の批評と喜劇を演ずることへの蹄躇：Moliereは鋭い批評眼を持つ

　平土間の観客たちに特に神経を使っていた。Languedocでも喜劇の上演で

　喝采を浴びることをあまり喜んでいなかったくらいの彼だから，Parisの舞

　台でそれを演じて，しかも地方と同じようにそれが受けなければ目も当てら

　れないという強い懸念を持っていた。しかし地方にいた時と同様彼の才能が

　喜劇向きであることを団員たちから再び指摘され，励まされてParisでも喜

　劇を上演することになった。

30．L’Etourdi，　Le　D6pit　amoureux，　Les　Pr6cieuses　ridiculesの上演：1658

　年11月3日，同月刊行したL’EtourdiをParisで初めて上演した。続く12月

　にはLe　D6pit　amoureuxを上演して好評を博した。そして1959年のLes

　Pr6cieuses　ridiculesの上演によってMoli6reは観衆の人気を完全に獲得し

　た。それは将来の傑作を予想させる作品であった。初回は一回公演であった

　が，観客が多かったので翌日から二回公演にした。この作品は地方では長い

、問上演されていたが，Parisでは新作のように迎えられた。引き続いて4ヵ

　月続演された。初演を見たM「．M6nage（13）は好意的な評価を下した。「その

　上演は大いに受け，私個人も大満足であったから，私にはそれがどのような

　効果を生むか分かっていた。劇場から出ると私はM「．Chapelain　a4に言っ

　た。“巧妙に，良識を遺憾なく発揮して批判されたああした愚かさをすべて

　われわれは，あなたも私も，これまで是認してきたが，いいですか，これか
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　らわれわれは崇め奉ってきたものを無視し，無視してきたものを崇めなけれ

　ばならない”とね。私の予想した通りになって，あの初演以来人々はあのわ

　けのわからぬ話しや誇張した文体から脱却した」。

　（13）M6nage：1613－1692．　Angers生まれのフランスの文人。フランス語の語源や規則にと

　　りわけ関心を払い，学者，文人たちのサークルや貴夫人たちのサロンにもひんぱんに出

　　入りし，S6vign6夫人やLa　Fayette夫人とも知り合い，彼女たちからその学識を尊敬

　　されて，彼女たちの師匠格となり，また自らのサークルも主催した。

　（11i　Chapelain：1595－1674。フランスの批評家，詩人。彼の詩人としての評価は低く，

　　1656年に上演刊行されたジャンヌ・ダルクを題材にとった叙事詩La　Pucelleは

　　Boileauの恰好の椰楡の対象となったが，人文学者としてその学識は広く深く1620年か

　　ら1660年頃にかけて批評の権威として古典主義文学の形成に大きな役割を果たし，1638

　　年にはRichelieuの懇請によって『Le　Cidについてのフランス・アカデミイの見解』

　　を起草した。

31．平土間の老人の激励：ある日，Les　pr6cieuses上演中に平土間の老人から

　“がんばれ，モリエール，上出来の芝居だったぞ！”，という声がかかった

　が，そのことは喜劇がなおざりにされ，Moliereを失って以後にもそうなっ

　たように，Moli6re以前の駄作に観客があきあきしていたことを証明してい

　る。

　　この喜劇にはさまざまな批判もあって，調刺が強すぎるというのもそのひ

　とっであったが，Moli6reは観衆を感動させるには誇張した表現が必要であ

　るという演劇観を持ち，その原則が彼の性格描写を常に成功させた。

32．Le　Cocu　imaginaire（Sganarelle）：Moli6reは1660年3月28日にこの作品

　を初演し，大成功をおさめた。

　　ようやく形成され始めた彼の名声は他の群小喜劇作家たちをおびえさせ，

　彼らは出来るかぎりその作品をけなした。幾人かの学識ある，繊細な人々も

　批判の矢を放った。題名が高貴でないとか，作品全体が外国の模倣で，もっ

　と彼にふさわしい題材が選べたはずだ，といった具合に。

　　一般大衆も当初Les　Pr6cieusesの場合のようにはこの作品を高く買わず，

　その登場人物たちは彼らを感動させなかった。
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　　だが，他の劇団，作者たち，つまり不安を覚える人々のねたみにもかかわ

　らず，上演が回を重ねるにつれてこの作品は観衆に大いに受けるようになっ

　た。

33．ある町民の誤解と怒り：裕福な暮らしをしているが，美貌で気まぐれな妻

　に人目もはばからず苦悩し，悩まされている様を示すParisのあるお人好し

　の町人が自分がLe　Cocu　imaginaireのモデルにされたものと思い込み，屈

　辱された恨みを友人にぶちまけた。そしてその町人は廷臣が彼より身分が高

　いと思っている以上に役者風情よりは自分の方が身分が高いと思っているの

　で，そういうヘボ役者が自分のような人間を舞台に登場させてなんの答めも

　受けないのはけしからん。ぜひ抗議をして，ああいう輩の無礼さは徹底して

　取り締まってもらわなければならぬ。あいつらは町にはびこる疫病のような

　もので，あらゆるものに目をつけてそれを笑いものにしている，といきまい

　た。良識のある，事情通のその友人は，Moli6reがあの作品であなたのこと

　を取り上げたとしても，あなたはそのどこに文句をつけたいのですか？彼は

　あなたに有利な解釈をしてくれたわけで，あなたの方が侮辱されたと思い込

　んでいるだけなのだからあなたにとっては幸いなことなのだ，と答えた。町

　人はその答えにあまり満足はしなかったが，多少は思い直さざるをえなくな

　り，再びその作品を問題にしようとはしなくなった。

34．Don　Garcie：1661年2月4日にParisで初演された第二の新作はうまく

　行かなかった。つまりDon　Garcie　de　Navarre，　ou　Ie　Prince　jalouxは失敗

　に終わった。Moliさreも観衆と同じくこの作品の欠点を理解した。したがっ

tてその作品は印刷には付されず，作者の死後に著作に加えられた。

35．L’Ecole　des　Maris：don　Garcieの不成功は敵を立ち直らせ，彼らは彼が

　自ずと失脚し，ほとんどすべての喜劇作者のように間もなく疲れ切ってしま

　うものと期待していた。しかし彼は誰よりもよく時代の好みというものを知

　っており，1664年6月24日に上演した1’Ecole　des　Marisで完全に時代の好

　みに適合した。
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　　彼の最高の作品のひとつであるこの戯曲は観衆にこのすぐれた作家に対し

　て彼らがいだいていた好意的な判断を確信させた。Moli6reが自分の選んだ

genreにおいて完全に芝居の巨匠であることをもはや人々は疑わなかった。

　　だが，妬んでいる連中はその作品の悪口をいわざるえなかった。“そんな

　ものを作り上げる値打ちがどこにあるのか私にはわからない。それはT6－

renceのLes　Adelphes－Terentius；Adelphoe－（のやき直し）であり，自分

　のものをほんのわずかそこに付け加えることによって仕事をするのはたやす

　いことだ。それがわずかな費用で名声を博する所以である”，と同時代の芽

　の出ないある作家は言った。（批判）

　　だが人々はこういう言い方をする連中には耳を籍さなかった。彼らはその

　作品に大いに喝采を送った。それは今日でもなお上演されるのがもっとも好

　まれる作品である。同時に同じ熱気と繊細さで演じられれば。（その後の一般

　的評価）

36・Les　Facheux：1661年8月に宮廷で上演され，11月4日にParisで上演さ

　れた。他のすべての喜劇作家に対してMoli6reの優位を確立させた。

　　賛辞はつぎの点に向けられた。①性格の多様さ，②活々とした筆致で描か

　れる描写の自然さ，③Moliereは見事な喜劇を作り上げ，喜劇を楽しく，

　有益なものにした。

　　しかし自分の性格の滑稽さをみせつけられたと思った宮廷人や町方の人々

　は四方から作者を攻撃した。（批判はつぎのような点に向けられた）。①すべて

　が誇張である。②描写にむらがある。③結末がまずい。（注記：Erasteの恋人

　であるOrphiseの叔父で，彼女の保護者で，二人の恋の邪魔をするDamisと

　Erasteの奇妙な和解）。

　　だが，こうした悪意のある論議はこの作品の成功を妨げなかった。観衆は

　常に彼の味方であった。

37．仕事の出来栄えの斑についてのMolibreの弁明とGrimarestの批判：

　Moli6reの諸作品の冒頭におかれている“序文”Prefaceでは，命じられた
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　主題に彼の天分を従わせなければならなかったことと，制作を急がされたこ

　との二つの理由から作品の出来栄えにむらがあると記されているが，私はた

　いへん信頼のおけるいくつもの手記によって，主題が他から彼に与えられた

　ことは一度もなかったことを知っている。さらに彼は地方巡業中にあえて試

　みた短いファルスの下書きを多数蓄えていた。さらに宮廷も町も毎日さまざ

　まなモデルを彼に提供したから，強く印象に残ったモデルを基に作品を作れ

　ばよかったのである。

　　Les　Facheuxの序文において彼は15日間でこの作品を作り上げたと言っ

　ているが，私には信じ難い。彼は社交界の人でもあったから仕事の遂行はそ

　れだけ困難で，注文された寸劇が一年以上も前に出来上がっていたものであ

　ることもあった。（注記：つまりここでGrimarestの言わんとすることは，社交

　上の雑事も多い多忙な日常のなかで，注文に応じて右から左へとすぐに創作の筆

　をとるわけにはいかなかったが，そういう場合にはストックしてある作品を適宜

　需要に当てた，それだけの豊富な蓄えがあった，ということになる）。

38．M6nageのLes　FScheuxに関する所感：もっとも出来栄えのよい作品の

　ひとつで，狩猟家の邪魔者Facheux（注記：つまり狩りの話しでErasteをひ

　きとめるDoranteのこと）のモデルはS殿as）で，　Fouquet（16）邸での上演から出

　て来た国王がその主題を彼に与えた。国王はSが通りかかるのをみて，「そ

　なたがまだ模倣していない立派なモデルがそこにいる」とMoliδreに言っ

　た。

　⑮　注が欠落している。

　（16）Fouquet（Nicolas）：1615－1680．　Paris生まれの財務監査長官Surintendant　des

　　Finances．職務上集めた膨大な財産を気前よく，知的に散財し，文人たち（Moliere，　La

　　Fontaine，　Pellisson）を庇護し，壮麗なVauxの城館を建てた。　Colbert（1619－1683．

　　Reims生まれのもっともすぐれたフランスの政治家の一人。重商主義の推進者）がその

　　公金私消を国王に告発し，国王は彼の豪勢さに自尊心を大いに傷つけられてもいたの

　　で，彼を逮捕させた（1661年）。横領人として断罪された彼は19年の幽閉ののち，

　　Pinerolo一イタリアのピエモンテ地方の町一の城塞で死んだ。

39．Grimarestの見解：この話しの真偽のほどは全く分からない。しかしど
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　のようにして狩猟家chasseurの場面が作られたかについて私はM「．

　M6nageよりも事情に通じている。　Moli6reは（聞き書きに基づいて）その場

　面を韻文化しただけである。なぜかと言えば，彼は狩りのことなど全然知ら

　ないので，そうした事柄を取り扱うことについて慎重を期したである。つま

　り，色々な理由で名前を出すのを私がはばかるある人が狩りのことをある庭

　園でMoliereにすっかり口述し，　Moliereはそれを韻文化して美しい場面を

　作り，国王はその場面を見て喜ばれたのである。

40．L’Ecole　des　Femmes：L’Ecole　des　Femmesは1662年に上演されたが，

　あまり成功しなかった。観客たちの意見は二つに割れた。屈辱を受けたと思

　い込んでいる女性たちは出来るだけ多くの通人たちbeaux　espritsをそその

　かして自分たちの判断に同調させようとした。

　　一人の芝居通が身分の高い延臣に“ところで，本質的な点でこの作品にど

　のような難癖がつけられるのですか？”，と尋ねた。“私が難癖をつけたいの

　は実に馬鹿げたことについてだ”，とその延臣は叫んだ。“Tarte　a　la　cr6me

　とは何だ。なんといまいましいことか。Tarte　21a　cr6meとは”。そこでこ

　の具眼の士bon　espritがしかしそのtarte　ti　la　cr6meはあなたのおっしゃる

　ようにこの作品を駄目にする欠点にはなっていません”，と答えると，くだ

　んの延臣は“tarte　a　la　cr6meはいまわしい”，“やれやれ，　tarte　a　la　crδme

　などということば，そんなものが出てくる作品を常識ある者が支持できる

　か”，と反駁した。（注記：このtarte　a　la　cr6meということばはA．　1，　s．1，　v．99

　に出てくる。Arnolpheとその友人Chrysaldeの対話のなかでArnolpheが望む

　Agnesの無知ぶりを示すことばとして使われ，脚韻など知らないAgn6sが語呂会

　わせcorbillonに使うのに適しているとして例示されるものである。その表現はそ

　の後「馬鹿のひとっ覚え」という語義を獲得する）。

　　この表現は宮廷や町の思慮の浅い人々petits　espritsの間でこだまのよう

　に繰り返された。彼らはどんなものにも難癖をつけ，作品のよさというもの

　が分からず，彼らの理解をこえる作家を攻撃するためにとるに足らぬあら捜
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　しをする。

41．La　Critique　de　L’Ecole　des　Femmes：Moliδreの方でもこの種の悪意か

　ら出た作品批判に業をにやし，そうした批判を集めてLa　Critiqueを作り，

　1663年に上演した。この作品は大成功で，時宜にも適い，また出来栄えも巧

　妙であった。

42．L’lmpromptu　de　Versailles：1663年10月14日に御前公演が行なわれ，11

　月4日にParisで公演された。それは俳優間の皮肉たっぷりの会話にすぎな

　いが，そこでMoli邑reは性格の気に入らない延臣たち，　Bourgogne座の俳

　優たち，彼に敵意をいだく人間たちに対して遠慮解釈なくものを言う。（以

　上全体の要約）

　　生まれつき品行正しく，その物腰は飾り気がなく，自然であるMolibre

　はおせっかいで，お世辞がうまく，中傷好きで，落ち着きがなく，わずらわ

　しいだけの偽りの友である延臣たちにがまんがならなかった。彼は

　L’Impromptuのなかで，機会あるごとに彼を許そうとしなかったこうした

　連中たちに対して思いっきり怒りを爆発させる。彼は彼らの芸術鑑賞眼のな

　さを攻撃し，自作に対する彼らの評価の信用を失墜させようと努める。（延

　臣批判）

　　また彼は自分に敵対して書かれたBoursaultのLe　Portrait　de　Peintre（cf．

　Nouvelle　collection　moli6resque，　XXXIV，　Slatkine　Reprint，1969）を梛楡し

　て，Bourgogne座の俳優たちの無知ぶりを朗唱法d6clamationの面で明ら

　かにし，自分の演技のなかで誰にもそれと分からぬほど巧みに彼ら全員の真

　似をやってのけた。だがFloridor　a7）だけは除外した。彼が彼らの悪趣味を

　梛楡するにはそれなりの十分な理由があった。彼らは自分たちの芸の原則を

　知らなかった。そんなものがあることすら知らなかった。彼らの演技は大袈

　裟に誇張した発音だけから成り，そうした発音ですべての役を同じようなや

　り方で朗唱した。そこには躍動も情熱もみられなかった。いずれにせよ

　Beauchateau夫妻as）やMondori夫妻a9）といった役者たちは詩句を派手に朗
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唱することで喝采を浴びていた。演技の原則を知っているMoliereはこの

規律のない演技や無知な観衆がそれに拍手を送ることに腹を立てていた。し

たがって彼は自分の俳優たちには自然な演技をさせることに意を用いた。

（Bourgogne座批判）

（17）Floridor（Josias　de　Soulas，　sieur　de　Primfosse）：1608年（ないし1613年）に生まれ，

　1671年8月に死んだ著名な俳優。彼は貴族で，俳優となって旅回りの俳優たちの劇団を

　取り仕切る前にまず軍職を選んだ。彼は1635年にロンドンで演じ，1638年にSaumurで

　演じている。ついで彼はMarais座に入り，そこで彼は口上役orateurならびに座長と

　してOrgemontのあとを継ぎ，1646年からBourgogne座を取り仕切り，彼の生涯の終

　わりまでそこに留まる。

　　彼が自ら演じた大役についてはよく知られていない。（結局のところAndromaqueの

　Pyrrhus役やBritanicusのN6ron役を初演したのは確iかである）。しかし彼をその時

　代の傑出した俳優にした資質については知られている。舞台上での当意即妙さ，気取り

　のなさ，個人生活における真に紳士らしいふるまいや話し方。Corneilleは彼と友情を

　結び，MoliereはL’lmpromptu　de　Versaillesのなかで，　Monfleuryやその仲間たちを

　好んで梛楡したところでも，彼に対してはどんな嘲笑も慎んだ。（以上，Dic．　des

　lettres　frangaises，　XVIIe　siecle　opt．，　cit．）

　　しかしまたCollection　des　Grands　Ecrivains　de　la　Franceの（Euvres　de　Moli6re，

　Tome　III，　Hachette，1876の脚注（P．401）では“Floridorも俳優として他の団員たち

　と同じ欠点を免れなかったが，彼は個人的に尊敬され，国王に愛されていたので，

　Moli6reは彼を例外としたのだ，とも述べられている。

（18）Les　Beauchateau：とりわけ男優のBeauchateauは1625－1665年の間俳優を務めた。

　前記（Euvres　de　MoliereはP．397の脚注（2）において，“その俳優は背丈は中くらいであ

　ったが，たいへん気品のある俳優で，目が美しく，歯並びがきれいであった。彼は国王

　役や農夫役を演じた。彼にはもっとも荒々しい情熱やもっとも悲痛な状況のなかで演ず

　る時にもにこやかな顔をしていることが欠点として指摘されていた。”，とMercure　de

　mai，1738，　P．832のMmeP．　Poissonのことばを引用して述べている。

（19）Les　Mondori：S．　ChappuzeauのLe　Th6atre　frangois，　Lyon，1674，　Tules　Bonnaises，

　1820（Biblioth6que　de　1’Arsenal，　Cotes　RF1633）のLivre　troisiδme，　Acteurs　＆actrices

　qui　composent　pr6sentement　la　troupe　royale（PP．118－120）にはつぎのような俳優名が

　挙げられているが（その一覧はE，D6pois　l　Le　Th6are　frangais　sous　Louis　XIV，

　Hachette，1874，　P．9にもそのまま再録されている），そのなかにLes　Mondoriの名はな

　い。男優：Hauteroche，　La　Fleur，　Poisson，　Br6court，　Champmesl6，　La　Tuillerie，　La

　Thorilliere，　Baron　et　Beauval；女優二Beauchasteau，　Poisson，　D’Ennebaut，　Champ－

　mesl6，　Beauval，　La　Tuillerie；俳優兼作者：MM，　Hauteroche，　Poisson，　Br6court　et

　Champmesl6，　La　Thorilliere，　D6villiers（引退），　Montfleury（死亡）。さらにP．　M6－

　lezeのLe　Th6atre　et　le　Public　a　Paris　sous　Louis　XIV，1659－1715，　Droz，1934，　P．　239
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　　にはTroupe　royale（＝Bourgogne座）のerateursとしてBellerose，　Floridor，　Haute－

　　rocheの名が，　Marais座にっいてはDorgemont，　Floridor，　La　Roqueと並んでMondory

　　という名が挙げられ，その名がMondriに一番酷似している。なおHachette版全集の

　　L’lmpromptuの脚注には椰楡の対象となったBourgogne座の俳優としてつぎの名前が

　　挙げられている。Montfleury，　La　Beauchateau，　Le　Beauchateau，　Hauteroche，　Vi1－

　　liers．

43．Bourgogne座に対抗する芝居を上演する計画：喜劇についてはMoli6re

　以前には，悲劇についてはMoliereがそのために養成したM「．　Ie　Baron以

　前には，俳優の演技は繊細な趣味の持主の目にはとうてい鑑賞に耐えられな

　い代物であった。今日の俳優たちの大部分も演技の原則を失い始めている。

　　演技の相違が二つの劇団の問に反目を生じさせていた。人々はBour－

　gogne座に出掛け，悲劇作家はほとんどすべての作品もそこへもって行っ

　た。Moliereはそれに腹を立てた。　Bourgogne座が二ヵ月後に新作を出す

　ことを知ったMoli6reは古い劇団に対抗するためにその時期に合わせて新

　作を出したいと考えた。

44．Racineの登場。　RacineとMoli6reの協力と不和：Moli6reは1年ほど前

　にRacineという新人がTh6agene　et　Charicl6eという作品をもって訪ねて

　きたことを思い出した。その作品はまったくとるに足らぬものであったが，

　その作品はその修行中の青年が将来すぐれた作家となりうることをMolibre

　に示してくれた。そこで彼はその青年の気持をくじくようなことはせず，作

　品を世に問う前にもっと詩歌po6sieを完全なものにするように説得し，6

　ヵ月後にもう一度戻ってくるようにと言った。その間にMoli6reはFr色res

　ennemisという作品の構想を抱いた。その後その青年は現れなかった。

　Moliereがその青年を必要としている時に，彼には青年の居所が皆目わから

　なかった。彼は自分の俳優たちに是が非でもその青年を探し出してくれるよ

　うにと命じた。彼らはやがてその青年をみっけ出した。Moliereは自分の計

　画を相手に伝え，できれば一週間ごとに一幕もってくるようにその青年に頼

　んだ。熱心で素直な青年はMoliereの要請に応えたが，もってきた作品が
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RotrouのTh6bai’deのやき直しであることに気付いたので，他人の作品の

やき直しをしても名誉にはならないこと，Rotrouの作品は最近のものだか

ら観客の記憶にも新しいこと，すぐれた素質を持っているのだから自分の処

女作に誇りを持ち，観客に最高の出来栄えだとほめてもらえるようにしなけ

ればならないことなどを相手に理解させた。Moliereは刻窃した部分を変え

てその作品を完成させる手助けをした。その作品は予定の期限に間に合い，

観客がRacineの若さに共鳴すればするほど拍手が増し，その拍手と

Moli6reからの贈り物によって大いに励まされた。だが彼らの友情は長くは

続かなかった。Racineがそう信じたように，　Moli6reがAndromaqueを批

判したことが本当だとしても，Moliereはその作品をRacineの最高の作品

とみなしていたし，実のところそうした批判をしたのはMoli6reではなく，

Sublignyであった（20）。

（20）Racineの浩潮な伝記“La　carriere　de　Jean　Racine”（NRF，　Gallimard，1956）を書いた

　R．Picardは，　Les　Fr6res　ennemis（・La　Th6baTde）にっいて，「モリエールの役割に関

　しては，グリマレの述べていることとはかなり異なっているように思われる」Quant

　au　r61e　de　Moiere，　il　appara↑t　fort　diff6rent　de　celui　que　Grimarest　d6critと述べ（P．

　101），とりわけMoliereがその素案を提供し，その創作を指導したことについて否定的

　な見解を示し，MoliereがRacineに一週間に一幕ずっ書いてくるようにと言ったこと

　や，Rotrouの作品のやき直しであることを指摘した点も否定している。　R．　Picardが肯

　定している点はMoliereがBourgogne座で上演されることになったBoyerのLa
　Th6baideに対抗してRacineにその作品を書かせたこと，さしたる成功を収めなかっ

　たのに上演回数が比較的多いことから，Moliereにははっきりとこの新進作家の後押し

　をしてやろうという意志のあったことである。そして両作家の間に相いれない面があっ

　たというグリマレの指摘はそのまま認め，不和の原因としてはその作品がさしたる成功

　をおさめなかったのは上演時期の選定などでMoliereの側に落度があったことや，作家

　としての取り分（普通はdeux　parts．　partつまり“取り分”とは売上高の14分の1，

　deux　partsはその2倍。これについては拙論「フランス古典劇に関する二つの同時代資

　料について』，「明治大学教養論集」，通巻80号，フランス文学，1973・3・1を参照さ

　れたい）について見解の相違のあったことを指摘している。そしてRacineは自分の処

　女作を上演してもらうために座長としてのMoli6reを利用しようとしただけで，喜劇詩

　人としてのMoliereに敬意を払っていたわけではなかったから利用価値がないとみると

　ただちにMoliereの許を離れたと，　Racineに固有のd6sinvolture無遠慮さ＝｛居傲や

　ind6pendance独立不罵に言及し，さらにこの作品にはP．　Corneilleの影響はみられて
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　　も，Moli6reの影響はみられないと述べている（Opt．，　Cit．，　PP．101・107）．

45．国王のおぼえめでたく，年金を支給され，仕事や対人関係に自信をもつ：

　国王はMoliδreの才能や貢献を高く評価して1．000ルーヴルの年金を与え

　た。この恩恵はMoliereに仕事に対する自信を持たせた。そしてそれ以後

　は自分の作品の前途を楽観するようになり，もっと本格的な作品を手がけ

　て，これまで以上にT6renceの蟄みに倣おうという意図を抱くようになり，

　彼の作品を熱心に求める延臣や学識のある人々にももっと毅然とした態度で

　自分の意見を述べるようになった。

46．MoliOreの人柄：人々はMoliereが作品においてそうであるように，実際

　の会話においても明るい性格の，公平な人物だと思っていたし，実際のつき

　あいにおいても作品におけると同様に信頼するに足りる人物であることがわ

　かって満足した。彼の友人たちにとってもっとも喜ばしいことは彼が実に一

　本気な人物で，まれにみる思慮分別を具えた人だということである。

47．la　B6jartの娘への恋：数年来彼は宮廷においてもParisにおいてもこれ

　以上望めないほど幸福な状況におかれていた。この幸福を分かち合える妻が

　いたらこの幸福はもっとすばらしいものになるだろうと彼は考えた。

　　彼はIa　B6jartの娘の初々しい魅力が彼女の成長につれて彼の心に育んで

　きた恋心を満たしたいと思った。Moli6reの気持は子供を可愛がる気持から

　この上なく激しい恋心へと変わって行った。

48．Ia　B6jartの反対と干渉：しかし彼女の母親は別の考えを持っていて，そ

　れを翻意させることが難しいことをMoliereは知っていた。彼女は自分の

　意に染まないことがあると，高慢で手に負えない女になった。彼女は

　Moliereのbelle－mδreであるよりamieでいることの方を好んだ。だから

　Moliereが自分の娘と結婚するという計画を打ち明けたらすべてが台無しに

　なってしまったであろう。そこでMoliereは彼女には何も言わずにその娘

　と結婚してしまおうと決意した。しかし彼女がすぐ近くで彼を注視している

　ので，9ヵ月以上もその結婚を遂行することができなかった。
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49．La　B6jartの脅し：自分の娘に対するMoli6reの下心に疑念を抱いてい

　るla　B6jartは，怒り狂って，常軌を逸した女として，彼がいつか娘と結婚

　しようなどと考えようものなら，彼を，いや彼も娘も自分自身も破滅させて

　やると彼を脅しているので，そうであればますます，どんなことについても

　彼が避けたいと思っているスキャンダルをひき起こす危険があった。

50．Armandeの反抗と決意：だが若い娘の方には，たえず彼女を苦しめ，考

　えつくかぎりのあらゆる不快さを彼女に味わわせている母親の激怒を甘受す

　る気持などは少しもなかった。そうこうしているうちに彼女は母親のかたく

　なさよりも妻になる悦びを待つことに疲れ果てて，ある朝自分を妻として認

　めなければそこから出ていかないという決意を固めてMoliereのアパルト

　マンに押しかけて行った。Moli6reは受け入れざるをえなかった。

51．Ia　B6jartの怒りとその沈静化：しかしMoliereがどんなに釈明に努めて

　もそのことはおそろしい騒ぎをひき起こした。母親はまるでMoli色reが自

　分の恋仇と結婚したかのように，まるで娘が悪党の手にでも落ちたかのよう

　に激しい怒りと絶望をあらわに示した。だがla　B6jartは結局自分の気持を

　鎮めなければならなかった。冷静になった彼女が理解したことはMoliere

　と結婚したことは娘にとってこの上ない幸運であったこと，この結婚によっ

　てMoli6reの方は彼が一人の女のことなどに拘泥せずに泰然自若と構えて

　いれば，彼の才能と財産が当然彼の手に入れさせることができたはずの生活

　上の快適さをすべて失ってしまったということであった。

52．結婚後のArmandeのふるまいとMoliさreの苦悩：ArmandeはMoli6re

　の妻であるよりはむしろ公爵夫人になったような気持になっていた。彼女が

　注目の的となったのは精々暇をもてあましている延臣に言い寄られたことく

　らいのもので，芝居の面で注目を浴びることはなかった。自分の容姿に心を

　くだく，美しい女優にとって，人に後ろ指をさされないようにふるまうこと

　はむずかしかった。親切にしてくれる大貴族にはお返しをしなければならな

　い。その点では掛酌の余地はなかった。つまりは彼の恋人になるのである。
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　Moliereは宮廷中や町中が自分の妻に批判の矢を向けているのではないかと

　思い込んだ。彼女の方はその点について夫の疑惑を晴らすことを怠った。そ

　れどころか，彼には彼女が特に念入りに化粧をしているように思われ，しか

　もそうしたことをあまり求めない彼以外の男のためにそうしているのだと考

　えて，疑いと嫉妬の気持がいっそうあおられることになった。二人が幸福に

　暮らすには彼女がどのようにふるまわねばならないかを妻に説いても無駄で

　あった。非難をされるいわれはないと思っている若い女性にとってそうした

　教訓はあまりにもきびしすぎると思われた。

53．Moli6reのあきらめとその後の生活態度：このようにして，　Moliereは妻

　の冷淡な態度や家庭の不和を散々味わったあとで，妻のふるまいのことで心

　を労するのはやめにして，できるだけ仕事や友人との交際に没頭するように

　した。

54．La　Princesse　d’Eiide：La　Princesse　d’Elideは国王が王妃たちや全宮廷の

　ために1664年5月に催した大祝祭において上演され，Moli6reに彼の期待し

　うる名誉をすべてもたらした。この作品はいわば気難しい宮廷人と彼とを和

　解させた。この戯曲は国王の賛同済みのこととして，遊楽を堪能する機会に

　姿をみせ，宮廷ではその点でMoli6reにとって代われる者はいなかった。

　彼の美点はいたるところで認められ，彼が登場人物に付与した感情にしろ，

　韻文や散文にしろ（なぜなら彼にはその作品全体を韻文化する暇がなかったから

　であるが），その作品ではすべてがすぐれていると看倣された。

55．Le　Marige　forc6：これは国王の祝祭の最終日に上演されたが，宮廷人に

　は不評であった。二つの作品は同じ作者の手になるものかと言われ，あの男

　は民衆に迎合するのが好きなのだ，彼がその域を出ることは決してないだろ

　う，彼はいまだに田舎の舞台に立っている気なのだ，と酷評された。

56．Sganarelle（注記：Le　Mariage　forc6の主人公の名前）：当を得ているとは

　思えないこうした批評があったにもかかわらず，Sganarelleはその台詞ま

　わしで宮廷人を笑わさずにはおかなかった。
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　　La　Princesse　d’ElideとLe　Mariage　forc6は同年11月にはParisでも好

評を博した。しかし多くの人たちが後者には抗議の叫び声をあげた。だから

　もし他の作家がそれを上演したり，Moliさre劇団以外の俳優たちによってそ

　れが演じられた場合にはその作品は消え去ってしまったかもしれない。それ

　ほどMoliさre劇団の俳優たちは彼らの演技によってもっともありふれたも

　のを市民たちにとって味わい深いものにしていたのである。

57．Festin　de　Pierre：一般の観客にもしばしば新作を提供することを慣わし

　としていたMoli6reは1665年2月5日に思い切ってFestin　de　Pierreを上演

　してみた。あの頃もいまもそれに対する人々の判断は変わっていない。

　Moli6reはかつて酷評を受けたその作品を慎重を期して印刷には付さなかっ

　た。

58．MoliOreと医者との関係：会話においてしばしば話題の種になってあれこ

　れ論議された問題はMoli6reが医者をこきおろしたのは一時の気まぐれに

　よるものなのか，それとも恨みによるものなのかということである。この問

　題に対する解答はつぎのようになる。彼は医者の家に住んでいたが，その夫

　人が大変けちで，Moli6re夫人に幾度も家賃の値上げを求めた。　Moliere夫

　人はそこに住んでやるだけでも医者の妻にはもったいない位の名誉だと考え

　ていたので耳を傾けようともしなかった。そこでそのアパルトマンはLa

　Duparc（2Dに貸すことになり，　Moliere夫人は追い払われた。三人の女の間

　に不和を生じさせるにはそれで十分であった。La　Duparcは家主夫人と仲

　良くするために芝居の券を一枚彼女にやった。家主夫人は一銭も使わずに芝

　居がみられるのだから喜んでそれを使った。だが彼女がまだ芝居をみないう

　ちにMoli6re夫人は二人の番人gardes（2z）を彼女のところへ行かせて階段桟

　敷amphith6atreから彼女を追い出してしまい，彼女は自分の家から私を追

　い出したのだから，今度は私が女主人である場所から彼女を追い出しても構

　わないと自ら言いに出掛けて溜飲を下げた。医者の妻は恥辱に傷つく以上に

　けちんぼであったから席料を払うよりは退席することの方を好んだ。このよ
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　うな屈辱的な取り扱いを受けたことはうわさの種となった。（医者の）夫た

　ちは実に素早く抗議の姿勢を鮮明にした。

　（2D　La　Duparc：彼女はLa　De　Brieと並ぶMoli6re劇団の女優で，1635年以来Lyonに

　　定住したGrison出身の香具師op6rateurであるJacques　de　Gorlaの娘であった。

　　MoliereのLyon滞在中，対立する劇団に席をおいていた彼女はMoliere劇団のvalet

　　役の俳優Gros　Ren6ことDuparcと恋仲になっていた関係もあって，対立する劇団に比

　　べて圧倒的な人気を博していたMOIi6re劇団に加わった。　M’1e　Duparcは上品な顔立ち

　　で，悲劇の役では非凡な才を発揮し，天与の素質のままで大役をこなした。だから

　　L’Impromptu　de　Versaillesのなかでは気取った役柄を演ずることに抵抗を示す彼女を

　　Moliereが懸命に説得する場面が出てくる。またMlle　Poissonの手になるものとされ

　　る，1740年5月ならびに6月号のle　Mercure　de　Franceに所収の記事Lettres　sur　la

　　vie　de　Moli6re　et　des　com6diens　de　son　tempsによれば，彼女は舞踏の名手でもあっ

　　た。彼女の魅力にはMoliereをはじめCorneille兄弟，　La　Fontaine，　Racineなどが

　　次々と強く心をひかれたと言われている（以上cf．　A．　Copin；Histoire　des　Com6diens

　　de　la　Troupe　de　Moliere，1886；K．　Mantzius，　opt．，　cit．）。

　（22）S．Chapuzeau，　opt．，　cit．には守衛conciergeと場内警備係portierは下級職員として挙

　　げられているが，gardeには言及されていない。

59．L’Amour　M6decin以来の医者に対する反感：Moli6reは彼を傷つける

　人々をそのまま放置してはおけない質なので，医者に腹を立てたあげく，5

　日間でL’Amour　M6decinを書き上げて復讐を遂げたが，その作品は1665年

　9月15日に国王の気晴らしのために上演され，さらに同月22日にParisで上

　演された。ありていに言えば，この作品はMoli6reの功績を高めるもので

　はなかった。Moli6reも自らそう感じていたので，その作品を印刷に付する

　に当たって，それを作る際にあまり時間のなかったことや，読んであまりお

　もしろくないことをpr6faceで予告している。

　　その時以来Molibreはなりふりかまわずあらゆる機会をとらえて医者に

　対する攻撃の手をゆるめなかった。彼が医者たちの知識をあまり信用してい

　なかったことはまぎれもない事実であり，ごくまれにしか医者の手にかかる

　ことはなかったし，伝えられるところによれば，ただの一度も潟血を受ける

　ことはなかった。

　　注目すべき二つの書物㈱のなかで次のようなことが報告されている：M「．
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　Mauvilainと彼がVersailles宮において国王との夕食の席に居合せていた

　時に国王がMoliereに言った。《それであの男はそなたの医者だそうだな？

　彼はそなたにどんなことをするのだ？》一《陛下，とMoli6reは答える，わ

　れわれはいっしょにあれこれ話し合い，彼は薬を処方しますが，私はそんな

　ものを一度も飲んだことはなく，それでも私は治ってしまいます》。Moli6－

　reが医者というものは自然が癒すか，薬が殺してしまうまで患者の部屋で

　くだらないおしゃべりをするために金を払ってやる人間だと定義していた，

　と人々は確信を持って私に告げている。

　　だがその当時の，Moli6reの識り合いのある医者はこうした適切な定義の

　名誉を彼から奪いとりたいと思い，そう言ったのは自分だと私に断言した。

　　M「．Mauvilainは医者で，　Moli6reは彼のためにTartuffeの巻頭にある

　第三の請願書を起草し，その医者の息子のためにVincennesの司教座聖堂

　参事会員の職を国王に頼んでやった（24。

　㈱　どのような書物を指すのか不明。

　⑳　“だが～”以下“頼んでやった”まで文脈上唐突の感を免れず，Moliereが医者に対

　　してもできるだけ公平な態度を失うまいと努めていたことを示そうとしたのかもしれな

　　い0

60．劇団の維持と改善。悲劇俳優の不足。Le　Baron：Moli乙reは自分の劇団

　を最良のものにしようと絶えず気を配っていた。喜劇向きのすぐれた男優は

　いたが，舞台の上で彼好みの朗唱法をやってくれる悲劇男優が欠けていた。

　そうした彼の意図やそれにふさわしい人々の役に立っことに彼がおぼえる悦

　びを満たしてくれる絶好の機会が提供された。

　　Le　Baronは一目見ただけで常に人の心を感動させる人物の一人であっ

　た。彼がいかに彼のためにひと肌ぬいでやりたいという気持をMoli6reに

　起こさせたかを語っても不都合ではないと私は思っている。それは一人の人

　物の生涯でもっとも華やかな時期のひとっで，その思い出は彼にとってもっ

　ともかけがえのないものであるにちがいない。
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61．Raisinの一座ならびに命令通りにひとりでに曲を奏でるスピネッタとそ

　のからくり：Raisinという名のTroyesのオルガン奏者は，金をかせぎたい

　という欲望にすっかりとりつかれて，約3ピエ（97．2cm）の長さと2ピエ

　（81cm）の幅があり，三つの鍵盤が付いていて，その容積が普通のものの2

　倍の大きさのある胴体を持ったスピネッタ（注記：16－18世紀に流行したチェ

　ンバロの一種）を作らせた。

　　Raisinには四人の子供，二人の男の子と二人の娘があり，皆可愛らしか

　った。彼は子供たちにスピネッタの演奏を習わせた。事が理想通りに運ぶ

　と，彼はオルガンに別れを告げて，妻と子供たちとスピネッタを伴って

　Parisにやって来た。彼はSaint－Germainの大市で彼の準備してきた小さな

　出し物をみせる許可を得た。

　　スピネッタのからくりとそれが命令通りに動くことの奇跡を約束する彼の

　ポスターは当初から人々の注意を大いにひきつけ，全観衆がトロワ人のスピ

　ネッタほどおどろくべきものはこれまで見たことがないと触れまわるほどで

　あった。人々は群れをなしてそれを見に行き，すべての人々がそれを称賛す

　る。すべての人々がそれにおどろき，誰一人その楽器のからくりを見抜けな

　かった。

　　まず長男のRaisinとその妹のBabetがそれぞれ鍵盤の前に座り，一緒に

　ある曲を弾き，ついでその二人の子供が手を上げると三番目の鍵盤がひとり

　でにその曲をはじめから終わりまで繰り返した。つぎに父親が二人の子供を

　退場させ，鍵を手にして，それを使ってひとつの滑車越しにその楽器（の内

　部）をみせたが，その滑車はからくりの胴体のなかでおそるべき騒音を発

　し，演奏させようとしているものを実行に移すことを可能にし，そうするこ

　とに必要な複雑きわまりないいくつもの滑車があるかのようであった。彼は

　その楽器を置き場所さえしばしば変えて，どんな疑いも持たれないようにし

　た。すべての準備が整うと，“おい，スピネッタ，私のためにこれこれの流

　行曲を演奏しておくれ”，と彼はその楽器に向かって言った。間もなく，従
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順なスピネッタはその曲全部を演奏した。時折，楽器に向かって，“おやめ，

スピネッタ”と言いながらRaisinは演奏を中断した。彼が曲を続けるよう

に言うと，楽器は曲を続け，他の曲を演奏しろと言うとそれを演奏し，黙れ

　と言うと沈黙した。Paris中がこの一寸した奇跡に心を奪われた。知能の低

い連中はRaisinを魔法使いだと思った。もっともうぬぼれの強い連中にも

　どういう仕掛けになっているのか見当がつかなかった。そうこうするうちに

Raisinは2万リーヴルかせいだ。

　　このスピネッタのうわさは国王の耳に達した。国王はそれをみたがり，そ

の創意を称えた。国王は王妃の部屋にその楽器を運ばせ，きわめて斬新な見

世物を王妃にみせた。国王は急に不安の念にかられ，ただちにそのスピネッ

　タの胴体を開くように命じたところ，そのから天使のように美しい5歳の子

供が出てきた。それはRaisinの次男であった。スピネッタには悪臭が充満

　していて，その子は5・6時間も前から気分が悪くなっていた。

　　秘密がばれてもRaisinはそれでもなおっぎの大市で彼のスピネッタから

　さらに利益を得ようという計画を立てることをやめなかった。やがて彼はボ

　スターを出し，前年と同じ出し物を予告する。ただし彼は自分の秘密を明ら

　かにし，そのスピネッタに小喜劇などを添えると約束する。

　　その大市も最初のものと同様にRaisinにとっては幸いであった。彼はま

　ず例の器械で出し物を始め，ついでそれに合わせて三人の子供がサラバンド

　（注記：16世紀にスペインで起こり，17，18世紀にフランスで流行した3拍子のダ

　ンス舞曲）を踊った。その後に喜劇がひとっ続き，Raisin一座を構成する三

　人の子供と他の数人がその劇を演じた。彼らには順ぐりに上演する二つの作

　品，Tricassin　rivalとL’Andouille　de　Troyesがあった。

　　この劇団は王太子殿下の俳優comediens　de　Monsieur　le　Dauphinという

　肩書をもらい，しばらくの問興業に専念して成功を博した。

62．Raisinの話しをした理由：以上の話しは本題とはまったく関係ないが，

　それは私には他に類のない話しだと思われたので，それを伝えたからといっ
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　て不満を招くとは思っていない。その上，その話しがMoli6reに関するい

　くつかの特殊事情と関わりのあることがいずれおわかりになろう。

63．Baronの境遇とRaisinの劇団に入ったいきさつ：この新しい劇団が自分

　を大いに売り込んでいた頃，子供のBaronはVillejuifの寄宿舎にいた。彼

　の後見人である叔父と叔母は母親がBaronに残した財産のうち目ぼしいも

　のをすでに使い果たしていた。そして彼らの使える彼の財産はほんのわずか

　しか残されていなかったから，叔父や叔母には彼のことが負担になり始めて

　いた。そこで彼らは彼の処置を法律的にあれこれ考えるようになった。

　　Marganeとい名前の彼らの弁護士は下手くそな詩を作ることが大好きで

　あった。民衆の間に流布しているいかにも彼らしい作品が彼が詩歌の道にい

　かに不向きだあるかを如実に示していた。

　　彼はある日Baronの叔父と叔母に彼らの被後見人をどうするつもりなの

　かと訊ねた。《どうしてよいかわからないのです，と彼らは言った。彼が何

　に向いているのかよくわかりません。でも彼はよく詩句を朗唱しています》。

　《それなら，なんでなかなか羽振りのよい王太子殿下の小劇団に彼を入れな

　いのですか，と弁護士は答えた》。この親戚はその助言に飛びついたが，そ

　れは生まれながらに持っている才能をBaronが発揮するのをみようという

　ことよりも，その子を厄介払いして，その子の財産の残りをもっと気楽に浪

　費したいと思ったからである。

　　それ故彼らは5年契約で彼をRaisin夫人の劇団（彼女の夫は当時すでに死

　亡していたので）に加入させた。Raisin夫人はその子に望むどんなことでも

　やってのけられる子供がみつかって大喜びであった。この未亡人は座長とし

　てうまくやって行くことに心をくだいていたので，この子供はそれまでには

　みられなかったほどすぐれた女優の息子だからその劇団のために大いに貢献

　するだろうと判断している有名な医者に強く懇請されて大いに乗り気にな

　り，その子供と可愛い契約を結ぶことになった。

64．Baronの舞台での成功：Baron少年は拍手喝采を浴びてRaisin夫人の舞
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　台に登場し，観客はスピネッタを求めた時以上の熱心さで彼の演ずるのをな

　がめた。朗唱法のイロハも習わずに11・2歳の子供が激しい恋心を堂々と表

　現することに人々は驚嘆した。

65．RouenでのRaisin夫人の失敗：Raisin夫人は例の大市のあとで

　Gu6n6gaud座の近くに居を構え，2万エキューの資金を手に入れるまで

　Parisを離れようとしなかった。だが田舎もまんざらではないと思ってい

　た。ところがRouenでは興業の場所を準備する代わりにOlivierという名

　のモナコ公の家臣と持ち金を浪費してしまった。この男は彼女を熱愛し，彼

　女のあとをどこまでもついて来たのである。そこで彼女の劇団はたちまち元

　の哀れな状態に逆戻りしてしまった。このようにしてRouenで喜劇を上演

　する資金を無くしてしまったので，Raisin夫人は彼女の年端のいかない俳

　優たちやOlivierを連れてParisに戻る決心をした。

66．MoliOreの支援：資金を無くしてしまった彼女はMolibreの親切な気性を

　識っていたので3日間だけ劇場を貸してくれるようにと彼に頼みに出掛けた

　が，それというのも，3回の上演で得られると彼女が期待している一寸した

　儲けが彼女の劇団再興に役立つからであった。Moli6reは彼女が望むものを

　喜んで彼女に与えてやろうと思った。初日は彼女の期待以上の好成績をおさ

　めた。だがBaron少年のことを聴き知っていた人々が彼のことを大いに喧

　伝したので，彼が舞台に登場する2日目には満席になって，Raisin夫人は

　1．000エキュー以上かせいだ。

67．MoliOreとBaronとの出会い：Moli6reは気分がすぐれなかったので，最

　初の2日間はBaron少年をみることができなかった。しかし皆が彼に

　Baronのことをさかんに吹聴するので3日目には病をおしてPalais－Royal

　座に足を運んだ。

68．BaronがMoliさreから受けた厚遇：Bourgogne座の俳優たちは一日も欠

　かさず見にやって来て，観衆に劣らずその若い俳優にはおどろきの目を見張

　ったが，（Moli6re劇団では）とりわけLa　Duparcがたちまち彼に好感を覚
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え，彼を夜食に招くべく懸命になって大袈裟な準備をした。少年は人の好意

を受け入れるに当たって取捨選択する立場にはないので，彼女の家に出掛け

るとその女優に約束した。しかしそのパーティはMoli6reの意向で中止せ

ざるをえなかった。Moli6reが自分と夜食を共にしにくるようにと言ったか

らである。彼が言い出した以上，それは絶対であり，神託のようなものであ

った。Moli6re一座の俳優たちはMoli6reに並々ならぬ敬意を払っていたか

ら，Baronは先約があるとあえて言えなかった。そしてLa　Duparcの方も

その若者が約束を破ったからといってそれを悪くはとらないように十分心配

りをした。

　一座の俳優たちはMoli6reがまず仕立て屋を呼んでBaronの服装を整え

させることから始め（Baronが大変みすぼらしいなりをしていたから），しかも

仕立て屋にその服が当人に大変よく似合う，非の打ちどころもないもので，

しかも翌朝には出来上がっているようにという注文を出したので，Moli6re

のところへもっと早くやって来なかったBaronにとってこの厚遇はまさに

僥倖であるとみなしていた。夜食の問Moli6reは若いBaronに絶えず質問

をし，観察を続けた。そして彼がBaronにしようとしている投資がより確

実に収益を上げられるように，会話を通してBaronの気持を識る時間をさ

らに持とうとして，Baronを自分の家に寝泊まりさせた。

　翌朝，几帳面な仕立て屋は10時にすっかり整った衣服一式を出来上がった

ばかりの状態でBaronのところへ持って来た。彼はすっかりおどろき，一

挙に身なりが見事に整った自分をみて大変喜んだ。仕立て屋はMoliereの

アパルトマンに降りて行ってお礼を言わなくてはならないと彼に言った。

《もちろんそうしますが，あの方はまだ起きていらっしゃらないと思うので

すが，と少年は答えた》。仕立て屋がそんなことはないと彼に断言したので，

Baronは降りて行ってMoli6reにお礼の挨拶をしたが，　Moli6reは大変満

足はしたものの，これほど見事な服装をさせたことだけでは飽き足らず，さ

らに6ルイ金貨を彼に与えて好きなように使ってこいと命じた。以上のこと
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はすべて12歳の子供にとっては夢のような出来事であったが，それというの

も彼はずっと以前から情けを知らぬ人々に翻弄されて辛い思いをしていたか

らである。ともかく芝居に対する前途有為な才能を持ち合せているのだか

ら，心なき人々のところに留まっていることは大変なマイナスであり，憂う

べきことであった。Moliereの気持を強く揺り動かしたのはそのような忌ま

わしい状態であった。Moli6reは面倒の仕甲斐の十分にある資質をすべて備

えているように思われる若者を支援してやれることに満足した。その上

Moli6reはBaronの才能をのばし，彼を入団させて，自分の劇団を確固た

るものにする好機を逃さないように細心の注意を払った。

　Moli6reは当時Baronがもっとも望ましいと思っていることは何かと彼

に訊ねた。《あなたが私にしてくださっているご親切に心から感謝の気持を

表わすために，これからずっとあなたと一緒にいることです，とBaronは

答えた》。《それは結局，もう片がついている。王様はそなたのいる劇団から

そなたを引き抜くための命令を私に与えてくださったばかりだ，とMoliere

は言った》。Moli6reは朝の4時に起きてSaint－Germain宮に赴き，陛下が

彼にその許しを与えてくださるようにという懇願をし，許可の命令は直ちに

発せられた。

　Raisin夫人が自分の不運を知るのに長くはかからなかった。かのOlivier

にたきつけられて，彼女は二挺のピストルを手にして翌朝かんかんになって

Moliereの部屋に入ってきて，彼女の俳優を彼女に返さなければ彼の頭をぶ

ち抜く，とMoli6reに言った。　Moli6reは動ずる気色もなく，使用人にこの

婦人を彼のもとから去らせるようにと言った。彼女はたちどころに逆上から

哀願へと態度を豹変させ，ピストルを手から落としてMoli6reの足元に身

を投げ，目に涙を浮かべて，その俳優を彼女に返してくれるようにと彼に懇

願し，彼がBaronを引きとめておくと彼女が，彼女とその家族が窮地に追

い込まれる旨説明した。《私にどうしろというのです。王様は私があなたの

劇団から彼を引き抜くことを望んでおられる。それは国王の命令です，と彼
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　は彼女に言った》。Raisin夫人はもはやどうすることもできないことを悟

　り，Moli6reになお3日間Baron少年が彼女の劇団で演ずることを認めて

　欲しいと願った。《3日といわず1週間でもよいが，ただし彼があなたのと

　ころへは行かず，芝居がはねたらすぐに彼を連れ戻す従者を一人いつも

　Baronに付けるという条件で，とMoliereは答えた》。その女とOlivierが

　若者の心を惑わせて，彼らのところへ連れ戻すことを恐れての措置であっ

　た。Raisin夫人は従うほかなかった。しかしその1週間は彼女にたくさん

　の金をかせがせ，それを元に彼女はBourgogne座の近くに興業の場を設け

　ようとしたが，その細かい経緯や成功のほどはもはや私の主題とは関係がな

　い。

　　人に後ろ指をさされることのない生活態度を好むMoliereは自分自身の

　息子ででもあるかのようにBaronの品行の陶冶に意を用いた。彼はBaron

　が朗唱法に対して持っている非凡な素質を入念に伸ばして行った。観衆は私

　と同じくMoliさreがどれほど完壁なものにBaronを仕込んだかを知ってい

　る。しかし彼が偉大な師匠の教訓を活かしたことの成果をわれわれに示した

　のはその点だけではない。Moli6reの死後，誰かBaron氏以外に確実に悲

　劇を盛り上げた者がいるだろうか。

69．国王の厚遇：国王はMoli6reが彼にみせてくれる遊楽を大変喜び，1665

　年8月に陛下は7．000リーブルの年金を彼に与えてその劇団を国王の専属に

　することが適切であると判断される。そこでその劇団は“国王の劇団”la

　Troupe　du　Roiという肩書をもらい，以後ずっとその肩書を保持し，劇団は

　陛下のおられるいたるところですべての祝祭行事に関与した。

70．厚遇に応えるMoliOreの努力，観衆に対するMoliOreの気配り：Moliere

　の方でも彼が手に入れた名声を維持し，増大させ，国王の彼に対する厚遇に

　応えるべく細心の注意と労苦をいとわなかった。彼は友人たちの意見を求

　め，彼の推敲している仕事を注意深く検討した。何らかの場面を一般観衆向

　けに仕立てようとする時には，他の場面共々，それを女中に読んできかせ
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　て，彼女の心に訴えるかどうかをみようとしたことさえわれわれは知ってい

　る。

71．L’Avareの場合：だが彼が最初から一般観衆の気持を常につかめたとは

　言えなかった。L’Avareの際には彼はそういう経験をした。それは辛うじ

　て7回上演された。散文であることが観衆を惑わせたのである。《なんとい

　うことだ，散文で5幕にもわたってわれわれをうんざりさせるとは，

　Moli6reは気でも狂ったのか，われわれを愚物だとでも思っているのか？こ

　れ以上とっ拍子もないものをかつて見たことがあるか？散文でわれわれを楽

　しませようとするなどとは！，と公爵某は言った》。しかしMoli6reはこう

　した不当で，無知な観衆に数年後には見事なしっぺ返しをした。1668年9月

　9日，彼はそのL’Avareを再度上演した。人々はそこにつめかけ，それは

　ほとんど1年中上演された。本当のところ観衆というものは違和感を覚える

　とそれほど，すぐれたものでも評価しないものなのである。散文の5幕が最

　初は観衆を憤慨させた。しかし改めてそれを読み，あれこれ考えた末に観衆

　は原点に立ち戻り，はじめの頃は軽蔑していた芝居をいそいそと見に出掛け

　たのである。

72．Molidreの家庭不和，　Moli6re夫人とBaronとの確執，　Baronの退団：だ

　がこうした不当な，妨害を意図しての批判やMoli6reの置かれている家庭

　状況では，彼が君主や友人たちのかたわらでどんなに満ち足りてはいても，

　それでも彼の気持はかき乱されがちであった。彼の結婚はla　B6jartが以前

　に彼にいだいていた情愛amiti6を強めるどころか減退させてしまった。彼

　の義母がもはや彼を愛していないということはあきらかで，彼にもそれはは

　っきりとわかっており，自分の妻も彼を憎みかけていると彼は思い込んだ。

　二人の女性の気持はMoli6reの気持とはごとごとに対立し，彼女たちの言

　動や気分に唯々諾々と追随するのでなければ一刻たりとも彼女たちと楽しい

　時が味わえるなどと期待してはならないような状況であった。

　　Moli6reがBaronを厚遇することも彼の妻には気に入らなかった。彼女
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が夫に求めようとしている情愛に応えようともせず，そんな子供に目をかけ

てやっていることが彼女には堪えられなかったし，子供の方も，13歳にもな

っているのに，敬意を払うべき女性に対してどのようにふるまうべきかとい

う点で慎重な配慮がまったく欠けていた。彼には夫の方に愛されていること

がわかっていたし，その人の芝居に欠かせない存在でもあるし，宮廷中のマ

スコットにもなっていたので人々の気に入ろうという気持などほとんどな

く，ましてや，Moliere夫人に対してそんな気持は微塵もなかった。彼女は

ある日かっとなってごく些細なことでBaronに平手打ちをくわせた。若者

はそれですっかり自尊心を傷っけられ，Molibreの家から身を引いた。そこ

で家中大騒ぎとなった。《あなたも御承知のような感じやすい子供をあと先

のことも考えずに打榔するなどということがあってよいだろうか？しかもわ

れわれがほどなく国王の御前で演じなければならない芝居で600行にわたる

詩句から成る役を彼が引き受けている時期であればなおさらのことだ，と

Moli6reは妻に言った》。　Baronにとって不利な，辛辣でさえある数多くの

理由が挙げられたが，Moli6reはそうした抗議には一切答えない決心を固め

た。彼はRaisin夫人の許に逃げ出して行った若者の気持を和らげることに

努めるだけにとどめた。だが彼を連れ戻すことはできなかった。Baronは

あまりにも腹を立てていた。彼は自分の役を演ずると約束はしたが，

Moliereのところに戻るとは言わなかった。実のところ，大胆にも彼は

Saint－Germain宮で国王に退団する許可を求めたのである。退いて思案する

などという知恵のない彼はRaisin夫人の劇団に再び身を置いたが，夫人は

あくまでもその恨みの気持を忘れないようにと彼をそそのかした。

　夫人は自分の劇団を連れて地方巡業に出掛けようと決意し，劇団は

Baronという俳優のいるおかげでいたるところでかなりの成功をおさめた。

しかし彼女はのちになって仕事をやめてしまった。Mlle　Beauvalのいるも

っとよい劇団が結成された㈱。Baronはそこに身を置くのがよいと決断し

た。だが彼はMoli6reのことが常に気にかかっていた。年齢や気持の変化
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がMoliereに受けた恩義やMoli6reの許を去ったことの過ちを彼に自覚さ

せていた。彼はそうした気持を隠さず，しかも自分はそうするにふさわしく

ないからMoli6reの許に再び身を置くつもりはないと公言していた。この

話しはMoli6reに伝わり，　Moli6reはそれをたいへん多とした。彼を必要と

する自分の劇団にその若者を復帰させようというやむにやまれぬ気持に抗す

ることのできなかったMoli6reはDijonでたいへん感動的な手紙をBaron

に書き送り，Baronが彼の願いに賛同し，彼の示す好意に応えるであろう

と確信していたかのように，国王の新しい命令書も送付し，もっと迅速に彼

の許に来られるように駅馬車に乗れということまではっきりと彼に指示し

た。

　MoliereはBaronの不在にたいへん心を悩ませていた。この若者の教育

が休演の時期には彼の楽しみになっていた。彼の家では家庭のいざこざが

日々増大していた。そのことから気を紛らすために終始仕事ばかりしていた

り，いつも友達とばかりいっしょにいるというわけにもいかなかった。その

上彼は不特定多数の人々といっしょにいることや窮屈な思いをすることも好

きではなかった。道楽とて何もなく，わずらいごとから気を紛らわせる術も

皆無であった。分別のある人間であると皆から一様に思いみなされていると

いうのに，家庭がうまく行かず，ごたごたしていると非難されることは彼に

とって身を切られるように辛い思いをさせられることであった。だから彼は

Baronの復帰が実現すれば自分の精神衛生にもまた自分の生活信条にも合

致し，家庭や，この上なく楽しい気分で過ごせる人生上の貴重な時間を色々

と厄介なことを持ち込んでは台無しにしてしまうありきたりの友達づきあい

のどうでもよいわずらわしさから開放されて，心静かな生活を悠々自適の境

地で送れるであろうから，そのことを家庭の憩、いのようにみなしていた。

　Baronも復帰という考えにMoliereと同じように真剣であった。彼は手

紙を受け取るとすぐに出発した。Moli乙reの方は少しでも早く彼の若い俳優

に再会する喜びにひたりたいという気持でいっぱいになり，彼の到着するは
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ずの日にSaint－Victor門まで出掛けて彼を待っていた。田野の風雨にさら

されての馬車での走行はBaronをへとへとに疲れさせ，顔かたちもやつれ

果ててしまっていたのでMoli6reはそれと気付かず彼をやり過ごしてしま

った。そして散々待たされたあげく気落ちしてわが家に戻ったところ，そこ

にBaronがいるので嬉しい不意打ちをくらうという形となってしまったが，

Baronの方も道中練り上げていた見事な挨拶を実行することができなかっ

た。恩人に再会するという悦びが彼のことばを失わせてしまったのである。

　Moli6reはBaronに金があるかと尋ねた。　BaronはMoliさreに最後の宿

泊地で寝台の枕の下に財布を忘れてきてしまったのでポケットのなかに散ら

ばっているものしか持っておらず，いくつ目かの駅逓でそのことに気付いた

が，Moli6reに再会したいという気持が先に立って，金を探しに元来た道を

引き返す気になれなかったのだと答えた。

　MoliereはBaronが感動し，感謝の気持をいだいて戻って来たことに心

からの悦びを覚えた。Baronは清潔ではあったが，芝居の花形となる人間

の好みに適うような服装はしていなかったので，MoliereはBaronに誰も

彼とは気付かないように外套ですっぽり身を包むように命じて，彼を劇場に

送り出した。MoliereはBaronに光彩を添えるためとあればどんなことも

見落さなかった。最初の頃に彼にしてやったと同じ気配りを再び彼に示し

た。俳優修行の面と同じく立ち居ふるまいにっいてもMoliδreがどれほど

の気配りをしてBaronを陶冶することに心魂を傾けたか一寸想像がつきに

くい。

　以下にMoli6reの生涯におけるもっともうるわしい美談のひとつを挙げ

ておく。

（25）M’1e　Beauva1についてはK．　Mantziusの前提書ではPP．146，　238，241，　253，259，267，

　277，294で触れられ，P．146の脚注にその略歴が記されているが，　A．　Copinの前提書で

　はBeauval夫妻に1章が割かれているので（Ch　X），ここではA．　Copinに依拠してこの

　女優のプロフィールを紹介しておく。

　男優Beauva1の妻で，すぐれた才能のある女優であったMlle　Beauva1の本名は
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Jeanne－Olivier　Bourguignon，その子供時代は事実あったこと以上に想像の産物として

の色彩が濃い。オランダのある教会の戸口に捨てられていた彼女は洗濯屋のかみさんに

拾われたが，その女は彼女を旅廻りの一座の座長Filandreに譲った。この一座はのち

にCond6公の劇団とよばれるようになり，　Chardon氏は，　Le　Mansを舞台にして，

Scarronが1665年にLe　Roman　comiqueのなかで描いたのはその一座であると信じて

いる＊。少女のBouguignonは座長のFilandreからその素質が芝居に向いていることを

認められて特別に目をかけられ，Filandreは彼女をわが子のように取り扱う。彼女を

連れてオランダ，フランドルを経巡ったあとで，FilandreはLyonにやって来る。そこ

にはMonsingeまたはMonchingeまたはMonchaingre（cf，　Chardon）と呼ばれ，　Pa－

phetinという名でもっとよく知られている別の座長がいてその若い娘に彼女を魅了する

提案をしたところ，彼女はたちどころに古くからの恩義を忘れてPaphetin劇団に移っ

たが，そこには雇用人gagiste‘のBeauvalがいて，のちに彼女は彼と結婚する。当時

Moliereは女中役soubretteを必要としていた。　Madeleine　B6jartは50歳代に達してお

り，陽気で，スタイルがよく，目が生き生きとしていて，歯並びが白くきれいで，笑い

声のよく通る女優を必要としていた。Moliereは国王に請願して，その命令でBeauva1

夫妻を自分の劇団に移籍させ，当時Maconにいた二人を呼び寄せた。彼女は背が高く

均整のとれた体つきで，絶えず笑い声を立てるような発声をしていたが，それはチック

症のためであった。M”e　Beauva1のMoli6re劇団での初舞台は1670年10月14日，

Chambordの離宮での御前公演で初演されたLe　Bourgeois　GentilhommeのNicole役

としてであったが，初演の数日前に行なわれたお目見えの際に彼女は初対面で国王のお

気に召さなかったので，国王は役者を変えるようMoliereに要求した。彼女を当てにし

ていたMoli6reは大変困惑し，初演前に残されたわずかな日数でNicoleの長い役どこ

ろを別の女優に習得させるには何分にも時間が足りないので，今回は曲げて彼女の出演

をお許し願いたいと懇願し，短い時間を利用してNicoleの役をla　Beauvalの資質や話

しながら笑うような発音をする彼女の欠点に合わせて調整した。そういうわけで

NicoleがA．　III，　S．2で初めて登場し，主人のJourdainと相手を小馬鹿にした態度で対

話をする時，Nicoleは笑い声を連発して主人を怒らせる。同じような場面はla
Beauva】が1es　Fourberies　de　ScapinでZerbinetteの役を演じた時（A．　III，　S．　3）や，

Le　Malade　imaginaireでToinette役を演じた時（A．1，　S．2）にもみられる。　la

BeauvalがMoliere劇団において初演で出演したものとしてはその他にPsych6におけ

るCidippe役，　La　Comtesse　d’EscarbagnasのJulie役がある。　Moliereの死後彼女は

夫と共にBourgogne座に移り，1680年のBourgogne座とMoliere劇団の合併後もさ

まざまな作品で重要な役を演じたが，自分の演ずる役がM’1e　Desmaresにとって代わ

られたのを契機に，1704年の復活祭の休演期間中に34年間のParisでの演劇活動に終止

符を打って夫と共に引退した。1720年3月20日死去。享年およそ73歳。夫との間に24人

の子供を儲け，夫折した者もあったが，娘が一人だけ母親の職業を継いだ。彼女の気ま

ぐれな性格が劇団員たちとの間にしばしば軋礫を生じさせたが，仕事そのものには常に

真剣に取り組んだ。
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＊H．Chardon：La　Troupe　du　Roman　comique　d6voilee　et　les　Com6diens　de

　　　　　　　Campagne　au　XIIeSi6cle，1876，　reprinted　by　Burt　Franklin，

　　　　　　　New　York，1972

＊Gagisteについてはcf．　Chappezeau，　Opt．，　Cit；拙論『フランス古典劇の二

つの同時代資料について』，明治大学教養論集，通巻80号，1973

73．落ちぶれた俳優に対するMoliOreの恩情とBaronへの心遣い：その姓は

　Mignot，芸名はMondorgeという男がいて，落魂の身を託っていたが，貧

　乏のどん底にある家族のさし迫った窮乏にMoli6reから何らかの援助の手

　をさしのべてもらおうと思って，Moliさreの家があり，現にMoli6reがそこ

　に住んでいるAuteuilに出掛ける決心をした。そのMondorgeが仲介の労

　を頼みに行ったBaronは相手の用向きが何であるか容易に気付いた。その

　貧にあえいでいる俳優が乞食同然のみるもあわれな恰好をしていたからであ

　る。彼はBaronに次のように言った：自分はMoliereが頼り甲斐のある義

　侠心に富んだ人であることを知っているし，自分にMoli6reの助けを求め

　る決心をさせたのは自分の置かれている現下の困窮を脱するために家族共々

　自分をどこかの劇団に加えてもらおうと思ってであり，自分はLanguedoc

　でM「．Moli6reの仲間でもあったから，　Baronが自分のために一肌脱ぐ気

　持になってくれたらMoli6reはきっと自分に情をかけてくれる，と。

　　BaronはMoli6reの住まいに出掛けて行って，おそるおそる，しかも慎

　重にMondorgeの話しをMoliereに伝えたが，それというのも乞食同然の

　仲間のことを大変裕福に暮らしている人に思い起こさせれば不快な思いをさ

　せることになるだろうと思んばかったからである。《われわれがいっしょに

　芝居をしたことは本当で，あれは実に誠実な男だ。私は彼の暮らし向きがそ

　んな苦境に陥っていることに腹が立っ，とMoli6reは言った。そして私は

　彼にどうしてやったらよいと君は思うかね，と付け加えた》。彼らがその支

　援について話し合っている間に，MondorgeはBaronが彼に食べ物を与え

　させている台所でむさぼるようにものを食べていたが，Moliさreがどのよう
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　にしてMondorgeをよろこぼせたらよいかBaronが意見を述べかねている

　と，《いや，私は彼に私が施してやるものを君に決めてもらいたいのだ，と

　Moliereは述べた》。そうなるとBaronも答えざるをえなくなり，　Modorge

　がどこかの劇団にすんなり入れるようにするのに十分だと思った4ピストル

　という決定を彼は下した。《よろしい，君がそれで適当だと判断するなら，

　私からとして4ピストル彼にやろう。だが君からの分として私はこうして20

　ピストル彼にやる。自分が彼にしてやる支援を彼が感謝しなければならない

　のは君に対してだということを私は彼に知ってもらいたいので，とMoli6re

　はBaronに言った。私にはもう自分に必要のない舞台衣裳があるからそれ

　も彼にやろう。可愛想な男はそれでなんとか職にありつけるだろう，と彼は

　付け加えた》。だがMoli6reが大変快く与えたその衣裳は2．500リーヴルも

　したもので，しかも新品同様であった。Moli6reは心のこもった歓待を

　Mondorgeにしてやってその贈り物に花を添えたが，　Mondogeの方はこれ

　ほどまでの鷹揚さは予期していなかった。

74．Moliさre劇団とイタリア座との競争，　MoliOre劇団の内紛：Moli6re劇団

　には引き続き人気があったが，それでもScaramoucheの復帰によってしば

　らくの間客足が鈍らざるを得なかった。その俳優は生まれ故郷のフィレンツ

　ェに投資して10．000から12．000リーヴルの金利収入を手に入れるのに十分

　な，相当の額に達する金をかせいだあと，故国に腰を据える計画を立てた。

　彼はまずそこに妻子を送り帰し，しばらく経って自分の国に引退する許しを

　国王に求めた。陛下はその許可を彼に与えてくださったが，陛下はそれと同

　時に，戻ってくることを期待してはならないと彼に言った。帰ってくるつも

　りのないScaramoucheは国王の言われたことに少しも注意を払わなかっ

　た。彼には芝居なしでもやって行けるものがあった。彼は出発する。しかし

　彼は自分の家では妻も子も彼を受け入れるっもりのないことがわかった。彼

　らは彼をよそ者扱いにしたのみならず，虐待もした。彼は稼いだ財産を彼と

　分かち合って享受するつもりはまったくなく，子供の加勢も得た妻に幾度も
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打衡され，その冷遇ぶりは耐えがたいほどにまでなったので，イタリアでの

彼の置かれているみじめな境遇から開放されるためにフランスへの帰還を強

く請願してもらった。国王は親切にも彼の戻るところを許した。Parisでは

彼のいなくなったことが大変残念がられていたので，彼の復帰はParis中を

喜ばせた。人々は半年以上もの間，Scaramoucheを再び見ようといそいそ

とイタリア座に足を運び，その間中，Moli6re劇団には閑古鳥が鳴き，収入

も皆無となり，俳優たちが座長に反旗を翻しそうな形勢となった。彼らのと

ころに観衆を呼び戻そうにもまだBaronがいなかったし，彼の復帰など話

題にもなっていなかった。ついに業を煮やした俳優たちはMoliさreに対し

て公然と不満の声を上げ，彼らの劇場を衰微させている責任は彼にあると言

ってMoliereを非難した。《なぜあなたはわれわれを鼓舞激励してくれるよ

うな作品を書いてくれないのか？あのイタリアの道化役者たちにわれわれは

Paris中の観客を奪いとられてしまう羽目になるのか？と彼らは彼に言っ

た》。ひとことで言えぱ，劇団はすっかりガタガタになり，俳優たちの各々

は身の振り方をあれこれ考えるようになった。最後には俳優たちの果てしな

い不平不満に疲れ果てて，一番彼を悩ませているla　Duparcとla　B6jart

に，Scaramoucheに打ち勝ち，収益を上げるにはどうしたらよいか彼にも

わからないのだが，しばらく遠くに行って，あの俳優のようにやがてそこか

ら戻ってくるという手もあるものの，それではあまりに時間がかかり過ぎる

し，この方法を実行に移す力も計画も彼にはなく，それを実現させる鍵とな

るのは彼女たちなのだ，と相手をいなしたあとで，Moli6reはScaramou－

cheとていつまでもちやほやされるわけではなく，善悪を問わずどんなこと

も飽きがくるものであるから彼らもいずれは飽きられる，と真顔で言った

が，Moli6reのその後に上演した最初の作品で事実その通りになった㈱。

（26）ScaramoucheがParisに戻って来て，　Petit－Bourbon座の時と同じくPalais－Roya1

　座の舞台をMoli6reと交互に使うようになるのは1662年，その後で上演してMoli6re

　が大成功を収めるのはL’Ecole　des　Femmesである。
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75．Moliさre劇団と無料入場して来る近衛兵士たちとの衝突：Moli6reとその

　俳優たちとの間に起きたごたごたはそのことだけには留まらない。金儲けを

　したいという渇望が（座長に対する）彼らの感謝の気持をかき消してしまい，

　国王に願ってさまざまな恩典を求めてくれるようにと常日頃しつこく迫って

　彼を悩ましていた。近衛騎兵，国王新衛隊兵士，竜騎兵，近衛軽騎兵たちは

　木戸御免で入って来て，平土間はいつでも彼らでいっぱいであった。そこで

　俳優たちは王室直属の者㈱は誰一人として無料で劇場に入ってはならないと

　いう命令を国王から手に入れてくれるようにとMoli6reに迫った。国王は

　それを彼に与えた。しかしお歴々は俳優たちが彼らにそんなきびしい掟を押

　し付けさせたことを快く思わず，俳優たちが大胆にもそんな許しを求めたこ

　とを侮辱と看倣した。名うての乱暴者たちが一堂に会して，木戸を強行突破

　しようと決意した。彼らは群れをなして劇場に押しかけた。彼らは木戸を守

　っている人々を不意に襲った。（一人の）守衛はしばらく抵抗したが，衆寡

　敵せずという事態となり，武器を手にしていなければ彼らも命までは奪うま

　いと堅く信じて，自分の剣を彼らの前に投げ出した。あわれな男の判断は間

　違っていた。彼の行なった抵抗に激昂した暴徒たちは彼をめった切りにし，

　その各々が中に入るに当たって一人一人が彼を剣で突き刺した。彼らは木戸

　口を守ろうとした（ほかの）人々も同じ目にあわせてやろうとして（ついに

　は）劇団員の全員に向かって行った。しかしこれから上演しようとしていた

　芝居に出るため75歳の老人の身なりをしていたBej　art　｛2s）が舞台に現われ，

　さて皆さん，もはや数日しか生きられない老人は少なくとも御容赦いただき

　たい，と彼らに言った。その暴徒たちに話しかけるために自分の身なりを利

　用したこの若い俳優の挨拶は暴徒たちの激怒を静めた。Moliereも大いに熱

　弁をふるって国王の命令について話しをした。そこで暴徒たちもいましがた

　行なったふるまいを反省して引き上げた。騒音や叫び声は劇場をパニック状

　態に陥れていた。女たちは生きた心地がしなかった。それぞれが逃げ出そう

　と懸命になったが，とりわけHubertとその妻e9｝はPalais－Royal座の壁に穴
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を空けていた。まず夫がそこをくぐろうと思ったが，穴の大きさが十分では

なかったので頭と肩は入ったものの残りの部分があとに続かなかった。劇場

の内側に彼を引きずり出そうとしてもだめで，事は一向にはかどらず，彼は

痛い思いをする度に，竜騎兵に剣で尻をつつかれているのだと思い込み，恐

怖感に駆られて徒刑囚のような叫び声を上げた。しかし騒動が静まったの

で，彼は恐い思いをしただけで済み，人々は穴を大きくしてHubertを責め

苦から救い出した。

　喧燥が静まってから，劇団はこのような危機的状況に対処するための決議

を行なおうとして会議を開いた。あなた方はわれわれ全員をあやうく破滅の

淵に追い込みそうになった命令を出してもらおうと，私が王様にご迷惑なお

願いをするまで私にその要望をつきつけてやまなかった。いま問題になるの

はわれわれが何をなすべきかを検討することだ，とMoli6reは一同に言っ

た。Hubertは王室直属の人々をいつでも中に自由に入れてやるように望ん

だが，それほど彼は騒ぎの再来を懸念していた。他の幾人かも彼と同じよう

な懸念をいだいていて，同じ意見であった。しかし背水の陣を固める決意で

いるMoli6reは王様がわれわれのためにあのような命令を折角出してくだ

さったのだから，陛下がそれを是とされる以上，とことんそれを遂行して行

かなければならない，と彼らに言った。さらに今回のことをお伝えするため

に私はこれから御前に伺候する，と彼らに言った。この考えはまだ震えのと

まらぬHubertの意には副わなかった。

　国王はその暴動のことを知らされると，そういう騒動を引き起こした近衛

隊の指揮官たちに，翌日騒動を起こした連中に非常呼集をかけ，もっとも罪

の重い者を選び出して懲罰にかけ，劇場への無料入場の禁止を徹底させる機

会を設けるように指示した。演説をすることの大好きなMoliereは竜騎兵

たちに向かってそれを行ない，私が陛下に劇場への入場禁止の命令を出して

いただいたのは彼らや延臣と呼ばれている方々を忌避するためではなく，劇

団は皆さんのお出でくださる時にはいつでも喜んでお迎えしますが，肩書き
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を乱用し，近衛隊の負い革をひけらかして平土間を我もの顔に占拠して，劇

団のあげるべき収益を劇団から不当にも奪ってしまう不心得者があまりにも

多くなり，かたじけもなく陛下にお仕えしている身分のある方々が陛下の俳

優たちを蔑ろにするあの情けない連中の肩をお持ちになるなどということは

私には信じられないことであり，劇場に無料入場するということは彼らのよ

うな立場にある人々が血を流してまで維持し，強く熱望しなければならない

ような特権ではなく，このように話すことが許されるならば，作家たちや，

15スーの入場料を払う資力も無く，慈善興行しか見られない人々にこの一寸

した特典はとっておかなければならないのです，と述べた。この演説は

Moliδreの予期していた効果をすっかり上げて，その時以来王室直属の人た

ちは無料で劇場に入ることをしなくなった。

⑳　当時のフランスには近代的な意味での常備軍というものはなく，常設の軍隊としては

　国王直属の親衛隊ないしは近衛隊がいるだけで，戦争の際には貴族たちに兵員の徴募を

　請け負わせた。ここで“王室直属の人々”と訳したmaison　du　roiということばはいわ

　ゆる“延臣”を意味するが，Grimarestの記述の文脈から国王直属の兵士たちを含めた

　広い意味に解することにした。なおmaison　du　roiはアンシアン・ジレーム下の行政府

　のひとつ，“宮内府”を意味することもある。

（28）Louis　B6jartのこと，いわゆるB6jart兄弟の末弟。兄や姉たちとは年齢がかけはな

　れているのでIllutre座の結成には参加しておらず，かなりのちになって南仏巡業中に

　一座に加わり，若者ではあったが老人役を演じた。1653年，LyonにおいてL’Etourdi

　のAnselme役で初舞台を踏んだが，その時年齢は23歳であった。その後Le　D6pit

　amoureuxのValere，　Le　Mariage　forc6のAlcantor（Dorimeneの父親），　La　Prin－

　cesee　d’ElideのTh60cle（Pyreの王侯），　Don　JuanのDon　Louis，　Le　Misanthropeの

　Dubois，　L’AvareのLa　Fl邑che，　Monsieur　PQurceaugnacのOronteを演じた。

　　当意即妙の返答が得意で，1’Eguis6“切れ者”というあだ名をっけられたが，その才

　能は暴徒たちを前にしていかんなく発揮され，暴徒たちを爆笑させて事態を沈静化させ

　る口火を切ったわけである。

　　友人二人の決闘の中に割って入った際に脚に傷を負ってびっことなった。L’Avareの

　A．1，s．3，つまりHarpagonが自分の息子Cl6anteの下男であるLa　Flecheにあらぬ盗

　みの疑いをかけて彼を解雇する場面の最後で，Je　ne　me　plais　point　a　voir　ce　chien　de

　Boiteux－1ti“あんなびっこ野郎の面などみたくもない”と毒づくところは作者がB6－

　jartの不自由な足を作中に取り入れて活用しているのである。体の不自由さもあってか

　1640年に40歳で引退し，年金で何不自由のない生活を送り，1678年10月30日に死んだ。

　cf．　A．　Copin，　Opt．，　Cit．
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（29）Hubertは名前をAndr6といい，　Bourgogne座に移籍したBr6courtの後釜として

　1664年にMarais座からMoli6re劇団に移った。当時Moliereは快活で，濃刺とした，

　抜け目のなさそうな，必要な場合にはお人よしのようにも見える顔付きの第二のおどけ

　役を求めていて，Hubertに白羽の矢を立てたのである。　Moliδre劇団での初演はLa

　Princesse　d’ElideのIphitas（princesseの父親）で，さらにDon　JuanのPierrot，　Tar－

　tuffeのMmePernelle，　L’AvareのMaitre　Jacques，　George　DandinのMmede

　Sotenville，　M．　de　PourceaugnacのAnaxarque，　Le　Bourgeois　GentilhommeのMme

　Jourdain，　Psych6のC160mene，　Les　Fourberies　de　ScapinのArgante，　Moli6reが特に

　Hubertを念頭において書かれたと言われているLa　Comtesse　d’EscarbagnasのM．

　Thibaudier，　Les　Femmes　savantesのPhilaminteを演じた。つまり彼の役柄はおどけ

　役comiqueと老女役duegueであった。老女役はHubertの後継者であるBeauvalの

　時代まで仮面をかぶって，作り声を出す男優によって演じられていた。先任者の

　Br6courtが勇敢さbravoureを役の持ち味とし，後継者のBeauvalは沈着ぶりpr6－

　sence　d’espritを持ち味としていたのに対して，　Hubertの持ち味は腰抜けぶりpoltron－

　nerieであったから，　Grimarestの描くHubertの逃げっぷりはその役柄の特徴を地で

　行っていることになる。Hubertのことがあまり人の口の端に上らなかったのは出しゃ

　ばることのない，控えめな人柄だったからである。当時の俳優の処遇は①引退した俳優

　の年金に充てる分担金を負担しない金額の利益配分part　entiere，②年金を分担する金

額の利益配分，③半額の利益配分demi－partに分れていたが，　Hubertの待遇は②であ

　る。Hubertについては洗礼証書，埋葬証書などが発見されていないので，戸籍上の細

　かいことはまったくわかっていないが，死亡は1700年11月9日とされている。1675年に

　退団した。なおHubertの妻は端役figuranteで舞台に出ることもあったが，むしろ衣

　装方costumierまたは着付け係habilleuseであった。－cf，　P．　Copin，　opt．，　cit．一

29．舞台裏で騒馬を御しあぐねるMoli6re，　Moliereの気苦労の数々，その結

果宿病rとなった胸の病　Baronの復帰後しばらく経って，（私にはどの作者の

手になるのか知ることはできなかったが），『ドンキ・ホーテ』と題される戯曲

が演じられた。ドンキ・ホーテがサンチョ・バンザを自分の政府に入閣させ

る（注記：本当は“島”の大守。セルバンテス『ドンキ・ホーテ』後編45～53章

参照）という時期が作品の舞台として選ばれた。Moliereはサンチョを演

じ，騒馬にまたがって舞台に姿をみせなければならなかったので，場面にふ

さわしい時をみはからって登場する準備をするため舞台裏に身を置いた。し

かし役柄のことなど一切関知しない臆馬は出番のタイミングのことなどお構

いなしに，舞台裏に入るとすぐ，Moliさreが一切の動きを抑えようとどんな

に努力をしても舞台の方に出たがった。サンチョは力いっぱい首輪をひっぱ
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った。騙馬はいうことをきかなかった。騙馬はなんとしても舞台の方へ出よ

うとした。“Baron，　La　Forest，わしのところへ来てくれ，このやくざな騙馬

が舞台へ出たがってしようがないのだ”。Moliereには30．000リーヴル近く

の年金があったにもかかわらず，La　Forestは当時彼の家事一切を引き受け

ている女中であった。その女は舞台の別の側にいたので，験馬の動きを止め

ようとすればそこからいったん舞台に出ざるをえなかった。そして彼女はそ

の動物の尻の上でそっくり返っている主人を見てゲラゲラ笑い出してしまっ

た。それほどMoli6reは騙馬を抑えようとして力を入れて首輪をひっぱっ

ていたのである。ついにどんな救いからも見放され，自分の騙馬の頑固さに

打ち克つことにも絶望して，自分が適当だと思う出番の来るのを窺いなが

ら，彼は舞台の裾でじっと我慢を続け，自分の両脚の問に騙馬を挟み込む決

心をした。Moli6reの精神の特徴，その立ち居ふるまいや会話の重厚さをあ

れこれ思い浮かべると，あの哲学的な人物がそのようなとんだ災難に身をさ

らし，もっとも滑稽な登場人物を自ら地で行く格好となったのはなかなかお

かしみを誘う情景ではある。本当のところ彼は一度ならずそんな思いをして

すっかり疲れ果て，国王を悦ばせることに彼が抱いていた何ものにも代えが

たい愛着がなければ，彼は哲学的愉悦にひたって暮らすためにすべてを投げ

うってしまったであろうが，彼の家庭，仕事，劇団がそうした愉悦を彼に楽

しませることを妨げたのである。彼はたいへん病気がちになってしまったの

で，それだけにいっそうそうした愉悦に心を惹かれたが，ついに牛乳だけで

暮らす羽目となった。彼がほったらかしにしていた咳は彼に喀血を伴う肺炎

を起こさせその胸の病いはやっかいな宿痢となってしまったので，彼は健康

を回復させ，仕事が続けて行かれるように牛乳で我慢することを余儀なくさ

れた。したがって，国王の厚遇を得られることを栄誉に思う気持を大切にす

ることと，友人たちのかたわらにいることだけに満足を覚えた。彼はしばし

ば胸襟の開ける友人たちを選んでいた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（うつみ・としろう　商学部教授）
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