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　 1．はじめ に

　「服飾を全面に描い た 版画 で ，流行 に 関 す る 情報 の

提供 を冖 的 と した も の 」 を フ ァ ッ シ ョ ン ・プ レ
ー

トと

い う．1778年か ら ユ787年に か け て パ リ で 刊行 され た

『ギ ャ ル リ
ー ・デ ・モ

ー
ド』

掌
は ，そ の 先駆 的 存在と し

て 知ら れ て い る ．400図以 E を数え る と い わ れ る版画

の 中 に は，菖廷衣裳，舞台衣裳，舞踏会服，チ供服な

ど，多種多様な服飾が 描か れ て い る が ，本論 文で は
，

主 に 男性の 略装 を示 した 版 画に注 目 し，18 世紀 末の

パ リ ・
モ
ー ドの 諸相 を 明 ら か に す る と 共 に，そ こ に 影

響 を ラえた と い わ れる イキ
’
リ ス 趣味

例

の 理解に新たな

点を付け加えた い ．

　「プ チ ・メ
ー一ト ル ・ア ン ・シ ュ ニ

ー
ユ petit　maitre

　
＊L
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　　 Artistes　en 〔
』e　genre ．　cf （

’
ρ’θ厂6∫ a ）

・e［
’le　ptus　9・rand 　soin

　　 par 　Madame 　Le　Beau．　Ouvrage （．’Oi7unenct ；　en 　l778．

　
＊ ．AnglDlnanle　〔イ！、）　Anglomania　〔蠖：1　英国’已・酉卆，　18世

　　紀後半，ス ポー
ツ ，庭 園，飲食物 な ど と 並 ん で，イ

　　 ギ リ ス 起 源 の 服 飾 が 大 流 行 した こ とは ，つ とに 知 ら

　 　 れ て い る．

en 　chentl ｝e」 の 図か らは，略装 モ ー
ドの ポイ ン トと，

流行 の 若者 の 性格 を 明 ら か に す る．「ル ダ ン ゴ ッ ト

redillg （＞Le 」の 図か ら は，バ ヴ ァ ロ ワ ーズ 1〕avaroise と

い う名の 前あきの 折 り返 し と，鋼鉄製 の ボ タ ン をイギ

リ ス 趣味 の 服飾 と し て と りあげ る ．また 各版画 の 説明

文 か ら，しゃ れ者を指す 言葉の 移 り変わ りに注目し，

新し い しゃ れ者像 の 出現 に イギ リ ス 人の 陰鬱な イメ
ー

ジが関 わ っ て い た こ とを指摘 す る ．こ れ らの 版 画を用

い る削に，まず は，ギ ャ ル リ
ー ・デ ・モ

ー
ドの 資料的

な問 題 に つ い て，2点 ほ ど触れ て お きた い ．

　 2．ギ ャ ル リ
ー ・デ ・モ

ー
ド

　 ひ とつ は，「フ ァ ッ シ ョ ン ・プ レー トは 果 た して 現

実にあ っ た 服飾 を表 して い る と い えるの だろ うか」 と

い う問題 で あ る．ギ ャ ル リー ・デ ・モ
ー

ドの 制作に関

して は ，原画家 ， 版刻家 ， 彩色 家 の 他 に，専門 の デ ザ

イナ
ー

が関わ っ て い た こ とが指摘 され て お り，今 F1パ

リの 装飾芸術美術館には
，

デ ザ イナ
ー

か ら原画家 へ と

手渡 され た デ ッ サ ン で あ っ た と考 え られ る 水彩 画 15

点が 存在 して い る
’
．
，また，版 画 の 説明 文中 に 度 々 表
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れ る 衣裳の
．
考案．音の 名前は，示 された服飾が実際に あ

っ た もの で は な く，デ ザイ ナーの 想像に よ る もの で あ

っ た こ とを裏付け る もの で あ る．

　 しか し，こ う した特徴は，装飾 の 工 夫を必 要 とす る

盛装 に 1堤 っ て 表れ て お り，略装 に お い て表れ る こ とは

ない ．．一・ノ∫で，ギ ャ ル リ
ー・デ ・モ

ー
ドの版画の 大半

は ，原画家た ちが 人の 集ま る遊歩道や集 会場 で ス ケ ッ

チ した もの で あ っ た こ とが指摘 され て い る
’ ．1
．例 えば，

パ レ ・ロ ワ イヤ ル の 冂時計 に 自分 の 時計を合わ せ る 紳

十 の 様子や ，街の 悪臭に 口 を お さえ て 歩く矣性 の 姿な

ど，明らか に パ リの 日常風景 を 描写 した もの と考え ら

れる版画が存在す る．略装の分野 に お い て は
， 説明文

に状況描写 が 含まれ て い る もの が多 く，それ らはほ ぼ

現実の 服飾を表して い る と
．
考えて 良 い の で は ない か と

思 われ る ．

　 もうひとつ は，こ れ らの 版画が 「ど の くら い の 人々

を対象と して つ くら れ
， また，ど の 程 度 の 影響力をも

っ て い た の で あ ろ うか 1とい う問題 で ある．発行 部数

は 不 明 で あ る が，1785 年 に 現 れ た ラ イ バ ル 誌 「カ ビ

ネ ・デ ・モ ード』 CabineL　des　 Modes が．年間定期購

読料 21 リーヴ ル で ，72枚 の 版画 を手に 入れ る こ とが

で きた の に 対 し，ギ ャ ル リ
ー・デ ・モ ードは ，版画 6

枚が 35リー
ヴ ル と驚 くほ ど高価 であ っ た こ とが わか

っ て い る
＊
・t
．した が っ て，そ れ は 各国 の 宮廷や ，非常

に 限 ら れた富裕な 人 々 の 手に渡 っ て い た の で は な い か

と考え ら れ る．

　 し か し実際 は ，偽造物 に 悩 まされ た 版元 が 4 つ の 訴

訟 に乗 り出 して い る こ t “ 1／

，訴訟を免れた もの の 中に

も
， 明 ら か に ギ ャ ル リーを 真似 た もの が各地で 確認さ

れ て い る こ と か e） ’ T

，そ の 偽造物 に よ っ て 地域的に も

階層的 に も，より多くの 人 々 に影響を与え て い た こ と
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　 （
．
1988 ）、

が想像で きる，また ユ剖止紀末に は．非常 に 多くの フ

ァ ッ シ ョ ン ・プ レ
ー

トが，小 さなポケ ッ ト・ブ ッ クの

形を と っ た年鑑 に挿入 され，広 く大衆に親 し まれ た こ

とが知 ら れ て い る
tt

．1784年に は ，ギ ャ ル リー
の 版

元白身に よ っ て，年鑑 「リ リ コ ・
ギ ヤ ラ ン 』rAlmanach

liri（：o−galant に 12図が縮写 され て お り，パ リ の 街 で も

年鑑に よ っ て 親し まれ た さまが 想像 で きる ．トラ ン プ

の カ
ー

ドの 類に も縮写 され て い た と い う
＊
．」
，

　 つ ま り，こ れ か ら と りあげ
．
る 版 画は ，18 壯紀末 の

パ リに 実際 に 生 きた 八 々 の 姿を想像 させ る もの で あ り，

そ こ に描か れ て い る の は ご く　
・
握 りρ）人 々 だ っ た にせ

よ，形を変えて で あれ，広 く同時代の 人々 に影響 を与・

えた 図 であ っ た と思 わ れ る，

　現在，実物 は 各コ レ ク シ ョ ン，各図書館に散在して お

り，フ ラ ン ス 中の い か なる図書：館 に お い て も，全 て の 版

画 を H に す る こ とは 不 自∫
．
能で あ る．そ こ で ，LO 世紀前

．判 こ試み られ た い くつ か の 複製が理解 の 助け と なる
＊ ．1
．

以 下，本論 に お い て提示す る ・1 つ の 図の うち．Fig．1，
2，3 は リ ヨ ン Il∫立二図書食ll所蔵の もの

，
　 Fig，4 は 1912

年レ ヴ ィ 版の 複製で あ る ，個 々 の 版 画を と りあげる際

に は，ア ル フ ァ ベ ッ トと組 み 合わ せ た通 し番号を採用

する が ，こ れ は 各版画 の 識別 の ため に 出版時に付け ら

れたもの で ある，説明文は 原文そ の ままを表記す る．

　 3．プ チ ・メ
ー

トル ・ア ン ・シ ュ ニ ーユ

　 18世紀 後半，イ ギ リ ス 趣味 が くつ ろ い だ 略装 の 流

行をもた ら し た こ と は 広 く知 ら れて い るが ， そ の 内容

とは どの よ うな もの で あ ・
っ たの か．まず は版 Ubj　］1、201

（−2， ｛Fig．1） か ら，1ブ チ ・
メ
ー

トル ・ア ン ・シ ュ ニ

ーユ 」 の 「亨葉に 注目 し，こ の 言葉が意味 す る 略装 モ
ー

ドの 具体的内容 と，そ れ を装 う し ゃ れ 者の 性格を明 ら

か に したい ．説明文に は次の よ う に あ る ，
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「ギ ャ ル リー・デ ・
モ
ード亅に み る服飾

’r漁，円　　尸ttt　尸

Fig．1．

’
　 ttt　　　　　 骨

　d’argent 　b　jour．　 il　est　col…f6　dMn 　Chapeau　b　la
　 Pensilvanie．

　プチ ・メ ー
トル ・ア ン ・シ ュ ニ ー

ユ ．流行色の フ ラ

ッ 久 絹 の ヴ ェ ス トに は
， 多色の 絹糸で刺繍され た 縁

飾 りが付 い てい る．ブ ラ ッ クの ボ タ ン は透か しの 入 っ

た銀製．ペ ン シ ル ヴ ァ ニ ア風の 帽子を被 っ て い る．

　「ア ン ・シ ュ ニ ーユ 」 とは
， 字義通 りに とる と 「毛

虫 の ような」 とい う意味 になるが，その 内容は 「朝に

着る略装の ままで い る」 こ とを指 し て い る ．正装に着

替え る前 の くつ ろ い だ様子を，蝶 になる前の 毛虫に た

とえて い る
“ 11
．

　こ こ に 登場する ブ ラ ッ ク fraqueとい う衣服 は ， イ

ギ リス の フ ロ ッ ク ・コ ー
トを模 した とい わ れる上着の

こ とで，イギ リ ス 趣味 の 服飾として知 られ て い る．し

か し
， 「ア ン ・シ ュ ニ ーユ 」 とい う言葉 で示 され る 装

い に つ い ては ， こ れ まで特にとりあげ られ る こ とがな

輔 Frango捻 Boucher’H ’5如 ”e　4翼 co5ご跏 8　 en 　 occident 　de

　”an ”g認 」’6　a π 05 ゴours ，　Flammarion ，　Paris，311 （1965）．

か っ た．ギ ャ ル リ
ー・デ ・モ

ー
ドの 中で こ の 言葉が 見

ら れ る の は ll．　201 （−2） と D ．20の 2 図に過 ぎな い が，
同様の 「朝の服装」を意味す る言葉 （habit　du　matin ，
frac　du　matin ，　robe 　du 　matin な ど〉は 頻 出 して お り，

注目に値す る装 い で ある とい える．

　 1768年に刊行 された カ ラ ッ チ オ リ に よ る辞典 は
，

「ア ン ・シ ュ ニ ーユ 」に つ い て次の よ うに定義 して お

り，こ の 装 い が
一

般的に行われ てい た こ とを知らせ て
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 デ ザ ビエ
くれ る

司 2
．「若い 人 々 が朝に着る略装で ，そ れ は ラチ

ー

ヌ ある い は クー
テ ィ（共に織物の 名称）の フ ラ ッ ク，黒

また は 白の タ フ タの ク ラ ヴ ァ ッ ト（ネ ク タ イ），櫛で な

で 上げ編ん だ髪形 ，
パ ン タ ロ ン の 名前で 知られる脚衣，

あるい は趣味良く整えた編み上げ靴で 構成される．人々

はその 格好 で 都市や周辺地域をくまなく歩 き回る」．

　 こ の 装 い は，ル イ 15世 の 治世 に部屋着 として採用

され，ル イ 16世の 治世 に は，大貴族た ち に よ っ て，
お忍び用 の 服装 と して 楽しまれた とい われ て い る

＊13．

もともとは屋内用に許され た，ご く私的な衣服で あっ

た らしい ．し か し，
こ の 装い が意味する重要な点は，

その衣服構成よ りも，朝の略装の まま時間を過ごすと

い うこ と にある．メ ル シ エ の 記述か らもそ れ を読み と

る こ とが で きる．

　Fig．　1 の 人物が，ヴ ェ ス トの 端か ら両腿 の 上 に 吊り

下 げて い る の は ，二 つ の懐中時計の 飾 り紐で ある ．こ

れ は
， 金属製の鎖や，金糸と愛する人 の髪の 毛とを編

ん で 作 っ た紐に ，鍵や貴石や 封印や恋人 の 肖像な どを

じゃ ら じ ゃ ら と吊した もの で ，こ の 音 を上手に 出 し て

歩くため に，歩き方を教えるお作法の 先生が い た とい

う
＊ 14
．メ ル シ エ は次 の ように記 して い る

蜥

．「しゃ れ

者が入っ て くると こ ろ をごろ うじろ．懐中時計の 鎖な

どに つ けてあ る宝石類が美 しく揺れ動 い て た て る か す

かな音に よ っ て ， まず彼の 到着が 人 に 分 かるようで な

くて はなら ぬ」．こ の 先生は彼に
， 繊細 な ほ ほ え み 方 ，

嗅ぎタバ コ の 優雅なつ まみ 方 ， 流 し目や お辞儀の仕方

（1101）

’ i2
　Caracci・li・ Dicti・ nnalre 　・・itigue，　pitt・re ・gue ・’ 卿 ’。。

−

　 ciettX，　Lyon，　t．1，41 （1768）．
’］3Aifred

　F！ranklin ：la　vie　privie　d
’
aUtrefois ，　arts 　df 刑 甜 8r3 ，

　 modbs ，　 tnceurs ，　 usages 　des　Parisiens　d“ XIIe　 au 　xvme

　 siicles，　Plon，　Paris，　t．1，
263 （1894）．

鰯 J・QUicherat・ Hi・t・ire・d” ・・ st ・”ne 　en 　F・ance
，
・librairie

　Hachette　et　Gie，　Paris，605 （1877），
岨 5Louis −S6bastien　Mercier： T畠bteau　de　Paris，　Slatkine

　Reprints，　 Gen6ve
，
　 t．2，216−220　〔1979），　 Maitres

　d’Agr6mens の 項／メ ル シ エ ：r十 八 世 紀 パ リ生 活誌

　（下 ）亅（原宏編訳〉，岩波文庫，東 京，102−103 （1989）．

55

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japan society of Home Economics

NII-Electronic Library Service

Japan 　sooiety 　of 　Home 　Eoonomios

日 本家政学会誌　Vol　52 　N ｛），11 ［12eUl）

など，あらゆ る些細 なしぐさを教え，ア ン
・シ ュ ニ ー

ユ で い る こ と を教 え る ．「…次 に 教 わ る の は，朝 の 略

装 の 着方 （se 　meltre 　en 　chenille ）
’ 1「

や ，多種多様の 半

ズ ボ ン ，ネ ク タ イ，長ズ ボ ン の こ とだ ．か く して ，朝 ，

つ ま りIE午に．青年 た ちは 大急 ぎで ご 婦 人方 を 訪問 し，

『あ なた の 指輪や，タ バ コ 入れや，腕 輪につ い て い る

肖像画 を描 い た の は 誰 で す か ？』な ど とい か に も無頓

着な態度 で 尋 ね る，機 嫌 の 悪 い と きに は，晩 に な・
っ て

もおな じ服装 の ままで い て，夕食はそ とで は と ら な い

と，み ん な に し らせ る 巨 傍点筆者）．

　 ア ン ・シ ュ ニ
ー

ユ に つ い て，こ こ で 先生 が教 える の

はどうい う服装をす るかで あ る が，そ の 服装をした若

者を特徴づ け る の は ，や は り 1朝か ら 同 じ服装 の まま

で い る 」 こ と に あ る と思 わ れ る．メ ル シ エ も 「朝，つ

ま りIL午に （le　matil1 ，
　 c／
’
（lst，−a−dire　 it　 m ［di＞」 と記 して

い るよ うに，こ の 「朝 matin 」 とい う葺 葉 は，しば し

ば 太陽 が 傾 く夕 方まで の時間 を指 した と い わ れ て い

る
＊ i」．つ まり，ギ ャ ル リー ・デ ・モ ードに お い て頻繁

に表れ る 「朝の 服 装 」 と は，朝に着た 服 の ま まで い る

昼 の 服装 を表 して い る と い える。こ の 「ままで い る 1
と こ ろ に ，「くつ ろ い だ 」様 r．を演出す る 効 果，つ ま

り略装 モ
ー一

ドの ポ イ ン トが あ る の で は ない だ ろ うか．

　また こ こ で ，ア ン
・シ ュ ニ ーユ の装 い で紹 介され て

い る の は，フ チ ・メ ー トル petit−maitre と呼ば れ る 人

物で あ る ，こ の 言葉は
一・
般 に 「お し ゃ れ で きざな若者一1

を指 して 用い ら れ る．

　エ ーゴ ン ・フ リーデ ル は，プ チ ・
メ
ー

トル に つ い て
，

そ の 女主 人で あるプ チ ト ・メ
ー

トレ ス petite−maitres −

se に 影 の よ う に つ い て ま わ る 公然 た る愛人 の こ と を

指 した と指摘 して い る
’1”
．貴婦 人た る もの は，k の 他

に少な く とも　
一
人 は愛人 をもた な け れ ば な ら な か っ た

と い う，彼は ど こ へ 行 くに もそ の 女 h人 に ぴ っ た り と

つ き従 い ，身の 回 りの 細 々 と した こ との お 世 話をす る．

　ギ ャ ル リーの 版画の 中に，ち ょ うどこ の 様 ∫
．
を表し

た もの が 見 つ け ら れ る ．M 、69で は，「ブ ロ ーニ ュ の

森の 気晴 ら し」 と題 して ，木陰で 休む婦人とそ の 傍ら

　
椰

原 宏氏 の 訳 で は 「en 　e．　hipil［e　）の 部 分 は 「朝の 部 屋 着 1
　　 と され て い る．こ の 服装 が もと も と屋内用に 許 され

　　 て い た とい う背景 を ふ まえ た もの と思 わ れ る．しか

　　 し実 際 に は，そ の 格好 は 外 を 出 歩 く時 に まで 用 い ら

　　 れ る よ うに な っ て い る の た か ら，「部 犀 着」 で は な く

　　 「略装」 と解釈す る べ きで あろ う，

　
廓［7

』．QuicheI’a†．θP．　cit ．，580．

　
＊ ’e

エ ーゴ ン ・7 リー
デ ル 1 『近 代 文 化 史 2．1 〔宮 h啓 三

　　 訳 ），み す ず 書房，東京，122q987 ）．

に 、lr／つ 男性 を表して い る ．彼は，明らか に婦人の 用い

る肩掛け や 扇を手 に して お り，女 i｛人 の 世話を焼 くプ

チ ・メ
ー

トル に あ た る の で はな い か と思われ る ．ee ．

169 （−2〕 に は ，誹孑常に 王参し い 耶（り合わ 一せ て
：t

，　
一・

人の

婦人 の 両脇 に 二入の 男
’1生が描 か れ て い る，特 に

一
人の

男性 は t ひ ざまず い て婦 人の 手の 甲に［1づ けなが ら，

孫 氏を そ の r・の 中 に すべ り込 ませ て い る．露骨 に 示 さ

れ た 恋愛閣係 は，彼 ら が婦 人の プ チ ・メ
・一一

トル で あ る

とい う こ とを確信 させ る．

　確か に フ リーデ ル の い う よ うに ，女主 人 に 影の よ う

に付 き従う プ チ ・メ ートル は少な か らず存在 した の だ

ろ う．しか し　
・
方で ，実際に は プ チ ト・メ

ー
トレ ス を

もた な い の に，美 しい 婦入 の 存在を 云） らつ か せ る 気取

っ た 若者 に 対 し て も，こ の 誨葉 は 用 い られ て い る．

　 1768年に 刊 IJ： された カ ラ ッ チ オ リの 辞典に は，嗅

ぎ タ バ コ 人れ 1．aban 自reS を扱 うブ チ ・メ
ー

トル の 様子

が描か れ て い る ．「ブ チ ・メー トル た ち は 必 ず ，そ の

ケー一ス に実際に は存イliしな い 女性 の 肖像を飾っ て い る．

し か し，そ の 女 性 の 庭 し さ は あ ま りに 見 事な の で
，

そ

こ にある の が彼 ら の 熱愛す る 人物 で ある こ とを，人 に

知 らせ て 楽 しん で い る ．ニ セ は，ち ょ こ っ と その ケ
ー

ス を取 り出 した 後，つ い う っ か りを よ そお っ て それ を

置き忘れ る．人々 がすば ら しい 肖像画を見て ，彼が も

て る 男で ，しかもそ の 恋 人が パ リ で 最も美 L い 女性で

あ る と思 い 込ん で くれ る こ とを期待 し て い る の だ」
’1
’／
．

　 こ こ に 読み とれ る の は，実際に 恋人が い る に せ よ，

い な い に せ よ，i恋愛に か ら ん だ イ メージ を常 に 身 に

帯びて い る こ と」が流 行だ・
っ た とい うこ とで ある．実

在す る か ど う か は 別 と して ，恋人 の 肖像 を身に つ け る

こ とは流行 で あ り．小物 を巧 み に 使 い こ なす こ ともお

し ゃ れ の 大事な ホ イ ン トで あ っ た の で あ る．そ の た め

に 「恋人 もい な い くせ に 1 と諷刺さ れ る 人 々 もい た の

で あろ う，

　プ チ ・メ
ー

トル は ア ン ・シ ュ ニ
ー

ユ の 流行に お い て

も，恋人 の 影を ちら つ か せ る流行に お い て も，当時 の

あ ら ゆ る 流 行を体現 する 人物と して 埋解 さ れ る．彼ら

は ギ ャ ル リー・・デ ・モ
ー

ドの 中 に 度 々 登場 し
’ ：1／
，　 方

で は 諷刺 され る べ き流行 を もkt　JJ的 に 伝え て い る よ う

に 思 わ れ る．

＊1．’Cdr1…iC：t・i〔）li』θ’」．　cF ’．．t．3，189．
＊ ／／D 　2〔｝、D 　24、肚　2〔ll　（

−2），目寸　1｛14，　ni、13：S9，［Luur τ1　：
’
14ilS，

　 TP ［LItl ．1／148、　nnu ．35 ：｛．
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『ギャ ル リ
ー・デ ・モ

ー
ド」にみ る服飾

＼

蠱

陥、　　 ／nv−　　、詰怖　 　
囁、囁’

箏囁「　「Stt’　いぴぐ，7　；尸

日9．2．

／
／ttF

　4．バ ヴ ァ ロ ワ
ーズ と鋼鉄製ボタ ン

　 メ ル シエ は 1783年 「イギ リ ス か ぶ れ の馬鹿者」 と

題 し て，イ ギ リ ス 人 の 真似 をす る フ ラ ン ス 人 の ，あ ら

ゆ る軽薄な流行につ い て述べ て い る
12L
．その 中で プチ ・

メー
トル は，「三段衿や フ

ー
ドを備えた，ロ ン ド ン の

ル ダン ゴ ッ ト」を身に まと っ た人物 と して 登場する．

ル ダ ン ゴ ッ トredlngote とは，イギ リス の ラ イデ ィ ン

グ ・コ ー
ト （乗馬服）riding 　coat に由来する とい わ

れる衣服であ り，こ れまで の研究で は
， その 特徴 であ

る無地 で 地味な色合い の 毛織物 の 使用 ，乗馬に適 した

実用的な形 （衿や フ
ー

ド〉な どが，イギ リ ス 趣味の 服

飾 として 指摘 され て い る．こ こ で は，各版画に み られ

る ル ダ ン ゴ ッ トの 特徴か ら
， 新た に バ ヴ ァ ロ ワ

ーズ

bavaroise とい う名の 前あ きの 折 り返 しと ， 鋼鉄製 の

ボ タ ン を，イギ リ ス趣味の 服飾 として と りあげた い ．

　バ ヴ ァ ロ ワーズ に 関 し て は
，

こ れ まで 完全 に見落と

゜ 2］ Tableau　de　Paris，　op ，　 cit．1　t．7，44−47 （1783）Le　Fat　h

　l’Angloiseの 項／前掲 「十 八 世 紀パ リ生 活誌 （下）」，
　 104−107．

され て きた とい っ て 良い ．こ の言葉は，ロ ベ ー
ル 大辞

典に よる と 「ア ジ ア ン タム （植物）の シ ロ ッ プを加え

た 熱 い 紅茶」 の 意味で 18 世紀に用 い ら れ て お り，ま

た形容詞 として ，ドイッ の 「バ イエ ル ン地方の」とい

う意味 で使われ て い る
＊22．こ れ まで の 服飾史研究 に お

い て，「バ ヴ ァ ロ ワ
ーズ」が ズボ ン の 開閉部 を隠すた

め の前布を指 した とい う指摘はあ る
柵 ．しか し，ギ ャ

ル リ
ー ・デ ・モ ードの版画を見て い くと

，
こ の 言葉 は

明らか に ，上着の前あきの上方を折 り返 して三角形 の

垂れ を形づ くる ， 衿 の ような装飾 を指 して使われ て い

る．身頃と同 じ布地で 作られ る場合もあるが ， 多くは

別の鮮や かな色 を組み 合わせ て
， お しゃ れ の ポイ ン ト

に して い た よ うであ る、

　U．116 （Fig．2）に描かれた乗馬用 ル ダ ン ゴ ッ トは，

次 の よ うに説明 され て い る．

　　Redingotte　h　colet 　et　b　bavaroise　un 　peu 　ajust6e

　pour　monter 　b　cheval ，　 veste 　du　matin 　b　bavaroise

　bord6e　d’une 　tresse　b　1’Anglaise　et　culGtte 　de　peau，

　衿とバ ヴ ァ ロ ワ
ーズ の付 い た ル ダ ン ゴ ッ ト．乗馬用

に多少ぴ っ た りして い る．朝の ヴ ェ ス トに は
，

イ ギ リ

ス 風に組み紐で縁取 られたバ ヴァ ロ ワ
ーズが付 い て い

る．革の キ ュ ロ ッ ト．

　ル ダ ン ゴ ッ トと同様に ，ヴ ェ ス トに もバ ヴ ァ ロ ワー

ズがと り付けられ て お り， そ こ に は 「イギ リス 風」と

の 記述 が ある．gg．183 に は 「三段衿 とバ ヴ ァ ロ ワー

ズ を備 えた イギ リス の ル ダ ン ゴ ッ ト Redingote　Anglo−

ise　b　 trois　 Colets　et　Bavaroise」が 描かれ て い る．説

明文は，バ ヴ ァ ロ ワーズと 「イギ リス の ル ダ ン ゴ ッ ト」

との 結び つ きを示唆 して い る．1787年 に な る と，バ

ヴ ァ ロ ワーズが指 し示す部分は 「折 り返 し revers 」

とい う言葉に置 き換わ る ようになるが
lt4

，　mmm 、346

に は 「大きな折 り返 しと 2 重衿 の 付い た イ ギ リ ス 風 の

ア ビ を着た プチ ・メ ー トル Petit−Maitre　vetu 　dUn

Habit　b　large　revers 　et　double　conet 　h　1’Anglaise」を

見る こ とが で きる．こ の 説明文は，折 り返 しの ある デ

ザ イ ン がイギリス 風で あ る こ とを示 して い る。

　さらに，バ ヴ ァ ロ ワ ーズ は，形の うえで 明 らか に ル

ダ ン ゴ ッ トの 特徴であ り， 乗馬服 の 特徴で あ る こ とが

い える ．男性服の 場合，ヴ ェ ス トや ア ビ の 装飾と して

（UO3）

． 22Paul
　Robert： ムe　G 厂and ノ〜obe 厂’de ’a 　im8ue 　Franfaise，

　Paris，　t．1，902〔1989）．
拿 z3

　Frangois　Boucher ：op ．　cit．，308，
8em

　HHH ．325，皿．338，　Ill．340，　m   ．346，　mmm ．348，　nnn ．

　 349，nnn ．351〕，　qqq．370，　TTT ．390
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、薫 Vt・’・“1／t．1 　 ・
礁
’・・憎 贓 ・遡 ・．・1／ s…

・．翻・ピ　tt．tl，th／tt、パσ君・｛三匸

K93 ．

’／ttF 　r　　，
　

”
尾一’

も行 わ れ て い た こ とが確認で き
’t5
，必ず しもル ダ ン ゴ

ッ トの特徴で あ る と 断定 しに くい ，しか し
， 女性服 の

ル ダ ン ゴ ッ トに は，必ず とい っ て い い ほ ど
， 段々 に重

なっ た衿か ， ある い は胸元に折 り返 した 　：つ の 三角形

が確認で き （Fig，4 を参照），
バ ヴ ァ ロ ワーズ が ル ダ

ン ゴ ッ トの特徴で ある こ とを確信 させ る．

　また，バ ヴ ァ ロ ワ
ーズ の 中に は，三角形を縦長 に 大

きくとり，ボ タ ン 留め に した デザイ ンの もの が見 られ

る が
，

こ の 形は軍服を思 い 起 こ させ る，例えば，版画

v ．121 （Flg．3）だが ，説明文に は次の ようにある．

　　Jeune 　Dame 　montant 　b　cheval ；elle 　 est 　habillee

　 en 　homme 　avec 　un 　fraque　a　bavaroise，　et 　une 　jupe：

sa 　coeffure 　est 　un 　chapeau 　noir 　couvert 　de　plumes

　 de　la　meme 　couleur ．

　馬 に乗っ た若い 婦人．彼女は男性 の よ うに バ ヴ ァ ロ

ワーズ付きの ブ ラ ッ ク を着て ，ス カー
トをは い て い る．

その かぶ り物 は
， 同色の 羽 根で 覆われた黒い 帽子 で ある ．

嬢zl
　M ，69

，
　T ．110，　V ．121，　fff．317，　mmm ．346，  ．348，

　 PPP ．365．

　こ こ に見られる ブ ラ ッ クの ，背割れの 裾と前あきの

端とを横で留め 合わた デ ザ イ ン も， 同 じく軍服 と共通

す る特徴で ある．軍服は，馬に乗るため ，あ る い は機

敏に動 くた め の実用性が求め られる衣服とい う点で ，

ル ダ ン ゴ ッ トと共通 して い る。バ ヴ ァ ロ ワ
ーズ は，特

に乗馬の 場面に向けられた衣服に共通する特徴で あっ

た の で はない だ ろ うか．

　「バ ヴ ァ ロ ワ
ーズ （バ イ エ ル ン 地方 の ）」とい う言葉

の 意味か ら，それが イギ リス起源で ある こ とは考え に

くい ．し か し
， 少な くともその 言葉 が意味する形 は

，

確か に イギ リス 風 を連想させ る もの で はなか っ たか と

思 わ れ る ．

　女性服 の ル ダ ン ゴ ッ トに お い て顕著に 見られ る特徴

は，ス チ
ール 製 の 大 きなボ タ ン の流行で あ る．1786

年以 降，説明文中に 「鋼鉄 の ボ タ ン boutons　d’aeier ／

boutons　en 　acier 」「流行の ボ タ ン boutons　h　la　mode 」

「卵形ボ タ ン boutons　ovales 」「イギ リ ス 風 ボ タ ン

boutons　 b　 1
’Anglaise」「イギ リス の 鋼鉄製卵形ボ タ ン

boutons　ovales 　 en 　Acier　Anglois」などの記述が 頻繁

に 見 ら れ る ように な る
棚 ．記述 に は表れな い もの か ら

も，こ の ボ タ ン が好 まれた様子は十分に確認で きる．

例 えば 丗 ．333 （Fig．4＞で は
， 次 の よ うな説明文を付

けてい る．

　　Jeune　Dame 　 pr色te　a　monter 　a　cheval ： elle 　 est

　 vetue 　d’une 　grande　rodi皿 gotte　a　1
’Allemande　et

　 coeff 色e　dUn 　chapeau 　galant．

　馬に乗る準備を した若い 婦人．彼女 は ドイ ツ 風 の 大

きな ル ダ ン ゴ ッ トを着て
， 優雅な帽子を被っ て い る，

　首か ら足元まで 前あ き部分 にボ タ ン が
一直線に並び，

重要 な 装飾をな して い た こ とが わ かる．

　 こ の 金属製 の ボ タ ン もイギ リス に由来する もの で あ

る．ジ ャ ン リ ス 夫人 は 「革命前の 数年間，ダイヤ モ ン

ドは もは や流行らなか っ た．人 々 は鋼鉄や ガ ラス の 小

さなかけ らを購入する の にお金を費や した．」
12T

「フ ラ

ン ス 婦人たちは イギ リス の ガ ラ ス 製品 や鋼鉄製品を買

うた め に 自分たち の ダ イヤ モ ン ドを売 っ た．」
’ 2S

と書

い て お り，フ レ ニ リ
ー

は 「そ の こ ろ鋼鉄 の 人気は熱狂

的で あ っ た．イギ リ ス との 通商条約に よ っ て 我 々 は鋼

58 （1104）

噸 fff．314，　fff．316，
　fff．317，　GGG ．324，丗．331，lii．334，　UL

　 338，丑1，339，llL　340 ，
　Ul．341

，
　nnn ．351，　ppp ．362，　ppp ，

　 364
，
uuu ．394．

帽 Mme 　 de　Genhs ： D ’ctiennaire 　 critigue 　 et 雇 εo漉 des

　 itiquettes　de ’α co 麗r，　t．1，8
−9 （1818）．

掌26ibid ．，37．
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rギ ャ ル リー・デ ・モ
ー

ド亅 にみ る服飾

ー

＼

、麟

蠡
、；；三；／

一’t

凪燃擢簸　；’厂 幽編 一 叫 、．＿

itt

「，嚇 t
・
♪．賜唄 剛哩・｝ヒ凱t／tttF ．・t1…，．i ご1看・・函 噛 賜”．t”t．／／．．々・

副 1咫 が で…　 t 、
「こ・岡副 ・酬…欝 i ．・・｝・・／・一密砺・葦・

Fjg．4．

鉄に 溺 れ る よ うにな っ た．鋼鉄は金や宝石 の 後 を引き

継 い だ．それは剣に ，バ ッ ク ル に，飾 り紐に，ボ タ ン

に，懐中時計の 鎖に ，全 て に用 い られた，鋼鉄な しで

は とて も済 まされなか っ た」 と述べ て い る
“ 29
．

　ギ ャ ル リ
ー・デ ・モ ードの 刊行された 10年の 間 に

，

ア ビ と呼ば れ る フ ラ ンス の 衣服 は確実に形を変え，必

ず折 り返 し衿か バ ヴ ァ ロ ワ
ーズを備え，ス チ ール 製 の

大 きなボ タ ン で 飾 られ るよう に な っ て い く．初 め は ル

ダ ン ゴ ッ トの 特徴で あ っ たバ ヴ ァ ロ ワ
ーズや鋼鉄製の

ボ タ ン が，自然 とフ ラ ン ス の 衣服 に取 り入れられ て い

く過程に t イ ギ リス 趣味 の 浸透をみ る こ とが で きる．

　5．プチ ・メ
ー

トル か らエ レ ガ ン ヘ

　ギ ャ ル リ
ー ・デ ・モ ー

ドの 版画 に は，プチ ・メ ー
ト

ル につ い で，エ レ ガ ン el6gantと呼ばれる しゃ れ 者た

ちが しば しば登場する
榊

．プチ ・メ ートル が す で に

18 世紀 の 前半に は ル エ rou6 や リベ ル タ ン libertinと
い っ た放蕩者を表す言葉と同等の 意味をもっ て用い ら

れ て い た の に対 して
，

エ レ ガ ン とい う言葉が こ の 意味

で使われ だした の は，ち ょ うど大革命の直前頃か らだ

とい われ て い る
’ 3J．18世紀末 に プチ ・メ

ー
トル に代

わる新しい 特質を備 えた しゃ れ者像が現れた と考える

こ とが で きる，以下，メ ル シ エ の 記述 を頼 りに，18

世紀末の しゃ れ者像の 変化を考え て み たい ．

　 メ ル シ エ は 1782年に 「エ レガ ン 」 とい う項 目をつ

くっ て述べ て い る
’ 32
．「もは や女に もて る 男 た ちは い

な い ．つ まり，こ の男たちは 一
人 の 父親，

一
人の 夫に

不安 を与え，
一

つ の家庭に トラブル をもた らし，大き

な音をた て て 家か ら追い 出 され，常に女性 の ニ ュ
ー

ス

に まみれて い る こ とを誇 りとして い た．こ の ばか らし

さは過去の もの に なっ た，我 々 の 間 に は もは や プ チ ・

メ ートル さ え存在しな い ．そこ に い る の は エ レガ ン で

ある」．

　 は じめ に登場する 人物 は，ル エ と呼ばれ る極道者の

こ とを指 して い ると思 われる．それ は オル レ ア ン 公 フ

ィ リッ プ の 摂政時代 に代表さ れ る，悪徳 をひけ らかす

特徴 をもっ た放蕩者の こ とである．こ こ に は，ル エ か ら

プ チ ・メ
ー

トル へ ，そ して エ レ ガ ン へ と時代を代表す

る しゃ れ者の 人物像が変化 し て い る こ とが 読み とれる．

　 メ ル シ エ は次 の ように続けて い る．「エ レ ガ ン は少

しも竜涎香を臭わせな い ．…息が切 れ る ほ どの賛辞 に

よっ て エ ス プ リ を 発散させ る こ ともない ．そ の うぬ ぼ

れ は穏やかで落ち着い て お り，周到 に準備 された もの

で あ る．彼は答え る代 わ りに微笑す る．彼は鏡の 中の

自分を じっ と見つ める とい うこ とが ない ．…
彼は人 を

訪問して も 15分 しかそ こ に い ない ．もは や 自分の こ

と を 『公爵の 友亅1’aini　des　ducs，『公爵夫人の 愛人』
1’amant 　 des　duchesses，『夕食の 人』lhomme 　des

soupers とは い わ ない ．彼は 自分の住む 隠れ家に つ い

て話 し， 自分 の勉強する化学につ い て話 し，自分の い

る社交界 の 倦怠に つ い て話す．彼 は 他 の 人 々 に話を さ

せ て お く．そ の唇の 上に は感 じ取れない くらい かすか

な嘲弄がある．彼は夢想に ふ け っ て い る感 じで あ なた

方の 話を聞き，い つ の まに か 席 を立 っ て い な くなる．

彼 は あなた方 の もとを去 り， そ して 15分後 に手紙 を

’ve
　Souvenirsゴ翼 Baren　de　F 厂動 ∫」’y，　P αt厂 de　Franee　 （1768−

　 i828丿，　L正braire　Plon，　Paris，80 （1909），

（1105＞

iso
　J．52

，
　fff．316

，
　fff，317，丗．336．

轍
斉 藤 多香 子 ：洒落者エ レ ガ ン の 誕 生 ，服飾美学 ，

15，
　 83−84　（1986＞．
t32

　Ttzbleau　de　Paris，　 op ．　 cit．，　t．2，158一ユ61　（1782 ）　Les
　 El6gans の 項．
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よ こ す，ぼ ん や りした 人 を演 じる た め に 」．

　プ チ ・メー
トル にお い て は，「気取 り」が極端に 目

に 見え る 形 で 表 れ て い た の に 対 して ，エ レ ガ ン の 場 合

に は，それ が も っ と控 え め な，功妙 な形で 表れ て い る

こ とが わ か る ．しか し，エ レ ガ ン に お い て，プチ ・メ

ートル の 「気取 り 1は 弱 め ら れ た の で は な く，別 の 方

向に向け られた に す ぎない ．最後の フ レーズが それ を

証明 して い る ，

　1760年代以 降次 第 に 強 まっ て い く英 国心酔 は，「や

が て イギ リ ス 人の 寡黙 さ，い ささか む っ つ りした表情

まで を も流 行 させ る」 よ うに な っ た と い わ れ て い る
＊．．1．1
．

彼の 気取 りは ，陰鬱な イ ギ リ ス 入を真似る こ とへ と向

け られ た の だ と思 われ る．1784年に 団行された 『ミ

ニ チ ュ ア の パ リ』に は ［責族た ち まで が ．陰鬱な イギ

リ ス 貴族の ふ りを もっ とも ら し くする た め に Cpour
miellx 　 singer 　 un 　 lugubre　 nnilord 〕 ジ ョ ッ キ ー

の 衣服

を採 用 し，馬 の ト．で 滑稽に 猫背 に な っ て い る」とあ

る
＊Sl，暗い 感情に浸る こ とは イギ リ ス人を真似た流行

の
一
つ で あ り，そ れ は こ こ で は感情を内に秘め た 「ぼ

ん や り し た人 rhomllle　disl．rair 」 とい う形 で 表れ て い

る，エ レ ガ ン は，こ の 新 し い 時代 の 流行 を 体現 す る 人

物 と して 現 れ た の で は な い だ ろ うか ．

　
一

方，プ チ
・

メ
ー

トル に 対 して，そ の 攵性版 で あ る

プ チ ト
・

メ
ー

トレス が い た よ うに ，
エ レ ガ ン に対 して ，

．L レ ガ ン ト自16ganteと呼 ば れ る 女性 た ちが，1787年

以降の 版画 に 登 場 して い る
’，・／1；
．そ れ は 女性に お い て も

同様に，イ ギ リ ス 人の 陰鬱 さ を取 り入 れ た新 し い 流行

の 人物像 が 現 れ た こ と を示 して い る，

　メ ル シ エ は，また次の よ うに続け て い る．「女性た

ち に 関 して は，もは や 大 げ さな註葉 を使 い 尽 くす こ と

は ない ，もは や 『こ の うえな く心 地 よ い 』d61ieieux，

『驚 くべ き』6tonl／ant ，　 f理 解で きな い ⊥mc 〔，mpr6 −

hensibleと い っ た 言 葉は使わ な い ，彼女 た ち は，わ ざ

と ら しい くら い そ っ けな く話を す る，もは や どん な こ

とに対 して も，称賛も しなけれ ば興奮 も しな い ，最 も

深刻な 事件で さ え，軽 い 感嘆の 声 を引き出 す の み で あ

る，日 々 の t＝ ・iT、一ス は簡中．に 語 られ る，そ し て化学の

実験 が 盾題 を 提供す る…」．

　 プ チ ト
・メ ー

トレ ス か ら エ レ ガ ン トへ ，気収 りの 大

引

能澤 慧 了
・
：『モ ードの 社会史」，有斐 閣，東京，127

　 〔19911．
蝋Cal’11ec ［oli： Pat’i．y　etl　nliniatu ”e，4

’
al コres 　te．s （te，s．sin ．〜 ‘”姻

　 ncnt、
，
（rt　at

’
91ts，　L〔，nd 正

’
e 〔
・しPuris、21 （1784）

，
．
H［，：1，12，qqq ．　Is67、　qqq．372

げさな性格 か ら感情を内 に 秘 め た 陰鬱な性格へ ，流行

の 男性像の場合と岡様の 変化を指摘する こ とが で きる，

こ うした内面的なポ ーズに おけ る流行 は ，ギ ャ ’レリー ・

デ ・モ
・一

ドの 説明 文の 中 で ，「物思 い に ふ け っ て い る

禿しい 女∵1生Jolie　FeltlILLe　en 　contemolative 」　C．vv ．256〕，

「孤独 を好 む ぼ ん や り し た 婦 人 Dame 　 en　 r6veuse 　 sc〕−

Litairu」［1vv，257〕 な どと表現 されてい る，

　確か に 1陰鬱な」 とい う言葉に は 否定的なイ メージ

が つ きまと うが ， それ は 同時代の モ
ー

ドを批判す る 人 々

や，我 々 後世の 研 究者が，モ
・一

ドの 外側 に 立 っ て 使う

言 葉 で あ る ．実際 に モ ードの 中心 に い た 人 々 に と っ て，

そ こ に は ［メ ラ ン コ リーの 魅力．亅ともい うべ き要素が

あ っ た こ とは想像に難 くない ．そ の 陰鬱さまで をも流

行に して し ま っ た エ レ ガ ン の 出現 は，革命が 近づ くに

つ れ ，ます ます強 くな っ て い っ た イ ギ リ ス 趣味の 影響

力 を感 じさせ る ．

　6．結 　 論

　以上 ，ギ ャ ル リ
ー ・デ ・モ

ー
ドを手が か りに，18

十日：紀末の バ リの 略装 モ
ー

ドと イギ リ ス 趣味に つ い て 考

察 し た．略装 モ
ードの 典型的 な ス タ イ ル は ，「プ チ ・

メ
・一

トル
・

ア ン ・シ ュ ニ ー
ユ 」 と して 紹介 され た 版画

に 表れ て い る．そ こ に は，朝 に 着 る 略装 の まま夕 方ま

で の 時間を過 ご し， 実在 しな い 恋人の 影をちらつ かせ

る流彳1
．
の 若者像 を読 み と る こ とが で きる．また，描 か

れた ル ダ ン ゴ ッ トの 特徴を分析し て み る と，ウ
ー

ル 地

を用 い た 地味な色合い や ，衿や フ
ードと い っ た実用的

な形ば か り で な く．バ ヴ ァ ロ ワ
ーズと い う前あ きの 折

り返 しや鋼鉄製の ボ タ ン も，イギ リス 趣味の服飾と考

え ら れ る．版画 の 説明 文か ら は，次第に しゃ れ 者を指

す 言葉が プ チ ・メ
ー

トル か らエ レ ガ ン へ ，プ チ ト・メ

ー
トレ ス か らエ レ ガ ン トへ と移 り変わ っ て い く様子が

，読 み とれ る ，メ ル シエ の 記 述 とあ わ せ る と，そ こ に は

イ ギ リ ス 人 の 陰鬱 さ ま で を も取 り入 れ た新 しい し ゃ れ

者像 の llJAをみる こ とが で きる．

　 イギ リ ス 趣味は ，シ ン プ ル な イ ギ リ ス 服飾 の 導人，

流行に とどまらず，そ の イ メージ が フ ラ ン ス に取 り込

まれ 表現 さ れ る 過程 で 1フ ラ ン ス 人 が つ くりあ げ た イ

ギ リ ス 風 1 の 流行 と な っ て 展開 した と い える，［イギ

リス 風 の イ メ
ージ を身に つ け る こ と」 の 流 行が，「気

取 ら な い 様 f．」 を 「気取 る 」 と い っ た 矛盾した 形 で 表

れ て い る と こ ろ が 興昧深 い ．
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