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　A　boom 　in　historical　literature，　which 　occurred 　from　the　activitles　of　Romanticism　in　Paris　during　the
l830も made 　medieval −like　attire 　fashionable　among 　the　young ，　Their　medieval 　style 　was 　either 　copies

of　attire　depicted　in　paintings　of　the　past　or　was 　takeII　from　theatrical　costume ．　And 　the　latter　a且so　was

created 　from　paintings 　of　the　past 　This　thesis　examines 　the　correlation 　among 　the　historical　fashion，
theatre 　and 　arts 　in　terms 　of 　records 　and 　fiction　of　that　era 　in　order 　to　clarify 　the　characterlstics 　of 　the

transmission　of　fashion　information　during　the　Romantic　era．　Going　to　the　theatre　was 　the　greatest

p且easure 　fQr　the　young 　of 　that　era ，　and 　thus　the　number 　of 　people 　attending 　the　theatre 　was 　equivalent

to　being　number 　one 　on 　the　bestseller　list．　Meanwhile ，　young 　painters　copied 　paintings　by　great　mas −

ters　ln　museums 　as 　part　of 　their　training，　but　this　also　met 　the　demand　of　the
』
petit−bourgeois．

”
Copied

paintings 　created 　a　market 　and 　contributed 　to　the　dissemination　of　knowledge　about 　paintings ，　and 　it
became 　a 　medium 　of 　information　transmission 　of 　good　examples 　of　historical　costume 　for　the　young ，
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　1．中世風 モ
ー

ドの 生成と伝播

　 1830年代の パ リ で ，折か らの 歴 史ブ ーム に乗 っ て

歴史上 の 服装を真似た モ
ードが，ロ マ ン 主義を信奉 し

た若者たちを中心 に流行 した，筆者 は ，こ の 現象を ロ

マ ン 主義 の 芸術活動 の
一
環 として とらえ，その様相 と

発 端 を明 らか に す る とともに ，芸術 を志す若者の置か

れた社会状況 と，彼らの 生活信条や心理 ，さ ら に舞台

衣裳の 制作者 と して の 彼 ら の 活動や，当時の パ リで 隆

盛 を極 め た カ ー
ニ ヴ ァ ル の 仮装服との 関連 などを，新

聞 や 雑誌 の 記録，あ る い は 回想録や 文学作品の 記述 を

通 して 既 に 分析 し た
判

，そ の 結 果 ，模倣 さ れ た 服 装 の

実態 を当時の 図像に確かめ る こ とは難しい もの の ，記

録 h．tsらは 「プー
ル ポ ワ ン 風チ ョ ッ キ」 など中世風が特

に好 まれ た こ と
’2

，そ して ル ネサ ン ス とい う概念が確

立 する 以前で あ っ た た め ，そ こ に 16世紀が か な りの

比重 をもっ て 含まれ て い た こ とが明 らか に な っ た，中

’ 1
拙著 ：『服飾 の 中世』t 勁草書房，192−269 頁 （1995）．

（499）

暢

「プ
ー

ル ポ ワ ン 風 チ ョ ッ キ」 とは，「プール ポ ワ ン の

　 よ うな チ ョ ッ キ 」 gilet　en 　maniere 　de　pourpoint，
「プ

ー
ル ポ ワ ン を真似 た チ ョ ッ キ 」 gilet　imitant　le

pourpoint，「プール ポ ワ ン の 形 を した チ ョ ッ キ」gilet

en 　forme　de　pourpoint な ど と表現 され て い る の を筆

者 が 総称 と して 使 っ て い る 表現 で ，決 ま っ た 言 い 方

が あ る わ けで な い ．当時 の 記録 の 描写 か ら，こ れ が

16 世 紀末 に 「ほ て い 腹 」 と呼 ば れ て 流 行 し た プ
ー

ル

ポ ワ ン を真似 た 衣 服 で あ っ た こ と が 分 か っ て い る が ，
実 際 の 形 を示す 図 像 は これ まで の 調 査 で 見 つ か っ て

い な い ．後述 す る ロ ベ ス ピエ ール 風チ ョ ッ キ な ど，
モ ードを 示 す こ と ば の 表現 は 豊 か で あ る が ，そ れ ら

の 具体的な 形 を 知 る こ と は 困難 で あ る （前掲 『服飾

の 中世］，192頁，222 頁参照）．
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世風 モ
ー

ドが流行 した経緯に つ い て は，ユ ゴ ー
の 戯 曲

や ス コ ッ トの小説など中世 を舞台に した文芸の 流行に

よ る こ とが 既 に指摘 され て い る が，1829 年 の デ ュ マ

の 芝居 『ア ン リ 3 世 と そ の 宮廷』の 成功が流行を決定

的 に した こ とは，こ の 芝居に登場する 人物の 名を冠 し

た 装 い が 記録に 頻 出 する こ とか ら 明 ら か で あ っ た．

　 とこ ろで ，舞台衣裳を真似 て 昔 の 恰好 を試みた若者

たち は，同時 に舞台衣裳 の 制作者で もあ っ た．つ まり

若 い 絵描きたち は，史劇の 舞台衣裳 を デ ザ イ ン す る と

ともに，そ の
一

方で 実際 に 生 活の なか で 舞台上 の 衣裳

を試み て い た わ けだ が，彼らが衣裳 の 制作 に 携 わ る こ

とが で きた の は，そ の仕事柄，過去の 巨匠たちの 肖像

画を通して歴史上 の 服装に精通して い た か らで あ っ た ．

もち ろ ん彼 ら は，過去 の 絵画作品に 直接倣 っ て 白らの

日常服や カ
ーニ ヴ ァ ル の 仮装 服の モ デ ル とする こ とも

あ っ た ，絵画 と文学 の 密接 な 関係 は ロ マ ン 主 義 の 特徴

と して よ く知 られ て い る こ と だが，筆者 は そ こ に 芝居

とフ ァ ッ シ ョ ン を加 えて ，服 飾 ・演劇 ・文学 ・美術 の

相互関係を ロ マ ン 主義の 特徴 と し て指摘 した．

　 さ て本論文は，フ ァ ッ シ ョ ン と芝居 と絵画の 三者の

関係 をモ
ードの 生成 と伝播 とい う新た な視点で と らえ

直 し， 19世紀前半 の フ ラ ン ス に お け る モ
ー

ドの伝達

の
一

つ の あ りかたを示そ うとす る もの で あ る．すなわ

ち，芝居 は モ ードを発信 する もの と して 貢献 した ば か

りか，それ を伝達す る媒体 として い かに役目を果た し

て い た の か を述 べ ，劇場 が フ ァ ッ シ ョ ン 情報の メ デ ィ

ア と し て機能 した こ とを明 ら か にする ，また舞台衣裳

の デ ザ イ ン の源泉と な っ た 過去の 絵画作品 は，絵描 き

た ちに よ っ て 盛 ん に模写され て い た事実を示し，コ ピー

作品が フ ァ ッ シ ョ ン 情報の伝達メ デ ィ ア として機能 し

て い た こ とを明らか にする．なお 本論は若者た ち の 昔

風 モ
ー

ドと い う異装 を対象 とす る が，カ ーニ ヴ ァ ル の

仮装服 も視野 に入れ て 考察す る，カー
ニ ヴ ァ ル は昔風

モ ードが公然 と許された場合で あ り，そ の デ ザ イ ン は

同様に舞台衣裳や絵画作品に取材され て い る か ら同 じ

現象 と考え られ る か らで あ る
帽 ．

2．中世風 モ
ー

ドの波及の範囲

筆者 の こ れ まで の 調査 は，中世風 モ
ー

ドを ロ マ ン 主

暢

本論文中の 「4 美術館 と コ ピー
画」 に つ い て は ，「服

　 飾の 手本 （モ デ ル ）
一

絵画作品 と異装 ・舞台衣裳 ・仮
　 装」 （横 川 公子 編 ： 『服飾 を生 き る 一文化 の コ ン テ ク

　 ス ト』，化 学 同 人，57−68頁 （1999＞） にお い て．概 略

　 を既 に発 表 した．

義の 芸術活動 の なか で と らえ た た め ，こ の 現象が ロ マ

ン 派 の ア
ー

チ ス トの 問の特殊な流行の よ うな印象を与

えて きた．こ れ まで の 服飾史に お い て も，こ れ が時代

の 服飾様式と して 成立す るには至 らなか っ た とい う認

識 の た め か，こ の 現象が指摘 され る こ とは極め て まれ

で あ っ た．管見で は こ の 現象に触れ て い る の は 唯
一

フ

ラ ン ソ ワ ・ブ ーシ ェ の 『西洋服飾史』 の み で あ る
＊ 4 ．

方 ，ロ マ ン 主義時代の 風俗研究 と して こ の 現象に つ

い て 早 くに言及 した ル イ ・メ グロ ン は，こ の フ ァ ッ シ ョ

ン が芸術 家を志す若者に 限 らず，パ リ の 若者に広く及

ん だ こ とを指摘 して い る もの の ，そ の 根拠 と な っ た 未

刊行資料の所在に つ い て 明 らか に して い な い ため信ず

るに は 足 りない
’ 5
，芸術家志願者 で な くて も，話題 の

史劇や 歴 史小説に夢中に なっ た若者た ちの 間で 中世風

モ ードが支持され た こ と は 充分 に想像 されるが，果た

して メ グ ロ ン が言 うよ うに広 く波及 した の だ ろ うか．

まず モ
ー

ドの 広が りに つ い て確認 して お きた い ，

　残 された記録 の 断片的な証言か ら流行 の 規模 を明 ら

かにする の は ほ とん ど不可能 ともい えるが，パ リの街

の い たる と こ ろで中世風 の 恰好の 若者に 出会 っ た とい

う印象を与える記録 は確か に少な くな い ．た と えば ミュ ッ

セ は 1836年の作品で 「路 を歩 く と ア ン リ 3世時代 の

よ うに髭を切 っ て い る 人 や ，ラ フ ァ エ ル の 肖像風 に 或

は イ エ ス ・キ リス トの 時代 の ように髪を装 っ て い る 人

間に 出逢 う」 と述べ て い る し
’ S
，「フ ラ ン ス 人の 自画

像』 は 「乗 り合 い 馬車 に 乗 る とサ ン ・ル イ風 の 髪型 に，

汽車 に乗 るとア ン リ 3 世風髭 に，喫茶店に行 くとギ
ー

ズ公 の 帽子 に 出会 っ た」 と回想 して い る
＊ 7．こ の よう

な記述か ら は か な り広範の流行だ っ た よ うに思 わ れ る

48 （500）

’4
ウ オ ル ター・ス コ ッ ト熱 とユ ゴ ー

の 『ノートル
・ダ

　 ム ・ド ・パ リ』 の 成 功 が 中世 風 を流 行 させ た こ と を

　指摘 し て い る が ，そ の 影響 は 女性の 髪 型 に お い て で

　 あ り，衣服 の 形態を変化 させ る こ とは なか っ た と述

　 べ て い る．Boucher ，　F．：Histoire　du　eostume 　en 　OccidEnt，

　 Flammarion ，　Paris．　p．362（1965〕．
＊5Maigron

，　L ： be　Romantisme　et　la　mode ，　H．　Champion ，

　Paris，　chap ．　II（1911〕．「パ リの 漫歩者 の 日記」Journal
　 d’un 　flaneur　parisien と 名 付 け る資 料 の 所 在 を明 記 し

　 て い な い ，
＊bMusset

，　A ．　de： La　Confession　d
’
un 　 enfant 　du　 sieclet

　 （EuVres　compbtes 　en　prose，　Ga 且limard，　La　P且6iade，　Paris．

　p．89 （1982｝：《On 　rencontre 　dans　les　rues 　des　gens　qui

　 ont 　 la　 barbetaiU6e　 comme 　 du　 temps 　 de　 Henri 皿 ，

　 d’autres 　qui　sont 　ras6s 　d’autres 　qui　ont 　les　cheveux
　 arrang6s 　comme 　ceux 　du　portait　de　Raphael，　d

’
autres

　 comme 　du　temps　de　J6sus−Christ》．邦訳 「世 紀児 の

　告白』（小松　清訳〉，岩波文庫，上，42 頁 （1994＞．
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が，ただ し注意 した い の は ，言及が髪型や帽子，ある

い は髭の付け方 などに集中 して い る点で ある．デ ュ マ

の 「ア ン リ 3世』が成功 した後に現れ た の も 「ア ン リ

3 世風帽子」や 「サ ン ・メ グラ ン 風髭」 「ビ ュ シ イ
・

ル ク レ ル ク風帽子」な ど，こ の 芝居の登場人物の 名を

冠 した髭や 帽子 の 類 で あ っ た．こ の 頃の 学 生 の 生態 に

つ い て 調査 したジ ャ ン＝ク ロ ード ・カ ロ ン によれば，

ア ル マ ニ ャ ッ ク派 とブ ル ゴ ー
ニ ュ 派 の 確 執 を芝居 に し

た 1832年の 「ぺ TJ ネ
ー
ル ク レル ク』の 上演が契機 とな っ

て流行 した の は 「ペ リネール ク レ ル ク風髪型」 で あ っ

た
’ 8．

　おそ ら くかな りの規模で 流布 したの は，こ うした髭

や髪の 型ある い は被 り物に限 られた ように 思 われ る．

と い うの は 昔風 の 服装は…
般の パ リ市民 の 目には常軌

を逸 して い る と映 る もの だ っ た し，一
方 の 当人た ち に

と っ て はそ の 恰好で 街を歩 くこ と に は相 当の勇気を必

要 とする もの だ っ たか らで ある ．た とえば，1830年
の ユ ゴー

の 芝居 「エ ル ナ ニ 』の 初演に か けつ けた若者

たちが 「ロ ベ ス ピ エ ー
ル 風 チ ョ ッ キ や らア ン リ 3 世風

帽子や ら奇妙奇天烈 な格好で」劇場前に集合 した様子

は パ リ市民 の 顰蹙 を買 っ た し
’9
，そ ん な 若者 た ち の 行

動 を，自嘲を込 め て物語 と した 1833年 の ゴ ー
チ ェ の

17hes

　Frangais　peints　par 　ezax−memes ，　L60n　Curmer，　Paris，
　p．226 （1840−42）：《Alors　on 　put　rencontrer 　la　coiffure

　 de　saint　Louis　en 　 omnibus ．　la　barbe　de　Henri　III　en

　 voiture 　a　vapeur ．　et　le　chapeau 　du　duc　de　Guise　a　re
　staminet 》．な お 「喫茶店」 estaminet とは

一
種の caf6

　 で あ る が，客層 と して 低 所 得 者 が 多か っ た．飲 み 物

　 を提供 し，ゲ ーム 遊 び が で き，新聞 の 閲覧が で きる

　点で 両者 は共通 して い る が，caf6 で は禁煙で あ っ た

　 の に 対 し，estaminet で は た ば こ が 吸える 点が大 きな

　違い で あ っ た．Cf．　Caron ，J．−Cl．：G6n2ratio　ns　ronzantiques ，

　 乙es 　Etudiants　de　Paris ＆ le　euartier如”η r1814−1851丿，
　Armand 　Colin，　Paris．　pp ，140−141 （199ユ）．
18Caron

，　J．−Cl．： op ．　cit．，　p，172 ｛199ユ）．著者は 中 世 風 モ ード

　が 政 治活動 と は 無縁 の 学 生 の 服 装 だ っ た の に 対 し，
　「ロ ベ ス ピエ

ー
ル 風 チ ョ ッ キ 」が 政 治 に 関 心 を も っ た

　共和主 義の 学生 の 服装 で あっ た と述 べ て い る．また

　専 攻 に よ る 違 い と し て ，富裕階級 の 出身者 が 多か っ

　た 法学 生 は 最 新 流 行 の イ ギ リス 風 の 紳士服を着て い

　 た の に対 し，医学生 は そうで なか っ た と述 べ て い る．
＊ 9Foucher

，　A ．　Mme 　Victor： Victor　Hugo 　racontE 　par　un

　t6moin 　de　sa 　vie ，　Plon，　Paris，　t　IL　p ．310 （1863》：《．．，une
　 bande 　d’etres　farouches　et 　bizarres．　barbus．　habill6s

　de　toutes　les　fagons，　except6 ．a　la　mode ，　en　vareuse ，　en

　 manteau 　espagnol ，　en 　gilet　a　la・Robespierre，　en 　toque

　ti　la　Henri　III，　ayant 　tous 　les　si色ctes　et　tous　les　payes
　 sur 　les　6paules　et　sur 　la　tξite．．．》．

作品 『若 きフ ラ ン ス たち』には，人 々 の好奇の眼 と嘲

笑の言葉に ひ る まず 「プー
ル ポ ワ ン 風チ ョ ッ キ 」 を着

て街を闊歩す る若者の 決意の ほ どが ，あ る い は 結局は

そ ん な恰好 で外出す る勇気は なか っ た と，登場人物に

か こ つ け て彼 らの 正 直な気持 ちが吐露され て い る か ら

で ある
＊ ］°，ロ ベ ス ピエ ー

ル 風チ ョ ッ キや プール ポ ワ ン

風チ ョ ッ キ を着 る こ とに は抵抗があっ て も，髪型や帽

子 な ら気楽に 昔風を試せ る だ ろ う．

　そ して髪や髭の型で あれ ば扱 い が容易 で あ り，帽子

の 制作や リフ ォ
ーム なら手間 の かか らない こ とも，流

行を こ こ に 集中 させ た理 由で あ ろ う．プール ポ ワ ン 風

の チ ョ ッ キを作 る に は，『若きフ ラ ン ス た ち』 に よれ

ば，それを仕立 て ら れ る 職人 に 頼 まね ば な らなか っ た

か ら
＊ 11
，自ら制作する の で なければ，貧 しい 若者に は

試すわけに は い かなか っ た．ロ マ ン 主義者 を 超 えて 広

く若者たち に浸透 したの は髪型 や髭ある い は帽子にお

ける 中世風で あ り，「プー
ル ポ ワ ン 風チ ョ ッ キ」は や

は り限 ら れ て い た ように思 う．

　3．モ
ー

ドの 発信 ・ 伝達媒体 と して の 芝居

　芝居が モ ー
ドの 発信 源 として の 役割を果た した こ と

は 1830年代の モ ー
ドの 特徴 とい っ て よい ．そ れ が典

型的な か た ちで 現 れ た の が，カーニ ヴ ァ ル の 仮装服で

ある．芝居に取材され ，仮装 の 定番 ともな っ た服に は ，

た とえば 1836年 に 初演，大当た りをと っ た オ ペ ラ ・

コ ミ ッ ク 『ロ ン ジュ モ ーの御者』 の 主人公 の 扮装，あ

るい は
11832−34 年に ボ ル ト・

サ ン ・マ ル タ ン 座 で 上演

された ヴ ォ
ードヴ ィ ル 『ア ドレ の 旅籠』に登場 し，フ

レ デ リ ッ ク ・ル メ
ー

トル が演 じて評判 をと っ た ペ テ ン

（501）

判 oGautier
，　Th ．： Les ／eunes 　France，　Flammarion ，　Paris

　（1974）．邦訳 『若きフ ラ ン ス た ち
一

諧謔小説集一
』 （井

　 村 実 名 子 訳 ），国書刊行会 （1999），熱烈 な ロ マ ン 主

　 義者 の 薫陶 を受 け て ，プ
ー

ル ポ ワ ン 風 チ ョ ッ キ を始

　 め 「ロ マ ン チ ッ ク趣味 の 衣服
一

式」 を着 て 出 か け た

　 ダニ エ ル ・ジ ョ ヴ ァ
ー

ル は 「「や一い ，変て こ な格好」

　 と叫ぶ 悪童 ど もの
一

団 を従 え て ，威風堂 々 と歩 き，

　か らかい に は
一

顧 だ に しな か っ た 」（訳 書 88頁 ）．あ

　 る い は，プー
ル ポ ワ ン風 チ ョ ッ キ を着 て ロ ドル フ が

　現れた M …夫人 の サ ロ ン で は，「こ の 奇抜な服装 の た

　 め に，小 さな 囁 きが 起 こ り．満座 の 顔 が 彼 に 好奇 の

　 目 を向 け た」 （訳書 118 頁 ）．画 学 生 オ ニ ュ ブ リ ユ ス

　は 「ダ ンテ 風 の ゆ っ たりとした 長 衣 」 を着 て い る が，
　 「実 を い え ば，彼 は まだ こ の 服 を着 て 外出 して は い な

　 い ．そ う した い 気 持 ち は あ っ た の だ が ，た だ 大 胆 さ

　が 欠 け て い た の だ」（訳書 45 頁）．
＊］1

前 掲 『若 き フ ラ ン ス た ち
一

諧謔 小 説 集一
』，88，108

　 頁．
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師 「ロ ベ ー
ル ・マ ッ ケ

ー
ル 」 の 扮装がある．両者 の 扮

装が学生 や 若者たちの 仮装 の 代表 だ っ た こ と は，当時

の 風俗を描き込ん だバ ル ザ ッ クやユ ゴー，あるい は シュ
ー

の 作品 が 証言 して い る
＊’2
．日 頃の 生活 の な か で 舞台衣

裳を真似 た恰好 をする勇気の なか っ た者も，こ の とき

ば か りはそれ を堂 々 と誇れ た とい うこ とで あれば，仮

装服と異装の 間に大差 は ない ．

　舞台が フ ァ ッ シ ョ ン の 発信源 に な っ た と い うこ とは，

芝居が そ れ だ け 人 々 の 生 活に 密着 し て い た と い うこ と

で あ る．コ メ デ ィ
ー ・

フ ラ ン セ ーズ座や ボル ト ・ド・

サ ン
・マ ル タ ン 座で演 じられた ユ ゴ ーや デ ュ マ な どの

史劇から，メ ロ ドラ マ や ヴ ォ
ー

ドヴ ィ ル ，パ ン トマ イ

ム な どの 大衆演劇，ある い は オ ペ ラ や オペ ラ ・コ ミ ッ

ク まで ，こ の 頃 の パ リ で 演劇界が 全盛を極めた こ とは

今 さらい うまで もない ．デ ュ マ の 『ア ン リ 3世』 の 成

功 を翌 日 号で 報 じ た 『演劇通信』は，紙面 の すべ て が

芝居を報 じて い る の で は な い け れ ど，日刊の 冊 子 で あ

り，1820年の創刊か ら 1842年 まで 8543号 を数え て

い る
’／ ．そ れ ほ ど演劇情報が豊 かで あ り，また求め ら

れた と い うこ とで ある ．1796年か ら 1843年 の 半世紀

蝦
ロ ン ジ ュ モ

ー
の 御者服 が 学生 の 仮装 の 定番 で あ っ た

　こ とは，バ ル ザ ッ ク の rz・
マ ル カ ス 』が 示唆 して い

　 る．Ba 且zac ，　H．　de：Z．　Marcas ，　ha 　Comedie　humaine　vll．

　Gallimard，　La　Pl6iade，　Parist　p．745 （1955），邦 訳 「バ

　 ル ザ ッ ク全 集第 ユ巻』 （渡辺
一

夫，霧生 和夫訳 ）．創

　元仕，293 頁 （昭和 36年）．服 装 の 詳細 は，ユ ゴー
：

　『レ ・ミゼ ラブ ル 』 （豊島与志雄訳），岩波文庫，第六

　編の
一

（1987） に お い て，1833年 の マ ル デ ィ
・グ ラ

　 に 設 定 さ れ た 場 面で 次の よ う に 記 さ れ て い る，「
…

そ

　れ に 加 うる に，ロ ン ジ ュ モ
ー

の 御者 を持 っ て し な け

　 れ ば な ら ない ．赤 い 縁 ど り と 鈴ボ タ ン の つ い て い る

　青 い 上 衣．延べ 金 の 腕章，緑 皮 の 股 衣 ，尾 を 結 ん だ

　 ノ ル マ ン デ ィ
ー馬へ の 掛け声，に せ の 金 モ ール ，塗

　 り帽子，髪粉 をつ け た 変 な頭髪，大 きな鞭，お よ び

　丈夫な 長靴」．ロ ベ ー
ル ・マ ッ ケール の 扮装 は ，Sue，

　E ：Les　Mystbres　de　Paris，　Robert　Laffont，　Paris，　p．ユ237

　（1989｝：《L
’homme ，　d

，

une 　tr6s　grande 　taille，　d¢ guis6　en

　 Robert　Macaire，　avait　tellernent　barbouil16．．．；d
’
ailleurs

　 un　large　bandeau　couvrait 　son 　oeil　gauche，　t　t．．Coiff6，

　 selon 　la　tradition，　d
’
un 　chapeau 　gris，　rap6 ，　aplati ，

　 sordide 　et 　sans 　fond，　vetu 　d’un 　habit　vert 　en

　 lambeaux　et　d’皿 pantalon　garance 　rapi6c6 　en 　mille

　 eIldrQits 　et　attach6 　aux 　chevMes 　avec 　des且celles ，，．．》．
帽Courrier　des　Thetres，　Litt看ratzare ，　beazax−arts，　sciences ＿

　 1823 年 4 月 11 日号 （no ．1595） まで は Journal 　des

　 Theδtres，　de　ta　litt6rature　et　des　arts＿ と 題 され ，1842

　 年 5 月 （no ，8543） まで 刊行 され た．『ア ン リ 3世』 の

　 成 功 を伝 えた の は 1829年 2 月 11 日 号 （no ．3721） で

　 あ る．

に近い 間 マ ル テ ィ ネ書店から刊行 され た役者絵 ともい

え る 版画 は
，
1，60  枚あ ま りに の ぼ っ て い る

’ 14．

　芝居が若者 た ちの 生 活の なか で どれほどの 比重 を占

め て い たの かは，た とえば バ ルザ ッ ク の小説 『幻滅』

に登場する青年リ ュ シ ア ン の 生活費に占め る観劇費の

割合 を考えて み れ ば よい ，リ ュ シ ア ン は 詩人 を目指 し

て 地方 か ら上 京 し，歴 史小説の 描 き方か ら学 ん で い る

か ら，い か に も ロ マ ン 派 の 青年 を思わ せ る 人物設定に

な っ て い る．彼の 1 か月の 生活費は 120 フ ラ ンで ，そ

の うち 60 フ ラ ン が 食費な どの 必要経 費，30 フ ラ ン が

部屋代 ，そ して 観劇費が 20 フ ラ ン ，本代 ・貸し本屋

代が 10 フ ラ ン で あ る
’ L5，観劇費が 生活費の 6 分 の 1

を 占め て い る こ とか ら，芝居が娯楽 の ほ とん ど であ っ

た こ と が窺わ れ る が ，で は 20 フ ラ ン で 1か月 にどの

くらい の 芝居が観 られる の だ ろ うか ．当時の ガ イ ドブ ッ

ク に拠れば，コ メ デ ィ
ー ・フ ラ ン セ ーズ座の 観劇料は

1 フ ラ ン 80 サ ン チ
ー

ム か ら 6 フ ラ ン 60サ ン チ ーム で ，

こ れはパ リの 劇場 の 平均的な料金 で あ る
’ IG．と す れ ば

一
番安 い 席 で 11 本観 られ る勘定に な る が， こ の 数字

が事実に 近 い こ とは 次 の こ と か ら明 ら かで あ る．1830

年 4 月 17 日か ら 8 月 6 日まで パ リに滞在 した 23 歳の

ス イ ス の 詩人 ジ ュ ス ト ・オ リ ヴ ィ エ は，帰 国後 に文学

と歴史の 教師 と なる 人 だ が ，サ ン ト ・ブーヴな ど パ リ

の 詩人たち との 交流や，7 月 27 日か ら
』
29 日 に かけて

の い わ ゆ る 七 月革命の暴動など，滞在中の 行動を克明

’i’i
　Galerie　 dramatique，　 dessin　 de　 Ma 且euvre ．　 Libraire

　 Hautec〔eur 　Martinet（1796−1843）．
‡15Balzac ，H ．　de：Illusions　perdues ，加 Combdie 　humaine∬V．

　 GaLlimard，　La　Pl6iade，　Paris，　p．646 ｛1952）．邦訳 「幻

　滅 」，『バ ル ザ ッ ク全集第 11巻』 （生島僚
一
訳），東京

　創元社，176頁 （昭和 34年）．小 説 の舞台 は 1822年
　 に設 定 さ れ，執筆 は 1837−43 年 で あ る が，本 論 の 対

　象 で あ る ユ830年 代 に 充 分 当 て は ま る．な お 「貸 し本

　屋」 Cab’inet　de　lectureと は新聞 ・雑誌 か ら小説 ・学

　術書 ま で さ まざまな図書 の 閲覧 を 有料 で提供 す る私

　設図書館 の よ うな もの で ，1827年 の パ リ に は 463 か

　所 あ っ た ．購読料 は 図書 の 種別 に よ っ て さ まざまだ

　 が，1 か 月 購 読料 と して 政治誌 とと もに 演 劇誌 が特 別

　 に 設定 され て お り，貸 し本屋 が 演劇情報 の 伝達 に 貢

　 献 した こ とが 想 像 され る ．因に 1 誌 1 か 月の 購読 料

　 は 1．50F で あ る ．　 Parent−Lardeur，　F ．：Lire　di　Paris　au

　 temps 　de　Batこac．　E．　H 、　E．　S．　S．　Paris，　p，33｛198ユ）．
’16　Marchant，　F．−M ．：Le ／Nouveau　conducteur

’
de　l

’
彡trange 厂 di

・Paris　en 　1828，　Paris，　pp．259
−266 （1828）．な お観劇料が

　最 も高 い の は イ タ リア座 で 2 か ら 10 フ ラ ン，最 も安

　 い の が フ ユ ナ ン ビ・ユ ル 座で 20 か ら 50 サ ン チ ーム で

　 あ る．
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に記 した日記 を残 して い る．こ の なか で オ リ ヴ ィ エ は

オ ペ ラ か ら ヴ ォ
ー

ドヴ ィ ル まで ，滞在 ll2日の 間 に少

な くと も 38 の 芝居 を観て い る
＊⊥7．3 日 に 1 本とい う

観劇 の 頻度 は若者た ちの 平均的 な 姿 で あ る と い っ て よ

い ．

　若 い 女性に とっ て も芝居が関心事で あ っ た こ とは，

大衆作家と して 人気を博 したポール ・
ド
・コ ッ クの 次

の記述か ら明らか で ある．

　「こ の 女性た ち に と っ て 俳優は神 で あ り，作者 は半

神で あ り，ダ ン サ
ーは 四分 の t の神で あ る，そ し て装

置係，音楽係 ，機械係，改札係，ラ ン プ係，衣裳方，

照 明係，野次 を飛ばす人，そ して劇場付 きの 消防士 ま

で ，わずか なが らも神性 を帯びた存在で ある」
’ ］S．

　作者は こ こ で グ リゼ ッ ト，すなわちお 針子 な ど の若

い 女性労働者に つ い て 語 っ て い る の だ が ，学生 の 恋 の

相手 として の グ リ ゼ ッ ト とい う神話が誕生 した時代 で

あれ ば，彼女 た ち は 若 い 女 性 の 心理 を代表して い る と

い っ て よい ．俳優ばか りか戯曲の作者に まで 関心を寄

せ，舞台に関わ る人なら消防士 に い た るまで が グリゼ ッ

トの 憧れ の対象に な っ た と い うこ とで あれば，戯曲を

書 き，また コ ス チ ュ ミエ を務 め た ロ マ ン 派 の 若い ア
ー

チ ス トは 彼女 た ち の 憧れ の 的 で あ っ た とい うこ とに な

る．そ うで あれば女性た ちの眼に，彼らの 中世風 の 装

い は好もし く映 っ た に違い な い ．

　芝居が発信 し た モ
ー ドは

， 同様 に 芝居 の 上演 に よ っ

て 広 く伝達 される，日々 刻 々 と演劇情報がパ リの 人々

に伝 わ り，上演 を重ね る芝居 に次 々 と観客 が 足 を運 べ

ば それだけモ ードは広が る 可 能性 が ある．1830年 2

月 25 日の ユ ゴ ー
の 『エ ル ナニ 亅初演 に は 500人 の 学

生 が 劇場 に 集ま っ た と い う記録が ある
＊IP

．デ ュ マ
．
の

『ア ン リ 3 世 』は初演 の 1829年 2 月 10 日以来 こ の 年

］゚7
　01ivier，　J，：ノo ” rnal ，　Paris　en 　1830，　Paris（1951）．劇場名

　 しか 記され て い ない 場 合，二 つ の 芝 居が 同 時 に 上 演

　 されて い る ら しい 場合，同 日 に二 つ の 劇場 を訪れ た

　 場合，同 じ芝居 を再度観て い る 場合など記載 の 状 況

　 は さ ま ざまで あり138 と い う数字は概数で あ る．
° ］ePaul

　de　Kock，　Ch．：加 Grande　ville　o鹿P μ廰 il　y　a　vin8t −

　 cinq 　ans ，　Paris，　p．248 （1868｝：《Pour　ces　demoiselles，　un
　 acteur 　est　un 　dieu，　un 　auteur 　un 　derni・dieu，　un

　 danseur　un 　quart　de　dieu； ensuite 　les　d6colateur，

　 musiciens ，　 machinists ，　 contr δleur，　 lampistes，

　 habilleurs，　allumeurs ，　soufneurs 　et　pompiers　attach6s

　 au　th6fitr∈…ont 　aussi 　leur　portion　de　d孟vinit6 》．
’ ig

　Bourrelier．　H ．：ha　Vie　du　guartier　intin− des　origins 　a　la

　 Cit8　 Univer ．vitaire ．　 Michel　 Bourrelier，　 Paris，　 p，156

　｛1936｝．

（503）

に 43 回 の 公 演を 重ね て い る が ジ コ メ デ ィ
ー ・

フ ラ ン

セ ーズ座 の 席 数は 1，522 で あ り，単純に計算し て延べ

観客動 員数 は 65，446人 に なる
’ m ．全 回満席だ っ たか

どうかは分か らない が ，一
方 で 1回 の 上演で終わ っ て

い る不評の 芝居 もある こ と を考えれ ば
’ 21

，43 回続 い

た とい うこ とは毎回それな りの 動員数 を得て い た はず

で ある．割 り引 い て考え る として も，こ の 数字が い か

に大 きい かは，．当時の パ リ の 人口 が お よそ 100 万人 で

あ る こ とを考えれ ば 想像 で きる だ ろ うし，さらに 当時

の ベ ス トセ ラ
ー

の 刊行部数 と比 べ て みれ ば明らかで あ

る ，1820 年代か ら 30 年代 の ベ ス トセ ラ
ー

最 上 位は 最

大 に見積 も っ て ，5 年間で 9 万 5千部か ら
「
16万部 の

間に ある ． 1826年か ら 30年 に 15位 の ス コ ッ トの

『ア イ ヴ ァ ン ホ ー
』 は 2 万 8 百部，1831年か ら 35年

に 16位 の ユ ゴー
の 『ノ ー トル ・ダ ム ・

ド
・パ リ』は

最大 に見積も っ て
’1万 4 千部で ある

’ zu，こ の ような数

字 と比較すれ ば
，
．1年間 で 6 万 5千人あ．まりとい う動

員数は ベ ス トセ ラ
ー

最上位 に 匹敵し，そ の 芝居か ら モ
ー

ドが誕生す る こ とも，そ の モ ードが 急速に広 が る こ と

も頷けよ う．

　4 ．美術館 と コ ピ
ー

画 の役割

　 ロ マ ン 主義時代 に な っ て 舞台の時代考証が 求め られ ，

舞台衣裳は過去の 巨匠た ちの 絵画作品 に デ ザイ ン が取

材され た こ と，したが っ て絵 画に精通 して い る画家た

ちが衣裳 の 制作 に携 わ っ た こ とは既に拙著で示 した ，

同様 に カ ーニ ヴ ァ ル の仮装服 にお い て も少 なからず過

去の 名画が モ デ ル に な っ て い た こ と も示 した
＊ 2S
．そ し

て 『フ ラ ン ス 人 の 自画像」が 「画学生．は 16世紀 の 絵

描 きに倣 っ て独創的で 風変わ りな恰好を しようとした」

と述べ て い る ように
“ 24
，昔の 絵は 画学生 の モ

ー
ドの 手

本 に もな っ て い た ．一
昔前 の ル

ー
ヴル 美術館を回想 し

i ！ロ

Le　No ” veau 　conducteur 　de　1’2tranger　a　Paris　en 　1828．，　op ．

　 cit，　p．259．　Joannidさs。　A ．：肱 Com6die　franga　ise　de　I680

　 b1900 ，　Slatkine，　Gen さve （1970〕．
’211832

年 の ユ ゴ ー
の 『王 は 戯 れ る 』 は ユ 回 の 公演 で

　終 わ っ て い る，Cf　Guibert，　N ．，　Razonnikof；J．： be

　Roi　slamuse ，　Maquettes 　de　costumes 　dessin彡es 　parAuguste

　de　ChatiUont＿La　Com6die　frangaise，　Paris｛1990），
’z2

　Lyons ，　M ．： Le　Triomphe　du　livre，　Promodis，　Par正s，　pp．

　 85−89 （1987》．・
申 23

前掲 『服飾の 中世』，252−269 頁．
424Les

　F 「angais 　peints　pa 「 eLcx−m漁mes ，　 op ．　 cit．，　p．51　：《li

　 voudra 正t　bien　encore 　se　vξitir　d，une 　fagon　originale 　et

　fantasque，　 toujours　 ti　 1
’
exemple 　 des　 peintres　 dtt

　 sezieme 　siecle ；》．
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た 『ア ル チ ス ト』誌の記事が 「ヴ ァ ン ・ダイク の 肖像

画の 前 に すっ か り同じ人が い た」 と述 べ て い る の は，

「中世風 の 恰好 」 で 模写 に励む 1828−34 年頃の 若い 画

家の 姿に つ い て で あ る
’ 25
，巨匠 の 作 品の 模写 は 画学生

に とっ て技を磨 く修練で あ り，したが っ て 当時 の ル
ー

ヴ ル 美術館は 画家の た め に存在 した ともい える ．す な

わ ち公衆 に 開放され た の は 土曜日 と 日曜 日の み で，月

曜日 か ら金曜 日まで は ア
ーチ ス トに入館が 限 ら れ て い

た．マ リー＝ア ン ヌ ・ドゥ ピュ イは美術館 に残 され て

い る記録か ら 1830−60 年代の 入館者数を示 して い るが，

それ に よれば 1834年に年間入館証 の発行を受けた ア ー

チ ス トは 1，091人お り，こ の うち学生 （61さve ）が 784

人 を占め て い る ，ア ーチ ス トの 大半は画家 で あ り，他

に版 画家や彫刻家や建築家が わずか お り，ル ーヴル美

術館は確か に若 い 画家 の 通 う場 で あ っ た．入館者の 数

は 以後 1840年代か ら 60 年代に かけて 減少す る 傾向 に

あ る の も，30年代の歴史ブ ーム の なか で 過去 の 作 品

へ の 関心 が 高か っ た こ と を物語 っ て い る
’L’6．

　さて 画学生が修練 の 場 と して 通 っ た美術館は，モ ー

ドの発信源と して の役割を果 た した と い え る が ，画家

た ちに模写 され た作品が 実は モ ードを広 く伝え る の に

貢献 した よ うに思 わ れ る．「若 きフ ラ ン ス たち』の な

か で ，画学生 オニ ュ ブ リユ ス が 「ア トリ エ に あっ た美

しい ヴ ァ ン
・ダ イ ク の絵をモ デ ル に 装 い を工夫 した，

そ して 実際，見まちが える ほ ど似た姿に なっ た」と語

られ る とき
’ Z7
，ヴ ァ ン ・ダ イ ク の 肖像画 と は お そ ら く

模写 さ れ た作品で あ ろ う．貧 しい 画学生 の 部屋 に本物

の 絵 が あ る は ず もな く，他に絵を参照で きる 媒体があ っ

た とも思えない ．美術館に 足 を運ばない 限 り絵を見る

こ とが で きない 時代 であ り，モ ー
ドの普及 に は手近に

参照 で きる媒体を必要とするなら，模写は そ の 役 目 を

果 た した と思 わ れ る．同じ 『若き フ ラ ン ス たち』の な

か で ，異国趣味 と懐古趣味 の 品々 で あふ れかえ っ た ロ

マ ン 派青年フ ィ ラ デ ル フ ィ ア の 部屋 に は ，デ ュ
ーラ ー

‡ ！5
　LArtiste，1844，《Une　visite　au　Louvre》par　Aug ．　Marc −

　 Bayeux ．
掌 xDupuy

，　M ，−A ．l　 Les　 copistes 　a　 I’ecuvre ，　 Copier 　Crber，

　 R6union　 des　 Mus6es 　 Nationaux，　 Paris，　 pp．42−51

　｛1993）．入館者数 に つ い て ，1844年 は 635人 （内 427

　 人 が学生 ），1854年 は 888人 （内 623 人が 学生 ），
　 1861年 は 608人 （内 434 人 が 学 生 ），1864年 は 500

　 人 （内 370 人 が 学 生）を挙げて い る ．ア
ー

チ ス トの

　 内訳 は，た とえ ば 1835年 は，画 家 167人，版画家 9
　 人，彫刻家 9 人，建築家 3 人 で あ る．
’z了

前 掲 『若きフ ラ ン ス た ち
一

諧謔小説集
一

』，64−65 頁．

か らブ ーシ ェ まで名画で 壁が覆い 尽 くされて い る
’ ls
．

こ れ らもまた模写 であろう．

　とこ ろ で 模写 に対す る 関心 は ア
ーチ ス トに限 ら なか っ

た，芸術に 関する教養が ス テ イタス ・シ ン ボ ル で あ っ

た当時の 社会で ，杜会階級の 上昇を願 っ たプチ ・ブ ル

階級 が 複製画 を サ ロ ン に 飾 る 習慣 を もっ た か ら で あ

る
＊ ！9，バ ル ザ ッ クの 小説 『ピエ 7 ル ・

グラ ッ ス ー』に

は，酒 の 卸商 を営む ヴェ ル ヴ ェ ル 氏 に 招かれ た 画家ピ

エ ール が，ギ ャ ラ リーを案内され て ，自分が描 い た テ ィ

ッ ィ ア ーノ や レ ン ブ ラ ン トや ル ーベ ン ス な ど 150点の

コ ピー
が重 々 しく並 ん で い る の を 見 て 仰 天 す る とい う

話があ る．ヴェ ル ヴ ェ ル 氏 は，内務省お買 い 上 げの 作

品を描 くまで に なっ たピエ ール を是非 とも娘の婿に し

た い と考えて い るの だが ， 自分 の 所蔵 品がピ エ ール の

模作で あ っ た こ とを明か される と，「娘 の 持参金 を二

倍 に し よ う．あ ん た は ル ーベ ン ス で ，レ ン ブ ラ ン トで ，

テ ル ブ ル グで ，テ ィ ツ ィ ア ーノ なの だ か ら」 と言う始

末 で あ る
’ 3°

．バ ル ザ ッ ク は コ ピーを求め る プチ ・ブ ル

階級 とそれ に応え る コ ピー画家の 両者へ 皮肉 を込 め て

こ の小説を書い た と思われ る が，コ ピー
画 の 需 要の ほ

ど が わ か る し，ア ーチ ス トに 理 解を示す こ とが し か る

べ き階級 に 属す る しる しで あっ た こ とも分か る．

　当時の パ リ に は コ ピー
画 の 活発 な市場があ り，した

が っ て画家た ちが模写に励ん だ の は己の修練の ためば

か りで は な く，作品 の 需要 に応 じ て収入を得る た め で

もあ っ た．バ ル ザ ッ ク の 小説 『ラ ヴ ィ ユ ーズ』．に は

「250 フ ラ ン に し かな らな い ，で も巨匠の 手法が研究

で きる し．メ チ エ の 秘密も掴め る」 として，ス イス の

銀行家 から 10 日に 限 っ て ル ーベ ン ス の絵を借 り，模

写に励むジ ョ ゼ フ ・ブ リ ド
ーと い う画家が 登場する ．

ジ ョ ゼ フ
・ブ リ ド

ー
に は 道楽者 の 兄が い て ，ア トリエ

を留守に した 間 に ル ーベ ン ス の絵を盗 まれ て しまうが ，

欄

同 書 185−86頁，「レ ン ブ ラ ン トがヴ ァ ト
ーと肘 を接

　 し，パ テ
ール の 雅 な 宴が ミ ケ ラ ン ジ ェ ロ の 巫 女の 顔

　 を覆い か くし，カ ロ の 「タ ル タ リア 」が イヤ サ ン ト ・

　 リ ゴ ー描 くル イ 十四 世 の 肖像 の 尻 を足蹴 に して い た．

　 肉付 き よ い 官能的 な リ ュ ベ ン ス の 裸 婦 の か た わ らで ，
　 モ ラ レ ス の 禁 欲 的 な デ ッ サ ン が 目 を伏 せ て い る ，放

　 縦 な ブー
シ ェ の グ ワ

ーシ ュ 画 は，謹 厳 な ア ル ブ レ ヒ

　 ト ・デ ュ
ー

ラ
ー

の 貞淑 な マ ドン ナ 像 に 臆 面 も な く臀

　 部 を さ ら して い る ，こ ん な具合 に こ の 壁 に は，帝 政

．期 の 悲 劇の よ うに対照 法が 乱立 して い た 」．
＊ xg

　Pitt−Riverst　F．；Batzac　et　lbrt，　Ch色ne ，　Paris，　pp．98，108

　 （1993）．
欄 Balzac，　H．　de： Pierre　Grassou，　 ha　Com2die　 humaine

　 Vl．　Gallimard．　La　Pl6iade，　Paris．　p，131 （1950〕，
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幸 い に して 盗 まれた の は模写の 方で あっ た．原画の よ

うに古色蒼然とさせ ，い ぶ しまで かけて い たとい うか

ら，複製画は額縁 を含め て い か に も古め か しく作 られ

て い たの で ある．原画の価値は 2万 フ ラン ，彼の コ ピー

は 千 フ ラ ン ，ル
ーベ ン ス の 絵 の なか に は 10万 フ ラ ン

もする もの がある と作品の なか で バ ル ザ ッ ク は述べ て

い るが ，こ れ らの価格はほぼ事実を映 して い る
＊31．と

こ ろ で ジ ョ ゼ フ
・ブ リ ドーが 模写 に よ っ て 手 に す る だ

ろ う 250フ ラ ン とい う金額 は，上述 の リュ シ ア ン の 生

活費に 重ね て みれば，2 か月分以上 の 生活費に当た り，

コ ピ ー画が 良い 収入源で あっ た こ とが分か る，と は い

え コ ピー画家 と して も熾烈 な競争が あ っ た らし く，

『ラ ・ヴ ァ ン デ ッ タ』 に は，画家 ピ オ ン ボ の 娘ジネ ル

ヴ ァ が勘 当され て ，複製画を描い て 貧 しい 結婚生活 を

支え ようとした もの の ，思 うように売れず餓死 して し

まうとい う話が ある
’UU．

　複製画の流通 に よ っ て，当時 の 人 々 はお そら く想像

以上 に 絵画 の 知識 をもっ て い た．したが っ て絵画 を発

信源としたモ ードは，画家の特権とい うわ けで は なか っ

た．た とえば当時流行 して い た 「黒い 絹の 編紐 に 宝 石

を 下げ ， そ れ を額 に巻 く」
嵎

女性用の 装飾品は，レ オ

ナ ル ド ・ダヴ ィ ン チ の作品 とされた，ル ーヴ ル美術館

＋ sl
　Balzac，　H ．　de：La　Rabouilleuse，加 Com診die　humaine　III．

　 Gallimard，　La　Pl6iade，　Paris，　p．894，　p．925 （1952），邦

　訳 「ラ ブ イユ
ーズ 」，『バ ル ザ ッ ク 全 集第 17巻亅（小

　 西 茂也 訳），東京創元社，57，89頁 （昭和 35年〉．バ

　 ル ザ ッ ク の 示す数字が ほ ほ 妥当 で あ る こ と は Pitt−

　Rivers，　F．：op ．　cit．，　p，109 を参照．
’ 32Baizac

，　H，　de： La　Vendetta，加 Comedie　humaine　I，
　 Gallimard，　La　PiEiade，　Paris（1951）．
哨 33

　Gautier，　Th．： Guide　de　tlamateur　au 　Mus彡e　du　leuvre，
　S6guier，　Paris，　p．57（1994），こ の 著作は ル ーヴ ル 美術

　 館 所 蔵 の 作 品 を作家 ご と に 解説 し，1867年 に 刊行 さ

　 れ た ガ イ ドブ ッ ク で あ る ．著者 は レ オ ナ ル ド・ダ ヴ ィ

　 ン チ の 《金具の 美女》に関 し，「今 日な お 金 具 と呼ぶ

　 装 飾品が 」絵 の タ イ トル を生 ん だ の だ ろ うと述べ て

　 い る ．作品 は 1490−95 年 に 制作 さ れ ，今 日 で は レ オ

　ナ ル ドの 手 に な る か どうか 疑義が も た れ，また 描 か

　 れ て い る女性 も特定 さ れ て い ない ，額 に 巻かれ て い

　 る飾 りは，髪 の 色 と 同 じ茶色 の 細 い 紐で ，額の 中央

　 に 当た る 部分 に宝 石 を は め込 ん だ と思 わ れ る 花形 の

　 小 さ な飾 りが 付 い て い る （吉川 逸治総編集 ：『ル
ー

ヴ

　 ル とパ リの 美術，ル ーヴル 美術館 （3）亅，小学館，107−

　108頁 （昭和 60年） を参照）．な お こ の よ うな装 飾品

　 の リバ イバ ル を表 した様子 は，や や 時代が前 に ず れ

　る が，プ リュ
ー

ドン 画 《皇后 ジ ョ ゼ フ ィ
ー

ヌ 》（1805

　年，ル ーヴ ル 美術館蔵） な ど ナ ポ レ オ ン 帝政時代末

　期 の 肖像画 に散見 され る．

蔵の 《金具 の美女》La　belle　Ferroni色re と関係 がある

はずで ある．と い うの は，バ ル ザ ッ ク の 1835−36 年 の

小説 『谷間 の 百合』が，モ ル ソ
ー

フ夫人 の 16 歳の娘

マ ドレ ー
ヌ を描 写す る際に 「金具の 美女風 に」 en

belle　Ferroniさre 装 っ て い る と記 し，明 ら か に ル ーヴ

ル美術館の 作品が意識 され て い るか らである
＊ 34
，つ ま

り絵画作品 か らの 影響は 時代 を特徴付 けるモ
ー

ドの 生

成 の
一

つ の あ りか たで あ り，そこ に は 1793年の ル ー

ヴル美術館の 公 開に始ま る絵画作品の 人 々 へ の浸透や

複製画 の 流通な どの 環境が要因 に あ っ た とい うこ とで

ある．

　5．中世風 とい う物語

　わ れ わ れ は モ ノ を消費する とき，モ ノ 自体で はな く

て モ ノ の もつ イ メ
ー

ジあ る い は物語を消費 し て い る と

い うボードリヤール の著作は
’ 35
，今や消費文化を考え

る 上 で 欠か せ な い もの に な っ て い る．衣服や装飾品は

自らの 社会的位置を確か め ，審美的趣味を主張 し，要

する に 自らの 差別化をはか る た め の モ ノ で ある こ とは

今 さ ら い うまで もな い ．そ して それが モ
ー

ドとして広

く享受されるに は，その イメ
ー

ジある い はそれが紡 ぐ

物語が 人々 に共有 されて い なければな らい ，山田登世

子氏は 19世紀の パ リ に お い て ，フ ァ ッ シ ョ ン ・プ レー

トや シ ョ
ー

ウ イ ン ドウ，ある い は広告紙が い か にモ ノ

をイ メ ージ化し，情報化し，ブ ラ ン ド化 したか を述 べ ，

言説 によ っ て モ ノ へ の 欲望 を促す こ れ らの メ デ ィ ア の

機能 を分析 して い る
＊ 36
．つ まりメ デ ィ ア が い か に して

モ ノ に 物語 を付与 し，流行 と し て 成 立 させ た か と い う

分析で ある，とこ ろ で 本論 で述べ て きた中世風 モ
ー

ド

の 場合は，そ の イ メ
ー

ジあ る い は物語は，歴史ブ ーム

の なか で 既に広 く共有 さ れ て い る 中世風 で あ り， した

が っ て物語は既に で きあが っ て い る．つ まり中世風モ
ー

ドを 流行 させ る には ，きっ か けとな る芝居や小説の成

功 さえあればよい の で あり．ゆ え に一々 に作品 の 登場

人物 を冠 したモ
ー

ドが誕生 し たの で ある．

　舞台衣裳が モ ー
ドの 発信源であるな ら，舞台は新作

を発表する フ ァ ッ シ ョ ン ・シ ョ
ー

の ような もの で ある．

（505）
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そ して モ
ー

ドを発信 ・伝達す る絵画や コ ピー
画 はい わ

ば フ ァ ッ シ ョ ン ・プ レ
ー

トで あ る ．肖像 画を真似 て舞

台衣裳が 制作され る な
．
ら，肖像画は デ ザ イ ナ T に よ る

ス タイル 画 ともい えようか．こ れ らの モ ー
ドが紡 い で

い る の は，芝居の ス ト
ー

リーで あ り，絵画の テ
ー

マ で

あり，すなわち演 じ ら れ描か れ た中世世界の 物語で あ

る．新 しい モ
ー

ドに は それ に 欲望を感 じさせ る物語が

必 要で あ る な ら，舞台衣裳 に は 既 に 戯 曲 に描 かれた 中

世の世界 とい う物語が存在 して い る．、こ うして舞台衣

裳は ，
』
中世趣味に共感をもつ もの の 間で，容易に流行

と して 成立す る の で あ る ，
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