
 

 

 

 

 

 

『 女 の 一 生 』 と 『 ペ リ ク リ ー ズ 』 の 女 性 登 場 人 物 を 較 べ て  
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は じ め に  

 

 恋 愛 に お い て 実 り あ る 交 際 と な る の は 自 分 を 向 上 さ せ て く れ る 人 と 付 き 合 う こ と 。 こ れ

が 鉄 則 で あ る の は 周 知 の 事 実 で あ る が 、 付 き 合 う 人 に よ り 落 ち て い き 、 駄 目 に な っ て い く

と い う 人 が 後 を 絶 た な い 。 交 際 を 経 て 結 婚 に 至 っ て も 、 そ の 後 の 人 生 が 配 偶 者 に よ り 大 き

く 左 右 さ れ る と い う の は 、 誰 も が 耳 に す る こ と で は な い だ ろ う か 。  

 自 分 の 愛 し た 夫 に よ り 人 生 が 大 き く 左 右 さ れ る 女 を 描 い た ギ・ド・モ ー パ ッ サ ン (Guy de 

Maupassant, 1850-1893)の 『 女 の 一 生 』 (Une Vie, 1883)1 と ウ ィ リ ア ム ・ シ ェ イ ク ス ピ ア

(William Shakespeare, 1564-1616)の 『 ペ リ ク リ ー ズ 』 (Pericles, 1609)2 は ど ち ら の 作 品 も

恋 愛 に よ り 波 瀾 万 丈 の 人 生 を 経 験 す る 主 人 公 を 描 い た も の で あ る 。 そ し て 両 作 品 と も 女 性

の 登 場 人 物 が 大 き な 役 割 を 作 品 中 で 担 っ て い る と い う 点 で 共 通 で あ る 。  

 『 女 の 一 生 』を 論 じ る 際 に 主 人 公 ジ ャ ン ヌ (Jeanne)の 夫 ジ ュ リ ア ン (Julien)と 不 倫 を 行 う

召 使 い の ロ ザ リ (Rosalie)の 作 品 中 で の 重 要 性 は 、 チ ャ ー ル ズ ・ J・ ス テ ィ ー バ ル (Charles J. 

Stivale)の 次 の 言 葉 で も 明 ら か で は な い だ ろ う か 。  

 

  For in the well-established social framework, especially within the institutions of  

marriage and sanctioned conjugal life, this affaiblissement(softening, weaking)is 

permitted, even necessary according to the Law of social relations which rules 

Maupassant’s fiction.  (128) 

 

こ の 良 く 作 ら れ た 社 会 的 構 造 の 中 で 、 特 に 結 婚 や 認 可 さ れ た 夫 婦 生 活 の 制 度 の 中 で 、

こ の 脆 さ（ 柔 ら か さ 、弱 さ ）は 許 さ れ る し 、モ ー パ ッ サ ン の 小 説 を 支 配 し て い る 社 会 関

係 の 中 の 法 に よ れ ば 、 必 要 で さ え あ る の だ 。  

 

 召 使 い と い う 階 級 の 差 異 を 示 す 登 場 人 物 が 、「 社 会 関 係 の 中 の 法 」に 関 連 し 、も ろ い 夫 婦

生 活 の 中 に 入 り 込 ん で く る 事 実 を 考 え る な ら ば 、 女 性 の 登 場 人 物 ロ ザ リ の 重 要 性 は 疑 う 事

が な い の で は な い だ ろ う か 。  

 そ し て 『 ペ リ ク リ ー ズ 』 に お い て 近 親 相 姦 の 秘 密 を 見 破 っ た も の の 王 女 の 魅 力 に 引 き つ

け ら れ た ペ リ ク リ ー ズ (Pericles) に つ い て 、 リ チ ャ ー ド ・ フ ィ ン ケ ル ス テ イ ン (Richard 

Finkelstein)が「 彼 女 は 彼 が 始 め に 順 調 に 進 ん で 行 け な か っ た 、誤 っ た 印 で あ り 、こ の 失 敗



こ そ が 、 多 く の 人 が 最 初 は 彼 の 中 に 発 見 す る も の の 、 彼 は 高 潔 の 英 雄 で は な い 事 を 示 す も

の で あ る 」 (“ She is a false sign around which he initially fails to navigate― and his failure 

asserts that he is not the virtuous hero many see in him at the start ”)(113)と 述 べ て い る よ

う に 女 性 の 魔 力 に 惑 わ さ れ る 人 物 な の で あ る 。 こ の 王 女 の 魔 性 の 魅 力 と 近 親 相 姦 を 見 破 っ

た 事 が 発 端 で 経 験 す る 彼 の 困 難 を 考 え る な ら ば 、 作 品 中 で の 女 性 の 重 要 性 を 論 じ る 上 で 、

よ い 材 料 に な る の で は な い だ ろ う か 。  

 ま た 、『 ペ リ ク リ ー ズ 』に お け る 女 性 性 の 支 配 的 イ メ ー ジ を 述 べ た 批 評 家 ジ ョ ナ サ ン・バ

ル ド ー (Jonathan Baldo)は 以 下 の よ う に 述 べ て い る 。「 過 度 の 涙 も ろ さ と 冷 淡 さ 、 男 性 よ り

も 普 通 女 性 に お い て 共 通 す る と 考 え ら れ る 事 だ が 、 こ の こ と が 無 気 力 な 性 格 を 作 り だ し て

い る の だ 。こ れ は ペ リ ク リ ー ズ が 一 度 な ら ず 示 し て い る 事 で あ る 」(“ an excess of moisture 

and cold, held to be more common in women than in men, produces a lethargic temperament, 

something that Pericles displays on more than one occasion ”)(175) 。 こ の よ う に 説 明 し て

い る よ う に 、 作 品 で の 女 性 の 重 要 性 は 、 ペ リ ク リ ー ズ の 示 す 女 性 性 に よ っ て も 、 強 化 さ れ

る 事 な の で あ る 。 二 人 の 批 評 家 が 女 性 の 登 場 人 物 と ペ リ ク リ ー ズ に 見 受 け ら れ る 女 性 的 性

格 を 説 明 し て い る 事 を 考 え る な ら ば 、 女 性 の 役 割 を 考 察 す る の は 見 当 違 い の 論 題 で は な い

で あ ろ う 。 3  

 本 稿 で は 『 女 の 一 生 』 と 『 ペ リ ク リ ー ズ 』 中 の 主 人 公 に 影 響 す る 女 性 の 登 場 人 物 に つ い

て の 考 察 を 対 比 的 に 行 い 、 そ れ ぞ れ が ど の よ う な 差 異 、 あ る い は 共 通 点 を 持 っ て い る の か

を 明 ら か に し た い 。 フ ラ ン ス 文 学 と イ ギ リ ス 文 学 、 そ し て １ ９ 世 紀 の 作 品 と １ ７ 世 紀 の 作

品 と い う 恐 ら く は 互 い に 影 響 を 受 け て い な い 両 作 品 の 対 比 研 究 を こ こ で 行 う こ と に よ り 、

差 異 あ る い は 共 通 点 の 発 見 が 、 互 い の 作 品 の 解 釈 を よ り 深 め 合 う 事 を 目 標 に す る も の で あ

る 。  

 

１ ．  男 女 の 愛 の 脆 さ と ロ ザ リ の エ ン パ ワ メ ン ト  

 

 主 人 公 ジ ャ ン ヌ へ の 召 使 い ロ ザ リ の 影 響 を 考 察 す る 前 に 、 ジ ャ ン ヌ が ど の よ う な 性 格 の

持 ち 主 で あ る か を 調 べ て み た い と 思 う 。 修 道 院 を 出 た ジ ャ ン ヌ は 理 想 の 恋 に 過 大 に 期 待 す

る 女 性 で あ る 。 相 手 も い な い の に 既 に そ の 甘 美 な 恋 の 喜 び を 強 く 意 識 し て い る の で あ る 。

ジ ャ ン ヌ の 恋 に 対 す る 夢 想 を こ こ で 引 用 し て み た い と 思 う 。「 彼 女 は た だ 自 分 が そ の 方 を 心

か ら 愛 し 、 そ の 方 も 自 分 を 精 一 杯 可 愛 が っ て く れ る と い う こ と を 知 っ て い る だ け だ っ た 」



(“ Elle savait seulement qu’elle l’adorevait de toute son âme et qu’il la chérirait de toute sa 

force ”)(21)と い う よ う な 大 き な 理 想 を 描 い て い る の で あ る 。ま さ に「 破 壊 す る こ と の 出 来

な い 愛 の 平 静 さ 」 (“ la sérénité d’une affection indestructible ”)(22)を 全 く 疑 っ て い な い 状

態 で あ る 。 夫 と 出 会 う 以 前 に 、 恋 の 理 想 を 強 く 描 き す ぎ て い る ジ ャ ン ヌ だ が 、 こ の こ と は

シ ー マ ・ カ プ ラ ー (Sima Kappeler)が 述 べ る 「 ジ ャ ン ヌ と ジ ュ リ ア ン の 現 実 の 最 初 の 出 会 い

は 、 ジ ャ ン ヌ の 愛 の 表 現 の 擬 人 化 さ れ た 期 待 に よ っ て 準 備 さ れ て い る 」 (“ The actual first 

encounter between Jeanne and Julien is prepared by Jeanne’s anticipation of a personified 

manifestation of love ”)(96)事 を 裏 付 け る 事 と 言 え る で あ ろ う 。  

 し か し 、 そ の よ う な 現 実 を 見 る 以 前 の 恋 へ の 過 大 な 期 待 は 、 あ る 意 味 崩 れ る と い う の が

当 た り 前 で あ る か の よ う に 、 夫 ジ ュ リ ア ン の 二 度 の 不 倫 に よ っ て 「 新 婚 当 初 の 甘 い 現 実 が  

日 々 の 現 実 に な ろ う と し て お り 、 そ れ が 限 り を 知 ら な い 希 望 、 未 知 の 世 界 へ の 甘 美 な 不 安

に 門 を 閉 じ た 」 (“ la douce réalité des premiers jours allait devenir la réalité quotidienne 

qui fermait la porte aux espoirs indéfinis, aux charmantes inquiétudes de l’inconnu ”)(90)

状 態 と な り 、 彼 女 は 「 一 種 の 幻 滅 」 (“ une certaine disillusion ”)(90)と 「 自 分 の 夢 の 崩 壊 」

(“ un affaissement de ses rêves ”)(90)を 感 じ る よ う に な る の で あ る 。  

 こ の 状 態 に お い て ジ ャ ン ヌ の 関 心 は 恋 の 理 想 か ら 息 子 ポ ー ル (Paul)へ の 溺 愛 と い う よ う

に 変 化 し て い く こ と に な る 。 息 子 ポ ー ル に 対 し て は 、 過 度 の 甘 や か し に よ っ て 駄 目 な 人 間

に 育 て る ば か り で な く 、 後 に ポ ー ル が 成 人 し て か ら は 度 重 な る 金 の 無 心 に よ り ジ ャ ン ヌ 自

身 も 疲 弊 し て い く こ と に な る の で あ る 。 溺 愛 が 彼 女 自 身 の 不 幸 の 原 因 を 作 っ た と 言 え る 。

恋 へ の 過 大 な 期 待 に よ っ て ジ ャ ン ヌ は 不 幸 に な っ た が 、 子 へ の 溺 愛 に よ っ て も ジ ャ ン ヌ は

不 幸 に な る の で あ る 。  

 ジ ャ ン ヌ の ⺟ 親 も 不 倫 を し て い た こ と が 、 彼 女 の 死 去 後 、 隠 し て あ っ た 手 紙 の 中 に お い

て 、 ジ ャ ン ヌ は 知 る こ と に な る の だ が 、 ⺟ 親 も 夫 と の 満 た さ れ な い 愛 と い う 点 で は 、 ジ ャ

ン ヌ と ジ ュ リ ア ン の 関 係 に 似 て い る と 言 え る か も し れ な い 。 そ し て ジ ャ ン ヌ の ⺟ 親 も 娘 で

あ る ジ ャ ン ヌ に 対 し て は 、 同 じ よ う に 深 い 愛 情 を 示 す の で あ る 。 夫 ジ ュ リ ア ン の 不 倫 の 現

場 を 目 撃 し 、 半 狂 乱 で 雪 原 に 飛 び 出 し た ジ ャ ン ヌ で あ る が 、 助 け 出 さ れ ベ ッ ド で 目 を 覚 ま

し た 娘 に 対 し て 、「 い い 子 だ か ら 、 お や す み 落 ち 着 く ん で す よ 、 さ あ 眠 ろ う と し て ご ら ん 」

(“ Dors, ma mignonne, calme― toi, eesaye de dormir ”)(125)と 小 さ い 子 を あ や す よ う な 話

し 方 で 語 り か け る ⺟ 親 で あ る 。 ジ ャ ン ヌ が 夫 は 不 倫 を し て い る と 話 す に も か か わ ら ず 、 お

前 は 病 気 が 酷 か っ た ん で す よ 、 と い う ば か り で あ る 。 自 分 の 不 倫 の 経 験 と ジ ャ ン ヌ の 夫 の



今 回 の 不 倫 が 重 な り 、 ⺟ 親 も 苦 し い 思 い を し て い る の で あ る 。 し か し 、 子 に 対 す る 愛 情 は

「 嬢 や 、 私 の か わ い い ジ ャ ン ヌ や 」 (“ Ma fille!  ma Jeanne chérie! ”)(124)等 の 言 葉 に 代 表

さ れ る よ う に 揺 る ぎ な い も の な の で あ る 。  

 ジ ャ ン ヌ 自 身 と ジ ャ ン ヌ の ⺟ 親 に 代 表 さ れ る よ う に 、 男 女 の 愛 の 脆 さ 、 理 想 の 裏 切 り と

い う の が こ の 作 品 で は 支 配 的 で あ る が 、 子 に 対 し て の 愛 情 は 強 い も の で あ る と い う 事 が 分

か る で あ ろ う 。 ジ ャ ン ヌ も そ し て 彼 女 の ⺟ 親 も 、 子 に 対 し て の 中 心 的 愛 情 と い う 点 で は 変

わ り が な い の で あ る 。 ジ ャ ン ヌ 自 身 が 子 へ の 過 剰 な 愛 情 に よ っ て 、 身 を 滅 ぼ し て い く 過 程

を 考 え る と き 、 ジ ャ ン ヌ の ⺟ 親 も 夫 へ の 裏 切 り を 行 っ て お り 、 悲 し い 思 い を し た ジ ャ ン ヌ

自 身 が 余 計 に 裏 切 る 事 の な い 存 在 と し て 、 自 分 の 息 子 ポ ー ル に 対 し て 溺 愛 し て い く と 考 え

る の は 、 無 理 な 推 論 で は な い だ ろ う 。 ジ ャ ン ヌ は 男 女 の 愛 の 裏 切 り と 理 想 の 崩 壊 に 対 し て

強 い 反 応 を 示 す の で あ る 。 そ れ ゆ え 、 息 子 は 裏 切 る 存 在 で は な い 、 と 信 じ る の で あ る 。 こ

の 強 烈 な 子 に 対 し て の 期 待 す ら 裏 切 ら れ る 時 、 ジ ャ ン ヌ の 人 格 が 崩 壊 し て し ま う の は 当 然

の 事 と 言 え る で あ ろ う 。  

 愛 の 理 想 と い う 想 像 力 、 そ し て 自 分 を 裏 切 る は ず は な い と い う 息 子 に 対 し て の 期 待 に 重

き を 置 く ジ ャ ン ヌ は 、 現 実 に 根 ざ し た 人 物 と は 言 え な い 。 息 子 ポ ー ル が 成 人 し た 後 、 何 度

も 金 の 無 心 に 応 じ て し ま う 彼 女 の 態 度 は 、 実 際 的 な 解 決 を 息 子 に と っ て も 彼 女 自 身 に と っ

て も も た ら す こ と は な い 。4 た だ 息 子 を 駄 目 な 人 間 へ と 変 化 さ せ 、そ し て 彼 女 自 身 も 財 政 的

に 苦 し く な る ば か り で あ る 。 こ の 現 実 を 見 な い ジ ャ ン ヌ に 対 し て 、 百 姓 ら し い 力 強 さ と も

い う べ き 召 使 い の ロ ザ リ は ジ ャ ン ヌ と の 再 会 の 後 、 現 実 的 手 段 に よ り 状 況 の 打 開 を 試 み る

の で あ る 。 再 会 後 １ 週 間 で ロ ザ リ の 取 っ た 行 動 を こ こ で 引 用 し て み た い と 思 う 。  

 

  Rosalie, en huit jours, eut pris le gourverment absolu des choses et des gens du château.  

 Jeanne résignée obéissait passivement.  Faible et traînant les jambes comme jadis  

petite mère, elle sortait au bras de sa servant qui la promenait à pas lents, la sermonnait,  

la réconfortait avec des paroles brusques et tendres, la traitant comme une enfant  

malade.  (229)  

 

ロ ザ リ は １ 週 間 で 家 中 の 人 と 物 の 絶 対 的 な 支 配 権 を 握 っ た 。 ジ ャ ン ヌ は 諦 め て 、 受 け

身 に 服 従 し て い た 。 弱 く な り 昔 ⺟ 親 が や っ た よ う に 、 脚 を 引 き ず り な が ら 女 中 の 腕 に

し が み つ い て 外 出 し た 。 ロ ザ リ は ゆ っ く り ジ ャ ン ヌ を 散 歩 さ せ な が ら 、 お 説 教 を し た



り 、 乱 暴 だ が し か し 優 し い 言 葉 で 力 を つ け た り し た 。 ま る で 病 気 の 子 供 を 扱 う み た い

な や り 方 だ っ た 。  

 

 決 し て 丁 重 な や り 方 で は な い か も し れ な い が 、 ロ ザ リ は 現 実 的 な 手 段 に よ り 、 ジ ャ ン ヌ

を 救 お う と 試 み る の で あ る 。 ポ ー ル へ の 金 の 送 金 は も う し な い と い う こ と を ジ ャ ン ヌ に 約

束 さ せ 、「 ロ ザ リ は 毎 日 フ ェ カ ン ま で 出 か け 、知 り 合 い の あ る 公 証 人 か ら 一 切 の 事 態 を 説 明

し て も ら う 」(“ Rosalie fit chaque jour un voyage à Fècamp pour se faire expliquer les choses 

par un notaire qu’elle connaissait ”)(229)と い う 行 動 に よ り 、 精 算 す れ ば ８ ０ ０ ０ フ ラ ン の

年 収 が 残 る と い う 計 算 を 出 す の で あ る 。 ジ ャ ン ヌ に は 決 し て 出 来 な か っ た 金 銭 に 関 す る 具

体 的 解 決 策 を 提 案 す る の で あ る 。確 か に ロ ザ リ は そ れ ま で の ジ ャ ン ヌ の や り 方 は 拒 絶 す る 。

し か し 、 彼 女 は 古 い や り 方 に 変 化 を も た ら し 、 新 た な 解 決 策 を も た ら す の で あ る 。 ア ン ド

リ ュ ー・J・カ ウ ン タ ー (Andrew J. Counter)は 、モ ー パ ッ サ ン の 小 説 の 階 級 に 言 及 し て い る

が 、 彼 の 「 し た が っ て 否 定 と は ブ ル ジ ョ ア 階 級 の あ る 退 廃 的 な 偽 物 の 産 物 で は な く 、 む し

ろ 歴 史 を 超 越 す る 社 会 の 必 然 性 な の で あ る 」 (“ Disavowal is thus not the product of some 

decadent bourgeois inauthenticity, but rather a transhistorical social imperative ”)(695)と

い う 言 葉 は 、 階 級 が 召 使 い と い う 立 場 に あ り 、 低 い 身 分 の ロ ザ リ が 新 し さ を も た ら す 存 在

と い う の を 説 明 す る 言 葉 で は な い だ ろ う か 。 ロ ザ リ の そ れ ま で の や り 方 の 否 定 は 、 新 し く

出 て く る 階 級 の 力 で あ り 、 真 実 味 が そ こ に は あ る の で あ る 。  

 息 子 に 裏 切 り 続 け ら れ る ジ ャ ン ヌ を 説 明 す る 言 葉 は 停 滞 と 過 去 で あ る 。 ジ ャ ン ヌ は 外 出

し な く な り 、 体 を 動 か さ ず 、 朝 起 き る と 、 窓 か ら 空 模 様 を 眺 め て か ら 、 食 堂 に 降 り て い っ

て 暖 炉 の 前 で １ 日 中 妄 想 に ふ け る 、と い う 生 活 を す る よ う に な る 。「 彼 女 は 何 よ り も 過 去 に

生 き 、 し か も 遠 い 過 去 に 生 き る 」 (“ Elle revivait surtout dans le passé, dans le vieux 

passé ”)(255)よ う に な っ て し ま う の で あ る 。 こ の よ う な 停 滞 と 過 去 を 特 徴 と す る ジ ャ ン ヌ

に 対 し て ロ ザ リ の 示 す 特 徴 は 、 能 動 性 と 新 し さ で あ る 。 家 に 伝 わ る 曾 祖 父 の 代 か ら の 品 々

に 対 し て ジ ャ ン ヌ は 埃 ま み れ に も か か わ ら ず 強 い 愛 情 を 示 す が 、 ロ ザ リ に 言 わ せ れ ば「 こ

ん な に 汚 い 物 」(“ ces saletés ”)(235)に 過 ぎ ず 、怒 り な が ら 処 理 す る 物 に 他 な ら な い の で あ

る 。 こ う し た 事 に も 過 去 を 否 定 し 、 新 し さ を 優 先 さ せ る ロ ザ リ の 姿 が 浮 か ん で く る の で は

な い だ ろ う か 。 そ し て ロ ザ リ は 息 子 に 会 え ず 嘆 き 続 け る ジ ャ ン ヌ に 対 し て 、 働 か な け れ ば

な ら な い 身 分 だ っ た ら ど う お 考 え な の で す か 、と 強 い 言 葉 で 励 ま す の で あ る 。「 い つ の 世 だ

っ て 別 れ ね ば な ら な い 時 は あ り ま す 。 年 寄 り と 若 い 者 は い つ ま で も 一 緒 に い る よ う に は 出



来 て い ま せ ん よ 」 (“ Il y a toujours un moment où il faut se séparer, parce que les vieux et 

les jeunes ne sont pas faits pour rester ensemble ”)(257-8)と い う 厳 し い か も し れ な い が 、

現 実 的 な 教 え は 、 ジ ャ ン ヌ に と っ て ま さ に 必 要 な も の な の で あ る 。 そ し て ジ ャ ン ヌ の 息 子

ポ ー ル を 完 全 に 拒 絶 す る わ け で も な く 、 彼 に 会 え る よ う な 手 段 も 講 じ る ロ ザ リ で あ る 。 ロ

ザ リ の 現 実 的 手 段 は 、打 ち ひ し が れ た ジ ャ ン ヌ に と っ て は 、厳 し い が 必 要 な 力 な の で あ る 。  

 ロ ザ リ の ジ ャ ン ヌ に 対 し て の 働 き は 力 を 与 え よ う と す る 存 在 、 エ ン パ ワ メ ン ト の 存 在 に

他 な ら な い 。 か つ て は 夫 の 不 倫 相 手 だ っ た ロ ザ リ だ が 、 再 会 の 後 は ジ ャ ン ヌ に 対 し て 現 実

的 な 解 決 策 を も た ら す 人 物 な の で あ る 。 夫 と の 恋 愛 と 結 婚 の 幻 滅 、 息 子 ポ ー ル の 裏 切 り と

い う 理 想 の 崩 壊 の 後 、 ロ ザ リ は ジ ャ ン ヌ に 対 し て 能 動 性 と 新 し さ に よ っ て 、 状 況 の 打 開 を

試 み る 存 在 な の で あ る 。 警 告 者 と い う 立 場 に よ っ て 、 ロ ザ リ は ジ ャ ン ヌ の 窮 地 を 救 う 人 物

に な っ て い る と 言 え る で あ ろ う 。  

 

２ ． 追 従 の 悪 と 追 従 し な い 女 性 の 感 化 力  

 

 『 ペ リ ク リ ー ズ 』の 劇 の 起 こ り は ア ン タ イ オ カ ス (Antiochus)王 の 娘 の 美 し さ に ペ リ ク リ

ー ズ が 引 き つ け ら れ る と い う 恋 愛 で あ る 。 ペ リ ク リ ー ズ が 自 分 の 嫁 に し た い と い う 甘 い 感

情 か ら 劇 の 始 ま り と な る の で あ る 。 美 の 女 神 す ら ア ン タ イ オ カ ス 王 の 娘 に は 臣 下 と な り 、

姿 は 春 そ の も の で あ る 、 と 述 べ る ペ リ ク リ ー ズ で あ る 。 ま さ に 恋 の 喜 び に 夢 中 に な っ て い

る と い う 様 子 を み せ て い る 状 態 で あ ろ う 。 ペ リ ク リ ー ズ の こ の 感 情 に 嘘 は な く 、 裏 切 り と

い う 言 葉 は 全 く 見 当 違 い と 言 え る 。  

 し か し 、 実 際 に は ア ン タ イ オ カ ス 王 と そ の 娘 は 近 親 相 姦 の 罪 を 犯 し て い る の で あ り 、 ペ

リ ク リ ー ズ は 王 の 娘 に 出 会 っ た 瞬 間 か ら 感 情 を 裏 切 ら れ て い る 、 と 言 え る で あ ろ う 。 ペ リ

ク リ ー ズ に よ る ア ン タ イ オ カ ス 王 の 娘 に 対 し て の 賛 美 は 、 全 く 的 外 れ な の で あ る 。 醜 悪 な

も の に 対 し て 最 大 の 賛 辞 を 贈 っ て い る ペ リ ク リ ー ズ は 裏 切 ら れ て い る の で あ る 。 こ の 近 親

相 姦 の 秘 密 を 見 破 っ た 時 の ペ リ ク リ ー ズ の 言 葉 を こ こ で 引 用 し て み た い と 思 う 。  

 

  Pericles         If it be true that I interpret false, 

                    Then were it certain you were not so bad 

                    As with foul incest to abuse your soul, 

                    Where now you’re both a father and a son 



                    By your uncomely claspings with your child―  

                  Which pleasures fits a husband, not a father―  

                  And she an eater of her mother’s flesh 

                    By the defiling of her parents’ bed, 

                    And both like serpents are, who though they feed 

                    On sweetest flowers, yet they poison breed.  (101) 

 

    ペ リ ク リ ー ズ    も し 私 が 間 違 っ て 解 釈 し て い る の な ら 、  

    お 前 は そ ん な に 悪 く な い と い う の は 確 か だ 。  

           魂 を 汚 す お ぞ ま し い 近 親 相 姦 を す る よ う な こ と は せ ず に 。  

           し か し お 前 は 父 で あ り 、 息 子 な の だ 。  

           け し か ら ぬ 自 分 の 子 を 抱 く こ と に よ っ て だ 。  

           そ こ か ら 得 る 快 楽 は 夫 の も の で あ り 、 父 の も の で は な い 。   

           そ し て 娘 も ⺟ の ⾁ を 食 ら う 生 き 物 な の だ 。  

           自 分 の 両 親 の ベ ッ ド を 汚 す 事 に よ っ て 。  

           二 人 は 蛇 の よ う だ 。 こ う い う  

           か ぐ わ し い 花 々 を 餌 食 に し な が ら 毒 を 醸 し 出 し て い る 。  

 

 父 と し て 取 る べ き 態 度 で は な い 近 親 相 姦 、 そ し て 娘 と し て 取 る べ き 態 度 で は な い 近 親 相

姦 。 い わ ば お 互 い の 義 務 を 放 棄 し た 、 裏 切 り 合 っ て い る 状 態 の ア ン タ イ オ カ ス 王 と そ の 娘

で あ る 。 そ し て ペ リ ク リ ー ズ 自 身 も 二 人 に 裏 切 ら れ て い る 状 態 で あ る 。 こ の 秘 密 を 見 破 っ

た ペ リ ク リ ー ズ が 命 を 狙 わ れ る よ う に な る 事 を 考 え る な ら ば 、 劇 の 起 こ り の 設 定 は 主 人 公

ペ リ ク リ ー ズ に と っ て マ イ ナ ス で あ り 、 ペ リ ク リ ー ズ の 愛 し た ア ン タ イ オ カ ス 王 の 娘 も マ

イ ナ ス の 存 在 で あ る と 言 え る で あ ろ う 。  

 追 従 と は 機 嫌 を 取 り な が ら も 相 手 に 対 し て マ イ ナ ス の 働 き を す る 態 度 で あ る 。 ア ン タ イ

オ カ ス 王 と そ の 娘 は 父 と 娘 で あ り な が ら 、 夫 婦 の よ う な 状 態 に あ り 、 互 い に 快 楽 を 与 え て

い る 状 態 で あ る 。 い わ ば マ イ ナ ス の 結 果 を 生 み 出 し つ つ 、 喜 ば せ 合 う と い う 追 従 に も 似 た

行 為 を 行 っ て い る の で あ る 。 こ の 互 い の 追 従 の 結 果 が 悪 し き も の で あ る の は 、 倫 理 の 上 で

も 明 ら か で あ る 。追 従 の 危 険 に つ い て 、ペ リ ク リ ー ズ は「 あ の 罪 深 い 父 親 は /私 を 打 ち の め

そ う と す る の で は な く 、和 ら げ て い る よ う だ っ た 」(“ the sinful father/Seemed not to strike, 



but smooth ”)(107)と 述 べ つ つ 、「 暴 君 が 口 づ け し よ う と 見 せ か け て い る 時 こ そ 、 恐 れ ね ば

な ら な い 」 (“’Tis time to fear when tyrants seems to kiss ”)(107)と 自 覚 し て い る よ う に 、

警 戒 し な け れ ば な ら な い も の な の で あ る 。 追 従 と は 自 分 に 対 し て 大 き な 被 害 を も た ら す も

の に な り 得 る の で あ る 。  

 ア ン タ イ オ カ ス 王 の 娘 は 近 親 相 姦 の 親 子 の 裏 切 り と い う 追 従 で 、 ペ リ ク リ ー ズ に 災 難 を

も た ら す 存 在 で あ る 。 追 従 の 悪 は 女 性 の 魅 力 と い う 衣 を ま と い つ つ 、 ペ リ ク リ ー ズ を 窮 地

に 追 い 込 む の で あ る 。 こ の 劇 の 起 こ り 、 ペ リ ク リ ー ズ の 恋 愛 は 追 従 の 悪 の も た ら す 災 難 で

あ り 、 追 従 す る 女 性 の 悪 が 表 現 さ れ て い る と 言 え る 。 女 性 の 追 従 と い う 隠 れ た 裏 切 り 行 為

が 劇 の 起 こ り と し て 特 徴 的 な の で あ る 。  

 ペ リ ク リ ー ズ に マ イ ナ ス の 結 果 を も た ら す の が 、 ア ン タ イ オ カ ス 王 の 娘 だ と し た ら 、 反

対 に プ ラ ス の 結 果 を も た ら す 存 在 な の は 、 ペ リ ク リ ー ズ の 娘 マ リ ー ナ (Marina)で あ る 。 マ

リ ー ナ は ど ん な 逆 境 に あ っ て も 運 命 に 屈 し な い 勇 気 の 持 ち 主 で あ る 。 海 賊 に さ ら わ れ て 女

郎 部 屋 に 売 り 飛 ば さ れ た 後 も 、 自 分 自 身 を 失 わ ず 女 郎 部 屋 の お か み や そ の 下 で 働 く 人 間 に

抵 抗 を 見 せ る の で あ る 。 卑 屈 な 態 度 で 自 分 を 守 ろ う と す る 追 従 と は 正 反 対 の 行 動 を 取 る 、

と 言 え る で あ ろ う 。 マ リ ー ナ は 自 分 が 危 う い 状 態 に な っ た と し て も 、 自 分 の 信 じ た 行 為 を

や り ぬ く 人 物 と な っ て い る の で あ る 。 そ れ ば か り か 、 彼 女 の 行 為 は 浄 化 の 作 用 を も た ら す

の で あ る 。 女 郎 部 屋 で マ リ ー ナ が 客 に 対 し て 取 っ た 態 度 と そ の 結 果 を こ こ で 引 用 し て み た

い と 思 う 。  

 

  First Gentleman    Did you ever hear the like? 

    Second Gentleman  No, nor never shall do in such a place as this, she being once gone. 

    First Gentleman    But to have divinity preached there― did you ever dream of such 

a thing? 

Second Gentleman  No, no.  Come, I am for no more bawdy houses.  Shall’s go hear   

  the vestals sing? 

First Gentleman    I’ll do anything now that is virtuous, but I am out of the road of 

rutting for ever.  (192) 

 

紳 士 １         こ ん な の 聞 い た こ と あ る か ね 。  

紳 士 ２         い い や 、こ ん な 場 所 で あ ん な め に 合 う な ん て も う な い だ ろ う 。あ  



 の 女 が い な く な っ て し ま え ば い い の に 。  

    紳 士 １        こ こ で 神 聖 な お 説 教 を 聞 か さ れ る と は な あ 。思 い も よ ら な か た よ 。 

  紳 士 ２        全 く そ の 通 り だ 。 も う 女 郎 部 屋 に は 行 き た く な い よ 。 こ れ か ら 尼

さ ん の 賛 美 歌 で き 聞 き に 行 く か 。  

  紳 士 １       清 く 正 し い 事 な ら 何 で も や る よ 。 女 郎 遊 び は も う お し ま い だ よ 。  

 

 売 春 す る 場 所 で マ リ ー ナ が し た 行 為 は 客 に 説 教 を す る と い う も の で あ る 。 客 と し て は 上  

の よ う に 不 満 を も ら し て い る が 、 そ の 結 果 は ど う で あ ろ う 。 こ の 二 人 の 客 は 売 春 は も う し  

な い と い う 気 持 ち に な っ た の で あ る 。 こ れ が 望 ま し い 方 向 へ の 転 換 で あ る の は 明 ら か で あ  

ろ う 。 マ リ ー ナ の 強 さ は 浄 化 の 作 用 を も た ら す の で あ る 。  

 さ ら に マ リ ー ナ の 浄 化 と い う 感 化 力 は 女 郎 部 屋 の 従 業 員 ボ ル ト (Bolt)に も 及 ぶ 。 戦 場 で  

足 一 本 を 失 っ た ボ ル ト が 他 に 出 来 る 仕 事 は な い と 嘆 く に あ た り 、 マ リ ー ナ は 今 の 仕 事 以 外  

だ っ た ら 何 で も い い と 諭 す 。 マ リ ー ナ は 稼 い だ 金 は 全 て あ げ る か ら 、 女 郎 部 屋 か ら 救 い 出  

し て 、 教 え る 事 で 稼 が せ て 欲 し い と ボ ル ト に 頼 む の で あ る 。 マ リ ー ナ を レ イ プ し よ う と し  

た ボ ル ト は 、「 そ う か 、お 前 に 対 し て 出 来 る 事 を や っ て み る よ 。良 い 口 が 見 つ け ら れ れ ば な 」  

(“ Well, I will see what I can do for thee.  If I can place thee, I will ”)(206)と 考 え を 変 え  

る の で あ る 。 レ イ プ し よ う と い う 考 え と は 正 反 対 の 「 で き る 限 り の 事 は お 前 に や っ て み る  

よ 」 (“ I’ll do for thee what I can ”)(206)と い う 親 切 を 見 せ る の で あ る 。 ま さ に マ リ ー ナ の  

浄 化 作 用 と も い う べ き 結 果 で あ る 。 モ ー リ ス ・ ハ ン ト (Maurice Hunt)は 『 ペ リ ク リ ー ズ 』  

中 に 表 わ さ れ る 優 し さ の 表 象 を 「 そ れ ら の 優 し さ は キ リ ス ト 教 の 慈 悲 の 含 み を 得 て い る 」  

(“ their kindness acquires overtone of Christian charity ”)(300)と 説 明 し 、 例 え ば 「 ペ リ ク  

リ ー ズ も 同 様 に ３ 人 の 漁 師 の 親 切 と い う 慈 悲 に 、生 き 返 ら さ れ て い る 」(“ Pericles similarly  

is revived by charity, the kindness of three fishermen ”)(300)と し て い る が 、 マ リ ー ナ に 対  

し て も こ の キ リ ス ト 教 の 慈 悲 は あ て は め て 説 明 す る こ と が で き る の で は な い だ ろ う か 。 マ  

リ ー ナ の 示 す 優 し さ に よ っ て 救 わ れ る の は 、 不 遇 の 立 場 に あ る ボ ル ト で あ り 、 そ し て 売 春  

の 悪 に 染 ま っ た 女 郎 部 屋 の 客 た ち な の で あ る 。 マ リ ー ナ は 被 害 者 の 立 場 か ら 、 導 く 存 在 と  

し て 教 育 者 の エ ン パ ワ メ ン ト を 行 っ て い る と 言 え る で あ ろ う 。  

 ペ リ ク リ ー ズ は 自 分 の 娘 マ リ ー ナ に 接 し て 心 を 開 く よ う に な る 。 娘 だ と 分 か ら な い う ち  

か ら 、 お 前 の 言 葉 な ら 信 じ る 、 仮 に 話 が あ り 得 ぬ 事 だ と し て も 自 分 の 耳 に 信 じ さ せ て み せ  

る 、 と ま で 言 う よ う に な る の で あ る 。 誰 の 言 葉 も 聞 か ず 、 王 の 職 務 を 投 げ 出 し て 悲 し み に  



ふ け て い た ペ リ ク リ ー ズ を 救 っ た の は 、 マ リ ー ナ な の で あ る 。 彼 女 の 感 化 力 は こ の 劇 の 主  

人 公 ペ リ ク リ ー ズ に も 及 ん で い る 。 こ れ も マ リ ー ナ の 導 く 力 、 エ ン パ ワ メ ン ト と み な し て  

い い だ ろ う 。  

 ペ リ ク リ ー ズ は 劇 の 起 こ り に お い て も 劇 の 終 末 に お い て も 女 性 に 影 響 さ れ る 人 物 で あ る 。 

近 親 相 姦 の 汚 れ に よ っ て 自 分 の 運 命 が 左 右 さ れ 、 そ し て 救 わ れ る の は 自 分 の 娘 の 浄 化 力 の  

あ る エ ン パ ワ メ ン ト に よ っ て で あ る 。5 近 親 相 姦 が 人 間 の 弱 さ か ら 発 す る も の な ら ば 、マ リ  

ー ナ の エ ン パ ワ メ ン ト は 彼 女 自 身 の 強 さ か ら 発 せ ら れ る も の で あ る 。 ペ リ ク リ ー ズ の 一 生  

は 女 性 か ら 影 響 さ れ 、 ア ン タ イ オ カ ス 王 の 娘 と い う 追 従 す る 存 在 が 死 去 す る 事 で 、 マ リ ー  

ナ と い う 追 従 し な い 存 在 の 正 し さ が 明 ら か に な る の で あ る 。 ペ リ ク リ ー ズ の 一 生 を 形 作 る  

女 性 の 中 心 的 役 割 は 、 良 く も 悪 く も 明 ら か で は な い だ ろ う か 。  

 

結 論  

 

 『 女 の 一 生 』 は 主 人 公 ジ ャ ン ヌ が 現 実 に 押 し つ ぶ さ れ る 悲 劇 的 物 語 と い う 評 が な さ れ る

事 が 多 い が 、 作 品 の 最 後 を 見 る と か す か な 希 望 を 感 じ 取 る 事 も 可 能 で あ る 。 孫 を 抱 く ジ ャ

ン ヌ を 包 み 込 む 周 り の 状 況 を こ こ で 引 用 し て み る 。  

 

  Le soleil bassait vers l’horizon, inondant de clarté les plaines verdoyantes, tachées de  

 place en place par l’or des colzas en fleur, et par le sang des coquelicots.  Une quiétude 

 infinie planait sur la terre tranquille où germaient les sèves.  La carriole allait grand  

train, le paysan claquant de la langue pour exciter son cheval.  (266) 

 

太 陽 は 地 平 線 に 傾 き 、 と こ ろ ど こ ろ 花 が 咲 い て い る 菜 種 の 金 色 と ひ な げ し の 血 色 で 染   

ま っ て い る 緑 色 の 平 原 を 明 る く し て い た 。命 の 液 が 伸 び よ う と し て い る 静 か な 大 地 に 、 

無 限 の 平 静 さ が 広 が っ て い た 。 農 ⺠ が ⾺ を せ き 立 て よ う と 鞭 を 打 つ と 、 ⾺ ⾞ は ど ん ど  

ん 走 り 出 し た 。  

 

 明 る い 風 景 と 金 色 、 赤 、 緑 と い う 華 や か な 色 彩 、 そ し て 疾 走 す る ⾺ と い う 動 的 な 風 景 。

ど れ を と っ て も 、 孫 と ジ ャ ン ヌ の 将 来 を 明 る い も の と す る 風 景 と と ら え る 事 が で き な い だ

ろ う か 。 こ こ で 感 じ さ せ る の は 、 悲 劇 で は な く 希 望 の 未 来 な の で あ る 。 ロ ザ リ の 「 お わ か



り で し ょ う 。 人 生 と は 人 が 思 う ほ ど 、 そ ん な に 良 く も な い し 悪 く も な い ん で す よ 」  (“ La 

vie, voyes-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on croit ”)(267)と い う 言 葉 も 辛 い

思 い を し て き た ジ ャ ン ヌ に と っ て は 励 み に な る 言 葉 で あ り 、 心 持 ち で 人 生 は い か よ う に も

な る 、 と い う 未 来 を 期 待 さ せ る に は 十 分 で あ る 。 つ ま り 、 結 末 は 一 般 に 考 え ら れ て い る よ

う に 悲 劇 的 で は な い の で あ る 。  

 で は 、『 ペ リ ク リ ー ズ 』の 結 末 は ど う で あ ろ う か 。ペ リ ク リ ー ズ は 妻 と 娘 に 再 会 し て「 過

酷 な 運 命 に 襲 わ れ よ う と も /美 徳 は つ い に 破 壊 の 嵐 を 切 り 抜 け /天 に 導 か れ て 栄 冠 の 喜 び を

手 に 入 れ た 」 (“ Although assailed with fortune fierce and keen, / Virtue preserved from fell 

destruction’s blast, / Led on by heaven, and crowned with joy at last ”)(228)と な る の で あ

る 。 こ の 状 況 を 作 っ た の は 堅 く 心 を 閉 ざ し た ペ リ ク リ ー ズ の 態 度 を 和 ら げ る 事 に 成 功 し た

娘 の マ リ ー ナ な の で あ る 。 ペ リ ク リ ー ズ が 被 害 者 と い う 特 徴 を 有 し て い る の で あ れ ば 、 マ

リ ー ナ は 人 に 良 い 影 響 を 与 え る 活 動 性 を 特 徴 と す る 人 物 で あ る 。 こ の 事 は ジ ャ ニ ー ・ グ ラ

ン ト・ム ー ア (Jeanie Grant Moore)の「 マ リ ー ナ は そ の 活 動 性 に お い て 受 け 身 の ペ リ ク リ ー

ズ と 対 照 を な し て い る 。 彼 女 は 忍 耐 力 が あ り 必 要 な 時 に は 行 動 す る 力 も 持 っ て い る 」

(“ Marina, in her activity, provides a contrast to the passive Pericles.  She has patience 

but also the capacity to act when necessary ”)(40)と い う 言 葉 で 強 化 で き る 考 え 方 で あ ろ

う 。    

 こ の 論 分 の 目 的 は 『 女 の 一 生 』 と 『 ペ リ ク リ ー ズ 』 の そ れ ぞ れ の 主 人 公 に 影 響 す る 女 性

の 役 割 を 対 比 さ せ る こ と で あ り 、『 女 の 一 生 』 に お い て は 召 使 い ロ ザ リ 、『 ペ リ ク リ ー ズ 』

に お い て は マ リ ー ナ に 注 目 し て み た 。確 か に ロ ザ リ は ジ ャ ン ヌ の 夫 の 不 倫 相 手 で あ っ た が 、

主 人 公 に 再 会 し た 後 は 、 ジ ャ ン ヌ と は 違 っ た 現 実 的 手 段 に よ り 状 況 の 打 開 を 試 み て 、 先 に

述 べ た ジ ャ ン ヌ と 孫 の 新 し い 生 活 を 始 め さ せ る 力 と な っ た の で あ る 。 ジ ャ ン ヌ が 経 験 し た

男 女 の 愛 の 皮 ⾁ は ロ ザ リ に よ っ て 最 後 は 孫 の あ る 生 活 と い う 親 子 の 愛 に 変 容 し て い る と 言

え る で あ ろ う 。 息 子 か ら 裏 切 り 続 け ら れ た 親 子 の 愛 も 、 孫 と 息 子 と 一 緒 の 生 活 と い う 未 来

を 感 じ さ せ る 結 末 に よ り 、 最 後 に は 回 復 す る の で あ る 。 ロ ザ リ の 現 実 的 手 段 は 主 人 公 ジ ャ

ン ヌ に 肯 定 的 人 生 を 暗 示 さ せ る の で あ る 。  

 『 ペ リ ク リ ー ズ 』 の マ リ ー ナ も 主 人 公 ペ リ ク リ ー ズ の 態 度 を 和 ら げ る 事 に よ り 、 愛 の 回  

復 に 成 功 す る 人 物 で あ る 。 ペ リ ク リ ー ズ が 劇 の 起 こ り で 経 験 し た ア ン タ イ オ カ ス 王 の 近 親  

相 姦 の 汚 れ は 、 最 後 に は 妻 と 娘 と の 一 緒 の 生 活 が 約 束 さ れ 、 男 女 の 愛 、 そ し て 親 子 の 愛 の  

両 方 の 愛 に よ っ て 浄 化 さ れ る の で あ る 。『 女 の 一 生 』の ロ ザ リ も『 ペ リ ク リ ー ズ 』の マ リ ー  



ナ も 失 望 か ら 希 望 を 与 え る 役 割 を 担 っ て い る と い う 点 で 共 通 し て い る の で あ る 。 浄 化 の 働  

き を 両 者 が し て い る 点 で 一 致 を 見 る の で あ る 。 こ れ が 、 本 稿 の 目 的 で あ る 『 女 の 一 生 』 と  

『 ペ リ ク リ ー ズ 』 の そ れ ぞ れ の 主 人 公 に 影 響 す る 女 性 の 対 比 研 究 の 結 論 で あ る 。 失 わ れ た  

愛 の 回 復 を も た ら す と い う 点 で 共 通 で あ ろ う 。  

 互 い の 作 品 の 影 響 を 調 べ る フ ラ ン ス 派 、 互 い に 影 響 を 及 ぼ し て い な い 作 品 の 対 比 を 行 う  

ア メ リ カ 派 な ど と い う 比 較 文 学 の 区 別 が か つ て は な さ れ た 事 が あ る が 、 こ こ で 行 っ た の は  

当 然 、 互 い の 影 響 を 考 慮 に 入 れ な い ア メ リ カ 派 の 研 究 方 法 で あ る 。 し か し 、 最 近 の 比 較 文  

学 の 潮 流 を 見 て み る と 、 比 べ て さ え い れ ば 、 作 品 ど う し の み の 比 較 だ け で な く 、 ど の よ う  

な 事 象 を 扱 っ て も 比 較 文 学 の 研 究 で あ る と い う 広 い 考 え 方 に 変 わ り つ つ あ る よ う で あ る 。  

批 評 が 主 流 の 現 在 の 文 学 の 流 れ が 望 ま し い 事 な の か ど う か は わ か ら な い が 、 ど の よ う な ア  

プ ロ ー チ で あ れ 、 文 学 の 批 評 と 研 究 が 、 文 学 そ の も の の 価 値 を 高 め る も の と 信 じ て 疑 わ な  

い 筆 者 で あ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



註  

 

1. 以 下 、『 女 の 一 生 』 か ら の 引 用 は Guy de Maupassant, Une Vie, Gallimard, folioplus 

classiques シ リ ー ズ の ２ ０ １ ５ 年 の 版 に よ る 。  

2. 以 下 、『 ペ リ ク リ ー ズ 』 か ら の 引 用 は William Shakespeare, Pericles, Oxford University 

Press, The Oxford Shakespeare シ リ ー ズ の ２ ０ ０ ８ 年 の 版 に よ る 。  

3. こ こ で は 詳 し く 述 べ て い な い が 、ク リ ー オ ン (Cleon)の 妻 ダ イ オ ナ イ ザ (Dionyza)の マ リ

ー ナ に 対 し て の 嫉 妬 も 劇 中 で 重 要 な 要 素 と な っ て い る 。ダ イ オ ナ イ ザ と い う 女 性 の マ リ

ー ナ に 対 し て の 扱 い 方 に よ っ て 、運 命 が 大 き く 動 か さ れ る の で あ る 。女 性 の 劇 中 で の 役

割 の 大 き さ が こ の 点 で も 明 ら か で あ ろ う 。  

4. こ の ジ ャ ン ヌ の 金 に 対 し て の 無 節 操 さ は 育 っ た 環 境 に も 影 響 を 受 け て い る 。彼 女 の 両 親

も 金 に 対 し て 無 関 心 で あ り 、容 易 に 与 え う る と い う の を 彼 ら の 生 活 の 大 き な 幸 福 と し て

い る の で あ る 。第 １ 章 で 両 親 の ど ち ら か が 、し ょ っ ち ゅ う「 ど う し て こ う な っ た か 分 か

ら な い が 、 今 日 も １ ０ ０ フ ラ ン 使 っ て し ま っ た 。 何 も 大 き な 買 い 物 は し て い な い の に 」

(“ Je ne sais comment cela s’est fait, j’ai dépensé cent francs aujourd’hui sans rien 

acheter de gros ”)(15)と い う 発 言 が な さ れ る と い う 説 明 が あ り 、彼 ら の 持 金 を 干 上 が ら

せ て い る の で あ る 。  

5. 航 海 を 人 生 に た と え る の な ら 、嵐 に あ い な が ら も 幸 福 を 手 に 入 れ る ペ リ ク リ ー ズ は 、人

生 の 苦 難 を 切 り 抜 け て 平 穏 さ を 手 に 入 れ た 人 物 で あ る と 言 え る 。デ イ ビ ッ ド・ソ ル ウ ェ

イ (David Solway)は 一 連 の ペ リ ク リ ー ズ の 苦 難 の 経 験 を 彼 が 大 人 に な る た め に 必 要 な も

の だ と し て 、 結 末 を 成 熟 し た 「 ペ リ ク リ ー ズ の 成 人 」 (“ Pericles’ coming of age ”)(93)

と い う 言 葉 で 表 現 し て い る 。  
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