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大地 の もた らす もの

エ ウ リ
ー ビデ

ー ス 『フ ォ イ ニ ッ サ イ』 に お け る 文明化
1

浜 　本 　裕 　美

　 　 　 　 Earth 　raised 　up 　her　head

From 　the 　darkness　dread　and 　drear

　 　 　 　 　 　 　 　 William　Blake

　 エ ウ リ ー ビ デ ー ス 「フ ォ イ ニ ッ サ イ』 の 主 要 な 題 材 は ， オ イ デ ィ プ ー
ス

の 二 人 の 息子 が テ
ー バ イ の 王 権 を巡 っ て 争 い ，相 討 ち に 倒 れ る 伝承 で あ る ．

オ イ デ ィ プ ー ス は ， 自分 が 父 親 を 殺 し母 親 イ オ カ ス テ ー と結 婚 して い る こ

とを知 り，自 ら 目 を突 く． そ の 後 彼 は 二 人 の 息 子 エ テ オ ク レー ス とポ リ ュ

ネイ ケ
ー ス に 王 権 を巡 っ て 争 え と呪 い をか け た ． テ

ー バ イ の 王 と な っ た エ

テ オ ク レ
ー

ス に対 し， テ
ーバ イ を離 れ ア ル ゴ ス で 結婚 した ポ リ ュ ネ イ ケ ー

ス は ，岳父 ア ドラ ス トス の 助 け を得 て ， ア ル ゴ ス 軍 と と もに 生 まれ 故郷 の

テ ー バ イ を攻 め る ． 戦 い は テ ー バ イ 側 の 勝利 に終 わ る もの の ， 兄 弟 は 相 討

ち の 末， 倒 れ る こ とに な る ， 本劇 は ， ま さ に テ ーバ イ の ポ リ ス が ， ア ル ゴ

ス 勢 に 包 囲 され る と こ ろ か ら始 ま っ て い る ．

　本 劇 は 多 くの エ ピ ソ
ー ドを含 む た め 焦 点 を絞 りに くい 作 品 で は あ る が ，

そ の 大 きな特 徴 の
一

つ と して ，劇 の タ イ トル に もな っ て い る よ うに コ ロ ス

（合 唱 隊 歌 舞隊 ）が フ ェ ニ キ ア の 乙 女 で 構 成 され て い る こ とが 挙 げ ら れ

る
2
． テ

ー バ イ の 建 国者 カ ドモ ス も また フ ェ ニ キ ア の 出身で あ っ た ． カ ド

1　 テ ク ス トは Mastr 。narde に 従 うが，校 定 者 の 間 で 大 き く意 見が 分 か れ る 際 に は 註 を付 し

　 た ．古典作品，雑誌名 の 略 記 は慣例 に 従 う．引 用 の 指示 は 必 要 が な い 限 り作者名の み と し た ．

　 但 し　Foley は Foley　1985 を．　Mastronarde は Mastronarde 　l994 を指示 す る もの とす る ．

2 　既 に ス コ リ ア の
一

つ に 「あ ま り に 多 くの も の が 詰 め 込 ま れ て い る π α Qα π ληPtupα τ LK6v 」

　 と の 評 価 が 見 ら れ る ．本 劇 の コ ロ ス に つ い て は ．Rawson 　l　12，　Arthur 　166 ，　Craik　181f．，

　 Mastronarde 　2D8 −10，　Hartigan，　Amiech 　28 −32，　Medda 　18 −27 な どを参 照 さ れ た い ．
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モ ス は テ ー バ イ と なる べ き地 に や っ て 来て ，そ こ で ア レ
ー

ス の 蛇 （ドラ コ
ー

ン ）を殺す ． そ の 蛇 の 歯 を大 地 に 播 き， そ こ か ら生 え出 た 戦 士 た ち （ス パ

ル トイ） が ， 殺 し合 い を は じめ ， 生 き残 っ た 五 人が ポ リス の 始祖 と な っ た

の で あ る ． 本劇 の コ ロ ス の 歌 は ， こ う した テ
ー バ イ創 設 の 神 話 を主題 と し

て 含 み ，そ れ を通 じて ，カ ドモ ス に よる テ
ー バ イ創 設 の 神話 と劇 の ア ク シ ョ

ン の 題材 と な る オ イ デ ィ プ ー ス の 家族 の 物語 が 結 び つ け られ る こ と も本劇

の 特徴 の
一

つ に 数 え ら れ る
3
．

　Arthur とい う研 究 者 は ， コ ロ ス の 歌 の 分 析 を通 じ，本 劇 に お い て は，

ポ リス を創 設す る とい う文明化 の 行為 そ れ 自体 が ， テ ーバ イ を襲 う不 幸 の

原因 を為 して い る と指摘 した ．そ して テ
ーバ イ に不 幸 を もた らす 原 因 を「文

明化 の 呪 い the 　Curse 　 of 　CiVilization」 と呼ん で い る ． カ ドモ ス が ポ リス

創 設 の た め に ア レ
ー

ス の 蛇 を殺 した こ とが ， そ の 暴 力 に 対 す る 報復 を惹 起

し， そ れ が 劇 の 主 要 な ア ク シ ョ ン を支配 し て い る との 理 解 で あ る
4
． 本劇

に お け る こ う した 「呪 い 」 の 直接 の 表れ は
，

メ ノ イ ケ ウ ス の 人 身御供 に 見

られ る ． 予 言 者 テ イ レ シ ア
ー

ス は ， ポ リ ス を救 う に は ， カ ドモ ス が 流 した

血 の 報 復 を求め る ア レ
ー

ス と大地 の 怒 りを鎮 め る た め に ， ス パ ル トイ の 末

裔 の 血 を大 地 に 灌 ぐ必要 が あ る と告 げた （911 −52 ），

　Arthur の 議論 は ， テ ー バ イ を 襲 っ て い る ア ル ゴ ス 軍 に よ る 攻撃 を， カ

ドモ ス に よ る ポ リス 創 設 に 対 して 繰 り返 さ れ る 報 復 の
一

つ と して 読 み 解

き， 過 去 に つ い て の コ ロ ス の 歌 と劇 の ア ク シ ョ ン を繋 ぐもの で あ る ， 本稿

は ，こ の 分析 を高 く評価 す る 一 方 で ，Arthur の ス パ ル トイ に つ い て の 理解

3　 カ ドモ ス の 伝承 と オ イ デ ィ プ ース の 伝承が そ もそ も は 互 い に 独 立 の もの で あ る こ と に つ い

　 て cf．　Vian 　177f．（cf．　al80 　Arthur 　168　n ．19）．

4 　Arthur 　esp ．173・4 （cf．　Foley，　Goff，平 田 116　et　124）．　 Arthur の 用 い た
“
The 　Curse　of

　 Civilization
”

が 意味する と こ ろ は必ず しも一義的で は な い ．まず，「文明」で は な く「文 明化」

　 と 訳 出 した の は ，Arthur の 議 論に お い て ，カ ドモ ス に よ る ポ リ ス 建立 とい う文明化の 行為

　 に焦点が 当 て ら れ て い る か ら で あ る （cf ．
“
the　curse 　which 　originally 　attached 　to　the　city

’

s

　 fbunder　and 　therefore　to　the　city 　as　a　whole
”
184 ）．加え て ，　 Arthur の 議論 そ し て 本稿

　 の 議論 に と っ て 本 質的 な の は．ポ リス 創 設 と い う文明化 の 行 為 こ そが，そ の 後 の ポ リス に

　 災 い を招 くもの と し て 表象 さ れ て い る とい う解釈 で あ る． し た が っ て ，そ の カ ドモ ス の 行

　 為 が 大地 や ア レ
ー

ス の 怒 りを招 い た こ とか ら，間接 的 に は 「文 明化が もた らす呪 い 」 と説

　 明で きる一方，そ うし た 神 々 の 怒 りが 「文明 （化）に と っ て の 災い 」 で あ り，災 い を もた

　 らす主体 が神 的存在 で あ る こ とも重要 な側面 で あ る （cf 　OED 　 curse 　 n ．4a　et 　b）．文明化の

　 行 為が 呪 い を 惹 起 し，そ の 後 の 文明 に 災 い を招 い て い る と の 理 解 に基 づ き．曖 昧 さは残 る

　 が 「文 明化の 呪 い 」 とい う訳 を用 い た．
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また ， そ れ と表裏
一

体の 関係 を な す ポ リ ス の 創設 に お け る 大 地 の 役割 に つ

い て の 理 解 に お い て 見解 を異 に す る ．　Arthur は ，カ ドモ ス を文明化 の 英 雄

ア レ ー ス の 蛇 を地 下 的 な力 を象徴 す る 存在 と見 な し， ス パ ル トイ が ア レ
ー

ス の 蛇 に 続 い て ， カ ドモ ス に 対 す る 新 た な脅 威 と して 現 れ た と解 釈 して い

る． そ して こ の 理 解 は ， カ ドモ ス が や っ て 来 る前 を平和 な先 史時代 とみ な

し， それ 以 降は ， 文 明化 に 抗 す る 地 下 的な力 が テ ー バ イ を支配 して きた と

考 え る こ と に 通 じて い る
5
．

　 しか しなが ら， カ ドモ ス に よ る 文 明化 を起 点 と し て ，暴 力 と破滅 が テ
ー

バ イの 地 を支 配 す る よ うに な っ た との 解釈 は ， た とえば， 第ニ ス タ シ モ ン

に お い て ， カ ドモ ス と ハ ル モ ニ ア の 婚 姻が 祝 祭 的に 描 き出 され る こ と を十

分 に 説 明 しな い
6
． また ，Arthur 自身 も触 れ て い る よ うに ，伝承 に よ れ ば ，

ス パ ル トイ の うち五 人 は 生 き残 っ て ポ リ ス の 始 祖 と な っ て い る
7
． さ らに ，

大 地 は ， ア レ ー ス の 蛇 とい っ た 人 間 に 危険 を もた らす神獣 を生 み 出 す だ け

で は な く， 葡 萄 や 木蔦 ， 麦 と い っ た 植物 に 代 表 さ れ る 恵 み を 人 聞 に もた ら

す存在 で は な い だ ろ うか ． Arthur の 解釈 は ， カ ドモ ス が 文明 化 の 英 雄 で

あ る こ とを強 調 す る あ ま り， ス パ ル トイ を も克服すべ き野 生 の 力 の 現 れ と

解 し， ス パ ル トイ とそ れ を送 り出 した 大 地 の 持 つ 肯 定的 な側 面 を過 小 評 価

して い る よ うに 思 わ れ る
8
． 本稿 は ， ス パ ル トイ と大 地 が ， 両面性 を備 え

て い る こ と を指摘 し，Arthur の 議論 を よ りバ ラ ン ス の 取 れ た もの に 修正

しなが ら
， 劇 全体 の 理解 を よ り深め る こ と を 目指 した い ， そ れ に は ， 本劇

に お け る 大 地 の 役 割 に 注 目す る 必 要 が あ る ．

　 まず， （1）大 地が ， 本劇 に お い て い か に重 要 な役 割 を担 っ て い る か を確

認 した 後 ， （II）第
一

ス タ シ モ ン で 発 せ られ る 大 地 と デ ー メ ー テ ー ル へ の

呼び か け を ， 本 劇 に お け る 大 地 に つ い て 考 察す る た め の 出 発 点 と し て 取 り

5 　 ス パ ル トイ の 理解 に つ い て Arthur 　172 ，平和 な先 史時代 と そ れ以降 の 対置 に つ い て 173 　et

　 passim ．

6 　 Arthur　177 ．　Arthur は
昌
the　earlier ，　happier　era 　of 　Thebes

’
と 呼 ぶ が ，カ ドモ ス と ハ ル モ

　 ニ ア の 婚 姻 は ，カ ドモ ス が テ
ー

バ イを創 設 した後 の 出来 事 で あ り， こ の 婚姻 へ の 言 及 の 直

　 前 に ，ス パ ル ト イ も言及 さ れ て い る （818ff ．）．

7　 Arthur 　173 　 n ．28 ．

8　 Arthur が，ス パ ル トイ を 殺 した の も カ ドモ ス だ と解 して い る の は ， カ ドモ ス の 重 要性 を強

　 調 す る が 故 で あ ろ うか （172 ）．ス パ ル ト イ の 死 に カ ドモ ス が 果 た し た 役割に つ い て 伝 承 は

　
一

定 しな い が ，本劇 で は ス パ ル トイの 死 に 際 し て カ ドモ ス へ の 言 及 は な く，ス パ ル ト イ同

　 士 が 殺 しあ っ た と 見な し うる．
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上 げる ． 次 に ， （III） こ の 呼 び か け を理 解 す る た め に ， テ
ーバ イの 自然 の

描 か れ 方 とテ ー バ イ を襲 う不幸の 原 因 を検 討 した 上 で ， （IV）ス パ ル トイ

とデ ー
メ

ー テ ー ル の 関 わ りを指摘 す る ． 最 後 に ， （V ）本劇 の 女性 登 場 人

物 に 目を向 け た い ．

1 大地 の 役割

　先 に 触 れ た よ うに ， メ ノ イケ ウ ス は ， ポ リ ス を救 うた め の 人 身御供 と し

て 「大地 の た め に 死 ぬ 」 （ylig　bπ εQeexvdbv， 1090 ）． テ イ レ シ ア
ー

ス は ，ア

レー
ス と大 地 をテ

ーバ イの 味 方 に つ ける た め に ， メ ノ イ ケ ウ ス が 「大 地 か

ら生 ま れ た 蛇 δQ改κ ω v6 γηγεv 雫 」が 見張 りを して い た 洞窟で 「生 贄 と し

て 屠 ら れ て ， 血 の 灌 ぎを大 地 に 与 えね ば な ら な い σφα γεV τα φ6VしOV 　ql μα

覇 δoOv 飢 xo 敢 」 と告 げた （931 −3）
9
． カ ドモ ス が 殺 した 「ア レ

ー
ス の 蛇」

（657 −8）は
，

テ イ レ シ ア
ー ス に よれ ば 「大地 生 まれ 」 （γηγεvh ⊆ 931 ， 935 ）

で もあ り， ア レ ー
ス だ け で な く， 大地 を味 方 に 付 け る こ とが ． テ

ーバ イの

勝 利 に 不 可 欠 だ と され て い る こ とは 強 調 に 値す る ． テ イ レ シ ア ー ス の 言 葉

は ， 大 地 が テ
ーバ イの 危機の 原 因の

一
端 を担 っ て い る こ とを示 唆 し， 本劇

で 繰 り返 され る 大 地 へ の 言及 をい か に 受 け取 る か に 大 きな影響 を与 え る も

の で あ る ． 本 劇 に お け る大 地 へ の 言 及 を検討 し よ う．

　 本劇 に は 大 地 や そ れ を含 む 語 が 頻 繁 に 言 及 さ れ る が ． そ の うち 8 箇 所

は， カ ドモ ス の テ
ー バ イ創 設 が 歌 わ れ る 第一

ス タ シ モ ン に 見 い だ さ れ る

（γCt　638 ，
670 ，

673
，
681

，
6861　y α 畝 674

，
6881　yα π ετ ε1⊆　668 ）

10
， 特 に 顕著

な の は ， ス パ ル トイ の 誕 生 と 死 に 言 及 した 3 度 の 繰 り返 しで あ り， 大 地

が ス パ ル トイ を 送 り出 し， 倒 れ た ス パ ル トイ を受 け止 め ， そ の 血 を浴 び た

9　 本劇 に お い て ，テ イ レ シ ア
ー

ス の 言葉 に従 っ て 為 さ れ た メ ノ イケ ウ ス の 自己犠牲が ，ア

　 ル ゴ ス 軍 と の 戦 い の 帰 趨 に ど れ ほ ど の 影響 を及 ぼ し得 たか に つ い て は 議論 が あ る もの の ，

　 テ イ レ シ ア
ー

ス の 予言 者 と して の 正 当性 や 権威 を疑 問視 さ せ る よ うな 要素 は 見 ら れ な い

　 （Papadepoulou ）

10　yii1γCt：5，（51 肖U除），73 ，
154 ，174 ，216 ，

245 ，280 ，
295

，
505

，
51 ユ

，
518

， 571 ， 603 ，
638

， 670 ， 673 ，

　 681，686，688，715，799，867，933，939，981，1008，1019 ，1045，1056 ，1058 ，1089 ，1090 ，

　 1092
，
1186 ，1196 ，

1198 ，1203 ， （1225 肖U除），1290 ，1313，1448，1586，1589，1591，1594，1621，

　 1633
，
1655 ，（1746 削除）．Yaia ：626 ，674 ，806，818 ，900，　948，1007 ，1012，1065，1152，1417，

　 1423，（1738 削除）．YηY ε v 雫 ： 128
，
931

，
935

，
1131 ．Y α π u εiく； 668 ．そ の 他 ，意味 上 繋 が りを

　 持 ち うる語彙 につ い て は cf．　Rawson 　112　n ．11．
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の も大 地 で あ っ た こ と に 焦点 が 当 て られ て い る （£ξα vhK ε r瓜
，
670 ！71CtλtV

ξuv 榊 ε rαしφ叺 亂
，
6731 α 【μα τo ⊆ δ隆 δεu σ ε rα 歓 v

，
674）． 大 地 の 人 格化 の

度 合 い が 強 い こ と も指 摘 で きる ． 第 ニ ス タ シ モ ン に お い て ， ス パ ル トイが

再 び言 及 さ れ る 際 に も， 彼 ら を大 地 が 生 み 出 し た こ とが 強 調 され て い る

（ぎτεκε9・
d）rα i

’
，
Eτ εKeg 　7zo τ ε

，
818 −20 ）．

　 こ の よ う に ， 大 地 が ス パ ル トイ を生 み 出 した こ とが 第
一

ス タ シ モ ン と

第ニ ス タ シ モ ン に お い て 言 及 され る こ とは ， 続 く第三 エ ペ イ ソ デ ィ オ ン に

お け る ア レ ー ス と大 地 を宥 め る 必 要 を説 い た テ イ レ シ ア
ー ス の 言葉 （931 −

5） を準備 し， 聴 衆が そ れ を理 解 し受 け取 る の を容易 に した と考 え ら れ る．

こ れ 以 降 に 発 せ られ る 大 地 へ の 言 及 に は ， テ ー バ イの ポ リ ス に 対 し否定 的

な影響 を及 ぼ し うる 不 吉 な存在 とい う仄 め か し を伴 うと言 え よ う．大 地 へ

の 言及 は ， テ ー バ イの ポ リ ス の 創 設 に 関 わ る 流 血 が 未 だ清算 され て い な い

こ と を喚 起 しう る の で あ る ．

　 ア レ ー ス の 蛇 が 大 地 生 ま れ と さ れ る こ と は 先 に 触 れ た が （g31 ，
　g35），

ス フ ィ ン ク ス も ま た 第 三 ス タ シ モ ン で 「大 地 の 裔 …
地 の 下 に 住 む エ

キ ド ナ の 子 ， カ ドモ ス の 裔 の 子 ら を 攫 う」 （γrkg　A6x εv μα 　v εgτ Epov 　T
’

Ex ‘δv α ⊆，　K α δμε〔ω v 碗 π αY改，1019
−21）と呼 び か け ら れ て い る ． こ う した

大地 へ の 関連付 けは ，古代 ギ リ シ ア に お い て
一 般 に ， 獣 や怪 物が 地 下 的 な

力 に 強 い 親縁性 を持 っ て い る こ とに も合致す る もの で ある ． だが ， 本劇 に

お い て は ， 「大 地 の 裔 」 と呼 ば れ る こ とに よ り， ス フ ィ ン ク ス は 1司 じ く大

地 か ら生 まれ た ア レ ー ス の 蛇 や ス パ ル トイ に 関連 づ け ら れ て い る ．

　冒頭 に 触 れ た よ うに ，本 劇 で は ，カ ドモ ス に よ る テ
ー バ イ創 設 の 伝 承 と

，

オ イデ ィ プ ー ス の 家 の 物語 が 結 びあ わ され て い る ． 二 つ の 神話か ら様 々 な

エ ピ ソ
ー

ドが 言 及 され る が ， そ れ ら の エ ピ ソ
ー

ドに は ， テ
ー バ イ に 外 か ら

や っ て 来 る こ とや （カ ドモ ス
， オ イ デ ィ プ ー ス ， ス フ ィ ン ク ス ， ア ル ゴ ス

軍），地 下 的 な力 に 通 じる 獣 に 関連づ け られ る こ と （ア レ ー ス の 蛇，ス フ ィ

ン ク ス ， オ イ デ ィ プ ー ス の 息子 た ち） とい っ た 共通 点 が 見 い だ さ れ ，二 つ

の 神話 は ，相 互 に 他 の エ ピ ソ
ー ドを 喚起 しあ う こ と で 分 ち難、く絡 み 合 わ さ

れ て い る の で あ る
11
． こ う した 表 象 の 反 復 に お い て ， ス フ ィ ン ク ス の エ ビ

11 到 来 の モ チ ー
フ と そ の 重 要 性 に つ い て c£ Mastronarde 　8　et 　al ．（cf．　arrival 　in　Subject

　 Index ），獣 の モ チ
ー

フ に つ い て c £ Pedlecki　362ff．カ ドモ ス は 「獣 殺 し bλεσ iθηQogj と

　 も呼ば れ て い る し （665 ），ス フ ィ ン ク ス は 「生 肉を食 ら うた め の 爪 X α λα iσ 1 τ

−
d ）po σ iTotgl

　 を備 え て い る （1025 ） また，オ イデ ィ プ ー
ス の 息 子 た ち は 「二 頭 の tw　bCδv 　PtOt　efiQεg」（1297 ）

　 と呼ば れ る ．
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ソ
ー

ドは ， ポ リス 創 設時 の ア レ ー ス の 蛇 を喚起 す る だ け で な く， こ れ か ら

示 す よ うに ，現 在 の ア ル ゴ ス 軍 の 攻 撃 の モ デ ル に もな る こ とで
， 過去 と現

在 の 二 つ の 出来事 を繋 ぐ重要 な位 置 を占め る
12
． ス フ ィ ン ク ス が なぜ テ

ー

バ イ を襲 っ た の か は 明 らか に され な い こ と も また ， そ の 結 節点 と して の 働

きを強め て い る と言 え よ う
13
．

　 こ こ で ，テ
ー バ イ の ポ リス を包 囲す る ア ル ゴ ス 軍 の 攻撃に 目を 向けた い ．

両 軍 の 戦 い の 様 子 を伝 え る使者 は ， メ ノ イ ケ ウ ス の 自己犠 牲 に言 及 した 後

（1090 −2）， テ ク ス トが 真正 で あれ ば ， ア ドラ ス トス の 楯 に ，百 匹 の 蛇 （エ

キ ドナ， ドラ コ ー
ン ） が カ ドモ ス の 裔 の 子 ら を運 び去 ろ う と して い る と こ

ろ が描 か れ て い た と述 べ る （Eκ （XτC）V 　SxtδVCXt ⊆＿ δg（iκ OV τεg　9（pεQov　TErcVct

K α δμεiω v γv 改θo 【⊆，
1135 −38 ）

14
， こ の ア ドラ ス トス の 楯 の 図 柄 は ， 先 に

も引 用 した ス フ ィ ン ク ス が テ ー バ イ を 襲 う様 子 を歌 っ た 歌 を思 い 起 こ さ

せ る もの で あ る （Y氤 λ6X εU μα V εQτ印 OU で Ex 〔δV α ⊆．
　K α δμε 〔ω v 　aQ π α Y 改，

1019 ・21 ）． また
， 蛇 を 意味 す る 普 通 名詞 と して 用 い られ て い る と は い え，

ドラ コ
ー

ン の 語 は ， カ ドモ ス が 殺 した 蛇 を喚 起 せ ず に は い な い だ ろ う
15
．

ア ル ゴ ス 軍 の 攻 撃 の 描 か れ 方 は ， ア レ ー ス の 蛇 や ス フ ィ ン ク ス の 襲 撃 を

喚 起 し， こ の 戦 い が テ
ー バ イの 過 去 に そ の 根 を持 つ こ とを示 唆す る の で

あ る ． そ の 他 ， 使 者 は ， カ バ ネ ウ ス の 楯 に 「大 地 生 まれ の 巨 人 Y‘γα ⊆ ＿

γηγεvhg ］ （1131 ）が 描 か れ て い た こ と を 告 げ て い る し， 既 に パ ロ ドス に

先 立 つ 場面 に お い て ， ヒ ッ ポ メ ド
ー

ン は 「大 地 か ら生 まれ た 巨人族 み た い

12　Arthur　175 ，
　n ，45，

13 ス フ ィ ン ク ス が テ ーバ イを襲 っ た理 由が 曖昧な こ と に つ い て cf．　Mastronarde 　ad 　810・11　et

　 1032
，
Nancy 　467 ，他 方 ，　 Swift は オ イデ ィ プ

ー
ス の 誕 生 に 対す る罰 と見 なすが ，そ の よ う

　 に も解 せ る と い う以 上 の 根拠 は見 い だ し難 い ．

141136 行 は削除 （Mastronarde ），1104−40 行 の 真正性 は疑 わ れ て お り，　 Diggle は もち ろ ん ，

　 Mastronarde の テ ク ス トを概 ね 踏 襲する Medda も削 除記 号 を付 す （cf．　 Mastronarde 　ad

　 l。c．　Medda 　240・1）．しか し，全体 を削除す る十分な根拠は な い とい うMastronarde 　1978

　 の 見解 と そ の 見解 に至 る まで の 姿 勢は 尊重 に 値 す る．こ の 見解 を受 け入 れ る 論者 は，例え

　 ば Said
，
　Goff．本稿の 議論 もま た ，使者 に よ る 楯 の 描写 が ，ア ン テ ィ ゴ ネ

ー
と守 役が ア ル

　 ゴ ス 軍 の 様子 を告 げる テ イ コ ス コ ピ ア の 単 な る 反復で な い こ と を示す議論に 資 す る と 考え

　 る．付 け加 えれ ば テ ユ
ー

デ ウ ス の 楯に テ ィ タ
ー

ン 族 の プ ロ メ
ー

テ ウ ス が ポ リ ス を滅 ぼ そ

　 う と松明 を運 ん で い る 様が 描 か れ て い る こ と は 注 目 に 値す る （1121f ．）．プ ロ メ
ー

テ ウ ス

　 は，通常 人間 を救 うため に 火 を もた らした 文明化の 英雄 と し て 表象さ れ る か ら で ある ． こ

　 の 表 象は，本劇 にお い て 人間が ポ リス を作 っ て 生 きる こ と自体 が 問題化 さ れ て い る とい う

　 Arthur の 指摘 を確認する もの だ と言え よ う．

15　Cf．　Goff　150 ．
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γ‘Yα v τW ηγεv 色 酵 π QOσ6ドo しo ⊆」 （128 ）と言 わ れ て い た
16
． 加 えて ，テ

ー

バ イ 軍 と ア ル ゴ ス 軍 の 兵 士 た ち の 死 は 「乾 い た 大 地 を血 の 流 れ で 濡 ら し

た ξηQCtvδ
’
Ebεvov 　y α iα v α 1μα τ o ⊆ Φo α i⊆」 （1152 ）と語 られ ， ス パ ル ト

イ の 死 を語 る の と ほ ぼ 同 じ言 葉 遣 い で 表 現 さ れ る （齪 μα τo ⊆ δ竃 δεu σ ε

r α iα v
，
674 ）

17
． さ ら に， 互 い を殺 そ うと勇む オ イデ ィ プ ー ス の 息子 た ち

は， ア レ ー ス の 蛇 や ス フ ィ ン ク ス もそ う呼 ば れ た 獣 に 譬 え ら れ （δCbvμOt

e「Qεg ，
1297 ）， 最 後 に は 倒 れ て 「大 地 を 噛 ん だ γα 戯 v δ

｝
6δdtξEA6v τε gl

（1423 ）　
IB
，

　 本劇 に お い て テ
ー バ イ の ポ リス を襲 う危 機 は ， ポ リ ス 創 設 時 に 遡 る ア

レ
ー

ス の 蛇 と ス パ ル トイの 流 血 を再 現 し， 反 復 す る もの と して 表象 され て

い く
19
． そ して ， そ う した 反 復 は ， 大 地 へ の 言 及 や 大 地 との 関連 を示 す言

及 を含 み ， 新 た な 流 血 を受 け取 る 大地 の 存 在 を感 じさ せ る もの とな っ て い

る ． こ う した 表 象 は ， コ ロ ス や 戦 闘 の 様 子 を報 告 す る使 者 とい っ た ， そ の

時 々 の 台 詞 を 口 に す る 登 場 人 物 の 意 図 と地 平 を超 え て ，劇 全 体 の 言 説 の 地

平 に お い て よ り深 い 意義 を持つ の で あ る ，

　今現 在 ， テ
ーバ イの ポ リス を 脅か す ア ル ゴ ス 軍 の 脅 威 もま た t

ス フ ィ ン

ク ス 同様 に ，外 か ら来 た もの で あ る と同 時 に ， 血 を求 め て 猛 威 をふ る う大

地 の 力 の 表 れ で もあ り， テ
ーバ イ を外 か ら襲 う不 幸は ， テ

ーバ イの 内側 か

らの 危機 と して も描 き出 され る
2D
， こ こ まで ， 大地 が テ ーバ イ の 歴 史に 支

配 的な 力 を揮 っ て い る こ と を確認 して きた ．大 地 を考察対象 とす る こ とで
，

本劇 の 理 解 を よ り深 め る こ と が 期待 で きる だ ろ う． 以 下 で は ， 大 地 へ の 呼

びか け を含む
一

節か ら考察 を始め た い ．

16 こ の 物 見 の 場面が ，描写 さ れ る ア ル ゴ ス 軍 だ け で な く，描写す る ア ン テ ィ ゴ ネー
の 人物像

　 をも提示 して い る こ と に つ い て cf．　Barlow　57−60，　Goff　144 ，平 田 123 ，　Lamari 　15 −7．

17 平田 126 ．

18 ア レ
ー

ス の 蛇や ス フ ィ ン クス が獣 に 譬 え られ る こ と に つ い て cf ．　 n ．7．また．「大 地 を噛 む」

　 と い う表 現 自体 は，ホ メ
ー

ロ ス に 見 ら れ る 定型表 現 で あ る （ll．22 ．17 ，　cf．2．418 ，1L749 ）．

　 し か し，二 人 の 戦 う様 于 の 報告 に は 彼 ら が 大 地 に 倒 れ た こ と が 繰 り返 し語 ら れ て お り

　 （1415，1420 ，1422 ，1424），そ の 定型 表現 は，大地 と の 物理 的 な接触 を強調 す る 意味 合 い を

　 も帯び て い る （cf ．　Rawson 　120），
19Arthur ，　Goff　150 ，平 田 125 −7．

20Arthur 　l　73，平田 124ff．　Cf．　Lamari 　l　1 （ア イス キ ュ ロ ス 劇 に お い て も，外側 の 危機が 内側

　 の 危機 と して も看取 され て い る〉．
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ll 大地 へ の 呼 び か け

　イ オ カ ス テ
ー

に よる 息子 た ち の 仲裁 が 失敗 に 終 わ っ た 後 第
一

ス タ シ モ

ン にお い て コ ロ ス は ， カ ドモ ス の テ
ー バ イ創 設 を歌 い ， 続 け て ， 神 々 に ポ

リス を危機 か ら救 う よ う祈 願 す る ， コ ロ ス とカ ドモ ス に 共 通 の 祖 先 で あ る

イー オ ー とエ パ ボ ス に 続 き， ペ ル セ ポ ネー とデ ー メ ー
テ

ー
ル が 呼 び か け ら

れ る が
， そ の 呼 び か け に お い て

，
デ ー メ ー

テ
ー

ル が 大地 女神 と言 い か え ら

れ る （682・88）：

σ oi 　vLv 　EKyovot　K τ‘σ ctv ！K α しδし（hvvyo し θεα し1　rlεQσ 帥 α σ σ α κ α しφ叺 α1
△ α μ改τη9 θεix

，1π 次v τω v （Nvα σ on
，

π rkvτtuv δき rα τ QO （P6g／K τhσ α v τ o ・

π 印 π ・ π UQ φ6Q ・ u ⊆1θ・欲⊆，
ムμuv ε τ   ・ γα ia・

21
．

（sc ．こ の テ ー バ イ を あ な た エ パ ボ ス の ）裔 の 子 らが 建 て ま した ， そ し て

対 で 呼 ば れ る 二 柱 の 女 神 ， す な わ ち ，

ペ ル セ ポ ネー と
， 親 し き女神 デ ー

メ
ー

テ
ー

ル ， すべ て の もの の 支配 者 に して ， す べ て の もの の 養 い 手で あ

る大 地 女神 が 、 お 受け取 りに な っ た の で す． 松 明持 つ 女神 た ち を お 送 り

くだ さい ， こ の 地 をお 守 り くだ さい ．

　 上 述 した よ うに ， 本 劇 に お い て 大 地 は非常 に 重 要 な役割 を担 っ て い る ．

確 か に ， こ の
一

節 を理 解 す る の に ， 紀 元 前 5 世 紀 の テ ー バ イ の ポ リ ス に

お い て ， デ ー
メ

ー テ ー ル が ， 農業 の 神 とい うだ けで な くポ リ ス の 政治 的 な

守護 神 と して も崇拝 され て い た こ と， そ して そ の 崇拝 の 際 大地女 神 と同

一
視 され て い た こ と は考 慮 に 入 れ る必 要が あ る

22
． 大 地 と デ

ー
メ

ー
テ

ー
ル

が 同一 視 され る こ とは ， 両 者が と もに 自然 の 豊穣性 に 密接 に 結 び つ くこ と

か ら， そ れ ほ ど唐 突 な こ とで は ない
23
． しか しな が ら，Mastronarde が

正 し く指摘 す る よ うに ， 本劇 に お い て 大 地 が カ ドモ ス の 物 語で 果 た す 役 割

を考 える と， デ ー メ ー テ ー
ル と大 地 の こ の 同

一視 をい か に理 解 すべ きか は

問題 で あ る ．Mastronarde は そ の 問題 へ の 解答 と して ， コ ロ ス が ， 大 地

21 本稿 は採用 しな い が ，新 たな読 みが Willink に よ っ て 提 案 さ れ て い る こ とを記 して お く

22　Vian　135・9，　Arthur 　174 ，　Cole ，210，　Magtronarde 　345．
23 　E ．g、　E．　Ba ．275f ．
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を デ
ー

メ
ー

テ ー ル の 名で 呼び直 し， デ ー メ ー テ
ー

ル が テ ー バ イの 守護神 で

ある こ と を語 る こ とで ， 大地 の テ
ー バ イ に 対す る 好意 を取 り戻 そ うと して

い る の で は な い か とい う可 能性 を示 唆 して い る
24
． こ の 見解 は ， 本劇 に お

ける 大 地 の 役 割 を可 能 な 限 り受 け止 め よ う とす る 点が 優 れ て い る ．本稿 は ，

劇全体 を 見渡 しな が ら，こ の 見解 を敷衍 し，深 め て い くこ と を 目指 し た い ．

本稿 の 考察 を通 じて ， コ ロ ス の 発 した祈願 が ， コ ロ ス 自身 の 登場 人物 と し

て の 意 図 を超 え た劇 全 体 の 言説 の 地 平 に お い て ， 劇 の 主 題 に 深 く関 わ る イ

メ
ー ジ の 繋 が りに 寄与 して い る こ とが 明 らか に な る だ ろ う．

　 まず，デ ー
メ

ー
テ

ー ル とい う女 神 に つ い て 簡 単 に 触 れ て お く
25
．デ

ー
メ

ー

テ ー
ル は 穀物 の 女 神 と して 古代 ギ リ シ ア の 各 地 で 広 く崇拝 さ れ ， 女性 だ け

が 参 加 を許 され た 祭 り と して 有名 な テ ス モ フ ォ リア 祭が 代 表 的 な祭儀 で

あ っ た ． 古代 ギ リ シ ア に お い て ，大 地 の 豊 穣 性 と人 間社 会 の 健 全 な再 生 産

は 密接 に 結 び つ い た もの と考 え ら れ て お り，デ ー
メ

ー
テ

ー
ル が 司 る 農 耕 は ，

人 間 の 文 明 ， 文 化 の 代 名 詞 で もあ る ． こ の 女 神 は ， 穀 物 とい う物 理 的 な恵

み に よ っ て 人 々 の 生 命 を維 持す る だ け で な く， 婚 姻 を通 じて 社 会の 再 生 産

と文 明的 生 活 を 司 る 神格 と して ポ リス の 秩 序 と安 寧 に も深 い 関わ りを持 っ

て い た
26
．確 か に ，大 地 とデ ー メ ー テ ー ル は ， い ずれ も 自然 の 豊 穣 性 に 密

接 に 結 び つ く存在 だ が ，大地 が 自然 の 産 出力 そ の もの を体 現 す る の に 対 し，

デ
ー

メ
ー

テ
ー

ル の 恵み は 農業 と 文明 に 深 く根 ざす こ とか ら ，
こ の 両者 を完

全 に 同
一 視 す る こ と は 困 難 で あ る

27
， む しろ ， デ

ー
メ

ー
テ

ー
ル が 大 地 の

一

側 面 を担 っ て い る と 説 明 す る こ と で ， 両 者 の 重 な りは理 解 され う る もの だ

ろ う．

24Mastronarde 　 ad 　687 ．
“
Perhaps 　the　chorus 　is　wishfu 】ly　reappropriating 　Ge ’

s　favour

　 for　Thebes 　by　renaming 　her　and 　hy 　describing 　a 　propitious　 selection 　 of 　Thebes 　 as 　 a

　 favoured　site ．

25 　Burkert　159f．，　Cole，　Zeithn　1982 ．

26　Detienne 　116f．　et 　188 　n ．80
，

27 大 地 と デ
ー

メ
ー

テ
ー

ル の 同
一

視 は ，例 え ば E ．Ba ．275f ．に 見 ら れ る （c£ Arthur　175 ，　n ．35）．

　 デ ー
メ
ー

テ
ール は ，大地 の 豊穣性 に 強 く結び つ く

一’方で ，オ リ ュ ン ボ ス の 神 々 の
一・

員 で あ る

　 こ の 両面性 が重 要 に な る ．た と え ば ，カ ドモ ス の 蛇退 治 に 類 比 さ れ る デ ル フ ォ
・
イ で の ア ポ ッ

　 ロ ー
ン の 蛇 退 治は，大 地 の 持 っ て い た生命力 を新参 の 神 が 手中 に 収 め ，新た な 支 配 者 と な

　 る神話 的 な 歴 史 の
・
部に 位 置 づ け ら れ る （cf．　Arthur 　 167

，
本 稿 n ．37 ）．デ ーメ ーテ ール と い

　 う神 格 に は ，二 つ の 力 の 調和 へ の 指 向 を読 み 取 りう る だ ろ う，大 地 に 根 ざす古 の 神 々 と新

　 参の 神 々 と の 軋 轢 を 取 り上 げ た 作 品 と し て ，ア イ ス キ ュ ロ ス 「エ ウ メ ニ デ ス 』が 挙 げ ら れ る ，
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デ
ー

メ
ー

テ
ー

ル の もう一
つ の 重 要 な側 面 は，娘神 ペ ル セ ポ ネー と と もに ，

エ レ ウ シ ス の 秘儀 の 女神 と して 崇拝 され て い た こ とで あ る
28
． 秘 儀 で あ る

た め
， そ の 詳細 は 伝 え られ て い ない が

， 加 入者 に は こ の 世 で の 幸せ と
， 永

遠の 生 を期待 させ る 死 後 の 救済 が 約束 され た と言 わ れ て い る ． また ， 松 明

が 儀礼 の 過程 で 重 要 な役 割 を担 っ た こ とが ，他 の 文学作 品 や 図像 に よ っ て

確 認 で き，
エ レ ウ シ ス に お け る役職名 の

一
つ Daidouchos に もそ れ が 伺 え

る
29
．こ こ で の コ ロ ス の 呼 び か け に お い て ，デ

ー
メ

ー
テ

ー
ル が ペ ル セ ポ ネ

ー

と共 に 呼 び か け られ て い る こ と に も注 意 を払 うべ きだ ろ う． 二 人の 女神 が

松 明 を持 つ こ とへ の 言 及 （π UQ φ6Qou ⊆ 0 ε砿 ， 687 −8）は ， 秘儀 の 女神 と し

て の 側 面 を喚起 し うる し， そ の イ メ
ー ジ の 連 関 は 救 い の 祈願 と い う文脈 に

も相 応 しい と言 っ て よい
3°
． 農耕 と文 明， そ して 救 済 に 及 ぶ デ ー メ ー テ ー

ル とい う神 格 が 喚起す る 意味 の 広 が りと深 さ は ， 直前 で 歌 わ れ る ポ リス の

創 設 とい う本劇 の 重要 な主題 に 密接 に結 び つ くもの で あ る．

こ の 第
一

ス タ シ モ ン （638 −89）に は 語 彙の 繰 り返 しが 多 く見 ら れ る が ，

デ ー メ ー テ ー ル へ の 呼 び か けの 意 義 を考 え る 上 で 鍵 とな る の は， テ ー バ イ

の 自然 の 描 か れ 方 で ある
31
．

28Foley 　1994
，
65 ・71

，
　Richardson 　12・30 ．そ の 他 の 参考 文献 の 情 報 も合 わ せ て 参照 さ れ た い ．

29E ．g ．　Ar ．　Ran ．340ff ．，　E ．　Ion　1074ff ．
，
　Mus ．　Naz ．11036 （＝

‘Demeter 　392 ’in　Lexicon

　 Iconographicptmル卿加 置og 扣 2　Ctassicae（Artemis　Verlag　1988）】V ）．Cf．　Arthur　175，　Foley　1994，

　 ad 　48，　Richardson　26ff．，　ad 　47　et　ad 　48．
30 女神 た ち の 持 つ 松 明 は 秘 儀加 入者 の た め の もの で あ る ．本劇 の 言 及 に お い て 破 壊 の た め の

　 火 に な っ て い る と解す研 究者 もい る が （Luschnig 　214），
一

面 的 に 過 ぎる と思 わ れ る ．二

　 　人 の 女 神 の 持 つ 松 明 へ の 言 及 は ，ひ ょ っ と して パ ロ ドス で 歌 わ れ た ，デ ル フ ォ イ の 聖 山 パ

　 　ル ナ ッ ソ ス の 二 つ の 峰が ．バ ッ カ イ の 松明 に 輝 く様を想起 させ うる か もし れ な い （226 −8）．

　 デ ル フ ォ イが ，コ ロ ス の 旅 の 目的地 と して 理 想 的 に 表象 され る こ と に つ い て は 次 章 で 触 れ

　 　る ．

　 　 Zeitltn　1993 は ，エ レ ウ シ ス の 秘儀 の 女神 と し て の 側 面は ，テ
ーバ イの 文脈で は 馴染み

　 深 い もの で は な く，コ ロ ス の こ の 願 い が テ
ーバ イ で は 役 に 立 た な い と 指摘 す る （163）．彼

　 女 の こ の 論文は ，悲劇作 品に お い て ，テ ーバ イ が ，ア テ ーナ イ の 否定的投影 と し て 表象 さ

　 　れ る との 彼 女 自身 の 議 論 を発展 させ ，デ ィ オ ニ ュ
ーソ ス の 表 象 と こ の 神格 に 結 び つ け られ

　 　る 神格が そ れぞ れ の ポ リス で 異 な る こ とを論 じ た もの で あ る ，彼女の 分析に 従 えば ．デ ィ

　 　オ ニ ュ
ーソ ス は，テ ーバ イ で は ア レ ース と ア フ ロ デ ィ テ ーに，ア テ ーナ イで は デ ーメ ーテ ー

　 　ル と ア テ
ー

ナ
ー

に そ れ ぞ れ関係 づ け られ ，前者 で は 破 壊 的 な力 を揮 い ，後 者 で は 二 つ の 神

　 　格の 間 に位置 を占め る こ とで ポ リ ス に 恩恵 を もた ら し うる 存在に な る．ま た ，テ ーバ イ で

　 　は デ
ー

メ
ー

テ
ー

ル と ア テ
ー

ナ
ー

は破滅 を食 い 止 め る 有 効 な役割 を果 た しえな い と分析 され

　 　る ．彼 女の 分 析は 多 くの 刺激的 な示 唆を含 む もの の ，本稿 の 議論 と は 次 元 を異に して お り，

　 　十分に検討．論 じ る こ とは 本稿 の 範囲を超 え る ．こ こ で は ，コ ロ ス が テ ーバ イ に お い て もデ ー

　 　メ
ー

テ
ー

ル に 救 い を祈願 しえた こ と，そ して 劇 上演 当時 の 聴 衆が そ の 祈 願 の 論 理 を共 有 し

　 　え た で あろ うこ とを指摘す る に留め た い ．

31 こ の ス タ シ モ ン に 見 られ る 語彙の 繰 り返 しに つ い て は，cf ．　Mastronarde 　331．
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皿 　 テ ー バ イ の 自然 と三 つ の 誕 生

　 カ ドモ ス は牝 牛 が 倒 れ た と こ ろ に ポ リ ス を建 て る よ うに との 神 託 を受

け て い た ． そ の 地 は 「麦 畑 」 （π εδ〔α ＿ π VQO φ6Q α 　643 −4）を営 む べ き場所

で あ り， こ の 地 の 描 写 に は 「緑 深 い 」（Xλo η（p6Qov⊆　647 ，　）Cλo εQdt　660 ．　cf ．

XAo ηtp6QoLσ Lv　gQvεσ tv　653 ）， 「深 播 き の 野 」 （βα θu σ π6Qou ⊆γめα ⊆ 648 ，

669 ） と い う表現 が 繰 り返 さ れ る
32
， 「麦」 は 代 表的 な穀 物 で あ り

，
人 間

の 生 活 に デ ー メ ー テ ー ル の 加 護が 必 要 で あ る こ と を仄 め か す もの で あ る ．

テ ー バ イ の 自然 が 緑 に 覆 わ れ て い る こ と は
， 大 地 の 豊穣 性 の 現 れ で あ り，

デ ィ オ ニ ュ
ー ソ ス の 誕 生 は そ れ を証 して い る ． デ ィ オ ニ ュ

ー
ソ ス が 「生 ま

れ た ば か りの 赤 子 の 時 に は ， 木蔦 の 木 が ， 濃 い 緑 の 若枝 を 自 ら編 ん で 影

を つ く り， 体 を覆 っ て ， 寿 い だ K 【σ σ6⊆ δv π εg忙σ τεΦh⊆／ξλ【κτd⊆ εθθ的 翫 し

βQEtPog／Xλo ηΦ6goLσ Lv　gQvεσ Lv／Ic（xτcto1KCot σ tv　6λβteα g　ev（bT　Lσ εv 」　（651 −

4）． デ ィ オ ニ ュ
ー

ソ ス は カ ドモ ス の 娘 セ メ レー
を母 親 とす るの で ， そ の 誕

生 は ， カ ドモ ス の 蛇 殺 し よ り時 間 的 に は 後 の 出 来事 で あ る ． に もか か わ ら

ず t
こ こ で は そ の 誕 生 は ， カ ドモ ス の 蛇 殺 しに 先 立 っ て 言及 され ， テ ー バ

イ の 土 地 に 約 束 さ れ た 豊 か さ と神 の 臨在 す る祝 祭性 が
， 黄金 時代 の よ うに

非時 間 的 に 描 き出 され て い る
33
， 木蔦 が 自ず か ら枝 を伸 ば し生 まれ た ば か

りの 神 を祝福 した こ と は ， 木蔦 の 神 デ ィ オ ニ ュ
ー ソ ス の 力の 現 れ に 他 な ら

ない ． しか し，彼が 生 ま れ た の は 「深 播 きの 野」で あ る ． こ の ス トロ フ ェ
ー

に お い て ， 既 に 指摘 さ れ て い る よ うに テ
ーバ イ の 自然 の 豊穣 性が 寿が れ て

い る の は 明 らか だ が ， そ の 豊 穣 性 の う ち に ，神 の 力 に よ る 驚異 的 な植物 の

32 校定者 に よ っ て テ ク ス トに か な りの 異同 が 見 ら れ る が ，本 稿 の 趣 旨 に は 抵触 しな い （cf．

　 Mastronarde 　ad 　loc．，　Medda 　ad 　loc．　etc ．）．付記 す れ ば ，βα ev σ TT6Qovg と い う形容詞 は エ

　 ウ リービ デ ース 作品に しか 確認 さ れ て い な い ．C £ 亢 7．1 （Mastronarde 　ad 　loc．）．
33Cf ．　Arthur 　169 ・76

，
　Mastronarde 　331 ．　Nancy 　471 は カ ドモ ス が 蛇 を 殺 す以 前 の 牧 歌 的 な

　 テ
ーバ イ と，そ れ 以 後 の テ

ーバ イ と い う時 間的な区 別 で 理解 し よ う とす る が ，デ ィ オ ニ ュ
ー

　 ソ ス の 誕 生 は ，ポ リ ス の 建 設 以 後 の こ と で あ る．デ ィ オ ニ ュ
ー

ソ ス の 誕 生 の 表象 に 際 し，

　 セ メ レ
ー

の 死 に 言 及 が な い こ と は ，意図 的 な選択 で あ ろ う，もち ろ ん ，直接的 な言及が な

　 くて も不吉 な暗示 は 拭 い き れ な い だ ろ う し，Bρ6μtog （649） とい う枕詞 が こ の 神 の 獣 的 な

　 側 面 を 強調す る こ と は つ と に指摘 さ れ て い る （Arthur 　171 ，　Craik 　203 　etc ．）．しか しな が ら，

　 基 調 は あ くまで 祝 祭的 な もの で あ る．豊 か な土 壌 に お け る 神 と の 婚 姻 に は （BQ6Fttov　9vθα

　 τEKετ o 噬 τηQ 加 6⊆ Y卯 OL σ し
，
649 ），神 々 の 聖婚 の イ メ

ージ を喚 起 させ る 可 能性 も指摘 で き

　 る と 思 わ れ る．た とえば ，デ ーメ ーテ ール は イ ア ーシ オ ン と 「三 度 鋤 き耕 さ れ た 土 地 v εゆ

　 ivL τpLπ 6λ〔f）］ で 交 わ っ た と され る （Ody ．　5，125 ，　Hes ，71teog．　971）．　 Cf．　also 　Swift　73f．
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生 長 と ， 「麦 」 や 「深 播 きの 野 」 とい う表現 に 示 唆 され る 農耕 の 営 み と の

対置 が 見 い だ さ れ る の で あ る
34
。

　興 味 深 い こ とは ， テ
ー バ イ とな る べ き地 は 人 が 耕す 前 か ら 「深 播 き

βexev σ 7［6Qoug］ （648）で あ っ た こ と， あ る い は こ の 形 容詞 に よ っ て ， 将

来 こ の 地 で 営 まれ る 耕作 が 先取 りされ る こ と で あ る ， この 表 現 は ， 播 か れ

た種 が 大 地 の 懐 に しっ か り受 入 れ られ ， そ こ か ら豊 か な実 りを もた らす こ

とを期 待 させ る もの で あ り， テ
ーバ イの 地が人 の 耕作 に適 して い る こ と を

示 し て い る
35
． そ して

，
カ ドモ ス が 蛇 の 歯 を大 地 に 投 げ る と きに 同 じ言 葉

が 繰 り返 さ れ る （669）． 「深 播 き βcxev σ TT6Qovg ］ とい う形 容 詞 は， 「ス パ

ル トイ （種播か れ た 者 た ち）」と同 じ く 「播 く」とい う部分 を含み ，直接 「ス

パ ル トイ 」 とい う単語 が 用 い られ ない こ の ス タ シ モ ン に お い て ， 蛇 の 歯 を

大 地 に投 げ る 行 為が 種 播 きと呼 ば れ うる こ と を改め て 確認 して い る ． カ ド

モ ス が 歯 を播 く行 為 は ，農 耕 を先 取 り した所 作 の
一

つ だ と も言 え る だ ろ う．

こ うし た含意 は， 二 つ の 対 比 に 繋 が る もの で あ る ．

　
一

つ 目は ， ア ポ ッ ロ ー ン の 神域 で あ る デ ル フ ォ イ と
，

テ ー バ イ の ポ リ ス

と の 対 比 で あ る
36
， 本 劇 の コ ロ ス は ， デ ル フ ォ イ に 向か う途 上 に あ り， パ

ロ ドス に お い て 自分 た ち の 目的 地 を理 想 郷 と して 歌 う （226・38 ）
37
． デ ル

フ ォ イ は， デ ィ オ ニ ュ
ー

ソ ス の 聖 地 で もあ る
38
． コ ロ ス は ， デ ル フ ォ イ

の 「た っ た
一

日 の うちに 房 を／ た わ わ に 実 らせ 熟 させ て し まうとい う葡 萄

の 木 OtV α 　e
’
　a　｝Cα θα ｝．teqtOV ！στ 血ζa ⊆． τ6V 　7rO λibiCap7ToV 　oiVV6tve （xg 　iε1σ ct

β6τQvv」に 呼び か け る （229
−31）． こ う した超 自然 的 な植物 の 生 長 ぶ りは ，

上 述 し た 木蔦 の 木 と同様 に デ ィ オ ニ ュ
ー

ソ ス の 力 の 現 れ で あ る ． しか し

神 々 の 住 ま うデ ル フ ォ イ の 描 写 に は ， 農 耕 を示 唆 す る 言 葉 は な く， そ こ に

神 々 の 時空 間 と人 間 の 時 空 間 の 対 比 が 読 み 取 れ る の で あ る ．

　 古代 ギ リ シ ア に お い て ， 農耕 は ， 単 に植 物 を育て ， 食べ 物 を手 に入 れ る

34 デ ィ オ ニ ュ
ー

ソ ス と デ
ー

メ
ー

テ
ー

ル が 併置 され る 例 とし て e ．g ，　cf ．　E ．　Ba ，275・6 （Dodds 　ad

　 loc．を合 わせ て 参照 せ よ）．付言す れ ば， こ の 二 つ の 神格の 祭儀が ，女性の 儀礼 の 二 つ の 類

　 型 を為す と の Zeitlin　1982 の 指摘 は 大 い に 示 唆 に 富 む ．

35Cf ．　Mastronarde 　338 ．

36Arthur 　166・9，
37 デ ル フ ォ イ の 理 想 的表象 は 自明 な もの で は な い 　 デ ル フ ォ イ に お い て t ア ポ ッ ロ ー ン と 大

　 地 の 蛇 と の 関 係 が 問 題 を 孕 む もの と し て 描 か れ る 例 と し て ef．　E ．　IT 　1235 −82 ．

38　Cf，　Arthur 　167．
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以 上 の 意 義を担 っ て い る． た と えば ， ヘ ー
シ オ ドス は 「神 々 が 人 間の 命 の

糧 を隠 して お られ る か ら じゃ ， さもな くば お前 も， た だ の
一

日働 け ば 後

は働 か ず と も
一

年を暮 らす だ けの 貯 えが 得 られ る で あ ろ うに ． … … 牛や 頑

健 な騾 馬 の 耕す 田 畑 も荒れ 果 て て し ま うで あ ろ う」 と語 り， ソ フ ォ ク レ
ー

ス 『ア ン テ ィ ゴ ネ ー』 に は 「神 々 の 中 に もこ と さ ら 尊 き不 朽 の 女神 ， 疲 れ

を知 らぬ 大 地 に ， 来 る 年 も， 来 る 年 も， 鍬 を打 ち ， 馬 の 子 ら を老 い つ つ ，

女神 の 胸 を悩 ま し ま つ る 」 と の
一 節 が あ る

39
． 農耕 は ， 人 間 が ， 大 地 を 傷

つ け， 神 々 が 隠 し た 命 の 糧 を労 苦 と と もに 手 に 入 れ る 極 め て 人 間 的 な営 み

で あ っ た ． 第一
ス タ シ モ ン で 歌 わ れ る テ

ーバ イ の 大 地の 表象 は ， 人 間 に 恵

み を約 束 す る と 同 時 に ， そ の 恵 み が 神 々 と対 比 され る 人 間 の 限 定 され た生

の あ り方 に 根 ざす こ と まで を も含 ん で い る と言 え よ う．

　 次 に ， 第一
ス タ シ モ ン で 歌 わ れ る ス パ ル トイ の 誕 生 は ， 直前 で 歌 わ れ た

デ ィ オ ニ ュ
ー

ソ ス の 誕 生 ， そ し て イ オ カ ス テ ー が プ ロ ロ ゴ ス で 語 る オ イ

デ ィ プ ー
ス の 誕 生 に対 比 され る ． ス パ ル トイ の 誕 生 は ， 図 式 的 に い うと ，

デ ィ オ ニ ュ
ー

ソ ス とい う神 の 誕 生 と， 神 意 に 背 くオ イデ ィ プ ー ス の 誕 生 と

い う二 つ の 誕 生 の 間 に 位 置づ け られ うる ．

　ポ リ ス 創設 に ま つ わ る ス パ ル トイ の 誕 生 と そ れ に 続 く流 血 は ， 祝 福 され

た デ ィ オ ニ ュ
ー

ソ ス の 誕 生 と鋭 い 対 比 を為 し， 人 間 が ポ リス を作 っ て 生 き

る こ とそ れ 自体が 問題 を孕 む こ と を示 して い る ． しか し なが ら， ス パ ル ト

イ の 誕 生 は ， ア ポ ッ ロ ー ン の 神託 に 基づ き， ア テ
ー

ナ
ー

の 命 に 従 うもの で

あ り， こ の 点 に お い て ， オ イ デ ィ プ ー
ス の 誕 生 と相 違 を 見 せ る ． オ イ デ ィ

プ ー
ス の 誕 生 と ス パ ル トイの 誕 生 に は ， そ の い ず れ に もア ポ ッ ロ ー

ン の 神

託 が 関与 す る が （18 ， 640 −2）， カ ドモ ス が ア テ
ー

ナ
ー

の 命に 従 い 蛇の 歯 を

大 地 に 投 げ た の に 対 し， ラ ー イオ ス は 神 意 に 反 し て 子 種 を播 い た （666 −9
，

18 ）
4°
． ス パ ル トイの 肯定 的 な側面 に つ い て は ， 次章 で 取 り上 げ る ．

　イ オ カ ス テ
ー は ， プ ロ ロ ゴ ス に お い て 「種 を播 く σ π εりω 」 と い う動 詞

を繰 り返 し使 っ て ， オ イ デ ィ プ ー ス の 誕 生 を語 る ． 大 地 に 播 い た 歯 か ら人

が 生 れ 出 る とい うス パ ル トイ の 伝承 は ，古代 ギ リ シ ア に お い て よ く知 られ

3g 　 Hes ．　PVD　42 −6 （cf．117 ・8，172 ・3），　 S．Ant．338−41．そ れ ぞ れ 松平 千秋訳，柳沼重剛訳を引用

　 し た，

40Cf ．　Mastronarde　330．
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た 生 殖 と農耕 を結 び つ け る慣 用 表現 に 繋 が っ て い る
41
， オ イ デ ィ プ

ー
ス は

「ダ イ モ
ー

ン た ちの 定 め に 逆 ら っ て ． 子 畑 に 種 を 蒔 こ うと し て は な らぬ 凾

σ π εiQε τ‘κv ω v 欲λOK α δα 【排6vω v β雌」 （18）とい うア ポ ッ ロ ー ン の 託宣 に

反 して 生 まれ て きた ． ラ
ー

イ オ ス は ， あ る晩酒 に 酔 い 「子 種 を蒔 き， そ し

て 子 種 を播 い て し ま っ て か ら 9σ π εtQ εV 　hyiv　n α 1δα
・

κ α しσ π εゆα ⊆ βQ帥 0 ⊆」

（22 ）， そ の 過 ち に 気づ き， オ イ デ ィ プ ー
ス を捨 て る

42
．

　 テ イ レ シ ア
ー

ス は 「ラ ー イ オ ス が 神 々 に 背 い て 母 親 に と っ て の 夫 ， 哀

れ な オ イ デ ィ プ ー ス を産 ませ て 以 来 ， こ の 地 は病 ん で い る vo σ εiγムg 肖δε

Y「顧 入α し KQ 詮ov ，　Sξ　ob 　
’

τ εKvtoen 　Adnog 　Pdy　eεfov！π 6σ 【v で きφu σ ε 凹 τQL

μEA εov 　OL δCnovv 」（867 −8）と告 げた ． こ れ まで 特 に 論 じ られ て い な い が ，

テ イ レ シ ア
ー

ス の 言 葉は ，オ イデ ィ プー
ス の 誕 生 と そ の 忌 まわ しい 結婚 が ，

本劇 に お い て もテ ーバ イの 不幸 の き っ か け とな っ た こ と を示 唆す る もの で

あ る ．本劇 で は ，病 ん だ 大地 が ，人 間 に命 の 糧 で は な く，ス フ ィ ン ク ス と い っ

た破滅 を もた ら し， 今 また ア ル ゴ ス 軍の 攻撃 とい う姿を と っ て ， ポ リ ス 創

設 の 際 に 流 され た 血 の 報復 を求 め る ． さ らに ． オ イ デ ィ プー ス の 二 人 の 息

子 も， 大 地 の 影 響 を伺 わ せ る 表現 で 表象 され て い た （cf 本稿 7）． 本稿 の

冒頭 で 紹介 した よ うに ， Arthur の 分析 は ， 現 在 の テ
ー バ イ攻 め を， カ ド

モ ス の ポ リ ス 創 設 に 対 して 繰 り返 され る報復 の
一

つ と して 読 み解 き， 過 去

に つ い て の コ ロ ス の 歌 と劇 の ア ク シ ョ ン を繋 ぐもの で あ る ． しか し
，

テ ー

バ イ に 危機 を もた らす大地 の 破壊 的 な振 る 舞い を説明 す る に は ． ラ
ー イ オ

ス が 神意 に 背 い て 子種 を播 い た こ とを も， そ の 原 因 と して 考慮 に 入 れ る必

要 が あ る だ ろ う． テ イ レ シ ア
ー

ス の 演説 が ， オ イ デ ィ プ
ー

ス とそ の 息子 た

ち を糾弾 す る 部分 と， そ れ に 続 い て ， ク レ オ ー ン に ポ リス の 救 済策 を授 け

る よ うせ が まれ て メ ノ イ ケ ウ ス の 犠牲の 必 要 を告 げ た 後 に ， そ の 理 由 を明

か す 部 分 の 二 つ に 分 か れ て い る の は （865
−95

，
930 −59 ）， ポ リ ス の 救 済 策

とそ の 理 由の 提 示 を先延 ば しに す る とい っ た劇作 上 の 効果 に 加 え て ， テ ー

バ イ を襲 う不幸 の 要 因が 複層 的で あ る こ と に も由来す る と言 える ．

　 オ イデ ィ プ
ー

ス の 誕 生 は ，種 播 きの 表現 や 神 託 との 関 わ りを通 じて ス パ

41Vernant 　171ff．，　duBois　39 −85 ，　Swift　73．

42C £ Mastronarde 　ad 　loc．　Craik は ，テ
ー

バ イで は，こ の 言葉 遣 い が ス パ ル トイ を喚起 す る

　 こ と に触れ ．18，22，1600 の 繰 り返 しに 注意 を促 して い る （ad 　18）．
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ル トイ の 誕 生 に 関 連 づ け られ て い る ． 神意 に悖 る オ イデ ィ プ ー
ス の 誕生 を

きっ か け に して ， ス パ ル トイ 同士 の 殺 しあい に 象徴 され る よ うに ， 大 地 に

種 を播 き命 を得 る 人 の 営 み が そ もそ も問題 を孕 ん で い た こ とが 露 に さ れ た

と言 え る だ ろ う，本 来 産 まれ る べ きで は なか っ た オ イデ ィ プー ス の 誕 生 は ，

神 意 の 成 就 とい う後 ろ 盾が あ っ て か ろ う じて 保 た れ て い た 人 間 と 大地 の 関

係 の バ ラ ン ス を崩 し，
ポ リス 建 立 が そ もそ も孕 ん で い た 問 題 を顕 在化 し た

の で あ る ．

　 コ ロ ス は ， デ ー メ ー テ ー ル に ポ リ ス の 救 済 を呼 び か け た ． テ
ー バ イ の 大

地 が ポ リ ス に 破滅 を もた ら し， 新 た な流 血 を求 め る 本 劇 に お い て は ， ポ リ

ス の 救済 は 大地 が 命 の 糧 を もた らす存在 ， つ ま りデ ー
メ

ー
テ

ー
ル に 変容 を

遂 げ て くれ る か 否か に か か っ て い る と言 える の で は な い だ ろ うか ，

IV　 ス パ ル トイ と大地 の 両 義性

　 第
一

ス タ シ モ ン に お い て ， ス パ ル トイ の 誕 生 は 、 続 い て 起 こ る 流 血 に

分 ち難 く結 び つ け ら れ て い る ， しか し， ス パ ル トイ の 誕 生 は神 意 に 基 づ

い た もの で あ り ， 神 の 助 け を得 て 生 ま れ た ス パ ル トイ を始 祖 と す る と い

う伝 承 自体 は ポ リ ス の 輝 か しい 誉 れ で もあ る ． 同 じ く大 地 生 ま れ を 自認

した ア テ ー ナ イ の 伝 承 に 並 ぶ もの と言 え よ う
43
． た と え ば， テ ー バ イ 出

身 の 競 技 優 勝 者 を称 え る 祝 勝 歌 ，
ピ ン ダ ロ ス 『イ ス ト ミ ア 』 第七 歌 に

は ， 「か つ て こ の 地 で 起 きた どの 麗 しい 出 来 事 に ， 至 福 な る テ バ （テ ーバ

イ の ポ リ ス を 人格 化 した ニ ン フ ） よ ， あ な た は 一 番心 を楽 し ま せ た か ？」

（1−2） との 問 い か け に 続 き， 「疲 れ 知 らず の 槍 使 い ス パ ル トイ Σ π α Qτ ωv

CtKα pα VTO λO γxdv 」 （g）が ， デ ィ オ ニ ュ
ー

ソ ス の 誕 生 ， ヘ ー
ラ

ー ク レ ー

ス の 誕 生 ， 予 言者 テ イ レ シ ア ー ス の 存 在 な どに 並 ん で ， テ ーバ イ の 過 去 の

誉 れ の
一

つ に 数 え ら れ る
44
． 祝勝 歌 とい う神 話 の 暗 い 側 面が 抑 制 され る の

が 常 で あ る ジ ャ ン ル に 限 らず， 悲 劇作 品 に お い て もス パ ル トイ の 暴力 的

43 ア テ
ー

ナ イ 人 の 「土 着民 性 （ア ウ トク ト ノ ス ）」 に つ い て は ，特 に ポ リ ス の イ デ オ ロ ギ ー
の

　 観点か ら Loraux ，　N ．1984 ，77te　Children　OfAthena（trans ．　by 　C ．　LeVine ），　 Princeton が詳

　 しい ．

44 内 田 次 信 訳 を 引 用 し た （ピ ン ダ ロ ス 『祝勝 歌 集／ 断片 選 』西洋 古典叢書 2001 ），ピ ン ダ ロ

　 ス 作 品 に 見 られ る そ の 他 の 例 と し て P ．9．83，1，L30 ，か．29 ．2．
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な 側 面 に主 な焦 点が 当て ら れ る と は 限 らな い （cf．　A ．η 3．412 −14，
　S．　Ant．

126
，
E ．　Her，797）

45
．

　本 劇 で は ， そ う した 肯 定 ， 否 定 の 両 側 面 が ジ レ ン マ と して 取 り上 げ ら

れ て い る
46
． コ ロ ス は 第 ニ ス タ シ モ ン に お い て ， ス パ ル トイ を 「テ ー バ

イ に と っ て 最 も麗 し い 恥 （E）tlβα L9　KCsbML σ τov 　6vε Lδog 」 （821 ） と呼 ぶ が ，

こ う し た 意 図 的 な 自家撞 着 は ， ス パ ル トイ の 両 義 性 を強 く印 象 づ け る も

の で あ る ． こ の 言 及 に 続 け て ， コ ロ ス は ， カ ドモ ス と ハ ル モ ニ ア の 婚 姻

に 代 表 さ れ る テ ー バ イ の 過 去 の 幸 せ を 列 挙 す る （PVQLCtδα g　b
’
御 α θ〔bv

SτEQOL9ξτ6−1QOt9μεwp εLβopSv α
，
830f ．）． ハ ル モ ニ ア の 婚 姻 に 際 して は ，

天上 の 神 々 が 集 っ た と歌 わ れ ， テ
ー バ イの ポ リ ス の 創 設 をオ リ ュ ン ボ ス

の 神 々 が 嘉 した こ とが 思 い 出 され て い る の で あ る （AQ μov 戯 ら δ‘ π o τ
’

εi⊆

bp εv α i・vg ！fiλve ・v ・i）Qα vi δ・・t
，
　822f ．）

47
．

　 こ う し た ス パ ル ト イ の 両 義 性 は ， 「テ
ー バ イ に と っ て 最 も麗 しい 恥 」

（821）と呼ばれ た ス パ ル トイ を生 み 出 した ， 大地 の 両義性 と表 裏
一

体 の 関

係 に あ る （9τεκ ε⊆　，
｛br α r

，
翫 ε雇 ⊆ π o τε

，
818 −20）． テ イ レ シ ア ー ス は

，
メ

ノ イ ケ ウ ス とい うス パ ル トイ の 末裔が 命 を捧 げ る こ とで 「心 や さ しい 大地

を， お 前 た ち は 持 つ こ とだ ろ う， か つ て は ス パ ル トイ と い う， 黄金 の 兜

を かぶ っ た 穂 を送 り出 して くだ さ っ た の だ か ら 舞 εで εb ドεv 「1r「v
， 6 π o θ

｝

h鹵＞ xQu σ o π hληκ α σ τdxuv1 Σπ αqτωv 改噸 κ εv 」 （938
−40 ） と告 げた ． こ

の よ うに ， ス パ ル トイ の 誕 生 が 大 地 の 好 意 の 表 れ で もあ っ た こ とが 確 認 さ

れ て い る こ とは 強調 され て しか るべ きだろ う， こ の テ イ レ シ ア
ー

ス の 言葉

遣 い は ， 神 に対 し， 過 去 に 示 して くだ さ っ た 好意 を喚起 す る こ とで
， 更 な

る 好意 を願 う祈願 の 表現 を思 い 起 こ させ る
48
． ポ リ ス の 創設 と人 の 営み に

は ，大 地 の 恵み が 不 可 欠 な の で あ る ．

　さ ら に ，こ の 箇所 で ス パ ル トイが 「黄金の 兜 をか ぶ っ た穂 XQU σ o π hληK α

45 獣性や 兄 弟 の 殺 し あ い と い う側 面 か ら非 難 の 的 と して 言及 され る 例 と して E．Ba ．537・44、

46 ス パ ル トイ の 両 義性 に つ い て cf ．　Mastronarde 　388．両 義性 は ，カ ドモ ス ，オ イ デ ィ プー

　 ス ，ポ リ ュ ネイ ケ ー
ス の 到着，ス フ ィ ン ク ス な ど に も見 い だ され ，本劇 の

一
つ の 特徴 で あ

　 る （Mastronarde 　8，　Said　515−6）．

47 大 地 の 豊穣性 とオ リ ュ ン ボ ス の 神 々 か ら祝福 と い う 1つ の 力 の 統合 を指摘 で きる （cf ．　n ．27

　 above ），

48　E ，g．　n，5．116
−7　et 　al ．

，
　Sappho ノ軌 1 （LP ）．
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σ Tdt ）cvv」 と呼 ば れ て い る こ と に 注 日 した い ． 他 の 悲 劇作 品 に も 「大 地

生 ま れ の ， 播 か れ た 者 か ら な る 穂 6 γηγεv乍 σ π α Qτ伽 σ τ叙 ud （E

Her．4 −5）， あ る い は 「大 地 生 まれ の 穂 を播 い た カ ドモ ス K 葡 μov ＿ τ6v

σ π ε‘gα v τα γηγεvh σ 畝 xuv 」 （E ．　Ba ．264 ） と い っ た 表 現 が 見 い だ さ れ ，

ス パ ル トイが し ば し ば 「穂 」 と表現 され ， 麦 の イ メ
ー ジ に 結 び つ け ら れ る

こ とが わ か る
49
， 確 か に 「黄金 の 兜 を か ぶ っ た 」 と の 形容 詞 は ， ス パ ル ト

イ の 「す っ か り武 装 の 整 っ た 見 物 π 氏vo π λov 　6Ψしv 」 （671 ） と呼 ば れ た 驚

くべ き外 観 や ， ア レ ー ス に通 じる好戦的 な性質 を示 しうる （c£ A ．銑 ．107

XQV σ 07 ｛TIληξ　b α iμOV ）
5°
． しか し同時 に ， 黄金 の 色 彩 は 収 穫 を待 つ ば か り

に 熟 した 麦 の 実 りを 彷 彿 と さ せ は しな い だ ろ うか ． 『イ ー リ ア ス 』 の 比 喩

に は ， 実 と籾 殻 を選 り分 け る 「金 髪 の デ ー メ ー テ ー ル ξα v θh △η凾 τηQ」

が 印象的 に 描 き出 さ れ て い る （5．500）．葉 や 花 は そ の 植物 の 髪 に 譬 え ら れ ，

植物 は そ の 土 地 の 髪 と も呼 ば れ うる （c £ 　h．Dem ．454 ）． 風 に な び く女 神 の

金髪 は ．刈 り取 ら れ た 麦の 穂 を表 象 し， 女 神 は そ の 力 の 現 れ で あ る穀 物 の

実 りに 分 ち難 く結 び つ け られ て い る の で あ る
51
，

　 麦 の 実 りが ， 単 に 大 地 の 恵み で あ るだ け で な く， 農 耕神 デ ー メ ー テ
ー

ル

の 恵 み だ と い う こ と は 広 く認 め ら れ て い る ． テ イ レ シ ア ー ス の お 告 げ は ，

大地 の 好 意 の 表れ を， デ ー メ ー テ
ー

ル の 恵 み と して 表現 して い る と言 え る

だ ろ う， デ ー メ ー テ ー ル は ，大 地 の
一

側 面 と して 理 解 され うる存 在 で あ る．

大地 が テ
ーバ イの 味 方 とな る こ とは ， 大地 が デ

ー
メ

ー
テ

ー
ル と して テ

ー バ

イ に 恵 み を もた ら す こ とに 等 し い ． こ う した 理 解 は ， コ ロ ス が ポ リス の 救

済 を願 い つ つ ， 大 地 を デ ー メ ー テ ー ル と名付 け なお す こ と に 看取 され た 論

理 に 通 じる もの で あ る 、 メ ノ イ ケ ウ ス の 犠牲 は ， 大地 の テ
ーバ イ へ の 好 意

を願 う点 に お い て 、 コ ロ ス の 大 地へ の 祈願 に 呼応 す る と言 え る ．

　 こ の 呼 応 は， 劇 構 成 の 面 か ら も確 認 さ れ る ． コ ロ ス の デ ー
メ

ー テ ー ル

49 安 西 181 ，n ，3，　Craik　ad 　loc．

50Cf ．　Mastronarde 　 ad 　loc．　E．　Her．に お い て ス パ ル トイ は 「青銅 の 盾持 つ Xa 入Kexu π Cδcvv 」 と

　 呼ば れ て い る （794 ・7）．

51　〔bg δ
’
diVEpog 　dixvα g φOQi εL　iEQ［Xg　K ατ

’
ixλcvCtg ／α vb ？a）v λtκ pcbVTcov，6τ ε τ ε ξαvOh

　 △nμfiτrlQ1 　K ρtvn　ETiεtγ・ μεvω v 改v 印 ω v 　K α9 π bv τε κ“ i驫xv α ⊆ノα tδ 仮 ・λ・uK α iv・v ・α L

　 △XuQ μ［α i： （n ．5．499 −502）．植 物 を髪 に 譬 え る こ と に つ い て cf 　Barrett
，
　W 　S．1964 ，　Eurip　ides

　 H ψ♪oら伽
， Oxford ，

201 ．
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へ の 呼 び か け に 続 くの は ， エ テ オ ク レ
ー

ス と ク レ オ ー ン が ポ リ ス を救 う

た め の 戦 略 を話 し合 う第ニ エ ペ イ ソ デ ィ オ ン で あ る ． ポ リ ス を救 う手 だ

て が 示 され る こ と へ の 期 待 が生 じた と考 え られ る ． しか しこ こ で は ， エ

テ オ ク レ
ー

ス で は な く， ク レ オ ー
ン の 口 か ら， 七 つ の 門 を攻 め る 敵 将 に

七 人 の テ ー バ イ の 将 を対 峙 させ る と い う伝 承 に 乗 っ 取 っ た 戦 略 が 提 示 さ

れ ， 採 用 さ れ る
52
． コ ロ ス の 発 した ポ リ ス の 救 済 へ の 願 い ， そ して 何 が ポ

リス を救 い うる の か とい う問い か け は
， 十分 に 応 え ら れ る こ と ない まま第

三 エ ペ イ ソ デ ィ オ ン に 持 ち越 され ， メ ノ イ ケ ウ ス の 自己 犠牲 とい うポ リス

の 救 済策の 明示 に 繋 げ られ る と言 え る だ ろ う．

　さ て ， メ ノ イ ケ ウ ス の 自己犠牲 の 他 に は
，

コ ロ ス の 発 した救 済 へ の 願 い

は ， 劇 の ア ク シ ョ ン の 地平 に 何か 関 わ りを持つ の だ ろ うか ． こ れ か ら母 娘

の イ メ
ー ジ を手掛 りに ，

一
つ の 可 能性 を示 し た い ．

V 　 母 親 と娘

　 本稿 を締 め く くる にあ た っ て ， デ
ー

メ ー テ ー ル が 娘 ペ ル セ ポ ネー と と も

に呼 び か け られ て い る とい うこ とに 再度注 目 しよ う． 二 人 の 女神 が ， エ レ

ウ シ ス の 秘 儀 に お い て 崇拝 され て い た こ と は 既 に 述 べ た ． こ の
一

節 は ， 救

済 へ の 期待 を感 じ させ る と と もに ， デ ー メ ー テ ー ル が 母 親 で あ る こ と を強

調 す る もの で も あ る， 第
一

ス タ シ モ ン で は ， 母 親 eicS［
・tnQ を含 む 語 も繰 り

返 さ れ る ．デ ィ オ ニ ュ
ー ソ ス を 「母 親が 産 ん だ τ EIくετo μ次τηQ」（649f ．）こ と，

「母 を持 た な い 女 神 δCag　dFtdnoQog」 （666）ア テ
ー

ナ
ー

が カ ドモ ス に 歯 を

播 くよ う命 じ た こ と，そ して 「初 め の 母 イ
ー

オ ー 7iQOPtcstτoQog 　
’
loOg」（676

，

c £ 828f．）へ の 言及 もあ る ． デ ー メ ー テ ー
ル とい う名 も 「母 親 メ

ー
テ

ー
ル 」

と い う部分 を含 む と説 明 され る ．付言 す れ ば
， 直後 に登場す る エ テ オ ク レ ー

ス の 台詞 に も 「私 の 母親 イ オ カ ス テ
ー

μητQ6dO 顧 σ τη⊆ε凾 ⊆」 （691 ） と

い う言葉 が 見 い だ され る ．

52 ア イ ス キ ュ ロ ス 劇 の エ テ オ ク レ ース が ，ポ リ ス 防衛 の 責任者で ある こ と を劇 冒頭 か ら明言

　 し （2−3）．七 つ の 門 に 配す る将 軍 を
一

人
一

人指名 する こ とか ら の 意図的 な逸脱 ，それ に 伴

　 う新た な エ テ オ ク レ ース 像 の 提示 が看取 で きる （cf ．　n ．54）．二 つ の 劇 の 比 較 に つ い て は，

　 GDff，　Sai
’
d，　Lamari ，　Morin を参照．
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　 さて ， 本劇 に お い て 母 親 と 娘 が 対 を 為 す 例 は ， デ
ー

メ
ー

テ
ー

ル とペ ル

セ ポ ネ ー に 限 られ な い ．
一

見 さ さ い な 例 か ら取 り上 げ よ う． ス フ ィ ン ク

ス の 襲 撃 を歌 っ た 第 三 ス タ シ モ ン に ， 「母親 た ち の 嘆 き
，

乙 女 た ち の 嘆 き

t［iλεμOL 　bS　U α τEQω v　ld　A εpoL　bS π α QeEVtuv 」 （1033 −4） と い う表現 が 見 ら

れ る ． もちろ ん ， こ の 例 で は， 両 者が 親子 で あ る とは 言 え な い ， む しろ ，

ス フ ィ ン ク ス の 襲撃 と い う直接 的 な文脈 か らは ， こ こ で 言及 さ れ る 未婚 の

女性 は ， 死者 の 姉妹 で は な く婚 約者 だ ろ う と説 明 さ れ る
53
． しか し こ の 言

及 は ， 既 に 指摘 が あ る よ うに ， 続 くイ オ カ ス テ
ー と ア ン テ ィ ゴ ネー

の 嘆 き

を先取 りす る 役割 を も担 っ て い る
54
． イオ カ ス テ

ー
は ， 息子 た ちの

一
騎 打

ち を止 め る た め に ， ア ン テ ィ ゴ ネ
ー と と もに 戦 場 に 向 か っ て 退 場 した が ，

息 子 二 人 が 息 を引 き取 る の を見 て 自害 す る ． 遺 され た ア ン テ ィ ゴ ネ
ー

が 三

人 の 死 を嘆 く役 目 を負 うの で あ る ，

　 イ オ カ ス テ ー と ア ン テ ィ ゴ ネ ー と い う母 娘 の 対 は ， 互 い に 手 を取 り合 っ

た 姿 で 退場 す る 劇 の ア ク シ ョ ン に よ っ て 印象づ け ら れ て い る （1264 −83）
55
．

厂娘 ア ン テ ィ ゴ ネ ー は 母 と足 を 揃 え て κ6Qη τε pητQC）g　Av τ tγ6vη　KoLv Φ

π o δd （1323 ）立 ち去 っ た と い う コ ロ ス の 言 葉 に は ， κ 6Qη と μητQ6⊆ を並

べ る 修 辞 的工 夫 を指摘 で き る
56
． また ， 二 人 の

一
騎 打 ちの 様子 を報 告す る

使 者 は ，母 親 イ オ カ ス テ
ー

に 厂楯 を並べ る h π α gα σ π ‘ζou σ

’
6μoO 」ア ン テ ィ

ゴ ネ ー とい う興 味深 い 表現 を用 い る （1435 ）
57
． 「楯 を並 べ て 」 （1435 ）と

い う語 彙 は ， 戦列 を組 み 、 隣 の 戦友 を 自分 の 楯 で 守 りなが ら戦 う重 装歩兵

戦 を念頭 に 置 い た もの で ， こ の 箇所 で は 女性 の 行為 を形容 して い る こ とが

際 立 つ ．
一

方 で は ， ポ リス を救 うた め に 自害 した メ ノ イケ ウ ス の 言 葉 を喚

起 し （π αQ
’
drσ π tδ

’
， 1001）， 他 方で は

，
二 人 の 兄 弟 が 「戦 列 か ら飛 び 出 し

53Mastronarde 　ad 　1034 ・5，　Swift　76　et 　n ．55．　Cf．　Goff　151 ，　n ．37．
54Craik 　ad 　10c．，　Nancy 　467J ．amari 　21 −3 は ，こ の 劇 が ア イ ス キ ュ ロ ス 「テ

ーバ イ攻め の 七 将』

　 に 比 べ ，女性 の 行動 力 に 焦 点 を当 て て い る こ とを指摘 し，そ の 具 体例 と し て こ の 母 娘 をペ

　 ア で 扱 っ て い る ．

55 イ オ カ ス テ ーと ア ン テ ィ ゴ ネ ーの 結 び つ きは ，ア ン テ ィ ゴ ネーの 名を イ オ カ ス テ ーが 付け

　 た こ と に も見 い だ され る （58，平田松吾 氏 の 口 頭 で の 指摘 に よ る ）．さら に，ア ン テ ィ ゴ ネ
ー

　 の 第
一

の 登 場 は ，イ オ カ ス テ
ー

の 許 し を 得 た もの ，第 二 の 登 場 は ，イ オ カ ス テ ーに 呼 び 出

　 され た もの ，第 三 の 登 場 は 物理 的 に は イ オ カ ス テ
ーと 二 人 の 兄 弟の 遺 体 を 伴 い ，行 為 と し

　 て は イ オ カ ス テ
ー

の 遺志 を引 き継 ぐ意義 を 持 つ も の だ と 言 え る （eL 平田 ユ29ff．）．

56Mastronarde 　ad 　loc．

57 平 田 141 ．
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て £ K τd ξεω v （LQou σ ε 」 （1237 ）一
騎 打 ち を した 末 に ， 相 討 ち して 果 て た

こ と と鋭 く対 立 させ られ て い る （cf．τo λ凾 μα τα α iσ X 【σ τα
，
1219 −20 ）， 本

劇 で は ， エ テ オ ク レ
ー ス や ク レ オ

ー ン とい っ た 成 人男性 で は な く ， ポ リ ス

の た め に 命 を捧 げ る 若者 メ ノ イ ケ ウ ス や ， 兄 弟 の
一

騎 打 ち を止 め よ うと す

る イオ カ ス テ ー とア ン テ ィ ゴ ネ ーが 積極 的 な価 値 を担 っ て い る こ とが つ と

に指摘 さ れ て い る
58
． デ ー

メ
ー

テ
ー

ル と ペ ル セ ポ ネ
ー とい う二 人 の 女神 に

託 され た 救 い へ の 希 求は
， 劇 の 言説 の 地 平 に お い て ， もちろ ん 部分 的 に で

は あ る が ， 兄 弟 の 命 を救 うた め に 力 を尽 くす こ の 二 人 の 母 と娘 に も託 さ れ

て い る と見 な し うる の で は な い だ ろ うか ．

　 イ オ カ ス テ
ー は ， オ イ デ ィ プ ー ス ， そ して 彼 との 間 の 四 人 の 子 ど もの

母 親 で あ る の は もち ろ ん ， 実 の 母 を亡 くし て い る メ ノ イ ケ ウ ス に と っ て

も擬 似 的 な 母 親 と し て 描 か れ る （55 −8
，
986 ・9

，
cf ．1317 −9）

59
， イ オ カ ス

テ
ー が 二 人 の 息 子 の 争 い の 時 点 で 生 きて い る こ と 自体 ， こ の 劇 の

一
つ の

大 きな 特徴 で あ る
6°
． 加 え て ，

二 人 の 兄 弟 に 休戦 を結 ば せ ， 仲裁 の 場 を

設 け る と い う顕 著 な 政 治 的 な役 割 を果 た し て い る ． 他 方 ア ン テ ィ ゴ ネ ー

は， 三 度 登 場 す る が ， 初 め と二 度 目は 乙 女 で あ る こ とが 繰 り返 し強調 され

（π α Qθεv 〔bvexg
，
89

，
π α Qθεv εOp α σ 【

，
1265

，
π α Q θεv （bvqg ，1275 ，　cf ．

π α Qθεv εbou
，
1637 ）， 最 後に 独 唱歌 を歌 い つ つ 三 人 の 遺体 と と もに 登場す

る場 面 で は ， そ こ か らの 変容 が 印象的 に 提 示 され て い る （1485ff．）
61
． 平

58Foley ，平田 ，　Goff　136．　Swift　69 は ア ン テ ィ ゴ ネーの 振 る 舞 い が ，紀元前 5 世紀 ア テ ーナ イ

　 の 女性 に対す る社会規範 に反す る もの で あ る と 指摘 し，男性 支 配 へ の 挑 戦 と受 け取 られ る

　 た め 聴 衆 に は 曖昧 な評価 を促 した と解 す．だ が ，本劇 に お い て 男性 に よ る支配 が 機能不 全

　 に 陥 っ て い る こ と を 考 え る と，ア ン テ ィ ゴ ネ
ー

の 振 る 舞 い は ，そ うした社 会規 範そ の もの

　 へ の 疑 問 を呼 び起 こ す効 果 を も持 ち得た の で は な い か ．

59Cf ．　S．　Ant．メ ノ イケ ウ ス 自身，エ ウ リ
ービ デ

ー
ス の 創 作 し た人物で は な い か と の 指摘 が 為

　 され て お り，イ オ カ ス テ ー
が 彼 の 擬似的 な母親 と され る こ と は ，彼 女の 母 親性 を強調す る

　 設定 とな っ て い る （Craik　36，　Mastronarde 　25・6，　Amiech 　33−4，　Medda 　116 　n ．2　et 　126 ＞．

60Cf ．　A ．　Th．，　S．　OT ，　Ant．，　OC ．本 劇 の イオ カ ス テ
ー

に つ い て Craik　36，　Zeitlin　1993，175，

　 Mastronarde 　25・6，　Amiech 　33−4，　Medda 　8　n ．4
，
116　n ．2　et 　126 ，イ オ カ ス テ ーか 後妻 エ ウ

　 　リ ュ ガ ネ イ ア か は定 か で な い が，母親 が 二 人 の 息 子 を伸 裁す る 場面 を含 む先行 作 品 と し て

　 Stesichoros廊 222b ，219ss ．（DaVies）が 挙げ られ る （c £ Mastronarde 　25，　Medda 　l26 ）．イ

　 オ カ ス テ
ー

が特に 本劇前 半 に お い て 重要な役 割を担 っ て い る こ とに つ い て は平田 氏の 論考が

　 詳 しい （118　et　passim）．本劇全 般 に お い て ，エ ウ リ
ービデ

ー
ス が い か に神話を扱 っ て い る

　 か に つ い て cf．　Craik　35 −40 ，　Mastronarde 　17 −30 ，　Mueller
−Goldingen　14 ・36，　Amiech 　28 −44．

61Goff 　 141 ，安西 ，平 田 ，Lamari 　21 −3．　 Swift　63 −9 は．ア ン テ ィ ゴ ネーが ス フ ィ ン ク ス の よ

　 　うに，通常 の セ ク シ ュ ア リテ ィ を拒 絶 した 存在 に なる と 解す ．Cf．本稿 n ，58 ．

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Society of Philosophy of Tokyo Metropolitan University

NII-Electronic Library Service

The 　Sooiety 　of 　Philosophy 　of 　Tokyo 　Metropolitan 　University

大地 の もた らす もの 21

田氏 は， 詳 細 な分 析 を通 じ， ア ン テ ィ ゴ ネ ー の 変容が 複数の レ ベ ル に 渡 る

こ とを指摘 す る が ， 最 も重 要 な レ ベ ル は彼 女 の 成長 が 母親 イオ カ ス テ
ー

の

継承 に よ っ て 成 し遂 げ ら れ る こ とに あ る
62
． こ こ で 平 田氏 の 議論 の すべ て

を紹 介す る こ と は で きな い の で ， ア ン テ ィ ゴ ネ
ー

の 独 唱 歌 に ス フ ィ ン ク ス

の 襲 撃を喚 起す る 表現 が 見 られ る こ と を， 新 た な論 点 と して 指摘 す る に 留

め た い （1498
−503 ）：

τCVα π QO σ （Pδ6V！　fiτ ‘V α μOV σ O π 6λOV σ TOV α XCtV　Snt！δ（6tκQV σ t

δclKQV σ 【V
，
（ab　b6 μO ⊆， 〔b δ6μ・⊆，！dYKα λgσ tuμα L

，／τQtσ σdt　（PεQOVσ α 　T6tδ
｝

α ！μα τα ω γγov α，ノμα τ印α κ α しT εκ v α．　xiXQμeXT
’
　
’
EgLvOog；

い っ た い ど ん な 調 子 の ， ど ん な歌 の 嘆 きを ． 涙 に 続 く涙 に 濡 れ つ つ ， お

お館 よ，館 よ，呼び 寄せ る こ とが で きる とい うの で しょ うか ， こ の 私 に ．

同 じ血 筋 の 者 た ちの ，血 ま み れ の 死 を， 母 とそ の 子 供た ち の 死 を， エ リ

ニ ュ
ー

ス の 三 つ もの 喜 び を 運 ん で きた こ の 私 に ．

　ス フ ィ ン ク ス は ，ア ン テ ィ ゴ ネー 同様 ，「乙 女 」 で あ る こ と に加 え ， 「ム ー

サ か ら最 も離 れ た 歌 」「竪 琴 に 合 わ な い 歌 」 を 歌 い な が ら テ
ー バ イ を 襲

い ， 厂破 滅 を も た ら す エ リ ニ ュ
ー ス を運 ん で き た 」 （σ otPhg ＿ π α pθEVOVr

τb π α Qθεv しov 　7Tτε｛？6v　48 ， 806；Ckμov σ oth τα tσ L σ わv ψδαi⊆，
807 ；｛］LNvQov

（Stliφ1μo ｛｝σ α v ，
6λo μEvα v で EQ しv わv 　EtPεQε9　EφεQε9 ，

1028
，
1029 −30 ）

63
．

ア ン テ ィ ゴ ネ
ー は ， 上 に 引 用 し た

一
節 の 直 後 に 「歌 うた い の ス フ ィ ン ク ス

の 解 き難 い 謎 歌 ξvv ετ6v　FEλog ＿ ΣtPtYY6g　rkOLδoO 」 （1506 −7）に も言及 し

て お り， 彼女 の 歌 と ス フ ィ ン ク ス の 歌 が 併置 され る ． ア ン テ ィ ゴ ネー
の 歌

は ， ス フ ィ ン ク ス の 襲撃 の 諸特徴 を哀悼 の 表現 と して 用 い る こ とで ， ポ リ

ス に 破滅 を もた らす力 の 連 鎖 を， そ の 犠 牲者 を嘆 く悲 しみ の 表現 へ と反 転

させ て い る と言 え る だ ろ う
64
．

62 平出 135−41．
63Cf ．　Podlecki 　369 −72 ．ス フ ィ ン ク ス の 歌 は ，第 ニ ス タ シ モ ン で ，ア ル ゴ ス 軍 の 包 囲が デ ィ オ

　 ニ ュ
ー ソ ス の 歌舞を思 い 起 こ さ せ る 仕方で 描か れ る こ と に も結び つ く．

64 平 田 は ，ア ン テ ィ ゴ ネ
ー

の 変 容 を 詳細 に 分析 し 「ア ン テ ィ ゴ ネの 自覚的 な悲 しみ の 歌 に よ っ

　 て ，テ バ イの ポ リス は，怪物 ス ピ ン ク ス や戦神 ア レ ス の 『調 子 は ず れ の 歌』 （785 ， 807）の

　 果て に か ろ うじて ま っ と うな歌 を持つ こ とが で きた と も言 え る 」 （137 ） と考察す る ．また ，

　 cf．138 −9．
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　 イ オ カ ス テ ー は，テ ー バ イ の 大 地 が 獣 や ス パ ル トイ を生 み 出 した よ うに ，

オ イ デ ィ プ ー
ス を 産 み ， そ の 息子 た ち を 産 み ， メ ノ イケ ウ ス に と っ て も母

親 で あ っ た ． オ イ デ ィ プ ー ス の 息子 た ち は ， ス パ ル トイの よ うに 相討 ち に

倒 れ る． 大地 の 変容 を願 っ た コ ロ ス の 救 済へ の 祈 りは
，

ポ リス の 救 済 を 目

指 した メ ノ イ ケ ウ ス の 自己犠 牲 に そ の 応答 が 見 い だ せ る． 他 方 ， こ の コ ロ

ス の 希求 は， イ オ カ ス テ ー とそ の 娘 ア ン テ ィ ゴ ネ ーが ， エ テ オ ク レ ー ス と

ポ リ ュ ネ イケ
ー ス の 相 討 ち を阻止 しよ うと行動 す る こ と に よ っ て も部分 的

に 受 け止 め られ て い る の で は な い だ ろ うか
65
， 翻 っ て ， デ

ー
メ

ー
テ

ー
ル と

娘 神ペ ル セ フ ォ ネ ー とい う二 人 の 女 神 の イ メ ー ジ は ， こ の 人 間 の 母 娘 の 行

為 を劇 の 言説 が 肯定 して い る こ との 表 れ と も解 し うる よ うに思 わ れ る
66
，

65 メ ノ イ ケ ウ ス と，イ オ カ ス テ ーと ア ン テ ィ ゴ ネーの 母娘の 行為は ，それ ぞ れ ，ポ リ ス の 運

　 命 と王 家 の 運命 を左 右 しよ う とす る もの だ っ た と 説 明 す る こ と も可 能 で あ る．本 劇 に お

　 い て ，王 家 の 運 命 と ポ リ ス の 運 命が 次第に 分化 し て い る こ と は 既 に 指摘 さ れ て い る （Said

　 513 −4　cf．　Rawson 　114　et　passim ）．ポ リ ス を救 う方 途 と して メ ノ イケ ウ ス の 自己犧 牲 の 必

　 要 性が告げ られ る こ と と，兄 弟 の
一

騎 打 ちの 帰趨が 両軍 の 戦 い を決す る もの で は なか っ た

　　こ とは，そ の こ とを強 く印象づ け る．ア イ ス キ ュ ロ ス 劇 に お い て ，兄 弟の 相討 ちが ポ リ ス

　 　の 救 済 に 直結 した もの と 受 け取 られ うる こ と に 対照 的 で あ る ．王 家 が破 滅 して もなお ポ リ

　　ス が 存続 し て い く こ とは t 悲 劇 とい うジ ャ ン ル に お い て 決 し て 珍 し い もの で は な い が ，本

　　劇 に お い て ，王 家 の 運命 が ポ リス の 運 命 とあ たか も無 関係 で あ る か の よ うに 提 示 され る こ

　　と は ，本稿 の 冒頭 で 触れ た よ うに，ポ リ ス創設 の 伝承 とオ イ デ ィ プー
ス の 家の 物語 が結び

　 合 わ され て い る こ と に よ り容易に な っ て い る と言え る．本稿 はポ リ ス 創 設の 伝承に 両義性

　　が 見 い だ され る こ と を論 じて きたが，そ の 否定 的 な側面 は ，オ イデ ィ プ
ー

ス の 忌 まわ しい

　　血 筋 と絡み 合 っ て 王 家 を破滅 に 追い 込 み ，肯定的な 側面は ，ポ リ ス の 存続へ と繋 げ ら れ て

　 　い る の で あ る．

66 本稿は ，東京都立 大学哲学会第 34 回大会研 究発表大会 （2010 ．7，10）に お ける 口 頭発 表 に 基

　　づ い て い る ．耳 を傾 け て 下 さ っ た 方 々 と貴重 な ご意見や ご 質問 を下 さ っ た方 々 に 感謝 し た

　 　い ．本稿 が 現 在 の 形 を取 る に 至 る 長 い 過程 に は ，そ れ 以 外 の 機会 に も様 々 な 方 か ら ご 助 力

　　を得た ．特 に 小林薫，平田松吾t 松永雄二 の 諸氏 に 深 い 感謝を お伝 え した い ．
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