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ソ ロー ン のエ レゲ イ ア詩 『ム0サ た ちへ の祈 り』

(13W)に お け るホ メー ロス 的 比 喩 の機能1)

佐野 好則

紀 元 前6世 紀 初 頭 に アテ ー ナ イ で改 革 をお こな った 立 法者 ソロー ンは

詩 人 として も名 声 が高 く9多 くの作 品 を作 った こ とが知 られ て い る2).し

か し他 の アル カ イ ック期 の多 くの詩人 た ち の場 合 と同様,大 部 分 の作 品 は

失 われ,現 在 まで伝 承 され た もの も,ほ とん どは作 品 の一 部 が 断片 的 に伝

え られ た もの で あ る.但 し,詩 神 ムー サた ちへ の 呼び 掛 け に始 ま る76行

か らな るエ レゲ イ ア詩 は,全 体 が伝 え られ た とみ な され うる唯 一 の作 品 で

あ る3).

このエ レゲ イ ア詩 は,ゼ ウス に よ る δtKη(罰 ・正 義)が そ の重 要 な題 材

とな って い る こ とか ら9古 代 ギ リシア にお ける δ託期 観 の 変遷 の観 点 か ら

注 目 され て き た4).ま た この詩 の全 体構 成 につ い て研 究者 た ち の間 で様 々

な見 解 が提 示 され,頻 繁 に議論 が1け られ てい る5).こ の 作 品 の 中 には ホ

メー ロス 叙 事詩 に用 い られ る比喩 の特 徴 を備 えた比 喩 が用 い られ てい る

(17●25行).こ の比 喩 につ い て は従 来 の研 究 にお い て注 目され る こ とが少

な か った が,作 品 の構成 上 注 目す べ き機 能 を果 た して い る と思 わ れ る.本

論 考 にお い て は,『 ムー サ た ちへ の祈 り』の全 体 構 成 に関 わ る 問題 を検 討

した 上 で9こ の詩 の 中で風 の比 喩 が担 って い る機 能 を考察 した いm

亘

『ム ーサ た ちへ の祈 り』の 冒頭 におい て ソロー ン は神 々 か ら授 け られ る

N工 工一Electron■cL■braryServ■ce



TheSocietyofPhilosophyofTokyoMetropolitanUniversity

『ムーサ た ちへの祈 り』にお けるホメー ロス的比喩 の機 能 19

幸 福(6λ βo⊆)と人 々 か ら受 け る名 声(bola)を 得 る こ とを求 め る(1-6行).

次 に詩 人 は財 を得 る こ とは 望む がそれ を不 正 に(dδtKω⊆)手に入 れ る こ と

は欲 しない と述 べ,そ の 理 由 と して δt樹がい か な る場 合 に も(πdvτω⊆)やっ

て くる こ とを挙 げ る(7-8行).さ らに富 を神 々が授 ける もの と,人 々 が

もβρL⊆(暴力,傲 慢)に よ って求 め る もの の二 種 類 に分 け,前 者 は人 々の も

とに しっか り留 ま るが,後 者 は 侃η(破 滅 ない し迷 妄)と 混 じ り合 う とさ

れ る(9-IS行).そ の理 由 と して 蚤βρt9に よ る行 い は長続 きせ ず,ゼ ウス

がす べ て の 終 わ りを見 守 る と述 べ られ る(16-17行).こ こで ゼ ウス に よ

る懲罰 を風 が雲 を吹 き散 らす様 に讐 え る比 喩 が用 い られ る(17-25行).さ

らに,不 正 を行 った本 人 がす ぐにそ の償 い をす る こ ともあれ ば,後 にな っ

て か ら罰 を受 け るこ ともあ り,ま た本 人 は懲 罰 を免 れ,そ の子 供や そ の後

の子 孫 が償 う場 合 も あ る とされ る(25-32行)e以 上 が この詩 の前 半部 分

とな る6)。

後 半 部分(33-76行)で は9ま ず 一般 的 に人 間 は,苦 難 を受 け るまで虚

しい期 待 を持 っ てい る と述 べ られ る(33-36行).そ して,虚 しい期 待 を持

つ 者,虚 しい努 力 をす る者 の例 と して9病 人(37-38行),卑 しい者 と姿 の

醜 い者(39-40行),貧 しい 者(41-42行)が 挙 げ られ,最 後 の 貧者 につ い

て,多 くの財 を得 る期待 を持 って い る とされ る.続 い て人 間の様 々 な努 力

の 例 と して 船乗 り(43-6行)9農 夫(47-8行),職 人(49-50行),詩 人(51-

2行),予 言者(53-6行),医 者(57●62行)が 列 挙 され た後 に,物 事 の結

果 は 人 間 に は測 り難 く,す べ て は神 々 次 第 で あ る と され る(63-70行).さ

らに後 半 の 結 末 部(71-6行)で は,人 間が 富 を求 め る欲 望 に は 限 りが な く,

ゼ ウス が罰 と して δτηを送 る と述 べ られ る η0

『ム ー サ た ちへ の祈 り』の構 成 はLattimoreが 示 した よ うに,前 に述 べ ら

れ た こ とに 関連 す る事 柄 が 次 々 にっ なげ られ て い く 「思考 の進 展」(`apro-

gressionofthought')と な っ てお り8),全 体 と して の 緊密 な構 成 を見 出す こ

とは で きな い ・ ま た こ の詩 にお い て は,富 へ の欲 望,不 正 に対 す る罰 ,人

間 の知 や行 ない の虚 しさ,限 界性 な どが様 々 なイ メー ジを伴 って繰 り返 し

取 り上 げ られ て い る.こ の よ うに 関連 す る事 柄 が並 列 的 に連 ね られ て い

き,個 別 の モ テ ィー フが 異 な る角 度 か ら複 数 回取 り上 げ られ る構 成 は,ア

ル カ イ ック期 の作 品 に特徴 的 な もので あ る こ とも指摘 され て い る9).但 し,

N工 工一Electron■cL■braryServ■ce



TheSocietyofPhilosophyofTokyoMetropolitanUniversity

20 哲 学 誌43号

緊密 な構 成 が と られ て い な い こ とを認 めた 上で,ゼ ウス の懲 罰 の働 きの 叙

述 が 中心 とな る前 半 と人 間の知や 努力 の限界性 や不確 実 さの叙 述 が 中心 と

な る後 半の 二部 分 に大別 す るこ とはで きるで あ ろ うaさ らに後 半 の結 末 部

分(71.6行)で 述 べ られ る こ と(罰 と して くだ され る 伽)は 前 半部 分 の

内容 と顕 著 な関連性 を持 ってお り,作 品全 体 の締 め く く りと して の性 格 を

帯 び て い るB

前 半 と後 半 の 間 には 関連性 よ りもむ しろ相違 点 が顕 著 で あ る.前 半 で は

正 義 と不正 の 区別 に 関わ る語 が頻 出す るの に対 してlo),後半 では結 末 部 分

も含 めてそ の よ うな語 は用 い られ てい ない11)。この よ うに前 半 と後 半 は正

と不 正 の 区別 とい う観 点 にお い て対 照 的 で あ る.さ ら に,前 半 部 分 で は富

を 二 つ に分 け9神 々 が人 間 に授 け る富 は しっか り と留 ま る とされ てい る

(9-10行)の に対 し,後 半 の結 末 部 で は,神 々 が人 間 に与 えた 蛇 ρδεα(利

益)に つ い て,そ れ がゼ ウス か ら罰 と して くだ され る 珈ηに結 び っ く と さ

れ る(74-6行)12).神 か ら授 か る財 につ いて の これ ら二 つ の見 解 は 互 い に

矛 盾 す る よ うにみ え る13)m

それ に対 して,前 半部 分 と後 半 部分 の 間 に何 らか の一 貫性 を見 出そ うと

す る見解 が提 出 され て い る.例 えば,W畳lamowitzは 前 半 と後 半 が密 接 に

関係 づ け られ て い な い こ とを強 調 した 上 で,全 体 を通 して 富 が一 貫 した

テ ー マで あ る こ とを指 摘 した14)eChristerは こ の詩 に よ り密 接 な一 貫性 を

見 出す 見 解 を示 した15).そ れ に よ る と,人 間 の期 待 が はず れ努 力 して も失

敗 に終 わ る とい う後 半 の 内容 は,前 半 の最 後 に述 べ られ た懲 罰 の遅延,特

に罪 人 の子供 達や そ の後 の子孫 ら罪 の ない 者た ちが罰 を受 け償 い をす る こ

との 例証 で あ る とみ な され る16).確か に31m32行 で 罪 の ない者 が罰 を受 け

る こ とが述 べ られ たす ぐ後 で,予 期せ ず に苦難 を受 け て 嘆 くこ と(33-36

行)が 述 べ られ て い る こ とか ら,こ れ ら二 つ の場 合 の問 に連 想 が働 い てい

る と考 える こ とは適 当で あ ろ う.し か し,後 半全 体 を通 じて 自分 は無 罪 で

あ りなが ら親 ない し先祖 の罪 の償 い を受 ける場 合 のみ が取 り上 げ られ て い

る とはみ な し難 い 。む し ろ人 間 の欲 望 に限 りが ない こ とが示 され る結 末部

(71-76行)で は,富 の獲 得 にお い て 限度 を越 えて しま い,自 らの過 ちの故

に罰 と して の 伽 を受 け る場 合 が強調 され る と考 え るべ きで あ る1力.

前 半 と後 半 の顕 著 な違 い を認 めつつ,後 半 で述 べ られ た 人 間の知 の 限 界
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性 を踏 まえて,結 末部では新 たな視点か ら前半部で述べ られたゼ ウスによ

る懲罰 が見直 され る とす る解釈 も提唱 され てい る18).すなわち結末部で人

間の富への欲望 には際限がない と言われ るが(71-3行),こ れ は,人 間に

は一般 的に洞察力が欠如 していること,そ して人間には神 々が幸い と禍 を

与 える基準 を理解す ることがで きない(63-70行)と い う後半部 を通 じて

具体的 な例 を用 いて示 され た主張 に基づいてい る.す なわち結論 部は,前

半 で言 われ たこ との繰 り返 しで はなく,人 間は皆,知 の限界 の故 に前半で

述べ られた富の二 区分 を理解す ることがで きず,神 によって利益が授 けら

れ る場合で も,適度 を越 えて富 を追求す るため懲罰 としての 義τnを受 ける,

とい う新 しい考 えが示 され ている とみなす ので ある19).

前半部分 と後半部分 の関係 の解釈 としては,最後 に挙 げた見解 には説得

力 がある と思われ る.但 し,両 部分の この よ うな論理的 な関係が アルカ

イ ック的な表現形式 を持つ この詩の中では明確 に表現 されていないこ とも

忘れてはな らないで あろ う.例 えば後半で述べ られ る無際 限な富の追求が

前半で言 われ る不正 な富の獲得 と一致す る と明確 に述べ られ てい るわ け

ではない.ゼ ウスによる懲罰 の確実 さ(前 半)と 人 間の期 待や努力 の虚 し

さ(後 半)は それぞれ 印象深 く提示 され,詩 の最後 の二行 で結 びっ け られ

るが,両 部分 の具体的な整合性 については,ヒ ン トが示 され るに とどま っ

ている.本 論考 においては,風 の比喩の機能 の検討 の前提 として,富 に対

す る人 間の欲望 お よび神 か ら下 され る罰 をめ ぐり,この詩 の前半 と後半で

異 なった観点か らの考察が展開 されていることを確認 しておきたい.

II

次 に『ム,___サた ちへ の祈 り』の 中で用 い られ て い る風 の比 喩 の検 討 に移

りた い.

dλ λδ5Zε 心⊆πdvτ ωv6φOP母 τ6λo(5壱 ξαπtvη ～ δき

d～σで δVεFO⊆Vε φ6λ α⊆α乱Ψ α δtεα({皇δασεV

hρ 篤v6⊆,δ ⊆π6vτobπoλt)1(vｵovoSatipvyEtioto
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πt)θμ6vαKwぬ σα～,γ命vKdτ απbρoφ6ρov

δ塙d～σα⊆Kαλ《1きργαθε6}VX80⊆ αtπもV乱1((曳Vε、

・めραv6v,α もθρtηvδ'αるτ見¢0ηKεv乱 δεtv,

λ(翼μπεtδ'hελtOtoμ 絶VO⊆Kατδ己π奄OVαγd電αV

Kαλ6V,(xtiapVε φ6ωv●vb'邑V邑 できσ仇Vもδε覧V.

τo乱αめτηZ穐v6gπ ελεταtτ毛σt⊆・__(13,17●25)

しか しゼ ウス は す べ て の こ との 終 わ りを 見 守 る の だ.突 然 に,

丁 度 春 の 風 が た ち ま ち 雲 を散 ら して しま うよ うに.

そ の 風 は 波 多 き不 毛 の海 の

底 を揺 ら し,小 麦 を産 す る 大 地 で は

美 しい 畑 を 荒 ら し,天 上 な る 高 き神 々 の 棲 処 へ と至 る.

そ して 再 び 上 空 が 見 え る よ う にす る.

力 強 い 太 陽 が 肥 沃 な 大 地 に 美 し く輝 き,

も う雲 は 一 片 も 見 え な い.

そ の よ うな もの な の だ,ゼ ウ ス の 懲 罰 は.

この比 喩 には ホ メー ロス叙 事 詩,特 に 『イ ー リア ス』 と類似 の語 彙 ・表 現

が 多 く見 出 され るz。).さ らに,風 が雲 を吹 き払 う様 は 『イ ー リア ス』 にお

い て繰 り返 し比 喩 の題 材 と して用 い られ てい る21).

ま た ソロー ンの風 の比 喩 は,構 文 上 もホ メー ロス叙事 詩 の比 喩 に よ く用

い られ るもの と類 似 の特徴 を備 えて い る。ホ メー ロス叙 事詩 に は9比 喩 中

の描 写 が数 行 か ら10数 行 に もわた って展 開 され るlongsimi且eが 多 く見 出

され る.こ れ らの長 い比 喩 にお い て用 い られ る構 文 の一 つ に,短 く完 結 し

て い る比 喩 を9関 係 代名 詞 に よって導 かれ る関係 節 に よって拡 張 す る形 式

が あ る22>.例 え ば 『イ ー リア ス』第20巻 で は アイ ネ イ アー ス に立 ち向 か

うア キ レ ウス を ライ オ ン に讐 え る長 い 比 喩(且64一丑73行)は 次 の よ うに始

ま って い る 。

Hτ1λ就 δη～ δ'ετ6ρω0εV合VαVτtOV(ち ρτ0,λ6ωV(玩

σtvτ η⊆,6Vτ ε 繍 召Vδρε⊆dπ 。K蜘 εV侃 μεμdα σW
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dγρ6μεvOt,π61⊆δflμoら..._(ll.20.164-6そ 了)。

そ して 他 方 で はペ ー レ ウス の 子 が 突 進 した,ラ イ オ ン の よ うに,

狂 暴 な.そ れ を男 た ち が 殺 そ う と意 気 込 む,

土 地 の 者 が 皆 集 ま っ て...

164行 の最 後 の λ舳v壱6⊆ は それ だ けで短 い比 喩 と して独 立 し うる.実 際

鋭 ωv敵 の み が短 い 比 喩 と して用 い られ てい る用 例 が あ る23).し か し,比

喩 をそ こで終 わ らせ ず に,165行 に λ舳vを 修 飾 す る形 容詞 σtvτη⊆と λ舳v

を先 行 詞 とす る関係 代 名 詞 が置 かれ,関 係 節 中の描 写 が続 く こ とに よ り,

長 い比 喩 が形 成 され て い る.こ の よ うに短 い比 喩 として独 立 し うる表 現 の

次 の行 の行頭 に形容 詞 を置 き,そ れ に 関係 代 名 詞 が続 く場 合 も 『イ ー リア

ス』 のlongsimileに お いて他 に も見 出 され る24).

同様 に 『ムー サ た ちへ の 祈 り』 にお け る風 の比 喩 で は,18行 の6σ τ'

枷 εμ0⊆Vεφ畝 α⊆(伽 αδ肥(∫K6δασεVは 一応 比 喩 として 文 法 的 に完 結 して い

る と見 な し うるが,次 の行 の 初 めに置 かれ た形 容詞hρ1v6⊆(春 の)と 関係

代 名 詞 δ⊆に よっ て比 喩 が拡 張 され,比 喩 中の描 写 が24行 ま で続 い て い

る.

以上 の よ うに,ソ ロー ン の風 の 比 喩 は語 彙,内 容,構 文 上,ホ メー ロス

叙 事 詩 の 比 喩 との類 似 点 を多 く備 えて い る.こ の ホ メ ー ロ ス 的 比 喩 が

『ムー サた ちへ の祈 り』の文 脈 の 中で果 た して い る役割 につ い て,L.attirn●re

は,比 喩 中の風 の描 写 がそ の 出発 点 で あ るゼ ウス に よる懲 罰 とのi類似 か ら

離 れ て独 自に展 開 して い く と述 べ て い る。さ らに彼 は,比 喩 の後 の τ飢αbτη

(「そ の よ うな」25行)は,比 喩 の展 開部分 で は な くそ の初 め,あ るい は む

しろ比 喩 の 前 の 畝 λdZε魂 π6vτωv帥op¢ τ葛λo⊆(「しか しゼ ウスは すべ て

の こ との 終 わ りをみ そ なわす 」17行)を 指 す と考 え る25).こ の解 釈 に よ

れ ば,風 の比 喩 は最 初 の部 分 のみ(18行)が ゼ ウス に よ る懲 罰 と(bi類似

点 を呈 す るが,そ の 後 に続 く描 写,す な わ ち19行 の形容 詞 と関係 代 名 詞

に よっ て導 かれ る展 開部 分 は,ゼ ウス の懲罰 とい う文脈 か ら離 れ る こ とに

な る26).La瓢moreの 後,こ の詩 につ い て の研 究 は盛 ん にな され て い るが,

風 の比 喩 の機 能 につ い て の ま とま っ た解釈 は提 出 され て い な い よ うで あ
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るmホ メー ロス叙事詩 にお ける比喩が前後 の文脈 との関わ りにおいて担 っ

てい る役割や,『 ムーサ たちへ の祈 り』の全体構成 につ いての研 究の成果

を踏 まえて,こ の詩 にお ける比喩 の前後の文脈 の関係 を吟味 し,風 の比喩

の機能 を再検討す る余地が残 されてい る.

III

風 の比 喩 の 出発 点 は,ゼ ウス の懲 罰 の突 然 さ(壼 ξαπ・乱VT喜⊆「突 然 壱こ」(i7

行))と 風 が雲 を吹 き散 らす 突然 さ(α 鋤 α 「す ぐに,突 然 に」(18行))の

類 似 で あ る.こ こで 注 目す べ き こ とは,菰 απtvη⊆脱(17行)に 始 ま り次

の行 か ら比 喩 に移行 す る文 章 が破 格構 文(anacoluthon)と なって い る こ と

で あ る9す な わ ち,菰 απ{vη～δ6(17行)で 始 ま る文 章 は,こ の副 詞 が 限

定 す る動 詞(例 え ば 「(ゼウス が)罰 す る」,「 滅 ぼす 」等)に よ って完 結

す る はず で あ った が,18行 で比 喩 が始 ま り,且9行 で そ れ が拡 張 され た後,

24行 で比 喩 の構 文 が完 結 した後 に は,茂 απtv鵬 と結 び つ く動 詞 は述 べ ら

ない 助。

この破 格 構 文 との 関連 にお い て,19行 以 下 の拡 張 部 で風 の描 写 の強 調

点 が変化 す る こ とに注 目す べ きで あ るeこ の描 写 にお いて は風 が海 か ら陸

そ して空へ と長 い空 間的広 が りを経過 した後 に雲 を追 い払 った と され るa

この空 間的 経過 は,時 間 的経 過 を も伴 うと見 なす こ とが で き るで あろ う0

この詩 の54行 で は予言 者 にっ い て次 の よ うに言 われ て い る.

惹γvω δ'6己vδρ11くαK6vτ ηλ6θεv合PりC6μεvov。

遠 く か ら 人 に や っ て 来 る 禍 い を 知 る 。

ここでは(時 間的に)後 で起 こる禍い について,(空 間的 に)「遠 くか らや っ

て来 る」 と表現 されてい る.こ れ と同様 に,風 の比喩の拡張部(19行 以

下)に おいて も,海 か ら陸 を経 て空へ とい う空間的経過 は,風 が雲 を吹 き

払 うまでの時 間的経過 を含意す ると見 なす ことができ る.従 って,風 が雲

を吹き払 う際の突然 さとい うこの比喩の出発点 か ら,拡張部では雲 を吹き
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払 うまでの空間的時間的経過へ と強調点が移行 してい る28)。

この ことか ら,副 詞6ξαπ{vη⊆(17行)と 結びついてゼ ウスの懲罰 を表

す はず だった動詞 は,比 喩 の最初の行(18行)の す ぐ後 に続 くな らば比喩

中の強調点 と一致 したであろ うが,突 然 さではな く空間的時間的経過 を強

調す る比喩の拡張部の後 では,内 容 的に相応 しくない ことにな る.従 って

この動詞 の省略は,比 喩 中の強調点の移行 に適合す る と考 えることができ

るであろ う.

比喩 中の拡張部にお ける空 間的時間的な経過 の強調 は,比 喩の後 に続 く

文脈 と密 接に結 びつ いてい るこ とに注 目すべ きで ある.

τOtα{)τηZηv6⊆ π6λεταtτtσt⊆'oも δ'6φ'も1(dστ(P

あ㎝ ερOvη τδ⊆dvhpγtγvε ταL6ξもxoλo⊆,

ColElδ'o{～ 」…λ6λT1θεδtαFπεP6⊆,1106'Ltsdλtτ ρ6v

BvｵoV邑Zεt,πdvτ ω9δ'6⊆ τ6λ0⊆壱ξεφdvη'

d2Lλノ6ｵEvα めτt1('るτεtσεv,6δ'er1?6'C£POV'dtδ もφめγωσ1v

α{}'LOt,」」しηδミ⊃θε6}Vμd℃ρ'£?LtO'1)σα1(tり(η,

怖λUθεπdvτω⊆αもτ19・OGVO6LTtOl惹 ργα1=ivov6Lv

触dtδ ε⊆τo航 ωv畑6vo¢ ξoπtσω(25-32行).

そ の よ う な も の な の だ,ゼ ウ ス の 懲 罰 は 。 ま た(ゼ ウ ス は)

死 す べ き 人 間 の よ う に 個 々 の 場 合 に 即 座 に 怒 る こ と は な い が,

常 に 長 い 間 ゼ ウ ス か ら 隠 れ て い る こ と は な い の だ,罪 あ る

心 を 持 っ 者 は.い か な る 場 合 に も 最 後 に は 明 ら か に され る も の.

あ る 者 は す ぐ に 償 う が あ る 者 は 後 に.そ し て あ る 者 た ち は,

自 分 自身 は 免 れ,神 々 の 運 命 が や っ て 来 て 襲 い か か る こ と は な い が 。

い か な る 場 合 に も 後 に そ れ は や っ て 来 る も の だ.罪 な き 者 が 行 な い の

償 い を す る の だ,彼 ら の 子 供 や そ の 後 の 子 孫 が.

こ こで は,ま ず ゼ ウス は人 間の よ うに個 々の場 合 につ い て29),即 座 に怒 る

6ξ奴oλo⊆ の で は ない と され る(25-6行).さ らに,そ れ に呼応 して29行

以 下 で は9不 正 を行 った本 人 が 「す ぐに α侃Kα 」(29行)償 い をす る場 合
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は1行 の半分で述べ られた後,本 人が後になって償 う場合,さ らに本 人で

はな くその子供や後の子孫 が罰 を受 ける場合 が3行 半 にわた って述べ ら

れ る.こ こでは懲罰 が遅延す る場合 に強調点が置かれ てい るaゼ ウスの懲

罰 が即座 に下 され るのではな く,後 に本人以外の者 に下 され る場合は,比

喩の後で初 めて述べ られ たこ とで,比 喩 よ り前 の部分では全 く言及 されて

いない.そ して風が空間的時間的経過 を経 た後 に雲を吹き散 らす とい う,

比喩の拡張部の内容 は,ゼ ウスか らの懲罰 の遅延 と対応す る.従 って,比

喩の中での突然 さか ら経過への強調点 の移行 は,比 喩の後の文脈 において

懲罰 の遅延 が提示 され る契機 を作 り出 してい るとい うこ とができよ う30)v

比 喩の中での視点 の移行 が,比 喩の後で述べ られ る事柄 を先取 りす る例

はホメー ロス叙事詩 の比喩 にも見出 される31)e例えば 『イー リアス』第 且3

巻 では9ア イネイ アー スを中心 とす る トロイア方 の将 た ちの後 に軍勢 が

従 ってついて行 く様 子の描写 に次のよ うに羊の群れの比喩が添え られてい

る。

V
OLfyOY益 μ'hγεμ6vε⊆Tρ(6ωv邑 σαv・α{)trap砦πεtτα

λαo臆 πOVθ',(b⊆ ε翫 εμετ徽 τtλOV邑 ㎝ ετ0麟 λα

πt6μεV'合Kβ0τ{曳Vη⊆・γ(Zd1:}τα竜δ'apcxτ £φρ詮Vαπ0乱μflV白

曲⊆A乱vε敏e気)μ6～ 合v毛σ角 θε(灯tγ εγぬθε乱,

(b⊆{δελα6)v老 θvo⊆ もπ乱α罵6μεvovcfCO「Lα心τΦ(〃.旦3.・X91-4⊆ 》5)・

彼(ア イ ネ イ ア ー ス)と 一 緒 に トロイ ア の将 た ち が行 った.そ して そ の 後 に

人 々 が つ き 従 っ た.ち ょ う ど雄 羊 の 後 に9羊 た ち が

水 を 飲 も う と 牧 草 地 か ら つ い て 行 く よ うに.そ して 羊 飼 い は 心 で 喜 ぶ.

そ の よ う に ア イ ネ イ ア ー ス の 心 は 胸 の うち で 喜 ん だ9

人 々 の 群 れ が 自 分 に つ き 従 うの を 見 た 時 に.

比喩 中の描写 の前半(羊 たちが雄 羊について行 った こ と)は,比 喩 の前で

トロイア勢が将た ちに従 って進 んだこ とと対応す る。そ して比喩 中の描写

の後半(羊 飼い が心 において喜んだ こと)は,比 喩の後で初 めて述べ られ

るこ と(軍勢 が 自分 の後 について来 るのを見てアイネイ アースが喜んだ こ
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と)と 対応 す る.こ の よ うにホ メー ロス叙 事 詩 にお い てlongsimileが 比

喩 の後 で初 めて言及 され る事柄 と対応 す る内容 を含 み,比 喩 の前 後 の叙 述

の展 開 の契 機 となる例 は他 に も多 く見 出 され る32).『ムー サ た ちへ の祈 り』

にお け る風 の比 喩は,内 容 のみ で な く,比 喩 の前 の 文脈 か らそ の後 の文脈

へ の展 開の 契機 とな る とい う点 にお い て も,ホ メー ロス叙 事詩 の比 喩 に見

出 され る特徴 を踏 襲 して い る とい うこ とが で き る.

ry

『ムーサたちへの祈 り』には,風 の比喩の前後 の叙述のみではな く他 に

もこの比喩 と関連す る と思 われる箇所 がある.それ は詩 の後半で人間たち

の虚 しい努 力が列挙 されてい るが,そ の中の船乗 りの活動の描写 である.

__6ｵiv1(α τd冗6vτovd2しaτ αし

EVVη 胤)σ、Vり(ρbζωVO{Kα δεK6ρ δ0⊆6γεtv

ix61)0£Vtidv歪 μo乱σLφoPε6μ εvo⊆dρ γα2し60『しσtv,

φaδ ωλhvΨuxfl⊆oも δεμtαvθ6μ εvog(43-6行).

… … あ る 者 は 魚 に 満 ち た 海 を さ ま よ う
,

船 に 乗 っ て,家 へ 利 益 を 持 ち 帰 る こ と を 望 み っ っ,

厳 し い 風 に 運 ば れ な が ら,

命 を 全 く 惜 し み も せ ず に.

風 の 比 喩 との 関連 性 は,船 乗 りが厳 しい 風 に よ っ て(dv印 飢 σ乳__

dpγαλ6飢σw)運 ばれ る とされ てい るこ とのみ で は ない.船 乗 りにつ い て は

「命 を全 く惜 しまず に」(46行)と 言 われ て い るが,比 喩 の 中 で描 かれ る

よ うな風 が海 の 底 を揺 らす(π6VτOb_...πUθ μ6VαKtvhσα⊆)33)程の嵐 は,船

乗 りが命 の危 険 に遭 遇 す る状 況 に 当て は ま る.従 っ て43-6行 にお け る船

乗 りにつ い て の描 写 は,風 の比 喩 の 中の海 の嵐 へ の言 及 と結 びっ く0

さ らに船 乗 りの危 険 に続 い て,農 夫 の労 働 が描 かれ る.
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畝 λ0～函Vτ 印VωVπ0λbδ 歪VδρεOVd¢VtαUτ6V

λατρε撫,τ(£ σWKα 塀 侃 伽o叩 α雌 λa(47-8行).

ま た あ る 者 は9樹 の 多 い 土 地 を 一 年 中耕 しっ っ

雇 われ 仕 事 をす る.そ の よ うな 者 た ち は 曲 が っ た 摯 に 心 を 向 け る 。

こ こで は農 夫 の 労働 の うち,畑 を黎 で耕す 作業 が と りあげ られ て い る。農

作業 の失敗 の危 険性 や不 確 実 さにつ い て 明示的 には述 べ られ て い ない 。し

か し,こ の一節 を含 む様 々 な期 待 や活 動 の リス トの前 置 き とな る33-6行

で9人 々 が苦難 を受 けて 嘆 くま で,空 しい希 望 に心 を楽 しませ て い る様 が

述 べ られ てい る こ と と,リ ス トの後 の部 分 で は 「す べ て の行 ない に危 険 が

存在 す る.物 事 が始 ま る と将 来 どの よ うな状 態 に な るの か誰 も知 らない

(65-6行)」 と述 べ られ て い る こ とか ら,リ ス トの 中に挙 げ られ た個 々の

事例 は,期 待や 努 力 の不確 実 さの例 と して の意 味 を持 た され てい る。実 際

に,具 体 的 に挙 げ られ る6種 類の職 業 的 活動 の うち半 分 の船 乗 り,予 言

者,医 者 の場 合 に失敗 や 不確 実 さへ の何 らか の 言 及 が あ る34).残 りの農

夫,職 人,詩 人 へ の言及 は,彼 らの 営み にまつ わ る失 敗 や 不確 実 さあ るい

は虚 しさが 明示 され て い ない が9そ れ らを思 い起 こ させ る文脈 の 中に置 か

れ て い る とい うこ とが で き るで あ ろ う.農 夫 の 労働 につ いて,そ の努 力 が

虚 し く終 る場合 と して容 易 に思 い浮 かぶ状 況 は悪 天候 に よ り畑 の作 物 が荒

され るこ とで あ る とAhとNasselrathは 指 摘す る35).そ して この状 況 に一一

致す る耕 作地 に対す る被 害 への 言及 が風 の比喩 の 中に組 み込 まれて い るこ

とは 注 目す べ きで あ ろ う。

風 の比 喩 の 中で はf作 物 へ の影 響 につ い て 酋V磁 ταπbρ0φ6ρOVδ仙 σα6

Kαλd印 γα(20-21行)と 述 べ られ て い る。δη6ω(δη冗6ω)とい う動 詞 は『イ ー

リア ス』で は 「(敵を)斬 る,倒 す 」9「(盾 な どを)切 り裂 く」 とい う意 味

で繰 り返 し用 い られ て い る36).そ の後 「(土地 を)荒 す 」の意 味 で用 い ら

れ る よ うにな り,例 え ばヘ ー ロ ド トス の 『歴 史 』にお い て は,軍 隊 が敵 方

の土 地 に対 して行 な う破 壊 行 為 につ い て用 い られ て い る3乃.風の比 喩 の 中

で は,こ の 動 詞 は 樹 木 や 穀 物 を 実 らせ る畑 の 植 物(c£ ㈹ ρoφ6ρ。v(20

行))を 倒 す こ とを主 に意 味す る とみ な して よいで あ ろ うm穀 物 は主 に秋
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に播種 され38),雨期 である冬 に育つ.そ れゆえ収穫前 の春 の嵐 は穀物 にも

被害 を与 えた ことで あろ う.従 って先 に検討 した船乗 りの場合 のみではな

く,農 夫 の場合 につ いて も,風 の比喩 中の描写 との 関連性 を見 出す ことが

で きる.

『イー リアス』の比喩の 中には,そ の直後 の叙述で はな く,よ り後 に起

こることが比喩 中の描写 に盛 り込まれてい ると解釈 しうるものがあること

が指摘 され てい る39)。例 えば 『イー リアス』第16巻751-4行 でバ トロク

ロスが突進す る様子 をライオ ンに比べ る比 喩には,ラ イオ ンが傷っ けられ

て死ぬ ことへの言及が含 まれてい る.し か しバ トロクロスはこの比喩の後

で暫 く敵勢への攻撃 を続 ける.そ して比喩中の ライオ ンの負傷 と死 に対応

す るバ トロクロスの負傷 と死は,同 巻 の812-857行 で叙述 され る40).『イー

リアス』の比喩 にお けるこのよ うな予示は,『 ムー サたちへの祈 り』の風

の比喩が後半部 の船乗 りと農夫の描写 と結びつ く内容 を含 んでいることの

類例 とみ なす こ とができるか もしれ ない.

風 の比喩 との類似性 を示 す表現 は,『ムーサたちへ の祈 り』の中で人 間

が神 か ら授 か る富について述べ る次の行 に も見 出され る。

惹μπεδo⊆£Kvεdτouπ ℃θμ6vo⊆ES・KOρ 胤)φflv(10T7).

最 も 低 い 底 か ら頂 上 に 至 る ま で 堅 固 な.

こ の描 写 が具 体 的 に何 の イ メー ジ を表 す もの で あ る か は判 然 と しな い

が41),πue画vと い う語 は風 の比 喩 の 中(20行)で も 「海 の底 」 と して用

い られ てい る.さ らに比 喩 の 中 で は,風 の影 響 の及 ん だ範 囲 と して,海 の

底 ・陸 上 ・空 が 列挙 され,下 か ら上 へ の 方 向性 が印 象 づ け られ るが,こ れ

と10行 の 「最 も低 い底 か ら頂 上 に」 とい う方 向性 とが重 な る.

ま た 『ム ー サ た ちへ の祈 り』の 中で は,原 因 よ り発 し結 果へ 至 る プ ロセ

スが繰 り返 し表 現 され てい る こ とに注 目したい.前 半部 で は不 正 な 富の獲

得 か らゼ ウス に よる懲 罰 に至 るプ ロセ スが 中心 的 な 内容 とな ってい る.そ

して,不 正 な富 に混 じ り合 う(13行)と され る6τηにつ い て次 の よ うに

述 べ られ て い る.
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伽 繭 ⊆δ'合ξ6Mγ η⊆γtγvεταLあστεπbρ6～,

φλα加 η鵬vτ6π ρ6bτov,dVtη画 罷 τελεb噂(14岨5行)42).

そ れ は ち ょ う ど火 の よ うに 小 さ な 始 ま りか ら生 じ る.

最 初 は些 細 な も の で あ る が 最 後 に は 苦 難 に 満 ち た も の と な る.

後 半 の人 間 の営み の リス トの 中で はs医 者 につ い て次 の よ うに述 べ られ て

い る0

6λλ0竜「紅αU分VO⊆ π0λ気ゆαρμ(免KO気)邑ργOV邑 り(OVτε⊆

瞬 τρot'Kα 、τ0電⊆obδ 合Vるπεστtτ6λ0⊆.

πoλλdlqδ'合 ξ6λ乱γη～6δめvη⊆μ詮γαγtγvετα竜6λγo～,

KO{)K義V・ τ竜⊆2)6σα乱τ'殉π乱αφ(免ρμαKα δ0{～⊆'

Govδ きKα 音(0乱⊆VOめ σOtσ匙K気)K(6μεVOVdρ γ0巴λ6αt⊆τε

蜘 伽 εvo⊆ κε鳥ρ(伽 菰 Ψατtoη(ゴbγ娩(57-62行)6

他 に は 多 く の 薬 を 心 得 た パ イ オ ー ン の 業 を 持 つ

医 師 が い る.そ し て 彼 ら に も(技 術 の)完 成 は な いm

し ば し ば 小 さ な 痛 み か ら 大 き な 苦 痛 が 生 じ,

鎮 痛 の 薬 を 与 え て も 治 せ な い こ と が あ る.

し か し,悪 し く苦 し い 病 に か か っ た 者 を

両 手 で 触 れ る だ け で た ち ま ち 健 康 に す る こ と も あ る.

59行 の痛 み の経 過 の描 写 は,先 に引用 した14-15行 の6τ ηの経 過 の描 写

と類 似 してい る0ま た治 療 法(施 薬 ・手で 触れ る こ と)と そ の効 果 の 叙述

(60-2行)も プ ロセ スの表 現 となっ て い る.こ ち らは病 の 治癒 に至 る治療

法 を常 に正 しく施 す 技術 の完成(τ畝o⊆)は 医者 に は得 られ ない こ との例 示

とな る.

さ らに65-6行 で は,人 間 には 出来 事 の行 く末 を知 る こ とが で き ない こ

とにっ いて 次 の よ うに述 べ られ て い る.

__0め δat⊆0冗 δεV
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π愉μ6λ2しεtσ2(hσεしvり己ρ1～ματo⊆91(65-6そ テ).

… … 物 事 が 始 ま る と
,

将 来 どの よ うな状 態 に な る か誰 も知 らな い.

ゼ ウス に よ る懲 罰 の プ ロセ ス の叙 述 に添 え られ た風 の比 喩 は ,風 が海 で影

響 を及 ぼ し始 めて か ら,雲 が 吹 き散 らされ るま で の空 間的 ・時 間 的プ ロセ

ス を描 い た もの で あ り,以 上 に列 挙 した原 因か ら結 果 へ の プ ロセ ス を表 す

一 連 の表 現 の一 環 を な して い る43)
。そ して これ らの 表 現 の うち,詩 の後 半

部 分 に置 か れ た もの(57・62行,65-6行)は,結 果 を正 し く判 断す るこ と

の不 可 能性 と結 び つ け られ て い る こ とに注 目 した い .

v

以上の考察 を踏ま えて,風 の比喩が 『ムーサ たちへの祈 り』の全体的 な

構成 の 中で果た してい る機 能 につ いて ま とめ るこ とに したい.

IIIにおいて論 じた よ うに,こ の詩の前半でゼ ウスの懲罰 の過程 を叙述

す る文脈 の中で,風 の比喩は懲罰が遅延 し,罪 のない者た ちに罰が下 され

る場合 もあ るとい う前半の最後の論点 を準備す る.そ して この罪のない者

に対す る懲罰 とい う論点は,苦 難 を受 けることを全 く予期せず虚 しい期待

に心を喜ばせている,と い う後半の最初に述べ られ る人間たちの一般的な

姿 と関連性 があ る0従 って,風 の比喩の拡張部分は,こ の詩の全体構成 に

おいて前半部分の締 め くく りとな り,後半部分への橋渡 しともなる論点 を

準備 す る機能 を果た してい るとみなす ことができ る.

さらにIVで 論 じたよ うに,比 喩 中の風が海 と陸で及ぼす影 響は,後 半

の人間の虚 しい努力 の リス トの 中にある船乗 りと農夫 の活動 と対応 してい

る.こ の対応 は 『ムーサたちへの祈 り』の全体的な構想 の中に位置づ け ら

れ るべ きものだ と思われ る.1で 考察 した よ うに,こ の詩の前 半部分 と後

半部分 は論 理的に緊密 に結 びつ け られてはい ないが,両部分 の問には関連

性 が見 出 され る。そ して前半 と後半の関連性 を強 める よ うに,両 部分 に共

通す るモテ ィー フが配置 されている.富 への欲望 は前半の3 ,7,9-10行 で
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言及 され,ま た 後 半 で は41-2行 と結 末部 の71,74行 で 言 及 され る.旗 η

は前 半 の13●4行 と後 半 の67-8行 と結 末 部 の75●6行(加 η__,軸6π6τ ε

Zε煽 π印 糧 鳳 σo雌vηv)に 用 い られ て い るs最 後 の箇 所 で は 翫ηが罰 と

して くだ され た も の で あ る こ と を 示 す た め に 動 詞 婿vω の 分 詞 形

(τaσoμ6vηv)が用 い られ て い るBこ の動詞 は前 半 の25行 でゼ ウス に よ る

懲 罰 の意 味 で用 い られ た τtσ鷲 と同語源 で あ り,こ の対応 も前 半 と後 半 を

結 び つ け る もの で ある 。 さ らにs冒 頭 の祈願 の 中で詩 人 は ム ー サた ち に

神 々 よ りの6λ βo⊆ととも に人 々 か らの δ6ξα(名 声)も 願 い求 めて い る0こ

れ とお な じ δ6ξα とい う語 が後 半部 の始 め(34行)で 用 い られ て い る44)m

また後 半 の 人 々 の活動 の リス トの 中で はa詩 人 た ち に対 す るムー サ た ち の

賜 物 へ の言 及(5童 一2行)が あ り,冒 頭 の 同 じ女 神 た ちへ の祈 願 との 関連 性

を作 り出 して い る9風 の 比 喩 の 中 での,風 が海 と陸 に対 して与 え る影 響

と,人 々 の活 動 の リス ト中の船 乗 りと農 夫 の対 応 点 も,こ の よ うな前 半 と

後 半 の関連性 を強 め る様 々 な対応 の一 環 を なす もの と考 える こ とがで き る

で あ ろ う45).

ま たIVで は 『ムー サ イ た ちへ の祈 り』にお い て原 因か ら結 果 へ,発 端

か ら結 末へ のプ ロセ ス を表 す表 現 が繰 り返 され て い る こ とを指 摘 した.こ

れ らの表現 は前 半 と後 半 の 関連 を作 り出す とともに,不 正 な行 為 か ら罰 と

して の 伽 へ と至 るプ ロセ ス の確 実 さが 主題 とな る前 半 と,人 間 に とっ

て は結 果 が不 可知 で ある こ とを主題 とす る後 半 との対 照性 を際立 たせ てい

る.そ して風 の比 喩 は,雲 を吹 き散 らす に至 るま で の経 過 の 明瞭 なイ メー一

ジ を伴 って,前 半部 の プ ロセ スの確 実 さの 印象 を強 め る こ とに寄与 して い

るa

以 上 の考 察 か ら明 らか な よ うに9風 の比 喩 は9Lauimoreの 判 断 した よ

うに詩 の文 脈 と関係 な く風 の描 写 が展 開 して い る ので は ない.空 間 的 ・時

間 的広 が りを包 含 した この 比 喩 の描 写 は,そ の直 前 と直 後 の文 脈 と密 接

に結 び つ い てい る と共 に,詩 全 体 の構 成 を支 える要 素 の一 つ として の機 能

を果 た して い る.そ して 比 喩 中 の描写 とそ の前 後 の叙述,お よび よ り広 い

文脈 との 間 に,こ の よ うに多 様 な対応 点 が作 り出 され て い る こ とにお い

て,ホ メー ロス叙 事 詩 の 特徴 を受 け継 い で い る と見 なす こ とがで きる 。
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注

1)ソ ロー ンの 詩 はM.L.West,lambietElegiGraeci,editioaltera,Oxford.U.P.,

1971の 番 号 に 従 っ て 引 用 す る.『ム ー サ た ち へ の 祈 り』は 古 代 か ら伝 承 され た 題

名 で は な く9こ の 詩 の 冒頭 部 分 に因 ん で 便 宜 的 につ け られ た もの で あ る.

2)CfWest,op.cit.(注1),P.139.

3)こ の 詩 全 体 を 伝 承 す るの は 紀 元 後5世 紀 の ス トバ イ オ ス(Eclogae3.9.23)の

み で あ る が,部 分 的 に は よ り古 い 引 用 や 模 倣 が あ る.例 え ば65-70行 と71-76行

は若 干 変 更 して テ オ グ ニ ス 歌 集 の そ れ ぞ れ585-590行 と227-232行 に編 入 され

て い る.ま た ア リス トテ レー ス(『 政 治 学 』1256b31)や プ ル ー タル コ ス(『 ソ ロ ー

ン伝 』2.4,『 プ ー ブ リウス 伝 』24.7,Decupid.div't.524e)は この 詩 の 一 部 を 引

用 して い る.キ コ.ニ コス 派 の ク ラテ ー ス に は こ の 詩 を模 倣 した 作 品(丘.1Dieh1)

が あ る.そ の 他 ソ ロ ー ン13Wの 引用 等 に つ い て の 詳 細 に 関 して はWest,op.cit.

(注1),P.150参 照.

4)F.Solmson,HesiodandAeschylus,CornedU.P.,1949,pp.107-123;H.Lloyd-

Jones,TheJusticeofZeus,UniversityofCaliforniaPress,1971,pp.43-5;E.A.Have-

lock,TheGreekConceptofJusticeHaxvardU.P.,1978,pp.249-262.

5)13Wに っ い て の研 究 史 の 概 観 と して は,A.Spira,"SolonsMusenelegie",G.Kurz,

etaLedd.Gnomosyne:Festschrift/urWMargzum70.Geburtstag,c.H.Bcck,1981,

SS.177-196お よび 最 近 の傾 向 に つ い て はH.-G.Nasselrath,"GottlicheGerechtigkeit

anddasSchicksaldesMenscheninS●tonsMusenelegie",Museum」 陸'vθ"α4栩49,1992,

SS.91-104参 照.

6)前 半部 の 内容 の うち神 か ら得 た 富 と不 正 な仕 方 で獲i得 した 富 の 対 比 の類 似 例 は

へ 一 シ オ ドス 『仕 事 と 日々 』320-326行 に 見 出 され る 。ま た 不 正 を行 っ た者 に 対

す る神 々 に よ る懲 罰 は 遅れ る こ とが あ っ て も確 実 に果 た され る とい う神 義 論 は,

ソ ロ ー ン のエ レゲ イ ア 詩4Wの 次 の 箇 所 に も 見 られ る.

0{DδきφUλdσσOVταtσεμVa△tKη ⊆θ6μεθλα,

筑σwd}σασもvOtδετdγwv6勲 εvαπρ6で,.EOVTO6,

τφδ£XP6v餌dvτ ω⊆取 θPdπoτε1σoμ6vη(4W,14-16行).

ま た 彼 らは デ ィ ケ ー 女 神 の 厳 か な御 座 に注 意 を払 わ な い 。

女 神 は黙 っ て い る が起 こ りつ つ あ る こ と,過 去 の こ とをす っ か り知 っ て お り,

時 を 経 て 必 ず 償 わせ る た め にや って 来 る の だ.

こ の 考 え の先 駆 は 『イ ー リア ス 』 第4巻160-2行 お よび ヘ ー シ オ ドス 『仕 事 と

日々 』213-24行 に 見 出 され る.さ ら にテ オ グ ニ ス145-6行,197-208行 も参 照.
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7)後 半部 における人間の知識の限界性の認識9特 に神々の意図が人間たちには測

り難いこ とは ソローンの次の断片 にも表れている.

π伽 ㎎ δ'dθ窃v丘τωvdφ αvh⊆v60⊆ 伽eρ 曲πo甑V(17W).

不 死 な る も の た ち の意 図 は 人 間 ども に 対 して 完 全 に隠 され て い る 。

8)R.Latt亘more,"T血cFlrstElogyofSoloバ,オ 溺 θ裡c磁 ノo擢 澱1げP砺10'ogレ68,X9479

p.162.

9)H.Fr誌r謹(e且,``BineStileige盟he熊der倉 曲hgriech且scぬenLite]ratur",,,.andF'●rmen

〃 伽g7陀 訥 なo舵 ηD召 搾舵 蕗5,C.}1,Beck,1960,SS.70-1;RA.VanGron溢gen,Lac●na一

ρ03躍o溺 躍6雌 舵archaiquegrecque,deuxierneεd面o龍,N.vNoor通 一HoHa聡dsche

Ui宣geversMaatsch&P凶,';4,pp.94-7;逸 身 喜 一 郎,『 古 代 ギ リ シ ャ ・ロ ー マ の 文

学 韻 文 の 系 譜 一 』9放 送 大 学,1996,且46-$頁,

10)窃 δtKω ⊆(7行)9も φ'もβρ乱o⊆(1i行),6δtK帆 ⊆(12行),郵 脚 ⊆(lb行),畝 即 δv

(27行),伽 礁 乱Ot(31行)。

1D33行 のaka● ●S,κ αK6⊆ は 正 ・不 正 の 区 別 で は な く,身 分 の 違 い(「 立 派 な,卑

し い 」)を 表 す 。67,69行 の ε麗 ρδεw,KαK醜 印 δovτtは,「 正9不 正 」 で は な く

「成 功 ・失 敗 」 の 対 比 を 表 す.CfNassel蹴h,op.Clt.(注5),S.94,Anm.7.

12)菰 面 葡v伽 αφα乱vετ侃(75行)に お い て αbτ伽 は,K印 δεα(74行)を 指 す と

す る 見 解 が 優 勢 で あ る.C乏D.ACampbe盈 且,Gアθ盈 身 脚Po8妙,Bπlsto且Classlca且

Press,1967,p.75.

13)こ の よ う な 前 半 部 と 後 半 部 の 違 い か ら,両 部 分 は 本 来 別 の 作 品 で あ っ て,そ れ

が 結 び 合 わ せ ら れ た と 考 え る 研 究 者 も い た..CfSpiry,op.Clt.(注5)9PP.i79-

:,;;,

14)U.vonWilε ㎜ow且tz,SapphoandSinaonides,Weidm飢1n,1913,SS.257-275.

15)J.Chrlstes,"SolonsMusenelcgio(Fr.1G.-P.=lD.=13W.)",地'瑠 ε5114,1986,SS.

1-ig.

1b}Ibid.,SS.b-7.

17)CfA.WAIIen,"Sol●n'sPrayertotheMuses",乃 α認 αc"o総 σ 加 朗o鋼 」P劾101ρg夢。

60」 ノ望∫ぶodα"oη80,1949,p_54.

18)Nasselrath,op,CIS.(注5).

19}Ibid,SS.94-104.

20)Campbell,op.CI$.(注12),PP.236-7.aτ ρ切 ετo～お よ び π叩oφ6ρo～ は ホ メ ー ロ

ス 叙 事 詩 に お い て そ れ ぞ れ 海 と 畑(土 地)の エ ピ セ ッ ト と し て し ば し ば 用 い ら

れ て い る 。 そ の 他 以 下 の 表 現 に つ い て も 『イ ー リ ア ス 』 に 類 似 表 現 が 見 出 さ れ

る 。
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1(αλdξ…ργα(f…Pγα...1(α λ(島1孟5.92);θ εd}v葦 δo⊆αtπ心vL1(dvεtobpαv6v覧1(aVEOεd}v

ESoS,αtπ{)v"0λ 識)μπovI1.5.868);f1ε λtotoμ6vo⊆(ｵEVOSf1ε λtotoIl.23.190);πiovα

γα冗αv(πtovα 巻pγαIl.12.283).

ま た 海 と 耕 作 地 に 対 す る 風 の 影 響 の 描 写(19-21行)に は,へ 一 シ オ ド ス 『神

統 記 』.,#.行 と の 類 似 性 が 見 出 さ れ る.後 者 に お い て は,テ ユ ポ ー エ ウ ス か

ら 吹 い て 来 る 風 が 海 上 の 船 と 畑 と に 被 害 を 及 ぼ す 様 が 描 写 さ れ る.

21)Il.3.10-12;4.275-9;5.522-6;ll.305-8;16.297-302;16.364-5等.Cf.H.Frankel,

DiehomerischeGleichnisse,2.,unveranderteAuflage,Vandenhoeck&Ruprecht,1977,

SS.21-25.

22)M.W.Edwards,TheIliad:ACommentary,voi.5,CambridgeU.P.,1991,p.26.

23)δ δ'6vαvτtov伽 τoλ6ωv奴A叩9tδ η⊆(ll.ll.129-30行).CfM.W.Edwards,

Homer:PoetoftheIliad,JohnsHopkinsU.P.,1987,pp.107-8.

24)E.g.,16.156-66;17.281-3.CfEdwards,op.cit,(注22),p.26.

25)Lattimore,op.c猷(注8),pp.164-5.

26)但 しLattimorc,P」65は,畑 の 作 物 に 害 を 与 え る 風 は`somewhatindiscriminate'

で あ る 点 に お い て ゼ ウ ス と 似 て い る と述 べ て い る.

27)Lattimore,op.o'乙(注8),p.164;Gerbcr,Euterpe,AdolfM.Hakkert1970,p.12(.

28)Fr加kd,op.Clt.(注9),S.70,Anm.1は こ の 比 喩 に は 冬 か ら 春 そ し て 夏 へ と

い う季 節 の 移 行 が 表 現 さ れ て い る と 考 え て い る.そ う で あ れ ば こ の 比 喩 は さ ら

に 長 い 時 間 的 経 過 を 包 含 す る も の と な る.

29)叡dσ τ⑫ は 中 性 と 解 す る.CfCampbell,op.Clt.(注12),p.237.

30)別 の 観 点 か ら も,比 喩 の 拡 張 部 と 比 喩 に 続 く 叙 述 と の 関 連 性 が 指 摘 さ れ て い

る.K、Alt,"SolonsGebetzudenMusen",1琵 朋 θ3107,1979,S.396お よ びNasselrath,

op.Cdt.(注5),S.96は,風 が 海 を 荒 ら し 作 物 を い た め る こ と とdvαtτtO詑 ργα

τtvouσw(31行)と の 間 に 対 応 を 見 出 す.

31)Frankel,op.CIP.(注21),SS.6-7;Edwards,op.Clt.(注23),pp.107-8;Id.op.

cit,(注22),p.32.

32)例 え ばll.12.145-152;13.491-5;13,795-801;15.623-9;17.281-5等 。

33)卿 θ画vと い う語 は,へ 一 シ オ ド ス 『神 統 記 』932行,テ オ グ ニ ス1035行 等

で も 海 の 底 の 意 味 で 用 い ら れ て い る.『 縛 られ た プ ロ メ ー テ ウ ス 』1046-7行 で は,

大 地 を 揺 ら す 嵐 に つ い てXθ6vα δ'叡 πuθμ6vωvαbτdt⊆ φiζαt⊆πvε加 αKPα δαtvo1

と 述 べ ら れ て い る 。

34)船 乗 り(45-6行),予 言 者(55-6行),医 者(58-62行).

35)Nasselrath,op.cit.(注5),S.99;Alt,(注30),S.400,Anm.46.

36)Cf.LexikondesfruhgriechischenEpos,s.v.冒 δη℃6ω,δ鱈6ω1.

37}5.89.2;6.135.1;7.133.2;8.33;8.50.2;8.121.1.

38)M.L.West,Hesiod:WorksandDays,OxfordU.P.,1978ad614&617.
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39)川 島重成 「『イー リア ス』にお け る神 々 と比喩 」『西洋 古典 文学 にお け る内在 と

超 越 』,新 地書房,1986,48-54頁;Edwards,●p.cit.(注23),PP.1;.

40)同 様 に比喩 中の動物 の死へ の言及 が9直 後 の文 脈 とは対応 せず9そ の 比喩 が添

え られ た人物 の将 来の 死 を予示 す る と考 え得 る例 と して は,ll.12.4且 一8行,12.

299-306行,20.164-173行 を挙 げ る こ とがで きる.そ の他 『イー リア ス』 にお

け る比喩 が直後 の文脈 で叙 述 され ない将 来 の出来事 との対応 を示 す例 につ いて

は前注の 文献 を参 照.

41)建 物,樹 木,畑 に育 っ穀 物等 が考 え られ る。CfCampbell,●p.cat.(注12)9P.

236;Gerberop.Clt.(注27),P.125.

42)dρ 罰 ⊆δ£ξ6λtγη⊆はWestに よる読み換 え.写 本 は 釦 麟 δ菰6λ 乞γou。

43)プ ロセ スの表現 は ソロー ンの他 の作 品の断片 にも見出 され る。9Wで は次 の よ

うに気 象 現象 のプ ロセ ス が政治 的プ ロセ ス と並べ られて い る。

壱1《Vεφ{含2Lη⊆π6λετα乳X乱6VO⊆μ6VO⊆ ・hδ之2こαλdζη⊆,

βρOVτ壺δ'叡 λαμπρ角⊆γtγVετ侃dσ τερ0π禽⊆6

avSp(δvδ'壼1(μεγdλωvπ6λt⊆6λλ瓜)τα1,…6⊆δきμovdρ2ζOb

δ角μo⊆飢 δ肉 δo杁oσ もvηvきπεσεv(9W).

雲 か ら雪 や 霰 が 生 じ

輝 く稲 妻 か ら雷 が 生 じ る 。

そ して ポ リス は有 力 な男 た ち の ゆ え に滅 び,民 衆 は

愚 か さの ゆ え に独 裁 者 へ の隷 属 に 陥 る0

『ムーサた ちへ の祈 り』におい て不正 に対 す る懲罰 とい う倫理 的プ ロセ スが風 に

讐 えられ てい るこ とと似 た視点 で ある とい うこ とができ るであろ う.他 に6Wで

は,十 分 な思慮 を持 た ない人 間 に大 き な富 が与 え られ た 時,K6ρo⊆(飽 満)が

部 餌(暴 力)を 生 む とされ てい る.こ こに表 現 され た プ ロセ スは9『 ム ーサた ち

へ の祈 り』で不 正 に獲得 された富 が 渾 餌 と結 びつ け られ てい る こ と(11
,16行)

を思い起 こ させ る。

44)34行 の δ6ξαは 「考 え9憶 測 」の意 味で あ る とみな され る こ とが多い が9LSJ ,

S.v.`δ6ξα',HI1で は4行 と同 じ く 「名 声9評 判」の意 味で あ る と解 され てい る

(R8鷹843塑 ρ1θ耀 縦,1996,q.d.で は この 点が よ り明確 に記 され てい る)。 但 し,

34行 前半 の読 み の 問題 が あ るた め9こ の行 の δ6ξα の意 味 を確 定す るこ とは難

しい。

45)Allen,op.cit.(注17)9p.56は 人 間 の虚 しい期 待や 努力 の リス トが病気 の者

(37-$行)か ら始 ま り,病 状の経過 の描 写 を含 む 医者(57●62行)で 終 る こ とに

よ り9リ ス トの最初 と最 後 の間 に関連性 が作 り出 され てい るこ とを指 摘 してい

る0こ れ は様 々な共通 のモ テ ィー フの配 置 に よ りこの詩 の前 半 と後 半 に関連性

N工 工一Electron■cL■braryServ■ce



TheSocietyofPhilosophyofTokyoMetropolitanUniversity

『ムーサたちへの祈 り』におけるホメーロス的比喩の機能 37

が作 り出 され て い るこ とと似 た技 法 が,よ り小 さなス ケール で用 い られ てい る

もの とみ なす こ とが で きよ う.

*)本 稿 は平成10・ll・12年 度科学研 究費補 助金 基盤 研究(C)「 ギ リシア ・ロー

マ文 学 にお け る叙述技 法の解 明 を基 礎 とす る作 品論研 究 」(課題番 号10610536)

に よる研 究成果 報告 の一部 で ある.
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