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はじめに

　 トロイ ア王 族 の一 人 で あ る アエ ネ ア スは 、10年 に わ た る ギ リシ ア軍 の攻 撃 に よ って イ リオ ス

の城 砦 が 陥 落 す る寸 前 、 父 ア ンキ セ ス、 息 子 ア ス カ ニ ウ ス ら一 族 郎 党 を 率 い て 城 を 抜 け 出 し、

イ ダ 山麓 に 逃 れ る。 そ こで 船 を 建 造 し、 初 夏 の頃 海 上 に 出 る。 そ して 漂 泊 の船 旅 が 始 ま る。

　 彼 が 、 王 族 の一 人 で あ りなが ら、 城 市 と運 命 を 共 に しなか った のは なぜ か 。 そ れ は そ うい う

宿 命fataに あ った か らで あ る。 とい うのは 、 これ は も うす で に 第1歌 で言 わ れ て い る こ とで

あ る の だ が 、 ア エ ネ ア ス 自 ら、 「わ た しが 目指 す のは 父 祖 の地 イ タ リア、 一 族 の祖 は至 高 の ユ

ッ ピテル 。/二 十 隻 の船 を 率 い て プ リ ュギ ア の海 に 乗 り出 した の も、/母 神 が 示 す 道 を 辿 り、

課 せ られ た 運 命fataに 従 って の こ と」(Ae.1.380～82)1)と 言 って い る とお り、 彼 に は 新 しい

国 家 を イ タ リア の地 に 建 設 す る こ とが 神 意fataに よ っ て義 務 づ け られ て いた か ら で あ る2)。 こ

れ は ま た ア ポ ロ神 の 神 託fataで もあ る。 ア エ ネ ア スー 行 は デ ロス 島で 「い に しえ の 母 を 求 め

よ」 と、 そ の到 達 す べ き地 の 予 言 を 受 け る(3.94～97)。 そ して約 束 の地 を ク レタ と読 み ま ち

が え た あ と、 一 行 は イ タ リア こそ 目的 の地 で あ る こ とを 知 る。

　 神 だ け で は ない 。 アエ ネ ア ス の夢 に 現 わ れ た ヘ ク トル の亡 霊 も また アエ ネ ア スに トロイ アを

落 ち の び て 新 た な 国 家 を 建 設 す る よ うに と要 請 す る。 「トロ イ ア は 己 れ の聖 物 と守 り神 を

sacra　suosque　 Penatesあ な た に委 ね る」(2.293)と 。

　 アエ ネ ア スに は 脱 トロイ アが 神 か ら も人 間 か ら も要 請 され て い る。 脱 トロイ アだ け で は ない 。

新 しい トロイ アを 建 設 す る こ とが 要 請 され て い る。 こ の要 請 を 受 け て アエ ネ ア スは 旅 に 出 る。

目的 とす る地 は イ タ リア の ラ テ ィウ ムで あ る。 そ れ は 長 く困 難 な旅 で あ る。 そ れ は トロイ アか

らイ タ リア まで の単 に 物 理 的 空 間 的 な旅 で あ るだ け で は ない 。 長 い 旅 のあ い だ に アエ ネ ア ス 自

身 も変 貌 す る。 そ れ は 精 神 的 な旅 で もあ る ので あ る。 彼 は ど の よ うな変 貌 を 見 せ る のか 。
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　 『アエ ネイ ス』 が 『イ リア ス』 と 『オ デ ュ ッセイ ア』 を 手 本 と して 書 か れ た も ので あ る こ と

は 周 知 の事 実 で あ る。 アエ ネ ア ス の旅 は オ デ ュ ッセ ウ ス の旅 に 相 似 す る。 しか し一 方 は 単 に 私

的 な望 郷 の旅 で あ る のに 対 し、 他 方 は 上 に 述 べ た よ うに 神 か ら、 そ して 人 間 か ら も要 請 を 受 け

た 旅 、 いわ ば使 命 を 帯 び た 旅 で あ る。 ア エ ネ ア ス 自身 、 自 らの旅 が 神 意fataに よ る 目的 のあ

る旅 で あ る こ とを 自覚 して い る3)。 こ の 自覚 が ア エ ネ ア ス を オ デ ュ ッセ ウス とは異 な る旅 行 者

に 仕 立 て る。 さて そ れ は ど の よ うに 異 な る ので あ ろ うか 。

1.船 出 ・・・… 波 に 浮 寝 の

　 焼 け 落 ち る城 を 逃 れ 出た アエ ネ ア スは 、 しば ら くそ の身 を イ ダ 山麓 に 潜 め 、 そ こで 艦 船 の建

造 に 当 った の ち、 「初 夏 に入 るや た だ ち にvix　 prima　 inceperat　 aestas」(3.8)祖 国 トロイ アを

後 に して 「亡 命 の身 を 大 海 へ と 向けferor　 exsul　in　altum」(3.　 l　l)た 。 それ は、 「ど こへ 運 命 が

導 くのか 、 ど こに 定 住 を 許 され る のか 、 定 か で ないincerti　 quo　fata　ferant,　ubi　sistere　detur」

(3.7)旅 で あ った。

　 最 初 に彼 らが寄 港 す るの は マル ス の地 、 す なわ ち トラキ ア で あ る4)。 そ の地 で犠 牲 式 を 挙 げ

よ うと して ポ リ ュ ドル ス の亡 霊 に 遭 遇 し、 この 「残 忍 な地 、貧 欲 な岸 か ら逃 げ よfuge」(3.44)

と の託 宣 を 聞 く。 ポ リ ュ ドル スは アエ ネ ア ス と 同 じ く トロイ ア王 族 の一 人 で 老 王 プ リア ム ス の

末 子 で あ った が 、 年 端 もゆ か ぬ 身 とて トロイ ア攻 防 戦 に は 参 加 せ ず 、 莫 大 な黄 金 と と もに トラ

キ ア王 ポ リ ュメ ス トル の許 に 預 け られ て い た 。 そ の彼 を 黄 金 に 目の眩 ん だ ポ リ ュメ ス トル が 殺

害 した ので あ った 。 アエ ネ ア スー 行 は 改 め て ポ リ ュ ドル ス の葬 儀 を 取 り行 った の ち、 こ の 「罪

に 稼 れ た 土 地scelerata　 terra」(3.60)を あ とに す る。

　 次 に 寄 港 した のは エ ー ゲ海 のほ ぼ 真 中 に 位 置 す る デ ロス 島で あ る。 土 地 の王 で あ りまた ア ポ

ロの神 官 で もあ る ア ニ ウ ス と ア ンキ セ ス とが 旧知 の仲 で あ った ゆ え に 、 一 行 は 歓 待 され る。 ア

エ ネ ア ス は ア ポ ロ神 に 祈 りを捧 げ 、 旅 の 目的 地 は ど こか を 尋 ね る、 「誰 な のか 、 わ れ らの 導 き

主 は 。 ど こへ 行 って 居 所 を 定 め よ、 と命 じる のかquem　 sequimur?quove　 ire　iubes?ubi　 ponere

sedes?」(3.88)と 。 す る とア ポ ロは答 え る、 「忍 耐 強 い ダル ダ ヌ ス の子 孫 よ、 お まえ た ちが 父

祖 の血 筋 か ら/最 初 に 生 を 受 け た 土 地 、 そ の 同 じ土 地 の実 り豊 か な胸 が お まえ た ち の/帰 還 を

迎 え るだ ろ う。 い に しえ の母 を 探 し求 め よantiquam　 exquirite　matrem」(3.94～96)5)と 。 し

か しこ の神 託 を 聞 い た 者 だ れ 一 人 そ の意 味 す る と こ ろを 理 解 す る こ とが で き ない 。 父 ア ンキ セ

スが そ れ は ク レタ島 で あ る と解 釈 す る。 「わ た し の聞 き覚 え に 間違 い が なけ れ ば」 一 族 の 祖 テ

ウ ケル が ク レタか ら トロイ アへ 移 住 した とい うので あ る。 か く して 一 行 は ク レタ 島を 目指 す 。

　 ク レタは しか し安 住 の地 で は なか った 。 上 陸 して 生 活 を 始 め た 一 行 に 疫 病 が 襲 って きた か ら

で あ る。 「人 々 は い と しい 命 を 落 とす か 、 あ るい は 、 体 を 痛 々 し く/引 きず った。 この と き、
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田畑 は シ リウ スに 焼 き尽 くされ て 不 毛 と な り、/草 は 枯 れ 、 病 ん だ 作 物 は 日々 の糧 と な る こ と

を 拒 ん だ 」(3.140～42)の で あ る。 途 方 に くれ た ア エ ネ ア ス の夜 の夢 に 故 郷 トロイ ア か ら携

え て き た守 り神 ペ ナ テ スが 現 わ れ て 告 げ る、 「変 え るべ き は住 む 場所 だ 。 こ の岸 で は な い のだ 。

お まえ に デ ロス の神(ア ポ ロ)が/勧 め た のは 。 ク レタに 居 住 せ よ、 と も ア ポ ロは 命 じなか っ

た 。/ギ リシ ア人 が ヘ スペ リア と名 づ け て 呼 ぶ 地 が あ る。/い に しえ の土 地 に して 、 武 力 と肥

沃 な土 壌 ゆ え に 強 大 だ 。/か つ て の住 人 は オエ ノ トリ人 で あ った が 、 い まは 彼 ら の子 孫 が/指

導 者 の名 に ち なみ 、 そ の民 の国 を イ タ リア と呼 ん で い る。/こ の地 こそ わ れ らが 住 む べ き場 所

hae　nobis　propriae　 sedes。 こ こが 出生 の地 だ 、 ダル ダ ヌ ス も、/わ が 一 族 の始 祖 、 父 イ ア シ ウ

ス も。/さ あ 立 て 」(3.161～69)と 。 た ち まち に 寝 床 を蹴 った ア エ ネ ア ス は 事 の次 第 を 父 ア

ンキ セ スに 告 げ 、 そ の決 断 に よ って ク レタを あ とに す る こ と とす る。 こ こで 初 め て 航 海 の 目的

地 が 決 定 す る。 目指 す は イ タ リアで あ る。

　 と こ ろが 出港 後 ほ ど な く して 海 上 で 嵐 に 見 舞 わ れ 、 船 団 は 航 路 を は ず れ て ギ リシ ア の西 岸 を

北 上 す る こ とに な る。 ス トロバ デ ス 島で ハル ピ ュイ ア ど もに 悩 ま され た の ち、 ザ キ ュン トス、

イ タ カ、 レ ウカ ス の 島 々を 縫 って 進 み 、 ア クテ ィ ウ ム の岸 に上 陸 し、 競 技 祭 を 催 す6)。 そ こを

出立 した の ち、 今 度 は カ オ ニ ア の ブ トロ トゥム の町 に 入 る。 そ こは プ リア ム ス の子 ヘ レヌ スが

ア ン ドロマ ケ を妻 と して 治 め て い る町 で あ った7)。 一 行 は こ こで 歓 待 を 受 け た の ち 、 再 び イ タ

リア の地 を 目指 して 出帆 す る。 一 路 南 下 して イ タ リア半 島南 端 を 廻 航 しよ うとす るが 、 怪 物 の

棲 む メ ッシ ナ海 峡 は 避 け 、 シキ リア 島 の南 端 パ キ ュヌ ス岬 を 目指 す 。 こ の間 キ ュ ク ロプ ス ら の

棲 む 岸 辺 に 漂 着 し、 か つ て ウ リ クセ ス(オ デ ュ ッセ ウ ス)が ポ リ ュペ ム ス の洞 穴 か ら逃 げ 出 し

た 際 、 一 人 取 り残 され て い た ア カエ メ ニ デ ス と偶 然 出会 い 、 これ を 救 出す る とい う一 幕 も付 け

加 え られ る。

　 一 行 は パ キ ュヌ ス岬 を 廻 航 した の ち 島 の西 端 ドレパ ヌ ムに 至 る。 こ こで 父 ア ンキ セ スが 死 去

す る。 ア エ ネ ア ス は 再 び 出帆 す る。 「い ま や シキ リア の地 は視 界 か ら消 え た 。 沖 に 向 け 、/彼

ら は喜 々 と して 帆 を 張 り、 泡 立 つ 波 を 青 銅 の舳 先 で切 り進 ん で い た」(1.34～35)。 この と き

女 神 ユ ノ は風 神 ア エ オル ス を使 って 暴 風 を 起 こ さ せ る 。 「い ま 、 わ た しの憎 む 民 が テ ユ レニ ア

の海 を 航 海 し、/イ リウ ム の敗 れ た 守 り神 を イ タ リアへ と運 ん で い る。/風 ど もに 力 を 吹 き込

め 。 船 を粉 微 塵 に して打 ち 沈 め よ」(1.67～69)。 結 果 、 ア エ ネ ア ス は這 々の 態 で カ ル タ ゴ の

海 岸 へ と漂 着 す る こ とに な る。 こ の漂 着 者 を カル タ ゴ の女 王 デ ィ ドが 引 見 す る。 こ の歓 待 と好

意 に 応 え て アエ ネ ア スは 、 トロイ ア 陥落 の模 様 とそ の後 の漂 泊 の詳 細 を物 語 る(第2、 第4歌)。

上 に 述 べ て きた のは そ の語 りの概 略 で あ った 。 そ して 「そ こ(シ キ リア)を 出発 した あ と、 わ

た しは神 の 力 で あ な た の 岸 に 着 い た の だ 」(3.715)と 、 ア エ ネ ア ス は そ の 苦 難 の旅 を語 り終

え る。

　 旅 は 最 初 、 行 方 定 め ぬ 旅 で あ った 。 試 行 錯 誤 の の ち、 い まそ の 目的 とす べ き土 地 は イ タ リア
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であることがわかった。アエネアスがイタリアを 目指すのは、そこに新国家を建設せよとの神

意fataを 受けてのことである。その過程でまた神か ら、あるいは予言者か ら細 々とした指示

も受ける。彼が最終的にイタリアの地を 目指すことになったのは、 クレタ島で一族の守 り神ペ

ナテスの託宣を夢に聞いたからである。またイタリアへの航路については、ブ トロトゥムのヘ

レヌスから細かな指示を受けている。このように彼の旅は神や人間のさまざまな指示援助のも

とに行なわれる。 しか しだからといって、それは決 して平穏な旅ではない。ただひとりこの航

海を阻害 しようとする者がいるからである。 トロイア戦争以来 トロイアに対 して敵意を抱 く女

神ユノがそれである。風神アエオルスを使吸 してイタリアへの航路からはずれさせ、カルタゴ

へと漂着せ しめたのは、まさにこのユノ女神の差 し金であった。そ してユノ女神の妨害は、こ

うした嵐、難破、漂着とい う物理的な形でだけで示されるのではない。新国家建設へのアエネ

アスの決意を鈍らせ逸らせるような妨害をもまたユノは企てる。

2.デ ィ ド ・・・… 徒 な 深 情 け

　 『アエネイス』第4歌 の冒頭はカルタゴの女王ディドの恋に悩む姿を写すことから始まって

いる。

　 しか し女王は、すでに前から心に重い恋の傷gravi　curaを 負っていた。/脈 打つ血で傷を

養い、 目に見えぬ災に苛まれている。/し きりに勇士の武勇が心に浮かび、かの一族の栄誉

が しきりに心中を/駆 けめ ぐる。彼の面立ちと言葉は胸に固 く刺さって/離 れず、恋の悩み

は体が安らかに憩 うことを許さない(4.1～5)。

　 恋 の相 手 は アエ ネ ア スで あ る。 イ タ リアを 目指 す アエ ネ ア ス の船 団 を アエ オル スを 吸 して 起

こ した 嵐 に よ って カル タ ゴ の地 へ 漂 着 せ しめ る こ とに 成 功 した ユ ノは 、 次 に は 愛 の女 神 ウ ェヌ

ス の力 を 借 りて アエ ネ ア スを 恋 の糸 に 搦 め 取 らせ る こ とに 成 功 す る。

　 デ ィ ドか ら心 の うちを 打 ち 明け られ た 妹 の ア ン ナは 、 周 囲 に 舞 く敵 対 勢 力 か ら カル タ ゴを 護

り立 て て い く必 要 性 か ら、 アエ ネ ア スを 国 家 経 営 のパ ー トナ ー と して 迎 え る こ とを 歓 迎 し、 姉

に 恋 の成 就 を焚 きつ け る。 「彼 女(ア ンナ)は こ の よ うに言 って激 しい 愛 の炎 を デ ィ ドの 心 に

焚 きつ け る と、/思 い 定 ま らぬ 胸 に 希 望 を 投 じ、 恥 じ らい の 心 の い ま しめ を 解 い たsolvitque

pudorem」(4.54～55)。 恥 じ らい の 心pudorと は 、 デ ィ ドの死 別 した 前 夫 シ ュカエ ウ スへ の貞

節(二 夫 に 見 え ず と の誓 約)を 表 わ す 。 デ ィ ドの心 を 縛 って い た 呪 縛 が 解 け る。 以 後 恋 に 身 を

焼 くデ ィ ドは 、 「都 中 を さま よい、/熱 情 に狂 うfurensさ まは 、 ま るで 矢 を 射 当 て られ た 雌 鹿

の よ う」(4.68～69)で あ る。 そ して この 熱 い 思 い が つ い に遂 げ られ る時 が く る。 もち ろん そ
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こに は また ユ ノ女 神 の策 略 が 働 い て い る。

　 あ る と き デ ィ ドは 狩 猟 を 催 す 。 アエ ネ ア ス の一 党 も これ に 参 加 す る。 一 行 が 森 へ 向か った と

こ ろ で 、 女 神 ユ ノは 嵐 を起 こす 。 雨 に 降 り込 め られ て狩 る 者 も勢 子 もみ な散 り じ りに な る。

「だ が デ ィ ドと トロイ ア の指 揮 官 は 同 じ洞 穴 へ と/辿 り着 く。 そ こに わ た しも臨 座 しよ う。 そ

なた(ウ ェヌ ス)も 同 じ決 意 で あ る な ら、/わ た しは 揺 るが ぬ 結 婚 の契 りを 結 ば せ 、 彼 女 を 正

妻 と宣 言 しよ う。/こ れ を も っ て婚 礼 と し よ うhic　 hymenaeus　 erit」(4.124～27)。 事 実 こ の

とお りに 事 が 運 ぶ 。 デ ィ ドと アエ ネ ア スは 狩 猟 中 に 嵐 に 遭 う。 そ して 「デ ィ ドと トロイ ア人 の

指 揮 官 は 同 じ洞 穴 へ と/辿 り着 く。 原 初 の神 格 た る大 地 の女 神 と介 添 え の ユ ノ とが/合 図 を す

る。 と、 火 が 天 上 に 閃 い て 婚 儀 の/立 ち会 い と な り、 峰 の頂 で は ニ ン フた ち の叫 び が こだ ま し

た 。/こ の 日が 破 滅 の始 ま り、 これ が 災 い の原 因 で あ った 。 もは や デ ィ ドは 体 面 や 評 判 を 気 に

か け ず 、/人 目を 忍 ん で 恋 の思 い に 耽 る こ と も ない 。/こ れ は 結 婚 だ と言 い 、 こ う呼 ぶ こ とで

罪 に 蔽 いを 掛 け る」(4.165～72)。 か くして デ ィ ドの思 い は遂 げ られ た。 彼 女 の 恋 は 成 就 した

ので あ る。 しか しまた 「これ が 災 い の原 因 で あ った 」。"結 婚"の 噂 は た ち ま ちに して リ ビ ュア

の町 を 駆 け抜 け て い く。 そ して か ね て よ りデ ィ ドに 求 婚 して いた ガ エ トゥ リ族9)の 王 イ アル バ

ス の耳 に 届 く。 イ アル バ スは 、 か つ て デ ィ ドの一 党 が テ ユ ロス よ りこ の地 へ 流 れ 来 た った 折 、

国 土 を 与 え て 定 着 す る のを 援 け た 男 で あ る。 そ の好 意 を 裏 切 られ た 思 い のイ アル バ スは 、 全 能

の神 ユ ピテ ル10)に祈 願 して こ の縁 組 み を 壊 そ う と図 る。 「あ の女 は わ れ らが 領 土 内 を さす らい 、

狭 い 土 地 を/買 って 都 を 置 き ま した が 、 これ に 海 岸 の耕 地 と/そ の地 権 を 与 え た のは わ れ わ れ

で す 。 そ れ を 、 わ れ わ れ と の婚 儀 を/拒 絶 した うえ に アエ ネ ア スを 主 と して 王 領 に 迎 え ま した 。

/い まや 、 か の パ リス め は 女 々 しい 取 り巻 き と と もにsemiviro/顎 と香 油 した た る髪 とを マ

エ オ ニ ア の頭 巾に/包 み 、 獲 物 を 掌 中 に して い ます 。 わ れ わ れ は とい え ば 、 神 殿 へ の捧 げ 物 を 、

/も ち ろん 、 あ なた のた め に 届 け 、 評 判 に す が って い ます が 報 わ れ ませ ん 」(4.211～18)。

　 こ の願 い を 聞 き届 け た ユ ピテル は 使 神 メル ク リウ スを 遣 して 、 アエ ネ ア スに イ タ リアで の建

国 とい う大 目標 を 思 い 出 させ 、 た だ ち に カル タ ゴを 出港 す る よ う促 さ しめ る 、 「船 出 を させ よ。

これ が要 だ 。 これ を も って わ が 言 づ け とせ よ」(4.237)と 。 メル ク リウス は ア エ ネ ア ス に こ

の言 づ け を 伝 え る。 これ を 聞 い た と きの ア エ ネ ア ス の様 子 は 以 下 の よ うに描 写 され て い る。

「しか しこれ(メ ル ク リウ ス の姿)を 見 た アエ ネ ア スは 動 転 のあ ま り口 も きけ ず 、/戦 標 に 髪

は 逆 立 ち、 声 は 喉 に 詰 ま った 。/こ の場 を 去 って 逃 亡 し、 愛 お しい 土 地 を 捨 て よ うと胸 を 焦 が

すardet　 abire　fuga　dulcesque　 relinquere　terras。/神 々 の警 告 と命 令 は か くも強 く彼 を 驚 愕 さ

せ た 」(4.279～82)。 神 か らあ た か も痛 棒 を 喰 ら った か の よ うに、 ア エ ネ ア ス は 自 らに 課 され

た 義 務fataを 思 い 出す の で あ る。 そ れ だ け 彼 も デ ィ ドとの恋 に我 を 忘 れ て いた こ とに な る。

　 愛 が 綻 び は じめ る。 少 くと も アエ ネ ア ス のほ うの気 持 は 醒 め は じめ る。 そ れ は ひ とえ に デ ィ

ドの愛 が 強 す ぎた か らで あ る。 アエ ネ ア スに 対 す る一 途 な愛 は 、 そ の一 途 さゆ え に 思 慮 を 欠 い

一73一



丹　下　和　彦

た 、 とい わ ね ば な ら ない 。 イ アル バ ス の存 在 を 無 視 した こ とで あ る。 そ の無 視 が 反 発 と恨 み を

買 うこ とに な った 。 そ れ は ユ ピテル へ の祈 願 と な って 現 わ れ 、 結 局 廻 りまわ って アエ ネ ア ス の

義 務 の覚 醒 へ と繋 が る。 義 務 の覚 醒 は 愛 か ら の逃 避 を 促 す 。 か く して デ ィ ドの愛 は 、 そ の一 途

さゆ え に 破 綻 せ ざ るを え ない ので あ る。

　 と こ ろで デ ィ ドの愛 の一 途 さは 、 そ の実 際 のあ りよ うは ど の よ うな も ので あ った のか 。 デ ィ

ドは ア エ ネ ア ス を 一 目見 た と きか ら恋 に 落 ちた 。 これ は まち が い な い。 彼 女 自身 が 言 う、 「こ

の方 た だ 一 人 だ け が わ た しの感 覚 を た わ め 、 よ ろめ くば か りに 心 を/突 き動 か した 。 わ た しに

は 分 か る 、 これ は 昔 の炎 の名 残veteris　 vestigia　flammae」(4.22～23)と 。 最 初 の うち は 恥

pudorの 概 念 が こ の恋 の邪 魔 を す る。 しか し妹 ア ン ナに よ って 恥 の縛 め が 解 か れ た の ちは 、 デ

ィ ドは恋 の道 を一 途 に 突 き進 む 。 そ の 姿 は 、 「熱 情 に 狂 う女furentem」(4.65)、 「熱 情 に 狂 う

furens」(4.69)、 「熱 病 に と らわ れpeste　 teneri」(4.90)、 「狂 気furori」(4.91)と い った 激 越

な表 現 で 捉 え られ て い る。 アエ ネ ア スを 迎 え た 宴 の席 で は 、 彼 の トロイ ア以 来 の苦 難 の物 語 を

繰 り返 し聞 きた が り、 宴 果 て て 一 人 あ とに 残 され る と アエ ネ ア スが 去 った あ と の寝 椅 子 に そ の

身 を 横 た え て み る。 また 父 親 似 の ア ス カ ニ ウ スを 胸 に 抱 き寄 せ て 父 親 へ の思 い を 紛 らせ よ うと

も して み る。 カル タ ゴ の国 全 体 が 女 王 の恋 と と もに そ の活 動 を 止 め る。 若 者 は 日常 の鍛 錬 を や

め 、 国 土 防 衛 のた め の工 事 も中 断 され る。 あ た か も カル タ ゴ の国 全 体 が 女 王 デ ィ ドそ の人 で あ

るか の よ うに 、 女 王 と と もに 恋 に 悶 え る ので あ る。

　 古 来 恋 の思 い に 取 り籠 め られ た 女 性 は 多 い 。 パ イ ドラが そ うで あ り、 メ ディ アが そ うで あ る。

デ ィ ドの祖 型 と して 、 わ た した ちは カ リ ュプ ソとキ ル ケを 挙 げ る こ と もで き るか も しれ ない 。

彼 女 ら も また オ デ ュ ッセ ウ スを 捉 え て 帰 そ うと しなか った ので あ る。 こ こで わ た した ちは 、 詩

人 ウ ェル ギ リウス が デ ィ ドを 描 くに際 してそ の手 本 と した と思わ れ るメデ ィ ア の例 を 引 きたい11)。

ヘ レニ ズ ム期 の詩 人 ア ポ ロニ オ ス ・ロデ ィオ ス の描 い た メ ディ ア、 そ の恋 に 悩 む 姿 で あ る。

まもなく夜が大地の上に闇をひろげた。海上では

水夫が大熊やオリオンの星々を

船から眺め、旅人や門番はすでに

眠 りを望んだ。深い眠 りが

子供を失った母親のまわ りを包み、

町には犬の鳴き声も、ひび く人声もすでに絶え、

しじまが しだいに暗 くなる闇を支配 していた。

だが、メディアには甘い眠 りが訪れなかった。

『ア ル ゴ船 物 語 』3.744～5112)
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　同じく恋に悩むディド　　このときすでに恋は綻びは じめている　　を、ウェルギリウスは

次のように描 く。

夜となった。穏やかな眠 りを楽 しみながら疲れた

体が地上に横たわ り、森も海面の波立ちも静まっていた。このとき星々は滑 り行 くめ ぐりの

　なかばにあ り、

このとき田野のどこにも声はない。家畜も彩 り美 しい鳥たちも、

広 く澄み渡る湖や、茨の茂る

田園に住む生き物のどれも、夜のしじまのもと眠 りについていた。

〔悩みを癒 し、心から労苦を忘れていた。〕

しか し、心に悲運を負 うフェニキアの女王は、ただひとときも

くつろいで眠 りに落ちることがない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『アエネイス』4.522～30

夜 の静 寂 と、 そ の 中 で 報 わ れ ぬ 恋 の 思 い に 悶 々 と時 を過 ごす 女 。 『オ デ ュ ッセ イ ア』 の 詩 人

は カ リ ュプ ソや キ ル ケを こ こ まで 描 くこ とは しなか った 。1年 間 の 同棲 中 、 キ ル ケが こ の よ う

に 恋 の素 顔 を 見 せ る こ とは ない 。 カ リ ュプ ソとて そ うで あ る。 詩 人 の筆 は む しろ オ デ ュ ッセ ウ

ス の望 郷 の 思 い を 描 く こ とに 忙 しい。 恋 す る女 性 の心 理 を 夜 の静 寂 と関 係 づ け て 歌 った サ ッ

ポ ー こそ 、 こ の デ ィ ドの祖 型 と 目され るか も しれ ない 。

月 は 沈 み 、 プ レイ ア デ スは 落 ちて

い まは 真 夜 中 、 時 は 移 ろい 、 わ た しは 一 人 眠 る13)

　 い ず れ に せ よ こ こに は 一 人 の女 性 が 、 一 人 の人 間 が 息 づ い て い る。 そ の息 づ か い を わ た した

ちは 感 じ取 る こ とが で き る。 デ ィ ドを 一 人 の恋 す る女 性 、 人 間 と して 描 い た こ とは 、 ウ ェル ギ

リウ ス の功 績 で あ る。 先 縦 と して ア ポ ロニ オ ス の メ ディ アが 、 そ して サ ッポ ーが い る と して も。

こ こに は 〈夜 の静 寂 と恋 す る女 〉 とい う一 つ の詩 的 場 面 が ル ー テ ィー ン化 され 、 また 系 譜 化 さ

れ て い る と解 して よい か も しれ ない 。

　 話 を メ ディ ア と デ ィ ドに 戻 す 。 二 人 の恋 心 は い ず れ も恋 の神 ア プ ロデ ィテ(ウ ェヌ ス)に よ

って 引 き起 こ され た も ので あ る。 そ して こ の恋 の女 神 の背 後 に は 、 そ れ を 使 吸 した ユ ノ女 神 が

い る。 ユ ノ の要 請 を 受 け た ウ ェヌ スは 、 デ ィ ドを して 一 途 に アエ ネ ア スを 恋 す る よ うに 仕 向け

る。 デ ィ ドの恋 は 、 一 途 で あ るか ら こそ 恋 の思 い 以 外 の感 情 も思 慮 もそ こに 入 る余 地 が ない 。

イ アル バ ス の存 在 は 無 視 され る。 カル タ ゴ の現 状 も将 来 も、 彼 女 の考 慮 の うちに 入 ら ない 。 そ
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こには打算も計算もない。国の将来を慮 り、アエネアスを共同統治者とするために恋の成就を

図るのは、妹アンナのほ うである。ウェヌスに操られているディドに打算はない。彼女の恋は

それだけ純粋であるといえるのである。

　この純粋な恋が破れると、その反動は大きい。彼女は 「これほど大いなる愛が破れるとは思

いもしていないゆえ」(4.292)で ある。 しかし彼女の純粋 さが、その恋の一途さが(国 中の

噂となって)イ アルバスを怒らせた。愛が綻びは じめる。上に挙げた夜の静寂の中で悶々と時

を送る彼女の姿は、愛の綻びを感知 し報われぬ恋を嘆くその心情を描いたものであった。「懊

悩は倍加し、何度 もぶ り返す/愛 の思いは荒立ち、怒 りの大波をうねらせる」(4.531～32)

のである。愛が怒 りに変わる。それはそれだけ愛 していたとい うことである。その愛がそれだ

け純粋であったとい うことである。怒 りは愛の証拠にほかならない。この愛の綻びはどのよう

に収拾されるのであろうか。

3.遁 走 ・・・… あ と は 白 浪

　 先 に 少 し触 れ た よ うに 、 使 神 メル ク リウ ス の訪 問 を 受 け た アエ ネ ア スは 己 が 身 に 課 せ られ た

義 務 を 思 い 出す 。彼 に は イ タ リア の地 に新 しい 国 家 を 建 設 す る こ とが 神 意fataと して 課 せ ら

れ て い た 。 そ れ を 思 い 出 した ので あ る。 彼 は 「こ の場 を 去 って 逃 亡 し、 愛 お しい 土 地 を 捨 て よ

うと胸 を 焦 が すardet　 abire　fuga　dulcesque　 relinquere　terras」(4.282)。 カル タ ゴは 愛 お しい 土

地dulces　 terrasで あ った。 この 「愛 お しいdulcis」 な る語 に は デ ィ ドと の甘 い 同棲 生 活 の味 も

含 意 され て い よ う。 しか し神 意fataに は 逆 ら え な い。 ア エ ネ アス は カル タ ゴ出立 を 決 心 し、

そ の準 備 を は じめ る。 そ れ は 神 意fataの 遂 行 で あ り、 しか し同時 に愛 か ら の遁 走 で も あ る。

　 アエ ネ ア スは メル ク リウ ス の告 知 を 聞 くや 否 や た だ ちに 部 下 を 呼 び 、 カル タ ゴ 出立 の準 備 に

当 らせ る。 「艦 隊 を装 備 せ よ。 口外 無 用 だ。 仲 間 を 海 岸 に集 結 、/武 器 を 準 備 せ よ。 そ して 、

乱 を 起 こす どの よ うな理 由 もな い よ うに/見 せ か け よ」(4.289～91)。 一 方 彼 自身 は デ ィ ドの

説 得 に 当 る。 上 の 台 詞 に 続 け て言 う、 「自分 は そ のあ いだ に 、 い まは 最 良 の人 デ ィ ドも/気 づ

か ず 、 これ ほ ど大 い な る愛 が 破 れ る とは 思 い も して い ない ゆ え 、/歩 み 寄 りを 試 み て み よ う」

(4.291～93)。

　 しか しデ ィ ドは気 づ い て い た 。 「誰 も恋 す る者 を欺 け な い 」(4.296)の で あ る。彼 女 は アエ

ネ ア スに 哀 願 し、 また 彼 を 難 詰 す る、 「不 実 な男 よperfide」(4.305)、 「酷 い 男 よcrudelis」(4.

311)と 呼 び か け 、 「わ た しか ら逃 げ る のかmene　 fugis?」(4.314)と 問 い か け 、 「崩 れ ゆ く家

を 哀 れ ん で お くれmiserere　 domus　 labentis」(4.318)と 哀 願 し、 「あ なた の考 え を 振 り捨 て よ

exue　mentem」(4.319)と 懇 願 す る。

　 これ に対 して ア エ ネ ア ス は ど う応 え るで あ ろ うか 。 彼 は デ ィ ドの言 い分 を ほ ぼ 認 め る、 「あ
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なた が 口に 出 して/数 え 上 げ られ る こ と ど もを 、 女 王 よ、 わ た しは 決 して 否 み は しない 。/そ

れ だ け尽 く して も ら った エ リ ッサ(デ ィ ドの別 名)と の 思 い 出 を厭 うこ とは な い 」(4.333～

35)と 。 しか し肝 要 な 点 は 一 つ ず つ これ に 反 論 して い く。 デ ィ ドとの 夫 婦 関 係 に つ い て は 、

「新 郎 の/松 明 を 捧 げ持 った こ とは 、一 度 も な く、 そ の よ うな盟 約 を結 ん だ こ と もな い 」(4.

338～39)と 言 い 、 ア ポ ロの 神 託 に従 って イ タ リア に新 国家 を 建設 す る の は一 一 そ の た め い ま

カル タ ゴ脱 出を 目論 ん で い る ので あ るが 　 　 フ ェニキ ア生 まれ の デ ィ ドが カル タ ゴに 国 を 持 つ

の と同 じ、 「わ れ わ れ に も外 地 の 王 国 を 求 め る こ とは 許 され て い る」(4.350)と して 、(あ な

た な らぬ)イ タ リア こそ わ が 愛 、 わ が 祖 国 と言 い 切 る。 しか もそ の上 で 「わ た しが イ タ リアを

追 い 求 め る のは 本 意 で は ないItaliam　 non　sponte　sequor」(4.361)と 言 い 添 え る。 そ れ は ま さ

に メル ク リウ スに 託 され た ユ ピテル の神 意fataゆ え な の で あ る と。

　 神 託 や 神 意 を もち 出 され て は デ ィ ドに 勝 ち 目は な い 。 「な る ほ ど、 そ れ が 天 上 の神 々の 仕 事

だ 。 そ ん な気 遣 い が 人 々 の平 静 を/乱 す のだ 。 わ た しは あ なた を 引 き留 め ぬ 。 言 わ れ た こ とに

反 論 も しない 。/行 くが よい 、 風 に 乗 りイ タ リアを 追 い 求 め よ。 波 頭 を 越 え て 王 国 を 目指 せ 」

(4.379～81)。 しか しア エ ネ ア スが 裏 切 りの 罰 を 必 ず 受 け て 、 こ の の ち わ が デ ィ ドの 名 を 幾

度 も呼 ぶ こ とが あ る よ うに と言 い 残 して 座 を 立 つ 。 後 に 残 され た アエ ネ ア スは 彼 女 の心 中 を 察

しつ つ 「大 い な る愛 ゆ え に 心 が 揺 らい で い たmagnoque　 animum　 labefactus　amore」(4.395)

も の の、 「それ で もな お、 神 々 の命 令iussa　 divomを 遂 行 し、艦 隊 の様 子 を見 に戻 る」(4.396)

こ と もす る ので あ る。 出港 準 備 に か か って い る部 下 た ちは 櫓 材 に まだ 枝 葉 のつ い て い る生 木 を

使 用 せ ざ るを え ない ほ どに 「逃 げ 去 る こ とに 逸 って い た 」(4.400)。

　 トロイ ア人 た ち の慌 た だ しい 出港 準 備 を 見 、 また す で に 恋 人 アエ ネ ア ス の心 中 を 思 い 知 ら さ

れ た デ ィ ドは 、 せ め て 順 風 が 吹 く季 節 まで 出発 を 延 ば せ ない か 、 イ タ リア行 きを 止 め は せ ぬ が 、

「た だ 空 し く過 ぎ る時 間 が 欲 しい 。 狂 お しい 熱 情 を 鎮 め る間 が 欲 しい 。/そ のあ い だ に 、 これ

が わ が運 、 敗 れ た 心 は痛 み を 負 う もの と学 べ よ うか ら」(4.433～34)と 、 妹 ア ンナ に 心 中 を

吐 露 す る。 ア ン ナは 姉 の気 持 を アエ ネ ア スに 告 げ る。 しか しアエ ネ ア ス の決 心 は 揺 るが ない 。

「運 命fataが 立 ち ふ さが り、 神 が 勇 士 の 耳 に 栓 を して 平 静 を 与 え て い る」(4.440)か らで あ

る。 こ の と き の状 況 は 樫 の木 の比 喩 を 使 って 以 下 の よ うに 描 写 され て い る。

それはあたかも、年とともに芯が通って頑強な樫の木に

アルプスから吹 く北風の一団がいまはこちら、いまはあちらと吹きつけて

根こそぎに しようと互いに競 うときのよう。軋む音が走 り、高い

梢の葉は揺れる幹から落ちて地面を覆 う。

だが、樫の木そのものは岩場に しっか りと動かず、頂が天空へと

伸びているのと等 しいだけ根が冥界へと伸びている。
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そのように、英雄はこちらから、またあちらからと絶えず声による

打撃を受け、大いなる胸に苦悩を感 じ取る。

だが、意志は揺るがぬまま、涙はこぼれても心を欠いている。

(4.441～49)

　 樫 の木quercus(ア エ ネ アス の 意 志)を アル プス か ら吹 く北 風Alpini　 Boreae(デ ィ ドの意 を

受 け た ア ン ナ の言 葉)が 揺 す ぶ る。 しか し樫 の木 は 軋 み 、 梢 の葉 を 落 しは す る も の の、 幹 本 体

は 「岩 場 に し っか りと動 か な いhaeret　 scopulis」 。 そ れ は根 が 深 く冥 界 に まで伸 び て い るか ら

で あ る。 吹 きつ け る北 風 は 樫 の木 を 軋 ませ 、 木 の葉 を 吹 き飛 ば す 。 しか し幹 本 体 を 倒 す と こ ろ

まで は 至 ら ない 。 倒 れ るか 倒 れ ない か 、 そ こ まで の事 態 に は 至 って い ない 。 い か に 風 が 吹 きつ

の ろ うと も樫 の木 は 倒 れ る こ と な く立 ち続 け て い る。

　 こ の こ とは 、 まず 第 一 に アエ ネ ア ス の意 志 が あ くまで 強 固 で あ る こ とを 示 して い る。 胸 に 苦

悩 を 感 じは す るが 、 意 志 は 揺 るが ない 。 涙 を 流 しは す るが 、 そ れ は 無 駄 に 流 れ るだ け で あ る。

第 二 に そ れ は アエ ネ ア ス の デ ィ ドに 対 す る愛 着 が そ れ だ け 弱 い とい うこ とを 意 味 して い る こ と

に な る。 強 け れ ば も っ と悩 む で あ ろ う。 倒 れ るか 倒 れ ない か 、 あ わ や 倒 れ る と こ ろ まで 樫 の木

は 揺 す ぶ られ るで あ ろ う。 しか し現 実 に は 梢 の葉 が 地 上 に 落 ち るだ け に と ど ま る。 幹 が 軋 む だ

け に と ど ま る。 折 れ た り根 こそ ぎ倒 れ た りす る と こ ろ まで に は 至 ら ない ので あ る。 そ れ は 互 い

に 相 拮 抗 す る力 が ぶ つ か り合 うので は な く、 ぶ つ か り合 う力 に は 格 段 の差 が あ り、 小 な るほ う

が 大 な るほ うを 倒 す こ とは あ りえ ない とい った 態 の も ので あ る14)。前 者 は 愛amorで あ り、 後

者 は 義 務 あ るい は 神 意fataで あ る。 詩 人 はamorとfataを 二 者 択 一 の も の と して 提 示 して い

る の で は な い。 ア エ ネ ア ス の選 択 肢 はfataと 、 端 か ら決 って い る ので あ る。 磐 石 の 根 を 張 る

樫 の木 の比 喩 は そ の こ とを 示 して い る。

　 神 は 「勇 士 の耳 に 栓 を し」 た だ け で は ない 。 さ らに 出港 を 急 が せ 促 す 。 アエ ネ ア スは す で に

「船 上 に あ り、 出発 を 心 に 決 め て 眠 りを 貧 って い た 」 が 、 そ の夢 に メル ク リウ スそ っ く りの神

が 姿 を 現 わ し、 出 発 を 急 が せ る 、 「た わ け者 め 、 西 か ら吹 き つ け る順 風 の音 が 聞 こえ な い のか 。

/あ の女 は 謀 りご と と忌 む べ き非 道 を 胸 の 内に め ぐら して い る。/死 を 決 意 し、 憤 怒 の大 波 を

幾 重 に もか き立 て て い る。/逃 げぬ か 、こ こか ら ま っ し ぐらにnon　 fugis　hinc　praeceps?。[・ …]

と っ と と行 け 。 遅 れ を切 り捨 て よ。 つ ね に 移 ろ い変 化 す る のだ 。/女 とは 」(4.562～70)と 。

　 こ の幻 影 に 驚 い た アエ ネ ア スは 跳 び 起 きて 部 下 に 出港 を 促 す 。 そ して 自 ら剣 を 抜 き、 肪 綱 を

切 り離 す 。 そ して 「彼 らは 力 を こ め て 飛 沫 を か き立 て な が ら、 蒼 い 水 面 を 掃 い て い く」(4.

583)。 朝 に な り、 アエ ネ ア ス の 出港 を 知 った デ ィ ドは 瞬 時 追 撃 す る こ と も考 え るが 、 思 い 直 す 。

そ して 己 を 裏 切 った アエ ネ ア スお よび そ の一 党 の将 来 に 呪 い を か け る。 太 陽 神 、 ユ ノ、 ヘ カ テ、

復 讐 女 神 お よび彼 女 自身 の死 に与 る神 々に ア エ ネ ア ス の 受 難 を 祈 願 す る 、 「そ れ に 、 さあ テ ユ
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ロスの人々よ、彼の子ら、将来の血統のすべてを/あ なた方は憎悪の念で悩まし続けよ。わが

灰にこれを手向けて/供 物とせよ。いかなる愛も盟約も両国民(カ ルタゴとイタリア)の あい

だにあってはならぬ。/立 ち上がれ、そなた、まだ見ぬ者よ15)、わが骨より出て復讐者となれ。

/火 と剣を トロイアの移民のうしろから突きつけるのだ、/い まも、このさきも、いつであれ、

もてる勢力があるときは。/海 岸が海岸と、波が波と敵対 し、/武 具が武具と敵対するよう祈

る。戦い続けよ、彼 らもその子孫も」(4.622～29)。 愛は とっくに怒 りへと転化 している。 し

か しそのことが彼女の愛の深さ、強さを逆に証明しているともいえるであろう。裏切られて怒

りも感 じられぬような愛は、充分に愛されることのなかった愛である。そ してこの愛がアエネ

アスのほ うには欠けている。容易に切 り捨てることができる愛は愛ではない。少なくとも充分

には愛されなかった愛である。

　 このあとディドは火葬の薪を積み上げた上に登 り、かつてアエネアスから贈られた剣の上に

身を伏 して自死を遂げる。この死をもって彼女の愛は完結する。狂お しい愛は怒 りと呪いに転

化 し、いま死でもって終息する。怒 りに転化 したこと、死でもって終息 したこと、そのことが

彼女の愛の強さ、深さ、そ して純粋さを証明する。そこには打算はなかった、といってよい。

そこには利害も伴わなかった。アエネアスが残ればカルタゴの国家経営がいまより安定するこ

とは充分想像されるところであるが、彼女にその意志はなかった。彼女にはまずアエネアスへ

の愛があった。ウェヌスがそ うた くらんだ。ウェヌスの術中にはまったこと自体が、その愛の

純粋性を示すのである。純粋な愛には死による結末 しかなかったのである。このディドをアエ

ネアスは捨て、カルタゴを後に した。ディドのそれに相応する愛は、彼にはなかったかのよう

に。

　か くしてユノの策略は失敗に終る。

おわりに

　 詩 篇 『ア エ ネ イ ス』 の構 成 に 関 して は 諸 説 あ る。 す で に4世 紀 の文 法 家 セ ル ウ ィ ウスSer-

viusは 、 巻 頭 の 第1行arma　 virumque　 canoに 現 わ れ るarma(武 器 、 戦 争)が7～12歌 の戦 争

を 示 し、vir(勇 士 アエ ネ ア ス)が1～6歌 の アエ ネ ア ス の漂 泊 を 象 徴 す る と して 、 こ こに ホ メ

ロス の二 つ の詩 篇 の影 響 を 見 よ う と した 。 いわ ゆ る2分 割 説 で あ る16)。 こ の2分 割 説 に 飽 き足

りな い 向 き は3分 割 説 を 唱 え る。 た とえ ばP6schlが そ うで あ る。 彼 は全12歌 を3等 分 し、 そ

れ ぞ れ の あ い だ に 闇 ・光 ・闇 の イ メ ー ジ の交 替 を読 み 取 ろ う とす る17)。 ま たBttchnerは 、1

～4歌 を カル タ ゴに お け る アエ ネ ア ス、5～8歌 を ラ テ ィウ ムへ の到 着 と戦 争 の準 備 、9～12

歌 を 戦 争 とい うふ うに 主 題 別 に分 別 して捉 え よ う とす る18)。 これ らを 踏 まえ て 中 山は 、1～4

歌 を 東 洋 的 、 トロイ ア的 な も のか ら の脱 却 、5～8歌 は イ タ リア的 、 ロー マ的 な る も の の学 習 、
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9～12歌 は戦い、すなわちローマ的なるものの確立を 目指す実践 と位置づける19)。いずれもホ

メロスの影響は認めつつ、一方でウェルギリウスの独自性を探ろうとする試みである(こ の点

は2分 割説の評家たちも変らない)。

　独自性の探究は構成上の問題に限定されない。当然のことながらホメロス、ウェルギリウス

両者の製作の年代、政治的社会的背景、詩人の意図するところは、同じではない。そ うしたも

のが集約的に現われているのは主人公の人物像の違い　　アエネアスとアキ レウス、ヘ クトル、

オデュッセウスらとのそれ　　である。た とえば2分 割説をとるOtisも 、主人公 アエネアス

の性格の発展　　前半の漂泊すなわち試練を通 して弱い優柔不断の人間から強い決断力のある

人間への変貌一一にホメロスとの相違点を見出そ うとする20)。Otisに よれば、7歌 以降の後

半ではアエネアスはdivine　manと して登場することになる。

　 このアエネアス像変貌の契機の一つに、第4歌 におけるカルタゴでの 〈愛の経験〉も挙げる

ことができるのではないか。カルタゴはフェニキア人の国家である。そこはかつてアエネアス

らも属 していたアジア的世界である。それは豊かな富の世界、また同時に安逸と柔弱の世界で

あるともいえる21)。カルタゴは、そのアジア的世界の地中海における再現である。そ してディ

ドはその象徴である。そのディドから仕掛けられた愛を、アエネアスは振 り切って逃げる。こ

の遁走は東洋的安逸と快楽の世界からの、同時にまた己の過去からの脱出を意味する。アエネ

アスは トロイアの地を出てすでに7年 。試練の航海を経験 している。 しか しまだそのアジア風

の脆弱の気風を捨て切っていない。恋のライヴァルのイアルバスは、その目に映ったアエネア

スの姿を軽蔑 して次のように言っている、「いまや、かのパ リスめは女々しい取 り巻きsemi-

viroと ともに/顎 と香油 したたる髪とをマエオニアの頭巾に/包 み、獲物を掌中にしています」

(4.215～17)と 。パ リスとは女 しか征服できない女々しい男 との意を表わ し、女々しい取 り

巻きsemivirと はプリュギア(ト ロイア)の 大地母神キ ュベ レに仕える宣官(去 勢男子)を 指

し、 しかも髪には香油が振 りかけられ、頭には トロイア特有の頭巾が載っている。全体に女々

しさと柔弱の気が横溢 している。そのアエネアスがディドの愛を振 り切 り、カルタゴの地を出

立することによって、それまでの生活と絶縁するのである。イタリアの地に待っているのは質

実剛健の世界であろう。その地に新国家を建設するにはこれまで以上の困難と試練が予想され

る。その前に しか し彼は、その過去の世界と絶縁 しなければならないのである。それがカルタ

ゴ出港である22)。あとはもうアエネアスは迷わない。また誰からも迷わされない。次に漂着す

シキ リア島で、ユノの邪魔が入って船を焼かれる事件が出来するが、それすらももはやアエネ

アスの心を揺るがすことはない。

　前章でわた したちは、アエネアスがディドの愛を振 り捨ててそそ くさと出港 してい く姿を見

た。最終的には夢に現われた使神メル クリウスに叱咤されたからであるが、すでにアエネアス

には早 くか ら新国家建設への神意fataが 課せられていたのであった。カルタゴでの安逸 な生
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活が義務の意識を麻痺させていただけのことである。課せられた義務を思い出したアエネアス

は出立する。ディドの愛はアエネアスをカルタゴに引き留めることはできなかった。ディドは

アエネアスに恋を した。ユノがウェヌスを して彼女に恋心を催さしめたからである。ではアエ

ネアスはどうであろ うか。アエネアスはディドを愛 していたのか23)。た とえば第4歌395行 を

みれば、彼の心中にディドに対する愛情がなかったわけではないことがわかる。その一方で彼

は、イタ リアこそわが愛(同 、347行)と も言っている。またイタリアを追い求めるのは本意

ではない(同 、361行)と も言っている。彼は心中動揺 している。そ う見ることができる。 し

か し彼がディドと決定的にちが う点は、ディドのようにウェヌス女神の捕われの身ではないと

い うことである。ユノがウェヌス女神に恋の檎とするよう要請 したのはディドであって、アエ

ネアスではなかったのである。アエネアスにディドの愛に報いる気持が皆無ではないに しても、

愛の深さ強さはディドのそれに遠 く及ばない。ウェヌスが手を貸 していないからである。か く

してディドの愛は空 しく潰えなければならない。

　ここでわた したちはもう一度あの樫の木の比喩を思い起こしたい。樫の木はいかに激 しく北

風が吹きつけようとも、幹が軋み梢の葉を落すことはあっても、倒れることは決 してなかった。

深 く地中に根を張っていたからである。 しか し最初からそれほど強 く根を張っていたわけでは

なかったろう。そもそもアエネアスは自ら発意 して新国家建設を決意 したのではなかった。最

初は彼 も城市を枕に討死にす るつもりでいたのである24)。「武器を取 って死ぬ ことが誉れとの

み考え」(2.317)て いたのである。しかし神から神意fataを 受け、新国家建設の実行者に選

ばれた。ヘ クトルの亡霊からも トロイアの守 り神penatesの 遷座を委託された25)。それゆえに

一族郎党を引き連れて城外に逃れたのである
。その彼がいま冷やかにディドの愛を拒絶する。

トロイア出港以来7年 間の漂泊が試練となって、それまではただ意識の領域でのみ止まってい

た神意fataが いまや彼の血 とな り肉と化 したかのようである。試練の総仕上げがディ ドから

の求愛であった。これこそいちばん危険な誘惑であった。その愛を振 り切ることによってアエ

ネアスの義務感はいっそ う強固なものとなり、新国家建設の精神的基盤として揺るぎないもの

となったのである。

　この最大の危機の場において、わた したちは樫の木があわや岩根から剥がれて倒れ崩れそ う

になるまで北風に翻弄される場面を期待する。 しか し詩人はそこまで描いていない。悩みはす

るが、アエネアスの心は二分されるわけではない。8割 方心は決っている。そ してまた詩人は

アエネアスには恋の女神ウェヌスを差 し向けなかった。彼の愛は　　もし愛があるとするなら

　　受身の愛にすぎなかった26)。自ら進んでデ ィドを愛することはなかったのである。さらに

いえば、婚姻を取 り結ぶ松明を手にすることもなかった。もし彼にもウェヌス女神が取 り愚き、

いま以上の懊悩の挙句別離に至ったとするならば、篇中のそのアエネアス像はいっそ う輝きを

放つことになったであろうと思われる。これは しか し無い物ねだ りである。神から選ばれた身
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で、節 目節 目で神意を吹き込まれ るアエネアスに、(敢 えて言えば)人 間的な愛の感情が入 り

込み、また受け容れられる余地はない。篇中アエネアス像はた しかに変貌する。 しか しそれは

あ くまで神意fataの 成就を目的 とした行程内における変貌にすぎない(神 意fataの 実行者と

しての姿がより鮮明に、より強固になった点で"成 長"と 称するならば、彼は成長 したと言っ

て もよかろ う)。それ以外の世界はまった く彼の慮外にある。 ディドとの恋を突破 口に神意

fataに 懐疑の目を向けることは、ついぞなか った。その意味で彼は神の偲偏なのである27)。ア

エネアスは英雄であるかもしれない。 しか し少なくとも人間的な英雄ではない。こうしたアエ

ネアスを、のちに冥府で遭遇 したディドはもはや一顧だにしないのである28)。この不幸な愛の

形は、振 り返ってみれば、い くぶん綾小化された形だとはいえ、いまのわた したちの周囲にも

数多 くある。

註

1)rア エネ アス』の訳文 は、岡道男 ・高橋宏幸 訳(京 都大学学術 出版会版)に よる。但 し訳文 中の固有

　 名詞等の音引 きは引用者の都合で これを省かせていただいてい る。

2)第1歌257行 以下のユ ッピテルの言葉を も参照。

3)オ デ ュ ッセウスの旅 もまた決 して無 目的な旅なのでは ない。望郷そ の ものが旅 の一 つの 目的にな りう

　　るだけで な く、 なによ り求婚者 退治 と家庭再 建 とい う目標が存在す る。 これ は しか し第11歌 の冥府行

　 で テイ レシアス と母 ア ンテ ィクレイアか ら留守宅の情報を得 るまでは、 オデ ュッセ ウスの念頭にはな

　 か った ことである。 これ 以後 に初めて帰郷の旅の 目的 となるのである。 トロイア出航時オデ ュッセ ウ

　　スには まず帰郷す ることだけが 目的であ った。

4)こ の点は 『オデ ュッセイア』 と同 じであ る。オデ ュ ッセウスも トロイア出立後 最初 に トラキ アに至 り、

　 キ コネス人 の町イ スマ ロスを掠 奪 した(第9歌39行 以下)。 しか し結局 は敗 北を余儀 な くさせ られ、

　 海上に逃れ る。そ の後嵐 に遭遇 し、マ レアの岬を廻 りキ ュテラの島を過 ぎる辺 りで航路か らはずれて

　　しま う。

5)ダ ル ダ ヌスは コリュ トゥスの子 。 コ リュ トゥスはイ タ リア半 島エ トル リアに コル トナ市を創 建 した人

　 物。のち ダルダ ヌスは コル トナか ら トロイ アへ移住 した。従 ってダルダ ヌスの喬 のアエネ アスがイ タ

　　リアへ赴 くことは帰郷 を意 味す ることになる。「いに しえの母 」 とは イタ リアを指す こ とになる。 し

　 か しこの託宣を アンキセ スは読み違えて しま う。

6)前31年 ア クテ ィウムの海戦 で勝利 したオ クタウ ィアヌス(ア ウグス トゥス)は 、 ニコポ リスで盛大な

　 祝祭 アクテ ィウム祭を創始す る。 この詩行を書 く詩人の脳裏に この史実があ った ことは疑いない。

7)ヘ レヌスは プ リアムス とヘ カベの子で、 カ ッサ ン ドラと双生児 といわれ る。 カッサ ン ドラ同様に アポ

　　ロ神か ら予言能力 を授か っていた。ア ン ドロマ ケはヘ ク トル の死後 ネオプ トレムスの側女 とな ってギ

　　リシアへ渡 るが、 ネオプ トレムスがヘル ミオネ と結婚 した のちは同 じ召使 の身 であ ったヘ レヌスに下
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　 　げ 渡 され て い た の で あ る。
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　 　A　Collection　of　Critical　Essのys(ed.　 by　S.　Commager),Prentice　 Hall,　Inc.,　Inglewood　 Cliffs,　N.　J.,1966,
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17)Cf.　 V.　Poschl,　Die　Dichtkunst　 Virgils.　Bild　und　Symbol　 in　der　Aneis,　Wien,1964.
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19)中 山 恒 夫 「東 洋 か ら西 洋 ヘ 　 　 ウ ェル ギ リウ スの 場 合 」、 『地 中 海 学 研 究 』1、18ペ ー ジ参 照 。
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20)　Cf.　op.　cit.　P.103～104.

21)中 山 、 前 掲 論 文 「東 洋 か ら西 洋 へ 」12ペ ー ジ参 照 。
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　 　 水 社 、1995年 、209～214ペ ー ジ参 照 。
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　 　 文 「アエ ネ ー ア ー スの 愛 」、23ペ ー ジ以 下 参 照 。

27)中 山 はPageに は じま る"ア エ ネ ア ス、 神 の偲 偏 説"と もい うべ き見解 に 異 を 唱 え て い る(前 掲 論 文

　 　 「ア エ ネ ー ア ー ス の愛 」27ペ ー ジ注17)。 これ は 第4歌393行 のpiusの 語 の 解 釈 如 何 に よる が 、 筆 者
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　 　 しい 糾 弾 な の で あ る と。

(たんげ ・かずひ ご　 外国語学部教授)
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