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『マクベス』における性欲とボディ・ポリティック
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キーワード：王権､ 魔女､ ボディ・ポリティック､ セクシュアリティ�
シェイクスピア (������������������) の喜劇が主に結婚前の男性の性欲を弄ぶ構造になっている

のに対し､ 結婚後の言わば ｢後日談｣ が描かれる悲劇においては､ むしろ女性の性欲が前景化されて

いることは興味深い｡ 『ハムレット』 (���������������) に登場する王妃ガートルードは早すぎる再
婚を性欲のなせる業と実の息子に罵倒されるし､ 『リア王』 (�����������������) におけるゴネリル
やリーガンは､ 自らの夫に飽き足らず､ 経済的､ 政治的な利益にはならない私生児エドマンドを性欲

の対象として奪い合う｡ 『オセロー』 (��������������) では､ ちょうど結婚を境にして､ 夫は妻デズ
デモーナの不貞､ すなわち性欲を妄想することになる｡

さて､ 『マクベス』 (��������������) における性欲の問題は､ これまでジェンダー論の陰に隠れて
あまり論じられることがなかった感がある｡ しかし､ そのテクストに蔓延する性的な仄めかし

(��������) や駄洒落 (���) は､ その質と量の点で単なる言葉遊びとして看過できないレベルで多用
されており､ 本劇作品の悲劇性と性欲のメタファーのあいだには､ いいかえれば作品が提示するテー

マとその手法のあいだには､ 何らかの構造的な辻褄､ ロジックが隠されていることを予見させるので

ある｡

ゲイル・パスター (������������) が 『屈辱の身体』 (�������������������������������������������������������������������������) において､ 初期近代における身体的偏見を明
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らかにして以来､ この影響下にある､ ガレノス体液理論に基づいた演劇分析が新しい批評の潮流を作っ

ているが､ 作品の文化背景論にとどまらずにドラマツルギー論にまで昇華させている例は少ないといっ

ていい｡ ジュリー・バーマゼル (�������������) はマクベスの性的不能性を指摘し､ このことと
『マクベス』 のプロットとの相関を論じた非常に有益な研究を提示しているが､ ジェイムズ朝におけ

る国家身体の隠喩というコンテキストを欠いているため､ 御前公演として意識された本劇作品の政治

性に踏み込めていない｡ 畢竟するに､ 『マクベス』 のプロットとは何であったか｡ それは､ 継承権を

約束されない男が､ 欲望を第三者によって植え付けられたときに何が起こるか､ というシミュレーショ

ンであり､ また､ その植え付けられた欲望が､ 擬似的な達成を見る物語である､ ということができる

だろう｡ 本稿では､ 王権簒奪のドラマである 『マクベス』 に表象される性欲が､ そのプロットにどの

ように織り込まれているかを､ 同時代の社会史､ 解剖学､ 悪魔学の資料を参照し明らかにしたい｡ な

お､ シェイクピアの引用はすべて�����������������������������に拠る｡
Ⅰ����������
エルンスト・カントロヴィチ (����������������) の研究が明らかにしているように､ 西洋の国王

は自然的身体と政治的身体という二つの身体を有しており､ 自然的身体が������(死すべき存在) で
生物的な虚弱性に常に脅かされるのに対して､ 政治的身体はそのようなあらゆる欠損や弱さを免れた

不可視の存在とみなされていた｡１ また､ ジョナサン・ハリス (�����������������) は､ 初期近代の
有機的政治体が､ 演劇やパンフレットによって､ ルネサンス生理学､ 疾病分類学､ 病理学の知見を援

用して病気のアナロジーで語られていたことを指摘している｡ シェイクスピア時代における国王の身

体がこのような二重性をもって表象されていたことは､ ジェイムズ一世 (�������������������)
による1603年の議会演説からも明白である｡

私は夫であり､ この島 [ブリテン島] のすべては私の合法的な妻である｡ 私は頭部

であり､ この島は私の身体である｡ 私は羊飼いであり､ この島は羊の群れである｡

したがって､ 私が福音の下､ キリスト教の国王であることを不当と考えるものはい

ないことを期待する｡ つまり私は一夫多妻者で､ 二人の妻の夫なのだ｡ 私は頭部で

あり､ 分割され､ 怪物的な身体の所有者であると同時に羊飼いとして､ ４つの海以

外に生垣となる境界を持たない群れを率いているのである｡��������������������������
民衆を束ねる羊飼いとしての統治者ジェイムズは妻たる国家に対しては夫であり､ 身体たる国家に対

しては頭である (��� ���������������������) と言う｡ このことからも､ 初期近代イギリス
において､ 国家と家庭､ そして政治的身体と自然的身体のあいだにはメタフォリックな関係が結ばれ

ていたことがわかる｡２ 言い換えれば､ ボディ・ポリティックのメタファーは､ 国王の自然的身体の

表象によって国家の在りようを理解する手掛かりを提供してくれているのである｡ だとすれば､ まさ

にリチャード三世 (�������Ⅲ����������) の ｢歪んだ｣ 身体がチューダー朝神話の確立に貢献した

ように､ マクベスの身体にかんする表象を手掛かりとして､ 彼の統治する国家を占うことができるだ
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ろう｡

Ⅱ���������
『マクベス』 の劇世界においては､ 親子の絆､ とりわけ父親と息子の絆が強調されている｡ ダンカ

ンは政治的身体としては､ かつて国家の父であり､ 同時に自然的身体においてはマルコムとドヌルベ

インの父であった｡ バンクォーは劇のはじめから暗殺される瞬間まで､ 息子のフリーアンスを同行し

て登場する｡３ マクダフとその早熟な息子､ そしてシーワドとその息子小シーワドもまた､ 劇の後半

において､ 観客に父と子の絆を思いださせる役割を果たしている｡

冒頭で述べたように､ シェイクスピアの作品の多くは結婚や夫婦関係の破綻など､ 家族問題を扱っ

ているが､ 劇作品以外でも､ 『ソネット集』 (���������������) においては ｢美の継承｣ という大き

なテーマが謳われるなかで､ 親子の意味について次のように言及されている｡

君の外見通り､ 優雅で､ 優しくあってほしい｡

さもなくば､ 自分自身だけにでも優しく接してほしい｡

私を愛しているのなら､ もう一人の君 (�����������) を作ってほしい｡
美が子どもや君のなかで永遠に生きるように｡ �������������

ここで､ 子をもたらすことが ｢もう一人の君｣ (�����������) の創造と表現されているように､ シェ
イクスピア作品における親子間の継承は､ 自己の複製・再生産を意味することが多い｡ 『ソネット集』

において継承されるべき対象とされる ｢美｣ は､ 歴史劇においては当然のことながら ｢権力｣ に置き

換えられていく｡

『マクベス』 の劇世界において､ このような再生産の領域の外側にいるのは､ マクベス夫妻を除け

ば三人の魔女 (������������) と暗殺者だけである｡ 魔女の一人が第１幕第３場において､ アレッポ
にいるタイガー号の船長を ｢干し草みたいに干からびさせてやる｣ (���������������������������)
と言うとき､ ジェイムズ一世のように大陸の魔女理論に通暁していた観客であれば､ 即座に男性の

生殖能力を枯渇させるサキュバス (��������) という名の夢魔をイメージできたはずである｡ 15世紀
の異端審問官､ ハインリヒ・クラマー (��������������������������) とヤーコプ・シュプレンガー
(�������������������������) が著した悪名高い魔女裁判のマニュアル本､ 『魔女たちに与える鉄槌』
(�����������������������) には､ 人間の性交に悪魔が介入することについて､ 次のような記述が
ある｡

しかし悪魔はこの生殖 (����������) において不可欠な原因としてではなく､ 二次
的な､ そして人工的な原因として役割を果たすと主張することができる｡ というの

も､ 悪魔は通常の性交と受胎を阻害し､ 人間の精子を獲得して､ それを自身で移植

することに精を出すからである｡ ������������������������
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このような男性の生殖能力を奪う夢魔は､ 男から精液を抜き取ることによって､ 通常の性交や妊娠を

妨害するとされていたのである｡ かくして､ 魔女たちが語る台詞は 『マクベス』 のプロット上に不毛

のイメージを植え付けていく｡

バンクォーを殺害する暗殺者たちは､ 言うまでもなく､ 不法に継承を断絶させる存在であり､ この

ような再生産と継承を妨げる一団と手を組むことによって､ マクベスは､ 法に則った人間の生産活動

(������������) のアンチテーゼとして､ 相続者のいない自らの状況と､ その不毛性 (����������) を際
立たせているといえるだろう｡ 家族における相続者の不在は､ 国家においては､ 第一義的には直系の

継承者の不在を意味する｡ 『マクベス』 における王位継承の問題は､ ボディ・ポリティックのメタファー

を通じて､ とりもなおさずマクベス自身の自然的身体の生殖能力､ すなわち､ 世継ぎとなる男子をも

うける能力の問題に還元されることになるのだ｡ では､ なぜひとりマクベス夫妻のみに子供がいない

という設定をシェイクスピアは選んだのか？４

マクベスは､ 第１幕､ 魔女の予言を聞くとすぐに妻に手紙を送り､ ｢偉大なる地位をともに分かち

合うべき愛しい伴侶｣ (����������������������������������) とマクベス夫人に妻として最大限の愛
情を表現し､ また第３幕においても同様に､ ｢愛しい妻｣ (���������������)､ ｢かわいいお前｣ (�������������������) と愛をこめて呼びかける｡ シェイクスピア作品には多くの夫婦が登場するが､ マク

ベス夫妻ほど愛情に満ちた関係性を築いているペアが他にいるだろうか｡ ｢夫と妻は一心同体｣ とい

う同時代の夫婦の原則を受け入れていることを物語るこの夫婦の関係性は､ 逆に二人の間に子供がい

ないことに幾ばくかの違和感を観客に覚えさせ､ 夫婦の生殖能力になんらかの問題があるのではない

か､ という疑念を惹起させずにはおかない｡ 第１幕の終わりに明らかになるのは､ 夫妻に子供がいな

いのはマクベス夫人に出産の能力がないからではない､ ということである｡

私はね､ 赤ちゃんにお乳をあげたことがありますからね｡ (��������������)
乳房を含む赤ちゃん (������������������) のいとおしさはよく知っていますとも｡
でも､ 私の顔を見上げてにこにこ微笑むその赤ん坊の柔らかな歯茎から

乳房をもぎ取ってね､ 脳みそ (������) を､ こう､ たたき出して見せますとも､
誓ったからには｡ �����������������

｢赤ちゃんにお乳をあげたことがありますからね｣ (��������������) という台詞から､ マクベス
夫人には､ どうやら子供に母乳を与えた経験があるらしいことがわかる｡ 『マクベス』 の材源となっ

たホリンシェッド (�����������������������) の 『年代記』 第２版 (��������������������������������������������) の記述によれば､ マクベス夫人が前夫との間に儲けたルーラッハ (��������在位
1057-58) がマクベス (在位1040-47) の死後､ 王位に就いている｡ ところが､ シェイクスピアの 『マ

クベス』 においては､ マクベス夫人の再婚については一切言及されることはなく､ ただ乳幼児の頭か

ら脳みそをたたき出す､ といった残虐な乳幼児殺し (�����������) についてグロテスクな想像をする
ことができる女性として描かれるばかりである｡

人口学者のエドワード・リグリー (���������������) とロジャー・スコフィールド (�������
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���������) によって前工業化時代のイングランドにかんして作られた人口モデルでは､ 死亡総数の
34.4％は10歳以下の子どもであり､ 6.7％だけが80歳以上の大人であった､ と推定されている (66)｡

また､ 1550年から1649年までの期間の８つの教区の実際の記録を調査して､ リグリーとスコフィール

ドは､ 生まれてくるすべての子どものほぼ４分の１は10歳まで生き延びることができず､ 死亡率が最

も高いのは抵抗力の弱い､ 生まれて最初の１年である､ ということを立証した｡５ シェイクスピア時

代は､ 子供５人に１人は１歳になる前に死んでしまい､ 裕福な一家においてでさえ､ 子孫を残せれば

幸運だと思われる時代であった､ とトマス・ラカー (�������������) も指摘する (141)｡ 劇中で

は描かれない､ 自らが授乳した子供について言及するマクベス夫人の台詞からシェイクスピア時代の

観客が想像するのは､ 当時ありふれていた､ 夭折した子どもを持つ一人の母親であったかもしれない｡

ヘンリー八世 (�������������������) の主治医であった､ トマス・ヴィカリー (�������������������������) が著した医学書､ 『人体の解剖』 (�������������������������������) には､ 胎
児が形成されるプロセスが次の四段階に分けて論じられている｡

胎児は次に述べるような四つの段階を経て形成される｡ 第一段階では､ 前述の精液

つまり種子 (�������������) が弛緩しており､ まるで母乳のような状態である｡
第二段階にこれが別の種類に変化するのであるが､ それでもまだ血液の塊に過ぎな

い｡ これが､ ヒポクラテスのいわゆる胎児 (������) である｡ 第三の段階では､ 心
臓､ 肝臓､ 脳といった主要な器官が形成される｡ 最後の第四段階では､ すべての器

官が完全に形成され､ 生命と呼吸を伴った魂 (�����) を受け入れることによって､
それ自体で自律的に動き始める｡ �����������������������������

胎児の生成にかんしては､ 順に精子､ 血液の塊､ 脳を含む臓器､ そして魂の形成という過程を辿ると

説明されているが､ ここで精液が ｢まるで母乳のような｣ (�������������) と喩えられているよう
に､ シェイクスピア時代のワンセックス・モデルに従えば､ 血液､ 精液､ 母乳はすべて代替可能な体

液であった｡ 精液､ 母乳から､ 血液へ､ そして脳の形成という一連の生殖プロセスにおけるキーワー

ドならびにそのイメージが前述のマクベス夫人の台詞のなかに参照可能であるように､ そのグロテス

クな幼児殺しの比喩は､ ただその残虐性を露わにするだけでなく､ マクベス夫人の出産に対するオブ

セッションを浮かび上がらせるものであるといえる｡ というのも､ この擬似的な授乳のイメージは第

１幕第５場におけるマクベス夫人の悪霊への呼びかけ (����������) の場面でも用いられているから
である｡

さあ､ 死の思いにかしずく悪霊たち

いまこそ私を女でなくしておくれ (�������)｡
私の全身になみなみと頭の上からつま先まで

残忍と冷酷をみなぎらせておくれ｡ 私の血を

ドロドロにして (����������������)､
憐れみに通ずる血の管 (����������������������������) を
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塞いでしまうのだよ｡ せっかくの恐ろしい目論見に

良心の呵責などが揺さぶりに入って (�����������������������������)､
なまじ実行を押しとどめることのないように｡

さあ､ 人殺しの手先ども､ 私の乳房にとりついて

甘い汁を苦い胆汁と思っておくれ (�����������������)｡
お前らは目に見えぬ姿のまま､ この世の悪事という悪事に

手を貸しているのだから｡ �����������������
ここで述べられる､ ｢人殺しの手先ども､ 私の乳房にとりついて､ 甘い汁を苦い胆汁と思って飲みな

さい｣ (�����������������������������������������������������������������) という台
詞は､ これまでに多様な解釈を生んできた｡ アーデン版第２版の編者であるケネス・ミュアー

(�����������) は､ ｢母乳をとりさって､ そこに胆汁を注ぎ込んでおくれ｣ (�������������������������������������) というサミュエル・ジョンソン (�������������) の解釈､ ｢胆汁に変わった
私の母乳を飲むがいい｣ (��������������������������������� ���������������) というニコラ
ス・デリウス (��������������) の解釈､ そして����を ｢感染させる｣ (������) ととるトマス・カイ
トリー (���������������) の解釈を列挙し､ カイトリーの解釈が最適であるとしている｡ なるほど
『マクベス』 というドラマのプロットに照らし合わせれば､ ダンカン王殺害の勇気を得るために､ 女

性的な性質の体液である母乳を勇猛な胆汁に変換する､ という解釈には妥当性があるが､ メタファー

のレベルでは､ この台詞は禍々しい授乳のイメージを喚起させずにはおかない｡ そしてそのイメージ

が及ぼす効果とは､ いまだマクベス夫人の生殖能力が健在であること､ その女性性 (����������) の
強烈なアピールであり､ ｢女でなくしておくれ｣ (�������) と悪霊に呼びかけるのもまた､ 過剰な
女性性を備えていることの裏付けに他ならない｡

このようなマクベス夫人の性的アピールは､ ｢良心の呵責などが揺さぶりに入って｣ (�����������������������������) という言葉においてより露骨なかたちで反復される｡ ゴードン・ウィリアムズ
(��������������) は､ 『シェイクスピアの性的言語用語集』 (�������������������������������������������) において､ ����������を ｢月経の始まり｣ (�������������������) と定義しているが､
事実､ ����������������とは､ ルネサンス期においては月経の口語的表現であった｡ 以下に続く ｢私

の血をドロドロにして､ 憐れみに通ずる血の管を塞いでしまうのだよ｡｣ (�������������������������������������������������������������) という台詞からも同様に､ 生理学のコノテーション
を読み取ることができる｡ ルネサンス期においては､ 子宮からの血液が排出される器官の管は､ しば

しば ���������と表記されており､ 血液を濃くすることによって通路をせき止めるとは､ 子宮へ至る
血液の流れを止める､ すなわち閉経あるいは月経の停止を意味する暗喩に他ならなかった｡

このような､ マクベス夫人の肉体に対する執着と強調されるその生殖能力は､ 彼女の過剰な女性性

を明らかにすると同時に､ パートナーたるマクベスの生殖能力をむしろ疑問視させるものである｡ マ

クベスの身体は､ この ｢一心同体の｣ 夫婦関係においてどのような役割を果たしているのだろうか｡
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Ⅲ�������������
本劇作品における政治的野望と性的欲望の二重構造をもっとも明確に物語っているのは､ マクベス

がダンカン王を殺害するさい､ 自らを､ ルクリースを凌辱するタークィンに喩える場面である｡

魔術は青白いヘカテに貢物をし､ やせこけた

殺人は､ 見張りの狼に起こされ､

その唸り声にけしかけられるように､ 抜き足差し足､

ルクリースを凌辱しにいくタークィンの足取り (�����������������������������) で､
目指す相手めがけて亡霊のように忍び寄っている｡ ����������������

ダンカン王殺害はマクベスにとって性的な凌辱行為であるらしい｡ そうであるならば､ マクベスによ

る王権簒奪はホモセクシュアルな性交渉という､ もとより再生産・継承を約束されない行為であった

ことになる｡６ このような権力欲と性欲の交換可能性は､ 王位を得ることにかんするマクベスの心の

動きが､ ことごとく性のメタファー､ とりわけ､ マクベスの男性器の表象をつうじて描写されている

ことからも明らかである｡ 第３幕第２場､ ダンカン王殺害の後､ マクベス夫人はマクベスに対して､

｢どうしていつもおひとりなの｣ (�����������������) と問いかける｡
何にも残らない､ むなしい消費 (����������������������)
満足を得られない欲望なら

いっそ殺された方がかえって安心､

殺して手に入れても残るのは疑わしい歓びばかり (�����������)｡
マクベス登場

あなた､ どうしていつもおひとりなの｡

あなたの道連れは物悲しい妄想 (���������������)､
ただもう考え込んでばかり｡

そんな考えはねえ､ 考え込んでいる相手と一緒に

死んでしまったはずでしょう？ ����������������
マクベス夫人は､ ダンカン王殺害が ｢何も後に残らない虚しい消費｣ (����������������������) で
あるという｡ そしてそこには､ ｢満足を得られない欲望｣ (����������������������������) だけが
渦巻いている｡ 殺害が性欲の成就であるのなら､ そこには ｢疑わしい歓び｣ (�����������) しか残ら
ない｡ ダンカン王殺害の裏に垣間見えるこの性的コノテーションに従えば､ マクベス夫人の満たされ

ない性欲と､ ひとり妄想に身をゆだねることを好むマクベスの自己充足的欲求が浮かび上がる｡ マク
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ベスの欲求は､ 手 (����) と､ 男性器のイメージによって､ 如実に､ そして執拗に描き出されるので
ある｡

マクベス

思いもよらぬ考えが頭に萌しては､ すぐさま手 (����) へと移る｡
行動に移さねばならぬ､ 考えるのは後回しだ｡

マクベス夫人

あなたには自然が与えてくれる滋養である眠りが必要です｡

マクベス

来なさい､ 一緒に寝よう｡ 私の奇妙な妄想は､

厳しい鍛錬が必要な (����������������) 新参者の臆病風だ｡
俺たちは行為にかけてはまだ幼稚なのだよ｡ ������������������

｢思いもよらぬ考えが頭に萌しては､ すぐさま手へと移る｣ (���������������������������������������)｡ そして､ ｢私の奇妙な妄想は､ 厳しい鍛錬が必要な新参者の臆病風だ｣ (���������������������������������������������������������)｡ この一連の台詞の常識的な解釈は､ マクベスの
行動力が罪を犯すだけ十分に堅固 (����) ではない､ ということであるが､ バーマゼルも指摘するよ
うに､ ���������や ������������といった言葉には自慰のコノテーションが付き纏う (122)｡
マクベスは､ ダンカンの亡霊を見ることは一度もなく､ バンクォーの亡霊によってのみ苛まれるが､

この事実は､ 再生産という観点における､ マクベスのバンクォーに対する特別なオブセッションを物

語るものだろう｡ バンクォー暗殺前に､ マクベスは魔女の予言を思いだすことになる｡

おれの頭上には実を結ばない王冠を載せ､

この手に握らせた不毛の王笏を (�����������������������)､
血のつながらない手によってもぎ取らせるのだな｡

おれの息子がこれを継ぐことはないのだ｡ �����������������
｢この手で握る､ 不毛な王笏｣ (�����������������������) とは､ 生殖へと結びつかないマクベス
のファリック・イメージのもっとも端的な表象である｡ 同様に､ 第３幕第５場に登場するヘカテは､

マクベスを ｢自分の �����(目的) だけをかわいがる男｣ (���������������������������������)
と言う｡ �����はここで､ ｢目的｣ すなわち政治的な野望を表すと同時に､ ｢先端部｣ すなわち男性器
の暗示でもあり得る｡ さらに､ 第５幕第２場､ アンガスはダンシネインに籠城するマクベスを ｢秘か

な殺人の証拠が手にこびりついている｣ (��������������������������������������������) と描写
するが､ ダンカン王殺害が凌辱のメタファーで語られ､ そして当時の解剖学が血液と精液を可逆的な
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体液と想定していた以上､ シェイクスピア時代のコンテキストにおいては､ マクベスの手にこびりつ

くダンカン王の血液の描写は同時に､ マクベスの精液の暗喩として働き始める｡

また､ 第１幕第７場､ マクベスが妻に､ ｢男だけを産むがいい｣ (���������������������������������) と言うとき､ この夫妻のジェンダー・ロールは現代の観客には解りづらい揺らぎを見せてい
る｡ というのも､ 18世紀に卵子が発見されるまで､ 女性も精液を出すと考えられており､ 強い精液が

男の子を､ 弱い精液が女の子を生みだすとされていたからである｡７ 血液､ 精液､ 母乳などの分泌物

は互いに入れ替わり､ 人間の身体は代替可能な体液で構成されていると考えられていたルネサンス期
・・・・・

において､ マクベスとマクベス夫人の性的役割が容易に変わるのはしたがって､ なんら不思議なこと

ではない｡ この台詞は､ マクベス夫人の ｢精液｣ が強力であることを意味すると同時に､ 彼女の単為

生殖 (���������������) すら仄めかす台詞であり､ マクベスの生殖における役割を完全に疎外するも
のであるといえる｡

このような､ 決して生殖に結びつかないマクベスのファリック・イメージは､ ダンカン王殺害の直

前に見える短剣の幻覚のごとく､ 頼りない存在である｡ マクベス夫人は､ ｢勇気を振り絞るのです､

そうすれば失敗などするものですか｣ (����� ��������������������������������������������������������) とマクベスの勇気を引き絞られた石弓に喩えるが､ ���������には欲望のコノテーション
があり､ ここでもやはりマクベスの性的不能性を暗示してしまう｡ これに応じるかのように､ マクベ

スは､ ｢よし､ 決心はついた｡ この大仕事には鎌首をもたげてかかろう｣ (������������������������������������������������������������������) と､ まさに肉体のエージェントを上方へ反り返ら
せ (������)､ ダンカン王殺害へ勢い勇む｡ しかし､ 殺害後の第２幕第２場､ ｢マクベスは眠りを殺
す｣ (�����������������������������) という幻聴を耳にしたマクベスの精神は､ とたんに ｢緩ん

だ｣ (�������������)､ そして ｢萎えた｣ (�������������) 決意としてマクベス夫人に揶揄されてしま
う｡

マクベス夫人の夫に対する執拗な ｢男らしさ｣ の強要は､ 性的なコンテキストで観察されるとき､

より一層､ 継承されない王権にかんする悲劇性を増幅させるものである｡ ｢でもあなたの性質が気が

かり｡ 人間の情のやさしいミルクが多すぎて､ 強引に近道が選べない｣ (��������������������������������������������������������������)､ ｢それでも男ですか｣ (�����������������)､
｢なんて男らしくない愚行でしょう｣ (��������������������������������)｡ このように､ マクベ
ス夫人が突きつける ｢男性性｣ は､ 次第にマクベスのセクシュアリティを脅かしていく｡ 政治的な野

望は､ マクベス夫人によっても､ 性欲に置き換えられていくのである｡

これからは､

あなたの愛もそんなものと思うことにします｡

恐れているのね｡ 自らの行為 (���) と勇敢さ (�����) を
自分の欲望 (������) と一致させるのが｡ �����������������
あの勇気のあったころのあなたは､

真の男 (���) でした｡ それ以上のことをやることによって
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あなたはますます男らしい人間 (����������������) になるのですよ｡�����������������
マクベス夫人にとっては､ マクベスが自分自身の政治的・性的欲望 (������) と､ 実際の行為 (���)
を､ すなわち､ 王の殺害・夫人との性行為を一致させることが､ 夫の愛情を図る試金石となるらしい｡

このように､ マクベスの夫としてのアイデンティティは､ 政治的・性的実行能力によって定義されて

しまう｡

ことほど左様に繰り返されるマクベスの自己充足的性欲と性的インポテンスの表象が明らかにする

のは､ マクベスの ｢子を産む｣ という点にかんする生殖能力の欠如であると同時に､ 精液の自己完結

的な虚しい消費､ 擬似的な欲望の成就であるといえる｡ 今いちど､ ボディ・ポリティックのメタファー

を思い出すならば､ 斯様な自己愛､ 生殖を目的としない消費は､ マクベスの継承されえない政治的身

体そのものであるといえるだろう｡ マクベスは政治的身体においても､ 自然的身体においても､ 後継

者を創造できない ｢欠損者｣ そのものとして描かれるのである｡８

Ⅳ����� ����������������������������
マクベス夫人は､ プロット上では､ ダンカン王殺害に起因する良心の呵責によって､ 心の病に侵さ

れてしまう｡ しかし､ ｢性欲｣ というキーワードに照らして眺めてみると､ そこに浮かび上がるのは､

彼女の出産にかかわるオブセッションである｡ 初期近代イングランドの社会ストレスと精神病を研究

したマイケル・マクドナルド (����������������) の 『神秘的なベドラム』 (�������������������)
によると､ 医者であり占星術師でもあったリチャード・ネイピア (�����������������������) のも
とにカウンセリングに訪れた患者の中には不妊に悩む女性が一定数含まれていた (������������)｡
マクドナルドは､ その典型として､ アビゲイル・ブラウン (�������������) という名の女性のケー

スを紹介している｡ 乳幼児が死亡したさい､ ネイピアのもとを訪れたアビゲイルは､ ｢出産にずっと

悩まされていて､ これ以上子供を産めないことに怖れと悲嘆を感じていた｣ という｡ さらに､ カウン

セリングに訪れた女性患者のうち２人が､ 不妊 (������) であることを中傷されたと悩みを打ち明け
ている｡ 子供への虐待や育児放棄などを行った母親は周りから狂人としてなぶり者にされたらしい｡

さらに､ 新生児殺し (�����������) を行った母親アリス・グッドチープ (��������������) はネイピ
アによって譫妄状態 (������������) と診断されている｡ 無論､ このような不妊や新生児殺害に対する
隣人からの非難はシェイクスピア時代に限ったことではないが､ 注目すべきは､ 当時このような新生

児にかんする悲劇は､ つねに悪魔や魔術と結び付けられていたということである (������������)｡
その意味で､ 悪霊への呼びかけで始まるマクベス夫人の衝撃的な授乳のイメージは､ 同時代の新生児

殺しの通念が反映されているということができるだろう｡

また､ 歴史学者キース・ライトソン (��������������) は､ 初期近代イングランドにおいて､ 子供
ができないことは格別不名誉なこととはみなされず､ 離婚や合法的別居の根拠とはならなかったと前

置きしながら､ 個人にとっては大きな悲劇だった､ と論じる (�������������)｡ これは当然､ 自らの
血統に関心を持つものにとって､ 子どもは家系の継続を保証するものであるからに他ならない｡

じじつ､ シェイクスピア時代に流布した共通祈祷書によれば､ 結婚の目的は第一に男子をもうけ､
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家系を存続させることとされていた (�����������)｡ 社会史学者デイヴィッド・クレシー (�����������) によれば､ 初期近代において出産は結婚した女性の義務であり､ 結婚式が行われる場合は､
結婚が出産を目的としたものであることが念押しされ､ 出産とは神の法に完全に則ったキリスト教徒

としての義務であるとされていた｡９ また､ 消化・出産・月経・出血などの身体作用は､ 18世紀以降

のようにはっきりと区別されておらず､ 出産は排泄の一種ともみなされていたため､ 不浄で汚染され

たものであるという認識もあったのである｡ そこで､ 信心深い著述家たちは出産について述べる際に

必ず分娩の穢れと産褥の血 (��������������������) について言及したという (���������)｡ マクベ
ス夫人は､ 譫妄状態で､ ｢落ちない穢れ｣ について言及する｡

消えておしまい､ このいやな染み (����������) ！消えて！一つ､ 二つ､
そうら､ 時間ですよ｡ 地獄はなんて暗いんだろう｡

どうしたの､ ねえ､ あなた､ 仮にも戦に出る男でしょう､ それで怖いの？

誰に知られたって怖いことなんてあるものですか､

私たちを非難できる者なんていやしない｡

でもねえ､ あんな老人の体にこれだけの血が流れていたなんて｡ �����������������
ここでの ｢染み｣ (����) とは､ 第一義的にダンカン王殺害で流された血であることは言うまでもな
い｡ しかしよく見ると､ ｢仮にも戦に出る男でしょう｣ (�����������������������) とマクベスの男
性性の欠如､ すなわち性的インポテンスの原因であるかのように､ 述べられていることがわかる｡ マ

クベス夫人が狂気のさなかに叫ぶこの ｢染み｣ とは､ 同時に､ ｢かつて母乳を与えたことがある子ど

も｣ を出産したときの産褥の血であり､ また､ マクベスの不能によって決して出産へと到達しない彼

女の月経血をも暗示する｡

シェイクスピア時代､ 精神の不調は体液バランスの問題とされていたため､ 平均的な外科医であれ

ば､ マクベス夫人に瀉血などを施して体液の調節を試みたはずであるが､ 驚くべきことに､ マクベス

夫人を診断する医者は､ 彼女の症状に対して､ 完全に匙を投げてしまう｡

この病気は私の治療ではどうにもなりません (����������������)｡
しかし､ 夢遊病でうなされながらも

ベッドで神聖に亡くなった (����������) 人も知っています｡ �����������������
この医者の台詞からも､ 夢遊病に犯されることは悪魔の作用力であると想定されていたことがわかる｡

シェイクスピア時代の魔女論争において､ レジナルド・スコット (�������������������������) をは
じめとする魔女弾劾否定論者たちは､ 魔女や悪魔の存在そのものを否定したのではなく､ 魔女とされ

た人間はメランコリーに犯された病人であると考えていた｡ そしてその顕著な疾患は､ ���������������������､ つまり､ 月経血の滞留であった｡ そしてこのような血液の滞留は､ 多くの女性がかかる
病気の原因とみなされていたのである｡ なかでも､ 最も悪名高いものはヒステリーの原因とされた子
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宮の病である ����������������������������������､ またの名を ������������������������ある
いは ����������������である｡ この病は､ 喉の詰りによる窒息を主な症状とし､ 潜在的に死に至る
とされていた｡ 同時代の医者､ フィリップ・バロー (��������������������) が1596年に著した 『医

術の方法』 (���������������������������������������������������������������������������������������������������) は､ この病気の原因について次のように説明している｡
子宮の閉塞あるいは圧迫は､ 身体の上部に引き上げられるものに他ならない｡ この

病は､ 月経血の滞留が充満した後によって引き起こされる｡ [中略] この種の病は

すべての季節に生じうるものであるが､ 特に冬や秋に生じやすい｡ 最も一般的に罹

患するのは､ 若くて好色な不妊の女性である｡ �����������������������
バローの記述は､ 好色で不妊の若い女性が､ 子宮に血液の滞留を最も起こしやすく､ この病気にかか

りやすいとされていたことを示唆する｡ ルネサンス期の特異な診断法では､ 女性が欲望過多であるの

は不妊の原因の一つとされた｡ 月経がなかったり短すぎたりする不順は､ 種子を焼き尽くす熱の過多

とされた｡ ラカーによると､ 不妊や無月経症に対する一般的治療においては､ 熱とオルガスムスこそ

が肝心な要素だった｡ マクベスのインポテンスはこの意味で､ 同時代の医学理論ではマクベス夫人の

病の原因となりえたことになる (�����������)｡ 『マクベス』 のドラマは､ ワンセックス・モデルに
おける性の転倒―マクベスとマクベス夫人の生殖におけるジェンダーの交換―によって突きつけられ

る男の役割が悲劇の大きな要素となっているのである｡

Ⅴ���
国王となり､ 政治的身体を手に入れたマクベスとその妻を苛むのは､ プロット上はダンカン王殺害

を巡る､ 政治的野望と､ その結果として生じる良心の呵責である｡ しかし､ 『マクベス』 のテクスト

においては政治的な野望はことごとく性的メタファーに置き換えられ､ 自然的身体のインポテンスが

皮肉にも継承されないマクベスの王権を映し出す鏡となる｡ それはちょうど､ 第２幕第３場の冒頭､

門番 (������) が述べる酒の比喩に似ている｡ 門番は酒の三つの ｢功徳｣ について以下のように語る｡

そうですな､ 赤鼻と睡魔と小便でしょう｡ 酒ってやつは色気 (�������) を誘って
引っ込ませる｡ 欲望 (������) を掻き立てておいて､ 事 (�����������) をやらせな
い､ それじゃ大酒のみは､ 色気に二枚舌を使うってことになりますな｡ 男にするし

男をだめにする､ やらせようとしてやらせない､ その気にさせて萎ませる､ 立たせ

ておいて立たなくさせる｡ 結局､ 眠っている間に二枚舌で騙して､ 去ってしまうん

でさ｡ �����������������
酒は欲望を喚起させ､ いざというときに行為を行わせない｡ この門番たちの台詞が語る性的不能のイ
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メージは､ 魔女の二枚舌によって欲望を喚起されるだけの着点のない欲望､ 消費されるだけで継承さ

れない 『マクベス』 という自己愛のドラマのパロディそのものである｡ 初期近代において理想とされ

た国王の不可視の政治的身体は､ 『マクベス』 においては主人公の ｢屈辱の身体｣ によって舞台上に

可視化されることになる｡ �����
１. 国王の身体の不可視性については､ カントロヴィチの第２章 ｢シェイクスピア―リチャード二世｣

(pp.24-41) を参照せよ｡

２. ジェイムズはこのほかにも､ ������������������������������������������������������
[����]�および ���������������������������[����]�において､ ｢国王は国民の政治上の父
親である｣ と述べており､ 初期近代において王位は父権制によって束ねられるものであったことが

わかる｡

３. バンクォーとフリーアンスが単数扱いされていることも､ その一心同体性の証左である｡ (������������������������������������������������)
４. マクベス夫妻の子どもについては多くの議論が行われてきた｡ おもに����ブラッドリーの性格類型

批評を批判するかたちで論じられた����ナイツ (��������������������) の������������������������������(����) などが挙げられる｡
５. イギリスの貴族と農民の子どもたち全体の４分の１ないし３分の１は､ 15歳までに死んでいた

(��������)｡
６. 同性愛者と魔女はともに､ その存在が社会の安寧を脅かす危険な逸脱者であるとみなされていた

(���������)｡
７. 女性器は外部に出損なった男性器とみなされていたルネッサンスのワンセックス・モデルにおいて

は､ 男性と女性は種類の違いではなく程度の違いとされていた｡ 男性と女性の間の境界は基本的に

は政治的なものであり､ そこでは性差と性的欲望についてなされる主張も､ 生物学的な意味より修

辞的な意味の方が重要である､ とトマス・ラカーは主張する (����������)｡
８. ジェイムズ一世にしてみれば､ マクベスのセクシュアリティが異常であればあるほど､ 自らのルー

ツであるマルコムとフリーアンスの正統性が浮き彫りになる｡

９. キース・トマスによると､ 既婚のカップルが子供を持たない決意をすることも､ 公然と承認される

ことはなかった｡ 子孫づくりに関わらないセックスの正当性は､ 広く疑問視され､ 寡婦の再婚には､

いつも非難がましい空気が流れていたし､ とりわけ､ 本人が子供を産めない年齢になっている場合

には､ 強い批判があった (���������)｡��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� ������������������������ ������������������� ����������������������������������������������������
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