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序論  

 

第一節 A Mask の粗筋、創作経緯  

 17 世紀英国詩人 J ohn Mil t on (1608-74)  の作品 A Mask  (1634)  は、全 1 ,023 行

からなる仮面劇である。1本作品は、1634 年 9 月 29 日の  Michael mas に S hr ops hi r e  

の Ludl ow 城において上演された。先ず、簡潔に A Mask の粗筋について説明す

る。主人公 t he  Lady は、弟たちと共に父親の元に向かう途中、Bacchus と C irce

の子で、肉欲に耽る魔神 C o mus  の住む森の中で弟たちとはぐれる。森で迷う

the  La dy に C omus が甘言を用いて近づき、自分の魔殿へと誘う。一方、姉を探

す弟たちの元に、the  At t endan t  S pi r i t が羊飼い Thyrs is として登場する。そして、

the  La dy の危機的状況を伝え、C omus 撃退のための魔除けの薬草 “ haemony”を弟

たちに渡す。その結果、弟たちは C omus を撃退する。しかしながら、弟たちは

the  At t endant  S pi r i t に忠告された方法で、 Comus の呪縛を解くために必要な杖

を Comus から奪うことに失敗する。そして弟たちは Comus を逃がすことにな

る。そこで再び現れた t he  At t endan t  S pi r i t が Sever n 川の仙女 Sabr ina を呼び出

し、 Sabr ina によって t he  La dy は救出される。  

 A Mask が上演されたのが 1634 年であり、晩年の Mil t on の大作である叙事詩

Paradise  Los t  (1667)、Paradise  Regain ’d  ( 16 71)、Samson  Agonis te s  (1671)  の執筆

年から考えると、 A Mask  は Mil ton の初期の頃の作品である。 A Mask が 1 ,023

行である一方、Paradise  Los t が 10 ,56 5 行で A Mask の約 1 0 倍、Paradise  Regain ’d

が 2 ,070 行で約 2 倍、 Samson  Agonis te s が 1758 行で約 2 倍となる。 3 作品と比

較すると、 A Mask は短い作品である。また A Mask の形式について、 Edward R.  

Weis mi l le r は、 Parad ise  Los t、 Paradise  Regain ’d、 Samson  Agonis te s と異なる点

はあるものの、 blank ver s e を採用しつつ、 “El izabethan a nd J acobea n ma sq ue a nd  

dra ma”を想起させる形になっていると指摘する。 2  A Mask の大部分は bla n k  

                                                        
1  A Mask は次のテキストを使用する。 J ohn  Mil t on,  A Mask ,  Poems o f  Mr.  John  
Mi l ton:  The  1645  Edi t ion ,  eds .  C lea nt h Br ooks  and J ohn E .  Ha rdy ( London:  Ha rcour t ,  
Brace and C o mpa ny,  1951)  55-91 .  
2  詳しくは、 A.  S.  P.Woodhouse,  Dougla s  Bus h a nd E dwar d R.  We is mi l ler,  A 
Var iorum Commentary  on The  Poems o f  John  Mi l ton ,  gen.  ed.  Mer r i t t  Y.  Hughes ,  Vol .  
2 ,  Pa r t  3 ,  ( London:  R out l edge a nd Kega n Pau l  Lt d. ,  1972)  1038-52 .を参照されたい。
また、才野重雄も、A Mask における無韻詩の詩形が、主題の展開と調和してい
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ver se を用いつつも、 t he  La dy が Echo に呼びかける詩歌、Sabr ina を呼び出す詩

歌、 Sabr ina がそれに応える詩歌、 t he  At t enda nt  S p i r i t が t he  La dy と弟たちを両

親の元へと導く際の詩歌そして無事子ども達が両親の元に辿りついた際の t h e  

At t endan t  S pi r i t による詩歌の計 5 つの詩歌は、いずれも脚韻を踏んでいるとい

う特徴がある。先に述べたように A Mask は、晩年の作品と比較しても行数こ

そ少ないものの、 blank ver s e を用いられている。さらに新井明が指摘している

ように、Paradise  Lo s t と同様に晩年の作品 Parad ise  Regain ’d における試練、誘

惑のテーマは、A Mask にも見られることから、Mil ton は生涯に渡って一貫した

テーマで作品を創作したと言える。 3  

 次に、 A Mask 執筆の背景について説明する。本作品は、 Br idgewa t er 伯 J oh n  

Eger t on の Wal es 総督就任を祝うために、 Henr y Lawes からの執筆依頼を受けた

Mil t on が創作したものである。仮面劇の配役について言うと、Br idgewa ter 伯の

子女である 15 歳の Al ice E ger t on が t he  Lady を、11 歳の J ohn、9 歳の Tho mas  が

それぞれ t he  E l der,  S econd  Br ot her を演じている。4  A Mask の冒頭は Lawes 扮す

る t he  At t endant  S p i r i t が登場するところから始まる。 the  At tenda nt  S pi r i t は、本

来の持ち場である “ BEFORE the s ta r ry thr es hol d of  Joves  Cour t”  (A Mask  1 )  から

離れ、 the  Lady 達のいる地球に来た理由を次のように説明する。  

 

 Where hi s  fa i r  o ff- s pr i ng nur s ’ t  i n Pr i ncel y l ore ,  

 Are comi ng t o a t t end t hei r  Fa t her s  s ta te ,  

 And new-ent r us ted Scepter,  b u t  t hei r  wa y  

 Li es  t hr ough t he per pl ex ’ t  pa t hs  o f  t hi s  drea r  Wood,  

 The noddi ng hor ror  of  whos e s ha dy brows  

 Threa ts  t he  for l orn a nd wandr i ng Pass i nger.  

 And here  t he i r  tender  age  mi ght  s uffer  per i l l ,  

                                                                                                                                                                             
ると指摘している。才野重雄，『仮面劇コーマス』 (東京：南雲堂， 1 9 7 8 )  1 2 5． 
3  ジョン・ミルトン，『楽園の回復・闘技士サムソン』，新井明訳  (東京：大修
館， 1982)  166．  
4  Mi l t on に A Masque の執筆依頼をした Lawes は、三人の子女の音楽教師であっ
た。 J ohn Mil t on,  A Masque  pre sen ted  a t  Ludlo w Cas t le .  1634 ,  The  Poems o f  John  
Mi l ton ,  eds .  J ohn  Ca rey and Ala s ta i r  F owl er  (London  and Ha r low:  Longma ns ,  1968 )  
168 .  
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 But  t ha t  b y q ui ck comma nd from S overa n Jove   

 I  was  des pa tcht  for  t hei r  de fence ,  and gua rd ;  (A Mask  34-42)  

 

the  At tenda nt  S pi r i t は、t he  Lady とその弟たちが父親の盛儀に向かう道中で陰鬱

な森において、危険にあうことになるため、自らが派遣されたと言う。そして、

the  At t endan t  S pi r i t の言う危険というのは、陰鬱な森に住む C omus による誘惑

である。 5  Comus の誘惑とは次のようなものである。  

 

   . . .  Comus  na m’ d,  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Offr i ng t o every wea ry Tra va i ler,  

 H is  or i ent  l iquor  i n  a  Crys ta l  G la sse ,  

 To q uench t he drought  of  Ph œbus ,  which a s  t hey ta s te  

 (For  mos t  do ta s te  t hrough fond i nt empera t e  th i r s t )  

 Soon a s  t he  P o t i on works ,  t he i r  hu ma n count ’nance,  

     . . .  i s  cha ng’d  

 Int o s om br ut i s h for m of  Wool f ,  or  B ea r,  

 Or  Ounce,  or  Ti ger,  H og,  or  bea r ded G oa t ,  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 And t hey,  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . a l l  t hei r  f r iends ,  a nd na t i ve  home forget  

 To r ou le  wi t h plea s ure  i n a  sens ua l  s t ie .  (A Mask  58 ,  64-71 ,  73 ,  76-77)  

 

Comus は、自分の住む森を通る者に魔酒をすすめる。勧められた人間もまた、

太陽神 Phœb us の日差しのために、喉の渇きを覚えているため、 Comus の魔酒

を飲む。そして C omus の魔酒を飲んだ者は、顔が獣になり、淫楽に陥ってすべ

ての友や故郷も忘れる。このことから、 C omus の魔酒には単に人間の姿を変え

るのみならず、肉欲に陥らせる力も含まれていることがわかる。また、 A Mask
                                                        
5  Comus の出生、親子関係については、第二章、第三章で詳細に論じる。  
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が上演されたのが、M ichael ma s という日であることについて、 R oy Fla nnaga n

は次のように説明する。 “ Michael mas  was  a  t i me of  pot ent ia l  mi s ru le  or  of  wha t  

was  ca l led t he  “ l awless  hour,”  not  unl i ke  Ha l loween;  t hus  i t  was  an a ppropr ia t e  t i me  

to unl ea sh a  f i gure  C o mus ,  a  god of  mis r ul e . ” 6  Michae l ma s は無秩序を示す時節で

あり、Co mus を表象すると言う。そのため、Michael ma s に行う A Mask に C omus

を登場させることで、 C omus の無秩序性がより明白となり、そこからの解放と

いうテーマもまた際立つのである。  

ところで、先に述べたように、A Mask は Br idgewa t er 伯  J ohn  Eger t on の Wales  

総督就任を祝うために創作され、上演されたものである。Mar jor ie  Hope Ni cols on

は、当時の仮面劇のテーマとして、 “ the  t r iumph of  Vir t ue over  Vi ce”が根本にあ

り、 A Mask もその流れを汲んでいると言う。 7  そして本作品における “ vi r t ue”

に該当するものは、“ chas t i t y”であり、“ chas t i t y”が一つのテーマとして創作され

ている。 8  総督就任という祝いの席において、Mil t on が “ chas t i t y”をテーマとし

た仮面劇 A Mask を創作したのかについては次のような背景があることが考え

られる。総督就任の約 3 年前に J ohn E ger ton の義理の兄弟である Cast leha ven

伯が自身の妻に対する強姦、家僕とのソドミーの罪という性的スキャンダルを

起こし、 1631 年の 5 月に処刑された。 9  さらに Cast lehaven 伯は、目をかけて

いた家僕に自身の長男 James の妻であり 12 歳の El izabeth を強姦させ、跡取り

を産ませようとした。 1 0  そして A Mask は次のような目的で創作された と

Barba ra  Bres ted は説明する。  

 

Mi l t on’s  masq ue ma y not  ha ve been i nt ended s i mpl y t o cel ebra te  t he  r euni o n  

of  t he  Br i dgewa ter  chi l dren wi t h t hei r  fa t her  in  Wa les .  I t  ma y a ls o  have  been  
                                                        
6  Mi l t on,  Comus ,  The  R ive rs ide  Mi l ton ,  ed .  R oy F lanna gan (B os t on:  H ought o n  
Miff l i n C ompa ny,  1998)  112 .  Maryann Ca le  McG uire も、 A Mask のテーマが  
“ chas t i t y”であると指摘する。Maryann Ca l e  McG uire ,  Mil ton ’s  Pur i tan  Masqu e  
(At hens :  t he  Uni ver s i t y O f Georgia  Pre ss ,  19 83)  130 .  
7  Mar jor ie  H ope Ni cols on,  John  Mi l ton:  A rea der ’s  Guide  to  His  Poe try  (New York :  
The N oonda y Pres s ,  1963)  69 .  
8  N ico ls on 83 .  C hr is t opher  Hi l l ,  Mil ton  and  t he  Engl i sh  Revo lu t ion  (London:  Fabe r  
and Faber,  1977)  44 .  A.  S .  P.  Woodhous e,  “ The Argument  o f  Mi l t on’s  Comus ,”  UTQ  
11  (1941) :  49 .  
9  Ba rba ra  Brea s ted,  “ Comus  and  t he  Cas t l ehaven S canda l ,”  Mil ton  S tud ie s  3  (1971) :  
203 .  
1 0  Brea s ted 205 .  
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in tended t o hel p r epa i r  t he  r eputa t i on of  t he  ent i r e  fa mi l y b y ma ki ng t he  la s t  

unmar r ied Eger t on da ught er  a ct  out  her  r es i s ta nce t o da nger ous  sex ua l  

tempta t i on. 1 1  

 

Bres ted によれば、Mil t on は単に Br i dgewa t er 伯の子どもたちが Wales にいる父

親との再会を祝うために創作しただけでなく、一家の名声を回復するために創

作したという。 A Mask において、 Cast lehaven 伯を想起させる登場人物は、肉

欲の象徴ともいえる C omus である。C omus は t he  Lady に魔酒を飲ませようとす

るが、 the  Lady は C o mus の誘惑に抵抗する。その抵抗のために打ち出すものが

“ chas t i t y”の力である。そして、弟たちによって、 the  La dy は C omus からの誘惑

を退けられるものの、Co mus の魔力からは解放されない。そこで、t he  At tenda n t  

Sp i r i t によって呼び出されるのが、S ever n 川の仙女 Sabr ina である。Sabr i na は、

自らの務めを、  “ …  ’ t i s  my off ic e  b es t  /  To hel p  i ns na red chas t i t y;”  (A Mask  

908-09)  と述べている。つまり Sabr ina は、 “ chas t i t y”を守る女神としての役割

を担っている。 “ chas t i t y”の守り神によって Comus の魔力から the  Lady が救出

されることから、“ chas t i t y”が救いのキーワード、そして作品のテーマであると

言える。しかしながら、 “ chas t i t y”の類義語として、 “ vi rgi n i t y”や “ pur i t y”が挙げ

られる。数ある語の内、なぜ “ chas t i t y”が取り上げられたのかという点について

は、後ほど詳細に論じる。  

 

第二節 A Mask のテキストについて  

 本論で扱う A Mask のテキストについて説明する。 A Mask には、Mil ton の生

前から、その後の翻案にかけて、主に 5 つの版が存在する。 1 2  5 つの版とは、

the  Tr i ni t y  C ol l ege  ma nuscr i pt、 t he  Br i dgewa ter  ma nuscr i p t の 2 つの稿本、そして

1637 年の初版、 1645 年に Mil t on 自身で出版した Poems o f  Mr,  John  Mi l ton ,  Bo t h  

Engl i sh  and  Lat in ,  Compos ’d  a t  Seve ra l  t imes  (1645、以下 Poems )、そして 1673

年に出版された Poems の再販の 3 つの版本である。the  Tr i n i t y C ol l ege  ma nuscr i pt

は、Mil ton の初期の詩作品を収録したもので、後に 3 回加筆・訂正が加えられ
                                                        
1 1  Brea s ted 202 .  
1 2  Mi l t on,  A Maske :  The  Ear l ie r  Ve rs ions ,  ed.  S .  E .  S pr ot t  (Tor ont o  and B uffa l o :  U  
of  Toron t o P,  1973)  3 .  
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ている。Mil t on は t he  Tr i ni t y  C ol lege ma nus cr ip t において、本作品のタイトルを

‘A Maske ’あるいは ‘A Maske  1634 ’としており、Mil ton が 163 4 年においても執筆

していたとされる。 1 3  一方、 the  Br i dgewa te r  ma nus cr ip t は、 163 4 年の初演時に

用 い られ たと され る草 稿 であ る。 1 4  こ の 時 の 草稿 のタ イト ルは  “ A Maske  

Repres ent ed b e fore  t he  r igh t  hob l e :  t he  Ea r le  o f  Br i dgewa ter  Lor d pres i dent  o f  Wa le s  

and t he  r i ght  hob l e :  t he  C onnte sse  of  Br i dgewa t er. /  A t  Ludl ow Cas t le  t he  29 t h  of  

Sept ember  1634  The chi efe  per s ons  i n t he  r eprs entacon were . /  The Lor d Brackley  

The Lady Al i ce  M r Thomas  E ger t on. /  Aut hor  J o:  Mi l ton”  である。 1 5  1637 年の初

版は、Mil ton の名が書かれておらず、Mil t on に A Mask の執筆依頼をした La wes

によって出版されたものである。 1 6  初版のタイトルは、A MASKE PRE SENTE D  

At  Ludl ow Cas t l e ,  1634:  On Michae lmasse  n igh t ,  be fore  t he  RIGH T HONORAB LE,  

IOHN Earle  o f  Br idgewate r,  Vicount  BRAC LKY,  Lord  Pr ӕs iden t  o f  WALES,  And on e  

of  His  M AIE STIES most  honorab le  Pr iv ie  C ouns el l .である。  

 3 つの版の内、 the  Br idgewa ter  ma nus cr ip t のみ、 t he  Tr i ni t y  C ol lege ma nus cr i pt

と 1637 年の初版と比べて、台詞の数が少ない。特に削除されている箇所として、

the  Lady の台詞から “ chas t i t y”や “ vi rg i ni t y”といった性的な意味と捉えられる言

葉が削除されている。該当箇所として、 215 行目、 782 行目の “ chas t i ty”、 787

行目の “ vi rgi ni t y”が t he  Br i dgewa ter  ma nus cr ip t において削除されている。また

注目すべき点として、782 行目の “ chas t i t y”と 787 行目の “ vi rgi ni t y”は、初版時か

ら加筆された箇所である。この点に関して Bres ted は、1634 年の初演時、t he  Lady

を演じたのは 15 歳の Al ice であり、公然で性的な意味をにおわせる  “ chas t i t y”  

について未婚の Alice が語るのはふさわしくないと考え、 Mil ton ないし は  

Lawes は削除したと説明する。 1 7  また、 Ali ce と事件に巻き込まれた El izabe t h

は従姉妹同士であり、年齢も同じであった。そのため、 “ chas t i ty”や “ vi rg i ni t y”

といった性的な意味と捉えられる言葉は、先の性的スキャンダルを観客に呼び

起こさせる可能性があるため、Mil ton あるいは La wes が台詞を削除したのでは

                                                        
1 3  Mi l t on,  A Maske :  The  Ear l ie r  Ve rs ions  3 -5 .  
1 4  Mi l t on,  The  Poems o f  John  Mi l ton  168 .  
1 5  Mi l t on,  A Maske :  The  Ear l ie r  Ve rs ions  36 .  
1 6  Mi l t on,  A Masque  pre sen ted  a t  Ludlo w Cas t le ,  1634  169 .  また初版に Mil t on の
署名がない点については、本論で詳しく論じることとする。  
1 7  Bres ted 206 .  



vii 

ないかと Bres t ed は指摘する。1 8  Bres t ed の論に加えて、野村宗央は、Sabr ina  が  

“ chas t i t y”を象徴するニンフとして登場させたことで、 Ali ce が性的な表現を使

用することなく、“ chas t i t y”  の徳を強調することを可能にし、Sabr ina  の役割に

重要性が与えられたと述べている。 1 9   

 1637 年の初版について話を戻そう。初版は、 the  Tr i ni t y  C ol l ege ma nuscr i p t よ

りも加筆されており、1634 年の初演時には削除されていた the  La dy の “ chas t i t y”

の台詞も復活している。そして、1645 年版の詩集は、Mil t on 自身の署名をした

作品として初めて出版したもので、タイトルは、 A MASK of  t he  sa me  AUTHOR  

PRESENTED At  LUD LOW-Cas t le ,  1634 .  Be fore  The  Ea r l  o f  BR IDGEWATER  The n  

Pres i dent  o f  WALES.  Anno Dom.  1645 .  である。 2 0  1673 年版の詩集は 1645 年版

の詩集とほぼ変わらず、タイトルは A MAS K PRESEN TED At  LUDLOW-CAS TLE,  

1634 .&c.である。 2 1  

 ところで A Mask は、通称 Comus の名で知られているが、本論において Comus

ではなく、A Mask を用いることについて説明したい。Comus という通称が使わ

れるようになったのは、 J ohn Toland が 16 98 年に、 El i jah F ent on が 1725 年に  

“ Comus” を 用 い て 、 さ ら に 1738 年 に A Mask を 演 じ ら れ る 際 、 J ohn  

Dol t on(1709-63)  が Comus というタイトルを採用して以来だという。 2 2  しかし

ながら、先に論じてきたように、 A Mask は Br idgewa ter 伯の Yales 総督就任を

祝うために、意図的に創作された作品であり、“ chas t i t y”がテーマとなっている。

そのため C omus は悪役となり、 A Mask の主人公は t he  Lady である。このよう

に悪役に注目を当て、あたかも主人公かの如く見なされるのは、A Mask のみな

                                                        
1 8  Bres ted 206 .  
1 9  野村宗央，「 A Masque  pre sen ted  a t  Lud lo w Cas t le ,  1634   t he  La dy が自らの力
のみで Comus  の誘惑を退けることが出来ない理由」『異文化の諸相』第 31 号  
( 2011)： 25．  
2 0  Mi l t on,  Poems o f  Mr.  John  Mi l ton  56 .  
2 1  Mi l t on,  A Maske :  The  Ear l ie r  Ve rs ions  3 .また、1637 年の初版は、1645 年、167 3
年版よりも句読点が多いことが J ohn  Ca rey によって指摘されている。M il t on,  A 
Masque  pre sen ted  a t  Ludlo w Cas t le .  1634  16 9 .  なお、タイトルについては鈴木繁
夫の論文から学んだ。鈴木繁夫，「『コウマス』研究の三段階」『上智英語文学研

究』第 3 号  ( 1978)： 111．  
2 2  J .  B.  Leis hma n,  Mil ton ’s  Minor  Poems ,  ed.  Geoffr ey  Ti l l ots on ( Lond o n:  
Hut ch i ns on &  CO LTD,  1969)  174 .  D on- J ohn D ugas ,  “  “ Such H eav’ n― t a ught  
Number s  s houl d b e mor e t ha n r ead” :  Comus  and M i l t on’s  Reputa t i on i n  
Mid-Ei ght een t h-Cent ur y E ngla nd,”  Mil ton  S t ud ie s  34  (1997) :  137 .  
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らず後の作品 Paradise  Los t においてもしばしば言われることである。つまり、

Paradise  Los t における悪役、堕天使 Sa tan をあたかも主人公であると唱える者

がいるということである。殊にロマン派の作家の多くは、Mil t on からの影響を

大きく受けているが、その内の一部に Par adise  Los t の Sa tan の持つ魅力にひか

れ、Sa tani c な影響を受け取った作家もいる。Nei l  F or s yt h は、Percy  B yss he  S he l l ey  

(1792-1822)の作品で 、 J ohn K ea ts  (1795-1821)の死 を悼ん だ Adonais (1821)や

Al fred Tennys on (1809-1892)  の親友追悼の死 In  Memorium (1850)が、Mil ton の

Lyc idas  ( 1637)  に代表される哀悼詩に続いて、同様に友人の死を作品として創

作したと説明している。2 3  また F ors yt h は、Sa muel  Ta yl or  C oler i dge (1772-1834 )  

も “ Shakes pea re  beca me a l l  t hi ngs  we l l  i n t o whi ch he  r efused h i mse l f ,  whi le  a l l  

for ms ,  a l l  t h i ngs  beca me M il t on.”と述べていると指摘していることからも、ロマ

ン派の作家が Mil t on からの影響を多分に受けていることは明らかである。2 4  こ

うしたロマン派の作家の中でも F orsy t h は、特に Wil l ia m B lake (1757-1827)  の

The  Marr iage  o f  Heaven  and He l l  ( 1793)  の中に見られる一節 “ he was  a  t rue  poet  

and of  t he  D evi l s  pa r ty  wi t hout  knowi ng i t ,”  を引き合いに出し、Blake が Paradis e  

Los t の Sa ta n の持つ Sa tan ic 的な側面に影響を受けていたと論じている。 2 5  し

かしながら、新井は、 Sa ta n の言葉遣いに従来の叙事詩の主人公に見られる要

素が窺えるものの、作品全体を見れば、 S a tan の英雄性が否定されていく構造

になっており、Ada m が主人公であると論じている。2 6  殊に本論文は、“ chas t i t y”

に焦点を当て、さらに “ chas t i t y”が付与された女性登場人物 Sabr ina、 the  Lady

に注目するため、通称 Comus を使用せず、一貫して本作品を A Mask と呼ぶこ

ととする。なお、本論文で使用するテキストは、Mil ton の名が初めて記された

1645 年版の詩集に掲載された A Mask を使用することとする。  

 

第三節 A Mask に対する評価  

 次に A Mask およびその他の作品、また Mil ton 自身に対する評価について論

ずる。Mil t on に対する評価をした人物として、先ず Sa mue l  J ohns on  (1709-84)  が

                                                        
2 3  Nei l  F or s yt h,  John  Mi l ton:  A B iography  (Oxford :  Li on H uds on plc ,  2008)  48 .   
2 4  For s y t h,  John  Mi l ton  A B iography  228 .  
2 5  For s y t h,  John  Mi l ton  A B iography  232 .  
2 6ミルトン，『楽園の喪失』，新井明訳  (東京：大修館書店， 1983)  371．  
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挙げられるだろう。 J ohns on は、 The  L ive s  o f  the  Engl i sh  Poems  ( 1779-81)  にお

いて Parad ise  Los t、Lyc idas、L’Al legro  ( 163 1)、I l  Pense roso  ( 1631)そして A Mask

について論じている。そこで、 J ohns on は A Mask について次のように述べてい

る。  

 

The gr ea tes t  of  h i s  j uveni l e  per for ma nces  i s  the  Masq ue of  C omus ,  i n whi ch  

ma y ver y pla i nl y b e dis covered t he  da wn or  t wi l i ght  of  Pa radis e  Los t .  Mi l t on  

appea r s  t o have for med  ver y ea r l y t ha t  s ys t em of  dic t i on,  a nd mode of  ver s e ,  

whi ch hi s  ma t urer  j udgement  approved,  and from whi ch he never  

endea voured nor  des i r ed t o devia te . 2 7  

 

J ohns on は、 A Mask を子供じみたものと辛らつな言葉を浴びせている一方で、

Paradise  Los t に繋がる兆しが窺え、さらには Mil t on の言葉の使い方がすでに形

成されていると述べていることがわかる。さらに J ohns on は、  

 

“ A wor k more  t ru l y poet i ca l  i s  r a r ely  found;  a l l us i ons ,  i ma ges ,  an d  

descr i pt i ve  epi t hets ,  embe l l i s h a l mos t  ever y  per i od wi t h lavi s h decora t i on .  

As  a  ser ies  o f  l i nes ,  t her efor e ,  i t  ma y be cons i dered a s  wor t hy of  a l l  th e  

admira t i on wi t h whi ch t he  vo ta r ies  have r ece ived i t” 2 8  

 

と言い、詩的で信奉者が賞賛でもって作品を理解するとも述べる一方、「劇とし

ては不完全」、「 the  At tenda nt  S p i r i t の台詞が冗長」、「 Comus と t he  Lady の論争

は単調で退屈」などと他にも言葉を並べて批判する。 2 9  そして最後は、 “ Is  i s  a  

dra ma  i n  t he  epi ck s t yle ,  i ne lega nt l y  s plend i d,  a nd t edi ous l y  i ns t r uct i ve .” 3 0  と言い、

皮肉な言葉遣いながら、 Paradise  Los t を想起させるような叙事詩の要素を含ん

                                                        
2 7  Sa muel  J ohns on,  The  Live s  o f  the  Engl i sh  Poe ts ,  The  Works  o f  Samue l  Johnson ,  
LL.D ,  vo l .7  (1825;  Oxfor d and London:  Ta lb oys  and Whee ler,  1970;  New Yor k:  AM S  
Press )  123 .  なお、引用文は使用テキストに即したものであるため、作品名は斜
字体にしていない。  
2 8  J ohns on 123 .  
2 9  J ohns on 123-4 .  
3 0  J ohns on 125 .  
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だ劇だと説明している。つまり、 J ohns on は A Mask の劇という側面から見て批

判しつつも、晩年の代表作 Paradise  Los t に繋がる要素を読み取っていると考え

られる。  

 また J ohns on が生きていた 18 世紀においては、Mil t on は次のような評価を得

ていた。 18 世紀、主に 1730 年代において、一般的な批評として、Mil t on は叙

事詩人として、王政復古後、批評家や伝記作家によって伝えられ、さらに Lyc idas

や A Mask は、Mil t on の伝記作家から常に好評価を得られていた作品であった。

3 1  そして先述したように、1738 年に A Mas k が Comus という名で演じられてい

たのだが、 Dal ton が改編して創作した Co mus は、Mil ton の A Mask と大きく異

なる点がいくつもある。 L’Al legro と I l  Pe nse roso の一部を加え、 t he  At t endna t  

Sp i r i t を二人にし、L’Al legro から E uphr os yne を新たな登場人物として加え、t he  

Lady の弟たちも誘惑を受け、さらに最後の Ludl ow 城の場面を省略し、 “ Engl i s h  

Opera”として作りかえたという。 3 2  そのため、 Dugas は、先の J ohns on の批評

も、 Dal ton 版の Comus を観ての批評であった可能性があると指摘する。 3 3  1 8

世紀、 Dal ton 版 Comus は好評であり、 19 世紀においても Comus は演じられた

が、 J ohns on 以後、批評家は Comus ではなく、むしろ Parad ise  Los t に目を向け

るようになったという。 3 4  

Shel ley、 Tennys on、 Blake といったロマン派の作家が Mil ton から多分に影響

を受けていたことは、確認した通りである。また、イギリス国内のみならず、

他 国 の 作 家 に も Mil t on は 影 響 を 与 え て い る 。 19 世 紀 の ア メ リ カ の 作 家  

Na thani el  Hawt horne (1804-1864)  がその一人である。The  Marble  Faun  ( 1860)  の

Cha pt er  13 において、彫刻家 Kenyon のアトリエに Mil t on の胸像がある。Kenyon

は Mil t on の書物を愛読した結果、創作した Mil t on 胸像を Mil t on の詩の非凡な

才能で霊化させていったという。 3 5  特に注目すべきは、 Kenyon が読んだとさ

れる Mil t on の書物の配列順である。 “ . . .  wherei n,  l i kewis e ,  b y l ong per usa l  an d  

                                                        
3 1  Dugas  138 .  
3 2  Dugas  141 ,  143 .  
3 3  Dugas  139 .  
3 4  Dugas  155 .  
3 5  なお、この本文では Mil t on が眠っている教会は、 Grey Fr ia r s  C hurch となっ
ているが、実際はロンドンの the  Chur ch of  St .  G i les  Cr i ppl ega te。教会には Mi l t on
の胸像もある。  
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deep l ove of  t he  Paradise  Los t ,  t he  Comus ,  t he  Lyc idas ,  and L' Al legro ,  t he  s cul p t or  

ha d s ucceeded,  even be t ter  t ha n he knew,  i n s pi r i t ua l iz ing h is  ma rb le  wi t h t he  poet ' s  

mi gh t y geni us .”  (The  Marble  Faun  118  下線は論者による。以下同様。 ) 3 6  この順

は創作年順ではない。 3 7  Hawthor ne は Parad ise  Los t の次に A Mask を配列しお

り、Hawthor ne が Pa radise  Lo s t に次いで、A Mask を Mil t on の秀作と見なしてい

た可能性がある。また、 The  B l i thedale  Romance  ( 1852)  の中には、 A Mask から

の引用と思われる箇所が Chapter  8 にある。それは、純真無垢な女性 Pr isci l la

が、他の人には聞こえない特殊な声に耳を傾け、足を止めるという場面である。

その姿に驚いた主人公 Cover da le に対し、 Zenob ia が Mil ton の作品に登場する

「はっきりと人の名を告げる空ろな言葉」を聞く才能が Pr isci l la にはあるので

はないかと説明する。また、注釈には A Mask を意識した箇所であるという説

明がある。 3 8  そして C hapt er  24  には  “ The wood,  i n t hi s  por t i on of  i t ,  s eemed a s  

ful l  o f  j ol l i t y a s  i f  C omus  and his  cr ew were hol d i ng thei r  r eve ls  i n one of  i t s  us ua l l y  

lones ome  gla des .”  ( The  B l i thedale  Romance  209) 3 9  とあり、 A Mask の Co mus が乱

痴気騒ぎをしている様子を彷彿とさせる。  

 今まで挙げてきた作家はすべて男性作家であるが、Mil ton の影響は女性作家

にも及ぼしている。Mary S hel l ey (1797-1851)、 E mil y  Br ontë  ( 1818-48)  もまた

Paradise  Los t を読み、Mi l t on からの影響を受けつつも、単に迎合することなく、

自己の作品を創り上げていった。 4 0   

このようにして、男女問わず Mil ton の後世の作家たちが Mil ton からの影響

を受けている。そして、自身の処女作品において A Mask の一節を引用した

Virg in ia  Wool f  (1882-1941)  もまたその一人である。しかしながら、Wool f の場
                                                        
3 6  The  Marble  Faun  は、次のテキストから引用した。 Nathani el  Hawt hor ne,  Th e  
Marble  Faun ,  ed.  R icha rd H .  Brodhead ( London:  Pengui n B ooks  Lt d,  1990)  
3 7  Paradise  Lo s t  (1667)、 A Masque  ( 1634)、 Lyc idas  (1637)、 L’Al legro  ( 1631) 
3 8  Na thani el  Hawt hor ne,  The  B l i thedale  Romance ,  ed.  Annet te  K ol odny (Londo n:  
Pengui n  B ooks  L t d,  1986)  259 .  翻訳『ブライズデイル・ロマンス』にも同様の記
述がある。西前孝，『ブライスデイル・ロマンス』(東京：八潮出版社、1984)  62．  
3 9  The  B l i thedale  Romance は 、 以 下 の テ キ ス ト か ら 引 用 し た 。 Nathanie l  
Hawthor ne,  The  B l i thedale  Romance ,  ed.  Annet t e  K ol odny ( London:  P engui n B ooks  
Lt d,  1986)  
4 0  野呂有子，「母と娘の脱＜失楽園＞―女権神授説と『フランケンシュタイン』
における「対等の配偶者」」『神、男、そして女 ミルトンの『失楽園』を読む』

(東京：英宝社，1997)  170-208．野呂有子，「Wuther ing  He igh ts における Sha kes pea re
的主題と Mil t on 的主題」『英文学論叢』第 53 号 (2005)： 109-28 .  
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合、特に注目すべきは処女小説 The  Voyage  Out  (1915)  に A Mask の一節を引用

しているのだが、 A Mask の一節を聴くことによって主人公 Rachel  Vi nrace が死

に至るきっかけを与えている。 A Mask の一節というのは、 Sabr ina の生前の様

子を t he  At t endant  S p i r i t が説明しているところに始まり、最後は Sabr ina を呼び

出す詩歌までである。後程詳細に論じるが、Wool f は自身の日記の中で、Mi l t on

を男権論者の第一人者であると述べている。4 1  これらの点から、Mil t on の言葉

が女性主人公の死を引き起こすという描写を書くことで、Wool f が M il t on に対

し否定的な意見を持っていたと見なされても不思議はない。しかしながら、

「Mil t on を男権論者の第一人者」と言いつつも、Wool f の日記の文面を見ると、

Wool fが Mil t onの詩の素晴らしさを認める内容が続く。4 2  また、Rachelは A Mas k

の一節を聞いてから、熱病に倒れることになるものの、 A Mask の Sabr ina を呼

ぶ詩歌が、 Rachel にとって心身をさわやかにする冷たさであったため、 Rache l  

は自分の心にしっかりと留めておこうとするのである。この点を見ると、Rache l

は、 Sabr ina に対し、救いを求めていると考えられる。つまり Woolf は Mil t on

の作品を用いて、否定的とも肯定的とも言える両方の描写を The  Voyage  Out に

おいて描いたと言える。しかしながら A Mask において、困難に陥った女性 t he  

Lady を最終的に救出するのが女神 Sabr ina であるように、Mil ton は女性を否定

的に描いてはいない。この点について後ほど論ずるが、 A Mask のみならず、

Mil t on が他の作品においても、徳のある女性を称賛している。  

デビュー作に、Mil t on の Paradise  Lo s t ではなく、 A Mask を用い、さらにそ

の一節がきっかけで主人公が命を落とすという作品を Woolf は創作した。 A 

Mask への明白な言及という意味で、The  Voyage  Out をつぶさに読み込むことは、

A Mask の本来意図している内容を改めて明らかにすることができると考えら

れる。そして Wool f と Mi l t on を比較考察することは、Wool f の Mil t on の作品へ

の理解を明白にするのみならず、Mil ton の女性観の新たな一端を明らかにする

ことができると考えられる。  

 

第四節  本論の目的と方法  
                                                        
4 1  Vi rgi n ia  Woolf ,  A Wri te r ’s  Diary  Be ing  Ex trac ts  f rom the  Diary  o f  Virg in ia  Wo o l f  
(London:  The H oga r t h Pres s ,  1959)  5 -6 .  
4 2  詳細は本論で論ずる。  
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 序論の冒頭で述べたように、A Mask において the  Lady を救出するためには、

Sabr ina の助力が必要不可欠である。 Sabr ina は前述の通り、 S ever n 川の仙女で

ある。A Mask において、水に関する神として Ocea nus、Nereus、Nept une のよう

にギリシア・ローマ神話の神々が名を連ねている。Sabr ina も川の仙女であるこ

とから、ギリシア・ローマ神話の神々に連なる存在であるように思われる。し

かしながら、本作品をつぶさに見ていくと、Sabr ina はむしろキリスト教の要素

を多分に備えた神的存在であることが読み取れる。そのように考えられる理由

として、仮面劇のテーマでもある “ chas t i t y”が挙げられる。本来キリスト教の三

つの徳は、“ fa i th”、 “ hope”、 “ cha r i ty”であり、“ cha r i t y”が、三つの徳の内でも最

も重要だと聖書の 1  Cor.  13 .13 に記述されている。しかしながら、本作品にお

いては、三つの徳が、 “ fa i th”、 “ hope”、 “ chas t i t y”となり、 “ cha r i t y”が “ chas t i t y”

に置き換わっている。本作品における “ chas t i ty”は、新井が論じているように、

極めてキリスト教的である。4 3  また、Mil t on の自らの神学体系を論じたとされ

る Chris t ian  Doc tr ine においても、 “ chas t i ty”がキリスト教の重要な徳目の一つ

であることが述べられている。一方 Sabr ina は “ chas t i t y”を守る女神としての役

割を担っている。そのため、Sabr ina はキリスト教的な要素を備えている可能性

は大いにある。  

一方 “ chas t i ty”は Sabr ina と t he  Lady を繋ぐものとしての機能もある。主人公

の t he  La dy も A Mask を通して一貫して “ chas t i t y”の力を信じ続け、 “ chas t i t y”の

守り神 Sabr ina によって救出される。この点から、 “ chas t i t y”を介し、Sabr ina と

the  Lady の関係性を論じることに異論はないだろう。今まで述べてきたように

“ chas t i t y”が本作 品の テーマ である 一方 、本来キ リスト 教の 最大の 徳である

“ cha r i ty”との関連が全くないとも考えられない。  

 これらのことから、本論は次のように論を進めていく。第一章において、 A 

Mask が他の Mil ton の作品との関連の中で、どのように位置にづけられている

か検証する。その際、Mil t on 自身が 164 5 年以前に創作した詩作品をまとめて

出版した Poems に注目する。 Poems に掲載されている作品の配列順に注目し、

他の作品と A Mask がどのような関連があるかについて考え、結論として Mil t on

                                                        
4 3  Aki r a  Ara i ,  “ Mil ton i n Comus ,”  Stud ie s  in  Engl i sh  Li te ra tu re  42  (1965) :  28 .  詳細
は本論で説明したい。  
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が A Mask を前期作品の集大成の作品であると考えていたことを明らかにする。 

 第二章は、A Mask の主題、構成そして仮面劇のジャンルとしての本作品の価

値について論じていく。第二章において、特に A Mask で描かれる大きな主題

が、親子関係、権力の委譲、救済の手段としての水、そして婚姻についてであ

ることを、登場人物と構成に基づいて検証する。  

 第三章は、 Sabr ina と the  La dy の関係性について論じる。二者は、キリスト

教の要素を含む “ chas t i ty”の力を主軸とした、キリスト教信仰を通じて繋がる。

それは the  Lady は Sabr ina によって救出されることから歴然としている。二者

の関係性を明らかにするために、C.  G .  J ung (1875-1961)  の元型論をもとに、t he  

Lady と Sabr ina が精神的に結びつく象徴的な母娘であることを示す。  

 第四章においては、M il t on の神学体系を論じたとされる Chri s t ian  Doc tr ine

と A Mask との比較考察を行う。 A Mask は、前述のように本来 “ cha r i t y”  が用い

られる箇所が、 “ chas t i t y”に置き換わっている。そして、第三章でも論じるよう

に、 ” chas t i ty”の徳が、 Sabr i na  と t he  Lady を繋ぎ、 t he  La dy 救出へと導くもの

になる。そのため、Mil t on が “ chas t i t y”と “cha r i ty”をどのように考えていたのか

を Chris t ian  Doc tr ine におけるそれぞれの定義を確認する。そして、二語の相違

が、 A Mask  において、まったく無関係なものではなく、劇が進行するにつれ

て、 “ chas t i ty”から “ cha r i t y”へと徳が高くなることについて論ずる。  

 第五章は、Sabr ina が C hr is t を想起させるような人物として描かれていること

について検証する。先に述べたように、弟たちの失策により、弟たちは Comu s  

の呪縛を解くことに失敗する。そこで、 the  At t endan t  S pi r i t が Sabr i na を呼び出

し、 the  Lady を救出する。 the  La dy 救出の一連の過程に注目すると、 Sabr ina が

Chr is t と関連づけられて描かれつつも、最終的には Chr is t による救済を得るま

での予表として表されていることが明らかとなる。そこで、 the  Lady 救出の過

程 で見 られ る三 つの キー ワー ド “ haemony”、 “ cha r iot”、 “ bapt i s m”に 注 目 し 、

Sabr ina と C hr is t の関連性を論じる。  

 そして第六章においては、先に挙げた Sa br ina  と t he  La dy の関係性が、Wool f

の作品にどのような影響を与えたのかについて検証する。その際、Mil t on の崇

高な文体について称賛しつつも、 M il t on を男権論 者の第一人者だと述べた

Wool f の The  Voyage  Out を取り上げる。The  Voyage  Out の中で引用されている箇
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所は、驚くべきことに Sabr ina を呼び出す詩歌である。Wool f の自叙伝的小説

The  Voyage Out における、Wool f が受けた Mil t on からの影響は多く見られるも

のの、Wool f の反応は、肯定とも否定ともとることができる描き方もしている

ことを指摘する。そして、主人公 Rache l は、 A Mask の t he  Lady と類似するの

だが、A Mask とは逆行して、家族とも、恋人とも繋がることができずに死とい

う形で作品は終わる。 Rachel は、 t he  Lady のように家族と再会することもでき

ず、結婚も実らず、宗教でさえも捨て去り、A Mask の結末とは正反対の結果と

なる。その一方で、Wool f は現実世界では、苦しみながらも結婚し、作家 Virgi ni a  

Wool f として誕生する。  

 これらのことを踏まえて Mil t on の A Mask において、Sabr ina や t he  La dy とい

った女性登場人物の徳を称えつつ、 Chr is t の範例的存在として描いていること

を明らかにする。そして “ chas t i t y”を象徴する Sabr ina に、 A Mask のテーマが収

斂していくことを検証したい。  
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第一章  

Poems of  Mr.  John Mil ton における A Mask  

―美徳を備えた範例的存在としての t he Lady と Sabr ina―  

 

第一節 Poems に掲載された作品とその順  

 A Mask は 1637 年の初版に続いて、1645 年に Mil t on 自身の詩集 Poems に掲載

され、出版された。Mil t on は 1645 年までに創作した作品すべてを Poems に掲

載したわけではない。そのため、Mil t on が何らかの意図をもって詩集に載せる

作品を選んだと考えられる。先ず、 Poems に収録された作品をその順を以下の

表 1 で確認してみよう。  

表 1  Poems における作品の順  

作品名  創作年  作品のテーマ  

On the  Morning  o f  Chr is t ’s  Na t iv i ty  1629  ・ Chr is t の降誕  

・神の恩寵、神による救済  

・ Chr is t の受難  

・範例的な存在としての C hr is t  

A Paraphrase  on  Psa lm 114  1624  

Psalm 136  1624  

The  Pass ion  1630  

On Time 1631-33  人 類 の 堕 落 や 罪 を 描 き つ つ 、

Chr is t による贖いや神との繋が

りを願う  

Upon the  Circumc is ion  1632or33  

At  a  So lemn Musick  1632or33  

An Epi taph  on  the  March ioness  o f  

Winches te r  
1631  

・徳のある人間の死に対する哀

悼の意と、称賛  

・死を単に嘆くのみならず、鎮

魂歌としての役割を担っている  

Song .  On May  Morning  1629-30  

On Shakespear  1630  

On the  Unive rs i ty  Carr ie r  1631  

Another  on  the  Same 1631  

L’Al legro  1631  田園、都市を歩み、最終的に塔

へと視点を移し、神との繋がり

を願う  

I l  Pense roso  
1631  
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“ Sonne t  I”  
1629or30  

恋 愛 の 象 徴 “ night i nga l e”に つ い

て  

“ Sonne t  I I”  1629or30  Lady に向けた愛の詩  

“ Sonne t  I I I”  1629or30  花と愛の関連性  

“ Canzone”  1629or30  詩の創作と愛について  

“ Sonne t  IV”   1629or30  Dioda t i に対して語りかけた詩  

“ Sonne t  V”  1629or30  Lady に向けた愛の詩  

“ Sonne t  VI”  1629or30  Lady に向けた愛の詩  

“ Sonne t  VI I”  
1629or30  

自分の才能の芽が出ないことへ

の苦悩  

“ Sonne t  VI I I”  1642  詩が持つ救いの力  

“ Sonne t  IX”  
1643-45  

貞淑な令嬢に備わる聡明さと徳

の高さ  

“ Sonne t  X”  1642-45  Marga ret  Ley 夫人の徳の高さ  

Arcades  
1632-34  

the C ount ess  Dowa ger  o f  Da rby へ

の称賛  

Lyc idas  
1637  

友人の死と海浜の守護神への再

生  

A Mask  
1634  

・ “ chas t i t y”  の徳  

・ the  Lady の試練、救済  

表から、Mil t on が自身で創作した順に詩作品を配列していないということは明

らかである。そして、さらに注目すべき点は、A Mask が最後に位置付けられて

いるということである。 Poems に掲載されている作品の順に関して、 Gale H .  

Ca r r i ther s ,  J r.は、各作品を分析し、大きく On the  Morning  o f  Chr is t ’s  Na t iv i ty か

ら The  Pass ion、 On Time から At  a  So lemn Musick、 An Epi taph  on  the  March ioness  

o f  Winches te r から Another  on  the  Same、 L’Al legro 以降の作品と 4 つに大きく分

類して論じている。 1  しかしながら Carr i ther s が主に論じているのは、 On the  

Morning  o f  Chr is t ’s  Nat iv i ty から Lyc idas までであり、 A Mask についての言及は

                                                        
1  Ga le  H .  Ca r r i ther s ,  J r. ,  “ Poems  ( 1645) :  On Growi ng Up,”  Mil ton  S tud ie s  1 5  
(1981) :  161-79 . 
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少ない。また新井が Poems に収められている “ Sonne t”は、題材としては愛の詩、

自省の詩、時事の詩が多いと説明しており、 2  L’Al legro 以降も同様のテーマを

扱っているとは考えにくい。  

本章では、Mil t on の Poems において、A Ma sk がどのような位置づけをされて

いて、なぜ最後に配置されたのかについて検証する。そして、Mil ton が A Mask

をそれまで創作した作品の集大成としてみなしていたということ、そして他の

作品と A Mask との関連する事項、即ち「死と再生」や徳といったテーマが最

終的に A Mask の Sabr ina や the  Lady に収斂していることについて明らかにした

い。考察方法として、Poems に掲載されている順にそれぞれの作品のテーマを、

Car r i ther s の分類方法にならいつつ、さらに細かく分けて 7 つにまとめる。最後

に、Mil t on にとって A Mask  を集大成の作品として考え、最後に位置付けたと

いうことを明らかにする。なお、 Poems の “ Sonne t  I I”から “ Sonnet  VI”までイタ

リア語詩になっているが、本論文は英語訳を用いて検証することとする。 3  

 

第二節 On the  Morning  o f  Chr is t ’s  Nat iv i ty から The  Pas s ion―範例的存在の

Chr is t と救済のテーマ―  

 一つ目の大きなテーマの枠組みとして、On the  Morning  o f  Chr is t  Nat iv i ty から

The  Pas s ion までを見ていく。 On the  Morning  o f  Chr is t  Na t iv i ty は、 H ymn が 27

連、計 31 連で構成された全 244 行の作品である。 Hymn の前の最初の 4 連は 1

連につき 7 行で構成され、 ababbcc という脚韻を踏んでいる。 4  一方、Hymn の

27 連は 1 連につき 8 行で構成され、 aabccbdd という脚韻を踏んでいる。On  th e  

Morning  o f  Ch r is t  Nat iv i ty について、新井は作中で「自然」、「人間」、「ギリシア・

ローマの神々の世界」が描かれ、三つの世界を巡った後、最終的に神の子 C hr is t

の誕生、受肉の場面に辿り着くと述べている。 5  先ず、On the  Morning  o f  Chr i s t  

Nat iv i ty  の引用を見ていきたい。  

 

                                                        
2  新井明，『ミルトン』人と思想  134  (東京：清水書院， 1997)  88 .  
3  第一章において引用する作品は、ことわりがない限り、次の版から使用する。
Mil t on,  Poems o f  Mr.  John  Mi l ton:  The  1645 Edi t ion ,  eds .  C lea nt h Br ooks  and J oh n  
E .  Ha rdy (London:  Ha rcour t ,  Brace and C ompa ny,  1951)  
4  Weis mi l ler  1018 .  
5  新井，『ミルトンの世界―叙事詩性の軌跡』 (東京：研究社 ,  1980)  52 .  
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 Tha t  gl or i ous  F or m,  t ha t  L i ght  uns ufferab le ,  

 And t ha t  fa r-bea mi ng b laze of  Ma jes t y,  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 He la id a s i de;  a nd her e  wi t h us  t o b e,  

  For s ook t he C our t s  of  ever la s t i ng  Day,  

 And chos e wi t h us  a  da rks o m Hous e of  mor ta l  Cla y.  

(On the  Morning  o f  Chr is t ’s  Nat iv i ty  8 -9 ,  12-14)  

 

Chr is t は、天国から地上に降誕することで、生まれ変わり、再生の過程を踏ん

でいると考えられる。そして On the  Morning  o f  Chr is t  Nat iv i t y の全体の構成と

して、 Chr is t が範例的な存在として描かれていることを読者に教示していると

新井は論じている。 6   

次に A Paraph rase  on  Psa lm 114 と  Psa lm 136 は、神によって I s r ael の民が

Egypt から Canaan の地に至るという神の恩寵による救いがテーマとなっている。

A Pa raphrase  on  Psa lm  114は全 18行の作品で 2行ずつ脚韻を踏んでいる。一方、

Psalm 13 6 は全 9 6 行で 2 行ずつ脚韻を踏んでいる。共に出エジプトをテーマに

した作品であり、テーマと形式が共通していると考えられる。Mil t on は 1624

年に A Pa raphrase  on  Psa lm 114 と Psalm 136 を翻訳し、 10 年後の 163 4 年に A 

Paraphrase  on  Psa lm 114 をギリシア語訳した。1634 年と言えば、A Mask の初演

の年である。斉藤康代は、ギリシア語訳をした 1634 年に A Mask  が上演された

こととの関連性について次のように論じている。 1634 年の 9 月 29 日に A Mask  

は上演され、余興として成功した。しかしながら、息子が聖職者への道に進む

ことを希望していた Mil t on の父親が、この成功を必ずしも喜んでいなかった。

そのため、Mil ton は父親の誕生日である 11 月 23 日に、かつて Mil t on が行った

「詩篇」の Paraphra se が、「詩篇」作曲を試みていた父親を喜ばせたことを思

い返し、父親を喜ばせる気持ちで二つの詩篇のギリシア語訳を試みたのではな

いかと斉藤は説明している。 7  この点を考えると、 A Paraphrase  on  Psa lm 114

と Psa lm 136 は、 A Mask  と関連のある作品と言える可能性がある。また、 A 
                                                        
6  新井，『ミルトンの世界―叙事詩性の軌跡』 52 .  
7  斉藤康代，「Mil t on と『詩篇』( I I)  ―ギリシア語訳「詩篇」とその周辺―」『東
京女子大学紀要論集』 37  (1987)： 117．  
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Paraphrase  on  Psa lm 114 と Psalm 136 が出エジプトがテーマになっていること

から、Moses の紅海渡渉が容易に想起できるだろう。Exod.  14 .10-31 にあるよう

に、Mos es の紅海渡渉の場面において、E gypt の軍の追走から逃れる Is r ael の民

は、眼前に行く手を阻む紅海に追い詰められる。しかしながら、紅海の水を二

つに割き、Egypt の軍は紅海の水に呑まれるというものである。両作品と A Mask

の関連性について考えるに当たり、 Sabr ina を呼び出す詩歌に注目してみたい。 

 

  Sabr ina  fa ir  

   L is ten  where  thou  ar t  s i t t ing  

  Under  the  g lass ie ,  coo l ,  t rans lucen t  wave ,  

   I n  twis ted  bra ids  o f  Li l l ie s  kn i t t ing  

  The  loose  t ra in  o f  thy  amber-dropping  ha ir,  

   L is ten  for  dear  honours  sake ,  

   Goddess  o f  the  s i lv e r  lake ,  

    L is ten  and  save .  (A Mask  859-66)  

 

下線部 “ the  gla ss i e ,  cool ,  t r ans l ucent  wa ve”について、 A Paraph rase  on  Psa lm 114

と Psa lm 136 を想起させる場面がある。これこそ紅海渡渉の場面である。  

 

 Tha t  was  t he  t r oub l ’ d S ea ,  and s hi ver i ng f led ,  

 And s ought  t o h i de h is  fr ot h-b ecur l ed hea d  

 Low i n t he  ea r t h,  Jordans  c lea r  s t r ea ms r ecoi l ,  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Why f l ed t he  Ocean? And why s ki pd t he  M ounta i ns ?  

 Why t urned Jordan  t oward h is  Cr ys ta l l  F ount a ins?  

 Sha ke  ea r t h,  and a t  t he  pres ence be  agas t  

 Of h i m t ha t  ever  was ,  and ay s ha l l  la s t ,  

 Tha t  gla ss y f l ouds  from r ugged rocks  can crush,  

 And ma ke s oft  r i l l s  f rom fi er y f l i nt - s t ones  gus h.   

(A Paraphrase  on  Psa lm 114  7-9 ,  13-18)  
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 The r uddy waves  he c l e f t  i n twa i n,  

 Of t he  Ery thraean  ma i n.  

  For,  &c.  

 

 The f l oods  s t ood s t i l l  l i ke  Wa l ls  of  Gla ss ,  

 Whi le  t he  H ebrew Bands  di d pa ss .  

  For,  &c.  ( Psalm 136  45-52)  

 

詩篇二作品を比較すると、共に紅海が二つに割れ、海が荒れ狂う様を描く際に、

共通する語として “ gla ssy f l ouds”や “ Walls  o f  Gla ss”が用いられていることは明

らかである。一方、A Mask の Sabr ina を呼ぶ詩歌には、先の A Paraphrase  on  Psa l m  

114  と Psalm 13 6 を想起させるような “ the  gla ss i e . . . wave”が用いられている。こ

の点については、 Cleaned Brooks と J ohn E .  Ha rdy も “ Bot h of  t hes e  f i gur e s  

ant i c i pa te  la t er  usa ge a s  i n Comus ,  t he  s ong of  Sabr ina― ”  と指摘しており、三作

品の関連性があると言える。 8  また Sabr ina は Severn 川に身を投げるのだが、

次のような理由からであった。  

 

 She gui l t l ess  da mse l l  f l yi ng t he  ma d pur s ui t  

 Of her  enraged s t epda m Guendolen ,  

 Commended  her  fa i r  innocence t o t he  f l ood  

 Tha t  s ta y’d her  f l i ght  wi t h h is  cr oss  f l owi ng cour se ,  (A Mask  829-32)  

 

Sabr ina は継母 Guendol en の追走から逃れる最中、目の前に流れる Severn 川が

行く手を阻んだため、身を投げる。Guendolen の追走に翻弄される Sabr i na の死

の場面と、Exod.における E gypt 軍の追走から逃れる Is r ae l の民の状況は、共に

眼前の川や海という「水」に関するものによって危機的状況を迎える点で、紅

海渡渉の場面を想起させる。そして、特に注目したい点は、Sabr ina が呼び出さ

れる場面についてである。先に引用した、Sabr ina を呼ぶ詩歌の続きを確認して
                                                        
8  Mi l t on,  Poems o f  Mr.  John  Mi l ton  the  1645  Edi t ion  106 .  
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みたい。 “ Rise,  r i s e ,  a nd heave t hy r os i e  head /  From t hy  cora l  pa v’n  bed,”  (A Mask  

885-86)  Sabr ina の髪の色が薔薇色で表現され、さらに動詞 “ r i se”や “ heave”を用

いて、 Sabr ina 即ち Sever n 川が高く上がるイメージで描かれていることがわか

る。これは Psa lm 136 において、紅海の波を “ The r uddy waves”と表現していた

ことと関連して考えることができる。つまり、Sabr ina の髪の色を紅海の波と同

様に赤色と描写することで、 Sabr ina の the  La dy 救出の場面を出エジプトを想

起させるように描いているということである。Mil t on は Moses の紅海渡渉の場

面という Is r ae l の民を救済する場面と、 S abr ina の死と再生の場面、そして t he  

Lady 救出に関する場面を重ね合わせて考えていたことが窺える。  

4 作目 The  Pas s ion は未完成ではあるが、 C hr is t の受難を主題としており、死

というテーマを暗示していることがわかる。The  Pass ion は、全 8 連で 1 連 7 行

の全 56 行の構成になっている。また、 On the  Morning  o f  Chr is t  Nat iv i ty  の最初

の 4 連が 7 行で ababbcc という脚韻を踏んでいたように、The  Pass ion  において

も同様の脚韻を踏んでいる。 The  Pass io n もまた、 On the  Morning  o f  Chr is t  

Nat iv i ty のように、範例的存在の C hr is t が「完全無欠な英雄」として描かれて

いると新井は指摘している。 9  On the  Morning  o f  Chr is t  Nat iv i ty の最初の 4 連と

The  Pas s ion が同様の脚韻を踏んでいることからも、作品のテーマのみならず形

式にも類似性が見て取れる。 On the  Morning  o f  Chr is t  Nat iv i ty から The  Pas s ion

に渡る四作品は、 Chr is t の救世主としての降誕、神の恩寵による救済、そして

Chr is t の受難という、 C hr is t に関わる内容が描かれている。つまり、Mil t on が

意図的に詩集の冒頭に、範例的存在で、完全無欠な C hr is t や神による救済をテ

ーマとした作品を配列したと考えられる。それは、 On the  Morning  o f  Chr is t  

Nat iv i ty と The  Pas s ion、二つの詩篇がそれぞれテーマと形式が類似としている

ことから、Mil t on はテーマと詩形式をあわせて考えて創作したと考えられる。

そして、このような作品を詩集の冒頭に配置したことで、Mil ton の理想とする

人間像、すなわちキリスト教における範例的存在としての英雄像を規定し、こ

れから説明していく作品の全体のテーマも定まると考えられる。加えて、 The  

Pass io n の第 6 連に注目したい。  

 
                                                        
9  新井，『ミルトンの世界―叙事詩性の軌跡』 52．  
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 See see  t he  C ha r io t ,  and t hose r us hi ng whee l s ,  

 Tha t  whi r l ’d t he Prophet  up a t  Chebar  f l ood,  

 My s pi r i t  s om t r a ns por t i ng Cherub  fe els ,  

 To bea r  me where  t he  Towers  of  Salem  s tood ,  

 Once gl or i ous  Towers ,  now s unk i n gui l t les  b lood ;  

  Ther e  dot h my s ou l  i n hol y vi s i on s i t  

 I n pens i ve t r ance,  and a nguis h,  a nd ecs ta t ick  f i t .  ( The  Pass ion  36-42)  

 

Ca rey が指摘しているように、引用文中の “ cha r iot”は、 Ezek.  の Ezeki el の幻視

に見られる神の “ cha r io t”を指す。1 0  Mi l t on にとって、Ezek.における “ cha r i ot”は、

Mil t on のあらゆる作品に登場する。ラテン語詩の Ad Patrem  ( 1 9 3 2 )、A Mask、そ

して Parad ise  Los t において、M il t on は “ cha r iot”を登場させている。特に Paradi se  

Los t の第六巻の天における天使と堕天使による戦いの際、のちの Chr i s t となる

御子が、神に委譲された “ cha r i ot”に乗って、堕天使を天から追放する。神の御

子が乗る “ cha r io t”は、 Ezek.  1 と 10 を下敷きにしていることは、多くの研究者

が指摘しているところである。 1 1  この点に加えて、 J .  H .  Ada ms on が Ezek.の記

述に関して、Mit l on が関心を寄せていた内容であったと指摘している。1 2  その

ため、Mil t on が作品中に意図をもって “ cha r io t”を登場させていたと考えられる。

そして注目すべきは、The  Pa ss ion における “ cha r iot”が、C heba r 川の湖畔にある

という点である。 1 3  A Mask においては、川が “ cha r iot”となっており、 Sabr ina

は “ cha r iot”に乗って登場する。A Mask における “ cha r io t”は、 The  Pas s ion の記述

と類似していると考えられるが、 “ cha r i ot”に関しては、後の章において検証し

たい。そして救済というテーマに「水」が関わるということも、A Paraphrase  o n  

Psa lm 114  と  Psalm 136 を配列することで表現されていると考えられる。  

 

                                                        
1 0  Mi l t on,  The  Poems o f  John  Mi l ton  121 .  
1 1  ミルトン，『楽園の喪失』175．ミルトン，『失楽園』(上 )，平井正穂訳  (東京：
岩波書店，1979)  437．Mil t on,  Parad ise  Los t ,  ed.  Ala s ta i r  F owl er  (Ha r low:  Longma n,  
2007)  376 .  
1 2  詳細は、 J .  H .  Ada ms on,  “ The War  i n Hea ven:  The M erkabah,”  Br igh t  Essenc e  
(Sa l t  La ke Ci t y:  U of  Utah P,  1973)  103-14 .を参照されたい。  
1 3  この点は Mil t on も聖書に基づいて記述している。  
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第三節 On Time、 Upon the Circumc is ion、 At  a  So lemn Musick―罪、堕落そして

救済のコントラスト―  

 On Time、 Upon the  Circumc is ion、 At  a  So lemn Musick は、今まで神や Chr is t

が主題になっていたのに対し、次第に人間に関することが描かれるようになる。

なお、三作品は、詩の形式が不規則であると Weis mi l l er は指摘している。 1 4  そ

れでは On Time について確認してみよう。On Time は全 22 行からなる作品であ

る。 On Time において「時間」は次のように性質を持つ。  

 

And gl ut  t hy se l f  wi t h wha t  t hy womb devour s ,   

Which i s  no more t hen wha t  i s  fa l se  a nd va i n ,   

And meer l y mor ta l  dr oss ;  

So l i t t le  i s  our  l oss ,  

So l i t t le  i s  t hy ga i n.  

For  when a s  each t hi ng ba d t hou ha s t  ent omb ’d,  

And la s t  o f  a l l ,  t hy greedy s el f  cons um’ d,  (O n Time  4 -10)  

 

「時間」は過剰な食欲があるがために、最終的に自身の食欲によって自分自身

をも食い尽くす。「時間」が否定的なイメージで描かれているが、この後に続

く Another  on  the  Same、“ Sonnet  VI I”においても残忍なものとして描かれている。

A Mask においては、the  La dyと C omus の論争の場面で関連性があると思われる。

the  La dy は C omus の “ swin is h gl u t t ony”  (A Mask  776)  を非難する一方、Comus は

the  Lady を自分のものにしようとするが、しかしながら、むしろ自信の欲望を

満たそうとすることで、 the  La dy の弟たちによって阻まれ、身を退くことにな

る。自身の身をも滅ぼす「時間」の過剰な食欲は、 Comus に表される過剰な食

欲を想起させるものである。そして、「時間」が自らの身を滅ぼした後、次の

引用のような結末を迎える。  

 

  And J oy s ha l l  over take us  a s  a  f l ood,  

When ever y t hi ng t ha t  i s  s i ncer el y good  
                                                        
1 4  Weis mi l ler  1052 .  
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And per fect l y devi ne,  

Wi th Tr u t h,  and Peace,  a nd Love s ha l l  ever  s hi ne  

Ab out  t he  s upreme  Thr one  

Of h i m,  t ’ whose ha ppy- ma ki ng s i ght  a l one,  

When once our  hea v’ nl y-gu i ded s ou l  s ha l l  c l i me ,  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

…we s ha l l  for  ever  s i t ,  

Tr i umphi ng  over  Dea t h,  a nd C hance,  and t hee O  Ti me .   

(On Time  13-19 ,  21-22)  

 

人類に至上の幸福や喜びが洪水の如く降りかかり、そして神の御前に向かうこ

とを目指そうとするという、いわば神と繋がることを願うことが描かれている。

ここでも、人類に救済をもたらすものが「洪水」即ち「水」として表現されて

いる。  

 Upon the  Circumc is ion は全 28 行からなる作品である。 Upon the  Circumc is ion  

は次の引用にあるように、割礼祭において、 Chr is t が人間としての儀式を受け

たことで、人類に起こりうる堕落や罪が救済されるという内容が描かれている。 

 

 For  we b y  r igh t fu l l  doom re medi les  

 Were l os t  i n dea t h,  t i l l  he  t ha t  dwe l t  above  

 H igh t hr on’ d i n s ecre t  b l i s s ,  for  us  fr a i l  dus t  

 E mpt ied his  gl or y,  ev’ n t o na kednes ;  

And t ha t  grea t  C ov’ nan t  which we s t i l l  t r ans gress  

Int i r e l y sa t i s f i ’ d,  

And t he fu l l  wra th b es i de  

Of venge ful  J us t i ce  b or e  for  our  ex cess ,  

And sea ls  ob edi ence f i r s t  wi t h woundi ng s ma r t   

This  da y,  (Upon the  Circumc is ion  17-26)  

 

Chr is t が天の栄光を捨て、人間となったというテーマは、 On the  Morning  o f  
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Chris t  Nat iv i ty のテーマと類似する。そして、痛みを伴うということは、 The  

Pass io n の受難を想起させるものである。 At  a  So lemn Musick は、全 28 行の内、

前半に天国で奏でられる音楽について、後半は地上における調子外れの罪によ

って、美しい音楽を狂わせたという人類の堕落を彷彿とさせる内容が描かれて

いる。しかしながら、次の引用のように、最終的に天国と調和を合わせ、神と

の繋がりを欲することが描かれている。  

 

 O  may we s oon aga i n r enew t ha t  S ong,  

 And keep i n t une wi t h H eav’ n,  t i l l  G od ere  l ong  

To his  ce les t ia l  cons or t  us  uni t e ,  

To l i ve  wi t h h i m,  and s i ng i n endle s  mor n of  l i ght .   

(At  a  So lemn Musick  25-28)  

 

以上の 3 作品は、先の 4 作品と関連するテーマ、つまり範例的存在 Chr is t の受

難や C hr is t による救済、贖いや神との繋がりを願うことが特徴として再度描写

されている。加えて、人類の堕落や罪というテーマが先の 4 作品よりも明確に

打ち出されている。 3 作品に共通する点として、罪や堕落というテーマと対照

的に C hr is t に表象される救済のテーマが描かれている。A Mask においても、作

品冒頭に堕落や罪の象徴として過剰な食欲の持ち主 C omus が登場する。その一

方で、作品終盤で Comus の魔力を解く Sabr ina が救世主的存在として登場する

という構造は、On Time、Upon the  Ci rcumc is ion、At  a  So lemn Musick と類似する

と言える。  

 

第四節 An Epi taph  on  the  March ioness  o f  Winchs te r から Another  on  the  Same―

死と再生―  

 続いて An Epi taph  on  the  March ioness  o f  Winchs te r、 Song .  On May  Morning、

On Shakespear、On the  Unive rs i ty  Carr ie r、Another  on  the  Same を眺めてみよう。

5 作品は 1629 年から 1631 年の 2 年間の間に創作されている。しかも 5 作品に

共通しているのは、実際の人間に関する内容が多い。そして Song .  On May  

Morning  を除いて、他の 4 作品に共通する点は「死」である。また、詩形式の
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点においても、 5 作品には共通している点がある。それは 5 作品すべて 2 行ず

つ 脚 韻 を 踏 ん で い る と い う こ と で あ る 。 そ れ で は 先 ず An Epi taph  on  the  

March ioness  o f  Winchs te r  を 見 て み よ う 。 An Epi taph  on  the  March ioness  o f  

Winchs te r は全 74 行からなる作品で、L’Al l egro、 I l  Pense ros o にも見られる四歩

格 の 形 式 を と り つ つ 、 1 5  2 行 ず つ 脚 韻 を 踏 ん で い る と い う 特 徴 も あ る 。

Winches t er 公爵夫人 J ane Sa vage が亡くなった際に書かれたものである。  

 

 This  r i ch Marb le  dot h ent er r  

The honour ’d  Wife  of  Winches te r ,  

A Vicounts  daughter,  a n Ea r ls  hei r,  

Bes i des  wha t  her  ver t ues  fa i r  

Added t o her  nob l e  b i r t h,  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Her  hi gh b i r th ,  and her  graces  s weet ,  

Qui ck l y found  a  lover  meet ;  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 And s om Fl owers ,  and  s om Ba ys ,  

For  t hy H ea r s  to s t r ew t he wa ys ,  

Sent  t hee fr om the ba nks  of  Came ,  

Devot ed t o t hy ver t uous  na me ;   

(An Epi taph  on  the  March ioness  o f  Winches ter  1 -5 ,  15-16 ,  57-60)  

 

Mi l t on は下線部にあるように、Wi nches t er  夫人が徳と優美さを備えた人物であ

ると称賛している。Mil t on は公爵夫人に対して、 “ Gent l e  La dy ma y t hy grave /  

Peace and qu ie t  ever  have;”  (An Epi taph  on the  March ioness o f  Winches te r  47-48)

とその鎮魂を歌っている。また注目すべき点として、Mil ton は詩の結末で次の

ように公爵夫人を描いている。  

 

 Ther e  wi t h t hee,  new wel com Sa i nt ,  
                                                        
1 5  A Mask の一部にもその形式があると Weismi l ler  は指摘する。Weis mi l ler  1026 .  
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 Li ke for t unes  ma y her  s oul  a cqua i n t ,  

 Wi th t hee t her e  c la d i n r a dian t  s heen,  

 No Marchi ones s ,  b ut  now a  Queen.   

(An Epi taph  on  the  March ioness  o f  Winches ter  71-74)  

 

Mi l t on は、天国において Wi nches t er  夫人を一女王として再生させているのであ

る。このように、徳や優美さを備えた人物が、死を経て再生するという点は、

A Mask の Sabr ina にも見られる。 1 6  

 続く作品は、 Song .  On May  Morning である。全 10 行から成り、 2 行ずつ脚韻

を踏んでいる作品である。Mil t on の 5 月に関する言及は、Song .  On May  Morning

のみならず、後に説明する L’Al legro、“ Sonnet  I”においても見られる。また、“ May”

は、愛を象徴する月であると指摘する研究者もいる。 1 7  加えて、他の作品との

関連で、 Song .  On May  Morning の次の引用を見てみよう。  

 

  Ha i l  bount eous  May  tha t  dos t  i ns pi r e  

  Mir th a nd yout h,  a nd wa r m des i r e ,  

  Woods  a nd Groves ,  a r e  of  t hy dress i ng,  

  H i l l  and Da le ,  do t h b oas t  t hy b l ess i ng.  (Song .  On May  Morning  5-8)  

 

J ohn T.  S ha wcr os s は 上記の引用文が An Epi t aph  on  the  March ioness  o f  Winches te r、

L’Al legro、 I l  Pense ros o に見られると説明している。 1 8  一方、 A Mask において

は、終幕部において、“Yout h  and  J oy”  (A Ma sk  1011)  が登場し、“ Mir th and  yout h”

を想起させる。  

続いて On Shakespear は、全 16 行から成り、 2 行ずつ脚韻を踏む構成となっ

ている。 Shakes pea re の詩の偉大さに感銘を受けている様子が描かれている。  

“ Then t hou our  fancy of  i t  s e l f  b ereav i ng,  /  Dos t  ma ke us  Marb le  wi t h t oo muc h  

                                                        
1 6  Sabr ina に備わる徳については、後ほど説明する。  
1 7  Mi l t on,  Mil ton ’s  Sonne ts ,  ed.  E .A.J .  Honi gma nn (New Yor k:  St  Mar t i n’s  Pre s s  
1966)  88 .  
1 8  Mi l t on,  The  Comple te  Poe try  o f  John  Mi l to n ,  ed.  J ohn T.  S ha wcr oss  (New Yor k :  
Anchor  B ook 1971)  86 .  
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concei vi ng;”  (On Shakespear  13-14)  続く On the  Unive rs i ty  Carr ie r、Another  on  the  

Same だが、Cambr i dge ではよく知られた大学の運搬夫 Thomas  H obs on の死を悼

むものである。Hobson の死に際して、Carey は H obs on が多くの詩作品におい

て讃えられていると説明しており、徳の高い人物であったことが窺える。この

2 作品も、既に説明したように 2 行ずつ脚韻を踏んでいる。 1 9  このように見て

いくと、詩集を読み進めていくにつれて、範例的存在である Chr is t のごとく、

徳の高い人物に対して Mil t on は、性別を問わず単に死を嘆くだけでなく、称

賛し、さらに鎮魂歌として作品を創作したと考えられる。特に An Epi taph  on  the  

March ioness  o f  Winches te r においては、Winches t er 公爵夫人を一女王として復活

するという「死と復活」のテーマが描かれている。 A Mask との関連で言えば、

Sabr ina が一度は死を経るものの、 S ever n 川の仙女として復活するのである。  

 

第五節 L’Al legro、 I l  Pense roso― A Mask に見られる水平・垂直の視点―  

 Poems の配列から考えれば、 L’Al legro、 I l  Pense roso  と A Mask は離れている

が、 L’Al legro、 I l  Pense roso の創作年と A Mask が上演された年を見ると、比較

的近い年に創作されていることがわかる。そのため、これらの作品が類似のテ

ーマを扱っていると考えられる。 2 0  L’Al legro は全 152 行の作品で、 An  Epi ta p h  

on  the  March ioness  o f  Winchs te r と 同 様 に 四 歩 格 の 形 式 を と っ て い る 。 の

L’Al legro の「快活の人」は水平の歩みをし、視点は田園から都市、そしてそび

えたつ塔に向けられている。作品冒頭で語り手は、 “ Melanchol y”を退け、次の

ものに呼びかける。  

 

Bu t  com t hou Goddes  fa i r  and fr ee ,  

In Heav’ n ycl eap’ d Euphrosyne ,  

And b y men,  hea r t - ea t i ng Mir t h,  

Who m l ove l y Ve nus  a t  a  b i r th  

With two s i s t er  Graces  mor e  

                                                        
1 9  Mi l t on,  The  Poems o f  John  Mi l ton  124 .  
2 0  N ico ls on は、A Mask における明暗のイメージは L’Al legro、 I l  Pense roso  を思
い起こさせるものがあると説明している。 Nicols on 71 .  
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To Ivy- crowned Bacchus  bore;   

Or  whet her  ( a s  s om Sa ger  s i ng)  

The fr ol i ck Wi nd t ha t  b reaches  t he  S pr i ng,  

Zephir  wi t h Aurora  pla yi ng,  

As  he met  her  once a  Mayi ng,  

Ther e  on Beds  of  Vi ol ets  b l ew,  

And fr es h-b l own R oses  was ht  i n dew,  

Fi l l ’ d her  wi t h  t hee a  daught er  fa i r,  

So b ucks om,  b l i t h,  a nd deb ona i r.  (L’Al legro  11-24)  

 

天界で “ Euphros yne”と呼ばれ、地上では心安ぐ “ Mir th”として知られる「歓喜」

は語り手の元にくるよう呼びかけられる。周知の通り、Euphr os yne は美の三女

神の一人である。そして “ Mir th”は、 Venus が Bacchus との間の子であることが

述べられている。A Mask の誘惑者 Comus は Circe と Bacchus の子である。また、

Comus という名前はギリシア語で  “ κῶµος”、英語で “ r eve l”を意味し、 “ Mir th”

と類似の語であると考えられる。また、 L’Al legro  において Bacchus は、 Cir ce

ではなく Ve nus と繋がっている。 J oa n La r sen Klei n は、 C omus は Bacchus との

関連性を表象するものであると指摘するのと同時に、 Bacchus は Venus とも大

いに結び付けられると論じている。 2 1  L’Al l egro においては Comus 自身こそ登

場していないものの、 Bacchus と登場させることによって、 Comus の存在を思

わ せ る よ う な “ Mir th”即 ち 歓 楽 が 描 か れ て い る と 言 え る 。 し か し な が ら 、

L’Al legro  で語られる歓喜は次のようなものである。  

 

And i f  I  g i ve t hee honour  due,  

Mir th,  a dmi t  me of  t hy cr ue  

To l i ve  wi t h her,  and l i ve  wi t h t hee,  

In unrepr oved pl ea s ures  fr ee ;  (L’Al legro  37- 40)  

 

                                                        
2 1  J oan La r sen Kl ei n,  “ The De monic  Bacchus  i n S penser  a nd M i l t on,”  Mil ton  S tud ie s  
21  (1986) :  93 .  
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L’Al legro で語られる快楽は、非難されることのないものである。一方、序論で

も論じたように、 C omus が象徴する快楽は、人間を肉欲に陥らせ、人の姿を獣

に変えるという、邪悪な面を秘めており、L’Al legro  における快楽とは異なるこ

とがわかる。さらに “ Mir th”について、Song .  On May  Morning  において次のよう

に言及されている。 “ Hai l  bounteous  May  t ha t  dos t  i ns pi r e  /  Mir t h  and  yout h  an d  

wa r m des i r e ,  /  Woods  and Groves  a r e  o f  t hy dress i ng.”  (Song .  On May  Morning  5 -7)  

5 月が “ Mir th”や “ yout h”そして “ war m des i r e”を喚起することが述べられている。

一方 L’Al legro においても、春を吹きよせる Zephi r が “ Maying”すなわち 5 月祭

を祝していることが言及されている。つまり、Mil t on は春の 5 月が “ mir t h”を呼

び起こすような月であると考えていたと読み取ることができる。 A Mask と

L’Al legro、 Song .  On May  Morning を比較すると、 Comus と似て非なるものでは

あるものの、一見 Comus を想起させるような「歓喜」が A Mask 以前の作品に

おいて、謳われていることがわかる。  

また、 the  La dy とその弟たちが無事両親の元に辿り着き、 A Mask が終幕に向

かう箇所で、 the  At tenda nt  S p i r i t は次のように独白する。  

 

 Al ong t he cr i s ped s ha des  a nd b owres   

 Reve ls  t he  s pruce and j ocund S pr i ng,  

 The Graces ,  and t he  r os i e-bos o m’ d H owres ,   

 Thi t her  a l l  t hei r  b ount i es  b r i ng,  

 Tha t  t her e  e ter na l  S ummer  dwels ,  

 And Wes t  w i nds ,  wi t h mus ky wi ng  

 Ab out  t he  ceda r ’n a l leys  f l i ng  

 Nard ,  and Cass ia ’s  ba l my s me ls .  (A Mask  984-91)  

 

A Mask においては、美の三女神 “ the  Graces”があらゆる賜物をもたらすと述べ

られ、さらに “ jocund S pr i ng”というように春の快活さが描かれている。前述の

通り、L’Al legro  や Song .  On May  Morning において、5 月が春の喜びを喚起する

ものとして描かれている。A Mask も Zephi r こそ登場していないものの、西風に

ついて言及している。A Mask の L’Al legro と A Mask に共通して見られる美の三
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女神、春、西風という 3 点から、A Mask の終幕には、L’Al legro において描かれ

る春の喜びが読み取れる。その一方で A Mask が演じられたのは、 9 月 29 日の  

Michael mas である。しかしながら先述の通り、 Song .  On May  Morning において

も、 5 月の朝を歓迎し、長く続くことを願っていることからも、Mil t on は 5 月

に見られる春の喜びを A Mask の舞台となる Ludl ow 城にももたらされるような

イメージを作品内に取り入れている可能性がある。  

一方 I l  Pense roso は、全 17 6 行の作品で、先に述べたように An Epi taph  on  th e  

March ioness  o f  Winchs te r、 L’Al legro と同様に四歩格の形式をとっている。 I l  

Pense roso は、孤高の塔を上昇する垂直の意識で描かれており、 L’Al legro  と I l  

Pense roso を通して読むと、視点は田園、都市、塔に向けられている。そして

I l  Pense ros oの冒頭は、A Mask の Co musを想起させるような書き出しで始まる。  

 

Hence va i n del udi ng j oyes ,  

The br ood of  fol l y wi t hou t  fa t her  b red,  

How l i t t le  you b es t ed,  

Or  f i l l  t he  f ixed mi nd wi t h a l l  your  t oyes ;  

Dwel l  i n s om i d le  b ra i n,  

And fa nc ies  fond wi t h ga udy s ha pes  possess ,  

As  t hi ck a nd number l ess  

As  t he  gay mot es  t ha t  peopl e  t he  S un Bea ms,  

Or  l ikes t  hover i ng dr ea ms  

The f i ckl e  P ens i oner s  o f  Morpheus  t r a in.  ( I l  Pense roso  1 -10)  

 

引用で特に注目したい箇所が下線部である。L’Al legro においては、非難される

ことのない喜びについてうたわれていたのに対し、 I l  Pense roso  においては

“ delud i ng joyes”が退けられる様が読み取れる。そして、 “ del udi ng j oyes”は、父

親なしに産み落とされた愚かさの子であることが述べられている。この表現は

A Mask の Comus を想起させる。詳細は後章で論じるが、 Comus の出生につい

て、次のように語られている。  
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 This  N ymph t ha t  gaz ’d upon his  c l us t r i ng l ocks ,  

 Wi th Ivy ber r i es  wrea t h’d,  a nd his  b l i t he  you th,  

 Had by h i m,  er e  he pa r ted t hence,  a  S on  

 Much l i ke  his  Fa ther,  b ut  h i s  M ot her  mor e,  

 Who m t her fore  s he b rought  up and Comus  na m’ d,   

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Excel l s  hi s  M ot her  a t  her  mi ght y Ar t ,  

 Offr i ng t o every wea ry Tra va i ler,  

 H is  or i ent  l iquor  i n  a  Crys ta l  G la sse ,  

 To q uench t he drought  of  Ph œbus ,  . . .  (A Mask  54-58 ,  63-66)  

 

Comus は、父親 Bacchus が E ngla nd の島を立ち去る前に Circe が産んだと説明

されている。そのため、 C omus は母親の手によって育てられたこともわかる。

つまり、 C omus は父親の存在を認知することなく、母親からの愛情のみで育っ

たことが読み取れ、先の I l  Pense roso の冒頭の記述と類似していると考えられ

る。この点のみならず、I l  Pense ros o の “ del udi ng  j oyes”は、派手に装飾した群像

が、陽射しのもとに数かぎりなく密集して住んでいる様子で描かれている。一

方、A Mask においては、C omus 一味が登場する場面に、I l  Pense ros o の “ del udi n g  

joyes”を想起させる記述がある。上記の引用文の中で、 C omus の森に、太陽神

Phoeb us の日差しが降り注いでいることがわかる。また、 “ del udi ng j oyes”の派

手な様は、Co mus にも共通点がみられる。A Mask のト書きで次のように C omus

一味は描かれている。“ Comus  en te rs  wi th  a  Charming  Rod  in  one  hand ,  h is  G las s  i n  

the  o the r,  wi th  h im  a  rou t  o f  Mons te rs ,  head ed  l ik e  sundry  sor ts  o f  wi ld  Beas ts ,  bu t  

o the rwi se  l ik e  Men  and  Women,  the ir  Apparel  g l i s t r ing , . . .”  (A Mask  93 行目の前の

ト書き )  Co mus率いる雑多な群衆が “ gl i s t r i ng”な煌びやかな様子で飾られている

ことが読み取れる。これらのことから、 “ del udi ng j oyes”が太陽の日差しに住ん

でいる様子は、 C omus 一味の煌びやかな姿で飾られる場面を想起させる。これ

らの点から、 I l  Pense roso の冒頭は、 L’Al l egro の非難されることのない春の喜

びに対し、 Comus の持つ人間を惑わすような喜びは退けられるべきであること

が描写されている。Mil t on は「喜び」という言葉の両面性を L’Al legro と I l  
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Penseroso において対比的に描き、 A Mask においてそのテーマを集約させ、同

様に対比的に描いていると言える。  

L’Al legro とは対照的に I l  Pense roso においては、 “ mela nchol y”を歓迎する。

そして I l  Pense ros o において “ som h i gh l onel y Towr”  ( I l  Pense roso  86)  が登場す

る。新井は、上記の塔が神との繋がりを達成できる場であり、I l  Pense ros o の上

昇の願いに著しく見られると述べている。 2 2  さらに新井は、このテーマが O n  

Time と At  a  So lemn Musick においても同様に、 Chr is t による贖いや神との繋が

りを願うことが読み取れると説明する。 2 3  一方 A Mask において C omus は t he  

Lady との論争で、冷や汗をかく場面で次のように言う。  

 

 I  mus t  no t  s u ff er  t hi s ,  yet  ’ t i s  b ut  t he  l ee s  

 And se t l i ngs  of  a  me lanchol y b l ood;  

 But  t hi s  wi l l  cur e  a l l  s t r e i ght ,  one s i p o f  t hi s  

 Wi l l  ba the t he  droopi ng s pi r i t s  i n de l i ght  

 Beyond t he b l i s s  of  drea ms.  Be wis e ,  a nd ta s te .―  (A Mask  809-13)  

 

Wi l l ia m Ker r i gan  は、C omus が感じ取った t he  Lady の “ mela nchol y”が聖なるもの

であり、 I l  Pense roso  における “ sad Virgi n”  ( I l  Pense roso  103)  を思わせるものだ

と論じている。 2 4  I l  Pense roso  においては、 “ sad Virg in”のみならず、 “ C o m 

pens i ve  N un,  devout  a nd pure ,  /  S ob er,  s t edfa s t ,  and demure,”  ( I l  Pense roso  31-32)  

と呼びかけ、女性的なイメージが “ mela nchol y”と関連のあるものとして登場す

る。 t he  Lady にもまた、聖なる “ mela nchol y”の血がかよっていると考えれば、 I l  

Pense roso における女性的イメージは the  Lady を想起させるものであると考え

られる。また Loui se  S i mons は、 A Mask においても同様に描かれる垂直のイメ

ージは、Mil t on の作品における重要な概念であると説明している。2 5  このよう

に、I l  Pense roso の、神との繋がりを得られる場に辿り着くというテーマに関し

                                                        
2 2  新井，『ミルトンの世界―叙事詩性の軌跡』 55 .  
2 3  新井，『ミルトンの世界―叙事詩性の軌跡』 59 .  
2 4  Wi l l ia m K er r iga n,  The  Sacred  Complex :  On the  Psychogenes is  o f  Paradise  Los t  
(Ca mbr i dge,  Massachus et t s ,  London:  Ha rva rd  Uni ver s i t y P,  1983)  36 .  
2 5  Louis e  S i mons ,  “  “ And Heaven Ga tes  Ore My H ead” :  D ea th  a s  Thr es hol d i n  
Mi l t on’s  Masque ,”  Mil ton  S tud ie s  23  (1988) :  91 .  
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て、A Mask においては、Comus の森を歩み、最終的に一貫した願いが通じ、救

済される the  La dy が、I l  Pense roso の視点を再現していると考えられる。Kathleen  

M.  Swa i n も “ she j udges  his  hor izonta l  meas urement  aga i ns t  her  own ver t i ca l  one.”

と指摘しているように、 2 6  Comus の視点は水平である一方、 the  La dy の視点は

垂直であることがわかる。さらに Si mons は、t he  La dy や弟たちといった人間と

は異なる登場人物が舞台に登場する際のト書きに注目している。 Comus は舞台

に登場する際、水平に移動しているのに対し、 the  At t endan t  S pi r i t や Sabr i na は

“ descend”や “ r i se”という上下の動きでもって登場する。2 7   ま た 、 t h e  L a d y も S a b r i n a に

よ っ て C o m u s の 魔 法 か ら 解 か れ た 後 、 ト書きにおいて “ r i se s ou t  o f  he r sea t .” (A Mask  922 行

前のト書き )という動きがみられ、垂直に上昇するイメージで復活する。これら

のことから、一貫して “ chas t i t y”の力を信じ続けた結果、 Sabr ina に通じたとい

う t he  Lady の心の動きは、垂直の視点で表現されているということは明らかで

ある。一方、 L’Al legro の水平の視点は、 A Mask においては Comus の喜びとは

類似しているものの、 C omus について言えば肉欲的な快楽である点で異なる。

そして、 the  Lady 達が無事両親のもとに辿りついたことへの、心安らかな喜び

として、水平の視点が表現されていると言える。  

 

第六節 “ Sonne t”のテーマ―愛、自省、成長、徳―  

L’Al legro と I l  Pense roso の後には “ Sonnet”が続く。新井は Poems に収められ

ている “ Sonnet”について、題材としては愛の詩、自省の詩、時事の詩が多いと

説明している。 2 8  “ Sonne t  I”は脚韻が abbacdcdee になっており、 P et r a rchan の

形式をとっている。“ Sonnet  I”において、“ nigh t i nga le”  が恋愛を象徴する鳥とし

て登場する。 2 9  “ ni ght i nga le”  は、 Sonne t のみならず、 I l  Pense roso、 A Mas k そ

して Parad ise  Los t においても登場する。A Mask においては、the  La dy が歌う詩

歌の中に “ ni ght i nga l e”が登場する。 the  Lady が弟達を Narciss us にたとえ、 Echo

に弟達の居場所を尋ねる詩歌を歌うのだが、その際、Echo の住処に “ ni ght i nga l e”

                                                        
2 6  Ka thleen M.  Swa i n,  “ All egor ica l  P oet r y in M i l t on’s  Ludl ow Mask,”  Mil t o n  
S tud ie s  16  (1982) :  177 .  
2 7  Si mons  64 .  
2 8  新井，『ミルトン』 88 .  
2 9  Mi l t on,  Poems  145 .  Mi l t on,  Mil ton ’s  Sonne t s  85 .  
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の哀歌が聞こえると言っている。そして、 the  La dy の歌を聴いた C omus が心奪

われて  t he  La dy を誘惑することになるという話の展開を引き起こすような箇

所に “ ni ght i nga l e”が登場するのである。この他に、Parad ise  Los t においても計 3

回 “ night i nga l e”が登場している。繰り返し作品に登場するほど、“ night i nga le”は

Mil t on と深く関わりのある鳥であることが明らかである。 3 0  また、 J .L.Li evs a y

は、 Tereus と P hi l ome la の話に基づいて、 Ter eus の獣欲の反対のものとして、

“ night i nga l e”に姿を変えられる Phi l ome l a が “ chas t i t y”を象徴することから、  

“ night i nga l e”も同様に “ chas t i t y”を象徴することになると指摘している。 3 1  この

考えを A Mask に適用するのであれば、 the  At t endan t  S pi r i t が t he  Lady を “ poor  

ha ples s  N i ght i nga le” (A Mask  566)と呼んでいるように、 the  La dy のイメージは

“ chas t i t y”を象徴する “ ni ght i nga l e”のように描かれていると言える。また、Anna  K .  

Na rdo は、 “ Sonnet  I”の語り手が “ the  M use,  or  Love”  (“ Sonnet  I”  13)  すなわち詩

神と愛の神に仕えると述べており、 “ night inga l e”に愛を乞い求めているのと同

時に、詩人として成功したいという願いを抱えていると指摘している。3 2  そし

て Nardo は愛と詩人としての成功を乞い願う語り手は、“ Night i nga le”が “ a t  eeve”  

(“ Sonnet  I”  2 )  すなわち夜に歌うように、暗闇の中で孤独のまま、恋の成就と詩

人としての成功を願うと指摘している。 3 3  A Mask で言えば、 t he  La dy が、視覚

に頼るこ とので きない 暗闇の 森の中 で 、弟たち との再 会を願 いつつ 、歌う

“Night i nga le”の よ うに 描か れて いる点と 類似す る。 “ Sonnet  I”の語 り手 が、

“Night i nga le”のさえずりを聞くことで、願いを果たすことができると考えてい

るように、 the  La dy もまた、孤独であるものの、詩歌を用いて救いを求めよう

としている。また詩人としての成功も同様に願う “ Sonne t  I”の語り手を M il t on

自身として考えれば、共に t he  La dy と Mil t on を重ね合わせて考えることもでき

る。そして何よりも、“ night i nga le”が登場する t he  Lady の詩歌は、“ Sonnet”と同

様に 14 行詩になっており、形式的な意味でも恋愛詩の形になっていると言え
                                                        
3 0  Fowl er は Parad ise  Los t の注釈において “ nigh t i nga le”が “ Sugges t i ng medi ta t i o n ,  
long i ng for  pa radise ,  s u ffer i ng l ove,  or  fa i t h”を意味するものであると指摘してい
る。Mil t on,  Paradise  Los t  416 .  
3 1  J .L.Li evsa y,  “ Mil ton a mong t he Ni ght i nga les ,”  Renaissance Papers  ( 1959) :  
36-45 .  
3 2  Anna  K.Nardo,  Mil ton ’s  Sonne ts  the  Idea l  Communi ty  (Li ncol n & Londo n:  
Uni ver s i t y o f  Nebra ska  Pre ss ,  1979)  28 .  
3 3  Na rdo 28-31 .  
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る。そのため、 Comus が偽の恋人、花婿として、 the  La dy の前の現れることに

なると考えられる。  

 続くイタリア語の詩 “ Sonne t  I I”から “ Sonnet  VI”には、主に “ Sonnet  I”と同様に

恋愛について多く語られている。 3 4  特に 7 作品あるイタリア語詩の内、 La d y

という語の言及の有無にかかわらず、Lady に対する愛を語っている。“ Sonnet  I II、

IV”においては La dyこそ登場しないものの、Ladyの擬人化したものが登場する。

3 5  しかしながら、Nardo が指摘しているように、恋愛詩ではあるものの、Mil t o n

は宮廷愛や “ Pet r a rcha n t r a di t i on”を避けて “Sonnet”を創作しているという。3 6  こ

れらの点を踏まえて、各作品の特徴的な箇所を取り上げてみてみたい。“ Sonne t  

I I”は ababababcdcdee の形式で脚韻を踏んでいる。 “ Sonne t  I I”において、  

 

Quando t u vaga  pa r l i ,  o l i e ta  ca nt i   

Che mover  pos sa  dur o a l pes t r e  l egno,   

Gua rdi  c ia scum a  gl i  occhi ,  ed a  gl i  or ecchi   

L’ent r a ta ,  chi  d i  te  s i  t r uova  i ndegno;”  (“ Sonnet  I I”  9 -12)  

 

[When you [ la dy]  s pea k i n bea ut y  or  s i ng i n j oy,  s o t ha t  t he  ha rd Al p i ne  wood  mi g ht  

move ,  le t  anyone who i s  unwor t hy of  you gua rd t he  ent r y of  hi s  eyes  and ea r s ; ]とあ

るように、 Lady の声には、アルプス山脈を揺れ動かす力があるといい、 Lady

の声には妙なる力が込められていることが窺える。一方、 A Mask においては、

the  La dy の歌声は、超自然的な存在 C omu s の耳に響き、C omus の誘惑を引き起

こすきっかけをもたらす。 “ Sonne t  I I I”は最初の 8 行は共通の脚韻を踏み、残り

の 6 行で別の脚韻を踏むという形になっている。“ Sonne t  I II”は、Lady に当たる

人物は登場しないものの、次の箇所に注目したい。  

 

  L’avezza  giov i ne t ta  pa s t or el la  

                                                        
3 4  イタリア語詩の英語訳を引用する場合、次のものを使用する。Mil t on,  Poem s  
o f  Mr.  John  Mi l ton:  The  1645  Edi t ion .  なお、訳者によって解釈が異なるので、次
のものも参照した。Mil t on,  The  Poems o f  John  Mi l ton .  Mi l t on,  Mil ton ’s  Sonne ts .  
Mi l t on,  The  Comple te  Poe try  o f  John  Mi l ton .  
3 5  Mi l t on,  Poems o f  Mr.  John  Mi l ton  149-50 .  
3 6  Na rdo 32 .  
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  Va  bagnando  l ’herbet ta  s t r ana  e  b el la  

  Che ma l  s i  s pa nde a  di s usa ta  spera  

 Fuor  di  s ua  na t ia  a l ma  pr i ma vera ,  (“ Sonnet  I II”  2 -5)  

 

[ the  na t i ve  young s hepher dess  goes  wa ter i ng  the  s t r ange and b eaut i fu l  s ma l l  gr a ss  

whi ch  sca rcel y ca n gr ow i n t he  unus ua l  a i r  outs i de i t s  own na t i ve  k i ndl y s pr i ng, ]  

羊飼いが不思議な美しい草に水を与えており、この草は馴染のない場所では育

たないものであることが示されている。Brooks と Hardy は、A Mask に登場する

Comus 撃 退 の た め の 薬 草 “ haemony” の 原 型 と 思 わ せ る と 論 じ て い る 。 3 7  

“Haemony”は t he  At t endan t  S pi r i t がある羊飼いからもらったもので、 “ The lea f  

was  da r kis h,  a nd had pr i ckl es  on i t ,  /  B ut  i n  anot her  C ount r ey,  a s  he  sa i d,  /  B or e  a  

b r ight  gol den  f l owr e,  b ut  not  i n t hi s  s oyl :”  (A Mask  631-33)  とあるように、 the  

Lady たちのいる土地では黄金の花を咲かすことはないが、別の場所では咲かせ

る。育つ環境こそ異なるものの、 “ Sonnet  I I I”における植物は “ haemony”を想起

させるものであると考えられる。そして、 “ Sonne t  I I I”の中で “ Love”が “ the  new 

f l ower  of  s t r ange s peech”と表現され、花と愛が関連のあるものであることが示

されている。一方 “ haemony”はキリスト教における神の愛を示す “ cha r i t y”を思い

起こさせるものである。 3 8  “ love”と “ cha r i t y”は全く同じものとは言えないもの

の類似するものであり、“ haemony”の持つ要素が  “ Sonne t  I II”において原型とし

て登場していることを強調させるものである。  

 “ Canzone”は、Br ooks と Hardy が  “ sel f- cons ci ous”な作品であると指摘する。3 9  

先ず、冒頭で語り手の周りに男女が囲い、なぜ詩を書かないのかと責められた

語り手は、次のように嘲られる。  

 

Cos i  mi  va n b ur lans o,  a nd a l t r i  r i vi  

Al t r i  l i di  t ’as pe t tan,  & a l t r e  onde  

Nel le  cui  verd i  s ponde  

                                                        
3 7  Mi l t on,  Poems o f  Mr.  John  Mi l ton  151 .  
3 8  Edward S.  Le C omt e,  “ New Li gh t  on t he  “Haemony”  Pa ssage i n C omus ,”  PQ  2 1  
(1942) :  293-4 .  この点については第五章で詳しく説明したい。  
3 9  Mi l t on,  Poems o f  Mr.  John  Mi l ton  149 .  
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Spunta t i  ad hor,  a d hor  a  la  tua  chi oma  

L’ i mmor ta l  gui derdon d’ eter ne fr ondi  

Perche a l le  s pa l le  tue  s overchia  s oma?  

Canzon d i ro t t i ,  e  t u per  me r i s pondi   

D ice mia  D onna ,  e ’ l  s uo di r,  è  i l  mi o cuore  

Ques ta  è  l i ngua  di  cui  s i  va nta  Amore .  (“ Canzone”  7 -14)  

 

[So t hey  go  on mocki ng me :  “ Other  s t r ea ms,  ot her  s hores  awa i t  you,  a nd o t her  waves ,  

on whos e green edegs  t here  grow s o met i mes ,  for  your  ha i r,  t he  i mmor ta l  guer don of  

e ter na l  l eaves .  W hy on your  s houl der s  t ha t  excess i ve l oad?”  S ong,  I  s ha l l  te l l  you ,  

and you r epl y for  me .  M y La dy sa ys ,  and  her  sa yi ng i s  my hea r t ,  “ This  i s  t he  

language i n whi ch Love ta kes  pr i de.” ]詩を書くよう促される語り手を詩人 Mil t on

本人と考えると、 “ sel f- cons ci ous”な作品であると言える。そして Carey が指摘

しているように、男女は言葉を川のようなものとして言及している。 4 0  A Ma s k

においては、Sabi rna が川の精であり、M il t on の作品において「水」はあらゆる

作品で用いられている。 “ Canzone”においては、詩を書くよう詩人 Mil t on を促

すものとして用いられている。また、本作品で Lady が再び登場するのだが、

Brooks と Hardy は本作品における “ Lady”は “ givi ng t he  comma nd of  “ Love”  ”であ

ると述べている。4 1  そして、“ her  sayi ng  i s  my  hea r t”と言う様に、語り手たる「私」

と La dy は言葉を介して一体化しているようにも考えられる。  

 Mil t onの親友 Di oda t iに対して語りかけている “ Sonne t  IV”は、言葉として Lady

は登場していないが、Brooks と Hardy は本作品において、Lady が他の作品以上

に特徴づけられていると説明する。 4 2   

 

Ne t r ecci e  d’or o,  ne  guancia  ver mi g l ia   

M ’abbagl ian s ì ,  ma  s o t t o nova  i dea   

Pel legr i na  bel lezza  che ’ l  cuor  b ea ,   

Por ta ment i  a l t i  hones t i ,  e  nel le  c i gl ia   
                                                        
4 0  Ml l t on,  The  Poems o f  John  Mi l ton  93 .  
4 1  Mi l t on,  Poems o f  Mr.  John  Mi l ton  149 .  
4 2  Mi l t on,  Poems o f  Mr.  John  Mi l ton  150 .  
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Que l  ser eno ful gor  d’a mabi l  ner o,   

Pa role  ador ne d i  l i ngua  pi u d’ una ,  

E ’ l  canta r  che di  mezz o l ’ hemi s per o  

Tra via r  ben può  l a  fa t icosa  Luna ,  (“ Sonne t  IV”  5 -12)  

 

[No gol den t r ess es ,  no ros y cheek begui l es  me;  bu t ,  under  new sha pe,  s t r ange b eaut y  

whi ch cha r ms  me hea r t ,  l of t y and modes t  demea nor,  and i n t he  b rows  t ha t  ser en e  

r eful gence of  a miab le  b lack,  words  ador ned wi t h  more t han one t ongue,  a nd t he  

s ing i ng which  wel l  ca n ca use  t he  labor i ng  Moon t o  devia t e  from t he  mi ddl e  o f  t he  

hemis phere . ]  これまで語られていた Lady 像は、具体的ではなかった一方で、

“ Sonne t  IV”においては、 “ t r ess”、 “ cheek”、 “ brow”といった身体を表すような言

葉を用いて説明されている。しかしながら、語り手はそういった身体を形容す

るものによって魅せられるのではないと述べている。 “ Sonnet  IV”においても、

Lady の歌声によって月が軌道から逸れることが描かれており、 “ Sonnet  I I”と同

様に Lady の持つ自然を揺るがす力が示されている。また形式の面で言うと、

“ Sonne t  IV”は “ Sonnet  I II”と同様に、最初の 8 行が脚韻を踏むという形になって

いる。形式も類似している点があり、 “ Lady”が登場しないことも、 “ Sonnet  IV”

は “ Sonne t  I I I”の共通点であるといえる。  

 続く “ Sonne t  V”と “ Sonnet  VI”には、 Lady が再び登場する。しかしながら、先

に述べてきた “ Sonne t”と異なり、 Lady の優美さを歌うよりも、 “ Lady”への愛を

率直に表現していると考えられる。 4 3  “ Sonnet  V”においては、  

 

Per  c er t o i  b ei  vos t r ’occh i  Donna  mia   

Esser  non puo che  non s ia n l o mi o s o le   

Si  mi  percuot on for te ,  come  e i  s uol e   

Per  l ’a rene di  Lib ia  chi  s ’ i nvia ,”  (“ Sonnet  V”  1 -4)   

 

[For  c er ta i n,  your  eyes ,  Lady mi ne,  i t  cannot  be  b ut  t hey a r e  my s un;  t hey s t r i ke  me  

a s  ha rd a s  he does  one who ma kes  his  wa y on t he  Lyb ya n sa nds ; ]  とあるように、
                                                        
4 3  Mi l t on,  Poems o f  Mr.  John  Mi l ton  150 .  
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Lady の視線を太陽にたとえている。 A Mask においても、 the  Lady が主張する

“ chas t i t y”の教義を “ the  S un-cla d power  of  Chas t i t y”  (A Mask  782)  と表現してい

る。一方、 “ Sonne t  VI”においては、  

 

G iovane pia no,  e  sempl icet t o  a ma nt e   

Po i  che fuggi r  me s tess o  i n dubbi o s ono,   

Madonna  a  voi  del  mi o cuor  l ’hu mil  dono  

Fa r ò  di vo t o;  i o cer t o a  pr ove ta nt e  

L’hebbi  f edel e ,  i n t r epi do,  cos ta nte ,  (“ Sonnet  VI”  1 -5)   

 

[A young,  p la in ,  and s i mpl e  l over,  doubl i ng  whe ther  t o f l y  fr om mys el f ,  La dy,  i n  my  

devot i on t o you I  s ha l l  ma ke a  humb le gi f t  o f  my hea r t .  I  cer ta i nl y i n ma ny t r ia l s  

found i t  fa i t h ful ,  i nt r epi d,  cons tan t ; ]と語り手の心情を吐露しているのだが、“ gi f t  

o f  my hea r t”が “ fa i thful、 i nt r epi d、 cons ta n t”なものであることに注目したい。 A 

Mask において、Comus は t he  Lady を自分の妃にしようとして誘惑するのだが、

Comus の t he  La dy に対するアプローチは肉欲的なもので、 the  La dy を騙すもの

である。そのため “ fa i th ful、 i n t r epi d、 cons tant”なものではない。 “ Sonnet  VI”に

見られる愛の告白は、忠実で誠実なものであり、 C omus と対峙するものとして

描かれている。 4 4  

 以上の計 6 作のイタリア語の詩に共通しているのは、恋愛の詩であり、 Lady

に呼びかけた作品であった。そして、名も無き Lady という存在を Mi l t on が美

徳や恩寵を備えているといった肯定的側面で描いていることは明らかである。

特にイタリア語の “ Sonne t”のうち、 “ Sonne t  I I”、 “ Canzone”、 “ Sonnet  IV”に描か

れる La dy 像で共通している点といえば、 Lady の声や言葉に力が備わっている

という点であり、むしろ語り手もそれに魅了されているということであった。

A Mask においても、 t he  Lady の声や言葉が作品の展開を引き起こす一つの手段

となっている。 the  Lady が “ ni ght i nga l e”を想起させる詩歌を歌った後に、Comus

                                                        
4 4  Brooks と Hardy も、次のように “ Sonne t  V”と “ Sonnet  VI”を評している。“ Th us  
Mi l t on’s  ent i r e  pos e a s  a  lover,  i n b ot h t hese  poems ,  i s  a  t r anspa ren t  exer cise .  An d  
he i s  s uff i c i ent l y a ware of  t he  fac t  t o ma ke a  specia l  prot es t  of  hi s  s i ncer i t y.”  Mi l t on,  
Poems o f  Mr.  John  Mi l ton  150 .  
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は t he  Lady を自分の妃にしようとして、誘惑を試みようとする。Comus の欲求

を一種の恋愛感情として捉えると、完全に同じとは言えないものの、“ Sonnet  I I”

から “ Sonne t  VI”に見られる愛の告白に類似するとも考えられる。そして、Comus

に誘惑され、身体の自由が奪われた t he  Lady が唯一抵抗できる手段として用い

たのが言葉である。次の場面は t he  Lady が C omus に反駁した後に、C omus が冷

や汗をかくところである。  

 

Co .  S he fab le s  not ,  I  f ee l  t ha t  I  do f ea r   

Her  words  set  off  b y s om s uper i or  power ;  

And t hough not  mor ta l ,  yet  a  co l d s huddr i ng dew 

Dips  me  a l l  o’ r e ,  a s  when t he wra th of  Jove  

Speaks  t hunder,  a nd t he  cha i ns  o f  E rebus  

To s om of  Saturns  cr ew.  (A Mask  800-05)  

 

Comus は t he  La dy の言葉に対し、恐れおののいていることが窺える。 “ Sonnet”

の Lady もその声によって自然を揺るがすという描写があったように、 A Mask

の t he  Lady もまた、超自然的な存在である C omus を震え上がらせる力をもって

いると言える。また、 “ Sonnet  VI”にあったように、Mil t on の言う愛情の告白に

は、 “ fa i th ful、 i n t r epi d、 cons ta nt”なものが込められていて、 Comus の告白とは

相反する。それは同じ Lady という女性に対し、 Comus による欺瞞に満ちた告

白と Mil t on の忠実な告白という形で対照的に描かれていると言える。次は英語

詩 “ Sonne t  VI I”で、Mil t on が 2 3 歳になった時についてである。 4 5  

 

 How s oon ha th  Ti me  t he s ub t l e  t h ie f  o f  yout h ,  

  S t ol n on his  wi ng  my t hree  and twent i e t h yee r !  

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  Bu t  my la te  s pr i ng no b ud or  b l oss om s hew’ t h.  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                                        
4 5  “ Sonne t  VI I”は、 P et r a rch ian 風に創作されていると Weis mi l l er 指摘する。
Weis mi l ler  1075 .  
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  I t  s ha l l  b e  s t i l l  i n s t r ic tes t  meas ure  eev’ n,  

  To t ha t  sa me l ot ,  however  mea n,  or  h i gh,  

 Towar d which Ti me  l eads  me ,  a nd t he  wi l l  o f  Heav’n;  

  Al l  i s ,  i f  I  have grace t o us e  i t  s o,  

  As  ever  i n my grea t  ta sk-Master s  eye.  (“ Sonnet  VI I”  1 -2 ,  4 ,  10-14)  

 

On Time  の時と同様、「時」が盗人として否定的に描かれている。そして新井が

指摘しているように、“ Sonnet  VI I”において時が徐々に過ぎていくにもかかわら

ず、自分の才能の芽が出ないことへの Mil ton の焦りが表出しているという。 4 6   

 一方続く “ Sonne t  VII I”だが、「ロンドン市に攻撃が企てられたときに」という

題の作品である。1642 年 11 月 C har les 一世に属する王党派の軍勢が内戦時にロ

ンドンに迫ったことから、その前後に創作されたと考えられている。  

 

 Capta i n or  C ol onel ,  or  K ni ght  i n Ar ms,  

  Whose chance on t hes e  de fencele ss  dores  ma y s ea se ,  

  I f  ever  deed of  honour  di d t hee p lea se ,  

  Gua rd t hem,  a nd hi m wi t h i n pro tect  f rom ha r ms .  

 He can r eq ui t e  t hee for  he  knows t he cha r ms  

  Tha t  ca l l  Fa me on s uch gen t le  a cts  a s  t he se ,   

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

…  And t he  r epea t ed a i r  

Of sad Elec tra ’s  P oet  ha d t he  power  

To save t h’Athen ian  Wa l ls  fr om r ui ne ba re .  ( “ Sonne t  VI I I”  1 -6 ,  12-14)  

 

詩には破壊から救う力があるというのがテーマである。先ほどの “ Sonne t  VII”

において述べられていた自身の才能の芽が出ないことへの焦りとは対照的で、  

“ Sonne t  VII I”は Mi l t on 自身の身を守れば、報いることができると言い、自らの

詩の才能に自信があるように思われる。“ Sonnet  VII”から “ Sonne t  VI I I”までの間

は約 11 年間あり、その間に A Mask も創作されている。A Mask 創作によって詩
                                                        
4 6  新井，『ミルトン』 86-7 .  
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人としての自信を得たと考えれば、 “ Sonne t  VI I I”は Mil t on 自身の成長を示して

いる作品であると考えられる。さらに、破壊という暴力行為に対し、詩という

言葉で抵抗するというテーマは、 A Mask の t he  Lady が C omus に抵抗する手段

として言葉が用いられていることと類似する。イタリア語の “ Sonnet”で、 Lady

が自然を揺るがす力を持っていたように、A Mask においては t he  Lady に、より

発達した身を守る手段として言葉の力が備わっていると考えられる。  

 次に “ Sonnet  IX”は「ある 貞淑な若い 令嬢におくる」 という作品 である 。  

“ Sonne t  IX”に関して  Ca rey は「研究者の中にはこの貞淑な若い令嬢を A Mask  

の  the  La dy と考えている者もいるが確証はなく、さらに 1634 年  A Mask  上演

時に t he  Lady を演じた  Al ice  Eger t on のことを指すとしても、Mil t on はそれ以

降 Alice に会った証拠もない」と説明している。 4 7  そのため貞淑な若い令嬢が

the  Lady であると断定することはできないが、次の引用から、 the  Lady を想起

させる内容は窺うことができる。  

 

 Lady,  …  

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 The b et t er  pa r t  wi t h Mary  and wi t h Ruth ,  

  Chos en t hou ha s t ,  a nd t hey t ha t  over ween,  

And a t  t hy gr owi ng ver t ues  fr e t  t hei r  s pl een,  

No anger  f i nd  i n t hee,  b u t  pi t y a nd ru t h.  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

…  Vi rgi n wi se  a nd pure .  (“ Sonnet  IX”  1 ,  5 -8 ,  14)  

 

Ca reyは下線部の Maryと Rut hについて、前者は聖書 Lukeの Mar tha の姉妹 Mary、

後者は R ut h の M oab の R ut h を指していると説明している。 4 8  両者共に従順で

信仰心の厚い女性として聖書に描かれている。Lady はここで  Mary と  R u t h の

ように神に仕えることを選択したために、 “ ver tues”が高まっていると考えられ

る。詳細は後で論じるが、 A Mask の  the  Lady もまた、苦境に置かれても一貫

                                                        
4 7  Mi l t on,  The  Poems o f  John  Mi l ton  287 .  
4 8  Mi l t on,  The  Poems o f  John  Mi l ton  288 .  
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して神的存在 による救済 を求め続 けて いる。また Lady は “ Virgi n wis e  a nd  

pure” (“ Sonnet  IX”  14)と呼ばれていのだが、興味深いことに A Mask  においても

the  Lady は計 7 回、 Sabr i na  は 2 回 “ vi rgi n”と呼ばれている。同一人物であるか

否かという問題はあるものの、“ Sonnet  IX”の La dy と A Mask の t he  Lady の共に

共通する点としてキリスト教信仰の深い女性には “ vi r tue”があるという点があ

る。Mil t on は、信仰心の厚い女性の徳を賛美しているのである。  

Poems に収録されている最後の “ Sonnet  X”は、 the  Lady  Marga ret  Ley に宛てて

送ったものである。4 9  the  Lady  Marga ret  Ley は、裁判官、議長を務めていた J a mes  

Ley を父親に持つ。Mil t on は “ . . . ,  once Pres ident  /  Of Englands  C ouncel ,  a nd her  

Tr ea sur y,  /  Who l i v’ d i n b o t h,  uns t r a i n’d  wi t h gol d  and f ee ,”  (“ Sonnet  X”  1 -3)  と言

って、汚職にまみれることなく、職務を全うした James  Ley を称賛している。

そして、その子である t he  Lady Marga ret  Ley についても、次のようにして讃え

ている。  

 

 Daught er  t o t ha t  good Ea r l ,  …  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Though la ter  b or n,  t ha n t o ha ve known t he dayes  

  Wher i n your  Fa t her  f l our i s ht ,  yet  b y you  

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 So wel l  your  words  his  nob l e  ver t ues  pra ise ,  

  Tha t  a l l  b ot h j udge you t o r e la te  t hem t r ue,  

  And t o poss ess  t hem,  H onour ’d Margare t .  

(“ Sonnet  X”  1 ,  9 -10 ,  12-14)  

 

父親が徳高き人間であったため、 the  La dy  Marga ret  Ley も高い徳を備えている

ことが描かれている。Mil t on は An Epi taph  on  the  March ioness  o f Winches te r  や

“ Sonne t  IX”、 “ Sonnet  X”において未婚、既婚問わず徳が備わった女性に対して

称賛の言葉をかけており、女性を軽蔑の対象として位置付けていなかったこと

                                                        
4 9  “ Sonne t  X”は abbaabbacdecde の形式をとっており、“ Sonnet  I”と同様に明白に
Pet r a rcha n 風で創作していることが窺える。  
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が窺える。 “ Sonne t”全体を通して、はじめは恋愛の詩、Mil t on の自省の詩、そ

して最後に徳のある女性を称える内容へと移行している。11 作品ある内、女性

に関するものは、 8 作品にまで及んでおり、いずれも女性の徳を賛美するもの

であった。この流れは、 A Mask の the  La dy や Sabr i na といった女性登場人物の

徳をうたうテーマへとつながっていく。  

 

第七節 Arcades と Lyc idas―救世主的存在の登場―  

Arcades は、全 109 行の内、詩歌が 3 つある。最初の詩歌が 3 連あり、全 25

行、 2 つ目の詩歌が 12 行で、最後の詩歌が 14 行詩になっている。また、詩歌

を除いた箇所は 2 行ずつ脚韻を踏んでいる。 5 0  Arcades は、 A Mask と関連のあ

る作品である。Nicols on は、A rcades を広義に解釈すれば、一種の仮面劇である

と指摘し、Mil t on は Arcades を “ enter ta i nme nt”の一部と解釈していと説明してえ

る。 5 1  さらに Arcades と A Mask の関係性を確認するために、以下の表 2 の人

物関係図を見てみよう。  

 

表 2   Arcades  と  A Mask  に関連する人物関係図  

 

 

 

  

 

表 2 にあるように、 Arcades は、 t he  C ount ess  D owager  of  Da rby の面前で一門の

貴族数人によって上演された演劇の一部であり、 the  C ountess  D owa ger  of  Da rby

を称賛する内容になっている。そして、the  C ountess  D owa ger  of  Da rby の二番目

の娘 Frances と、その結婚相手 Br i dgewa ter  伯 J ohn E ger t on の間に生まれたのが、

A Mask で主人公 t he  La dy とその弟たちを演じた  Al i ce、 J ohn、 Thomas  E ger t on

である。それゆえ、Arcades と A Mask は密接に関連のある作品であると言える。

特に  Arcades  に登場する the  Geni us  o f  t he  Wood の役割が  A Mask  の  Sabr ina  

                                                        
5 0  Weis mi l ler  1038 .  
5 1  N ico ls on 65 .  

the  C ount ess  D owager  o f  Da rby  

Al i ce   
( the  La dy)  

J ohn  
( the  E l der  Br o. )  

Thoma s   
( the  S econd Br o. )  

Joh n  E ger t on ,   

E ar l  of  Br i dgewa t er  
Frances  
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と類似しているところがある。  

 

 And a l l  my Plan ts  I  save fr om n i ght l y i l l ,  

 Of no is om wi nds ,  a nd b la s t i ng va pour s  chi l l .  

 And fr om t he B oughs  b rus h off  t he  ev i l  dew,  

 And hea l  t he  ha r ms  of  t hwar t i ng t hunder  b lew,  

 Or  wha t  t he  cr oss  d i r e- l ooki ng Planet  s mi t es ,  

 Or  hur t ful  Wor m wi t h ca nker ’d venom b i tes .  (Arcades  48-53)  

 

   . . . ,  and [Sabr ina ]  of t  a t  Eeve  

 Vis i t s  the  herds  a l ong t he t wi l i ght  mea dows,  

 Hel pi ng a l l  ur chi n b la s ts ,  and i l l  l uck s i gnes   

 Tha t  t he  s hrewd medl i ng E l fe  del i gh ts  t o ma ke,  

Which s he wi t h pre t i ous  vi o l d l iq uor s  hea ls .  (A Mask  843-47)  

 

Arcades の t he  Geni us  o f  t he  Wood、A Mask の Sabr ina が共に有害なものを取り除

き、治癒するといった役割を担っていることがわかる。Wil l ia m A.  Ora m も先

の引用を取り上げて、Arcades の t he  Geni us  of  t he  Wood と同様に、Sabr ina  も神

と人間の仲介者としての役割を担っていると論じている。 5 2  

しかしながら、同じような役割を担う二者ではあるが、明らかに異なる点が

ある。Sabr ina は、“ …  she  r evi v’ d,  /  And underwent  a  q ui ck  i mmor ta l  change /  Ma de  

Goddess  o f  t he  Ri ver ;”  (A Mask  840-42)  とあるように、かつては人間の娘であっ

たのだが、川の女神として再生するという、死と再生の過程を経ている。死と

再生というテーマは、 Poems の冒頭で論じた範例的存在 Chr is t にも見られる。

そのため、 Sabr ina には C hr is t に見られるような受難が描かれていると言える。 

死と再生というテーマについていえば、Lyc idas においても同様のテーマが描

かれている。Lyc idas は、Mil ton の友人で海難事故死した Edward  Ki ng に対する

哀歌である。 Lyc idas において特徴的なのが、 Lyci das が海浜の守護神として再
                                                        
5 2  Wi l l ia m A Ora m,  “ The Invoca t i on of  Sabr ina .”  Stud ie s  in  Engl i sh  Li te ra tu re  
1500-1900  24 .1 .  (1984) :  121-139 .  Academic Search  Comple te .  Web.  1  Ma y 2013 .  
129 .  
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生する過程である。  

Lyc idas は、様々な長さの詩の連からなり、不規則に押韻しているが、最後の

一行のみ、 ot ta va  r i ma の形式になっている。 5 3  Lyc idas の全 193 行ある内の前

半部に登場するのはギリシア・ローマ神話の神々である。しかしながら、 193

行中の中間とも言える 109 行目に “ The P i l ot  of  t he  Gal i lean”  (Lyc idas  109)  が登

場する。この人物について、 Shawcr oss は “ St .  Peter,  wea r ing a  b is hop’s  mi ter  a n d  

bea r ing t he  keys  of  hea ven.”と指摘している。 5 4  そして最終的に Lyc i das  は海浜

の守護神と生まれ変わる。次の引用がその該当の場面である。.“ So Lyc idas  s unk  

low,  b ut  mount ed  hi gh,  /  Thr ough t he dea r  mi ght  of  hi m t ha t  wa l k’d  t he  waves”  

(Lyc idas  172-73)  Carey や新井が指摘しているように下線部の波の上を歩いた

者即ち Chr is t の力でもって、 Lyci das  即ち Edwar d Ki ng が高く浮かび上がり、

最終的に次のように海辺の守り神として再生する。 5 5  “ Hence for t h  t hou a r t  t he  

Genius  o f  t he  shor e ,  /  I n t hy la rge r ecompens e,  and s ha l t  be  good /  To a l l  t ha t  wonder  

in t ha t  per i l ous  f l ood.”  (Lyc idas  183-85)  Lyc idas の大きな流れとして、前半に異

教的なものが登場し、後半になると、 St .  Pet er や C hr is t を想起させるような、

キリスト教の世界が描かれている。この点は、 Poems において最初に配列され

た On the  Morning  o f Chr is t ’s  Nat iv i ty と同様の話の流れである。加えて A Mask

も仮面劇冒頭に Comus や Cir ce に象徴されるギリシア・ローマの神々による世

界から、 Sabr ina を象徴としたキリスト教的な世界へと徐々に移行していく。

Si mons は、 “ The s hadi ng of  c la ss i ca l ,  or  pagan,  i n t o b ib l ica l  i s  s o cons is t ent l y a  

Mi l t oni c  devi ce  t ha t  i t s  appea rance  i n t he  masq ue seems unremar kab le  enough . ” 5 6  

と説明し、異教的なものから聖書的なものへと移行していく Mil t on の一貫した

テーマが、 A Mask には目立たないと指摘している。確かに A Mask は、 Lyc idas

のように、 St .  Pet er や C hr is t を窺わせるような記述は見られない。しかしなが

ら、Hil l  は、A Mask においてキリスト教的要素を見出すとすれば、作品終盤に

登場する Sabr ina が t he  La dy に “ bapt i s m”を施すことに表象されると指摘してい

                                                        
5 3  ot tava  r i ma は八行体で、英詩では 10-11 音節になっており、押韻の順序は a b  
ab  ab  cc になるものである。  
5 4  Mi l t on,  The  Comple te  Poe try  o f  John  Mi l ton  161 .  
5 5  Mi l t on,  The  Poems o f  John  Mi l ton  253 .  新井，『ミルトン』 46．  
5 6  Si mons  56 .  
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る。5 7  Oram は、“ Mil ton’s  a l t er a t ion  of  t he  t r adi t i ona l  Sabr ina - s t ory  ma kes  her  ( l i ke  

the  la ter  Lyci da s)  an exa mple of  Chr i s t ia n pa t ience r ewarded wi t h i mmor ta l i t y. ” 5 8  

と述べており、Lyci das 同様 Sabr i na もキリスト教の要素を備えていると考えら

れる。また、特に注目したいのが、M il t on がそれ以前の作家が描いた Sabi r na

像を書き換えたことによって、キリスト教的な忍耐を備えているという点であ

る。このことについては、第二章で詳細に論じたい。そして S wa i n が  “ Sabr ina ’s  

a ct i on a l l ows  for  a  r epres enta t i on of  na t ure  a s  r edeemed a s  wel l  a s  r edeemi ng .”と説

明しており、Sabr ina の登場によって、C omus の異教的な世界からの回復が表現

されていると考えられる。 5 9  つまり、劇作品という特徴から考えて、見ている

観客に登場人物を通して、キリスト教的なものを示していると考えられる。特

にそれが、作品の終盤に登場する Sabr ina に表象されていることは明らかであ

ると言える。  

また Lyc idas と A Mask 両作品で共通するものは、水によって亡くなった人間

が、水に関わる守護神として再生するというテーマである。6 0  だが 2 作品に異

なる点を見出すとすれば、 Lyc idas  には the  La dy のように誘惑を退けるという

試練を課され、神の力による救済を待たねばならない登場人物がいないという

ことが挙げられる。 Arcades と Lyc idas は共に、 Sabr ina を彷彿とさせるような

登場人物が登場する。しかしながら、 Arcades には Chr is t を思わせるような受

難が、 Lyc idas には誘惑に耐えうる忍耐というテーマが、 A Mask よりも不明瞭

であるように思われる。  

 

第八節 各作品と A Mask との関連性  

 最後に、今まで取り上げた作品と  A Mask との関連性、そして先行研究を基

に Poems における  A Mask  の位置づけについてまとめていく。 Poems の流れと

して、神や C hr is t について、人間の堕落と人類救済のテーマ、美徳を備えた人

物への称賛、 “ Sonnet“に見られる愛、自省、成長、徳のテーマ、そして C hr is t

                                                        
5 7  H i l l  45 .  なお、Sabr i na が “ bapt i s m”を施す点について、詳細は第三章で説明す
る。  
5 8  Oram 129 .   
5 9  Swa i n 192 .  
6 0  Swa i n も同様の指摘をしている。 192 .  



35 

ではないものの、Arcades と Lyc idas においては救世主を思わせるような人物が

登場する。すべての作品に含まれているわけではないものの、神の恩寵、徳、

救済といったテーマは一貫して変わらず、それに関連して、 Chr is t を想起させ

る範例的存在の「死」と「再生」というテーマも描かれていたと考えられる。

そして今まで説明してきたテーマすべてが A Mask には描かれている。 A Mask

における範例的存在として挙げられるのは、女性登場人物 the  La dy と Sabr ina

であり、とりわけ C hr is t の救世主的要素を備えているのは、Sabr ina である。こ

の点について、より詳細に考察してみたいと思う。  

Sabr ina と t he  La dy を繋ぐキーワードは “ chas t i t y”である。先ず、 t he  La dy は

Comus という肉欲的な魔神の住む森で弟たちとはぐれた際に、肉親に頼ること

なく、次のものに助力を求める。  

 

O  wel com pure  ey’d Fa i t h,  whi t e- handed Hope,  

 Thou hover i ng Angel  g i r t  w i t h gol den wi ngs ,  

 And t hou unbl emis h’ t  f or m of  C has t i t y,  

 I  see  ye vis ib l y,  and now b eleeve  

 Tha t  he ,  t he  S upreme  good ,  t ’whom a l l  t hi ngs  i l l  

 Are b ut  a s  s la vis h off i cer s  o f  vengeance,  

 Woul d s end a  g l i s t r i ng G ua rd ian i f  need were  

 To keep my l i f e  and honour  unassa i l ’ d.  (A Mask  213-20)  

 

the  Lady は “ fa i t h”、 “ hope”、 “ chas t i t y”に、自らの身を守るために守護天使を派

遣するよう呼びかける。下線の三点は “ And now ab idet h  fa i th ,  hope,  cha r i ty,  t hes e  

three;  b u t  t he  grea t es t  o f  t hese  i s  cha r i t y.”  ( 1  Cor.  13 .13)  という聖書の一節を想起

させる言葉である。 6 1  A Mask においては本来 “ cha r i ty”となる箇所が “ chas t i t y”

に置き換わっている。そのため、 the  La dy が “ fa i th”、 “ hope”、 “ chas t i t y”に呼び

かけることで、仮面劇の聴衆には特に “ chas t i t y”に注意を向けるよう Mil t on が意

図的に言葉を置き換えたと考えることができる。 “ chas t i t y”について、新井は、

                                                        
6 1  Si mons ,  71 .  H i l da  Hol l i s ,  “ Without  C ha r i ty:  An Int er tex t ua l  St udy of  M i l t on ’s  
Comus ,”  Mil ton  S tud ie s  34  (1997) :  159 .   
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Comus の魔法の椅子に座り、身動きのとれない危機的状況に t he  La dy が、次の

ような “ chas t i t y”の教義を信じ、C o mus  の誘惑を退こうとしている点に注目して

いる。なお、以下の引用に登場する “ chas t i t y”の句は、1637 年の初版で初めて加

筆された箇所であり、Mil t on が特に主張したい箇所であると考えられる。  

 

    To hi m t ha t  da res  

 Ar m his  pr ofa ne  t ongue wi t h cont empt uous  wor ds  

 Aga ins t  t he  S un-c lad power  of  C has t i t y,  

 Fa in woul d I  s ome t hi ng say,  yet  t o wha t  end?  

 Thou has t  nor  Ea re ,  nor  S oul  t o a pprehend  

 The s ub l i me  not i on,  a nd hi gh mys ter y  

 Tha t  mus t  b e  ut t er ’d t o unfol d t he  sa ge  

 And ser i ous  doct r i ne  of  Virgi n i t y,  (A Mask  780-87)  

 

新井は、 On the  Morning  o f  Chr is t  Nat iv i ty において “ a  grea ter  sun”が “ Chr is t”の代

わりに用いられていることを指摘した上で、Rena issance 期において “ Sun”が God

な い し は “ Son of  G od”即 ち C hr is t を 表 す こ と か ら “ Sun-cla d”と い う 句 は

“God- gua rded”または “ Son  of  God- gua rded”を意味するという。6 2  つまり the  La d y

の言う “ chas t i t y”には、キリスト教の要素も含む、美徳があると言える。そして

Sabr ina は、前述したように “ chas t i t y”を守る役割を担っている。 Sabr ina につい

て、Woodhous e は、Sabr i na  が “ chas t i t y”  を積極的、肯定的な徳として変容させ

る役割を担っていると論じており、6 3  “ chas t i t y”の徳を証明するために、Sabr ina  

が必要であると考えられる。また宮西光雄は、Sever n 川の水神であると同時に、

純潔な処女のニンフであると説明している。 6 4  そして松浦暢は、 Sabr ina  がそ

の存在自体、処女性のシンボルであり、虐げられ、悩んでいる女性の力強い味

方で、救済者であると説明している。6 5  これらの点から、 the  Lady が呼びかけ

た擬人化された “ chas t i t y”というのは、 “ chas t i ty”の象徴たる Sabr ina であると言

                                                        
6 2  Ara i， “ Mil ton i n Comus”  28 .  
6 3  Woodhous e,  “ Comus  Once M ore,”  UTQ 19  ( 1950) :  221 .   
6 4ミルトン，『ミルトン英詩全訳集 上巻』，宮西光雄訳  (東京：金星堂，1983)  54 8． 
6 5  松浦暢，『水の妖精の系譜』 (東京：研究社， 2002)  88．  
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える。そのため、 t he  La dy 同様、Sabr i na もキリスト教の要素を含んだ美徳に富

んだ “ chas t i ty”を象徴するニンフであると言える。  

 さらに Sabr ina の死の場面にも注目したい。次の引用は、 Sabr ina の死を描い

ている。  

 

.  She gui l t l ess  da mse l l  f l yi ng t he  ma d pur s ui t  

 Of her  enraged s t epda m Guendolen ,  

 Commended  her  fa i r  innocence t o t he  f l ood  

 Tha t  s ta y’d her  f l i ght  wi t h h is  cr oss  f l owi ng cour se ,  (A Mask  829-32)  

 

Wi l ia m S hul lenb erger は、下線部 “ cross  f l owing  cour s e”に Sabr i na が身を投げたこ

とに注目し、 “ cross”即ち十字架を表すような川の流れに身を委ねたと考えるこ

とで、Sabr ina  の死が C hr is t の受難を想起させると論じている。6 6  一方で、C hr i s t

の受難と言えば、 The  Pass io n がすぐに思い浮かぶ。 The  Pass ion  における範例

的存在の Chr is t の死を悼むというテーマは、 1645 年の Poems を通して描かれ、

最終的に Sabr ina に集約されていると考えられる。また Mil t on は 1630 年頃、

The  Pas s ion  の主題を書くには手にあまると思い、未完結のままにして創作を

終えた。そのため The  Pass ion  には、 C hr i s t の復活を予兆させる内容が描かれ

ていない。だからこそ、Mil ton は C hr is t の受難と再生というテーマを、形を変

えて後続の作品で描いていったのではないかと考えられる。それが A Mask に

おいては Sabr ina の死と再生の場面となる。  

また Poems の中で、M il t on は美徳を持つ人物に対し、称賛の意を表していた。

その中で未婚、既婚、生死に関わらず女性を称賛してきたのは、今まで読んで

きた作品を見れば明らかである。このような女性の系譜を引き継ぎつつも、生

存している人物、亡くなるものの、再生した人物の徳を同じ作品内で称賛して

                                                        
6 6  Wi l l ia m S hul lenb erger,  Lady  in  the  Laby r in th:  Mi l ton ’s  C o mus  as  In i t ia t i o n  
(Madis on,  Teaneck :  Fa i r le i gh Di cki ns on UP,  2008)  243 .  Oram も同様に A Mask の  
“ cross  f l owi ng cour se”  と  “ f lood”  という言葉に注目して説明する。 “ The “ cros s  
f l owi ng cour se”  o f  “ the  f l ood”  ( 831-32) ,  which s tays  Sabr ina ’s  f l i ght  a nd i ni t ia t e s  
her  apot heos i s ,  t he  r i t ua l  pr epa ra t ion  of  her  body  and  i t s  a noi nt ment  w i t h sp ices ,  
del i ca te l y evoke t he  pa ss i on and dea t h of  J e sus .”  また Ora m の論の詳細について
は、次を参照されたい。 Oram 129 .  
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いるのは A Mask  のみである。 Si mons もまた、 “ The masq ue i l l udt r a te s  an ea r l y  

ex press i on  of  a  Mi l t onic  t heme― t he  l i mi na l i t y o f  dea t h for  t he  vi r t uous ,  a s  t h e  

ent rywa y t o  mi l d and  aer ia l  r enewed  l i fe .”と論じているように、 A Mask の大きな

主題として、Mil t on の作品のテーマとも言える徳のある者の死が通過儀礼であ

ることがわかる。6 7  つまり人として誘惑に打ち勝つ徳を備えたキリスト教徒と、

死を経て再生し、キリスト教的要素を備えた救世主的存在としてのキリスト教

徒という範例的存在が、 A Mask の中の、とりわけ Sabr ina に提示されているの

である。  

 また、詩集に収められた作品の流れを見ると、“ Sonne t  VII”と “ Sonne t  VI I I”の

テーマとして Mil t on 自身に関わるテーマが描かれていた。 A Mask において、

Mil t on に関わる問題とは、主人公の名前が t he  Lady という点である。Mi l t on は

Ca mbr i dge 大学 C hr is t ’s  C ol lege に在籍していた時、目鼻立ちが整った容姿と、

その秀才ぶりから、仲間に t he  Lady of  C hr is t s と呼ばれていた。 A Mask  は t he  

Lady が “ chas t i t y”の徳でもって、C omus  の誘惑を退こうとすることが主題だが、

A Mask 執筆時、Mil t on が  “ chas t i t y”の持つ不可思議な力に対し懐疑的でありつ

つも、自身の結婚問題と関連して “ chas t i t y”を考えていたと E.  M.  W.  Ti l l ya rd は

説明している。 6 8  加えて、 Si mons も “ assurance  of  ul t i ma t e  r es ur r ect i on for  t h e  

Lady i s  i n s ome  sens e eq ua l l y a  gua rantee  of  Mi l t on’s  own u l t i ma t e  r eward.”と述べ、

the  La dy の復活が Mil t on 自身へも投影していたと指摘している。 6 9  それゆえ、

A Mask  は、Mil ton 自身の問題を主人公 t he  Lady に投影していたと考えること

もできる。 7 0   

 また、A Mask  は 1637 年に初版が出版されているが、その際 Mil t on は自分の

名を出していない。“ Sonne t  VII”において自分の才能の芽が出ないことを懸念し

ていたことから、Mil t on は成功を収めた作品 A Mask  が Mil ton 自身のもので

あるということを Poems において示したかったのではないだろうか。また、

                                                        
6 7  Si mons  54 .  
6 8  E .  M.  W.Ti l l ya rd,  Mil ton  (London:  C ha t t o and Wi ndus ,  1961)  374-383  .  
6 9  Si mons  59 .  
7 0  the  La dy という名が Mi l t on の大学時代のあだ名 “ the  Lady  of  C hr is t s”を想起さ
せることは多くの研究者が論ずるところである。 Ker r igan 36 .  M i l t on,  Comus ,  
The  R ive rs ide  Mi l ton  109 .  Ka ther i ne  R.  Kel le t ,  “ The Lady’s  Voice:  P oe t i c  
Col labora t i on i n M i l t on’s  Mask ,”  Mil ton  S tud ie s  50  (2009) :  14 .  
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Brooks と Hardy は、164 5 年版の詩集に掲載されている詩作品について、反復さ

れたテーマが描かれていることを指摘し、その例として、「音楽」「光と闇」、「水」、

「植物」、「衣類や変装」を挙げているが、 A Mask  のみすべての項目に該当す

るものが登場している。 7 1  それゆえ、Mil ton が成功の作品として A Mask を捉

えていたのであれば、これまで創作した作品の集大成として A Mask  を最後に

位置付けたと考えることはできる。また興味深いことに、 Poems に収録された

計 28 作品の中で、女性に関する言及している作品は、 12 作品とおよそ半分あ

る。 7 2  そして、 12 作品の中で Mil t on は女性を賛美している。また、 Poems に

収録されている作品の内、男女生死を問わず、実在の人物を取り扱った作品が

8 作品であるのだが、8 作品の中で女性を主題としている作品は計 4 作品と半分

を占めている。このことから、Mil ton が女性を軽視することなく、女性に対す

る配慮があったことが読み取れる。そして注目すべきは、集大成の作品に登場

するキリスト教の範例的存在を the  La dy と Sabr ina という女性登場人物にした

という点である。特に、Chr is t を想起させるような救世主的存在として Sabr ina

を描いたのである。  

 

 

                                                        
7 1  Mi l t on,  Poems o f  Mr.  John  Mi l ton  256-8 .  
7 2  なお、 L’Al legro、 I l  Pense roso  については、テキストから男女の判別は付き
にくいが、 R.  Westa l l が描いた L’Al legro の挿絵の＜快活の人＞は、女性的に描
かれている。 L’Al legro、 I l  Pense roso を女性的なものとして捉えるのであれば、
女性について言及している作品は 14 作品となる。  
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第二章  

A Mask の主題  

―親子関係、結婚を中心に―  

 

第一節 A Mask の主題、構成  

 A Mask が Mil t on にとって、前期作品の中での集大成として位置付けられて

いることについては、前章で論じた通りである。そして、Mil ton が一貫して描

き続けた Chr is t 的要素を備えた範例的存在として、 the  Lady や Sabr ina に集約

されることについても確認した。さらに、 Chr is t のような救世主的存在として

Sabr ina が A Mask において登場する。そこで、本章は、A Mask に的を絞り、A Mask

の構成、主題について、先行研究を基にして検証していきたい。序論でも確認

した通り、本作品は元々 1634 年の初演を目的として創作されたものである。そ

れに基づいて、1637 年、1645 年と出版された際、初演時には台詞に加筆出来な

かった言葉を加筆することになる。これらのことから、A Mask を扱う際、単な

るテキストとして読み込むのみならず、劇作品として観客を想定して執筆され

ていることを念頭に入れながら、考察していきたい。先ず、仮面劇というジャ

ンルから見た A Mask という点について、先行研究を整理したい。その点を踏

まえつつ、 A Mask を各場面に区切って、登場人物、場面を検証する。 A Mask

は全 1023 行あるが、本論においては、五場面に区切って考察することとする。

先ず一つが t he  At tenda nt  S pi r i t が登場し、独白した後、 Comus とその一味が登

場し、怪しげな儀式を施す 1～ 169 行、二つ目に the  Lady が登場し、その様子

を見ていた C omus が t he  Lady に近づく 17 0～ 330 行、三つ目に t he  La dy の弟た

ちが登場し、弟たちの元に the  At t endant  S p i r i t が助言をしに訪れる 331～ 658 行、

四つ目に t he  La dy が C omus の誘惑をうける場面の 659～ 813 行、そして Co mus

の宮殿を t he  Lady の弟たちが襲撃した後、Sabr ina を呼び出し、t he  La dy を救出

した後、 the  At tenda nt  S pi r i t が、 t he  La dy と弟たちを両親の元に導き、最後の独

白をする 814～ 1023 行となる。 1  以上のように区切った理由として、本作品に

おいて、複数の役割を担っている登場人物がおり、さらに登場人物同士が対照

                                                        
1  本論の行数は、 Poems o f  Mr.  John  Mi l ton:  The  1645  Edi t ion .から採用したもの
である。  
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的に描かれている場合もあったためである。それぞれの場面がどのように描か

れているのかを検証し、各場面が作品全体をどのように構成しているかを、先

行研究を用いつつ見ていく。その際、 Par adise  Los t との関連性についても触れ

ていきたい。そして A Mask の各場面、登場人物が対照的に構成されつつも、

一人の登場人物に複数の役割が備わっていること、また A Mask において家族、

とりわけ親子関係そして結婚がキーワードとなることを究明したい。  

 

第二節 仮面劇としてのジャンルから見た A Mask  

序論においても説明したように、当時の仮面劇の流れとして “ the  t r i umph of  

Vir t ue over  Vi ce”が根本にあり、 A Mask について言えば、 “ vi r t ue”にあたるもの

が “ chas t i t y”になる。一方、 J ohns on が A Mask には Paradi se  Los t の兆しが見ら

れると指摘する一方で、劇というジャンルの面からみると批判的な言葉で説明

していた点を確認した。しかしながら、J ohns on は、The  Live s  o f  the  Engl i sh  Poems

の Mil t on の説明の終盤に改めて次のように述べている。  

 

Mi l t on’s  s t yle  was  not  modi f i ed by h is  s ub j ect ;  wha t  i s  s hown wi t h  

grea t er  ex t ent  i n  Pa radis e  Los t  ma y b e found i n  C omus .  O ne s ource of  hi s  

pecul ia r i ty  was  his  fa mi l ia r i t y wi t h  t he  Tus can poets ;  t he  dis pos i t i on  of  hi s  

words  i s ,  I  t hi nk,  f r eq uent l y I ta l ia n;  per haps ,  s ome t i mes ,  comb i ned wi t h  

ot her  t ongues . 2  

 

他の言語が混在していると言い、皮肉とも読み取れる書き方で、A Mask につい

て評価していることがわかる。しかしながら、序章でも説明したように、J ohns on

が Mil t on について説明する際に、念を押して A Mask が Paradise  Los t の兆しで

あるということを改めて指摘していることがわかる。 J ohns on が一方で批判し

ているように、A Mask は仮面劇というジャンルに含まれるのか否かという点が

研究者の中でもしばしば議論されている。3  鈴木は A Mask のジャンルについて、

基本的に仮面劇のジャンルとして捉えられるが、従来の仮面劇の伝統と異なる
                                                        
2  J ohns on 140 .  
3  Stephen Orge l は、 Mil t on の A Mask を仮面劇の一つとして捉えてい る。  
“ masque,”  The  Ox ford  Encyc loped ia  o f  Br i t i sh  Li te ra ture ,  2006  ed.  
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点を挙げている。 4  体裁は仮面劇の形式をとりつつも、 J ohns on を始めとして、

多くの先行研究が論じているように、A Mask には後期の作品の叙事詩の片鱗が

あるとも考えられる。そこで先ず、仮面劇というジャンルについて概観してみ

たい。  

仮面劇は 16 世紀の後半から 17 世紀の前半つまり J ames 一世と C har le s 一世

の時代に隆盛を極めたもので、 B en J ons on (1572-1637) 5を主として Aurel i a n  

Towns hend、Wi l l ia m Da vena nt、Thomas  Ca rew といった劇作家らの手によって作

品が生み出された。 6  芝居と舞踊の二部構成になっている仮面劇だが、 7  スチ

ュアート朝時、貴族の娯楽として贅沢の極みたるものであった。8  特に 1625 年

の J ames 一世の亡き後、C har le s 一世の手に政権が渡ると、宮廷仮面劇は、より

豪勢に、哲学的になり、さらには政府による政策を正当性のあるものとして祝

すことで、政治的役割を担うものに変貌していった。9  こうして宮廷仮面劇は、

Char les 一世とフランス出身の王妃 Henr i et ta  Mar ia の権威づけとしての効果を

発揮していった。 1 0  特に Char les 一世の時代の仮面劇の特徴として、 Henr ie t t a  

Mar ia が関心をよせていた Neopla t onis m を想起させるような作品が多く創作さ

れたのだが、その仮面劇のテーマとして多く用いられたのが、A Mask において

もテーマとなっている “ chas t i t y”であった。 1 1   

こうして隆盛を極めた仮面劇であったが、J ons on や Ini go  J ones(1573-1652)が

仮面劇を創作していた頃よりも、さらに複雑な構造となり、多額の資金を費や

したがために、浪費、不道徳なものと位置づけられ、清教徒革命の引き金とな

                                                        
4  たとえば、野外劇やダンスの要素が極めて少なく、舞台装置の指示がほとん
ど記されていないといったことを挙げている。鈴木，「『コウマス』研究の三段

階」 101 .  
5  J ons on の仮面劇 Pleasure  Reconc i led  to  Vir tue  ( 1618)  に C omus が登場する。
Mil t on は J ons on の仮面劇に登場する C omu s に注目していた節がある。才野 120 .  
6  “ masque,”  The  Ox ford  Encyc loped ia  o f  Br i t i sh  Li te ra tu re ,  2006  ed.  
7  団野恵美子，「ジョンソンの仮面劇とジェイムズ一世」『超越する演劇』，田中
雅夫、飯沼万里子編 (東京：英宝社、 2004) 152 .  
8  “ masque,”  The  Ox ford  Encyc loped ia  o f  Br i t i sh  Li te ra tu re ,  2006  ed.  
9  “ masque,”  The  Ox ford  Encyc loped ia  o f  Br i t i sh  Li te ra tu re ,  2006  ed.  
1 0  Davenan t 作 Salmac ida  Spol ia (1640)において、 Char le s 一世は、忍耐強い殉教
者、英雄であると表現されているという。 “ masque,”  The  Ox ford  Encyc loped ia  o f  
Br i t i sh  L i te ra ture ,  2006  ed.  
1 1  McGuire は、Mi l t on が A Mask を創作していた当時、 Neopla t oni s m に対する
信奉が全盛期を迎えていたと言う。McGui re  131 .  
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った。1 2  つまり、P ur i ta n からすれば仮面劇は、非難の対象となるものであった。  

 これらの点から、Mil t on が A Mask を執筆し、 Br idgewa t er 伯という宮廷側に

人間に献上したということに違和感を覚える。先に論じたように、仮面劇は王

侯貴族の余興として創作されていたのだが、 1 3  H i l l は、当時仮面劇が宮廷と結

びつきの強いものであり、豪勢で膨大に費用を消費するものであったため、

Pur i tan である Mi l t on が仮面劇を執筆するのは、驚くべき点であると論じてい

る。 1 4  Mi l t on が生きていた当時、特に C har les 一世の時代、財政的に厳しいに

も関わらず、Char les 一世が国民の目線から自身の失政を逸らす目的として、莫

大な費用をかけて宮廷仮面劇を上演させたという。1 5  この点に加えて、Wil l i a m 

Ri ley Pa r ker は、M il t on の父親が A Mask を評価しなかったのは、Mil t on が宮廷

仮面劇を執筆したからであると指摘していることからも、Pur i ta n である Mil t on

が仮面劇を創作することは違和感を覚えさせるものであることが窺える。1 6  な

おかつ、16世紀末からの宮廷は、Mil t onにとってみれば J ames一世の B ucki ngha m

公への同性愛的関係を思わせるものであり、さらに Bucki ngha m 公は、後に

Mil t on が糾弾することになる C har le s 一世の寵愛も受けていたという。 1 7   

しかしながら、Hil l は次のような点から、Mil t on が A Mask 執筆の依頼を引き

受 け た の で は な い か と 論 じ て い る 。 1 8  宮 廷 側 の 人 間 で は あ っ た も の の 、

Br idgewa t er 伯は Pur i tan 的傾向があり、そのパトロンは Spenser 流の詩人であ

った。さらに Br idgewa t er 伯一家の親族は Mil t on の父親から借金をし、さらに

Mil t on の父親の別の顧客に、Mil t on が Arcades を執筆し、献上した the  C ount es s  

o f  Da rby の親戚もいたという。 1 9  宗教的、かつ父親を通じた関係などから、

                                                        
1 2  “ masque,”  The  Ox ford  Encyc loped ia  o f  Br i t i sh  Li te ra tu re  429 .  
1 3  団野  153 .  
1 4  H i l l  45 .  
1 5  野呂有子，「道化としてのサタン、サルマシウスそしてチャールズ一世―王
権反駁論から『楽園の喪失』への軌跡―」『摂理をしるべとして』新井明，野呂

有子編  (東京：リーベル出版、 2003)  53 .  
1 6  Wi l l ia m Ri l ey Pa r ker,  Mil ton:  A B iog raphy ,  vol  1 .  (Oxfor d:  C la rendon Pre s s ,  
1969)  125-8 .  
1 7  H i l l  43 .  
1 8  以下の説明は Hil l  43-44 を参照されたい。  
1 9  Mi l t on の父親が “ scr ivener”であった。 Barba ra  K .  Lewa ls ki ,  The  Li fe  o f  Joh n  
Mi l ton  (Oxford:  Blackwe l l  P ubl i s h i ng,  200 8)  2 .  また、 Arcades が演じられた
Harefie l d は、Mil t on が当時住んでいた H or ton からほんの 1 0 マイルの距離にあ
る一方、 Eger t on 一家が居を構えていた Her t for sh i r e は、 Harefi e l d から 15 マイ
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Mil t on は Lawes からの A Mask 執筆の依頼を引き受けたのではないかと Hil l は

論じている。  

その一方で、Mil t on は仮面劇を創作する際、次のようなことを念頭に置きつ

つ、創作したと考えられる。野呂有子は、A Mask には当時隆盛を極めた仮面劇

及びジャコビアン・ドラマへのアンチテーゼの機能を持っていたと指摘してい

る。2 0  さらに McG uir e は、後の Mi l t on の政治論文、特に Eikonok las te s  ( 1649)  に

おいて、Char le s 一世の暴政を否認しなかった者を Circe の犠牲者として非難し

ているように、 Comus が、その母 Circe の原型を成すものとして描かれている

と指摘している。 2 1  A Mask においては Cir ce 本人こそ登場しないものの、作品

の至るところで Circe への言及が見られる。そのため、政治論文執筆のおよそ

10 年前の作品である A Mask 創作時においても、Char le s 一世の暴政に対する非

難を、A Mask においては暗に示している可能性はあると言える。さらに McGuir e

は、 Comus の言葉には C har les 一世がひいきにしていた詩人らが述べていた政

治 の 宣伝 文句 と 類似 する と 述べ てい る。 2 2  悪役 とし て 登場 する Comus に

Char le s 一世の政策を想起させるような台詞を語らせることは、明白にではない

ものの、Char les 一世に対する批判を意図していると考えられる。第五章で論ず

るが、Mil ton が当時の政治体制に対する批判的なメッセージを作品に込めるの

は、 A Mask のみに限られることなく、 Ad Pat rem、 Paradise  Los t においても同

様である。Hil l も、表面上からは読み取ることができないが、A Mask には当時

の政治に対する批判を含めていると論じている。2 3  また、序論でも述べたよう

に、本作品創作の背景に、J ohn E ger ton の義理の兄弟である Cast leha ven 伯の醜

聞があったとことは Breas t ed が指摘している通りである。 2 4  宮廷において

“ Pla toni c  l ove”を崇拝する動きがあり、 A Mask においては、 Cast lehaven 伯との

繋がりを強めるものである。 2 5  そこで、Mil ton とその後援者らは、Virgi n  Mar y

                                                                                                                                                                             
ルほど北上した場所にあったという。 Hil l  44 .  
2 0  野呂，「道化としてのサタン、サルマシウスそしてチャールズ一世―王権反
駁論から『楽園の喪失』への軌跡―」『摂理をしるべとして』，新井明，野呂有

子編  (東京：リーベル出版， 2003)  76．  
2 1  McGuire  82 .  
2 2  McGuire  82 .  
2 3  H i l l  47 .  
2 4  Brea s ted 202 .  
2 5  H i l l  47 .  
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あるいは Char le s  一世の妻 Henr ie t ta  Mar ia を崇拝する側の立場、そして Cathol ic

であった Cast lehaven 伯の二つの立場と一線を画そうとしたと Hil l は指摘する。

2 6  そのため、同じ仮面劇というジャンルであっても、Mil t on の A Mask は、P ur i ta n

的要素を多分に含んだ仮面劇であり、Char les 一世の悪政を非難する目的が暗に

あると考えられる。 2 7  

さらに、Mil t on の A Mask が宮廷仮面劇の伝統をそのまま踏襲していない理

由として、次のようなことが考えられる。その一つとして考えられるのは、当

時の宮廷仮面劇において取り上げられていたテーマ “ chas t i ty”についてである。

前述の通り、 Char les 一世そして王妃 H enr iet ta  Mar ia は Neopla ton is m を信奉し

ていた。2 8  当時の宮廷仮面劇の特徴として、女性主人公の Neopla ton is m 的な英

雄的資質を強調し、愛の目的としての結婚を強調するものであったという。2 9そ

のため、英雄的資質を備えた女性主人公には、美と “ chas t i t y”が備わり、特に

“ chas t i t y”に付加された力でもって、女性主人公は、自らの身を守ることができ

るという。 3 0  当時 “ chas t i t y”は、 “ sexua l i t y”と関連づけられるものではあったも

のの、 “ chas t i t y”は合理的で有徳な “ chas te  love”としてみなされ、結婚と相反す

るものとしては考えられなかった。 3 1  仮面劇では、 Henr ie t ta  Mar ia 自身が登場

し、“ chas te  l ove”の力を示すことで、その力が夫である国王 C har les 一世の権力

を強めるというように “ chas t i t y”の力が表現されていた。3 2  つまり、政治的な力

を強めるものとして、 “ chas t i t y”が用いられていたと考えられる。  

一方 A Mask においては、 t he  E l der  Br ot he r が主張する “ chas t i t y”に、当時の宮

廷が信奉していた Neopla t onis m の要素を多分に含んでいると考えられる。しか

しながら、後ほど説明するが the  E l der  Br o ther の言う “ chas t i t y”と t he  La dy が主

張する “ chas t i t y”の力には相違がある。 t he  E lder  Brot her の主張する “ chas t i t y”が

本当に t he  Lady に備わっていれば、自らの力で C omus を退くことができたはず

                                                        
2 6  H i l l  47 .  
2 7  Orgel もまた、M il t on の A Mask を仮面劇の一つとして捉えつつも、 Pur i ta n
の倫理観に基づく作品であると論じており、P ur i ta n 的要素を含んだ仮面劇であ
ると言える。 “ masque,”  The  Ox ford  Encyc loped ia  o f  Br i t i sh  Li te ra tu re ,  429 .  
2 8  A Mask 創作時、 Neopla t oni s m への信奉は全盛期を迎えていた。McGuire  131 .  
2 9  McGuire  132 .  
3 0  McGuire  132-33 .  
3 1  McGuire  132-34 .  
3 2  McGuire  135 .  
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である。そのため、A Mask においては、Neopla t onis m 的な “ chas t i t y”の力は、意

味をもたない。このことが当時の宮廷仮面劇を暗に非難している点であると言

える。Mil t on が創作した A Mask は、 Br i dgewa t er 伯が、 P ur i ta n 的傾向があった

こと、さらに McG uir e も A Mask を “a  Pur i tan Masque”と定義づけていることか

ら、 3 3  Pur i ta n 的要素を多分に含んだ仮面劇であると言える。  

 

第三節 the  At tenda nt  S p i r i t と C omus の比較  

 A Mask の冒頭で最初に t he  At t endant  S p i r i t が登場する。163 4 年の初演時、t he  

At t endan t  S pi r i t を演じたのは、Mil t on に本作品を執筆依頼した Lawes である。

Lawes は、 Eger t on 一家の子女の音楽教師であった。 3 4  the  At tenda nt  S pi r i t は、

the  Tr i ni t y C ol l ege ma nus cr i pt、 t he  Br i dgewa ter  ma nus cr i p t においては “ daemon”

と称され、Neopla t oni s m から由来する者であると Carey は説明する。3 5  劇冒頭、

the  At tenda nt  S p i r i t は次のようにして登場する。  

 

 BEFORE t he s ta r ry t hres hol d of  Joves  Cour t  

 My ma ns i on i s ,  where  t hose i mmor ta l  s hapes  

 Of b r igh t  a ë r ia l  S pi r i t s  l i ve  i ns pher ’d  

 In R egi ons  mi l de of  ca l m and s erene Ayr,  

 Ab ove t he  s moa k and  s t i r r  of  t hi s  di m s pot ,  

 Which men  ca l l  Ea r th,  a nd wi t h l ow- t hought ed ca re  

 Confi n’ d,  a nd pes ter ’d i n t hi s  pi n- fol d here ,  

 St r i ve  t o keep up a  fr a i l ,  and Fea ver i s h bei ng  

 Unmi ndful  o f  t he  cr own . . .  (A Mask  1 -9)3 6  

 

the  At t endant  S pi r i t の 住 ま い は 地 球 の 天 上 に あ る 。 そ し て “ The f i r s t  Scene  

dis cover s  a  wi l de Wood.  The  a t tendant  Sp ir i t  de scends  or  en te rs .”という最初のト

                                                        
3 3  McGuire  1 .  
3 4  Mi l t on,  The  Poems o f  John  Mi l ton  168 .  Kel l e t  2 .  
3 5  Mi l t on,  The  Poems o f  John  Mi l ton  180 .  Mi l ton,  Comus ,  The  R ive rs ide  Mi l ton  113 .   
3 6  Flanna ga n は the  At tenda nt  S pi r i t の言う “ Jove”は、 “ Chr is t ianized”されたもの
だと指摘する。Mil t on Comus ,  The  R ive rs id e  Mi l ton  113 .  
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書きにもあるように、 t he  At tenda nt  S p i r i t は天上から地球に降ってくる。 t he  

At t endan t  S p i r i t が天上の様子を “ mi l de  of  c a l m a nd serene Ayr”と言う様に、天界

が穏やかな大気で温和な場であることが示されている。その一方で、人間の住

む地球は “ the  s moa k and s t i r r  of  t h i s  di m s pot”と説明しているように、薄暗く、

ざわめきがある場所である。ト書きにもあるように地球の様子が “ a  wi l de  Wood”

と表現されているように、荒々しい様子が窺える。そして、 the  At t endan t  S pi r i t

の後に登場するのが、Comus である。舞台である森が C omus の住む森だからこ

そ、洗練された森ではなく、薄暗さや未開のイメージで表現されている。冒頭

で、あえてキリスト教的なものを明確に打ち出さない理由として、Nicols on は、

Comus による魔力が Wales の不吉な森に及んでいるということ Mil t on が観客に

示すために、馴染みの成る異教の神話を用いたのではないかと指摘している。3 7  

続いて t he  At t endan t  S pi r i t はなぜ自分が地球に降ったのか、自らの務めについ

て説明する。その際、 the  At tenda nt  S pi r i t が降り立った土地が、Nept une から諸

神に統治を委ねられ、最後の t he  Lady と弟たちの父親が高潔な貴族として統括

するという統治権の委譲が 18～ 36 行に渡って説明される。そして、自らの務め

を次のように述べる。  

 

 Where hi s  fa i r  o ff- s pr i ng nur s ’ t  i n Pr i ncel y l ore ,  

 Are comi ng t o a t t end t hei r  Fa t her s  s ta te ,  

 And new-ent r us ted Scepter,  b u t  t hei r  wa y  

 Li es  t hr ough t he per pl ex ’ t  pa t hs  o f  t hi s  drea r  Wood,  

 The noddi ng hor ror  of  whos e s ha dy brows  

 Threa ts  t he  for l orn a nd wander i ng  Pass i nger.  

 And here  t he i r  tender  age  mi ght  s uffer  per i l l ,  

 But  t ha t  b y q ui ck comma nd from S overa n Jove  

 I  was  des pa tcht  for  t hei r  de fence ,  and gua rd ;  (A Mask  34-42)  

 

the  At t endan t  S p i r i t は、知識を備えた子どもたち、即ち t he  La dy と弟たちが父

親の盛儀に参列する途中、旅人を脅かす鬱蒼とした森を抜ける必要があるため、

                                                        
3 7  N ico ls on 74 .  
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J ove によって防護を命じられたという。つまり t he  At t endan t  S pi r i t は、 C omus

の 誘 惑 か ら 子 ど も た ち を 守 る こ と か ら 守 る と い う 役 割 を 担 っ て い る 。 the  

At t endan t  S pi r i t は、森を抜けようとする旅人を脅かすものについて 46-82 行か

けて説明する。その説明の中で語られる内容は、Comus と両親 Bacchus と Circe

の親子関係についてである。特に Comus に関わる内容で語られることは、親子

関係とその力の委譲である。親子関係と Comus の特徴は次のように語られる。 

 

 Bacchus  tha t  f i r s t  f r om out  t he  pur ple  Grape,  

Crus h’ t  t he  s weet  poys on  of  mi s - used Wi ne  

Af ter  t he  Tuscan  Mar iner s  t r ans for m’ d  

Coas t ing  t he  Tyrrhene  shore ,  a s  t he  wi nds  l i s ted,  

On Ci rces  I la nd f e l l  . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

This  N ymph t ha t  gaz ’d upon his  c l us t r i ng l ocks ,  

 Wi th Ivy ber r i es  wrea t h’d,  a nd his  b l i t he  you th,  

 Had by h i m,  er e  he pa r ted t hence,  a  S on  

 Much l i ke  his  Fa ther,  b ut  h i s  M ot her  mor e,  

 Who m t her fore  s he b rought  up and Comus  na m’ d,  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Excel l s  hi s  M ot her  a t  her  mi ght y Ar t ,  (A Mask  46-50 ,  54-58 ,  63)  

 

Bacchus が Circe の島を離れる前に Circe が Comus を身ごもった。ここで Bacchus

は、 Comus の父親ではあるものの、育てあげたのは母親の Circe のみであるこ

とがわかる。なおかつ、 Comus は父親にも似ているものの、母親の方がさらに

似ており、力の面でも母親に優るとある。 the  At t endant  S pi r i t の説明によって、

the  Lady そして弟たちと父親という親子関係と、その一族が統括することにな

る土地の統治権の委譲が語られていたように、 Comus の親子関係と力関係が対

比的に描かれていると言える。  

 また、 the  Lady や C omus にまつわる話をする t he  At tenda nt  S pi r i t の持つ役割

について次のように議論されてきた。Swa in は、 the  At tenda nt  S pi r i t には次のよ
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うな複数の役割が備わっていると指摘している。一つは t he  Lady や弟たちの邸

宅に仕える家僕の牧夫の服を身にまとった “ thyr s i s”である。 3 8  the  At t enda n t  

Sp i r i t は、家僕の似姿になることで笛や歌でもって吹きすさぶ風を鎮め、木立

のざわめきを抑えることができるという。 3 9  笛や歌が用いられるのは、 t h e  

At t endan t  S pi r i t を演じるのが Eger t on 一家の音楽教師の Lawes であることを暗

に示すためである。そして、the  Lady や弟たちの家に仕える人間になることで、

鬱蒼とした森にさまよう t he  Lady と弟たちを安心させ、信頼を得られる。  

 また神話的な側面から、 the  At t endan t  S p i r i t は A Mask の語り手としての役割

を担うことから、 “Orpheus”や “ Hermes”にも類似している。 4 0  後ほど説明する

が、さらに t he  At tenda nt  Sp i r i t には t he  E l der  Bro t her と t he  S econd Bro t her に対

する教育者としての役割が備わっているという。4 1  また、従来の研究において、

the  At tenda nt  S pi r i t は、Parad ise  Los t における堕落前の Ada m と E ve に Sa ta n か

らの誘惑に気を付けるよう忠告を与える Raphae l を想起させる存在であること

も指摘されてきた。 4 2  

 羊飼いに姿を変える t he  At tenda nt  S pi r i t だが、 C omus も同様に羊飼いに変装

する。このことから、 Hea ther  D ubrow は t he  At t endan t  S pi r i t と C omus がミラー

イメージで描かれていると指摘する。 4 3  共に羊飼いに変装するものの、 Comu s

が変装する目的は、森で迷う the  La dy を見つけ誘惑するためである。では、 the  

At t endan t  S p i r i t と C omus にどのような差異があるのだろうか。Comus の変装だ

が、Comus は t he  La dy の存在に気づくと、次のようにして幻覚で人の目を騙し

変装する。  

 

                                                        
3 8  Swa i n 170 .  
3 9  後ほど、the  At t enda nt  S pi r i t が弟たちの前に現れた際、ト書きに “ The a t t enda n d  
Spi r i t  hab i ted l i ke  a  S hepher d.” (A Mask  490 前のト書き )とあり、さらにその姿を
みた t he  E lder  Br ot her が “ Thyrs is?”  (A Mask  494)  と言うことから、羊飼いに姿
を変えていることがわかる。  
4 0  Swa i n 170-01 .  S wa i n は “ Orpheus”が詩人の元型としての役割を備え、“Her mes ”
は The  Odyssey 由来の役割を担うと指摘している。  
4 1  Swa i n 170 .  
4 2  Si mons  57 .  
4 3  Hea ther  Dubr ow,  “ The  Masqui ng of  Genr e i n Comus ,”  Mil ton  S tud ie s  44  (2005) :  
70 .  また Si mons も t he  At tenda nt  S pi r i t と C omus が対照的であると指摘している。
Si mons  59 .  Ker r i ga n 25 .  
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Thus  I  hur l   

My daz l i ng S pel l s  i nt o t he  s pungy ayr,   

Of power  t o chea t  t he  eye wi t h b l ea r  i l l us i on ,  

 And gi ve i t  fa l se  pr esen t ment s ,  l es t  t he  place  

 And my q ua i nt  hab i t s  b reed a s t onis h ment ,  

 And put  t he  Da ms el  t o s us pi ci ous  f l i gh t ,  

 Which mus t  not  b e ,  for  t ha t ’s  aga i ns t  my cour se;  (A Mask  153-59)  

 

Comus は目眩ましの魔法の粉を空にふりまいて、幻覚を引き起こす。 “ to chea t  

the  eye”、 “ fa l se”とあるように、人の目を騙し、偽りの風貌であると Co mus が

自身で言っていることから、見た目だけ整えた羊飼いであることがわかる。そ

して、 Swa i n は次のように C omus と t he  At tendan t  S p i r i t を比較し、その違いを

指摘している。  

 

“ Comus  a ss umes  a  ca reful l y pa ra l le led pa s t ora l  d i s guis e  i n t he  fol l owi n g  

scene ― C omus  i s  cha racter i s t ica l l y  an  i mi ta t or ― wi th  t hi s  crucia l  

di ffer ence:  a l t hough t he At t endant  S pi r i t  i s  r ea l ly capab l e  of  va r ied for ms ,  

Comus  on l y appea r s  t o be a  shepher d t o eyes  t ha t  ha ve been chea ted an d  

b lea red by his  i l l us i ona ry a r t . . . .  he  [ the  At tenda nt  S pi r i t ]  i s  a l s o t rue poet ,  

t r ue  teacher,  bo t h muser  and M us e.  C omus  i s  the  decei ver  who i mi ta tes  t r ue  

for ms ,  t r ue  v is i on,  t r ue  a r t .” 4 4  

 

同じ羊飼いに姿を変えたとしても、 Comu s は、単なる模倣にすぎず、外見だけ

をつくろい、人の目を騙す “ decei ver”である一方で、 the  At t endan t  S pi r i t は本作

品を語る真の語り手であると指摘している。このように Mil t on は、同じものを

用いて、善と悪のイメージを似せて描きつつも、細部をよく見るとそれが偽物

なのか本物なのかを見極めさせようとしているのである。  

 母親 Circe に優る力を持つ Comus は、序論で説明したように、自身の森を通

る旅人に魔酒を勧める。旅人もまた、 Comus の森を通ると P hoeb us という太陽
                                                        
4 4  Swa i n 171 .  
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神の日差しのために、喉の渇きを覚えるため、 Comus の魔酒を飲む。すると人

間の顔が獣のようになり、淫楽に陥ってすべての友や故郷も忘れる。このこと

から、 C omus も人間を淫楽に陥らせる力を持つ、極めて肉欲的な魔神であるこ

とが明らかである。特に A Mask においては、誘惑の手段として用いられるの

が酒なのだが、本作品で救出のキーワードとなる「水」と類似するものである

といえる。この点においても、Mil t on が A Mask において善悪に類似したもの

を提示していることがわかる。また、喉渇きを誘うのが Phoeb us の日差しであ

るが、 Ciece が “ The  daughter  o f  t he  S un”  (A Mask  51)  とあるように、 Circe と

Comus の背後には、太陽の力があることが読み取れる。  

そして、 the  At tenda nt  S pi r i t が姿を消すと、 Comus とその一味が登場する。

Comus の姿は次のようにト書きで表現されている。  

 

“ Comus  en te rs  wi th  a  Charming  Rod  in  one  hand ,  h is  G lass  in  the  o the r,  wi t h  

h im  a  rou t  Mons te rs  headed  l ik e  sundry  sor ts  o f  wi lde  Beas ts ,  bu t  o the r wis e  

l ik e  Men  and  Women,  the ir  Appare l  g l i s t r ing ,  they  com in  mak ing  a  r io tou s  

and  unru ly  no ise ,  wi th  To rches  in  the ir  hands . ”  (A Mask  93 行の前のト書き )  

 

Comus の手に杯と魔力のかかった杖があることが示されている。Comus の杖は、

the  La dy 救出の鍵となるものである。同時に “a  Cha r mi ng  R od”は “ pha l l us”を象徴

するものでり、肉欲の象徴という事ができる。 4 5  その一方で、C omus の片手に

は杯があることから、Ciece の持つ “ cha r med C up”  (A Mask  51)  を想起するため、

Comus は肉欲の象徴ではあるものの、その様相は男性とも女性とも判別しがた

い、両性具有的であると指摘する研究者もいる。4 6  Mi l t on の作品において、女々

しさというのは女性を否定的にとらえる語でなく、堕落するものに使用される。

                                                        
4 5  Sha wcr oss ,  “ Two C omments ,”  Mil ton  Quar t e r ly  7 .4  (1973) :  98 .  Si mons  65 .   
4 6  Si mons は、仮面劇においてその姿が登場人物の特性を表すことを指摘するこ
とを指摘し、 C omus の姿は男性性が卓越して描かれているというよりも、両性
が 混 ざ り 合 っ た 姿 で あ る こ と を 論 じ てい る 。 Si mons  61 ,  62 ,  65-66 .  Wa tso n  
Kirkconnel l は、C omus を女性的に演じたり、女性の服装で登場しても違和感の
ない登場人物であると説明し、両性具有的であることを説明している。Watso n  
Kirkconnel l ,  Awake  the  Coun teous  Echo  (Toront o  and  B uffa l o:  U of  Toron t o P,  1973 )  
27 .  
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4 7  そして C omus は、C ot yt t o と Heca t e という女神に対する儀式を開き、信仰を

誓って力添えするよう求める。4 8  しかしながら、Co mus の儀式は完全に終える

ことない。というのも、儀式の途中で Comus は t he  La dy の存在に気付いたから

である。 Comus の口から初めて、 t he  Lady が “ Virgi n”  (A Mask  148)  であること

が観客に伝えられるのである。この後、 Comus は先述したように、目眩ましの

魔法の粉を空にふりまいて、幻覚を引き起こさせる。  

劇冒頭の A Mask の世界観は、 Comus を始めとするギリシア・ローマの世界

である。そして共に羊飼いの姿に変える the  At t endan t  S pi r i t と C o mus を登場さ

せることで、善悪の区別がつきにくい状況を観客に提示するのである。それは、

後の t he  Lady の台詞にも表れているように、鬱蒼とした森の中を歩む中で、視

覚が如何に効果を持たないかが強調されるのである。また、冒頭の the  At t endan t  

Sp i r i t の C o mus の親子関係や E ngla nd の統治についての説明は、劇の進行と共

に、作品のテーマと関連づけられるものとなる。  

 

第四節 the  Lady と C o mus の比較  

 序論でも論じたように、 the  Lady は E ger ton 家で 15 歳の長女 Ali ce が演じて

いる。 the  Lady は次のような台詞でもって登場する。当時、 15 歳というのは結

婚適齢期であり、なおかつ A Mask のテーマが結婚であるということを論ずる

研究者もいる。 4 9  そして、 the  La dy は次のような台詞でもって登場する。  

 

This  wa y t he no ise  was ,  i f  mi ne ea r  be  t rue,   

My b es t  gui de now,  me  t hought  i t  was  t he  s ound  

Of Ri ot ,  a nd i l l - ma na g’d M er r i ment ,  

Such a s  t he  j ocund Fl ut e ,  or  ga mes om Pi pe  

St i r s  up a mong t he l oose un let er ’d Hi nds ,  (A Mask  170-74)   

 

                                                        
4 7  新井，『ミルトン』 170-71．野呂，「道化としてのサタン、サルマシウスそし
てチャールズ一世―王権反駁論から『楽園の喪失』への軌跡―」 65-66 . 
4 8  Cot yt t o と Heca t e については、第三章で説明する。  
4 9  Ca ther i ne I  C ox ,“ The Garden Wit hi n :  Mi l t on’s  Ludl ow Masq ue  and t he Tra di t i on  
of  Ca nt i c le s ,”  Mil ton  S tud ie s  31  (1995) :  25 .  Mi l t on,  Comus ,  The  R ive rs ide  Mi l ton  
111 .   



53 

Comus の薄暗い森の中で、 t he  La dy は自らの耳こそが “ bes t  gui de”であると述べ

ている。この台詞は、先ほどの Comus が一旦退場する際にかけた目眩ましの魔

法の粉に関連し、目で見えるものに信用が置けないことが示されている。特に

Comus の森が “ the  b l i nd mazes  of  t h i s  ta ngl ’ d Wood” (A Mask  181)と表現されてい

ることからも、目を頼りにできないことが強調されるのである。そして、 t he  

Lady は弟たちと逸れた理由について次のように説明する。  

 

 My Br ot her s  . . .  

 . . .  r es ol vi ng here  t o lodge  

 Under  t he  s prea di ng favour  o f  t he se  Pi ne s ,  

 Step t  a s  t hey s e ’d  t o t he  nex t  Thicket  s i de  

 To br i ng me  Ber r i es ,  or  s uch cool i ng fr ui t  

 As  t he  ki nd hos pi tab le  Woods  pr ovi de.  (A Mask  182-87)  

 

the  Lady のために弟たちが喉の渇きを止めるための果実をとりに行ったためで

ある。前述の通り、 Comus の森は太陽神 P hoebus によって人間の喉の渇きを覚

えさせることから、 the  Lady も同様に喉の渇きを覚えている。当たり一面の暗

黒の中で、 the  Lady は次のものに呼びかける。  

 

O  wel com pure  ey’d Fa i t h,  whi t e- handed Hope,  

 Thou hover i ng Angel  g i r t  w i t h gol den wi ngs ,  

 And t hou unbl emis h’ t  f or m of  C has t i t y,  

 I  see  ye vis ib l y,  and now b eleeve  

 Tha t  he ,  t he  S upreme  good ,  t ’whom a l l  t hi ngs  i l l  

 Are b ut  a s  s la vis h off i cer s  o f  vengeance,  

 Woul d s end a  g l i s t r i ng G ua rd ian i f  need were  

 To keep my l i f e  and honour  unassa i l ’ d.  (A Mask  213-20)5 0  

 

                                                        
5 0  既出の引用だが、この箇所は本論において重要なものであるため、改めて引
用する。  
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前述したように、下線部 “ Fa t ih”、 “ Hope”、 “ Chas t i ty”は 1  C or.13 .13 を想起させ

るものであり、本来は “ chas t i t y”が “ cha r i ty”になる。聴覚が最上の導きと the  Lady

が 言 っ て い た に も 関 わ ら ず 、 観 客 に 聞 こ え る 単 語 は “ cha r i ty”の 発 音 に 似 た

“ chas t i t y”であり、観客自身が自分の耳を疑う効果をもたらす。5 1  t he  Lady の発

言にも曖昧な表現が登場する。自らの身を守る守護天使を “ gl i s t r ing  G ua rdia n”

と述べているが、 the  At tenda nt  S pi r i t のことを指すとも、直後に現れる Co mus

のことを示しているのか曖昧である。というのも、the  At t enda nt  S pi r i t は羊飼い

に姿を変える前 “ But  f i r s t  I  mus t  put  o ff  /  These my s k ie  r ob es  s pun out  o f  I r i s  

Wooff ,” (A Mask  82-83)と天界において、虹色の衣裳を着ていることを説明して

いる。一方 C omus はその一味はト書きにあるように “ thei r  Appa rel  gl i s t r i ng”と

表現されている。ここで、矛盾や曖昧な表現をすることで、 Comus の魔力の効

果によって、 the  Lady のみならず、観客にも混乱をきたすような工夫がされて

いると考えられる。そしてこの後、 the  La dy は弟たちを探す詩歌を歌う。  

 

 Swee t  Echo ,  s wee te s t  Nymph tha t  l iv ’s t  unseen  

   Wi th in  thy  a iry  she l l  

  By  s low M eander ’s  margen t  green , 

 And  in  the  v io le t  imbro ider ’d  va le  

  Where  the  love - lorn  Nigh t inga le  

 Nigh t ly  to  thee  he r  sad  Song  mourne th  we l l .  

 Cans t  thou  no t  te l l  me  o f  a  gen t le  Pair  

  Tha t  l ik e s t  thy  Narciss us  are?  

   O  i f  thou  have  

  H id  them in  som f lo wery  Cave ,  

   Te l l  me  bu t  where  

  Swee t  Queen  o f  Par ly,  Daughte r  o f  the  Sphear,  

  So  mais t  thou  be  t rans la ted  to  the  sk ie s ,  

 And  g ive  re sounding  grace  to  a l l  Heav ’ns  Harmonie s .  (A Mask  230-43)  

                                                        
5 1  Si mons は、“ cha r i ty”を “ chas t i t y”と置き換えることで、観客に対し、強制的に
“ chas t i t y”に注意を向けさせる効果があると指摘している。 Si mons  74 .  
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周知の通り、Echo や Narciss us はギリシア神話に登場する。t he  La dy は Narciss us

に似た自分の弟たちの居場所を Echo に尋ねているのだが、 Echo は自分からは

何も言葉をかけることはできない。そのため、 the  Lady の声はそのまま反響す

るのみであることが示されており、耳を頼りにしていた t he  La dy の行為は、単

に反響するのみになる。その代わりに、 the  Lady の歌声に惹かれたのは、むし

ろ C omus になる。つまり C omus が反響となって現れるのである。Comus は t he  

Lady の歌声を聴いて、 “ I le  s pea k t o her  /  And s he  s ha l l  be  my Queen .”  (A Mask  

264-65)と自分の妃にしようと、誘惑を試みる。ここで、 t he  Lady と C omus はそ

れぞれ頼りにしていたものが逆転する。 t he  Lady は耳を頼りにしていたが、

Comus の魔力により、 Echo の歌声も逆効果となる。むしろ t he  La dy が Echo に

呼びかけることで、反響してかえってきたのが C omus であることから、t he  Lady

と Comus はミラーイメージで描かれて言えるとも考えられる。 the  At tenda n t  

Sp i r i t と C omus が羊飼いに姿を変えるという点において、対照的であったよう

に、 the  Lady と C o mus の関係についても、同様に対照関係にある。 5 2   

一方 C omus は、目で t he  La dy を騙していたのだが、むしろ the  Lady の歌声

という耳に響くものに惹かれることになる。妻にしようと C omus が羊飼いに変

装して、 the  Lady の前に登場すると、 t he  Lady に、  

 

Ha i l  for r en wonder   

Who m cer ta in t hes e  r ough s hades  di d never  b reed  

Unl esse  t he  G oddes  t ha t  i n r ura l l  s hr i ne  

Dwel l ’s t  here  wi t h Pan ,  or  Si lvan ,  . . .”  (A Mask  265-68)   

 

とあたかも t he  Lady が女神かのようなお世辞でもって誘惑し始める。しかしな

がら the  Lady はそのような賛辞に対して “ una t t endi ng Ea r s”  (A Mask  272)  である

と答える。つまり the  La dy は、C omus との会話でもって最初に誘惑されたので

はなく、自分自身が頼りにしていない視覚でもって C omus の最初の誘惑に陥る

ことになる。また、t he  Lady は C omus との会話ですぐに C omus の言葉を信用し
                                                        
5 2  Swa i n 174 .  



56 

たわけではない。Comus が t he  Lady に話しかけて、 the  La dy が C omus の言葉を

信用するまでの二者の会話は 265 行から 321 行の 57 行に渡り、計 11 回の会話

のやりとりが行われる。Comus が t he  La dy に一人森にさまよい、弟たちとはぐ

れた理由、そして弟たちの風貌について質問するのだが、一問一答でのやりと

りになっている。Comus が t he  La dy から聞き出した話から、弟たちを見たとい

う作り話をし始め、弟たちのもとに連れて行くという偽りの親切心を示す。the  

Lady は会話のやりとりから一人では探すのは困難であると悟ると、Comus に対

し “ Shepher d I  ta ke t hy wor d,  /  And t r us t  t hy hones t  off er ’d cour te s ie ,” (A Mask  

321-22)  と言い、やっとのことで Comus を信用する。the  La dy は C omus を見て、

すぐに頼りにするのではなく、言葉を通して理解した上で、信頼を置けるもの

か判断する。  

 そして注目すべきは、Comus が t he  La dy に弟たちとはぐれた理由を尋ねると、

“ To seek i ’ t h va l l y so m cool  fr iend ly S pr i ng ,”  (A Mask  282)  と the  Lady が答える

点である。 t he  La dy は、独白時に喉の渇きを止めるためのものとして “ cool i ng  

fru i t”を求めていたにも関わらず、はっきりと水を想起させるようなものを求め

るようになっている。 the  At t endant  S pi r i t が、劇冒頭で C omus の森を通る旅人

が喉の渇きから、水と類似した C omus の魔酒を飲むと説明していたように、the  

Lady の喉の渇きも C omus の登場により増してきていることがわかる。そして

Mil t on を水が救済のキーワードとして作品に用いていたことから、 the  La dy が

泉という水を想起させるものを口に出して求めるのは、より危機に瀕している

のと同様に救済を求めていることを意図的に表していると考えられる。  

 視覚を起点として、 C omus の魔力に騙され、甘言を見抜くことができなかっ

た t he  Lady ではあるが、ここで一度 “ the  Lady”という名について一度考えてみ

たいと思う。前章でも論じたように、 the  Lady を Ca mbr i dge 大学に在籍してい

た際に “ the  Lady  of  C hr is t”と呼ばれていた Mil t on を示唆するものだと指摘して

いる研究者もいる。 5 3  また S wa i n は、C omu s と対照的な存在で、語り手でもあ

る the  At t endan t  S pi r i tが  “ t r ue  poet”と指摘していたのと同様に、5 4  the  Ladyも、

先述した Echo への呼びかけの詩を創作していたことから “ the  ro le  o f  the  poet  i n  

                                                        
5 3  Ker r igan 36 .  Mi l t on,  Comus ,  The  R ive rs ide  Mi l ton  109 .  Kel l e t  14 .  
5 4  Swa i n 171 .  
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A Mask  i s  s ha red b y t he  La dy a nd t he At t endant  S pi r i t .” 5 5  と説明している。 5 6  

Kel le t は、 E cho への呼びかけの詩歌の中に “ night i nga l e”が登場していることに

ついて、 “ ni ght i nga l e”が Mil t on の作品においては詩人を象徴する鳥であると指

摘 し て い る 。 5 7  the  At tenda nt  Sp i r i t が t he  La dy の こ と を “ O poor  ha pl e s s  

N ight inga l e” (A Mask  566)と言って嘆くことから、t he  La dy を “ ni ght i nga le”と見な

していると言える。詩歌に託して、弟たちに助けを求める t he  La dy は、詩人

Mil t on を想起させる存在であると考えられる。また、序論でも扱ったように、

A Mask の大部分は blank  ver s e の形式を採用しているのだが、作中に登場する 5

つの詩歌は、すべて脚韻を踏んでいる。 5 つの詩歌とは、 the  Lady が E cho に呼

びかける詩歌、 the  At tenda nt  S pi r i t が Sab r ina を呼び出す詩歌、 Sabr ina がそれ

に応える詩歌、 the  At t endant  S pi r i t が t he  Lady と弟たちを両親の元へと導く際

の詩歌そして無事子ども達が両親の元に辿りついた際の t he  At t endant  S pi r i t に

よる詩歌である。注目したい点として、本作品で詩歌を歌う登場人物は、作品

の語り手としての役割を担う the  At t endant  S pi r i t が 3 回、t he  La dy そして Sabr ina

がそれぞれ 1 回ずつ詩歌を歌うという点である。the  At t endan t  S pi r i t と t he  La dy

に詩人としての素質を見出すのであれば、Sabr ina にも同様の資質を見出すこと

も可能である。  

 

第五節 the  E l der  Br ot her と t he  Second Br ot her そして t he  At t endant  S pi r i t  

 従来の研究において、 t he  E l der  Bro t he r は楽観的・哲学的である一方、 t he  

Second  Bro t her は悲観的・実際家であると指摘されていた。 5 8  とりわけ、次に

挙げる台詞がそれぞれ 2 人の性質を表す。先ずは t he  S econd  Br ot he r の台詞をみ

てみよう。  

 

 Bu t  O  t ha t  ha pl es  vi rgi n our  l os t  s i s ter  

 Where ma y s he wa nder  now,  whe t her  be take her  

                                                        
5 5  Swa i n 179 .  
5 6  Si mons は、t he  Lady には、C omus との論戦の際に見せるように “ speech- ma ki n g  
ab i l i t y”があると指摘している。 Si mons  80 .  
5 7  Kel le t  7 .  
5 8  新井，『ミルトンの世界―叙事詩性の軌跡』 63 .  



58 

 From t he chi l l  dew,  a mongs t  r ude b ur r s  and  t his t le s?  

 Per haps  s om col d  bank i s  her  b ouls t er  now 

 Or  ’ga ins t  t he  r ugged ba r k of  s om broa d E l m 

 Lea ns  her  unp i l l ow’ d hea d fr a ught  wi t h sa d f ea r s .  

 Wha t  i f  i n w i l d a mazement ,  a nd a ffr i ght ,  

 Or  whi le  we s pea k wi t hi n t he  di r efu l l  gr a sp  

 Of Sava ge  hunger,  or  of  Sava ge hea t?  (A Mask  350-58)  

 

the  Second Bro ther は姉の身を心配し、猛獣、暴漢に襲われていないか不安に感

じており、人間的で悲観的であると言える。また、先ほど C omus が t he  La dy

を “ Virgi n”と言ったように、t he  E l der  Bro t her も t he  La dy を “ vi rgi n  our  l os t  s i s ter”

と呼んでいる。姉の身を案ずる弟の一方、t he  E l der  Br ot her は弟が姉の心配をす

ることに対し、事実であるかどうかわからず、杞憂に終わるかもしれないと楽

観視している。 the  E l der  Bro t her がそのように楽観的でいられるのは、 the  Lady

に次のような力があるからだと説明する。  

 

  2 .  Bro .   Wha t  h i dden s t r engt h,  

 Unl ess  t he  s t r eng t h of  H eav’ n,  i f  you mea n t ha t?  

  Eld .  Bro .  I  mea n t ha t  t oo,  b ut  yet  a  hi dden s t r engt h  

 Which i f  Hea v’ n gave i t ,  ma y b e t er m’ d her  own:  

 ’Tis  chas t i t y,  my br ot her.  cha s t i t y:  

 She t ha t  ha s  t ha t ,  i s  c la d i n compl ea t  s te el ,  

 And l i ke  a  qu i ver ’d N ymph wi t h Ar rows  keen  

 May t r ace huge F ore s ts ,  a nd unha rbour ’d Hea ths ,  

 I nfa mous  Hi l l s ,  a nd  sandy per i l ous  wi l des ,  

 Where t hr ough t he sacred r a yes  o f  C has t i t y,  

 No sava ge  f i er ce ,  Ba ndi t e ,  or  mountaneer  

 Wi l l  da re  t o s oyl  her  Virgi n pur i t y,  (A Mask  417-27)  

 

the  E l der  Br ot her は、t he  La dy には天から与えられたものではあっても、the  Lady
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自身に備わる秘めたる力、“ chas t i t y”が備わっていると説明する。そして the  La dy

に備わる “ chas t i t y”は、鎧をまとっているのと同様で、いかなる場所にいても

“ chas t i t y”の聖なる光によって、野蛮なものが処女の清浄を汚すことはない。上

記の t he  E l der  Bro t her の説明について、 N eopla t onis m の観点が含まれていると

考えられている。 5 9  さらに、 “ chas t i t y”の力を説明として、 the  E lder  Brot her は

次のように強調する。  

 

“ Som sa y no ev i l  t h i ng  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Blew mea ger  Hag,  or  s t ubb orn un la i d ghos t ,  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

No gobl i n,  or  s wa r t  Fa ë r y of  t he  mi ne,  /   

Ha th hur t ful  power  o’ r e  t rue  vi rgi n i t y.”  (A Mask  432 ,  434 ,  436-37)   

 

いかなる悪霊、亡霊なども “ t r ue  vi rgi ni t y”に危害を加える力はないと言う。そし

て、 the  E lder  Brot her は、 t he  Second Bro t her にさらに “ chas t i t y”がいかなるもの

かを説明するために、 “ the  ol d School s  o f  G reece” (A Mask  439)すなわちギリシア

哲学を用いて説明する。 6 0  自らの知識として、 the  E lder  Bro t her は “ chas t i t y”を

象徴する女神 Dian や、M i ner va を挙げて、野蛮なものに抵抗できる鎧のごとく

の “ chas t i t y”の力について説明する。 the  E lder  Brot her の言う “ chas t i t y”の力は、

天にとって “ chas t i t y”が大切なものであるからこそ、魂が純潔であれば、何千と

いう天使が罪を追い払いに駆けつける一方で、魂が色欲によって汚されれば、

神性を失うという。  

しかしながら、同じ “ chas t i t y”を使っても、the  Lady の言う “ chas t i t y”の力と t he  

E lder  Br ot her の言う “ chas t i t y”の力には、根本的な違いがある。この点について、

新井が主張しているように、 the  E lder  Bro ther の言う “ chas t i t y”は、自足固有の

                                                        
5 9  K lei n 112 .  M cGuire  127 ,  147 .  McG uir e は、さらに論を進めて t he  E l der  Bro t he r
の言葉には、“ the  Ca rol i ve l ove  cul t”  に起因する要素があると主張する。McGuir e  
148 .  
6 0  Ca rey は、 “ the  ol d s chool  o f  Greece”を “ The Greek P hi l os opher s”であると指摘
している。Mil t on,  The  Poems o f  John  Mi l ton  198 .  
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力である一方、 the  Lady の主張する “ chas t i ty”には、守護天使によって守られる

ものである。6 1  実際、the  Ladyは自分自身で Comusの誘惑を退くことはできず、

弟たちと Sabr ina の力なしには救われない。そのため、 the  E l der  Bro t her の言う  

“ chas t i t y”の力は、 the  Lady 自身が認識している力と異なる。そして、 the  E l de r  

Brot her の言う “ chas t i t y”の力が N eopla t onis m 的であると考えれば、 A Mask にお

いて、Neopla t onis m 的な “ chas t i t y”は効力をもたないことが示されている。それ

と同時に、前述の通り Henr ie t ta  Mar ia を筆頭に当時の宮廷で信奉され、仮面劇

のテーマとしても用いられていた Neopla t onis m的なものが暗に否定されている

とも考えられる。  

このように、 the  E l der  Br ot he r の知識による “ chas t i t y”の教義が説明された後

に、登場するのが羊飼いに姿を変えた the  At t endan t  S pi r i t である。既に述べた

ように、 the  At t endan t  S p i r i t は t he  Lady の弟たちの教育係としての役割を担っ

ている。特にそれは、 the  E l der  Br ot her が “ chas t i t y”について説明し終わった直

後に t he  At t endant  S p i r i t が現れることからも、the  At tenda nt  S pi r i t  は 2 人のその

考えが A Mask においては通用しないことを告げる役割を担っているといえる。

そして t he  At tenda nt  S pi r i t が “ Virgi n” (A Mask  507)  な the  La dy が弟たちと共にい

ないことに気づき、the  Lady の危機的な状態について説明する。ここでも先ず、

the  At t endan t  S p i r i t は C omus とその親子関係と Circe の力に優る C omus の力に

つ い て 、 そ し て 今 ま で起 き た 一 連 の 流れ に つ い て 説 明 す る 。そ の 中 で the  

At t endan t  S pi r i t の耳に聞こえてきた t he  Lady の E cho への呼びかけの歌声を聴

いて、 the  La dy を “ O poor  hap less  N i ght i nga le” (A Mask  566)であると言う。

“ night i nga l e”は、先ほどの t he  La dy の E cho への詩歌にも登場する鳥である。前

章でも確認した通り、“ night i nga l e”は “ chas t i t y”を表す鳥であるため、6 2  the  La d y

が “ chas t i t y”を象徴するものであることが殊更に強調されていると言える。  

 また、 the  E l der  Br ot he r が武力でもって C omus を退治し、 t he  Lady を救出し

に行こうとする際にも、 the  At tenda nt  S pi r i t が、弟たちが携えている剣では、

Comus に太刀打ちできないと言うように、t he  At t endan t  S pi r i t は忠告を与える。

そこで、 the  Lady の弟たちに助言を与える役割を担う t he  At tenda nt  S pi r i t が与

                                                        
6 1  Ara i ,  “ Mil ton i n Comus”  26 .  
6 2  Li evsay 36-45 .  
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えたものが薬草 “ haemony”である。 “ haemo ny”について次のように t he  At t endan t  

Sp i r i t は説明する。  

 

 The lea f  was  da rki s h,  and ha d pr ick les  on i t ,  

 But  i n ano t her  C ount r ey,  a s  he  [ s hepher d]  sa i d,  

 Bor e  a  b r ight  go l den f l owre,  b ut  no t  i n t h i s  s oyl :  

 Unknown,  a nd l i ke  es t eem’ d,  a nd t he  du l l  s wayn  

 Tr eads  on i t  da i l y wi t h h is  c l outed s hoon ,  

 And ye t  mor e med’ ci na l  i s  i t  t hen t ha t  Moly  

Tha t  Hermes  once t o wis e  Ulysse s  ga ve;  

 He ca l l ’ d i t  Haemony ,  and ga ve i t  me ,   

And bad me  keep i t  a s  o f  s ovra n use  

’Gains t  a l l  i nchant ments ,  mi l dew b la s t ,  or  damp  

Or  ga s t l y fur i es  a ppa r i t i on;  (A Mask  631-41)  

 

“ haemony”は、 the  At tenda nt  S p i r i t がある羊飼いからもらった薬草で、特に注目

したい点として、かつて Her mes が Ul ysse s に与えた “ mol y”よりも強力であると

いう点である。 The  Ox ford  Engl i sh  Dic t ion ary によれば、 “ mol y”  を次のように

定義している。 “ 1 .  Myt hol .  A fab ul ous  herb  ha vi ng a  whi t e  f l ower  a nd a  b lack  roo t ,  

endowed wi t h  ma gi c  pr oper t ies ,  and  sa id  b y Homer  t o have b een  gi ven  b y Her mes  t o  

Odyss eus  a s  a  cha r m aga i ns t  t he  s orcer ie s  o f  C i r ce .  The  H omer i c  mol y  i s  b y s ome  

moder n wr i ter s  i dent i f i ed wi t h t he  ma ndrake,  bu t  Theophra s tus  a nd Dios cor i des  

appl y t he  na me  t o s ome  s pec ies  of  ga r l ic  ( Al l ium) .” 6 3  “ mol y”は、 Circe の魔力を解

くための薬草であることが指摘されている。本作品で二度 C omus とその親子関

係と魔力について説明されているように、 Comus は母親 Circe よりも魔力があ

る。その点から考えると、 Comus に対しては Circe に対抗できる “ mol y”よりも

強力な薬草でもって対抗する必要がある。Ker r iga n は、“ haemony”が “ an excel l en t  

emble m for  t he  ps ychic  r ever sa l  t ha t  cr ea tes  a  gol den i dea l  out  o f  s ome t h ing  deni ed. ”

                                                        
6 3  “ mol y” ,  The  Ox ford  Engl i sh  Dic t ionary ,  2nd.  ed.  CD-ROM (Oxfor d:  Oxfor d U P,  
2009)  
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と 指 摘 し 、 本 作 品 の 物 語 を 展 開 さ せ る 重 要 な 装 置 で あ る と 言 え る 。 6 4  t h e  

At t endan t  S pi r i t は、 “ haemony”を弟たちに渡すのみならず、さらに t he  La dy を

救出するために次のような忠告を与える。  

 

Where i f  he  be,  wi t h daunt les s  ha rdi hood,   

And brandis h’ t  b lade r us h on hi m,  b r eak hi s  gla ss ,  

And s hed t he  l usc ious  l iq uor  on t he  ground,   

But  se ize  his  wand, . . .”  (A Mask  650-53)   

 

弟たちは、 Co mus の魔殿を襲撃した時、 C omus の酒杯を割り、杯の酒を地に流

し、さらに C omus の杖を奪わなければならない。しかしながら、結局のところ、

弟たちは杯を割ることには成功するものの、杖を奪うことはできない。この 3

人が登場する場面で特に注目すべきは “ chas t i t y”の扱いである。t he  E l der  Br ot her

の言う “ chas t i t y”と t he  La dy の言う “ chas t i t y”の相違を明らかにし、 the  E l de r  

Brot her の主張する Neopla t oni s m 的 “ chas t i ty”を暗に否定する効果があると言え

る。  

 

第六節 the  Lady と C o mus の論争  

 the  La dy の弟たちが C omus の館に向かうことになると、次のようなト書きで

場面は C omus の館になる。 t he  Lady は C omus の “ incha nted C ha i r”に座ったがた

めに、立ち上がろうとするが、身動きがとれなくなる。ここから、 the  Lady と

Comus の論争が始まる。ここで主に論じられるのは、 “ t emperance”についてで

あるが、自然と人間を親子関係にたとえて論争する。 C omus の言い分は次の通

りである。  

 

. . .  in  her  own l oyns   

She hut ch’d  t h’a l l -wors hi pt  or e ,  and preci ous  gems  

To s t ore  her  ch i l dren wi t h ;  i f  a l l  t he  wor l d  

Shoul d i n a  pet  o f  t empera nce feed on P u lse ,  
                                                        
6 4  Ker r igan 47 .  
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Dr ink t he  c l ea r  s t r ea m,  and not h i ng wea r  but  Freize ,  

Th’a l l -g i ver  woul d be un t hank’ t ,  woul d b e unpra is ’d,  

Not  ha l f  hi s  r i ches  known,  a nd yet  des pis ’ d,  

And we s houl d ser ve h i m a s  a  gr udgi ng mas t er,  

As  a  penur i ous  ni gga r d of  h is  wea l t h,  

And l i ve  l i ke  Na tur es  ba s ta rds ,  no t  her  s ons ,  

Who woul d b e q ui te  s urcha rg’ d wi t h her  own we i ght ,  

And s t r ang l ’d wi t h her  was te  fer t i l i t y ;  (A Mask  718-29)  

 

Comus  は母なる「自然」が、その子である「人間」に豊かさを与えるため、も

し世界中のものが、「節制」した生活をするのであれば、万物を与える神は感謝

も賞賛もされないという。その結果、「人間」は「自然」の私生児のように暮ら

し、「自然」は自分の生み出した有り余る産物で息がつまると主張する。一方で、

the  Lady は “ t emperance”を使って次のように反論する。  

 

Impos t er  do  not  cha rge mos t  i nnocen t  na tur e ,  

As  i f  s he woul d her  ch i l dren s houl d be r i ot ous   

Wi th her  abunda nce,  s he good ca ter ess   

Means  her  provi s i on one l y t o t he  good  

Tha t  l i ve  accor di ng t o her  s ob er  laws ,  

And hol y di c ta te  o f  s pa re  Te mperance :  

I f  ever y j us t  ma n t ha t  now pi nes  wi t h wa nt  

Had bu t  a  modera te  and b es eemi ng  s ha re  

Of t ha t  which l ewdl y- pa mper ’d Lux ury  

Now hea ps  upon s om few wi t h va s t  excess ,  

Na tures  ful l  b l ess i ngs  woul d be wel l - dis penc ’ t  

I n uns uper f l uous  eeven propot i on,  

And s he no whi t  encomber ’d  wi t h her  s tone,  

And t hen t he  g i ver  woul d be  bet ter  t ha nk’ t ,  ( A Mask  762-75)  
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the La dy は、「自然」が供給するのは、「節制」の命じるものに従う善人である

という。そして、ごく一部のものだけに過剰に与えているものを、過不足なく

均等に割り当てれば、「自然」の豊富な賜物は、過剰にならず、平等に分配され、

神への賛美も適正になされると言って反論する。二人の論争において、Mi l t on

は、 the  Lady の言葉を通して、母「自然」と子「人間」という親子関係を用い

て、「自然」の産物を、 “ t emperance”  を備えた人間に均等に与えるべきである

と説明している。また、 “ t emperance”という語は、Mi l t on の神学体系を綴った

とされる Chris t ian  Doc tr ine において、 “ Under  t empera nce a r e  comprehende d  

sobr i e t y a nd chas t i t y,  modes t y,  and  decency. ”  (CD  2 .9 .  XVI I:  213) 6 5  と定義づけて

いるように、 “ t emperance”と “ chas t i t y”は関連のある語であると考えらえる。こ

の点についての詳細な分析は、後に論ずることにするが、 the  Lady と C omus の

論争において、“ chas t i t y”を想起させるような “ t emperance”をキーワードとして、

自然と人間という親子関係について論じられていると言える。  

 また、 the  Lady が C omus の主張に見られる過剰な食欲のことを “ swinis h  

gl u t t ony”  (A Mask  776)  と言って非難し、神を冒涜することになると反論する。

Flanna gan は C omus が 表 象 す る も の は  “ t emperance”  と は 相 反 す る  

“ Licent i ous ness ,  G l u t t ony,  Ex ces s”であると述べている。 6 6  “ gl ut t ony”を OED で

引くと、“ The  vice  of  ex cess i ve  ea t i ng.  (One of  t he  seven deadl y  s i ns . )  A ls o r a r el y  a n  

ins tance  of  t hi s .”と定義づけられ、暴食が堕落行為であることがわかる。6 7  K lei n

もまた、中世の作家が、酩酊状態が罪に含め、さらに七つの大罪の一つである

暴 食 が 同 様 の 罪 の 一 つ 色 欲 と 関 連 づ け て い た と 指 摘 し て い る こ と か ら 、

“ glut t ony”は t he  La dy の言うように神を冒涜する行為になる。6 8  また、先の OE D

の定義が用いられている作品の一つに、 Paradise  Regain ’d の第四巻の 114 行目

“ Thir  sumpt uous  g l ut t oni es  and gorgeous  fea s ts”が 引 用 さ れ て いる 。 Paradise  

Regain ’d の一節は、Chr is t が Sa tan からの誘惑を受ける中で、 Sa tan の語る贅を

                                                        
6 5  Chris t ian  Doc tr ine  は次のものから引用した。Chris t ian  Doc tr ine ,  The  Works  o f  
John  Mi l ton ,  ed.  Frank Al l en Pa t ter s on,  Vol .  XVI I ,  ( 1934;  New Yor k:  C ol umb ia  UP,  
1993;  Tokyo:  Hon- no-To mos ha )   
6 6  Mi l t on,  Comus ,  The  R ive rs ide  Mi l ton  113 .  
6 7  “ glut t ony,”  The  Ox ford  Engl i sh  Dic t ionary .  2nd.  ed.  CD-ROM (Oxford :  Ox for d  
UP,  2009)  
6 8  K lei n 93 .  
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尽くした祝宴の貪欲ぶりを批判している箇所である。さらに同様の定義を擬人

化したものとして、 OED には A Mask の先の t he  Lady の 77 6 行から 77 9 行の台

詞 “ Swinis h  gl ut t ony Ne ' er  l ooks  t o  Hea v' n a mi ds t  h i s  gorgeous  f ea s t ,  B ut‥ Cra mms ,  

and b la sphemes  his  fe eder.”が引用されている。Mil t on は、 A Mask のみならず、

後の作品 Parad ise  Regain ’d においても、暴飲暴食を罪として見なし、主人公の

論敵 C omus と Sa ta n に表象させていたと考えられる。それと同時に、主人公た

る the  La dy と C hr is t が論敵 C omus と Sa ta n による饗宴における誘惑で “ gl ut t ony”

を批判するという共通点もあることから、 the  La dy が C hr is t の原型、そして

Comus が Sa tan の原型となっているとも考えられる。 6 9  Si mons は、 A Mask が

Paradise  Regain ’d  を多分に予表する作品であると位置づけ、特に the  La dy の

Comus による誘惑の場面は、 Parad ise  Regain ’d における Sa tan による荒野での

誘惑の前兆であると論じている。 7 0  加えて、 Si mons は、 C omus が誘惑と抑圧

を表す表象であり、特に Paradi se  Los t と Paradise  Reg ian ’d の Sa ta n の原型をな

すものであると指摘している。 7 1  そして、Comus の誘惑に立ち向かう t he  La d y

の姿は、 Paradise  Los t、 Paradise  Regain ’d、 Samson  Agonis te s の登場人物にも繋

がると考えられている。 7 2  

 Comus の誘惑に立ち向かうために、t he  Lady は “ the  S un-c lad  power  of  C has t i t y”  

(A Mask  782)  という句を使って Comus に反駁する。この句に関しては、既に説

明したように、 “ sun”が “ son”すなわち Chr is t や神を表しているために、 Chr is t

や神の力によって包まれた “ chas t i t y”の力と解する。7 3  また、この場面であえて

“ sun”の力に守られた “ chas t i t y”の教義が登場することについて考えてみたい。

今まで論じてきた中で、本作品に太陽に関連した記述が多く登場している。例

えば Circe については、先述したように “ The da ught er  o f  t he  S un” (A Mask  51)で

あると説明されている。また、 C o mus の森で喉渇きを誘うのが太陽神 P hœb us

の日差しであることから、 Circe と C omu s の背後には、太陽の力があると考え

られる。また、 the  La dy と C omus が対照関係にあることから、 Comus、 Circe

                                                        
6 9  H i l l は、Co mus が Paradise  Los t の Sa tan を想起させると指摘している。Hil l  46 .  
7 0  Si mons  74 .  
7 1  Si mons  54-55 .  
7 2  Si mons  54 .  Si mons は上記の三作品の登場人物に加えて、 Mil ton 作の The  
His tory  o f  Br i ta i n における Br i ta ins といった国民も含めている。  
7 3  Ara i ,  “ Mil ton i n Comus”  28 .  
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に抵抗するものとして、同じ太陽を想起させるような “ sun”を用いて反駁してい

ると考えられる。 the  Lady が “ the  S un-cla d  power  of  C has t i t y”を用いて反駁した

後、Comusは冷や汗をかく。そして論争という意味においては、Comusは t he  Lady

に反論できず、“ I  mus t  di ss embl e,  /  And t r y  her  ye t  more  s t r ongl y.”  (A Mask  805-06)  

と言い、強引に誘惑しようとする。この点から、 the  Lady の言う “ sun”の力は、

Circe はもちろんのこと、C omus の背後にある P hœb us の力にも勝るものである

と考えられる。しかしながら、 C o mus の暴力的な誘惑を退くという意味では、

“ the  S un-c lad power  of  C has t i t y”が完全な解決策となるわけではない。なおかつ

直接的に Comus の魔力自体を取り除くという効果もない。それゆえ Comus の

魔力を取り除くために Sabr ina が必要となる。また t he  Lady は C o mus には次の

ような力がないと言う。  

 

 Thou has t  nor  Ea re ,  nor  S oul  t o a pprehend  

 The s ub l i me  not i on,  a nd hi gh mys ter y  

 Tha t  mus t  b e  ut t er ’d t o unfol d t he  sa ge  

 And ser i ous  doct r i ne  of  Virgi n i t y,  (A Mask  784-87)  

 

Comus には、崇高な観念や高遠な秘儀を理解する耳も魂も持ち合わせていない

と言う。特に注目したいのが、聴覚が再び強調されているということである。

Comus は、確かに視覚でもって t he  La dy を誘惑するものの、自身は the  La dy の

歌声の “ somt hi ng ho l y”  (A Mask  246)によって引き付けられる。しかしながら、

Comus はそれがどのようなものなのか “ somt h i ng”という言葉が表しているよう

に、完全に理解できていない。加えて Comus は “ vi rgi ni t y”という語を使用する

が、“ chas t i t y”という語は使用しない。“ chas t i t y”の持つ力を理解できないからで

ある。それゆえ、Comus は t he  La dy の言うことに完全な理解はできないものの、

背後にある力に恐れおののくのである。それと同時に、A Mask においては、視

覚以上に聴覚が重要であることが、改めて t he  La dy の台詞で強調される。 t he  

Lady が舞台に登場した際、その信念に揺らぎがあるように見えるが、Comus と

論争している t he  La dy は、“ chas t i t y”の力を信じる、揺らぎのない姿となり、成

長が見られるのである。  
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また、 the  E l der  Br ot he r が説明していた “ chas t i t y”は、太陽よりも月を思わせ

るギリシア・ローマ神話の女神の持つ力であった。しかしながら、 the  Lady の

いう “ chas t i ty”とは異なる力であったことは説明した通りである。そのため、二

者の主張する力に違いを出すために、 the  Lady の “ chas t i t y”には Sabr ina に象徴

されるような女神の要素と太陽の力が込められていると考えられる。  

 

第七節 the  Lady の弟たちの襲撃、 Sabr ina による救出、終幕  

 弟 たち の 失策 に よっ て、 Comus の 魔 力 を 解く 手 段を 失 う。 その 時 に the  

At t endan t  S pi r i t が現れ、別の打開策を考える。その方法として、 the  At tenda n t  

Sp i r i t は Sever n川の仙女 Sabr ina を呼び出すことを提案する。Sabr ina について、

本論は特に取り上げることから、ここで Mil t on 以前の作家が Sabr i na をどのよ

うに描いているのかを一度検証してみたい。  

Sabr ina は Mi l t on 独自の登場人物ではない。 Sabr ina または Sabr i na に関連す

る 内 容 が 執 筆 さ れ た 作 品 と し て 、 英 国 の 聖 職 者 で 年 代 記 編 者 Geoffr ey of  

Monmout h( c .1100-54)の His tor ia  Regum Br i t ann iae  ( c .1135-39)、Engla nd の年代記

作者 Rob er t  o f  G l ouces ter ( f l .  1260-1300)の Rober t  o f  G louces te r ’s  Chron ic le 7 4、J ohn  

Ha rdyng(1378-?1465)の The  Chronic le  o f  John  Hardy ing  ( 1436)、J ohn  Hi ggi ns らに

よって編纂された The  Mirror  for  Magis tra t e s、Edmund S pens er  ( c .1552-99)作 Th e  

Faer ie  Queene  (1590-1609)、Wil l iam Warner ( ?1558-1609)の Alb ion  England (1612)、

Michael  Drayt on (1563-1631)の Polyo lb ion  ( 1612-22)が挙げられる。 7 5  そして

George Wit her  (1588-1667)の Epi tha lamium  ( 1612)  は、 A Mask における Sabr ina

の髪の描写に影響を与えていると Cather i ne I  Cox が指摘している。7 6  このこと

から、Sabr ina にまつわる話は、長きに渡って語られてきた話であることがわか

り、England の人々にとって馴染みのある話であると考えられる。以下、A Mask

と関連のある箇所、主に Sabr ina の親 Locr ine と Est r i l d、そして G uendolen との

                                                        
7 4  執筆時期は不明だが、 1270 年までの年代記となっている。  
7 5  Woodhous e と B us h は、R ober t  of  G l ouces t e r と Wit he r は除いているが、Sabr ina
が登場する作品として同様の作品を挙げている。さらに、Woodhous e と Bus h
は、Locr ine  ( 1595)と Gile s  F le tcher ( c .1585-1623)の De Li te r i s  An t iquae  Br i tann iae  
( 1633)においても Sabr ina にまつわる話が登場すると指摘する。Woodhouse a n d  
Bus h 957-58 .  
7 6  Cox  37 .  
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関係と、Sabr ina の死の場面について上記の作家の作品を引用しつつ、確認して

いきたい。  

E .M.W.Ti l l ya rd と P hyl l i s  B.  Ti l l ya rd は、Sab r ina が描かれたものとして S pens er

作 The  Faer ie  Queene と Geoffr ey of  Monmo ut h の His tor ia  Regum Br i tann iae を挙

げている。 7 7  次の引用は、 Hi s tor ia  Regum Br i tann iae における Sabr i na の父

Locr i ne と母 Est r i l d の関係についてである。  

 

And he a ls o  t ook t hree  young women fa i r  o f  for m a nd face,  and  one  of  t he m 

was  daught er  t o t he  k i ng of  ss er ma nia  whom hynnyr  ha d ca r r ied off  f r om 

there  wi t h t wo ot her  da mse ls  when he pl undered t he  count r y.  And her  na me  

was  ess yl l t ,  and her  f le s h was  fa i r er  t ha n whi tes t  s now,  or  t he  l i l y,  or  t he  

tus k  of  t he  s ea -beas t  [wa l r us] .  And  when l oc r inys  saw her,  he  was  i n f la me d  

wi t h l ove of  her,  and t ook t he ma i d t o his  b ed ,  even a s  hi s  ma r r ied wi fe .  An d  

when kor i neys  l ea rned i t ,  he  was  grea t l y i ncens ed because l ocr i nys  ha d  

pr omis ed t o ta ke h is  daughter  t o wi fe . 7 8  

 

Locr i ne は、戦に勝った後に三人の女性を手に入れたのだが、その中でも特に白

く、百合を思わせるような肌をした Est r i ld を寵愛した。しかしながら、C or i neus

はそれを知ると、 Locr i ne と C or i neus の娘 Guendol en が結婚する約束を既に交

わしていたため、激昂した。次に続く引用は、その後の Locr i ne、 Est r i l d、

Guendol en の関係についてである。  

 

And when t hey had paci f i ed t he m,  t hey compe l l ed l ocr i nys  t o ta ke t h e  

da ughter  o f  kor i neys  t o  wife .  B ut  no twi t hs ta ndi ng,  he  di d  not  a dj ure  his  l ove  

for  ess y l l t ,  b u t  ma de for  her  i n  l l ynda i n a  ca ve under  gr ound and  ordered hi s  

nea res t  f r i ends  t o wa rd her. . . .  But  a f ter  Kor ineys  d ied,  l ocr i neys  le f t  

                                                        
7 7  Mi l t on,  Comus ,  Comus  and  some  shor te r  po ems  o f  Mi l ton ,  eds .  E .  M.  W.  Ti l l ya r d  
and P hyl l i s  B.  Ti l l ya rd (London:  Ha r rap & Co.  Lt d,  1977)  186 .  
7 8  Geoffr ey of  M onmout h,  The  His tor ia  Regum Br i tann ia  o f  Geof f rey  o f  Monmouth ,  
eds .  Act on Gr iscom,  M .A.  a nd R ob er t  E l l i s  J ones ,  S . T.D .  (London,  N ew Yor k,  
Toron t o:  Longmans ,  Green a nd C o. ,  1929)  25 4-55 . なお、原文はラテン語であっ
たが、この箇所では英語訳を用いた。  
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gwenddola v h is  da ught er,  a nd  publ i c l y  t ook e s ty l l t  i nt o  t he  q ueen’s  bed.  An d  

then gwennddola v gr i eved,  a nd went  t o ker n iw,  a nd r a l l i ed a l l  t he  Yout h of  

the  pr ovi nce t o her,  and b egan  t o ma ke  wa r  on  l ocr iny s . . . .  And s he  

[gwennddola v]  or dered b ot h ess yl l t  and her  da ughter  ha fr en t o be ta ken a n d  

dr owned i n t he  r i ver, . . .  7 9  

 

Locr i ne は G uendolen と結婚したものの、 Est r i ld への恋心を忘れられなかった。

Cor i neus の死後、 Locr i ne は妻 G uendolen を捨て、 Est r i l d を妃として迎えた。

Est r i l dを “ the  q ueen’s  bed”に迎い入れたという表現は、後に S pens er の The  Faer i e  

Queene において強調される Locr ine と Es t r i l d の不倫関係を思わせる。結果、

Guendol en の怒りを買い、G uendolen は Locr ine を殺し、Est r i l d とその娘 Hafren

を川に投げ込み溺死するよう命じた。ブリテン語で Hafren というのが、ラテン

語名で Sabr ina である。8 0  Es t r i l d と Sabr ina を川に投げ込んだ Guendolen は、次

のようにして川の名前を Sever n 川と名付ける。なお、次の箇所は英語訳では

Hafren と Sabr ina の説明がなかったため、原文のラテン語を引用する。  

 

I nbet  eni m es t r i l da m & fi l ia m ei us  habren in f l uui o pr eci p i ta r i  qu i  nunc  

sabr ina  d ic t ur  f ec i tq ue  edi ct um per  t o ta m br i t tannia m u t  f l umen  nomi ne  

puel lӕ  unca ret ur.  Vol eba t  e t eni m honor em eter ni ta t i s  i l l i  i mpender e  q ui a  

mar i t us  s uus  ea m genera ut .  Vnde  con t i gi t  q uod usq ue nunc appel la tum es t  

f l umen br i t tann ica  l i ngua  habren q uod per  cor upt i onem nomi nis  a l ia  l i ngua  

sabr ina  uoca t ur. 8 1  

 

Guendol en は、Hafr en が Locr i ne の血を引いているために、永遠の名誉を授ける

ために、Hafren が命を落とした川の名を H afren 川と呼ぶように命じ、今ではそ

の名前が転訛して Sabr ina 川となったという。 Geoffr ey of  M onmout h の His tor i a  

                                                        
7 9  Geoffr ey of  M onmout h 255-56 .   
8 0  ジェブリー・オヴ・モンマス，『ブリタニア列王史』，瀬谷幸男訳  (東京：南
雲堂， 2007)  62．  
8 1  Geoffr ey of  M onmout h,  256-57 .  なお、引用の説明については英語訳と瀬谷幸
男訳の『ブリタニア列王史』を参照した。  
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Regum Br i tann iae によれば、 Guendol en は確かに Hafren を死に追いやってはい

るものの、単なる残酷な死で終わらせず、Locr i ne という王の血が流れているか

らこそ、 Sabr ina に弔いの意を表していると考えられる。  

 Rob er t  of  G l ouces ter の Rober t  o f  G louces te r ’s  Chronic le は韻文で書かれた年代

記であり、 Sabr ina の名は Auer ne として登場するが、 Geoffr ey of  M onmout h の

His tor ia  Regum Br i tann iae を踏襲する形で Sabr ina とその親子関係、 G uendol en

との関係、また S ever n 川の名前の由来について記述されている。8 2  また、Est r i l d

と Sabr ina は共に後の Sever n 川となる川で溺死させたという点も His tor ia  

Regum Br i tann iae と同様である。なお、Sanr i na の母 As tr i l de を妃とするものの、

“ bedsus ter” (Rober t  o f  G louces te r ’s  Chronic le  27)や “ hi r e  lorde ’s  concubi ne” (Rober t  

o f  G louces te r ’s  Chronic le  27)といった言葉で表現されている。 8 3  

 韻文で書かれた Hardyng の The  Ch ronic le  o f  John  Hardy in g においても、Sabr ina

は Safrenという名で登場する。Est r i l dと Sa br ina が共に溺死をするという点も、

His tor ia  Regum Br i tann iae、 Rober t  o f  G louces te r ’s  Chronic le の記述と大きく異な

る点はない。また Est r i l d は妃となるものの、妃になるまでの立場が “ as  his  l oue  

and le ma n” (The  Chronic le  o f  John  Hardy ing  46) 8 4  つまり恋人と表現されている。 

そして The  Mirror  for  Magis tra te s だが、この作品について簡潔に説明したい。

The  Mirror  for  Magis tra te s は多くの編纂者によって韻文で綴られた歴史上の悲

劇をまとめたものである。後に説明するが、Sabr ina を女神として描いた Drayt on

も、Lord  Cr omwel l について執筆している。 8 5編纂者の中の一人 J ohn  Hi ggi ns に

よって執筆された Locr i ne、 Est r i l d、 Sabr i na は、 King Locr i ne、 Q ueen Es t r i l d、

Lady Sabr ina として、それぞれが自叙伝的に自身の悲劇について語っている。

Woodhous e と B us h も指摘しているように、La dy Sabr ina は子どもで、自分自身

の  “ innocence” (The  Mirror  for  Magis tra te s  8 1)を強調している。 8 6  また注目すべ

き点として、これまでの作家が Guendolen が Sabr ina の継母と表現していなか

                                                        
8 2  詳しくは、 Rob er t  of  G l ouces ter,  Rober t  o f  G louces te r ’s  Chronic le .  2  vo ls .  E d .  
Thoma s  Hea rne (Oxford :  Ba gs t er,  1724)  25-27 .を参照されたい。  
8 3  数字は頁数を指す。  
8 4  数字は頁数を指す。  
8 5  J oseph Has lewood,  e t  a l ,  The  Mirror  for  Magis tra te s ,  ( London:  Lacki ngt on,  Al l e n ,  
and C o.  F i nsb ury  Sq ua re ,  1815)  xxx-xxxi .  
8 6  Woodhous e and B us h 958 .  なお、括弧内の数字は頁数を指す。  
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ったのに対し、 The  Mirror  for  Magis tra te s  において Guendolen は Sabr ina の

“ s tepda me” (The  Mir ror  for  Magis tra te s  78)となっている。この点は A Mask にお

いても Guendolen を “ s tepda m” (A Mask  830)と表現していることと共通する。 8 7  

また、 Locr i ne と Est r i l d の関係を “ adul t er i ne” (The  Mirror  for  Magis t ra te s  85)と表

現しており、後の S pens er の描く Sabr ina の話に繋がると考えられる。  

Spens er は、既に論じた作家以上に Mil t on と特に関連のある作家である。

Mil t on は、 A reopagi t ica  ( 1644)において、 Spens er のことを「スコトゥスやアク

イナス以上の教師」と呼んでいた。8 8  加えて多くの批評家が、Mil ton の A Mas k

と Spenser の The  Faer ie  Queene との関連性について論じていることから、Mil t on

が S penser の The  Faer ie  Queene における Sabr ina の描写から、多分に影響を受

けていることに疑問の余地はない。 8 9  それでは Spens er の描く Sabr ina にまつ

わる話を見ていきたい。  

 

 The k i ng r e t ur ned pr oud of  vi c t or ie ,  

And i ns ol ent  wox  t hr ough vnwonted ea se ,  

Tha t  s hor t l y he forgot  t he  ieopa rd ie ,  

Which i n his  la nd he la te l y d i d appease,  

And f el l  t o va i ne vol up t uous  dis ea se:  

He l ou’d fa i r e  Lad ie  Es tr i ld ,  l ewdl y l ou’ d,  

Whose want on plea s ures  hi m t oo much  di d p l ea se ,  

Tha t  q ui t e  ha r t  f r om Guendolene  r enou’d,  

From Guendolene  hi s  wi fe ,  t hough a lwa i es  fa i t hful l  prou’ d.   

(FQ  2 .10 .17 .  1 -19) 9 0  

 

Locr i ne は自身の肉欲によって、 Est r i l d と交わった結果、正妻であり、貞節を
                                                        
8 7  Woodhous e and B us h 958 .  
8 8  新井，『ミルトンの世界―叙事詩性の軌跡』 35， 90， 248．  
8 9  Woodhous e,  “ The Argu ment  o f  Mi l t on’s  Comus”  55 .  Wi l l ia m Ha l ler,  “ Hai l  
Wedded Love,”  A Journal  o f  Engl i sh  L i te rary  His tory .  13  (1946) :  87 .  Woodhouse  a nd  
Bus h 764 .  
9 0  The  Faer ie  Quuene からの引用は Edmund S pens er,  The  Faer ie  Queene ,  eds .  
Thoma s  P.  Roche,  J r  and C.  Pa t r ick O ’Donne l l ,  J r  (London:  P engui n,  1987)  を用い
る。  
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守り続けた Guendolen の怒りを引き起こさせることとなる。 His tor ia  Regum  

Br i tann iae との違いは、Locr i ne と Est r i l d との交わりを淫らなものとしており、

さらに Guendol en の Locr i ne に対する忠実性さらに言えば貞節が強調されてい

る点である。というのも、 Sabr ina の話が含まれている The  Faer ie  Queene の第

二巻のタイトルは、 “ The second B ooke of  the  Faer ie  Q veene.  C ontayn i ng The  

Legend of  Si r  G vyon.  or  Of  Tempera nce”であり、 Er ik Gray が指摘しているよう

に、第二巻のテーマが “ t emperance”だからである。9 1  “ t emperance”を主題として

いる点は、前述の通り A Mask においても同様であるため、The  Faer ie  Queene  と

A Mask が 関 連 あ る も の と し て 研 究 さ れ る 所 以 で あ る と 言 え る 。 そ し て 、

Guendol en の怒りの矛先は、次のようにして Sabr ina と Est r i l d に向ける。  

 

Als  hi s  fa i r e  Lema n,  f l y i ng t hr ough a  b rooke ,  

 She ouerhent ,  nought  moued wi t h her  pi t eous  looke.  (FQ  2 .10 .18 .  8 -9)  

 

But  b ot h her  s e l fe  a nd eke her  da ught er  dea re ,  

Begot t en b y her  ki ng l y Pa ra moure,  

The fa i r e  Sabr ina  a l mos t  dead wi t h f ea re ,  

She t here  a t ta ched,  fa r r e  fro m a l l  s uccoure;  

The one s he s l ew i n t ha t  i mpa t i ent  s t oure ,  

But  t he  sad vi rg i n i nnocent  o f  a l l ,  

Adowne t he ro l l i ng r i uer  s he d i d poure ,  

Which of  her  na me now Sauerne men  do ca l l :  

Such was  t he  end,  t ha t  t o d is r l oya l l  l oue s i s  f a l l .  (FQ  2 .10 .19 .1-9)  

 

今まで論じてきた作家の描いた Sabr ina の死の場面は、母 Est r i ld と共に川に投

げられて命を落とすというものであった。しかしながら、 The  Faer ie  Queene に

おいて Est r i l d と Sabr i na は別々の方法で殺されている。Est r i l d は川を渡ろうと

                                                        
9 1  Edmund S penser,  The  Faer ie  Queene ,  ed .  Er ik Gray ( India napol i s :  Hacket t  
Pub l i s hi ng  C ompa ny,  Inc. .  2006)  x i .  なお、第二巻のタイトルは、 Pengui n 版の表
記にならった。  
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して捕まり、その場で殺されたが、Sabr ina は一人で川に投げ込まれ、命を落と

す。そして、 Sabr ina が投げ込まれたことによって、川の名が Severn 川になる

点は今までの作家と同様である。しかしながら、吉田幸子が夫婦愛こそ至上の

愛であるべきと考える Spens er にとって Sabr ina は救済の対象ではなかったと述

べていることからも、Spenser の描く Sabr i na には、不義の愛の結末によるもの

であることが強調される。 9 2  

 Spens er の後に創作された Warner の Alb i ons  England は、S penser の描く Sabr i na

の死よりもむしろ、それ以前の作家が描いてきたように、 Est r i ld と Sabr ina を

共に川に投げ込んで命を落とすとしている。 9 3  

 そして上記の作品に加えて J ohn  Leona rd は、 Drayt on の Po lyo lb ion に Sabr i na

が登場し、Sabr ina が女神となって Ner eus に付き添っていると説明している。9 4  

McGuire  もまた、Sabr ina と聞けば、A Mask の聴衆の脳裏に Spenser と Drayton の

描く Sabr ina を想起した可能性があると指摘している。 9 5  さらに Drayt on の描

いた Sabr ina からの影響について、 F lanna gan は、 S pencer、Wil l ia m S ha kes pea re  

(1564-1616)、Sir  Ph i l i p  Si dney(1554-86)、J onsonに加えて Drayt onの Polyo lb ion  か

らも Mil t on の A Mask には、その影響が窺えると指摘している。9 6  また、Fra n k  

Al l en Pa t ter s on と French  R owe  F ogl e は、 Polyo lb ion からの影響が 4 点、そして

Drayton の他の作品から 3 点、A Mask に影響を与えていると指摘している。9 7  こ

れらの先行研究から、Mil t on の A Mask には Drayt on の Po lyo lb ion からの影響が

あると考えられる。さらに、Wil l ia m B.  H unt er,  J r.は、 Giles  F le tcher、 P hi neas  

Fle tcher  (1582-1650)、 Henry M or e (1614-1687)  といった、 Spenser の作品から影

                                                        
9 2  吉田幸子，「キリスト教世界と自殺観―その劇化をめぐって―」、『ヨーロッ
パの自殺観―イギリス・ルネッサンスを中心に―』(東京：英宝社，2009)  39-41 .  
9 3  詳しくは Wil l ia m Warner,  Alb ions  England  (New Yor k,  H i l des hei m:  G eorg  Ol ms 
Ver la g,  1971)  64-65 .を参照されたい。  
9 4  Mi l t on,  The  Comple te  Poems ,  ed.  J ohn Leona rd (London:  Pengui n,  1998)  680-1 .  
9 5  McGuire  87 .  
9 6  Roy Fla nnaga n,  “ Comus” ,  The  Cambridge Companion  to  Mi l ton ,  ed.  Denni s  
Daniels on (Ca mbr i dge:  Ca mbr i dge UP,  1989)  26 .  
9 7  Frank Al l en Pa t t er s on a nd Fr ench R owe F ogl e ,  eds . ,  An Index  to  the  Columb i a  
Edi t ion  o f  the  Works  o f  John  Mi l ton ,  vol .  1  A-K (1940;  New York :  C ol umb ia  UP ,  
1993;  Tokyo:  H on- no-Tomos ha )  511 .  また、 A Mask のみならず、 At  a  Vacat ion  
Exerc ise  ( 1628) ,  I l  Pense roso、 Lyc idas にも Drayt on の作品からの影響が窺える
と説明している。  



74 

響を受けた作家の中に Drayton と Wi t her も含まれると説明している。9 8  H i l l も

Mil t on が聖ポール学校の校長であった Alexander  Gi l  から S penser に始まり、

Wither に渡る詩人に対する敬意を学んだと指摘している。9 9  そのため、Sabr ina

像というのは、Mil t on も含め、 Drayt on や Wit her もまた、 S pens er からの影響

を多分に受けていると言える。それでは、 Drayt on の Polyo lb io n に登場する

Sabr ina について見てみよう。 Polyo lb ion の第 5 巻の中で Sabr ina を次のように

描いている。  

 

 Now Sab r ine ,  a s  a  Queene,  miracu l ous l i e  fa i r e ,  

 Is  abs ol ut el i e  plac ’ d i n her  E mper ia l l  C ha i r e  

 Of Crys ta l l  r ich l i e  wr ought ,  t ha t  g l or i ous l y d id s h i ne,  

 Her  Grace becommi ng  wel l ,  a  cr ea t ure  s o Di vi ne:  

 And a s  her  God- l i ke  s el fe ,  s o gl or i ous  was  her  Thr one,  

 I n which h i mse l f e  t o s i t  gr ea t  Neptune  had b een known;  ( Polyo lb ion  5 .1 -6)  

 

Sabr ina が女神であり、 Neptune がかつて座していた御座にいることがわかる。

Drayton から Mi l t on が影響を受けていると考えれば、Sabr ina を女神として描い

ている点は、 A Mask における Sabr ina が川の女神となって再生するという描写

に影響を与えていると考えられる。この点は、それまでの作家が描く Sabr ina

像には見られない点である。そして、 Polyo lb ion の第六巻の 130～ 178 行目に、

Sabr ina が Locr i ne の娘であったことが描かれている。A Mask と関連のある箇所

を主に確認してみたい。  

 

   O  ever-dur i ng hei r e  

 Of Sabr ine ,  Locrynes  ch i l d (who of  her  l i fe  b eref t ,  

Her  ever- l i vi ng na me  t o t hee fa i r e  R i ver  l ef t )  

Brute s  f i r s t  b egot t en s onne,  whi ch G wendol i n  di d wed;  

                                                        
9 8  Wi l l ia m B .  Hunt er,  J r. ,  The  Engl i sh  Spenser ians:  The  Poe try  o f  G i le s  Fle tcher.  
George  Wi the r,  Michae l  Dray ton ,  Ph ineas  Fle tcher  and  Henry  More  (Sa l t  Lake Ci t y :  
thr  Uni ver s i t y o f  Utah Press ,  1977)  1 .  
9 9  H i l l  39 .  
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But  s oone t h’uncons ta nd Lord abandoned her  bed  

(Through hi s  unchas t e  des i r e)  for  b eaut i ous  Els treds  l ove.   

(Polyo lb ion  6 .130-35)  

 

Sabr ina が元々 Locr i ne の子であり、 Locr i ne が原因で Sabr ina は命を落とし、そ

の名が川に残されたとある。また The  Fae r ie  Queene と同様に、 Locr i ne は自信

の “ unchas te  des i r e”によって、 Est r i l d と交わっているとある。この点は Drayto n  

が S penser に倣ったと考えられる。そして、Sabr ina と母 Est r i l d は G uendolen の

怒りでもって次のような最期をとげることになる。  

 

 Not  s o wi t h  b l ood s uff ic ’ d,  i mmedia t e l y s he [Gwendol i n]  s ought  

 The mot her  a nd t he  chi l d:  . . .  

    . . .  ;when,  droppi ng l iq u i d pea r le ,  

 Be fore  t he  cr ue l l  Q ueene,  t he  La die  a nd t he  Gir l s  

 Upon t hei r  tender  knees  begg’ d mer ci e . . . .  

 Who fr om t he b ordr i ng Cl eeves  t hee wi t h  t hy  Mot her  ca s t  

 I nt o t hy chr i s t ned Fl ood,  t he  whi ls t  t he  R ocks  aghas t  

 Res ound wi t h your  s hr i ekes ;  t i l l  i n a  dea dl i e  drea me  

 Your  cor ses  wer e  diss ol v’ d i n t o t ha t  cr ys ta l l  s t r ea me,  

 Your  cur les  t o cur l ed wa ves ,  which pla i n l ie  s t i l l  a ppea re  

 The sa me i n wa ter  now,  t ha t  once i n l ocks  t hey were:  ( Polyo lb ion  6 .162-76)  

 

Guendol en によって、Es t r i l d と Sabr i na 親子は川に投げられるのだが、その川が

“ chr i s tned Fl ood”と表現されており、洗礼を受けてキリスト教徒となるといった

キリスト教的イメージが川に描写されている。つまり、女神 Sabr ina はキリス

ト教的な要素を備えていることが示唆されているといえる。 Drayt on はそれ以

前の作家が描く Sabr ina とは異なり、命を落とすきっかけとなる川をキリスト

教的イメージで描くことで、女神 Sabr ina にキリスト教的イメージを備えさせ

たと言える。しかしながら、女神 Sabr ina の描写で A Mask の Sabr ina のように、

困難に陥った者を救出するといった姿は、Polyo lb io n の Sabr ina には見られない。 
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一方、Wither の描く Sabr ina について、C ox は Mi l t on が Wit he r の描く Sabr ina

の髪の描写に影響を受けているという。  

 

 Where ' s  Sabr ina ,  wi t h her  da ught er s ;  

Tha t  do s por t  about  her  wa ter s ;  

Those  t ha t  w i t h t hei r  l ocks  of  Amber ,  

Haunt  t he  fr ui t ful l  hi l l s  of  Ca mb er ;  

We must  ha ve t o  f i l l  t he  numb er,  

Al l  t he  Ni mphs  of  Tr ent  a nd Hu mber.  (Epi tha lamium  315-20)  

 

Sabr ina  fa ir  

  Lis ten  where  thou  are  s i t t ing  

 Under  the  g lass ie ,  coo l ,  t rans lucen t  wave ,  

  I n  twis ted  bra ids  o f  Li l l ie s  kn i t t ing  

 The  loose  t ra in  o f  thy  amber-dropping  ha ir ,  ( A Mask  859-63)  

 

Wi ther の作品における Sabr i na は、ny mph と共にいることから、A Mask の Sabr ina

が “ at tended  by  wate r-Nymphes”  (A Mask  890 行目の前のト書き )という表現があ

るように、nymph を付き従えて登場する場面を想起させる。なおかつ Wither の

作品は Epi tha lamium とあるように、婚礼の歌である。A Mask においては、婚礼

の場面こそないものの、 the  Lady を演じる Al ice が 15 歳であると考えると、当

時の結婚適齢期に達した成人として認められるという意味もあると考えられる。

1 0 0   

前述の通り、Mil t on 以前の作家が Sabr i na にまつわる話を執筆している。特

に S penser や Drayt on のように、それまでの Sabr ina の話を踏襲しつつも、作家

自身の考えを投影させているものもある。先に挙げた先行研究にもあるように、

Mil t on も同様に A Mask において、Mil t on 以前の作家の Sabr ina に関する話を踏

                                                        
1 0 0  私市元宏は、 A Mask が、 the  La dy にとって大人の世界へ仲間入りする晴れ
の舞台であり、成人した女性への成長する過程を演出するように仕組まれてい

ると述べている。私市元宏，『ミルトン ラドロウ城の仮面劇』 (京都：あぽろ
ん社， 1992)  7．  
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襲しつつも、独自の Sabr ina を描いた。ところで、Mil t on は A Mask 以外の作品

において Sabr ina 自体または Sabr i na を想起させるような内容を記述している。

A Mask を 創 作 す る よ り 前 に 、 Mil ton が 19 歳 の 時 の 作 品 At  a  Vacat ion  

Exerc ise (1628)の中で、 Sabr ina の存在がほのめかされている。  

 

 RIVERS a r i se s ;  whet her  t hou b e t he  s on,  

 Of u t mos t  Tweed ,  or  Ouse ,  or  gul phi ne Dun ,  

 Or  Tren t ,  who l i ke  s ome  ea r t h-bor n Gia nt  s pr eads  

 H is  th i r t y Ar mes  a long t he indent ed Mea ds ,  

 Or  sul l en M ol e t ha t  runnet h undernea t h,  

 Or  Severn  swif t ,  gu i l t y o f  Ma i dens  dea t h,  

 Or  Rocky Avon ,  or  o f  S edgi e  Lee ,  

 Or  coa l y Tyne,  or  a nci ent  ha l l owed Dee ,  

 Or  Humber  loud t ha t  keeps  t he  Scy th ians  Name ,   

 Or  Medway  s moot h,  or  R oya l  Towered Thames .   

(At  a  Vacat ion  Exerc ise  91-100)1 0 1  

 

Sabr ina の名前こそ言及されていないものの、 Carey も注釈において Sabr ina の

ことであると指摘しているように、Mil ton が 19 歳のころから、 S ever n 川で命

を落とした Sabr ina について念頭にあったことが窺える。 1 0 2  

また散文作品の中にも Sabr ina に関する記述が存在する。 Ti l l ya r d は、Mil t on

が Geoffr ey  of  M onmout h の His tor ia  Regum Br i tann iae から影響を受けて、散文

で His tory  o f  Br i ta in  ( 1670)を執筆したと述べている。 1 0 3   

 

and of t - t i mes  r e t i r i ng a s  t o so m ;  a nd seven yea r s  thus  enj oyi ng her,  ha d b y  

                                                        
1 0 1  Mi l t on,  At  a  Vacat ion  Exerc ise ,  The  Works  o f  John  Mi l ton ,  ed.  Frank Al l e n  
Pa t ter s on.  Vol .  I  Pa r t  I .  ( 1931;  New York:  C ol u mbia  UP,  1993;  Tokyo:  
Hon-no- Tomos ha )  19-22 .  
1 0 2  Mi l t on,  The  Poems o f  John  Mi l ton  59 .  
1 0 3  Mi l t on,  Comus  and  some  shor te r  poems  o f  Mi l ton ,  186 .  また新井は、Mil t o n が
His tory  o f  Br i ta in を 165 5 年頃から執筆し始めたと説明している。新井，『ミル
トン』 202．  
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her  a  Daught er  eq ua l l y fa i r,  whos e na me was  Sabra .  Bu t  when once his  f ea r  

was  off  b y t he  Dea t h of  Co rineus ,  not  cont ent  wi t h s ecr et  enj oyment ,  

di vorc i ng Guendolen ,  he  ma kes  Es tr i ld is  now hi s  Q ueen. . . .  B ut  no t  s o  ends  

the  fur y of  Guendolen;  for  Estr i ld is  a nd her  Daught er  Sabra ,  she  t hrows  i nt o  

a  Ri ver :  a nd t o l eave a  M onument  of  r evenge ,  pr ocla i ms ,  t ha t  t he  s t r ea m b e  

thence for th  ca l l ’d  a f t er  t he  Da mse ls  na me ;  which  b y l engt h  of  t i me  i s  

chang’ d now t o Sabr ina ,  or  Severn . 1 0 4  

 

His tory  o f  Br i ta i n において、Mil t on は、A M ask の Sabr i na に纏わる話ではなく、

むしろ先に引用した Geoffr ey  of  M onmout h の His tor ia  Regum Br i tann iae を基に

していることがわかる。このように、Mil ton 自身の中で、 Sabr ina の話は 10 代

の事から円熟期に至るまで、心に残り続けていたことがわかる。それでは、

Mil t on の描いた Sabr i na は、先の作家たちとどのように異なるのだろうか。先

ず、 Sabr ina の生前の様子を見てみたい。  

 

  Ther e  i s  a  gent le  N ymph not  fa r r  f r om hence,  

 Tha t  w i t h moi s t  curb  s ways  t he  s moot h Severn s t r ea m,  

 Sabr ina  i s  her  na me,  a  Virg i n pure ,  

 Whi l om s he was  t he  da ughter  o f  Locr ine ,  

 Tha t  had t he  Scepter  fr om his  fa t her  Brute .   

She gui l t l ess  da mse l l  f l yi ng t he  ma d pur s ui t  

Of her  enraged s t epda m Guendolen ,  

Commended  her  fa i r  innocence t o t he  f l ood  

Tha t  s ta y’d her  f l i ght  wi t h h is  cr oss  f l owi ng cour se ,  (A Mask  824-32)  

 

Sabr ina の父親が Locr i ne で、Locr i ne の父親 Brut e から “ Scept er”を授けられたと

あり、再び親子関係と権力の委譲が描かれている。そして、 Brute から Locr i ne

に王位が移る様を “ Scept er”を使って表しているのだが、 the  Lady の父親もまた

                                                        
1 0 4  Mi l t on,  The  His tory  o f  Br i ta in ,  B ook I ,  Co mple te  Prose  Works  o f  John  Mi l ton ,  
Vol .5  Pa r t  1  (New Haven and  London:  Ya le  UP,  1971)  18 .  
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“ new-ent r us t ed S cept er”  (A Mask  36)  を託されて統括することになったとあり、

同様に権力の委譲を想起させる内容になっている。しかしながら、 Locr i ne、

Est r i ld、 G uendolen の関係が、Mi l t on 以前の作家が描いてきたものと大きく異

なる。Mil t on の場合は、Locr i ne と Est r i l d との関係が描かれておらず、Est r i ld に

関する言及もない。その代わりに、 The  Mirror  for  Magis t ra te s  における Sabr i na

と Guendolen の関係と同様に、G uendol en が Sabr ina の継母になっている。確か

に、既に England の人々にとって Locr ine に関する話が既に周知されているた

め に 記 述 す る 必 要 が な か っ た と も 考 え ら れ る 。 し か し な が ら 、 そ れ で は

Guendol en を Sabr ina の継母にするという理由に繋がらない。また、 A Mask に

おける Locr i ne 像は、 Es t r i l d との不倫関係を読み取りにくく、さらに Spenser

の描いた Locr i ne のように肉欲に耽る王というイメージが伝わりにくい。  

 殊に本作品において、肉欲が Comus に象徴されるため、Mil ton は、それまで

の Locr i ne 像ではなく、正統な王位に就く Locr i ne を描いたのではないかと考え

られる。また Si mons が、 C omus については母親の存在が際立つが、 A Mask の

作品自体、親の機能が重要であると指摘しているように、 A Mask においては、

親子関係について、 Sabr ina のみならず、 Comus、 t he  Lady を含め、大きなテー

マとして描かれている。 1 0 5  第一章でも論じたように、 “ Sonne t  X”においても、

the  Lady Marga ret  Ley とその父親も徳を称えていたことからも、親子に備わる

徳を Mil t on が重要視していたと考えられる。  

 また、Mil t on がそれ以前の作家が描いた Sabr ina 像をそのまま踏襲しなかっ

たことで、Sabr ina がキリスト教的要素を多分に備えた人物となったと Ora m が

指摘しているのだが、この点について詳細に検証を進めていきたい。前述の通

り、 Geoffr ey of  M onmout h、 S pens er、 Drayt on は、 Sabr i na が Guendol en によっ

て川に投げ落とされて溺死したとしている。しかしながら、M il t on の Sabr ina

は Guendolen の追走から逃れるために、行く手を阻む “ cross  f l owi ng”な川に自ら

身を投げる。このように、先達の記述と異なる描き方をしたのは、前章でも説

明したように、Mil t on の描く Sabr ina の話に、 Exod.の紅海渡渉による Egypt の

支配からの解放と、 Is r ael の民の救済が込められているからだと考えられる。

そのため Sabr ina を呼びだす詩歌に、紅海渡渉のイメージが投影されている。
                                                        
1 0 5  Si mons  83 .  
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Sabr ina に出エジプトのイメージが備わっていると考えるのであれば、背後から

押し寄せる Guendolen を E gypt の軍と見立て、Sabr ina は紅海を前にして逃げ場

を失った Is r ae l の民と見なし、Sabr i na の最期を従来の書き方とは別のものにし

たのではないかと考えられる。  

 また、Mil t on の描く Sabr i na は “ cross  f l owi ng”な川の流れに身を委ねて命を落

とす。一方で、Drayton の作品 Polyo lb ion  においては、Sabr ina が投げ込まれた

川が “ chr i s t ned  Fl ood”であったことは先の引用からも明らかである。Mil t on は

Drayton が描いたように、 Sabr i na が命を落とした川がキリスト教的なものであ

ったことを踏襲したと考えられる。しかしながら、“ chr i s t ned  F l ood”をそのまま

使用することなく、 “ cross  f l owi ng”という言葉で形容したことにより、 Sabr i na  

の死が Chr is t の受難を思わせ、 1 0 6  単にキリスト教的な女神というよりもむし

ろ、 Chr is t に表される救世主的要素を強調させる目的があったのではないかと

考えられる。Drayton のみならず、その他の作家いずれも Sabr ina が女性を守り、

困難に陥った者を助けるという救世主的役割は備わっていないように思われる。

そのため、救世主的な要素を備えた女神 Sabr ina は Mil ton が新たに描き出した

Sabr ina 像であると言える。Woodhous e と Bus h も同様に、Sabr ina に特別な力を

与え、処女
お と め

の守り神としたのは、Mil t on がこれまで語られてきた Sabr ina の話

に独自の考えを加えたものだと指摘している。 1 0 7  

 呼び出された Sabr ina は、次のようにして the  La dyを C o mus の魔力から解く。

加えて Mil ton の描く Sabr i na が表すものとして、子どもと親の家族の再結合が

挙げられる。1 0 8  その理由として、序論でも論じたように、A Mask は Br i dgewa t e r

伯の義理の兄弟 Cast lehaven 伯の性的スキャンダルによる醜聞を一掃するもの

として、そのテーマが “ chas t i t y”となっていることが挙げられる。被害にあった

El izabet h の家族の分裂が起きた一方で、Br idgewa t er 伯一家の家族の統一がはか

られるといった意図をもって Mil tonが A M ask を創作したと考えられ、“ chas t i t y”

を象徴する Sabr ina の役割が他の作品以上に重要になることは想像に難くない。

1 0 9  

                                                        
1 0 6  Shu l lenb erger  243 .  Ora m 129 .   
1 0 7  Woodhous e and B us h 960 .  
1 0 8  H i l l  45 .  
1 0 9  H i l l  45 .  
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 Sabr ina によって C omus の魔力から解かれた the  La dy は、弟たちと共に Co mus

の森を抜け出し、両親の元へと急ぐ。しかしながら、 Comus を完全に撃退した

わけではなく、 the  At tenda nt  S pi r i t の導きによって、三人は両親の元へと帰る。

主人公が親の元に戻るというテーマは、 Paradise  Regain ’d と Samson  Agonis te s

においても見られる。Swa i n は A Mask  における描写について、Paradise  Regain ’d  

における  “ Fa ther ’s  hous e”  たるエルサレムの寺院と C hr is t の母の家の対照関係

を反響させると同時に、 Samson  Agonis te s における Manoa と神の住まいを融合

させた描写を想起させると指摘している。 1 1 0  A Mask においては、父親の盛儀

をメインにおいているため、父親の存在が強く打ち出されている。しかしなが

ら、三人の子女が無事に盛儀の場に辿り着くと、 the  At tenda nt  S pi r i t は “ Noble  

Lord ,  and  Lady  br igh t ,”  (A Mask  966)  と三人の両親に呼びかけることから、両親

の元へと帰還したと考えるのが自然であろう。  

 そして、三人の子女を両親の元に帰してから、 976 行から 1023 行の 48 行に

渡って、 the  At t endan t  S pi r i t の独白があり、終幕を迎える。 the  At t endan t  S p i r i t

の独白の台詞の中で、 t he  Br i dgewa ter  ma nus cr i pt のみ書かれていない台詞が

1000 行から 1011 行である。そこに描かれている内容は祝婚についてである。

特にその中でも注目したいのは次のような内容である。  

 

 Bu t  fa r r  above i n s pangled s heen  

 Cel es t ia l  Cup id  her  fa m’ d S on adva nc ’ t ,  

Hol ds  hi s  dea r  Psyche  sweet  i nt r anc ’ t  

Af ter  her  wandr i ng labour s  l ong,  

Ti l l  f r e e  cons ent  t he  gods  a mong  

Make her  h is  e ter na l  Br i de ,  

And fr om her  fa i r  uns pot t ed s i de  

Two b l i ss ful  tw i ns  a r e  t o be b or n,  

Yout h and J oy ;  s o Jove  ha th s wor n.  (A Mask  1003-11)  

 

従来の宮廷仮面劇において、Char les 一世と Henr iet ta  Mar ia の結婚愛の様子が結
                                                        
1 1 0  Swa i n 173 .  
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末に演じられていたのだが、Mil t on はそれを踏襲していない。その代わりとし

て、Mil t on は Ps yche と C upi d に “ spi r i tua l  love”を描いたと McG uir e は指摘して

いる。 1 1 1  A Mask においては、 Psyche と C upi d の婚礼のイメージが描かれてい

るということは、多くの研究者が指摘するところである。 1 1 2   

さらに、Cox が指摘しているように、A Ma sk における t he  Lady には、僅かな

がらではあるが、 “ sens ua l l y s pi r i t ua l  S ong  of  S ongs”が反響していると指摘して

いる。 1 1 3  Cox の言葉をそのまま踏襲すれば、 the  Lady の Echo に呼びかける詩

歌には、Echo の Narciss us に対する叶わぬ恋が表されている。さらに Si mons は、

Sabr ina や E cho、Ps yche といった “ nymph”には、“ br ide”の意味が元々込められて

い る と 説 明 し て い る 。 1 1 4  こ の 点 に 加 え て 、 婚 礼 を 祝 う Wither の 作 品

Epi tha lamium  の中に Sabr i na が登場していたように、Mil t on が Wit her から影響

を受けていたと考えれば、Mil t on が Sabr i na に婚礼の祝福のイメージを含めて

いたとも考えられる。また Hal ler が指摘しているように、 Paradise  Los t におい

て結婚は神の創造の完成を意味するために、重要な位置を占める。 1 1 5  その点

に関連して、 Paradise  Los t の原型とも言える A Mask の終幕部に据えるという

のは、婚礼の重要性を表したいという Mil t on の意図性が窺える。以上の A Mask

の構成をみると、親子関係、権力の委譲、婚礼というテーマに収斂しているこ

とは明らかである。そして、これらのテーマが Sabr ina に収斂されているとい

う点については、第三章、第四章、第五章において論じたい。  

 

 

                                                        
1 1 1  McGuire  163-64 .  
1 1 2  Wi l l ia m G.  Ma dsen,  “ The Idea  of  Na t ure  i n Mi l t on’s  Poet r y,”  Th ree  S tud ie s  i n  
the  Renaissance :  S idney,  Jonson ,  Mi l ton  (New Haven:  Ya le  UP,  1958)  218 .  H i l l  48 .  
Mi l t on,  Comus ,  The  R ive rs ide  Mi l ton  114 .  J ohn R oger s は、 1 7 世紀の E ngla nd にお
いて、 Ps yche と C upi d を婚姻と結びつけるのは、一般的であったと指摘してい
る。 J ohn R oger s ,  “ the  E ncl os ure  of  Virgi ni t y:  The  Poe t ic s  o f  Sexual  Abs t inence  in  
the  Engl i sh  Revo lu t ion ,”  Enc losu re  Ac ts :  Sexual i ty,  Proper ty,  and  Cul ture  in  Ear ly  
Modern  England ,  eds .  Richa r d B ur t  and  J ohn M ichae l  Archer  ( I t haca  a nd London:  
Cor ne l l  UP,  1994)  230 .  鈴木は、Ps yche と C upi d の姿に教会と C hr is t の結びつき
を示すと論じている。鈴木、「『コウマス』研究の三段階」 110 .  Ker r iga n 58-59 .  
1 1 3  Cox  23 .  
1 1 4  Si mons  93 .  
1 1 5  Ha l ler  79-97 .  
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第三章  

A Mask における t he Lady と Sabr ina の精神的な結びつき  

 

第一節 the  Lady と C o mus が最初に拠り所にするもの  

 A Mask において、 the  La dy、弟たちと肉親、そして C omus とその親である

Bacchus と C irce、また自然と人間という親子関係が主題の一つとなっていた。

前章で確認した親子関係は、主に血の繋がりのある親子関係であった。しかし

ながら、 t he  La dy は C omus の森で一人はぐれた際、最初に親や弟たちに頼るの

ではなく、血の繋がりのないものを拠り所としている。 Swa in も指摘している

ように、 the  Lady は “ spi r i t ua l”なものに頼っているといえる。 1   

the  La dy が先ず拠り所とした “ spi r i t ua l”なものが “ chas t i t y”である。前述の通り、

Sabr ina と t he  La dy は “ chas t i t y”  という徳をもった女性である。 the  Lady は一貫

して “ chas t i ty”の力を信じ続け、最終的に Sabr ina によって救出される。このこ

とから、 Sabr ina と t he  Lady を結びつけるものは “ chas t i t y”である。Mil t on の作

品において「水」というのが救済のキーワードであったように、 the  La dy を救

出する Sabr ina は S ever n 川の仙女すなわち「水の精」である。  

 松浦は J ung が水の精について、悪のイメージを付与される傾向があるものの、

水の精には両義性があると指摘していることに注目し、文学作品に登場する善

あるいは悪のイメージが付与された水の精について論じている。 2  そして松浦

は、数ある水の精の中で、 Sabr ina  が女性の救世主という善のイメージを備え

ていると指摘している。 3  確かに、 the  Lady は  Sabr i na によって救出されるの

だが、 the  La dy が危機的状態に陥った際、自分の肉親に助けを乞うことはしな

い。むしろ “ chas t i t y”の力を絶えず信じ続けたからこそ、 “ chas t i t y”を象徴する

Sabr ina によって解放されるのである。4  このことから、松浦が指摘しているよ

うに、Sabr ina に救世主的要素を見出すためには、 the  La dy が、血の繋がり以上

に一貫して Sabr ina  という血の繋がりのない存在から、助力を得ようとする過
                                                        
1  Swa i n 187 .  なお Si mons は “ The Lady’s  dis cour se  ha s  s i gni f i cance on a  s pi r i t ua l  
leve l .”と指摘している。 Si mons  59 .  
2  松浦  4 -10 .  
3  松浦  90 .  
4  Woodhous e,  “ Comus  Once  M ore”  221 .ミルトン，『ミルトン英詩全訳集 上巻』
548．松浦  88．  
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程に注目すべき必要がある。  

一方、 Comus もまた、最終的には C irce を頼りにはするものの、最初に拠り

所としたものは、血の繋がった両親ではない。 Co mus が最初に頼りにするのは

Cot yt t o と Heca t e という魔女的要素を備えた女神である。つまり、 A Mask にお

いて、血の繋がりのある親子関係のみならず、精神的な拠り所となる親代わり

の存在との繋がりもまた描かれているといってよい。そして、注目すべきは、

the  La dy と C omus が共に最初に心の拠り所とする者は、女神という母親代わり

の存在という点である。  

 前章でも確認した通り、 the  La dy と C omus は対照的な存在である一方、共通

する点も存在する。the  La dy にとっての肉親は  “ Noble  Lord ,  and  Lady  b r igh t ,”  ( A 

Mask  966)である。一方 Comus は Bacchus と Ci ece が肉親であることから、 t h e  

Lady と C omus は親子関係に当てはめて言えば子どもに当たる。また、 the  La dy

が聴覚を最上の導きとしていたにも関わらず、Comus の視覚による誘惑に陥る。

一方で C omus は視覚で t he  La dy を誘惑することに成功したものの、Comus 自身

は t he  Lady の歌声という聴覚に訴えるものによって、the  Lady に惹かれていく。

このことから、 the  Lady と C omus は互いにミラーイメージで描かれていると言

える。  

 本章では先ず、対照的に描かれつつ、共通点も見られる the  Lady と C omus

のそれぞれの親子関係を比較する。本作品は、 the  La dy と C omus が、最初に共

に母親代わりとなる者を精神的な拠り所としているのだが、さらに本論で特に

注目するのは the  La dy と母親代わりの Sa br ina の関係である。そのため、父親

との関係に焦点を当てた Si gmund Freud (1 856-1939)の理論よりも、母性原理に

焦点を当てた J ung の理論が有効であると言える。5  加えて、J ung 心理学は宗教、

特にキリスト教との関連が強いことから、キリスト教との関連を論ずることも

可 能 で あ る と 言 え る 。 6  そ こ で 本 論 で は 、 J ung の The  Arche types  and  th e  

Col lec t iv e  Unconsc ious  ( 1971)7  における元型論を用いることとする。そして t he  

                                                        
5  河合隼雄，『＜心理療法＞コレクション I  ユング心理学入門』，河合俊雄編 (東
京：岩波書店， 2014)  x i i i．  
6  河合  xv-x vi .  
7  J ung の著作はドイツ語で執筆されているため、本論で J ung の書物について
言及、引用する際は R.  F.  G .  H ul l  が英語に翻訳した The  Arche types  and  the  
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Lady が水の精である Sabr ina から助力を得ることから、 J ung の同書で論じら

れている水と無意識に関する考えを用いてみたい。  

既に説明したように、松浦が Sabr ina を女性の救世主であると論じていたが、

本論はさらに考察を進め、Sabr ina  が  t he  Lady を含む女性にとっての救世主と

しての面だけでなく、 Sabr ina と the  La dy が精神的な繋がり、即ち血の繋がり

のない象徴的な親子であることについて論証したい。そして最終的に肉親との

繋がりを求める  Comus と一貫して精神的な繋がりを求める  the  La dy のそれぞ

れの親子関係を比較することで、精神的な繋がりを持つ者へ一貫して信仰を抱

き続けた結果、 the  Lady が救いを得るということを解明する。  

 

第二節 A Mask  における親子関係と J ung の理論  

 以下の表は、 A Mask  における親子関係を表している。  

太字で表している登場人物は、それぞれの子どもとの繋がりのある親ないしは

親代わりとなっている。一方、括弧で括られている登場人物は、作品中であま

り言及されない親である。このことからわかることは、 Comus  と  t he  La dy の

共通点として、共に血が繋がっている、繋がっていないに関わらず母親との繋

がりが強いということである。 J ung は母元型の持つ多くの側面について、その

典型的な形態をいくつか挙げて説明している。その一例が以下の引用である。  

 

 F i r s t  i n i mpor ta nce a r e  t he  per sona l  mot her  and grandmot her,  s t epmot her  an d  

mot her– i n- law;  t hen a ny woma n wi t h whom a  r e la t i ons hi p ex is t s…  Then  

                                                                                                                                                                             
Col lec t iv e  Unconsc ious  (New York :  Pr incet on UP,  1971)  を使用し、数字は頁数を
表すこととする。この書物は、 J ung が執筆した 10 本の論文をまとめたものを
収録している。従って、これ以降  The  Arche types  and  the  Col lec t iv e  Unconsc ious  
から引用する際、引用した論文名を明記する。  

子  精神的な繋がりのある親  血の繋がりのある親  

Comus  [息子 ]  
Cotyt to  

[母 ]  

※ Hecate  

[母 ]  
C irce  [母 ]  (Bacchus  [父 ] )   

the  Lady [娘 ]  Sabr i na  [母 ]  
(Lady Br i gh t  

[母 ] )   

(Noble  Lor d 

[父 ] )  
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there  a r e  wha t  mi ght  be  t er med  mot her s  i n a  f i gura t i ve  s ens e.  To t hi s  

ca tegor y bel ongs  t he  goddess ,  and es pecia l l y  the  M ot her  of  G od,  t he  Virgi n ,  

… .  Many t hi ngs  a rous i ng  devot i on or  f ee l i ngs  of  awe,  a s  for  i ns ta nce …  t he  

woods ,  t he  sea ,  or  any s t i l l  wa t er s ,  …  can b e mot her- s ymb ols .  The a r chet ype  

i s  of ten  a ssocia t ed wi t h  t hi ngs  and p laces  s ta ndi ng  for  f er t i l i t y an d  

fru i t ful ne ss :  t he  cor nucopia ,  … ,  a  ga rden.  I t  can b e a t ta ched  t o …  a  s pr i ng,  

…  or  t o va r ious  vess els  s uch a s  t he  bapt i s ma l  font ,… .   

(The  Arche types  and  the  Col lec t ive  Unconsc ious  81) 8  

 

母親、祖母、継母、比喩的な意味での母親として女神、さらには愛着や畏敬を

かきたてるものとして、森、海といったものが母元型として見なされている。

また、母元型として庭や洗礼盤も J ung は挙げていることがわかる。以上の引用

で挙げたシンボルと母元型の特性について、さらに J ung は次のように論を進め

ている。  

 

   Al l  t hese  s ymb ol s  can have a  pos i t i ve ,  fa vourab le  mea ni ng or  a  

nega t i ve,  ev i l  mea ni ng.  An a mbi va l ent  a spec t  i s  seen i n t he  goddess es  of  fa t e  

(Moira ,  Graeae,  Norns) .  E vi l  s ymb ols  a r e  t he  wi tch,  …  deep wa t er,  …Thi s  

l i s t  i s  not ,  o f  cour se ,  compl ete ;  i t  pr es ents  onl y t he  mos t  i mpor ta nt  fea t ure s  

o f  t he  mot her  a r chet ype.  

The q ua l i t ie s  a ssocia ted wi t h i t  a r e  ma terna l  s ol i c i tude and  

sympa t hy;  …  any hel pful  i ns t i nc t  or  i mpul se;  a l l  t ha t  i s  ben i gn,  a l l  tha t  

cher i s hes  and s us ta i ns ,  … .  The place of  ma gi c  t r ans for ma t i on and r eb i r t h ,  

toget her  wi t h t he  underwor l d a nd i t s  i nhab i t ants ,  a r e  pres i ded over  by t he  

mot her.  On  t he nega t i ve  s i de t he  mot her  a r chet ype ma y connot e  a nyt hi n g  

secre t ,  hi dden,  da rk ;  t he  abys s ,  … ,  s educes ,  …  t ha t  i s  t er r i fyi ng  an d  

inesca pab le  l i ke  fa t e .  (The  Arche types  and  the  Col lec t ive  Unconsc ious  

81-2)9  

                                                        
8  J ung,  “ Psychol ogi ca l  As pec ts  of  t he  M ot her  Arche t ype”  81 .  
9  J ung,  “ Psychol ogi ca l  As pec ts  of  t he  M ot her  Arche t ype”  81-2 .  
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先に挙げた母親のシンボルには、善と悪両方の要素を備えた母元型があると

J ung は論じている。悪のイメージとしての母元型には、魔女や深海に象徴され、

陰鬱で誘惑するものが挙げられている。一方、善のイメージとしての母元型に

は恵み深いものが関連づけられている。また J ung は、このような母元型が母親

コンプレックスの基礎を成しているという。 (The  Arche types  and  the  Col lec t iv e  

Unconsc ious  85)1 0  これらの特性を考慮しつつ、 A Mask  において「母親」ない

しは「それに代わる母親」がどのような特性で描かれているか検証する。  

 

第三節 Comus とその親子関係  

 Comus  は冒頭の表にある通り、酒神 Bacchus  と魔女 C irce の間に生まれた子

である。 Cir ce  は、持っている魔力によって、人間は直立した姿を失い、豚の

姿に変えられる。 (A Mask  50-53)  この点から Circe は、先の母元型の内、魔女

的要素を備えた否定的な面を備えていると考えられる。そして Circe の説明の

後に、 Comus  に関する説明がなされる。  

 

 This  N ymph [Ci r ce]  t ha t  gaz ’d upon his  c l us t r ing l ocks ,  

 Wi th Ivy ber r i es  wrea t h’d,  a nd his  b l i t he  you th,  

 Had by h i m,  er e  he pa r ted t hence,  a  S on  

 Much l i ke  his  Fa ther,  b ut  h i s  M ot her  mor e,  

 Who m t her fore  s he b rought  up and Comus  na m’ d,  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Excel l s  hi s  M ot her  a t  her  mi ght y Ar t ,  (A Mask  54-58 ,  63)1 1  

 

Comus  が父親の Bacchus  よりも母親 Circe  に似ており、母親譲りの魔力を備え、

かつその力は母親を凌ぐほどであることがわかる。そして序論で説明したよう

に、 Comus は自身の森を通る旅人に魔酒を勧める。  

 

                                                        
1 0  J ung,  “ Psychol ogi ca l  As pec ts  of  t he  M ot her  Arche t ype”  85 .  
1 1  既出の引用だが、再確認のためにも改めて引用する。  
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 Offr i ng t o every wea ry Tra va i ler,  

 H is  or i ent  l iquor  i n  a  Crys ta l  G la sse ,  

 To q uench t he drough of  Phœbus ,  whi ch a s  t hey ta s te  

 (For  mos t  do ta s te  t hrough fond i nt empera t e  th i r s t )  

 Soon a s  t he  P o t i on works ,  t he i r  hu ma n count ’nance,  

 Th’ex pres s  r ese mblance  of  t he  gods ,  i s  cha ng ’d  

 Int o s om br ut i s h for m of  Wool f ,  or  B ea r,  

 Or  Ounce,  or  Ti ger,  H og,  or  bea r ded G oa t ,  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 And t hey, . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . a l l  t hei r  f r iends ,  a nd na t i ve  home forget  

 To r ou le  wi t h plea s ure  i n a  sens ua l  s t ie .  (A Mask  64-71 ,  73 ,  76-77)1 2  

 

旅人もまた、 Comus の森を通ると P hœb us という太陽神の日差しのために、喉

の渇きを覚えているため、 Co mus の魔酒を飲む。すると人間の顔が獣のように

なり、淫楽に陥ってすべての友や故郷も忘れる。 Comus の酒には、母譲りの魔

力が含まれていることがわかる。そのため、Comus  も人間を淫楽に陥らせる力

を持つ、極めて肉欲的な魔神であることが明らかである。Comus  は登場すると、

Cot yt t o という神的存在に力添えするよう呼びかける。次の引用は、 C omus が

Cot yt t o に呼びかけをしている場面である。  

 

 Ha i l  Goddess e  of  Noct ur na l  s por t   

 Da rk-vei l d Coty t to ,  …   

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 S tay t hy c l oudy E don cha i r,  

 Wher i n t hou r i d’s t  wi t h Hecat ’ ,  and be fr iend  

 Us  t hy vow’ d Pr i es ts ,  t i l l  u t mos t  end  

 Of a l l  t hy dues  be done,  and none l ef t  out ,  
                                                        
1 2  序論においても引用したものだが、改めて本章でも引用することとする。  
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 Ere  the  b labb i ng ea s ter n scou t ,  (A Mask  128-129 ,  134-38)  

 

Comus  は主として Cot yt t o に呼びかけているが、この呼びかけでは Cot yt t o と

共に Heca t e という神的存在がいることも示唆されている。Cot y t t o は Thrace の

植物の女神で、Carey は A Mask の注において C ot yt t o に対する淫らな儀式は夜

になって秘密裏に開かれると説明する。一方 Heca t e  は、魔女たちによって呼

び出される、魔術を司る神的存在だと述べている。 1 3  先の J ung の引用から考

えると、 Cot y t t o と H eca te  は、 Circe と同様に誘惑者、魔女という否定的なイ

メージで描かれていることがわかる。しかしながら、Co mus  の視点から見れば、

Cot yt t o と Heca te は自分を支えてくれる神的存在であり、血は繋がらないもの

の、母親代わりの存在であると言える。  

 Comus  は、上記の引用文の後に C ot yt t o と Heca t e に対する祈りの儀式を開く

ことになる。しかしながら Ora m が指摘するように、C omus  の怪しげな儀式は

中断することになる。 1 4  というのも、 Comu s  が  the  La dy が近くにいることに

気づいたからである。そのために Cot yt t o と Heca t e  への儀式は、不完全のまま

となる。儀式がすべて終わるまで、力添えするようにと C omus  が祈っていた

にもかかわらず、中断したことで C omus  は神的存在たちの助力を完全には得

られないことが読み取れる。そして興味深いことに、 Comus  は t he  La dy の存

在に気づいてから、血の繋がった母親 Circe の存在を意識し始める。  

 

   Now t o my cha r ms ,  

 And t o my wi l y  t r a ins ,  I  s ha l l  e ’ r e  l ong  

 Be wel l  s t ock’ t  wi t h a s  fa i r  a  her d a s  graz ’d 

 Ab out  my M ot her  Ci rce .  (A Mask  150-53)  

 

この台詞で、初めて Comus の口から自分の母親 Circe について言及されること

                                                        
1 3  Mi l t on,  A Masque  pre sen ted  a t  Ludlo w Ca s t le ,  1634 .  The  Poems o f  John  Mi l ton . ,  
183 の脚注による。また OED においても、c.  r ega rded  a s  pres i d i ng over  w i t chcra f t  
and ma gica l  r i t es .  であると定義づけられ、この意味で Mil t on の A Mask が引用
されている。  
1 4  Oram 122 .  
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になる。Co mus  は、今はまだ母親ほど獣の群れを所有していないことを意識し、

Circe  の持つ魔力と自身の力を比較していることが窺える。そして次の引用文

は the  Lady の独白と弟達を探すための詩歌を聞いたあとに、 Comus  が発する

台詞である。  

 

    I  have oft  hea r d  

 My M ot her  Ci rce  wi t h t he  S i r ens  t hr ee ,   

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Who a s  t hey s ung,  woul d ta ke t he  po is on’d  s oul ,  

 And la p i t  i n E lys ium ,  Scy l la  wept ,  

 And ch i d her  ba rki ng wa ves  i nt o a t ten t i on,  

 And f el l  Charybdis  mur mur ’ d s oft  a pplause:   

Yet  they i n p lea s i ng s l umber  l ul l ’d t he s ens e,  

And i n s weet  ma dnes  rob ’ d i t  of  i t  s e l f ,  (A Mask ,  252-53 ,  256-61)  

 

Comus  は、 t he  La dy の歌を聴くことで、かつて Circe が、その歌声で海の女の

怪物の心をとらえ、その正体を奪ったという話を思い出している。そして今

Comus  自身が t he  Lady の歌声に心をとらえられている。その結果 Comus  は t he  

Lady を自分の妃にしようと決め、誘惑するのである。ここで考えられること

は、Comus  は自分の心を奪った t he  Lady を聴いた者の心を奪う歌声を持つ母親

Circe と重ね合わせて考えているということである。Comus  は、 t he  Lady を介

して Circe を意識し、心の奥底では血縁関係の母親との繋がりを欲していると

考えられる。父親に対する Comus の言及はないものの、 Comus  が母親に抱く

感情は、 the  La dy を通じて一種の性愛感情ともいえ、エディプスコンプレック

ス的であると言える。J ung は、息子の母親コンプレックスについて、母親が息

子の男性性を刺激するように、息子も母親と同一化するか反抗して離れていく

かという関係の中に、性的に引かれながら反発するという要因がつねに混じり

こ ん で く る こ と に な る と 述 べ て い る 。 (The  Arche types  and the  Col lec t ive  
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Unconsc ious  85-6)1 5  この論は、 Comus  が  t he  La dy を通して母親 Circe に対し

て抱えるコンプレックス的要素にも当てはまると言える。 t he  La dy を通して、

内に秘めていた母親 Circe の存在を呼び起こすことになった  Comus  は、母親

と自分の魔力を比較し、今はまだ Circe の持つ力には及ばないことを意識する。

このことは、母親を目標の対象としつつも、母親に対して一種のコンプレック

スを抱いているようにも見える。そして t he  Lady を妃とし、母親との繋がりを

持とうとしていることが窺える。しかしながら、 Comus  は t he  La dy を誘惑す

るものの、結局失敗に終わる。しかも、劇冒頭で呼びかけた神的存在たちは登

場せず、 the  La dy に対する誘惑も、母親 Circe との繋がりを持つことにも失敗

するのである。  

 

第四節 the  Lady と Sabr ina の関係性  

 次に t he  La dy の親子関係について検証していく。冒頭の表にもあるように、

Comus  と比較しても、t he  Lady の肉親に関しては、ほとんど述べられていない。

それに加えて the  Lady は、 C o mus  の住む森で弟達とはぐれた際、実の両親や

弟達の力、つまり血の繋がりによる助力を欲していない。むしろ、 the  La dy は

何よりもまず “ fa i th” ,  “ hope” ,  “ chas t i t y”  を擬人化して呼びかけ、至高の善なる

者が輝く天使を派遣し、自分の生命と貞節を守るようにと独白する。この呼び

かけの後に、 the  La dy はやっと自分の弟達を探すための詩歌を歌う。この点か

ら、 the  La dy が何よりも、血の繋がりのない存在に対して救いを求めているこ

とが窺える。実際、 the  La dy を最終的に解放するのは Sabr ina  である。本論冒

頭でも述べたように、 Sabr ina  は水の精である。 J ung は「水は無意識を表すた

めに一番よく使われるシンボルであり、心理学的に言えば、無意識の中に沈ん

でしまった精神つまりガイストのことである」と説明している。 1 6  そのため、

the  La dy がいかなる手段に頼るよりも先ず、水の精である Sabr ina  に救済を求

めたのは、無意識的なものからくると考えられる。また J ung は水と無意識の関

係を次のように述べている。  

 

                                                        
1 5  J ung,  “ Psychol ogi ca l  As pec ts  of  t he  M ot her  Arche t ype”  85-6 .  
1 6  J ung,  “ Archet ypes  of  t he  C ol lect i ve  Uncons ci ous”  18-9 .  
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Tr ue,  whoever  looks  in t o the  mir ror  of  t he  wa ter  wi l l  see  f i r s t  o f  a l l  

hi s  own face.  W hoever  goes  t o hi msel f  r i s ks  a  confron ta t i on wi t h hi ms el f . …   

This  confr on ta t i on i s  t he  f i r s t  te s t  o f  courage on t he  i nner  wa y,  a  t es t  

su ff i c ien t  t o fr i gh ten off  mos t  people ,  fo r  the  mee t i ng wi t h our se l ve s  

bel ongs  t o t he  more unp lea san t  t hi ngs  t ha t  can b e avoi ded s o l ong a s  we ca n  

pr oject  ever yt hi ng  nega t i ve i n t o t he  envi r onment .  (The  Arche types  and  the  

Col lec t iv e  Unconsc ious  20) 1 7  

 

水面を鏡とすると、人間が水面に映し出される自分の姿を先ず見ることで、自

分自身と対峙するというリスクを負うことになる。 J ung の言うリスクとは、自

分の中にある不快なものと向き合わなければならないことを意味する。 A Mask

において、「水の鏡と向き合い」、自分自身と対峙するということを想起させる

場面は、 the  Lady が弟たちを探す詩歌を歌う場面であると考えられる。 1 8  

 

 Swee t  Echo ,  s wee te s t  Nymph tha t  l iv ’s t  unseen  

   Wi th in  thy  a iry  she l l  

  By  s low M eander ’s  margen t  green , 

 And  in  the  v io le t  imbro ider ’d  va le  

  Where  the  love - lorn  Nigh t inga le  

 Nigh t ly  to  thee  he r  sad  Song  mourne th  we l l .  

 Cans t  thou  no t  te l l  me  o f  a  gen t le  Pair  

  Tha t  l ik e s t  thy  Narciss us  are?  (A Mask  230-37) 1 9  

 

the  Lady は実際に「水の鏡」と向き合ってはいないものの、水面にうつる自身

の姿に恋する Narcissus を詩歌の中で歌っていることから、間接的に「水の鏡」

と向き合っていると考えられる。the  Lady は弟たちを Narcissus にたとえて Echo

                                                        
1 7  J ung,  “ Archet ypes  of  t he  C ol lect i ve  Uncons ci ous”  20 .  
1 8  Si mons は、 t he  La dy と C omus の関係性が精神的なものであると指摘してい
る。 Si mons  68 .  
1 9  既に引用した箇所だが、本章において重要な箇所であるため、改めて引用す
る。  
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に呼びかける。しかしながら、周知の通り、Echo は Narciss us に恋するものの、

他人の言葉を繰り返すことしかできないため、自分の想いは Narcissus に伝わ

らない。一方、 Narcissus も水面にうつる自分の姿に恋焦がれており、 Echo と

Narcissus  は結ばれることはない。 the  La dy は自らの耳こそが “ bes t  gui de”  (A 

Mask  171)  と述べたことから Echo に呼びかけたものの、それは自身の声を反響

させることを意味する。実際、 the  La dy の詩歌に反応したのは Co mus であり、

Comus が t he  La dy 自身の声を反響したものと捉えることができる。 2 0  加えて、

先の J ung の言葉を A Mask に当てはめると、 the  Lady は「水の鏡」を想起させ

るような詩歌を歌ったことにより、詩歌に心奪われた C omus が t he  La dy にとっ

て  “ unplea san t  t hi ngs”不愉快なもの、つまり否定的アニムスとして  the  La dy の

目の前に現れることになる。 2 1  また、 the  Lady と弟達がはぐれたのは、弟達が  

the  La dy のために冷たい果実ないしは泉を探すためであることからも、「水」が

作品の一つのキーワードとなっていると言える。この結果、 the  La dy は “ r i sks  a  

confr onta t i on  wi t h her se l f”「自分自身と出会う危険を冒す」ことになる。確かに、

水面に自分自身をうつすことが、自身の否定的な面との対峙であるのだが、一

方で J ung はこのようにも述べている。  

 

I f  you ha ve  an  a t t i tude  of  t hi s  ki nd  [ t o gi ve heed  t o a  hel pful  i dea  or  

in t ui t i on,  or  t o no t ic e  t houghts  which ha d not  been a l lowed t o vo ice  

thems el ves  b efor e] ,  t hen t he  hel pful  powers  s lu mber i ng  i n t he  deeper  s t r a ta  

o f  ma n’s  na t ure  ca n come  awake a nd i n tervene,  for  hel p less ness  an d  

wea knes s  a r e  the  e ter na l  ex per ience a nd t he e ter na l  prob lem of  ma nki nd. . . .  

When you  have  done  every t hi ng t ha t  cou l d poss ib l y b e done,  t he  onl y  t hi n g  

tha t  r ema i ns  i s  wha t  you  coul d  s t i l l  do i f  on l y you  knew i t… .  Prayer,  a s  we  

know,  ca l l s  for  a  very s i mi la r  a t t i tude and t he refore  ha s  much the sa me e ffect .  

                                                        
2 0  この後、C omus と t he  Lady が出会い、会話をする場面では一行ずつの対話形
式での会話になっており、エコーのように反響し合っているかのような会話体

になっている。 Si mons  68 .  
2 1  野呂は、 J ung の理論を用いて執筆した論文において、本論で言うところの
Comus  のような誘惑者が、女性のアニムスの否定的な側面を象徴するという点
について言及している。野呂，「英国昔話『夫がくれた三枚の羽根』に関する覚

え書」『東京成徳短期大学紀要』第 14 号  ( 1981)： 66．  
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(The  Arche types  and  the  Col lec t ive  Unconsc ious  21) 2 2  

 

先述したように、Mil ton が「水」に救済のイメージを持っていた。A Mask にお

いては、水の精 Sabr ina による救出がテーマの一つとなっている。Comus は t he  

Lady の抱える喉の渇きという弱みに付け込んで、肉欲に耽るための魔法の「酒」

を飲むよう誘惑するのである。喉の渇きをしのぐために誘惑に屈して C omus の

酒を飲むという  the  Lady の内にある欲求と戦うために、the  Lady は自分の中の

否定的な面である  Comus と対決することになる。  

 J ung が述べているように、水には危険を伴う否定的な面と、その先の救済と

いう肯定的な面と、両面的なイメージがある。A Mask のみならず、Mil ton の別

の作品においても同様のことが言える。Sabr ina は川の仙女として再生したもの

の、Sabr ina にとって水は自らの命を奪うきっかけとなるものである。前述の通

り、Mil t on は At  a  Vacat ion  Exerc ise において、 “ Severn  swif t ,  gui l t y o f  Ma idens  

dea th” (96)と Sabr i na の命を奪った S ever n 川を “ gui l t y”  と表現している。しかし

ながら、第一章でも確認したように、「水」は Mil ton の作品において、救済の

テーマとしても描かれている。 Lyc idas においても、 Lyci das の命を奪うものと

して「水」は描かれている一方で、海浜の守護神として再生するきっかけを与

えるものとして「水」が登場する。そして Mil t on は、 A Mask の中で神の救済

を示す「水」と偽善としての「酒」という極めて似通ったものを用いて、救済

と誘惑を相対するものとして描いているのである。  

こうした危機的状況に陥っている t he  Lady だが、苦境においてもなお、  

“ chas t i t y”の力を信じ、その力を用いて C omus の言葉に反論する。C omus は、t he  

Lady の “ the  S un-cla d power  of  C has t i t y”  (A Mask  782)という言葉を聞いてこの世

の物ならぬ力が後楯となっていると感じ、冷や汗をかくことになる。この句に

関しては、キリスト教の神ないしはその御子たる C hr is t の力が込められている

ことは既に確認した通りである。 2 3  つまり、 t he  Lady  の言う “ chas t i t y”には、

単なる「純潔」のみならず、キリスト教の要素も含む意味が込められていると

考えられる。  

                                                        
2 2  J ung,  “ Archet ypes  of  t he  C ol lect i ve  Uncons ci ous”  21 .  
2 3  Ara i ,  “ Mil ton i n Comus”  28 .  



95 

 そして A Mask において、 the  La dy は C omus の魔法の椅子に座って身動きが

とれないことに気が付いた時、次のようにして、自らの心は Comus によって汚

されないと主張する。  

 

    La.  F ool  do no t  b oas t ,  

 Thou ca ns t  no t  t ouch  t he  fr eedom of  my mi nde  

 Wi tha l l  t hy cha r ms ,  a l t hough t hi s  cor pora l  r inde  

 Thou has te  i mma na cl ’d ,  whi le  H eav’ n s ees  good.  (A Mask  662-65)  

 

Si mons は、上記の台詞に t he  La dy の主張する  “ chas t i t y”  が表されているとい

う。 “ Her  chas t i t y b eco mes  a  ki nd of  “ spi r i t ua l  Ar mour”  (PL X II :  491) ,  enab l i ng he r  

to wi t hs tand C o mus ’s  b landis hments  a nd his  rhet or i c .” 2 4  the  La dy の言う “ chas t i t y”

は、霊的な武具の一種であるという。  “ spi r i tua l  Ar mour”  の内容をより理解す

るために、 Paradise  Los t の 12 巻の 491 行前後を確認したい。  

 

 The pr omi se of  t he  Fa t her,  who s ha l l  dwel l  

 H is  S pi r i t  wi t h i n t hem,  and t he  Law of  Fa i t h   

 Wor ki ng t hr ough l ove,  upon t hi r  hea r t s  sha l l  wr i te ,  

 To gui de t he m i n a l l  t r ut h,  a nd a ls o a r me  

 With s p i r i t ua l  Ar mour,  ab le  t o r es i s t  

 Satans  a ssaul t s , . . .  (PL XII:  487-92)  

 

Michael は、救い主が天に昇る一方で、残された信徒は如何にして不信の者た

ちから守られるのかという Ada m の疑問に対し、答えている。Michae l は、神に

よって、愛によって働く信仰なる律法を信徒の心に書きしるし、 2 5真理の道へ

と導き、霊の武具で身を固めさせ、 Sa ta n の攻撃に立ち向かえるようにしてく

れるだろうという。さらに、“ spi r i tua l  Ar mo ur”について、Fowl er は E ph.6 . 11-17、

                                                        
2 4  Si mons  79 .  
2 5  新井は、「愛によりて働く信仰」として Gal .5 :6 を挙げている。 For  i n J es us  
Chr is t  nei t her  c i r cumc is i on a va i le t h a ny t h i ng,  nor  unc i r cumc is i on;  b ut  fa i t h whi ch  
worket h b y l ove.  (Ga l .5 :6 )  ミルトン，『楽園の喪失』 345  
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新井は Eph.6 .1 3 を挙げている。 2 6  F owle r は Eph.6 . 11-17 には “ fa i th”が示されて

いると述べている。これらのことから、 “spi r i t ua l  Ar mour”  は愛によって働く

“ fa i th”と大きく関連のあるものであると言え、 A Mask の the  Lady が打ち出す

“ chas t i t y”には、キリスト教信仰  “ fa i th”に基づいたものであると言える。  

しかしながら、 C omus  は誘惑の手をとめず、魔法の酒を飲ませようとして、

the  Lady に絶体絶命の危機が訪れる。このように、危機的状況においても、

“ chas t i t y”を一貫して信じ続けた結果、 the  Lady は J ung が論じているように、

心の奥底にある救いの力が目覚め、 Sabr ina  が実際に現れ、救出される。無意

識から始まった the  Lady の一貫した希求が  “ chas t i t y”  を象徴する Sabr ina  に

通じたことから、 Sabr ina  も極めてキリスト教的な川のニンフであり、 Sabr ina  

と  the  Lady はキリスト教信仰を通じて精神的な繋がりがあると言える。 2 7  

 Comus と t he  Lady のそれぞれの親子関係を比較してみると、次のようなこと

が言える。C omus  が自身の拠り所とするものに揺らぎがあるために、Co mus  は

精神的な拠り所となるものと肉親との両方の繋がりをもつことができないので

ある。その一方で、 the  Lady は絶えず “ chas t i t y”の持つ力を信じ続けたために救

いを得て、最後には無事に肉親とも再会することもできるのである。つまり A 

Mask においては、物理的な血の繋がりに依存せずに信仰を通した精神的繋がり

によって救済を得ることが強調されていると考えられる。  

 また Co mus  と違って、 t he  La dy が血の繋がりのある肉親に救いを求めなか

った理由として、次の引用の the  E l der  Br ot her  の主張する  “ chas t i t y”  の説明が、

先の t he  La dy の主張する “ chas t i t y”と異なるという点が挙げられる。  

 

  2 .  Bro .  Wha t  hi dden s t r eng t h,  

Unl ess  t he  s t r eng t h of  H eav’ n,  i f  you mea n t ha t?  

Eld .  Bro .  I  mea n t ha t  t oo,  b ut  yet  a  hi dden s t r engt h  

Which i f  Hea v’ n gave i t ,  ma y b e t er m’ d her  own:  

’Tis  chas t i t y,  my br ot her,  cha s t i t y :  

                                                        
2 6  Fowl er  669 .  ミルトン，『楽園の喪失』 345 .  
2 7  Si mons は、 Sabr i na のみならず、 the  La dy の母親代わりの存在として、 Ech o
と Ps yche も含めている。 Si mons  93 .  
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She t ha t  ha s  t ha t ,  i s  c la d i n compl ea t  s te el ,  

And l i ke  a  qu i ver ’d N ymph wi t h Ar rows  keen  

May t r ace huge F ore s ts ,  a nd unha rbour ’d Hea ths ,  

Infa mous  Hi l l s ,  a nd  sandy per i l ous  wi l des ,  

Where t hr ough t he sacred r a ys  o f  C has t i t y,  

No sava ge  f i er ce ,  Ba ndi t e ,  or  mounta i neer  

Wil l  da re  t o s oyl  her  Virgi n pur i t y,  (A Mask  416-27)  

 

新井は、 the  E l der  Br ot her  の言う “ chas t i t y”が、あらゆる不純を清める自足固有

の力である一方、the  Lady 自身の考え方とは異なると説明している。2 8  という

のも、 the  E l der  Br ot her の考える “ chas t i t y”観は、 “ the  ol d Schools  o f  Greece”  (A 

Mask  439)から来るものである。 Carey によれば、 “ the  ol d s chools  o f  Greece”は

“ The Greek phi l os opher s”を指し、 t he  E l de r  Brot he r は古代のギリシア哲学から

“ chas t i t y”観を述べている。 2 9  つまり、 the  E lder  Br ot her の言う “ chas t i t y”の力は

ギリシア神話を下敷きにしたものであると言える。the  E l der  Br ot her の主張する

“ chas t i t y”の力は、 “ Ver tue  ma y be  a ssa i l ’d,  bu t  never  hur t ,  /  S urpr iz ’d  b y un jus t  

force ,  b u t  not  en t hra l l ’d,”  (A Mask  589-90)即ち、徳は不正な力に襲われても、虜

になることはない。そして、野村は先の引用を用いて、the  E l der  Br ot her の主張

する “ chas t i ty”が、天から与えられたものであるにせよ、自足固有の力である点

が、 the  Lady の “ chas t i t y”観と相違があると論じている。3 0  一方 t he  Lady は、む

しろ “ fa i th” ,  “ hope” ,  “ chas t i t y”に呼びかけ、守護天使を派遣し、自分の身を守る

よう独白しているように、自らの力としてとらえていない。  

確かに弟達は、 the  Lady が捕えられている C omus  の館を襲撃し、 C omus  か

ら姉を救いだすことには成功する。しかしながら、それは  the  At tenda nt  S pi r i t  

からの忠告があってなされたものであり、さらに C omus  の魔法を解くことに

は失敗する。 the  E l der  Br ot her  と  t he  Lady それぞれが考える  “ chas t i t y”  観に

大きな相違点があり、血の繋がりのある者同士であっても  t he  Lady を完全に

は救出できないため、一層 Sabr ina  との精神的な繋がりが強調されるのである。 
                                                        
2 8  Ara i ,  “ Mil ton i n Comus”  21 .  
2 9  Mi l t on,  The  Poems o f  John  Mi l ton  198 .  
3 0  野村  26-7 .  
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第五節 精神的な拠り所としての Sabr ina の役割  

 これまで、 the  La dy と Sabr ina が血のつながりのない、精神的な結びつきの

ある親子であることについて論証してきた。その点を基に、本節では the  La dy  

の精神的な拠り所としての Sabr ina が、精神的な母親として、キリスト教的か

つ地母神的役割をはたしている点について考えていく。 3 1  先ず the  Lady と

Sabr ina は、仮面劇が演じられている土地という点で関連がある。 Sabr ina  は生

前 England 王 Locr i ne の娘であったことが  the  At tenda nt  S pi r i t  によって説明さ

れる。 (A Mask  826-27)  一方、 the  La dy は Ludl ow 城がある一帯をこれから統括

する貴族の娘である。つまりこの二人は、同じ土地を守る家の娘として土地を

介しての結びつきがあると考えられる。また、Vi ol et  O ’Val l e  は、 Sabr ina  がい

る Sever n 川が E ngla nd と Wales の境目付近を流れ、その支流の一つが、A Mask  

が演じられている Ludl ow 城に隣接して流れていると説明している。3 2  そして、

本作品が J ohn E ger t on の Wales  総督就任を祝うために、創作されたものと考え

ると、 Sabr ina  はキリスト教的な要素を備えつつも、この土地とその一族を守

るという地母神的存在として描かれていると考えられる。第二章で論じたよう

に、本作品においては、登場人物に複数の役割を担わせており、Sabr ina にも複

数の役割が備わっていると考えることができる。  

 また、前章において、 the  La dy が Pa radi se  Regain ’d における C hr is t の原型で

あると論じる研究者もいると論じた。 the  Lady を C hr is t の原型と見なすのであ

れば、Sabr ina はその母 Virgi n Mar y と捉えることも可能である。A Mask におい

て、 Sabr ina が Virg i n Mary を思わせるような描写がある。 the  At tenda nt  S pi r i t

が Sabr ina を “ Sabr ina  i s  her  na me,  a  Virgi n  pure ,”  (A Mask  826)  と説明している。

“ vi rgi n”を OED で引くと、I .  2 .  a .  A woma n ( es p.  a  young  wo ma n)  who i s ,  or  r ema i ns ,  

in a  s ta te  o f  i nvi ola t e  chas t i t y ;  an absol u te ly pure  ma i den or  ma i d.  In ea r l y us e  

chie f l y  of  t he  Virgi n  Mary:  c f .  4  or  5 .  3 3  とあるように、おかされることのない  
                                                        
3 1  Ker r iga n は、Sabr i na を “ pre-oedi pa l  mot her  wi t h no  sex ua l  enta ngl ement”である
と指摘する。 Ker r igan 48 .  
3 2  Vi o let  O ’ Val le ,  “ Mil t on’s  Comus  and Wels h Ora l  Tradi t i on”  Mil ton  S tud ie s  1 8  
(1983) :  25 .  
3 3  “ vi rgi n”  の Def.  4 と 5 について、それぞれ 4 .  a .、b .、c.と 5 .  a .、b .  があるが、
論文に必要と思われるものを抜粋した。4 .  a .  the  Virgi n Mar y,  t he  mot her  of  C hr is t .  
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“ chas t i t y”  の状態のままである女性のイメージとして Virgi n Mary が挙げられ

ている。つまり、“ chas t i t y”  を象徴する Sa br ina  の中に、“ chas t i t y”  の象徴たる

Virg in Mar y のイメージを内包されていると考えられる。また、 Sabr ina を呼び

だす詩歌において、 Sabr ina の髪の描写が含まれている。その中で、 “ In  twis ted  

bra ids  o f  L i l l ie s  kn i t t ing  /  The  loose  t ra in  o f  thy  amber-dropping  ha ir ,”  (A Mask  

862-63)  とあり、Sabr ina の髪が百合の組紐で結えられていることがわかる。『文

学シンボル辞典』において、 “ l i ly”  を引くと受胎告知を描いた絵画には、大天

使 Gabr iel が Virg i n Mary に C hr is t が生まれることを知らせに来た場面  (Luke .  

1 .26-38)  が描かれており、そこには必ずといってよいほど百合があるという。

3 4  また、『聖書象徴事典』において「百合」を引くと、「マリアの処女懐胎を示

すしるしとして、受胎告知の天使は、しばしば手に一本の百合の花を持った姿

で表現される」と記されている。 3 5  “ Virg i n pure”な Sabr ina が、「純潔」を表す

百合の組紐で髪を結わえていることからも、 Virgi n  Mary のイメージを備えて

いると言える。また、 S hul lenb erger は、 S abr ina  について次のように説明して

いる。  

 

 Sabr ina ,  i nvoked b y t he  At t endan t  S pi r i t ,  pr es i de s  over  t he  second pa r t  o f  

the  Lady’s  t r ia l  a s  a  t u te la r y godmot her ,  t o media te  t he  genera t ive  mys ter i es  

o f  woma nhood t o t he  Lady,  a nd t o mob i l iz e  her  for  t he  s ocia l  ex ercis e  o f  

thos e mys ter i es  (814-957) .  

 (Shul lenb erger  226-7  上記の 814-957 は A Mask  の詩行を指す )3 6  

 

Shu l l enb erger  は、814 行から 957 行目に描かれる  Sabr ina  の生前の内容、川の

ニンフとして再生した経緯、そして the  La dy 救出の場面において、t he  At t endan t  

Sp i r i t  によって呼び出された Sabr i na  が、 “ godmot her”  としての役割を担って

                                                                                                                                                                             
Als o,  a n i ma ge or  p ic t ur e  r epres ent i ng her.  5 .  a .  the  Virgi n ( a ls o t he  b l ess ed,  hol y  
e tc . ,  Vi rgi n) ,  =sense 4 .   b .  A pi ct ure  or  i ma ge of  t he  Virg i n Mary;  a  ma donna .  
“ vi rgi n,”  OED  (Oxfor d:  Oxfor d UP,  2009)  
3 4  マイケル・ファーバー，『文学シンボル辞典』，植松靖夫訳  (東京：東洋書林、
2005)  317 .  
3 5  マンフレート・ルルカー，『聖書象徴事典』，池田紘一訳  (京都：人文書院、
1988)  386 .  
3 6  Shul lenb erger  226-7 .  
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いることを指摘している。そして J ung は、“ godmot her”  がどのようなものであ

るかを次のように説明している。  

 

Beca us e peopl e  ha ve a lways  f ea red t ha t  t he  connect i on wi t h t he  

ins t i nc t i ve ,  a r chet ypa l  s ta ge of  consc i ous nes s  mi ght  ge t  l os t  i n t he  cour se  o f  

l i f e ,  t he  cus t om has  l ong s i nce b een  adopted  of  gi v i ng t he  new-bor n  chi l d,  i n  

addi t i on t o hi s  bod i l y pa ren ts ,  t wo godpa rents ,  a  “ godfa ther”  and a  

“ godmot her,”  who a re  s uppos ed t o be r es pons ib le  for  the  s pi r i t ua l  wel fa r e  o f  

thei r  godchi l d.  They r epr esent  t he  pa i r  of  gods  who appea r  a t  i t s  b i r t h,  t hus  

i l l us t r a t i ng t he  “ dua l  b i r t h”  mot i f .  (The  Arche types  and  the  Col lec t iv e  

Unconsc ious  68)3 7  

 

J ung が 述 べ て いる こと を A Mask に 当て は めて 考 えて みる と 、 Sabr ina が  

“ godmot her”  であると考えることができる。一方 “ godfa t her”だが、 J ul i e  H .  Ki m

が t he  At t endant  S pi r i t について、 “ As the i r  “ fa ther ’s  shepher d,”  he  p lays  s ur r oga t e  

fa ther  and ha s  t he  ta s k of  ga t her i ng t oget her  t he  f l ock,  b ot h a ni ma l  a nd huma n.”と説

明しており、一歩解釈を進めれば “ godfa t he r”  としての役割を担っていると考え

られる。 3 8  また J ung は、母親コンプレックスの肯定的な面として、母親の愛

を誇大化しることで誤って抱きやすい、運命のように残忍で、楽しげで疲れを

知らない生命の贈り物といった巨大な責任や任務を母に押し付けることがない

ようにするために、 “ godfa t her”  と  “ godmot her”  が洗礼親として必要だと説明

している。 3 9  the  Lady の父親が赴任した土地に誘惑者 C omus  の住む森がある

ということからも、 the  Lady の一族が統治する土地、そしてその一族を守り、

救済する  “ god mot her”として Sabr i na が必要になると考えられる。  

 

第六節 Sabr ina による “ bapt i s m”と女性の連帯  

先述したように、 A Mask を含む Mil t on の作品において、「水」は救済のキー

                                                        
3 7  J ung,  “ Concer ni ng t he  Archet ypes  and t he  Ani ma  C oncep t”  68 .  
3 8  J ul ie  H .  Ki m,  “ The La dy’s  Unla dyl i ke  St ruggle :  Rede fi ni ng Pa t r ia r cha l  
Bounda r ies  i n Mi l t on’s  Comus ,”  Mil ton  S tud i e s  35  (1997) :  8 .  
3 9  J ung,  “ Psychol ogi ca l  As pec ts  of  t he  M ot her  Arche t ype”  92-93 .  
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ワードとして提示されている。本作品においては、 the  Lady 救出に関わるのが

the  Lady と精神的な繋がりを持つ、母親代わりの存在である水の精 Sabr ina で

ある。そこで、 Sabr ina が如何にして t he  Lady を救出するのか確認したい。

Woodhous e 4 0、 Hilda  Hol i s 4 1  そして S hul l enb erger 4 2  さらに多くの研究者が、

Sabr ina  による  t he  La dy 救出の場面は、“ bapt i s m”を想起させるものだと論じて

いる。 4 3  Si mons は、 Sabr ina が “ bapt i s m”を用いて t he  Lady を清めることについ

て、 Comus が最初に拠りどころとしていた C ot yt t o と関連があると指摘する。

“ The pr i es t s  o f  C ot yt to ,  Thracia n goddess  o f  lewdnes s ,  wer e  ca l led Ba pt es .  Thei r  

na me der ives  from t he Greek verb  bapto ,  to wash,  b eca use of  t he i r  ca l led s o ca l le d  

pur i f ica t ion  ceremoni es .” 4 4  邪悪なトラキアの女神 C ot yt t o は、ギリシア語の動詞

“ bapto”を由来として “ Bapt es”と呼ばれるという。本章の冒頭の表にもあるよう

に、 Sabr ina と Coty t t o は共に母親代わりの存在として対照的に描かれている。

前述の通り、 A Mask 自体、登場人物同士が対照的に描かれているため、 Comus

が “ bapt i s m”を意味するような Cotyt to に助力を得ようとしたのと対照的に、

Sabr ina もまた t he  Lady を “ bapt i s m”でもって救出し、 Cot y t t o が表象する淫楽な

世界を清めるという意味も含んでいると考えられる。 4 5  それでは、 Sabr ina が

the  Lady に “ bapt i s m”を施す場面を確認してみたい。  

 

 Br igh tes t  La dy l ook on me ,  

 Thus  I  s pr i nkl e  on t hy brea s t  

 Drops  t ha t  f r om my founta i n pure ,  

 I  have kep t  of  pr eci ous  cure ,  

 Thr ice  upon t hy f i nger s  t i p,  

 Thr ice  upon t hy r ub i ed l i p,  

 Next  t hi s  ma rb le  venom’ d s ea t  

                                                        
4 0  Woodhous e,  “ Comus  Once M ore”  221-21 .  
4 1  H i lda  H ol l i s ,  “ Without  C ha r i t y:  An Int er tex tua l  St udy of  Mi l t on’s  Comus ,”  
Mil ton  S tud ie s  34  (1997) :  171 .  
4 2  Shul lenb erger  227 .  
4 3  Ker r igan 48 .  H i l l  45 .  Woodhous e and  B us h 783 .  
4 4  Si mons  96 .  
4 5  Si mons  88 .  
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 S mea r ’d wi t h gumms of  gl u tenous  hea t  

I  t ouch wi t h chas t e  pa l ms  moi s t  and col d,  (A Mask  910-18)  

 

Sabr ina  は清い泉から汲みとった水玉を  the  La dy の胸に、そして指先に 3 度、

赤い唇に 3 度  “ spr inkl e”  している。つまり、 Sabr ina  は聖水をふりかけること

で t he  La dy に  “ bapt i s m”  を施していると言える。そして、 “ bapt i s m”を用いて

Sabr ina は、t he  Lady を C omus の性欲に満ちた罠から解かれる。4 6  一方 Mil t on は、

“ bapt i s m”について Chri s t ian  Doc tr ine  の第 1 巻第 28 章において以下のように説

明している。  

 

Under  t he  gos pel ,  t he  f i r s t  sacra ments  commonl y s o ca l led i s  

BAP TISM,  wherei n THE BODIES OF BELIEVER S WHO ENGAGE 

THEMSE LVES TO PURENESS OF LIFE ARE IMMERSED IN RUNNING  

WATER,  TO SIGNIFY THEIR REGENERATINON BY THE HOLY S PIRIT,  

AND THEIR UNION WITH CHRIS T IN  HIS DEATH,  B UR IAL,  AND  

RESURREC TION.  (CD  1 .28 .  XVI:  169) 4 7  

 

福音において、最初のサクラメントとして呼ばれるのが、 “ bapt i s m”であり、信

徒の聖霊による復活、 Chr is t の死、埋葬、そして復活において、 Chr is t と結び

つくことを証明するために、「流れる水に浸す」と定義づけている。そして Mil t on  

は自身の言う “ bapt i s m”に関してさらに以下のように説明している。  

 

IMMERS ION.  I t  i s  i n  va in  a l leged b y  t hos e who,  on  t he  aut hor i t y o f  

Mark.  vi i .  4 .  Luke.  x i .  38 .  have i n t roduced t he  pract i ce  of  a ffus i on  i n  

bapt i s m i ns tea d of  i mmers i on,  t ha t  t o d i p and t o s pr i nkle  mea n t he sa me  

th i ng;  s i nce i n  was hi ng  we do  not  s pr ink le  t he  hands ,  b ut  i mmer se  t hem.  (CD  

                                                        
4 6  Si mons  81 .  
4 7  The  Works  o f  John  Mi l ton  vo l  XVI の Chri s t ian  Doc tr ine を用いた。なお数字は
巻、章、The  Works  o f  John  Mi l tonにおける巻数、頁数を表す。J ohn M il t on,  Chr is t ia n  
Doc tr ine ,  The  Works  o f  John  Mi l ton ,  gen.  ed .  Frank Al len Pa t t er s on,  vol .16  (1934;  
New York :  C ol umb ia  UP,  1993;  Tokyo:  H on- no-To mos ha ,  1993)  
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1 .28 .  XVI 183)  

 

“ immers i on”  の代わりに  “ to di p  and  t o s pr ink le”  にしても同様のことだと言う

人達に対し、 Mi l ton は手を洗う際に  “ spr ink le”  せず、 “ immerse”  すると説明

しているように、 “ to di p a nd t o s pr i nkl e”は “ immers i on”  の代わりにならないと

説明している。一方 A Mask  において、 Sabr ina  は  t he  Lady に聖水を「ふりか

けて」いる。この点だけみれば、Mil t on は、自身の言う “ bapt i s m”の定義に反し

ているようにも思われる。しかしながら、Sabr ina  が S ever n 川のニンフである

と 考 え れ ば 、 Sabr ina  を  “ runni ng wa t er”  の a l legory と し て 、 t he  Lady に

“ bapt i s m”を施していると見なすことはできる。さらに、Mil ton は “ bapt i s m”を

受けることについて次のように説明している。  

 

…  ;  t hrough  bapt i s m,  on t he  o t her  ha nd,  we a re  i ni t ia ted i nt o t he  gos pel ,  

whi ch  i s  a  r ea s onab le ,  ma nl y,  and  i n t he  hi ghes t  s ense  fr ee  s ervi ce .  F or  under  

the  law men were not  mer el y b orn,  b ut  grew up i n fant s  in a  sp i r i t ua l  sens e;  

under  t he  gos pel ,  i n ba pt i s m,  we  a re  b orn men.  Hence ba pt i s m req u i r es ,  a s  

fro m a dul t s ,  t he  prev i ous  condi t ions  of  knowl edge  and  fa i t h ;…  (CD 1 .28 .  

XVI 179)  

 

Mi l t on は、“ bapt i s m”を受けるためには、予め知識と信仰を兼ね備えている状態、

つまり成人になってから必要だと考えている。というのも、Mil ton は Chr is t ia n  

Doc tr ine  において、まだ教えを受けることも、契約を信じ、それに従事し、自

分自身で言葉をきくことすらできない幼児に “ bapt i s m”を施す必要性はないと

述べているからである。これらの点を考慮すると、 A Mask  においては、 J ung

の言うような新生児に対する “ bapt i s m”ではないが、Mil ton の考える “ bapt i s m”

に基づいて、“ godmot her”  である Sabr ina  が  the  La dy に “ bapt i s m”を施している。

一度は C omus の誘惑に陥るものの、 t he  La dy は、キリスト教の教義を信じ、従

事することのできる、“ bapt i s m”を受けるに値する人物であると言える。4 8  また、

                                                        
4 8  野呂が論じているように、危機を乗り越え自己実現の道に精進した女性が、
成熟した女性となることは  A Mask  にのみ当てはまる考えではないと言える。
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Woodhous e と B us h は、 A Mask におけるキリスト教的要素の一つとして、次の

ように作中の「水」を捉えている。“ water,  the  s pec i f ic  s ymb ol  chos en,  i s  t ha t  us e d  

in  t he  sacra ment  o f  ba pt i s m,  b ut  ex tended t o s ign i fy  any  i n fus i on  of  sa vi ng grace . ” 4 9

つまり、A Mask の中で特別な象徴として「水」が用いられていると指摘してい

る。 Si mons もまた “ Water,  o f  cour se ,  i s  t he  Mask ’s  pr i mar y s ymb ol  of  s pi r i t ua l i t y  

and r egenera t i on.”と述べているように、 A Mask における「水」は、精神性や復

活の主たる象徴であると言える。 5 0  Sabr ina が川に身を投げるものの、水によ

って再生したように、 the  Lady も水と類似する C omus の酒を退ける試練に遭遇

するものの、 Sabr ina の “ bapt i s m”によって再びキリスト教徒として復活し、

Sabr ina によって精神的成長を認められるのである。  

 これらのことから、Comus  の精神的な拠り所であった C ot yt t o や H eca t e が邪

悪な否定的な母元型として描かれていたのに対し、 Sabr ina  は慈悲深く、保護

し、支えるという肯定的な母元型として描かれている。そして t he  Lady と精神

的に繋がりをもったことによって、 Sabr ina  は  “ godmot her”  として、“ bapt i s m”

でもって  t he  La dy を救出し、キリスト教信仰を備えた成人として承認するの

である。  

 ところで、 A Mask において描かれる the  Lady と Sabr i na という女性同士の結

びつきが、当時からも一般的に見られていたわけではない。鈴木は、ギリシア・

ローマ世界において異性同士、女性同士の友愛は低く見なされ、男性同士の友

愛こそが価値の高いものと見なされ、初期のキリスト教の世界においても同様

の価値観であったのだが、Mil ton の時代になって夫婦間の交流が友愛として認

められたと指摘する。5 1  鈴木は、Mil t on の時代における男性観における友愛が

夫婦間にも発展したとは述べている。一方、女性同士の友愛にも発展したかに

ついては指摘していないが、A Mask において、継母 Guendol en によって Sabr i na

が追われるというように、女性同士、特に血の繋がりのない母娘の繋がりが現

実的に希薄であったと考えられる。しかしながら、Sabr ina は、苦境に置かれた
                                                                                                                                                                             
野呂，「英国昔話「ぼろきれ娘」に関する覚え書」『東京成徳短期大学紀要』第

13 号 (1980)： 27-34．  
4 9  Woodhous e and B us h 783 .  
5 0  Si mons  67 .  
5 1  鈴木，「夫婦は心友なのか：古典から中世キリスト教における友愛観の一断
面」『言語文化論集』第 XXVII I 巻  第 1 号  ( 2006) :  67-101 . 
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同性を救う川のニンフになることで、生前は不可能であった女性同士の連帯を

the  La dy と精神的に結びつくことで可能にした。 A Mask においては、 the  Lady

と Sabr ina いう血の繋がりのない精神的な母娘の関係の中で、女性同士の連帯

が構築されたと考えられ、当時としては斬新な考え方であったと思われる。  

これらの点から、Sabr ina と t he  Lady は、“ chas t i t y”を通じて精神的に繋がり、

Sabr ina は “ bapt i s m”を用いて救出し、さらに the  Lady を、キリスト教信仰を備

えた成人として承認する。しかしながら、本来の “ bapt i s m”の形式を厳密に考え

る と 、 “ godmot her” 、 ” godfa t her” で は “ bapt i s m” を 施 さ な い 。 J ung も

“ godmot her”、” godfa t her”を次のように説明している。“ . . . ,  chi l dren t oday,  i ns tea d  

of  ha vi ng good and evi l  fa i r ies  who ma gi ca l l y “ adopt”  t hem a t  b i r t h wi t h b l ess i ngs  

or  cur s es ,  a r e  gi ven s pons or s― a  “ god fa t her”  and a  “ god mot her” .” 5 2  子どもが善悪

いずれの妖精に取りつかれることがないよう保護する役割として  “ godmot her”、

“ godfa t her”が必要となる。つまりその役割は “ bapt i s m”を施すものではない。さ

らに、Sabr ina に Virgi n Mar y のイメージが付与されてはいるものの、Pur i ta n で

ある Mil t on が完全に Virg i n Mar y そのものを信奉しているとは考えにくい。そ

のため、Sabr ina には “ godmot her”や Virgi n  Mary のほかに、“ bapt i s m”を施すこと

ができる役割が付加されていることになる。この点に関しては、第五章で詳細

に論じることとする。  

 

                                                        
5 2  J ung,  “ The C oncep t  of  t he  C ol l ec t i ve  Unconsci ous”  45 .  
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第四章  

A Mask における “chast it y”と “char it y”  

― Chri st ian Doct rine における定義から―  

 

第一節 A Mask における “ cha r i ty”から “ cha s t i t y”への置換  

 Sabr ina と t he  Lady は、 “ chas t i t y”を通して血の繋がりのない母娘として精神

的に繋がる。新井が述べているように、A Mask における the  La dy が救いを求め

る “ chas t i t y”は、弟たちのいうギリシア哲学的な “ chas t i ty”といくらか相違がある。

第二章においては、当時の仮面劇の特性と比較し、 A Mask が Neopla t oni s m 的  

“ chas t i t y”ではなく、 the  La dy が主張するキリスト教信仰に基づいた “ chas t i ty”

観が強く打ち出されていたことを指摘した。そこで本章では、聖書的な解釈を

用いて、Mil t on が “ chas t i t y”をどのように考えていたのかについて考察する。

Mil t on がいかに聖書的な解釈をしていたのかを知るために、Mil t on の神学体系

を綴ったとされる Chris t ian  Doc tr ine を用いて、 “ chas t i t y”をどのように定義づ

けているかを検証する。 1  その際、 “ cha r i t y”についても “ chas t i t y”とどのような

関連があるのか考えていきたい。先述したように、本来キリスト教の三つの徳

とされる “ fa i th”、“ hope”、“ cha r i ty”である。“ And now ab i de th  fa i t h,  hope,  cha r i t y,  

these  t hree ;  b ut  t he  gr ea tes t  o f  t hese  i s  cha r i ty.”  ( 1  C or.  13 .13)  下線の内、特に重

要なものが  “ cha r i t y”  であることは明らかである。しかしながら、 A Mask にお

いては “ fa i th”、 “ hope”、 “ chas t i t y”となっており、 “ cha r i ty”が “ chas t i t y”に置き換

わ っ て い る 。 2  本 論 で は 、 “ chas t i t y”と “ cha r i t y”い う 語 に 着 目 し 、 Chris t i a n  

                                                        
1  Chris t ian  Doc tr ine を論じる上で問題となるのが、Mil t on がこの書を執筆した
かということである。 Lewa ls ki は Chris t ia n  Doc tr ine が Mil ton 作のものである
と論証している。 Lewa ls ki ,  “ Mil ton And De Doc tr ina  Chr is t iana :  E vi dences  o f  
Aut hor s hi p,”  Mil ton  S tud ie s  36  (1998) :  203-28 .  また新井は、 A Mask の the  La dy
の  “ chas t i t y”  と、 the  E l der  Br ot he r が主張する  “ chas t i t y”  の相違を説明する際
に、 Chris t ian  Doc tr ine の  “ chas t i t y”  の定義を引用している。 Ara i ,  “ Mil ton i n  
Comus”  26 .  そして、 Hol l i s は  “ His  c lea re s t  t heol og ica l  ex pos i t i on i s  found i n  
Chris t ian  Doc tr ine .  Al t hough  i t  was  not  ye t  wr i t ten i n 1634 ,  i t s  concep t i on was  
much  ea r l ier.”  と述べ、Chris t ian  Doc tr ine の原作者の問題について留意しつつ、
Chris t ian  Doc tr ine と A Mask の間テキスト性について論じている。Hol l i s  159-78 .  
以上の論文から、本論は Chris t ian  Doc tr in e を Mil ton の論として扱う。なお、
新井は Chris t ian  Doc tr ine が 1650年代後半に制作、1823年に発見されたと言う。
新井，『ミルトン』 180．  
2  A Mask において、“ chas t i t y”  は t he  La dy が 2 回、the  E l der  B ot her が 5 回、Sabr ina
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Doc tr ine における定義をもとに、A Mask においてどのように使用されているの

かを考察する。そして A Mask において、 Chris t ian  Doc tr ine  における定義が、

“ chas t i t y”  は言葉に、 “ cha r i t y”  は女性登場人物、特に Sabr ina の行動に表現さ

れていることを明らかにする。  

 

第二節 当時の一般的な “ chas t i t y”観と M il ton の作品における “ chas t i t y”観  

 本題にうつる前に、Mil t on の時代において、“ chas t i t y”がどのように見なされ

ていたのか、また先行研究において、Mil t on の言う “ chas t i t y”観はどのようなも

のとして捉えられているのかを確認したい。Flanna ga n は、次のように指摘して

いる。 “ the  mode rn tem ma y be mi s l eadi ng,  s ince M i l t on cons i der ed i t  t o b e  poss ib l e  

to  be  “ chas te”  wi t hi n t he  i ns t i t ut i on of  ma r r iage a nd a f ter  b ege t t i ng  ch i l dren” 3  つま

り、Mil t on の時代における “ chas t i t y”という単語は、当時、結婚した状態でも、

さらに子どもをもうけた後にも “ chas te”な状態であることを示す言葉であり、

現代の意味とは異なる点があるという。また、 Ker r igan によれば、 R ena issa nce

期において、特に Pr otes tan t の間では、結婚をも含めた “ vi rgi ni t y”として “ chas t i t y”

が用いられていたと指摘する。 4   

一方、Mil ton の言う “ chas t i t y”観はどのようなものと見なされていたのだろう

か。Si mons は、Mi l t on の言う “ chas t i t y”について次のように論じている。“ Mil ton’s  

hi gh r ega rd for  chas t i t y,  however,  t r ans cends  t he  convent i ona l  a ssumpt i ons  of  a  

masq ue ’s  audi ence t ha t  chas t i t y i s  t he  u l t i ma t e  f ema le  vi r t ue .” 5  Si mons は当時の女

性の究極の美徳とされたものを超越するものが、Mil ton の “ chas t i t y”には付与さ

れていると指摘している。そして Nicols on は次のように説明する。  

 

The  ba s ic  t heme  of  Comus  i s  cha s t i t y,  which  i s  coupled wi t h t empera nce a nd  

vi rgi n i t y. . . .  L i ke S penser  i n  t he  Faer ie  Queen ,  Mi l t on hol ds  t ha t  chas t i t y  
                                                                                                                                                                             
が 1 回、計 8 回用いられている。  
3  Mi l t on,  Comus ,  The  R ive rs ide  Mi l ton  113 .  
4  Ker r igan 28-29 .  そ の 一 方 で 、 Ker r igan  は 、 the  Lady の 言 う “ chas t i t y”は  
“ vi rgi ni t y”で あ る と 言 う 。  “ But  t he  La dy r e fus es  t o voi ce  even a  hi n t  of  
compr omi se  wi t h t he  s econd,  s peci f i ca l l y s ex ua l  cha rge of  abs t i nence,  a nd i n  a  
ges t ure  t ha t  ha s  provoked much cr i t i ca l  deba t e ,  a ccepts  t he  na me gi ven t o her  b y her  
tempt er.  Her  chas t i t y i s  vi rgi ni t y.”  Ker r iga n 29 .  
5  Si mons  74 .  
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mea ns  not  me rel y  abs ta i ni ng fro m evi l  b u t  a ct i vel y pur s ui ng  t he  good .  

“ Chas t i ty”  i n t hi s  s ens e woul d have been under s t ood b y many paga ns ,  b u t  

even t he  Pla t oni c  vis i on of  t he  G ood,  t he  Tr ue,  t he  B eau t i ful  fe l l  s hor t  o f  t he  

concept  o f  “ vi rgi ni t y”  a s  Mi l t on us ed i t ,  which i s  not  on l y a  C hr is t ia n vi r t u e  

but  t he  h i ghes t  a t ta i nment  o f  t he  C hr is t ian s oul― the  s ta te  o f  t he  sa i nts  i n  

Reve la t i on whose  l i ves  ha ve been wi t hout  s t a in a nd who j o i n i n  s i ngi ng  t he  

song of  t he  La mb. 6  

 

A Mask における “ chas t i ty”は “ t emperance”と “ vi rgi ni t y”を含めたものであるとい

う。そして、 “ chas t i t y”は悪を退ける力のみならず、善を追求する力であること

も指摘している。実際に the  Lady を演じた Alice が 15 歳であると考えると、

Mil t on は「純潔」とも「貞節」ともとれる両義的な意味で “ chas t i t y”を表してい

るとも考えられる。また、McGuire は、M il t on の時代においては、 “ cha r i ty”を

“ chas t i t y”とほぼ互換性のある言葉であったと指摘している。 7  これらの点を踏

まえて、Chris t ian  Doc tr ine における定義と、A Mask においてどのような差異が

あるかについても見ていきたい。  

 

第三節 Chris t ian  Doc tr ine における “ chas t i t y”と A Mask との関連性  

 The  Works  o f  John  Mi l ton の index によれば、 Chris t ian  Doc tr ine において  

“ chas t i t y”  は 5 回使用されている。 8  先ず、第 1 巻第 1 0 章  “ OF THE SPECIA L 

GOVERNMENT OF MAN BEFORE THE FALL,  INC LUDING THE INS TITUTIONS  

OF THE S ABB ATH AND OF MARR IAGE.”  において、次のように説明している。 

“ In order  t ha t  ma r r iage  ma y be  va l i d,  t he  cons ent  mus t  b e  fr ee  fr om every k i nd of  

fr aud,  es pecia l l y i n  r es pect  o f  chas t i t y.  D eut .  xx i i .  20 ,  21 ,  23 .  I t  wi l l  be  ob vi ous  t o  

ever y sens ib l e  per s on t ha t  ma t ur i t y o f  age i s  r equi s i t e .”  (CD  1 .10 .  XV:  153) 9  結婚

                                                        
6  N ico ls on,  83 .  
7  McGuire  142 .  
8  Pa t ter s on and F ogl e  248 .  
9  The  Works  o f  John  Mi l ton  vol .  X V,  XVI,  X VI I の Chr is t ian  Doc tr ine を用いるこ
ととし、数字は巻、章、 The  Works  o f  John Mi l ton における巻数、頁数を表す。
Mil t on,  Chris t ian  Doc tr ine ,  The  Works o f  John  Mi l ton ,  gen .  ed.  Frank Al l en  
Pa t ter s on.  vol .15  (1933;  New Yor k:  C ol umb ia  UP,  1993;  Tokyo:  H on- no-Tomos ha ,  
1993)  Mi l t on,  Ch ris t ian  Doc tr ine ,  The  Works  o f  John  Mi l ton ,  gen.  ed.  Frank Al le n  
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の同意に関して言えば、あらゆる欺瞞がない状態であるべきと Mil t on は説明

している。この箇所で Mil t on は聖書からの引用文こそ用いてないものの、Deut .  

22 .20 ,  21 ,  23  をこの定義に当てはまるものとして挙げている。 Deut .  22 .20 ,  21 ,  

23  は、次のように記されている。  

 

“ But  i f  t h i s  t hi ng  be t r ue,  and  the  tokens  o f  vi rgi n i t y b e not  found for  t h e  

da mse l :”  (Deut .  22 .20)  “ Then t hey s ha l l  b r i ng out  t he  da mse l  t o t he  door  o f  

her  fa ther ’s  hous e,  and t he  men of  her  c i t y s ha l l  s t one her  wi t h s t ones  t ha t  

she d ie :  b eca use s he ha th wrought  fol l y i n I s r ael ,  to pla y t he  whole  i n her  

fa ther ’s  house:  s o s ha l t  t hou put  evi l  awa y f rom a mong you.”  (Deut .  22 .21)  

“ If  a  damsel  tha t  i s  a  vi rgi n be bet r ot hed un t o  an husband,  a nd a  man f i nd her  

in t he  c i t y,  a nd l ie  wi t h her ;”  (Deut .  22 .23)  

 

妻が結婚をした後、自分の父親の家で姦淫を行ったにも関わらず、処女である

と偽った場合、町の人はその女を石で撃ち殺さなければならないという内容で

ある。上記の Deut .  22 .20 ,  21 ,  23  の引用から考えると、 “ chas t i t y”が “ vi rgi ni t y”

に類似した意味として用いられているように思われる。 “ vi rgi ni t y”がないにも

関わらず、夫に嘘をつき、父の家で売春婦のような行い、すなわち姦淫を犯し

たということは、肉体的な意味で “ vi rgi ni t y”の喪失と言える。この点でいえば、

先の Mil t on の時代における “ chas t i t y”に “ vi rgi ni t y”の意味も含まれていたという

概念と類似する。しかしながら、Mil ton は、先の “ chas t i t y”の定義を、単なる肉

体的な意味の  “ vi rgi n i t y”  として考えているわけではない。Mil t on は上記の引

用文より前に、結婚がどのようなものであるかを説明している。  

 

Wi th r ega rd t o mar r iage,  t ha t  i t  was  ins t i t u ted,  i f  not  comma nded,  a t  

the  cr ea t i on,  i s  c l ea r,  and  t ha t  i t  cons is t ed i n  t he  mut ua l  l ove,  s oci et y,  he l p,  

and comfor t  of  t he  husba nd and wi fe ,  t hough  wi t h a  r eser va t i on of  s uper i o r  

r ights  t o t he  husband.  
                                                                                                                                                                             
Pa t ter s on.  vol .16  (1934;  New York :  C ol umb ia  UP,  1993;  Tokyo:  Hon- no- Tomos ha )  
Mi l t on,  Chris t ian  Doc tr ine ,  The  Works o f  John  Mi l ton ,  gen .  ed.  Frank Al l en  
Pa t ter s on.  vol .17  (1934;  N ew Yor k:  C ol umbi a  UP,  1993;  Tokyo:  Hon- no-To mos ha )  
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…  Mar r iage,  t here fore ,  i s  a  mos t  i n t i ma te  connect i on of  ma n wi t h  

woma n,  orda i ned b y G od,  for  t he  pur pos e  e i t her  of  t he  pr ocrea t i on of  

chi l dren,  or  o f  t he  r e l i e f  and s o lace of  l i f e .  ( CD 1 .10 .  XV:  121)  

 

Mi l t on は、結婚が夫に与えられる優れた権利ではあるものの、夫婦の相互の愛、

睦み合い、幇助により成り立つものだと説明している。さらに、神によって定

められた男女の密接な結びつきであり、その目的として子どもを産むこと、人

生の慰めのためと述べている。この点と、先の Deut .  22 .20 ,  21 ,  23  と関連付け

て考えてみると、次のようなことが言える。先の聖書からの引用で言及された

妻は、結婚をした後に、姦淫を行い、 “ vi rgi n i t y”があると嘘をついており、妻

と夫の間に、既に結婚における男女の相互の愛が成立していないと考えられる。

つまり夫妻の繋がりを示すものとして  “ chas t i ty”が定義づけられている。  

 また、Mil t on は An Apology  for  Smec tymnuus において、 “ Ther e I  r ea d i t  i n t h e  

oa t h of  ever y K ni ght ,  t ha t  he  s houl d de fend  to  t he  ex pense  of  his  b es t  b l ood,  or  o f  

his  l i f e ,  i f  i t  i s  s o befel l  h i m,  t he  honour  and  chas t i t y o f  Virgi n or  Ma tron.” 1 0  と記

しているように、“ chas t i t y”が単なる未婚女性の処女性のみならず、既婚女性の

「貞操」として捉えている。 1 1  このことに関連して、 Deut .  22 .20 ,  21 ,  23  にお

いて非難されている妻は、既婚女性の持つべき  “ chas t i t y”  が欠如していると考

えられる。これらのことから、Mil t on が上記の Chris t ian  Doc tr ine で用いている

“ chas t i t y”は、男女の精神的なつながりの欠如、堕落の意味で使用されていると

考えられる。さらに同章において、Mil ton は以下のようにも “ chas t i t y”を解釈し

ている。  

 

The end of  mar r iage i s  nea r ly  t he  sa me  wi t h t he  for m.  I t s  pr oper  fr ui t  

i s  t he  procrea t i on of  chi l dr en;  b ut  s i nce Ada m’s  fa l l ,  t he  pr ovis i on of  a  

r emedy a ga i ns t  i ncont i nency ha s  b ecome  in  s ome  degree  a  seconda ry end.  1  

                                                        
1 0  Mi l t on,  An  Apology  for  Smec tymnuus ,  The  Works  o f  John  Mi l ton ,  gen.  ed.  Fra n k  
Al l en Pa t t er s on.  vol .3  pa r t  1  (1931;  New Yor k:  C ol umbia  UP,  1993 ;  Tokyo:  
Hon-no- Tomos ha ,  1993)  304 .  
1 1  私市もまた、 A Mask において用いられる  “ chas t i t y”  が既婚女性の「貞操」
という意味も含むと指摘している。私市， (京都：あぽろん社， 1992)  6．  
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Cor.  vi i  2 .  Hence mar r ia ge i s  not  a  comma nd b i ndi ng on a l l ,  but  onl y o n  

thos e who a re  unab le  t o l i ve  wi t h chas t i t y  out  of  t hi s  s ta t e .  Ma t t .  x ix .  11 .  

“a l l  men cannot  r ecei ve t hi s  say i ng.”  (CD  1 .10 .  XV:  155)  

 

Mi l t on は、すべての人間に結婚が強いられるのではなく、“ chas t i t y”を持って生

きられない人間に対し、結婚が強いられると説明している。このことは、結婚

をした男女の繋がりを保つものとして “ chas t i ty”が必要であることを示唆して

いる。そのため、Mil ton は “ chas t i t y”を結婚と関連のある徳として考えていたこ

とがわかる。肉体的な意味以上に男女間の相互のつながり、特に精神的な意味

での貞節として “ chas t i ty”  が用いられている。また、鈴木が指摘しているよう

に、Mil ton の時代において、夫婦間の交流に肉体的交わりを含めて、情感の含

められたものへと発展したとあることからも、“ chas t i t y”が男女間の肉体的・精

神的繋がりを示すと考えても不自然なことではない。 1 2   

 それでは Chris t ian  Doc tr ine における “ chas t i ty”の定義が、 A Mask において、

どのように示されているのだろうか。この点を考えるために、the  La dy が C omus

と対峙するきっかけとなる場面を考えたい。既に論じているように、 t he  Lady

は弟たちを探すために、弟たちを Narcissus にたとえて、 Echo に呼びかける。

ギリシア神話において、 Echo の Narciss us に対する想いが成就しないことは周

知の通りである。さらに、 Echo への呼びかけの詩歌の中で “ ni ght i nga le”が登場

するが、“ ni ght i nga l e”は恋愛を象徴する鳥である。1 3  つまり、Comus は t he  La d y

の詩歌に込められた恋愛のテーマに惹かれるのである。そして、 the  Lady の歌

声を聴いた後の C omus は次のように台詞を発する。 “ I  never  hea rd t i l l  now.  I l e  

speak t o her  /  And  s he  s ha l l  b e  my Q ueen.”  (A Mask  264-65)  引用から、 Comus が

the  Lady を妃にしたいという「結婚」の願望を抱いていることが窺える。しか

し、 Comus の「結婚」願望は、肉体的な繋がりを基にしたものである。という

のも、前述したように、 Comus は森を通る旅人たちに魔酒を飲ませ、人間の姿

を獣のような姿に変える。そして、肢体は人間のままだが、獣面になった者は、

                                                        
1 2  鈴木，「夫婦は心友なのか：古典から中世キリスト教における友愛観の一断
面」 67-101 .  
1 3  Mi l t on,  Poems o f  Mr.  John  Mi l ton  145 .  Mi l t on,  Mil ton ’s  Sonne ts  85 .  
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その姿に気づくことなく、淫楽に陥っていく。このように、人間を淫楽に陥ら

せる力を持つ Comus は、極めて肉欲的であり、Comus のいう繋がりには “ chas t i t y”

の徳は存在しない。加えて、C omus は t he  Lady の詩歌に聞き惚れものの、詩歌

で示されているテーマは、恋愛が成就しないというものである。恋愛を象徴す

る鳥 “ night i nga l e”が詩歌に登場するものの、 A Mask においては “ the  love- lorn  

Nigh t inga le”  (A Mask  234)であり、“ sad  Song” (A Mask  235)を歌うことから、Comus

と t he  Lady の「愛」は成就しないことが示唆されている。また、先の脚注にも

挙げたように、A Mask において、“ chas t i ty”  は計 8 回用いられているが、C omus

は一度も “ chas t i t y”と発することはない。そして S hul l enberger が、 “ Comus ,  who 

pla ys  t he  r ol e  a ss i gned t he  f i gur e  o f  t he  “ mock br i degr oom”  i n s ome  t r adi t i ona l  r i t es  

o f  pa ssa ge,  pr es i des  over  t he  f i r s t  phase of  her  [ the  Lady]  t r ia l  ( 659-813) .”  と説明

しているように、 Comus の t he  La dy に対する誘惑の場面は、偽の花婿  Comus

が、 the  Lady に「求婚」するという一種のパロディーとして描かれていると考

えられる。 1 4  

 一度は C omus の甘言に陥る  t he  Lady だが、身体の自由を奪われ、 Comus か

ら魔酒を勧められた時に、the  Lady は騙されたことに気づく。そのため先の Deut .  

からの引用と同様に、Comus の欺瞞に満ちた結婚は成立しない。そして、Comus

の誘惑に対し、 the  Lady は、 “ chas t i t y”の教義でもって反論する。 the  Lady の言

う  “ chas t i t y”は、男女の精神的融合のある結婚の徳を表し、これを用いて反駁

し、 Comus の肉体的融合を基にした「求婚」を断るのである。さらに、身体の

自由を奪われ、一方的に強要されていること自体、Mil ton が定義する相互の睦

ましい愛は成り立たない。結婚においては、男女の精神的なの結びつきの象徴

として、“ chas t i t y”が必要であるということを Mil t on は A Mask、そして Chri s t ia n  

Doc tr ine においても示していると考えられる。第二章でも論じたように、A Mask

のテーマの一つとして婚礼がある。肉欲的な男女の結びつきではなく、男女の

あるべき結びつきとしての “ chas t i t y”が、t he  Lady と C omus の論争に表現されて

いると言える。  

そして Chris t ian  Doc tr ine の中で特に “ chas t i t y”を定義づけている第 2 巻第 9

                                                        
1 4  Shu l lenb erger  226 .  C ox も C o mus を “ fa l se  b r idegr oom”であると述べている。
Cox 24 .  
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章に注目したい。 “ The v i r t ue  whi ch pres c r ibes  b ounds  t o t he  des i r e  o f  b odi l y  

gra t i f ica t i on,  i s  ca l led TEMPER ANCE.  .  .  .  Under  tempera nce a r e  compr ehended  

sobr i e t y a nd chas t i t y,  modes t y,  a nd decency.”  (CD  2 .9 .  XVII :  213)  Mi l t on は、

“ t emperance”の中の一つに “ chas t i t y”があると述べている。“ t emperance”は、肉体

的充足感の欲求に対する限度を規定するものである。この点を元に、“ chas t i t y”

は次のように定義づけられている。  

 

CHAS TITY cons is t s  i n te mperance  a s  r ega rds  t he  unla wfu l  

lus ts  o f  t he  f les h ;  which i s  a l s o ca l led sa nct i f i ca t i on.  1  Thes s .  i v.  3 .  

“ thi s  i s  the  wi l l  o f  God,  even your  sanc t i f ica t i on,  t ha t  ye  s houl d abs ta i n  

fro m for nica t i on.”  Rev.  x i v.  4 .  “ these  a r e  t hey whi ch were no t  de fi l ed  

wi t h women,  for  t hey a r e  vi rgi ns :  t hese  a r e  t hey which fol l ow t he La mb.”  

(CD  2 .9 .  XVI I:  217 ,  219)  

 

“ chas t i t y”は背徳的な肉欲という点において、節制することにある。また、1  Thes s .  

4 .3 からの引用より、姦淫を断つという意味で、 “ chas t i t y”を定義づけている。

この意味での “ chas t i t y”は、先の D eut .  22 .2 0 ,  21 ,  23 の内容と関連づけられる。

加えて、 Rev.  14 .4 からの引用文にある “ vi rgi ns”は女性の処女性ではなく、男性

の処女性を意味するものである。Mil ton が女性のみならず、男性の精神的な処

女性を保つためのものとして “ chas t i t y”があると考えていたことが読み取れる。 

 最初に挙げた「節制」の意味での “ chas t i ty”は、A Mask の、C omus による肉欲

的な誘惑に、 the  Lady が “ the  S un-cla d power  of  C has t i t y”  (A Mask  782)でもって

抵抗している場面で、ほぼ同様のものとして用いられている。さらに同場面で、

Comus と t he  Lady は、共に “ t emperance”という言葉を用いて論争する。以下の

引用文は、t he  La dy と C omus との「自然」に関して論争している場面で、Co mus

が述べているところである。  

 

And [d i d Na ture]  s e t  t o  wor k mi l l i ons  of  s pi nni ng  Wor ms,  

Tha t  i n t hei r  gr een s hops  wea ve t he  s moot h- ha i r ’d s i l k  

To deck her  S ons ,  and t ha t  no cor ner  mi gh t   
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Be vacan t  of  her  pl ent y,  i n her  own l oyns   

She hut ch’d  t h’a l l -wors hi pt  or e ,  and preci ous  gems  

To s t ore  her  ch i l dren wi t h ;  i f  a l l  t he  wor l d  

Shoul d i n a  pet  o f  t empera nce feed on P u lse ,  

Dr ink t he  c l ea r  s t r ea m,  and not h i ng wea r  but  Freize ,  

Th’a l l -g i ver  woul d be un t hank’ t ,  woul d b e unpra is ’d,  

Not  ha l f  hi s  r i ches  known,  a nd yet  des pis ’ d,  

And we s houl d ser ve h i m a s  a  gr udgi ng mas t er,  

As  a  penur i ous  ni gga r d of  h is  wea l t h,  

And l i ve  l i ke  Na tur es  ba s ta rds ,  no t  her  s ons ,  

Who woul d b e q ui te  s urcha rg’ d wi t h her  own we i ght ,  

And s t r ang l ’d wi t h her  was te  fer t i l i t y ;  (A Mask  715-29)1 5  

 

Comus は母なる「自然」が、その子である「人間」に豊かさを与えるため、も

し世界中のものが、「節制」した生活をするのであれば、万物を与える神は感謝

も賞賛もされないという。その結果、「人間」は「自然」の私生児のように暮ら

し、「自然」は自分の生み出した有り余る産物で息がつまると主張する。そして、

次のように C omus は続ける。  

 

 Lis t  La dy b e not  coy,  and b e not  cosen’ d  

 With t ha t  sa me vaun ted na me  Virgi ni t y,  

 Beau t y i s  na t ures  coyn,  mus t  not  be  hoor ded,  

 But  mus t  b e  cur r ent ,  …  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I f  you le t  s hi p t i me,  l i ke  a  neglect ed rose  

I t  wi t her s  on t he  s ta l k wi t h la nguis h’ t  hea d.  

 Beau t y i s  na t ures  b ra g,  and mus t  be  s hown 

 In cour ts ,  a t  f ea s t ,  and hi gh s ole mni t i es  

                                                        
1 5  既出の引用箇所だが、本章を論ずるに当たり、必要な箇所であるため改めて
引用する。  
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 Where mos t  ma y  wonder  a t  t he  wor kma ns h i p;  (A Mask  737-40 ,  743-47)  

 

これらの Co mus の言葉から、 “ t emperance”によって、有り余る「自然」を味わ

うことがないよう、もっと「自然」を享受するようにといって、 the  Lady を誘

惑する。しかし、これらの言葉に対し、 the  La dy は次のように反論する。  

 

 Impos t er  do  not  cha rge mos t  i nnocen t  na tur e ,  

As  i f  s he woul d her  ch i l dren s houl d be r i ot ous   

Wi th her  abunda nce,  s he good ca ter ess   

Means  her  provi s i on one l y t o t he  good  

Tha t  l i ve  accor di ng t o her  s ob er  laws ,  

And hol y di c ta te  o f  s pa re  Te mperance :  

I f  ever y j us t  ma n t ha t  now pi nes  wi t h wa nt  

Had bu t  a  modera te  and b es eemi ng  s ha re  

Of t ha t  which l ewdl y- pa mper ’d Lux ury  

Now hea ps  upon s om few wi t h va s t  excess ,  

Na tures  ful l  b l ess i ngs  woul d be wel l  di s penc ’d  

In uns uper f l uous  eeven propor t i on,  

And s he no whi t  encomber ’d  wi t h her  s tone,  

And t hen t he  g i ver  woul d be  bet ter  t ha nk’ t ,  

H is  pra ise  due pa i d,  for  swi n is h gl ut t ony  

Ne ’ r e  looks  t o Hea v’n a mi ds t  hi s  gorgeous  fea s t ,  

But  w i t h be s ot t ed ba se i ngra t i t ude  

Cra mms,  a nd b la s phemes  his  f eeder.  (A Mask  762-79)1 6  

 

the  Lady  は、「自然」が供給するのは、冷厳の法則と神聖な控えめな「節制」

の命じるものに従う善人であるという。そして、ごく一部のものだけに過剰に

与えているものを、過不足なく均等に割り当てれば、「自然」の豊富な賜物は、

                                                        
1 6  既出の引用箇所だが、本章を論ずるに当たり、必要な箇所であるため改めて
引用する。  
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過剰にならず、平等に分配され、神への賛美も適正になされると言って反論す

る。  

二人の論争において、Mil t on は t he  Lady の言葉を通して、母「自然」と子「人

間」という親子関係を用いて、「自然」の産物を、 “ t emperance”を備えた人間に

均等に与えるべきであると説明している。今挙げた、肉欲的な Comus からの誘

惑を退けようとする場面において、 “ chas t i t y”と “ t emperance”が先の Chris t ia n  

Doc tr ine の定義に類似した形で用いられていることがわかる。ところで the  Lady

は一貫して “ chas t i t y”の力を信じ続け、最終的に Sever n 川の仙女 Sabr ina によっ

て救出されるが、単独で完全に Comus の誘惑を退けることができない。さらに

は C omus の魔力を解くこともできない。この点については後ほど説明する。  

 

第四節 Chris t ian  Doc tr ine における “ cha r i ty”と A Mask との関連性  

The  Works  o f  John  Mi l ton の i ndex によれば、 “ cha r i ty”は Chri s t ian  Doc tr ine に

おいて 12 回使用されている。 1 7  使用回数を見ても、Mil t on が “ cha r i t y”を重要

視していたと考えられる。 1 8  Chris t ian  Doc t r ine における 12 回の使用の内、本

論に関連すると思われる箇所に注目して考えていきたい。次の引用は第 1 巻第

29 章 “ OF VIS IB LE CH URCH”において使用されている “ cha r i t y”である。  

 

So  l ong t here fore  a s  cha r i t y,  t he  grea tes t  o f  a l l  g i f t s ,  ex is t s ,  and  

where s oever  i t  i s  found,  we ca nnot  doubt  tha t  t he  vis ib le  church t here  

es tab l i s hed i s  a  t r ue  church.  J ohn x i i i .  35 .  “by t h is  s ha l l  a l l  men know t ha t  

ye  a r e  my dis ci p les ,  i f  ye  ha ve l ove one t o anot her.”  1  Cor.  x i i .  31 .  “ cove t  

ea rnes t l y t he  bes t  g i f t s :  a nd yet  s how I  you  a  more  ex ce l l ent  wa y.”  x i i i .  1 ,  &c .  

“ though I  s pea k wi t h t he  t ongue of  men  and of  angels ,  a nd ha ve no t  cha r i t y,  I  

a m become  a s  s oundi ng bra ss― .”  v. [v i i i ]  8 .  “ cha r i ty never  fa i le t h:  b u t  

whe ther  t here  be pr opheci es ,  t hey s ha l l  fa i l― .”  v. [ vi i i ]  13 .  “ now ab idet h  

fa i t h,  hope,  cha r i t y,  t hes e  t hree;  b ut  t he  grea tes t  of  t hes e  i s  cha r i t y.”  (CD  

                                                        
1 7  Pa t ter s on and F ogl e  243 .  
1 8  Hol l i s は、 Ch ris t ian  Doc tr ine の第 2 巻において “ cha r i t y”が卓越したものとし
て説明されているという。 Hol l i s  163-64 .  
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1 .29 .  XVI :  227) 1 9  

 

Mi l t on は “ cha r i t y”を “ the  grea t es t  of  a l l  gi f t s”とみなし、かつ A Mask との関連の

ある 1  C or.  13 .13 を引き合いに出して、 “cha r i ty”を定義づけている。Mil t on が

“ cha r i ty”の徳がいかにすぐれたものと考えていたかが窺える。  

 そして、第 2 巻第 11 章において、隣人のために行使される同等の徳としての

“ cha r i ty”について Mil t on は論じている。Mi l t on はこの章で以下のように “ cha r i t y”

を定義づけている。   

 

“ CHARITY TOWARDS O UR NE IGHBOR cons i s t s  i n LOVING HIM  

AS  OUR SELVES.  Lev.  x ix .  18 .  “ thou s ha l t  l ove t hy  nei ghb or  a s  t hyse l f ;  I  a m 

J ehovah.”  1  J ohn i v.  11 .  “ bel oved,  i f  G od s o loved us ,  we  ought  a l s o t o lov e  

one a not her.”  Under  t he  na me of  nei ghb or  a r e  comprehended  a l l  t o whom w e  

ha ve t he  oppor t uni t y  of  r ender i ng  ser vi ce  or  a ss i s tance.  Luke x .  36 ,  37 .  

“ which now of  t hes e  t hree ,  t hi nkes t  t hou,  wa s  nei ghb or  unt o hi m― ? he t ha t  

showed mer cy on  h i m”  ;  a s  i n t he  presen t  i ns ta nce,  t he  Sa mar i tan  s howe d 

mer cy on the  J ew,  a l t hough es t r anged from hi m i n s o ma ny r es pec t .  (CD  2 .11 .  

XVI I:  255)  

 

Lev.  19 .18 からの引用文にもあるように、復讐や恨みを抱かず、自分自身を愛

するように隣人を愛する様に諭すのは “ J ehovah”即ち神である。そして 1  J oh n  

4 :11 に関して言えば、 1  J ohn 4 .7 -21 全体を通して神は愛であるということが説

かれている。そして 1  J ohn  4 .11 を理解する上で、重要と思われる箇所の聖書の

一節を確認したい。  

 

I n t h i s  was  ma ni fes t ed t he  Love of  G od t owar d us ,  beca use  t ha t  G od s ent  h is  

onl y b egot t en S on i nt o t he  wor l d,  t ha t  we might  l i ve  t hrough hi m.  (1  J oh n  

                                                        
1 9  The  Works  o f  John  Mi l ton  の Chris t ian  Doc tr ine  において聖書からの引用を載
せる際に、前述の書名と巻が同様である場合、“ v.”  と表記していた。本稿では、
誤読を避けるために巻数を表記することとする。  
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4 .9)   

 

Herei n i s  l ove,  not  t ha t  we l oved God,  b ut  t ha t  he  l oved us ,  and sen t  hi s  S on  

to  be  the  prop i t ia t i on for  our  s i ns ,  ( 1  J ohn 4 . 10)   

 

人類の罪を贖うものとして、み子すなわち C hr is t を遣わし、そこに神の愛があ

ると説いている。神はもちろんのこと、 C hr is t にも “ cha r i t y”があることが示さ

れており、そのゆえ我々人類もお互いに愛し合うべきであるという “ cha r i ty”の

徳を説いている。Luke 10 .36-37 は、サマリア人が困窮を極めた人間に慈善を施

したという話を受けて、 Chr is t が人々に慈善を施すよう説いているという内容

である。この定義と同様の “ cha r i t y”が A Mask において、特に Sabr ina にも備わ

っていると考えられる。川のニンフとなった Sabr ina の行いは次のように説明

されている。  

 

   ;  s t i l l  s he r e ta i ns  

 Her  ma i d’ n gent lenes ,  a nd of t  a t  Eeve  

 Vis i t s  the  herds  a l ong t he t wi l i ght  mea dows,  

 Hel pi ng a l l  ur chi n b la s ts ,  and i l l  l uck s i nges  

 Tha t  t he  s hrewd medl i ng E l fe  del i gh ts  t o ma ke,  

 Which s he wi t h pre t i ous  vi o l d l iq uor s  hea ls .  (A Mask  842-47)  

 

Sabr ina  は川のニンフとして生まれ変わった後も、羊の群れを訪れて、ハリネ

ズミによる害毒や、意地悪な妖精による祟りの症状を直しにくることが描かれ

ている。つまり Sabr ina は、困難な状況に陥っているものを救出しており、

“ cha r i ty”を備えた人物であることが窺える。さらに、先の Chris t ian  Doc tr ine に

おける “ cha r i t y”の説明の後に続く文で Mil t on は次のように述べている。  

 

Ch ie f l y however  b el i ever s :  Ga l .  vi .  10 .  “as  we ha ve  t her efor e  

oppor t uni t y,  le t  us  do good unt o a l l  men,  es pecia l l y un t o t hem t ha t  a r e  of  t he  

hous ehol d of  fa i t h” ;  i na s much  a s ,  i n add i t i on  to t he  or di na ry t ie  o f  a ff i n i t y,  
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we a re  connect ed wi t h t he m b y a  s pi r i t ua l  b ond:  E ph.  i v.  3 .  “ endea vor i ng t o  

keep t he  uni t y  of  t he  S pi r i t  i n t he  b ond of  peace.”  (CD  2 .11 .  XVII  255)  

 

多くのキリスト教の信徒は、Gal .  6 .10 を引き合いに出し、すべての人に対して、

とりわけ信仰によって家族になった人々に良い行いをしていると Mi l t on は述

べている。しかしながら Mil t on は、一般的な血縁以外の姻戚関係による結びつ

きに加えて、精神的な結びつきによって、人々と繋がるものとして “ cha r i ty”を

定義づけている。先に述べた “ chas t i t y”と比較すると、Mil t on は “ cha r i t y”を男女

関係つまり婚姻関係にとどめることなく、より広い意味での精神的繋がりだと

考えていることがわかる。それは、上記引用文の後に続く箇所で、Mil ton が親

族関係あるいは友好関係によって密接に関連付けられる徳として “ cha r i t y”を示

していること、また敵に対しても “ cha r i t y”を行使するようにと説明しているこ

とからも窺える。  

 この精神的な繋がりとして、 the  La dy と Sabr ina との関係が挙げられる。 the  

Lady は、一人逸れた時も、危機的状況においてもなお、自分の弟達や両親の助

けを求めない。一貫して “ chas t i t y”の力を信じて待つ。その結果、“ chas t i t y”の擬

人化として、Sabr ina が登場し、the  La dyを救出する。the  La dyが絶えず “ chas t i t y” =  

Sabr ina を信じ、希求し続けた結果、Sabr ina がそれに応えたことから、 the  Lady

と  Sabr ina には、作品を通して一貫した精神的な繋がりがあったと考えられる。

また、二者が特別な繋がりを持つことができた理由として、血の繋がりとは別

の、さらなる繋がりがあったと考えられる。前述したように、Sabr ina と t he  Lady

は共に同じ土地を統治するものとしての繋がりがあると考えられる。それゆえ、

二者は密接に繋がりあっており、Sabr ina  が “ cha r i ty”を the  La dy に施すことは、

至極当然なことなのである。  

 また既に述べたように、Oram は Sabr i na の役割について、“ Mil ton’s  a l t er a t i on  

of  t he  t r adi t i ona l  Sabr ina - s t or y ma kes  her  ( l i ke  t he  la ter  Lyci da s)  an exa mpl e of  

Chr is t ian pa t i ence r ewarded wi t h i mmor ta l i t y.” 2 0  と述べ、今まで語られてきた

Sabr ina の話とは異なり、 “ Chr is t ia n pa t i ence r ewarded wi t h i mmor ta l i t y”  のある

存在に Mil ton は Sabr i na をつくり変えたと述べている。第二章でも論じたよう
                                                        
2 0  Oram 129 .   
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に、Mil t on以前の作家も Sabr i na にまつわる物語を創作していた。2 1  加えて Ora m

と S hul l enberger は Sabr ina が “ cross - f l owi ng”な S ever n 川に身を投げる場面にお

いて、 Chr is t の死や受難を想起させると論じている。 2 2  Mi l t on は自身より前の

作家の創造した Sabr ina 像に影響を受けつつも、Mil ton 独自の Sabr ina を創作し

た結果、 A Mask における Sabr ina は “ chas t i ty”象徴しつつも、 “ cha r i ty”を備えた

キリスト教的イメージを兼ね備えていると考えられる。よって Sabr i na は C hr is t

を想起させるような存在、即ち Chr is t の持つ “ cha r i t y”を備えていたと考えられ

る。  

 また、 Chris t ian  Doc tr ine  の第 2 章第 11 節において、 “ cha r i ty”と反対のもの

として 5 つ Mil ton は挙げている。 2 3  特に次の引用は、 A Mask と関連があると

考えられる箇所である。  

 

Thi r dl y,  a n ex cess i ve a nd prepos t erous  l ove.  1  Sa m.  i i .  29 .  “ thou  

honores t  t hy  s ons  ab ove  me― .”  x vi .  1 .  “ how l ong wi l t  t hou  mour n for  Sa ul ,  

seei ng I  have r e ject ed h i m?”  Ma t t .  x .  37 .  “he tha t  l ovet h fa t her  or  mot he r  

more t han me ,  i s  no t  wor t hy of  me .”  (CD  2 .11 .  XVI I:  259)  

 

1  Sa m.  2 .2 9 は、祭司エリが、放埓な息子たちを咎めず、神以上に息子たちを大

事にしていることについて書かれている。また 1  Sa m.  16 .1 は、サムエルがかつ

て油を注いだサウルが、神の命令とサムエルの言葉に背いたために、再びサウ

ルに会おうとせず、嘆いていたサムエルに対して、神が述べた言葉である。そ

して、Matt .  10 .37 は C hr is t が自分よりも父や母を愛する者は自分にふさわしく

ないと 12 人の弟子たちに伝えた言葉である。この後に続く内容で Chr is t は、

息子や娘を自分以上に愛することも、自分にはふさわしくないと説いている。

                                                        
2 1  Geoffr ey of  M onmout h を始めとして、あらゆる作家が Sabr ina について作品
に登場させている。その中でも特に Drayt on は Sabr i na を女神として描いている
が、Drayton の Sabr i na は、Mil t on のように、困難な状況に陥った者を救済する
女神ではない。  
2 2  Shu l lenb erger  243 .  Ora m 129 .  
2 3  “ uncha r i tab leness  t owards  our  nei ghb or”、 “hypocr i t i ca l  cha r i t y”、 “an excess i ve 
and prepos ter ous  l ove”、“ ha t r ed  of  our  nei ghb or”、“a  meddl i ng d is pos i t i on”  (CD  2 .11 .  
XVI I:  257-9)  
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これらの聖書からの引用は、神に対する信仰よりも、自分の家族に対しての愛

を優先させ、しかも過剰な愛を与えることに対する忠告である。A Mask におい

て、この内容に関連する箇所は、先の Comus と t he  La dy の論争の場面である。

Mil t on は、二人の論争の場面において、母なる「自然」とその子「人間」とい

う親子関係を用いて、一部への過剰な愛ではなく、均等に、かつ “ t emperance”

の備えた人間、つまり A Mask で言えば “ chas t i t y”のある人間に与えられるべき

であると説明している。そして、適切な分配によって、親から子への愛もふさ

わ し い も の に な り 、 “ cha r i ty”も 正 し く な さ れ る の で あ る 。 こ の こ と か ら 、

“ chas t i t y”を備えている人間には、適切な愛を受けられ、 “ cha r i ty”も正しく行え

るということがわかる。これらのことから、 “ chas t i t y”と “ cha r i t y”は密接な関係

のある語として Mil t on が使用していたと考えられる。  

 

第五節 “ chas t i t y” ,  “ t emperance” ,  “ pa t ience”そして “ cha r i ty”へ  

 Hol l i s は “ Chas t i t y wi t hou t  cha r i t y i s  i ndeed not h i ng.”  ( 165)  と述べ、 “ chas t i t y”

は “ cha r i ty”があることで意味をなすと論じている。先の “ chas t i t y”の定義からも

明らかなように、 “ chas t i t y”は “ t emperance”の内の一つである。そして Hol l i s は

“ thi s  essa y wi l l  s ugges t  a  wel l -deve l oped progress i on t hrough t he t ex t  o f  Comus ,  

f ro m a n i nward- t urn i ng r igh teous ness  ( chas t i t y wi t hout  cha r i t y)  t o a  love for  Go d  

( cha r i t y whi ch pr oduces  chas t i t y) .”  ( 159)  と 述 べ て い る よ う に “ chas t i t y”か ら

“ cha r i ty”への発展を論じている。以上の Hol l i s の言と先の “ chas t i t y”と “ cha r i ty”

の説明を基に、本論ではより詳細に、 “ chas t i t y”から “ cha r i ty”への発展を検証す

る。  

先ず、Chris t ian  Doc tr ine の第 2 巻第 11 章の  “ cha r i ty”  に関する説明の内、特

に 関 連 の あ る 箇 所 を 確 認 す る 。 “ BROTHERLY OR CHR IS TIAN LOVE is  t he  

s t ronges t  o f  a l l  a ffect i ons ,  whereb y be l iever s  mut ua l l y l ove a nd a ss i s t  ea ch o t her  a s  

me mber s  o f  C hr is t ,  and a r e  a s  fa r  a s  poss ib l e  o f  one  mi nd;  .  .  .  .”  (CD  2 .11 .  XVII :  

271)  引用の  “ cha r i ty”  の説明として、Mil ton は Chris t ian  Doc tr ine 中、 24 個聖

書から引用をしている。その内、聖書中に  “ cha r i ty”  が使われている節は次の

2 つである。 “above a l l  th i ngs  ha ve fer ven t  cha r i t y a mong your sel ves ,  for  cha r i t y  

sha l l  cover  the  mul t i t ude of  s i ns .”  ( 1  Pet .  4 .8 なお CD  2 .11 .  XVII :  273)  “ cha r i ty”が
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多くの罪を覆うとあるが、これについては後ほど説明する。もう一つは “ add t o  

b rot her l y k i ndnes s  cha r i t y”  ( 2  Pet .  1 .7  なお CD  2 .11 .  XVII :  273)  であるが、この

意味をより理解するために、Chris t ian  Doc tr ine には引用されていない箇所も含

む、 2  Pet .  1 .4 - 7 に注目したい。  

 

Whereb y a re  g i ven unt o us  exceedi ng grea t  a nd preci ous  pro mise s :  t ha t  

by t hes e  ye mi gh t  b e  pa r taker s  of  t he  di vi ne na t ure ,  ha vi ng  es caped t h e  

cor rupt i on t ha t  i s  i n t he  wor l d t hr ough l us t .  ( 2  Pet .  1 .4 )  

 

And bes i de t his ,  gi v i ng a l l  di l i gence,  a dd t o your  fa i t h vi r t ue ;  and t o  

vi r t ue  knowledge;  (2  P et .  1 .5 )  

 

And t o  knowledge tempera nce;  and  t o  tempera nce pa t i ence;  and  t o  

pa t i ence godl i ness ;  (2  Pet .  1 .6 )  

 

And t o godl i nes s  b rot her l y k indness ;  and t o b rot her l y ki ndness  cha r i t y .  

( 2  Pet .  1 .7 ) 2 4   

 

本論と関連する箇所を抜粋すると、 “ t emperance”には “ pa t ience”を、 “ pa t ience”

には “ godl i ness”を、“ godl i ness”には  “ brothe r ly k i ndness”  を、“ brot her l y  ki ndness”

には “ cha r i t y”を加えよとなり、“ t emperance”が最も低く、“ cha r i ty”が高次の徳と

なる。このことから “ t emperance”でもって退けないものは “ pa t ience”で、最終的

に “ cha r i ty”でもって罪を覆うことができると考えられる。興味深いことに、

Chris t ian  Doc tr ine の第 2 巻の第 9 章で  “ t emperance ( chas t i t y)”、第 10 章で  

“ pa t ience”、 第 11 章 で “ cha r i t y”と い う 順 番 で 論 じ ら れ て お り 、 Mi l t on が  

“ t emperance  ( chas t i t y)”、 “ pa t ience”、 “ cha r i ty”の徳の順を強く意識していた可能

性がある。 A Mask においても  “ t emperance ( chas t i t y)”、 “ pa t ience”  と徳が昇華

していることが t he  La dy を通して読み取ることができる。そして、A Mask にお

                                                        
2 4  聖書からの引用は、次のものを使用することとする。 The  Hol y B ib le  (Gra nd  
Rapi ds :  Zonder van,  2002) .  
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いて the  La dy が “ chas t i t y”の力のみで Comus の誘惑を完全に退くことができな

い理由は、 “ chas t i t y”が “ t emperance”の内の一つであることからも考えられる。

この点について考えるために、 Chris t ian  Doc tr ine の第 2 巻第 10 章における悪

に抵抗し、耐えうる徳としての  “ for t i t ude”  と  “ pa t ience”  について確認したい。

“ FORTITUDE is  chi e f l y cons p icuous  i n r epe l l i ng ev i l ,  or  i n r ega rd i ng i t s  appr oach  

wi t h  eq ua ni mi t y.  .  .  .  The grea t  pa t ter n of  for t i t ude i s  our  Savi or  J es us  C hr is t ,  

thr oughout  t he  whole  of  his  l i fe ,  and  i n hi s  dea t h.”  (CD 2 .10 .  X VI I:  247 ,  249 )  

“ PATIENCE cons is t s  i n  t he  endurance of  mis for t unes  and  i nj ur i es .”  (CD  2 .10 .  X VI I :  

253)  Chris t ian  Doc tr ine 執筆時、Mil t on は既に両目を失明しており、2 5  新井は、

失明時から Mil t on のキリスト信徒の人間像のもつヒロイズム観に、節制中心か

ら忍耐中心へと重点の置き方の変化を認められうると述べている。 2 6 上記の

引用にも、“ for t i t ude”  の判例として C hr is t が挙げられていることから、“ for t i t ude”  

を Mil t on が特に重要な徳と見なしていたと考えられる。そして S hul l enberger

は次のように t he  La dy について論じている。“ His  [Mi l ton’s ]  Lady  i nt erna l iz es  t h e  

heroi c  for t i t ude,  endurance  and cons is tency of  Br i t omar t ,  whi le  r emi ndi ng us  o f  t he  

haza rds  o f  vi rgi ni t y by s i t ua t i ng t he  La dy,  l i ke  Amor et ,  i n a  ser i ous l y s t r a i tened  

pos i t i on.”  ( 230)  S pense r の The  Faer ie  Queene  に登場する  “ chas t i t y”  を象徴する  

“ heroi c”  な女性 Br i t omar t と誘惑を受ける女性 Amor et とを比較し、 t he  La dy が

弱い立場にありつつも、 “ her oic  for t i t ude”  を備えた両面的価値を持つ、徳高き

人物であると S hul l enberger は指摘している。また Swa i n は、 t he  Lady について

次のように説明している。 “ He cha l lenges  her  pa t ience,  t he  S upreme  Mi l t oni c  a n d  

Chr is t ian  vi r t ue ,  w i t h an  i ns i s tence upon t he  pr i or i t y o f  ea sy  convenience  here  a n d  

now.”  t he  Lady に対し、 “ pa t ience”が試されていると指摘しており、 Comus の誘

惑に耐え続けた t he  La dy が “ pa t ience”の徳を備えていることが窺える。 2 7  

 一方 A Mask は “ chas t i t y”  ( tempera nce)  がテーマとなってはいるものの、終幕

前の t he  At tenda nt  S p i r i t の台詞から、M il t on の節制から忍耐中心への考え方の

萌芽が見られる。  

                                                        
2 5  新井は、 1651 年暮れか 1652 年の春ごろに、Mil t on は両目を失明したと述べ
ている。新井，『ミルトンの世界―叙事詩性の軌跡』 187．  
2 6  新井，『ミルトンの世界―叙事詩性の軌跡』 185．新井，『ミルトン』 97．  
2 7  Swa i n 177 .  
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Heav ’n  ha th  t ime ly  t r i ’d  the ir  you th ,  

The ir  fa i th ,  the ir  pa t ience ,  and  the ir  t ru th .  

And  sen t  them here  through  hard  assays  

Wi th  a  c rown o f  dea th le ss  Pra ise ,  (A Mask  970-73)  

 

the  At tenda nt  S pi r i t が、t he  Lady と弟達の 3 人を両親の元へ導いた際に述べる台

詞である。台詞の中では、 “ t emperance”ではなく、 “ pa t ience”という語を使用さ

れている。なお、A Mask の t he  Tr i ni t y Ma nus cr ip t においては、“ Heav’n  ha th  t i mel y  

t ry’ d t h i ne  yout h /  t hi r e  fa i t h,  t hi r e  *pa t ience,  &  t hi r e  t r ut h tempera nce
* p a t i e n c e

” 2 8  と記さ

れており、当初は  “ t empera nce”  も含まれていたが削除され、“ pa t ience”  はその

まま使用されている。この点については 1637 年の初版も 1645 年の Poems も変

化はない。そのため t he  Lady と弟達が最終的に  “ pa t ience”  の徳でもって試練を

乗り越えたということを、Mil t on が強調したかったのではないかと考えられる。 

 そして  “ for t i t ude”  と  “ pa t ience”  に反するものは次のように説明されている。 

 

Opposed t o for t i t ude a r e ,  f i r s t ,  t i mi di t y.  .  .  .  Secondl y,  r a shness ,  

whi ch cons is t s  i n ex pos i ng our se l ves  t o da nger  unnecessa r i l y.  (CD  2 .10 .  

XVI I:  251)   

The oppos i tes  t o t hi s [ pa t ience]  a r e ,  f i r s t ,  i mpa t ience a nd  

eff emi na te  s pi r i t . . .  

Secondl y,  a n hypocr i t ica l  pa t i ence,  whi ch vol un ta r i ly i nf l ic t s  

upon i t se l f  unnecessa ry ev i l s .  This  i s  ex empl i f i ed i n t he  prophets  o f  

Baa l , . . .”  (CD  2 .10 .  XVII:  253)   

 

“ pa t ience”の反するものとして “ effemi na te  s pi r i t”が挙げられている。一方、Mil t on

は “ chas t i t y”に反するものとして “ effemi na cy”を定義づけている。“ To chas t i t y a r e  

oppos ed a l l  ki nds  of  i mpur i t y;  e ff emi nacy,  s odomy,  bes t ia l i t y,  &c.  whi ch a r e  

o ffences  a ga ins t  our s el ves  i n t he  f i r s t  i ns ta nce,  and t endi ng t o our  own es pec ia l  
                                                        
2 8  Mi l t on,  A Maske :  The  Ear l ie r  Ve rs ions  178 .  
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in j ury.”  (CD  2 .9 .  XVII :  219)  “ chas t i t y”に反するものとしての “ effemi nacy”「女々

しさ」は、先の “ effemi na t e  s pi r i t”と極めて近い内容であると考えられる。新井

は Areopagi t ica  ( 1644)  における「アダムは堕ちて、悪による善を知るにいたっ

た」の「知る」“ knowi ng”という言葉に着目し、「自由にして見識ある  (“ knowi ng” )  

人士」こそ「成人」であり、「成人」を表す際に「男らしい」という形容詞を用

いるという。 2 9  さらに新井は、Mil t on が「女々しさ」を女性に対してのみ使用

しているのではないと説明している。3 0  このことと関連のある内容が、Sabr ina

による t he  La dy の救出の場面において描かれている。  

 

第六節 “ bapt i s m”と Sabr i na による t he  Lady 救出の関連性  

前述したように、 Sabr ina による t he  La dy 救出の場面が  “ bapt i s m”  を想起さ

せるということは、多くの研究者が論じている。3 1  加えて Mil t on は、“ bapt i s m”  

について Chris t ian  Doc tr ine の中で説明している。Mil t on は、最初のサクラメン

トとして挙げられる  “ bapt i s m”  について、聖霊による信徒の復活と、 Chr is t の

死、埋葬そして復活において、 Chr is t と結びつくことを証明するために、流れ

る水に「浸礼」するとされている。 3 2  第三章でも論じたように、Mil ton は手

を 洗 う 際 の 行 為 を “ spr inkl e”で は な く “ immer se”で あ る か ら 、 “ to di p and t o  

spr i nkl e”  が浸礼の代わりにならないと言う。 3 3  一方 A Mask の Sabr ina による

救出の場面では、 Sabr ina が the  La dy に聖水を  “ spr i nkle”  している。一見、先

の  “ immers i on”  の定義に反しているようにも思われる。しかしながら、Sabr ina

を Sever n 川の仙女
ニ ン フ

であると考えれば、 Sabr ina が “ runni ng  wa ter”  =  S ever n 川の

a l legory として、 t he  Lady に浸礼を施していると考えることができる。さらに

Mil t on は幼児に  “ bapt i s m”を施す必要はないと説明し、次のように述べている。

3 4  

 
                                                        
2 9  新井，『ミルトン』 170-71．野呂，「道化としてのサタン、サルマシウスそし
てチャールズ一世―王権反駁論から『楽園の喪失』への軌跡―」 65-66 . 
3 0  新井，『ミルトン』 170-71．野呂，「道化としてのサタン、サルマシウスそし
てチャールズ一世―王権反駁論から『楽園の喪失』への軌跡―」 65-66 . 
3 1  Woodhous e,  “ Comus  Once M ore”  221-21 .  Hol l i s  171 .  S hul l enberger  227 .  
3 2  詳しくは前章参照。  
3 3  詳しくは前章参照。  
3 4  Mi l t on,  CD,  vol .  17  170-91 .  
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. . . ;  t hr ough bapt i s m,  on t he  o t her  ha nd,  we a re  i ni t ia ted i nt o t he  gos pel ,  

whi ch i s  a  r ea sonab le ,  ma nl y,  a nd i n t he  hi ghes t  s ense fr ee  ser vi ce .  F or  

under  t he  law men  were  not  me rel y  b orn,  but  grew up i n fan ts  i n  a  

spi r i t ua l  sense ;  under  t he  gos pel ,  i n bapt i s m,  we a re  bor n men.  Hence  

bapt i s m r eq ui r e s ,  a s  from a dul t s ,  t he  previ ous  condi t i ons  of  knowl edge  

and fa i t h ;  (CD  1 .28 .  XVI:  179) 3 5  

 

“ bapt i s m”を受ける際には、理性的な  “ manly”「男らしい」状態で教義を伝授さ

れ、キリスト教を信仰する「成人」としての準備が整っていると Mil t on は述べ

ている。前述の通り、the  La dy は “ pa t ience”を備えた「成人」である。そのため、

the  La dy は “ manl y”の状態でキリスト教を信仰する「成人」として認められうる

存在である。しかしながら、「成人」となる過程において、 the  La dy は Co mus

の甘言を見抜けずに誘惑に陥り、 S wa i n が指摘しているように、 t he  Lady が

Paradise  Los t の Ada m と E ve の堕落を思い起こさせる。 3 6  そのため、第五節冒

頭に引用したある一節が必要になると考えられる。即ち Mil ton が Chris t ian  

Doc tr ine に引用していた  “ cha r i ty”を含む聖書の一節  “above a l l  t hi ngs  have  

fer ven t  cha r i t y a mong your se l ves ,  for  cha r i t y s ha l l  cover  t he  mul t i t ude of  s i ns .”  ( 1  

Pet .  4 . 8 なお CD  2 .11 .  XVI I:  273)  である。つまり “ cha r i t y”によって罪が贖われ

るのであれば、 the  La dy が C omus の誘惑に陥ったという誤りを正し、「成人」

へ到達するために、 “ cha r i t y”が必要となると考えられる。 3 7  また上記の 1  Pe t .  

4 .8 と 類 似の 内 容 が、 Chris t ian  Doc tr ine の  “bapt i s m”  の 説 明 に 見 られ る 。

“ whereas  bapt i s m is  a  sea l  o f  grace a l r eady  r evea led,  o f  t he  r e miss i on of  s i ns ,  o f  

sanct i f ica t i on ;  f i na l l y,  a  s ign of  our  dea t h a nd r es ur r ect i on wi t h C hr is t .”  (CD  1 .28 .  

                                                        
3 5  前章でも、引用している文だが、別の視点から論ずるため、改めて確認した
い。  
3 6  Swa i n 182 .  M cG uire は、 “ the  La dy a nd  her  b rot her s  a r e  gui l t y o f  r epea t e d  
mi s takes  t ha t  s o de lay a nd compl ica t e  t he i r  jour ney t ha t  Mi l t on ob vi ous l y i ntende d  
to  por t r ay t hei r  fa l l ib i l t y.”と述べ、 t he  Lady と弟たちは試行錯誤しつつ、誤りを
犯すものの、作品を通してキリスト教徒として絶えず救済を得ようとしている

ことが描かれていると指摘している。McGuire  84 .  
3 7  既に言及したが、私市が指摘しているように、A Mask が、 t he  La dy にとって
大人の世界へ仲間入りする晴れの舞台であり、成人した女性への成長する過程

を演出するような仕組みになっている。私市  7．  
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XVI:  179)  Kl ei n が、 t he  Lady は “ cha r i ty”を備える Sabr ina によって、恩寵を与え

られるまで、待つ必要がある可能性があると指摘しているように、3 8  罪を覆う  

“ cha r i ty”  を備えている Sabr ina が、 “ bapt i s m”  を施すことで t he  Lady は救出さ

れるのである。  

 the  La dy は、一貫して “ chas t i t y”の徳を信じ、“ pa t ience”の徳を経て、その結果

Sabr ina という “ chas t i t y”と “ cha r i ty”を兼ね備える人物に救出される。3 9  Oram が、

“ Mil ton’s  a l ter a t i on of  t he  t r a di t i ona l  Sabr ina - s t ory ma kes  her  ( l i ke  t he  la te r  

Lyci da s)  an  exa mpl e of  C hr is t ia n pa t i ence r ewarded  wi t h i mmor ta l i t y.”と指摘して

いるように、 Sabr ina にも “ pa t ience”があると考えられる。 4 0  また、本章の冒頭

で、A Mask における “ chas t i t y”には、当時の美徳とされていたものの他に、別の

力が備わっているという研究者がいることを指摘した。Chris t ian  Doc tr ine にお

ける定義を用いると、 “ chas t i t y”と “ cha r i ty”は同等ではないものの、密接な関係

のある語であった。しかしながら、A Mas k は執筆経緯や当時の政治的背景を考

慮した結果、 “ cha r i ty”ではなく、 “ chas t i t y”に置き換えたとも考えらえる。その

ため、 Chris t ian  Doc tr ine の “ chas t i t y”の定義だけでは説明しきれず、 Sabr ina に

見られるように、 “ cha r i ty”を想起させるような特別な力が “ chas t i t y”に込められ

ているとも言える。Madsen は、Mil t on が “ chas t i t y”と “ cha r i t y”を対の概念として

捉えていたと論じており、 4 1  その二つの概念を集約した人物として Sabr ina が

登場する。そして the  La dy も、 “ chas t i t y”、 “ pa t ience”と徳を発展させ、最終的

に Sabr ina の “ bapt i s m”でもって「成人」と認められるのである。  

 

                                                        
3 8  K lei n 112 .  
3 9  Sabr ina も  “ pa t ience”  の徳を備える人物であることは、本論第二章の Ora m
からの引用を参照。  
4 0  Oram 129 .   
4 1  Madsen 210-12 .  
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第五章  

ギリシア・ローマ神話からキリスト教へ  

― “haemo ny”、 “char io t”、 “bapt ism”に見られる  

Sabr ina のキリスト教的要素―  

 

第一節 Chr is t と Sabr ina の関連性  

 A Mask において、 Oceanus、 Nereus そして Nept une といったギリシア・ロー

マ神話の神々が登場する。そして、 Sabr ina  も Severn 川に身を投げて命を落と

した時、川のニンフたちによって受け止められ、Nereus の力でもって、川の女

神として再生する。そのため、Sabr ina はギリシア・ローマ神話の神々の系譜と

位置づけられると考えることもできる。しかしながら、先行研究において、

Sabr ina の 死 の 場 面 が Chr is t の 受 難 を想 起 さ せ ると 論 じ られ て い る 1  ま た

Sabr ina が t he  Lady を救出する際、“ bapt i s m”でもって、the  Lady を救出する。2  さ

らに Sabr ina の t he  La dy 救出の場面が、Ex od.のイメージで描かれていた。それ

は Mil t on が Ex od.における紅海渡渉に場面に神による救済のイメージを抱いて

いたからこそ、 Sabr ina にそのイメージを付与したのである。これらの点から、

Sabr ina は極めてキリスト教的要素を備えた存在であると言える。また、第三章

において、J ung の理論を用いて Sabr ina を “godmot her”として捉えて論証したが、

本来の “ bapt i s m”の形式を厳密に考えると、単に “ godmot her”ではなく、さらに

“ bapt i s m”を施すことができる別の役割が備わっていると考えられる。  

第一章において、A Mask の根底には、Mil ton の作品のテーマとも言える徳の

ある者の死が通過儀礼であることが示されており、3  Sabr ina もまた、死を経て

川の女神として再生した救世主的存在であると論じた。さらに S hawcr os s は、

次のように述べている。 “ Myt h i n l i t er a tur e  ha s  emphas ized t he  cyc le  o f  b i r t h,  

gr owt h,  dea th,  and  r eb i r t h,  pa r t icula r l y a s  s een i n  t he  C hr is t  f i gure .” 4  神話に見慣

れる誕生と成長、死、再生という流れは “ Chr is t  f i gure”即ち C hr is t の予型である

ことを示すものであり、A Mask も仮面劇というジャンルではあるものの、神話
                                                        
1  Oram 129 .  S hul l enberger  243 .  
2  Woodhous e,  “ Comus  Once M ore”  221-2 ,  Hol l i s  171 .  S hul l enberger  227 .  
3  Si mons  54 .  
4  Sha wcr oss ,  With  Morta l  Vo ice :  The  Crea t ion  o f  Paradise  Los t  (Lex i ngt on:  The UP 
of  Kent ucky,  1982)  110 .   
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的要素がないとは言い切れない。 the  La dy も Parad ise  Regain ’d の C hr is t の原型

として考えれば、 Chr is t の予表とも考えられる。 5  しかしながら、 the  La dy は

Chr is t のように、自力で C omus の誘惑を退き、Comus の魔力を解くことはでき

ず、Sabr ina の存在が必要不可欠である。そして何よりも、第一章において、Poems

に収録された作品のテーマを検証した結果、 Chr is t の要素を備えつつ、死と再

生というテーマが A Mask の Sabr ina に収斂していた。これらの点を踏まえて、

本章では予表という考えを用いつつ、Sabr ina に C hr is t のような要素が多分に備

わっていることについて検証していきたい。  

A Mask において t he  Lady は、弟たちの失策により、Comus の呪縛から解かれ

ず、 Sabr ina の存在なしには救出されない。そのため Sabr ina は A Mask におけ

る救世主的存在であると考えられる。そこで Sabr ina が Chr is t を想起させる救

世主的存在であることを検証するに当たり、 t he  La dy 救出の過程に着目する。

先ず「予表」という言葉について、キリスト教の枠組みの中でどのような意味

を成し、考えられているかをまとめ、Mil ton がどのように予表を捉えていたの

かについて説明する。それらを基に、 Sabrina  が C hr is t を想起させる三つの事

柄について説明する。一つ目は、弟達が Comus の館を襲撃する際に携えていた  

“ haemony”、二点目に Sabr i na  が登場時に乗っていた “ cha r io t”、そして t he  Lad y  

救出時に Sabr i na  が行う “ bapt i s m”という三点である。以上の 3 点は、 Sabr ina

の t he  Lady 救出に関連するものであり、かつそれぞれが C hr is t に関連するもの

である。  

 

第二節 予表について  

 予表は、予型とも言われ、神の創造、救済の御業の歴史において、より早い

時期  (旧約聖書 )  に現れた事物、人物、出来事、制度が、後に来る成就や完成  (新

約聖書 )を指し示すことである。 6  後に生じる成就や完成というのは、 Chr is t に

よって成される。そして予表、予型について考えるために、予型論、予型論的

                                                        
5  Si mons  54 .  
6  予表に関する説明は、『新キリスト教辞典』、『キリスト教大事典』、『聖書大事
典』、『岩波キリスト教辞典』に記載してあった内容をまとめたものである。“予
型，予型論 ,”『新キリスト教辞典』， 1991  ed． “予型論的解釈 ,”『キリスト教大
事典』， 12th ed.  2000， “模範 ,”『聖書大事典』， 3rd ed.  2001． “タイポロジー ,”
『岩波キリスト教辞典』， 2002  ed．  
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解釈、または t ypol ogy についても説明したい。  

 

 予型論、予型論的解釈、タイポロジーというのは、聖書解釈法の一つと

して、旧約聖書と新約聖書の関連性を見出すもの。つまり、新約聖書の、

特に C hr is t やその教会に関する事柄が、既に旧約聖書に予表されている

ことを見出す方法のこと。先に述べた予表、予型が示すものよりも、広

義に解釈されうる。 7  

  

予型論、予型論的解釈、 typol ogy というのは、聖書解釈法の一つとして、旧約

聖書と新約聖書の関連性を見出すものである。つまり、新約聖書の特に Chr is t

やその教会に関する事柄が、既に旧約聖書に予表されていることを見出す方法

のことである。そのため、先に述べた予表が示すものよりも、広い意味で解釈

される。例えば、次の引用を見てみたい。  

 

Bu t  he  ans wered a nd sa i d unt o  t hem,  An evi l  a nd a dul t erous  genera t i on  

seeket h a f ter  a  s i gn ;  and t here  s ha l l  no s i gn b e gi ven t o i t ,  b ut  t he  s i gn of  t he  

pr ophet  J onas :  /  F or  a s  J onas  was  t hree  da ys  and thr ee  ni ght s  i n the  wha l e ’s  

bel l y;  s o s ha l l  t he  Son of  ma n be t hree  days  and t hree  n i ghts  i n t he  hea r t  o f  

the  ea r t h.  (Ma t t .  12 .39-40)  

 

Ma t t .  12 .39-40 において、 C hr is t 自身が、大魚に飲まれて三日三晩祈り続けた

J ona h を、自分の十字架から復活までの型だと説いている。8  旧約聖書 J on.に登

場する主人公 J ona h は、神から敵国 Ass yr i a の首都 Nineveh に行って預言するよ

う命じられる。しかしながら、J ona h はこれに逆らい、Nineveh とは反対方向の

船に乗る。 J ona h の不従順に対し怒った神が、嵐を起こし、J ona h は船から投げ

出される。投げ出された J onah は、大魚に飲みこまれるが、三日三晩、魚の腹

の中で祈り続け、それが神に届き、 J ona h は陸地に吐き出され、神の預言に従

                                                        
7  “予型，予型論 ,”『新キリスト教辞典』， 1991  ed． “予型論的解釈 ,”『キリスト
教大事典』， 12th  ed.  2000， “タイポロジー ,”『岩波キリスト教辞典』， 2002  ed． .  
8  『新キリスト教辞典』 1209．『岩波キリスト教辞典』 1161．  
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ったという話である。  

 また、Noa h が方舟に乗って、洪水から救済された話は、救済の予型と見なさ

れる。 9  さらに旧約聖書にも登場する大祭司 Milchizedek は、新約聖書 Heb.の

中で、 C hr is t の予表であるとされている。 1 0  このようにして予型論的解釈、

typo l ogy の解釈を用いることで、 C hr i s t と人類の救いとの関連から、旧約聖書

のうちに予表を見出すことができる。そして Lewa ls k i は、Mil t on を含む 17 世

紀の作家の作品を “ typol ogy”を用いて論じている。 1 1  Lewa ls ki は、 “ typol i gy”に

対して聖書のみにしか見出さない神学者と “ typol ogy”に対して懐疑的な文学研

究者がいることを指摘した上で、 typol ogy を用いることで、正確な象徴的な意

味を理解し、解釈することのできる可能性を示唆している。 1 2   

 

第三節 Mil t on とその作品に見られる予表  

先述の予表の定義を基に、次に Mil t on の考える予表が、作品にどのように見

られるのかを説明していく。A Mil ton  Encyc loped ia によれば、 “ typol ogy”は、次

のように定義づけられている。  

 

TYPO LOGY t r aces  t he  pr ovi den t ia l  des i gn of  h is t or y t hr ough t he s t udy o f  

b ib l ica l  t ypes .  A t ype i s  a  deta i l  i n the  Ol d Tes ta ment  t ha t  fores ha dows i t s  

ful f i l l ment  or  an t i t ype i n  t he  New.  The Ol d Tes ta ment  de ta i l  ma y b e a  per s o n  

(Ada m,  Mi lchizedek,  and M os es  a r e  t ypes  of  Chr is t . ) ;  i t  ma y be a n event  ( t he  

Passover  and  t he  cr oss i ng of  t he  Red  S ea  for es hadow t he Redempt ion) ;  or  i t  

can be a n i ns t i t ut i on ( t he  Levi t ica l  pr i es t hood and t he r i t ua l  o f  t he  t empl e  of  

J erusa lem a re  f i gures  o f  t he  b les s i ngs  of  C hr is t ’s  s pi r i t ua l  pr i es t hood) .  (A 

                                                        
9  『新キリスト教辞典』 1009．『岩波キリスト教辞典』 863．  
1 0  “予型論的解釈 ,”『キリスト教大事典』， 12th ed.  2000， “タイポロジー ,”『岩
波キリスト教辞典』， 2002  ed． “メルキゼデク ,”『ブリタニカ国際大百科事典』
にも記載されている。 2011  ed.  
1 1  Lewa ls ki ,  “ Typol ogi ca l  S ymb ol i s m and  the “ Progr ess  of  t he  S oul”  i n  
Seven teent h-C ent ur y Li t er a ture ,”  Li te rary  U ses  o f  Typology  f rom the  La te  Middle  
Ages  to  the  Pre sen t ,  ed.  Ea r l  Miner  (New J er sey:  Pr i ncet on UP,  1977)  79-114 .  
Lewla s ki は 17 世 紀 初 期 の 作 家 J ohn D onne (1572-1631) 、 George  
Herber t (1593-1633)、 Henry Vaugha n(1622-95)、 Tho mas  Traher ne(1637-74)、 J oh n  
Bunya n(1628-88)、そして Mil t on の作品を  “ typol ogy”を用いて分析している。  
1 2  Lewa ls ki  80 .  
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Mil ton  Encyc loped ia  100)1 3  

 

旧約聖書に登場する人物として、Ada m、M os es、Mil chizedek が C hr is t の予表で

あるとしている。さらにユダヤ人の祭で、その先祖が Egypt の奴隷身分から救

出されたことを記念する過越しの祭、 Chr i s t による贖いを予表する M os es の紅

海渡渉が、C hr is t の予表だと説明されている。また、Lewa ls ki は、On the  Mornin g  

o f  Chr is t  Nat iv i ty における Pa n と t he  i nfa nt  Hercul e s を t he  i nfa nt  C hr is t の予表、

Lyc idas においては、Michael、S t .P eter、そして Lyc i das となる E dward  King を “ the  

type of  C hr is t”、そして Paradi se  Los t における Michae l の説明を “ shadowy Types”

であると指摘している。 1 4  一方、Mil t on もまた、自身の作品の中で Chr is t の

予表に関して言及している。 1 5  

 

 . . . ;  f or  i n  t he  for mer  p lace he [Bi s hop Andrews]  t e l s  us  he forbea res  t o ta k e  

any a rgument  o f  P er la ty fr om Aaron ,  a s  b ei ng t he  t ype of  C hr is t .  (The  

Reason  o f  Church  Government  201-02)  

 

Melch isedec ,  bes ides  his  pr ies t l y bened ict i on,  b rought  wi t h hi m brea d and  

wi ne suff i c i ent  t o r efr es h Abram  and his  whol e  a r mie ;  i nci ted t o do s o,  f i r s t ,  

by t he  s ecre t  prov i dence of  G od,  i n tendi ng h i m [Me lch isedec]  for  a  type of  

Chr is t  and  his  pr i es t hood;  (Considera t ions  Touching  the  Like l ie s t  Means  to  

Remove  Hire l ings  ou t  o f  the  Church  55)  

 

  The na me a nd off ic e  of  media t or  i s  i n a  c er ta in s ense a scr ib ed t o  

Mos es ,  a s  a  t ype of  C hr is t .  (CD  1 .15 .  XV:  28 7)  

 

Mi l t on が The  Reason  o f  Church  Government  の中で「キリスト教的英雄の型」の

                                                        
1 3  A Mil ton  Encyc loped ia ,  gen.  ed. ,  J ohn T.  S hawcross ,  vol .  8  (Lewisb urg :  B uckne l l  
Uni ver s i t y Pr ess ,  1978)  
1 4  Lewa ls ki  103 .  
1 5  この他の作品の中にも、 “ type”  即ち予表という言葉を Mil t on が使用してい
るが、その一部抜粋した。なお、以下で引用した作品は The  Works  o f  John  Mi l ton
から引用したものである。  
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模索の跡が窺えると新井は指摘している。1 6  Mi l t on が C hr is t の模範、予型とし

て考えられる人物について論じていることは明らかである。また、 Chris t ian  

Doc tr ine においては Mos es を、 Con sidera t ions  Touching  the  Like l ie s t  Means  to  

Remove  Hire l ings  ou t  o f  the  Church においては、Milchizedek を C hr is t の予表だ

と Mil t on が考えていることがわかる。これらの例から、Mil t on が予表という

言葉を意識して作品中に使用していたということが窺える。特に注目すべきは、

Mos es を “ a  type of  C hr is t”と述べている点である。これは第一章で述べたように、

Mil t on にとって M oses の紅海渡渉が、Mil t on のあらゆる作品のテーマとなって

おり、Mil t on が E ngland を新たな Is r ael として提示していると Lewa ls ki が指摘

していることからも明白である。そして紅海渡渉が作品のテーマになっている

のは、 A Mask においても例外ではない。特に Moses の紅海渡渉のイメージが

Sabr ina を呼び出す場面に見られる。この点から、 Sabr i na を M os es と同様に

Chr is t による救済の予表と類似していると考えることができる。先ほど述べた

ように、予表は Chr is t による救済に至る過程に見られる、 Chr is t を思わせるよ

うなものを指す。そして A Mask において、 the  La dy 救出の過程に見られる

Sabr ina を C hr is t と同様に特徴づけられるものは、“ haemony”、“ cha r iot”、“ bapt i s m”

である。  

 

第四節 “ haemony”の点からみる Sabr ina の救世主的要素  

 “ haemony”は羊飼いに姿を変えた t he  At t endant  S pi r i t  が、 C omus  撃退のため

に t he  Lady の弟たちに渡したものである。A Mask  において、the  At tenda nt  S pi r i t  

が  “ haemony”  について説明している箇所を確認したい。  

 

 Amongs t  t he  r es t  a  s ma l l  uns i ght l y roo t ,  

 But  of  d i vi ne e ffect ,  he  cul l ’d me out ;  

The lea f  was  da rki s h,  and ha d pr ick les  on i t ,  

 But  i n ano t her  C ount r ey,  a s  he  sa i d,  

 Bor e  a  b r ight  go l den f l owre,  b ut  no t  i n t h i s  s oyl :  

 Unknown,  a nd l i ke  es t eem’ d,  a nd t he  du l l  s wayn  
                                                        
1 6  新井，『ミルトンの世界―叙事詩性の軌跡』 90．  
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 Tr eads  on i t  da i l y wi t h h is  c l outed s hoon ,  

 And ye t  mor e med’ ci na l  i s  i t  t hen t ha t  Moly  

 Tha t  Hermes  once t o wis e  Ulysse s  ga ve;  

 He ca l l ’ d i t  Haemony ,  and ga ve i t  me ,  

 And bad me  keep i t  a s  o f  s ovra n use  

 ’Gains t  a l l  i nchant ments ,  mi l dew b la s t ,  or  damp  

 Or  ga s t l y fur i es  a ppa r i t i on;  (A Mask  629-41)  

 

the  At tenda nt  S p i r i t は “ haemony”をある羊飼いから手に入れたもので、葉は黒っ

ぽく、棘がついており、他国では金色の花をつけるが、この土地ではつけない

と述べている。そして  “ haemony”は、Hermes が Ul yss es に与えた下線部の薬草  

“ mol y”  よ り も 効 果 が あ る と 説 明 さ れ て い る 。 Dougla s  B us h  は 、 “ mol y”が  

“ t emperance”を意味すると説明している。 1 7  また、既に説明したように “ mol y”

は、 OED にも説明があるように、 Circe の魔力を解くための薬草である。 Circe

は、C omus の母親であり、C omus の親子関係について、the  At tenda nt  S pi r i t は、

Comus の持つ魔力が母親 Cir ce に勝ると劇冒頭で説明している。そのため、

“ haemony”は、 “ mol y”に含まれる  “ t emeprance”以上の効力を備えた薬草である

ことがわかる。さらに Le C omt e は、“ haemony”が、ギリシア語でいう「赤い血」

を意味する単語から由来し、受難の C hr is t が頭に冠せられた「いばら」に似て

おり、「救世主 C hr is t の血」との関係性を指摘している。 1 8  この点から考える

と、 “ haemony”は、極めてキリスト教的な要素を備えた薬草であると考えるこ

とができる。 “ haemony”を携えた弟たちは、 Comus を t he  La dy から解放し、撃

退するものの、Comus  の呪縛を解くことができない。というのも、the  At tenda n t  

Sp i r i t は  “ haemony”  を t he  La dy の弟達に渡す際、次のようにして Comus を撃

退し、その魔力を解くように弟たちに諭していたからである。  

 

 Where i f  he  be,  wi t h daunt les s  ha rdi hood,  

 And brandis h’ t  b lade r us h on hi m,  b r eak hi s  gla ss ,  
                                                        
1 7  Dougla s  B us h,  Mythology  and  the  Renaissance  Tradi t ion  in  Engl i sh  Poe try  (New 
York:  Pagean t  B ook,  1932)  280 .  
1 8  Le C omt e 293-4 .  
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 And s hed t he  l us hi ous  l iq uor  on t he  gr ound,  

 But  sea se  his  wand,  . . .  (A Mask  650-53)  

 

the  At t endant  S pi r i t は、 C omus の魔法の杖は奪うようにと注意を促している。

しかしながら t he  Lady の弟たちは、 C omu s から杖を奪い取ることに失敗する。

そして Co musが逃げた後、再び現れた t he  At tenda nt  S pi r i tは次のように述べる。  

 

 O  ye mi s t ook,  ye  s houl d ha ve s na t cht  hi s  wa nd  

 And b ound hi m fa s t ;  wi t hou t  his  r od r ever s ’ t ,  

 And backwar d mut t er s  o f  diss ever i ng power,  

 We ca nnot  fr ee  t he  La dy t ha t  s i t s  here  

 I n s t ony fe t ter s  f ix t ,  and mot i onl ess ;  (A Mas k  815-19)  

 

the  At t endant  S pi r i t の説明によれば、 C omus から魔法の杖を奪い、逆さに持っ

て呪文を逆から詠まなければ、 C o mus の魔力を解くことができない。つまり、

“ haemony”は、Co mus 自体に対する抵抗策としての役割は持っているが、Comus

の魔力を解く力は持ち得ない。そのため、 “ haemony”は t he  La dy 救出の過程の

一つであると同時に、Sabr ina の存在が必要不可欠になることを予期するもので

ある。また、 “ haemony”が C hr is t の受難を表すように、 Sabr ina にも C hr is t の受

難 を 思 い 起 こ さ せ る よ う な 死 を 経 て い る 。 既 に 述 べ た よ う に 、 Ora m と

Shul l enb erge r は、川の描写 “ cross  f l owi ng”  (A Mask  832)  すなわち Chr is t の受難

を想起させるような川の流れに Sabr ina が身を委ねたと考えることで、 Sabr ina

の死が Chr is t の受難を思わせると述べている。1 9  そのため、“ haemony”と Sabr i na

の関連性は “ haemony”に込められた Chr is t の受難という点があると言える。

Madsen は 、 Sabr ina を “ the  mar t yred vi rgi n Sabr ina”と 呼 ぶ こ と か ら も 、 2 0  

“ haemony”の意味する受難が、 Sabr ina の受難を予期するものとして用いられて

いる可能性がある。そのため、 “ haemony”と Sabr ina に共通する「受難」という

点から、 Chr is t を想起させるものを備える存在として Sabr ina  が描かれている

                                                        
1 9  Oram 29 .  S hul l enberger  243 .  
2 0  Madsen 216 .  
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といえる。  

 

第五節 “ cha r io t”の点からみる Sabr i na の救世主的要素  

先 ず “ cha r iot”が 持 つ 意 味 に つ い て 簡 潔 に 触 れ て お き た い 。 Ada ms on は 、

“ cha r iot”について次のように説明している。  

 

“ The most  r e mar kab le  t h i ng about  t he  cha r i ot ,  a ccordi ng t o Ezek iel ,  i s  t ha t  i t  

moves  accordi ng  t o t he  s pi r i t  ( ruach) ,  a nd he r epea ts  t hi s  s i gni f i cant  fa c t  

severa l  t i mes ;  t he  move ment  of  a l l  t he  pa r t s  o f  the  cha r io t  i n ha r mony a nd  

or der  i s  s omehow cent r a l  t o t he  f i na l  mea ni ng of  t he  vis i on.” 2 1  

 

“ cha r iot”において顕著な点として、 “ spi r i t ”によって動いているということであ

る。そして、調和と秩序が保たれた中で “ cha r iot”のあらゆる部分が動いている

ということである。また Ada ms on は、ギリシアの思想においても “ cha r io t”は登

場すると論じている。 2 2  具体例を挙げれば、ギリシア神話の Apol lo の太陽を

のせた “ cha r io t”が容易に頭に浮かぶであろう。  

A Mask においても “ cha r iot”が登場するのだが、注目すべきことは Sabr ina が

“ cha r iot”に乗って登場するという点である。先ず Sabr ina が “ cha r i ot”に乗って登

場する場面を見てみよう。  

 

  By  the  rushy - fr inged  bank ,  

 Where  grows  the  Wi l lo w and  the  Os ie r  dank ,  

   My  s l id ing  Char io t  s taye s ,  

 Th ick  se t  wi th  Agat  and  the  azurn  sheen  

  O f  Turk is  b lew,  and  Emrauld  g reen  

   Tha t  in  the  channe l l  s t raye s ,…  (A Mask  890-95)  

 

Sabr ina  の “ cha r iot”は、めのう、トルコ石、エメラルドといった宝石の色にたと

                                                        
2 1  Ada mson  104 .  
2 2  Ada mson  105-07 .  
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えられている。Nicols on は、こうした “ cha r io t”が当時 London で上演されていた

仮面劇に用いられており、舞台装置という面でも Ludl ow 城で行うことは可能

であったと指摘している。2 3  つまり Mil ton が A Mask に “ cha r iot”を用いたのは、

当時の仮面劇の伝統を踏襲したと考えられる。しかしながら、 t he  At tenda n t  

Sp i r i t が登場する際は、  “ cha r i ot”を用いらず、Sabr ina を “ cha r io t”と関連させて

登場させたのはなぜだろうか。このことを検証するために、Mil t on が “ cha r i ot”

を作品中に登場させている A Mask 以外の他の作品を見ていきたい。その作品

は、 The  Pass ion、 1632 年頃創作されたラテン語詩の Ad Pa trem そして Parad ise  

Los t である。本章では A Mask を含めた以上の 4 作品に注目し、 A Mask と関連

させて考えていく。  

先ず The  Pass ion についてだが、第一章で一度確認した点について、改めて

検証してみたい。  

 

 See see  t he  C ha r io t ,  and t hose r us hi ng whee l s ,  

 Tha t  whi r l ’d t he Prophet  up a t  Chebar  f l ood,  

 My s pi r i t  s om t r a ns por t i ng Cherub  fe els ,  

 To bea r  me where  t he  Towers  of  Salem  s tood ,  

 Once gl or i ous  Towers ,  now s unk i n gui l t les  b lood ;  

  Ther e  dot h my s ou l  i n hol y vi s i on s i t  

 I n pens i ve t r ance,  and a nguis h,  a nd ecs ta t ick  f i t .  ( The  Pass ion  36-42)  

 

既に述べたように、“ cha r iot”は、Ezek.の Ezekie l の幻視に見られる神の “ cha r io t”

を指す。2 4  そして、Mil t on は聖書の言葉に基づいて、“ cha r iot”が C heba r 川の湖

畔にあるとしている。この点だけ言えば、A Mask の Sabr i na が乗る川の “ cha r iot”

に類似していると言える。とりわけ Chr is t の受難というテーマについて言えば、

The  Pas s ion と A Mask の Sabr ina の死の場面には、類似点が見られると言っても

                                                        
2 3  N ico ls on 72 .  ここで、舞台の構造についての疑問を持つことになると思うが、
Nicols on は、A Mask 初演時、野外劇であると考えている批評家がいることを指
摘した上で、当時の照明器具等の問題から野外劇で行うことは困難であるため、

Ludl ow 城内で上演されたのではないかと論じている。 Nicols on,  72-73 .  
2 4  Mi l t on,  The  Poems o f  John  Mi l ton  121 .  
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良い。ただし Exek.の “ cha r i ot”は、Ad Pat rem と Paradise  Los t においても登場す

るため、The  Pas s ion の “ cha r iot”は、後続する作品の基礎となっていると言える。  

次に Ad Pa trem についてだが、 A Mask と Ad Pat rem の関連性について簡単に

触れておきたい。両作品ともに、執筆・上演時期が近いということが言える。2 5  

Pa rker は、Mil t on の父親が、息子の仮面劇創作をよく思っていなかったことを

指摘している。 2 6  H i l l は、 Parker の言葉を用いつつ、 A Mask と Ad Pa trem との

関連性を認め、 Ad Patrem は M il t on 自身の弁護と父親から受け継いだ詩の才能

を認めているという。2 7  これらのことから Ad Pat rem は、A Mask と関連のある

作品であるのと同時に、 A Mask 執筆を快く思わなかった父親に対する Mil t on

の釈明が表されていると考えられる。  

Ad Patrem について、野呂は、Mil t on が父親と自身を詩の世界における家父

長制度の枠組みの中に置き、 J upi t er―詩の神 Apol l o― Orpheus という正統な系

譜に連なる父子として提示させたと説明している。2 8  それとは逆に、Mil t on が

J ames 一世― C har les 一世を Apol l o の不肖の息子 P haet hon に連なる非正統な系

譜に置き、暗に Char les 一世の政治を非難しているとも述べている。 2 9  そして

Ad Patrem において、 “ cha r i ot”を想起させるものが登場する。  

 

 Sp i r i t us  & r a pi dos  q ui  c i r c i na t  i gneus  orb es ,  

 Nunc q uoq ue s yder eis  i n ter c i ni t  i pse  choreis  

 Immor ta le  me l os ,  & i nena r r ab i le  ca r men;  (Ad Pat rem  35-37)  

 

Even now my f i er y s pi r i t ,  hur t l i ng r ound t he whi r l i ng s pheres  a nd s ta r ry  

choi r s ,  i s  s i ngi ng an undyi ng me l ody,  . . .  ( 21 7) 3 0  

                                                        
2 5  Ad Patrem は 1632 年、 A Mask は初演が 1 634 年である。  
2 6  Pa rker  125-8 .  
2 7  H i l l  46 .  
2 8  野呂，「家父長制度のパラダイム―「父にあてて」における預言者的詩人―」
『 17 世紀と英国文化』 (東京 :  金星堂， 1995)  106．  
2 9  野呂，「家父長制度のパラダイム―「父にあてて」における預言者的詩人―」
101．  
3 0  Mi l t on,  Ad Pat rem .  The  Works  o f  John Mi l ton ,  ed.  Fra nk Al l en Pa t t er son .  Vol .  I  
Pa r t  I  ( 1931;  New York :  C ol umbia  UP,  1993;  Tokyo:  Hon- no- Tomos ha )  268-77 .  英語
訳は、David  L.  B lanken 訳を使用する。Noro,  Kana kub o Yuko,  Bla nken,  L.  Da vi d .  
Mil ton  ‘ s  “ Ad Pa t r em” ,  “ De Idea  Pla t onia” ,  and  “ Natura m non pa t i  sen i um” :― Fro m  



139 

 

Mi l t on は、詩人の霊魂 “ spi r i t”は、父親を経て得られたものとみなしている。下

線部の “ spi r i t”について、野呂は、Apol l o の戦車すなわち “ cha r io t”の如く天球層

を飛翔することを想起させるものであると同時に、 Paradise  Los t 第六巻に登場

する “ cha r io t”を予表するものであると述べている。 3 1  Paradi se  Los t に登場する

“ cha r iot”は、後の C hr is t となる神の御子が乗るものである。ここで Mil t on は、

Ad Pat rem では父親とその子 Mil t on、そして Parad ise  Los t においては神とその

御子という親子関係を並列させて考えている。この両作品の関連について確認

するために、 Paradise  Los t の “ cha r i ot”について見ていきたい。  

 

 … :  f or t h r us h’d wi t h whi r lw i nd s ound  

 The C ha r iot  o f  Pa ter na l  Dei t ie ,   

 F la sh i ng t hi ck f la mes ,  W heel e  wi t hi n  Wheel e  undrawn,  

 I t  s e l f  i ns t i nct  wi t h S pi r i t ,  b ut  convoyd  

 By four  C herub i c  s ha pes ,  four  Faces  each  

 Had wondr ous ,  a s  w i t h S ta r r s  thi r  b odi es  a l l  

 And Wi ngs  wer e se t  w i t h E yes ,  wi t h E yes  t he  wheels  

 Of Ber i l ,  and ca reer i ng F i r es  b et ween;   

 Over  t h i r  heads  a  chrys ta l  Fi r ma ment ,   

 Whereon a  Sa phi r  Throne,  i n la id wi t h pure  

 Amber ,  a nd co l our s  o f  t he  s howr ie  Arch.  

. . .  He onward ca me,  fa r r  o ff  hi s  comi ng s hon ,  

And t went ie  t housand ( I  t hi r  numb er  hea rd)  

Cha r i ots  o f  G od,  ha l f  on each hand  were s een :  

Hee on t he  wi ngs  of  C her ub  r ode s ub l i me  

On t he C hr ys ta l l i n S ki e ,  i n Sa phi r  Thr on’d.  ( PL  VI:  749-59 ,  768-72)  

 

                                                                                                                                                                             
Praise  to  Exhor ta t ion― .『東京成徳短期大学 紀要』第 26 号  ( 1993) :  207-24 .  
3 1  野呂，「家父長制度のパラダイム―「父にあてて」における預言者的詩人―」
109 ,  117．  
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“ cha r iot”は、神が御子に移譲したものである。そして、 Paradise  Lo s t に登場す

る “ cha r iot”は、 Ezek.1 と 10 を下敷きにしていることは、新井、平井、 F owler

が指摘している。 3 2  なお、 Ezek.1 の該当箇所は次のようになる。  

 

 And I  l ooked,  and,  behol d,  a  whi r l wi nd  ca me  out  o f  t he  nor t h,  a  gr ea t  c l oud ,  

and a  f i r e  i nfo l di ng i t s e l f ,  a nd a  b r ight ness  w as  about  i t ,  and out  o f  t he  mi ds t  

thereof  a s  t he  col our  o f  a mb er ,  out  o f  t he  mi ds t  o f  t he  f i r e .  (Ezek.  1 .4 )   

 

And t he l i keness  of  t he  f i r ma ment  upon t he heads  of  t he  l i vi ng cr ea t ure  wa s  

a s  the  col our  of  t he  t er r ib le  cr ys ta l ,  s t r e tched for t h over  t he i r  heads  above.  

(Ezek.  1 .22)  

 

 And ab ove  t he  f i r ma ment  t ha t  was  over  t he i r  hea ds  wa s  t he  l i keness  of  a  

thr one ,  a s  the  appea rance of  a  sapphi r e  s t one:  and upon t he l i keness  o f  t he  

thr one was  t he  l i keness  a s  t he  appea rance of  a  ma n above upon i t .  (Ezek .  

1 :26)  

 

Paradise  Los t の御子が乗る “ cha r i ot”と比較しても、同様の宝石が使用されてい

ることがわかる。そして、 “ cha r iot”に乗った御子は、 Sa tan を始めとする堕天

使たちを地獄におとす。その際、御子の “ cha r io t”に対峙するものとして、 Sa ta n  

の “ cha r iot”も Paradise  Los t において登場する。  

 

 H igh i n t he  mi ds t  exa l ted a s  a  God  

 Th’ Apos ta t  i n hi s  S un-br i ght  C ha r i ot  sa t e  

 I dol  o f  Ma jes t ie  Di v i ne,  enc l os ’d  

 Wi th Fla mi ng C herub i m,  and  go l den S hi el ds ;  (PL  VI:  99-102)  

 

Sa tan は太陽のごとく輝く “ cha r iot”に座し、炎の cherub i m や金色の盾で囲まれ

                                                        
3 2  ミルトン，『楽園の喪失』175．ミルトン，『失楽園』(上 )  437、Mil t on,  Paradi s e  
Los t  376 .  
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ている。前述したように、Mil t on の時代は “ sun”が “ son”すなわち Chr is t と言い

換えられた。 3 3  一見すると Sa ta n にも C hr is t と同様の英雄性があるように思わ

れる。しかしながら、引用文を見ると “ a  god”や “ idol”といった言葉が使用され

ている。周知の通りキリスト教は一神教である。そのため、 Sa tan が “ as  a  god”

と表すことは、異教的な意味を持ち合わせることになる。また “ idol”という言

葉にも注目したい。Mil t on の作品において “ idol”と聞けば、容易に Eikonok las te s

が想起できるであろう。Eikonok las te s は、Eikon  Bas i l ik e (1649)という聖職者 J oh n  

Gauden(1605-62)著作で、国王 Char le s 一世への同情をかき立てるための論に対

する反駁の書である。Ad Patrem においても暗に C har les 一世の政治を非難して

いるように、Mil t on は Paradi se  Los t の Sa tan に C har les 一世のイメージを反映

していると考えられる。3 4  また第二章でも論じたように、A Mask も同様に宮廷

仮面劇に莫大な費用をかけた Char le s 一世の暴政に対する批判を暗に示してい

た。つまり、Mil t on は初期から晩年の作品にかけて当時の政治体制を非難する

メッセージを込めて作品を創作していたと考えられる。  

また、 Fowl er は先の Sa tan の “ cha r iot”の引用箇所について、注釈で次のよう

に説明している。  

 

An Ido l  or  fa l s e  i ma ge of  majes ty  d iv ine ;  t he  char io t  t r aves t y i ng Mess iah’s  

cos mi c vehi cl e .  The cherubim  ( cha racter i s t i ca l l y b r i ght )  cor r es pond t o t he  

‘ four  cherub ic  s hapes ’ a t  v i  749-59 n.  B ut  Sa tan’s  cha r i ot  i s  sun-br igh t ,  

wherea s  t he  di v ine  cha r i ot ’s  ‘a mb er ’ thr one  ( vi  759 n)  gl ea ms wi t h  i nner  l i gh t .  

As  wi t h P hae t hon’s  s un-cha r io t ,  wha t  b egan  a s  a  tes t  of  fa ther hood  becomes  

a  tes t  o f  obedi ent  s ons h i p. 3 5  

 

Fowl er は Sa tan の “ cha r iot”をみ子の戦車を模倣したまがい物であると説明する。

                                                        
3 3  Ara i ,  “ Mil ton i n Comus”  28 .  
3 4  Mi l t on の政治論文 Eikonok las te s、 Pro  Populo  Angl icano  De fens io  ( 1651)、
Defens io  Secunda  ( 1654)  における Mil ton の敵対者のイメージが Paradise  Los t
の Sa ta n の像に収斂している点については次の論文を参照されたい。野呂，「道
化としてのサタン、サルマシウスそしてチャールズ一世―王権反駁論から『楽

園の喪失』への軌跡―」 53-76 . 
3 5  Mi l t on,  Paradise  Los t  345 .  
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さらに Sa tan の “ cha r i ot”は、 “ sun-br i ght”として描かれている一方で、御子の神

聖な “ cha r iot”は “amb er”による御座が内なる光を輝かせており、 “a mber”が神聖

さを表しているという。一方で Sa ta n は “a mber”の代わりとして、 “ sun-br i ght”

を用い、自らを神と称するようなイメージの “ cha r iot”に乗り、天界を荒廃させ

ようとする。そして、先ほど名前を挙げた Phaet hon が御した時の日輪の “ cha r i ot”

もまた、 Sa ta n の “ cha r i ot”と同様、 “ sun-br igh t”として描かれており、父権の試

金石として作られたものが、息子としての資格として試すものとなったという。

結局 Phaet hon は “ cha r io t”に乗ったがために宇宙を破壊しかけることとなり、

Apol l o の不肖の息子としての烙印を押されることになる。 Phae t hon の “ cha r i ot”

と同様に形容される Sa ta n の “ cha r iot”は、偽物、見せかけであることが窺える。  

また野呂は同様に Sa tan の戦車が、 P haet hon が乗る戦車を想起させることか

ら、Ad Pat rem においては、詩人 Mi l t on 対 P haet hon、Paradi se  Los t  においては

御子対 Sa tan という図式になっていると述べている。 3 6  2 作品におけるそれぞ

れの対立関係は、 A Mask  においても見られる。 A Mask において、 Sabr ina に対

峙するものとして C ot yt t o と H eca t e が挙げられる。  

 前述の通り、誘惑者 C omus が、魔女的要素を備えている C ot yt t o と H eca t e に

力添えするよう呼びかける。 Comus が、 “ cloudy E don cha i r”  (A Mask  134)  に乗

った 2 人の魔女に力添えを乞うのに対し、 the  La dy は先述したように、“ fa i th” ,  

“ hope” ,  “ chas t i t y”  を擬人化したものに呼びかけ、最終的に “ chas t i t y”を象徴する

Sabr ina に救われる。ここで Comus 対 t he  La dy、そして C ot y t t oと Heca te 対 Sabr ina

という図式なることは明らかである。  

A Mask、 Ad Patrem と Parad ise  Los t  における図式をまとめると、次のように

なる。  

 善のイメージ  悪のイメージ  

Ad Patrem  詩人 Mil t on  Pha et on  

A Mask Sabr ina  Cot yt t o,  Heca te  

Paradise  Lo s t  the  S on (後の C hr is t )  Sa tan  

図にあるように、善と悪それぞれのイメージが描写されていることがわかる。

                                                        
3 6  野呂，「家父長制度のパラダイム―「父にあてて」における預言者的詩人―」
109-10．  
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図のように考えると、 Sabr ina  と後の Chr i s t となる御子は同じ系譜にいると考

えられる。また Ad Pat rem と Paradise  Los t に登場する “ cha r iot”の共通点は、親

から子への委譲が認められるという点である。A Mask においても、親から子へ

の委譲が認められる。考えられる親子関係の一点目として、 Sabr ina が Severn

川に身投げをした際に、その死を哀れに思い、 Sabr ina を Sever n 川の守り神と

して再生させた Nereus と Sabr i na の関係である。Nereus は周知の通り、ギリシ

ア神話の海神である。 A Mask においては、川が “ cha r iot”として描かれているこ

とから、 Nereus は Severn 川という名の “ cha r iot”を Sabr ina に託し、 Severn 川の

守り神としての役割を与えたのである。また Sabr ina はギリシア神話の神によ

って再生したものの、今まで論じてきたことからも明らかなように Sabr ina は

キリスト教的要素を備えた仙女である。つまり Nereus というギリシア神話的な

ものから、Sabr ina というキリスト教的なものへの移り変わりが暗に示されてい

る。ギリシア神話的なものからキリスト教的なものへの移行は、A Mask におい

て他にも見られる。それは、Comus の持つ魔力が母親の Circe に勝ることから、

“ mol y”よりも強力で、キリスト教的要素を備えた “ haemony”が必要であった。薬

草という点においてもギリシア神話的なものからキリスト教的なものへの昇華

が見られる。A Mask は、ギリシア・ローマ神話を基調とし、一見キリスト教的

要素が見られないように見えるが、実際はギリシア・ローマ神話的なものから、

キリスト教的なものへの移行、昇華が一つのテーマとして描かれているのであ

る。   

もう一点象徴的な親から子への委譲が見られる。それは Sabr ina から t he  La dy

への委譲である。前述したように、 Sabr ina と the  Lady はキリスト教信仰を介

して象徴的な繋がりがある。Sabr ina は地母神的役割を持ち、 the  La dy とその家

族をこれから守るという役割を備えてはいるものの、Wales という土地の統治

という意味では、 the  Lady そしてその家族に Sever n 川 ( cha r i ot )を含む土地を守

るべく、委ねるのである。the  At t endan t  S pi r i t が劇冒頭で、これまで次のように

して海や England という島の統治を委ねてきたという。  

  

   Neptune  bes i des  t he  s wa y  

 Of every sa l t  Fl ood,  a nd each  ebb i ng St r ea m,  
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 Took i n b y l o t  ’ t wis t  h i gh,  and nea t her  Jove ,  

 Imper ia l  r ul e  of  a l l  t he  Sea - gi r t  I le s  

 Tha t  l i ke  t o r i ch,  and va r i ous  ge mms i nla y  

 The una dor ned b oos om of  t he  Deep,  

 Which he t o grace h is  t r ib uta r y gods  

 By cour se  commi ts  t o s evera l l  government ,  

 And gi ves  t hem l eave t o wea r  t he i r  Saphi r e  c rowns ,  

 And wei l d t he i r  l i t t l e  t r i dents ,  b ut  t hi s  I le  

 The gr ea tes t ,  a nd t he  be s t  o f  a l l  t he  ma i n  

 He qua r ter s  t o h is  b l u- ha i r ’d de i t i es ,  

 And a l l  t hi s  t r a ct  t ha t  f ron ts  t he  fa l l i ng S un  

 A nob le  Peer  o f  mi ckl e  t r us t ,  a nd power  

 Has  in his  cha rge,  w i t h t emper ’ d awe t o gui de  

 An ol d,  a nd haught y Na t i on pound i n Ar ms:  ( A Mask  18-33)  

 

Neptune がすべての島々に関する至上権を掌握し、それから Nept une に属する

神々に各島々を統治する許しを与えている。ここで、まず Nept une から自分に

属する各々の神々への委譲が見られる。それからこの島を統治するものとして

the  La dy の父親が挙げられており、England が神的存在から次第に人間への統治

という図式で Engla nd の統治権の委譲が行われていることが窺える。そのため、

Sabr ina は守り神としての役割を持ちつつ、統治という意味で Severn 川という

“ cha r iot”を、 t he  La dy とその家族に委ねるのである。  

確かに  Sabr ina も “ cha r io t”に乗ってはいるが、特に A Mask と Pa radise  Los t

における大きな相違は、“ cha r io t”に乗って登場した後の Sabr ina と御子の行為に

みられる。Parad ise  Los t において、“ cha r io t”に乗った御子は、Sa tan を筆頭とす

る堕天使の軍団を地獄に落とす。ここでの御子は堕天使達への裁きを行うため

に、 “ cha r io t”に乗って登場する。  

 一方、Sabr ina は “ cha r io t”に乗って現れた後、聖水を 3 度、t he  La dy の胸、指、

唇にふりかける。 A Mask において、 “ cha rio t”に乗って登場した Sabr ina は、裁

きを加え るので はな く、困 難にい る者 を助ける のであ る。 しかし ながら、
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Paradise  Los t  の御子のように、悪を完全に排除するまでには至らなくとも、少

なくとも邪悪なものを取り除くという意味では、 Sabr ina の行為は、御子たる

Chr is t の行為に繋がるものとは考えられる。  

先述したように、 Fowl er は、同じ “ cha r iot ”でも Sa tan が “ sun-br ight”で飾って

いたのに対し、神の御子の “ cha r iot”は、“ amb er”で輝いていることを指摘してい

た。つまり Mil t on が宝石 “ amber”をとりわけ重要視していたと考えられる。先

述したように、 “ sun”は、 “ son”に置き換えて考えると、神の御子たる Chr is t を

表すような言葉である。その太陽に似た輝きを Sa tan が “ cha r iot”に用いて、神

の御子は太陽の輝きに匹敵する宝石 “amber”を用いていたことは興味深い。

Ada ms on は、Pa radise  Lo s t の神の御子の “ cha r io t”が “amb er”で輝いていたのに対

し、 Sa ta n の “ cha r iot”が “ sun-br i ght”であったことについて、次のように説明し

ている。  

 

I n t he  War  in Heaven,  Sa tan,  t he  da rk a nge l ,  s i t s  i n a  “ Sun-br i gh t  

Cha r i ot .”  B ut  t he  a mb er  l igh t  o f  t he  Di vi ne C ha r i ot  comes  fr om t he  S u n  

beyond  t he s un.  I t  i s  t he  “ hol t  l i ght”  i nvoked a t  the  b egi nni ng of  Book  3 ,  a nd  

i t  i s  t hi s  me taphys ica l  l i gh t ,  f la mi ng out  of  t he  di vi ne cha r io t ,  whic h  

des t r oys  t he  for ces  o f  da rkness . 3 7  

 

“amb er”の輝きは、太陽の輝き勝るものであり、Paradise  Los t の第三巻において、 

“ hol y l i gh t”としてもたらされていると Ada ms on は指摘している。そのため、

“amb er”の輝きは、 Exek.における記述に基づき、Mil t on が重要視していたもの

であると考えられる。  

 また A Mask においても、 Ad Pat rem と同様に、太陽に関わるものが善悪のイ

メージとして対照的に描かれている。Comu s は C ier e の子どもだが、Circe は “ The  

da ughter  o f  t he  S un”  (A Mask  51)  即ち太陽神の子であり、 C omus は太陽神の

“ grands on”と言える。それに対して、 t he  Lady は “ the  S un-c lad  power  of  C has t i t y”

で対抗する。 3 8  さらに Sabr ina の髪は次のように描写される。  

                                                        
3 7  Ada mson  112 .  
3 8  Comus に対して、 t he  Lady が “ the  hei r  of  t he  “ grea ter  s un”  (Na t ivi t y O de,  83)”
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 Sabr ina  fa ir  

  Lis ten  where  thou  are  s i t t ing  

 Under  the  g lass ie ,  coo l ,  t rans lucen t  wave ,  

  I n  twis ted  bra ids  o f  Li l l ie s  kn i t t ing  

 The  loose  t ra in  o f  thy  amber-dropping  ha ir ,  ( A Mask  859-63)3 9  

 

Sabr ina の髪には “ amb er”が付与されている。t he  La dy と Sabr i na が精神的な意味

での母娘であるとすれば、Circe、C omus 親子と同様に太陽の力を帯びていると

言える。ただし、単に同じ力というのではない。Sabr ina には太陽の輝きに匹敵

する宝石 “ amb er”が、 the  La dy には Chr i s t ないしは神を想起させる “ chas t i t y”の

力を用いているということは、Circe、C omus 親子以上に優る太陽の力が備わっ

ているということになる。  

 しかしながら、上記中の “a mber”は “a mbergr i s”だと指摘する研究者もいる。 4 0  

この点について、Mil ton の作品において描かれる “ amb er”について少し考えてみ

るのと同時に、Mil ton が Sabr ina の「髪」に “amb er”を付与した理由を検証して

みたい。Mil t on の作品の中で、 “ amber”は大きく二つの意味で使用されている。

一つは宝石の琥珀、もう一つは竜涎香である。Mil t on は場面や使う対象によっ

て使い分けをしている。Mil ton の作品において、“ amb er”は L’Al legro で 1 回、A 

Mask で 2 回、Paradise  Los t で 2 回、Pa radi se  Regain ’d で 1 回、Samson  Agoni s te s

で 1 回使用されている。先ず、 L’Al legro を見てみたい。  

                                                                                                                                                                             
であると S wa i n は指摘する。 S wa i n 197 .  
3 9  既出の引用だが、確認のために再度引用することとする。また、OED で “ amber ”
を引くと、この箇所の引用がある。C.  comb .  ( chi ef l y i n  sense  3 ,  s ome t i mes  1  or  6 ) .  
1 .  Genera l  r e la t i ons :  a .  a t t r ib .  o f  ma t er ia l  or  sour ce,  a s  a mb er  bea ds ,  a mber  s t uds ,  
a mber  mout hpi ece,  e tc . ;  b .  ob j .  gen . ,  and ob j .  o f  pple .  or  vb l .  n. ,  a s  a mber- f i s hi ng ,  
a mber- droppi ng,  a mber-weepi ng,  a mber- yi e ld i ng;  c .  s i mi la t i ve ,  a s  a mber-c lea r,  
a mber- l i ke ,  a mber- s ol i d,  a mb er-yel l ow;  d .  ins t r umenta l  wi t h pa .  pp le . ,  a s  
a mber- hea ded,  a mb er- t i nged,  a mber- t i n ted,  a mb er- t i pped,  a mber- t oned;  pa ss i ng i n t o  
e .  s ynt he t ic  der i va t i ve s ,  a s  a mber-co l oured ( of  a mber  col our )  a mber- foa mi ng ,  
a mber- hued,  a mber- l ocked (ha vi ng a mber  l ocks) ,  a mb er- sanded .  1637  Mil t on C omu s  
863  Thy a mber- droppi ng ha i r.  “ amb er,”  OED  2nd.  ed.  CD-ROM, (Oxfor d:  Oxfor d UP,  
2009)  
4 0  Mi l t on,  The  Poems o f  John  Mi l ton  220 .  Mi l t on,  The  Comple te  Poems  682 .  Mi l t o n ,  
Comus ,  Comus  and  Some  Shor te r  Poems o f  Mi l ton  187 .  
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So m t i me  wa lk i ng not  uns een  

By H edge- row El ms ,  on Hi l l ocks  green,  

Ri ght  aga i ns t  t he  Eas tern  ga te ,  

Wher  t he  grea t  S un b egi ns  his  s ta te ,  

Rob ’ d i n f la mes ,  and Amb er  l i ght ,  

The cl ouds  i n t housa nd L i ver i es  di ght ,  

Whi le  t he  Pl owma n neer  a t  ha nd,  

Whis t l es  ore  t he  F ur row’d La nd,  

And t he Mi l kma i d s i nget h b l i t he ,  

And t he M ower  whets  h is  s i t he ,  

And every  S hepher d t e l l s  h i s  ta le  

Under  t he  Hawt hor n i n t he  da le .  ( L’Al legro  5 7-68)  

 

L’Al legro  における “ amb er”は、宝石の琥珀のような光として使用されているこ

とがわかる。特に注目すべきは、太陽が燃える火炎と一緒にまとうものとして、

“ Amb er  l i ght”が挙げられているということである。先述したように、Mil t on が

“ sun”を神や Chr is t として捉えていたのであれば、Mil t on にとって “ amb er”や

“amb er”の光が、天や神ないしは C hr is t と関連のあるものだと見なしていたと考

えられる。 4 1  

 次に Parad ise  Los t を確認したい。 Parad ise  Los t 中で使用される “ amb er”は、

天での出来事や、神の御子たる Chr is t に関わる箇所で使用されている。一つは

神の御子が乗る “ cha r io t”に付随する宝石 “amb er”として使用されている。もう一

方は、次のような天の描写において使用されている。  

 

:  l owl y r ever ent  

Towards  e i t her  Thr one t hey b ow,  a nd  t o t he  gr ound  

                                                        
4 1  この箇所は OED にも引用されている。 B.  adj .  [ or i g.  a t t r ib .  us e  o f  n.  C f.  r os e ,  
pi nk,  orange,  e tc . ;  a l s o Fr.  ambré . ]  a .  Of the  col our  and clea r nes s  o f  a mber  ( sens e 3 ) ,  
a mber-col our ed;  o f  a  c lea r  yel l owis h br own.  1632  Mil t on L' Al legr o 61  R obed i n  
f la mes  a nd a mber  l i gh t .  1671  ―  P. R.  i i i .  284  Choas pes ,  a mb er  s t r ea m.  
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With s ol emn a dora t ion down t hey ca s t  

Thi r  Cr owns  i nwove wi t h  Amarant  a nd G ol d,  

Immor ta l  A maran t ,  a  Fl our  which once  

In Pa radis e ,  fa s t  b y t he  Tr ee of  Li fe  

Began t o b l oom,  b ut  s oon for  ma ns  off ence  

To Hea v’n r emov’ d where  f i r s t  i t  gr ew,  t her e  gr ows ,  

And f l our s  a lo ft  sha di ng t he  F ount  o f  L i f e ,  

And where  t he  r i ver  o f  B l i ss  t hr ough mi ds t  o f  Hea vn  

Rowls  o ' r e  El is ian  F l our s  her  Amb er  s t r ea m;  (PL  I I I :  349-59)  

 

天使たちが神と御子の御前であがめている場面で、天に歓喜の声が満ちた場面

で、天使たちが地に投げた不凋花について説明がされている。不凋花が天の真

ん中を通る川の周りを覆っているのだが、その川の流れに “ amb er”が用いられて

いるとある。Paradise  Los t においては、宝石 “amb er”が使用されていることがわ

かる。一方、 Paradise  Regain ’d においては、 “amb er”が 1 回使用されている。  

 

 Ecbatana  her  s t r uct ure  va s t  t here  s hews ,  

And Hecatompy los  her  hunder d ga tes ,  

Ther e  Susa  b y Choaspes ,  a mber  s t r ea m,  

The dr i nk of  none b ut  Ki ngs ;  ( PR  I I I  286-89)  

 

Sa tan が C hr is t に高き山から王国を俯瞰させ、王国を手にするよう誘惑してい

る場面である。Choas pes 川は清流と名が高いという新井が指摘している。4 2  そ

して、 Carey は Mi l t on が At henaeus の Dei pnosophis t s から構想を得ていると説

明し、Deipnosophis t s においては、C hoas pes 川が “ gol den”と記されていることを

指摘している。4 3  Deipnosophis t s において、C hoas pes 川はギリシア語で “ ”

と表現されており、“ gol den”を意味する言葉である。4 4  Mi l t on が Deipnosophis t s

                                                        
4 2  ミルトン，『楽園の回復』 59．  
4 3  Mi l t on,  The  Poems o f  John  Mi l ton  1128 .  
4 4  At hena eus  of  Na ucra t i s ,  The  De ipnosophis t s ,  ed.  C ha r les  B ur ton  Gul ick,  vo l .  5  
(London:  Wil l ia m H ei nema nn Lt d,  1963)  316 .  
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から構想を得ているのであれば、Paradise  Regain ’d において Mil t on が意図的に

“ gol den”ではなく、神聖さを表す “amb er”で形容したと考えられる。しかしなが

ら上記の引用文が Sa tan の台詞であり、 C hr is t に対する誘惑の場面でもある。

Sa tan もまた誘惑の対象が C hr is t であり、すでに一度誘惑に失敗していること

から、Chr i s t や天に関するもの、すなわち “amb er”をあえて用いて、より巧みな

誘惑を仕掛けていると考えられる。かつ、先の Paradise  Los t と同様に “ amber”

を “ s t r eam”と共起させていることから、Sa t an が天に流れる川を想起させるよう

な言葉で、 Chr is t を誘惑しているとも言える。そして Samson  Agonis te s におい

ては、 “ amb er”は 1 回使用されている。   

 

 Fema l  o f  sex  i t  s eems ,  

 Tha t  s o bedeck t ,  orna t e ,  and ga y,  

 Comes  t h is  way sa i l i ng  

 Li ke a  s ta te l y S hi p  

 Of Tarsus ,  b ound for  t h '  Is l es  

 Of Javan  or  Gadie r  

 Wi th a l l  her  b raver y on,  and ta ckl e  t r i m,  

 Sa i l s  f i l l ’ d,  a nd s t r ea mers  wa vi ng,  

 Cour t ed b y a l l  t he  wi nds  t ha t  hol d t hem p lay,  

 An A mber  s ent  o f  odorous  per fume  

 Her  ha rb inger ,  a  da ms el  t r a i n beh i nd;  

 So me r i ch Phi l i s t ian  Ma tr on s he ma y s eem,  

 And now a t  nea rer  v iew,  no ot her  c er ta in  

 Than Dal i la  t hy wi fe .  (SA  711-24)  

 

OED の a mber の定義 A.  I .  b .  に上記の Sam son  Agonis te s からの引用文がある。  

 

A.  n.   

I .  A product  o f  t he  wha le .   

† 1 .  a .  or ig.  =  a mb ergr i s .  ( In 17 t h c .  gr eece of  a mb er,  gr i s  a mbre,  gr a y  
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a mber. )  Obs .   

b .  a t t r ib .   

1634  Habingt on Cas ta r a  (1870)  85  A mi ght y s howre  Of Amb er  comf i t s  i t  

sweet e  se l f e  di d powre Vpon our  hea ds .   

1671  Mil t on Sa ms on 720  An a mb er  scent  o f  odor ous  per fume.  

 

Samson  Agonis te s においては、 “ amber”は竜涎香の意味で使用されていることが

わかる。4 5  上記は、Sams on の妻 D el i la が登場する場面である。Del i la といえば、

Sa ms on を裏切る誘惑者であることは、 J udg.においても述べられている。つま

り、 Samson  Agonis te s  において、 “ amber”は竜涎香として用いられ、裏切者、誘

惑者と関連あるものとして使用されている。  

前述したように、Paradi se  Regain ’d においては、“amb er”は一度のみ使用され

ている。しかしながら、先の OED の定義にもあるように、“ amber”には a mbergr i s

すなわち竜涎香の意味もある。 Paradise  Regain ’d の中では、 “ gr isa mb er”が用い

られている。 

 

He spa ke  no drea m,  for  a s  his  wor ds  had end,  

Our  Sav i our  l i f t i ng up hi s  eyes  behel d  

In a mple  s pace under  t he  b r oades t  s ha de  

A Table  r ich l y s pred,  i n  r ega l  mode,   

Wi th dis hes  pi l ’d,  a nd mea t s  of  nob les t  s or t  

And savour ,  B eas ts  o f  chas e,  or  F owl  of  ga me,  

In pa s t ry b u i l t ,  or  f ro m t he s pi t ,  or  b oyl ’ d,  

Gr is - amb er - s tea m’ d;  (PR  I I :  337-44)  

 

Sa tan が 40 日食さない C hr is t に対して、食物でもって誘惑を仕掛けている場面

である。Carey は、1 7 世紀において、gr isa mb er が料理の香料として使用される

                                                        
4 5  新井は、この箇所について、先の Samson  Agonis te s の “ amb er”の箇所を注と
して挙げている。ミルトン，『楽園の回復』 41．  
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ことは一般的なことであったと指摘している。4 6  Paradise  Regain ’d  においては、

竜涎香が Sa ta n の誘惑の手段の一つとして使用されている。  

Mi l t on の作品において、 “ amb er”や “ amber ”に関するものは、次のようにまと

められる。一つは宝石 “ amb er”として使用される時には、水の流れと関連して使

用される。一方竜涎香として使用する際は、誘惑者と関連あるものとして使用

されている。Mil ton は、同じ単語を使用することで、よく見なければ見間違え

るほど、誘惑の道具と天や神に関するものを表裏一体に見えるように使用して

いる。特に Paradise  Regain ’d においては、“amb er”という言葉を Sa tanに使わせ、

Sa tan の誘惑も C hr is t に拒絶されることによって、より巧みになっていること

を示していると考えられる。  

 これらの点から、竜涎香は Parad ise  Regain ’d  や Samson  Agonis te s において誘

惑者と関連のある箇所で使用されている。一方で、Sabr ina は困難な状況にいる

者を助ける救世主としての役割を担っていることから、 Sabr ina の髪にあった

“amb er”は、 “ amb ergr i s”ではなく、むしろ、神の御子や天に関わる宝石 “ amb er”

として使用されていると考えられる。また A Mask にはもう一か所、 “ amber”が

用いられている。  

 

  Eld .  Bro .  Un muffl e  ye  fa i nt  s ta r s ,  and t hou f a i r  Moon  

 Tha t  wonts t  t o l ove t he  t r a va i ler s  b enizon,  

 St oop t hy pa le  v isage t hr ough an a mb er  c l oud,  

 And dis i nher i t  Chaos ,  t ha t  r e i gns  here  

 In double  ni ght  o f  da rknes ,  and of  s ha des ;  (A Mask  331-35)  

 

自分の姉の身を案ずる t he  E l der  Br ot he r の最初の台詞である。月の周りに輝く

雲が琥珀色になっていることが示されている。今まで論じてきた Mil t on の作品

においては、 “ amb er”は太陽と関連のあるものが主であった。 Sabr ina は前述の

通り、キリスト教の要素を多分に備えてはいるものの、川の仙女であることか

ら、月の女神を想起できるようなギリシア・ローマ神話的なものと、 Chr is t の

ように太陽を想起するような二重の役割を担っているとも考えられる。  
                                                        
4 6  Mi l t on,  The  Poems o f  John  Mi l ton  1110 .  
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 第二章でも指摘したように、 Sabr ina の髪の描写 “ thy a mb er-dr oppi ng ha i r”  (A 

Mask  863)は、Wither の Epi tha lamium  における描写  “ Where ' s  Sabr ina ,  wi t h her  

da ughter s ;  /  Tha t  do s por t  about  her  wa ter s ;  /  Those t ha t  wi t h t hei r  l ocks  of  Amber , ”  

(Epi tha lamium  315-17)  を想起させるものであり、Mil t on が Wit her のこの一節を

踏襲したとも考えられる。しかしながら Wither の場合、 Sabr i na の娘たちの髪

の描写に “ amb er”が用いられており、 Sabr ina 独自で用いられているわけではな

い。そのため、Mil t on が Wit her から影響を受けつつも、意図的に Sabr ina の髪

に “amb er”を用いた理由が別にある可能性も否定しきれない。加えて Sabr i na の

髪に Chr is t を想起させるような太陽の輝きに匹敵する “a mber”を用いられたの

か考えてみたい。  

Mi l t on が 髪 に 象 徴 的 な イ メ ー ジ を 付 与 す る の は 、 A Mask  の み な ら ず 、

Paradise  Los t 第四巻における Ada m と  E ve の髪の描写からも明らかである。

以下の引用は、 Ada m の髪型に関する表現である。  

 

 H is  fa i r  la rge Fr ont  a nd E ye s ub l i me decla r ’d  

 Abs ol ut e  r ule ;  and H yaci n t hi n Locks   

 Round fr om his  pa r ted fore l ock ma nl y hung  

 Cl us t r i ng,  b ut  no t  benea th  his  s houl der s  b roa d:  ( PL  IV:  300-03)  

 

Ada m も E ve も周知の如く、楽園にいる時は裸形である。それにもかかわらず、

Ada m に備わる男らしさを、肉体美で表現するのではなく、髪型によって表さ

れていることがわかる。一方、次の引用において、 Eve の髪型が描写されてい

る。   

 

 Shee a s  a  va i l  down t o t he  s l ender  was te  

 Her  unador ned gol den  t r ess es  wore  

 D issheve led,  b ut  i n want on r i ng let s  wa v’d  

 As  t he  Vi ne cur l es  her  tendr i l s ,  which i mpl i ’ d  

 Sub ject i on,  b u t  r eq ui r ’d wi t h gent le  s wa y,  

 And b y her  yi e l ded,  b y hi m b es t  r e ce i ved,  
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 Yielded wi t h coy s ub mis s i on,  modes t  pr i de,  

 And s weet  r e l ucta nt  a mor ous  dela y.  ( PL  IV:  304-11)  

 

Eve の髪は、葡萄の蔓のように巻かれた長い髪であり、 Ada m への従順を示し

ている。一方 Samson  Agonis te s において、頭髪に関する記述が 8 例、その内主

人公  Sa ms on に関するものが 7 例ある。 Samson  Agonis te s は、旧約聖書の

J udg.13-16 を土台とした話であるため、 4 7  Sa ms on の頭髪に力が込められてい

ることは、聖書の記述に沿ったものであるという事ができる。しかしながら、

聖書において、 Sa ms on の頭髪に関する記述が 5 例であるのに対し、 Samso n  

Agonis te s においては 7 例あることから、Mil t on は聖書の記述に基づきながらも、

頭髪に込められた力を、意図的に、より強調して描写している。また新井が、

Sa ms on と Mil t on には盲目であったこと、さらには自らの命の危険といった大

きな共通点があると説明している。 4 8  このことから、 Sa ms on の頭髪に関する

描写は、Mil ton にとって単に聖書の記述に沿っているだけでなく、特別な意味

があったと考えられる。そしてなによりも、Mil t on が Sabr i na の “ cha r iot”にでは

なく、髪に “ amber”や Ex od.の紅海渡渉のイメージを与えていることから、髪に

象徴的な意味を付与したと考えられる。  

 

第六節 “ bapt i s m”の点から Sabr i na の救世主的要素  

 最後に “ bapt i s m”の観点から論じる。 Sabr ina  による t he  La dy 救出の場面が、

“ bapt i s m”を想起させるものだということは、前述した通りである。また、既に

説明した通り、 Hil l  は A Mask においてキリスト教的要素を見出すとすれば、

作品終盤に登場する Sabr ina が t he  La dy に “ bapt i s m”を施すことに表象されると

指摘している。 4 9  それほど A Mask における “ bapt i s m”は、 t he  La dy を救出する

のみならず、作品内にキリスト教の要素を引き出す重要なキーワードとなって

いることと言える。また第三章において説明したが、Mil t on は  “ bapt i s m”をど

のように捉えていたのかを Chris t ian  Doc tr ine において論じていた。また A Mask  

                                                        
4 7  ミルトン，『闘技士サムソン』，新井訳  (東京：大修館書店， 1982)  170．  
4 8  ミルトン，『闘技士サムソン』 171．  
4 9  H i l l  45 .Woodhouse a nd B us h 783 .  
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が t he  Lady にとって大人の世界へ仲間入りする晴れの舞台であり、成人した女

性への成長する過程を演出するように仕組まれていると私市が述べている。 5 0  

このことから、本作品における “ bapt i s m”は、Comus の魔力を解くという役割だ

けでなく、 the  Lady をキリスト教信仰にふさわしい成人として認めるものであ

ると考えることができる。また Swa in は Sabr ina が再び舞台から “ descend” (A 

Mask  922 行の前のト書き )し、 the  La dy が “ r i ses  out  of  her  s ea t .”  (A Mask  922 行

の前のト書き )  する箇所について、次のように述べている。 “ Spa t ia l l y,  whe n  

Sabr ina  aga i n des cends ,  t he  La dy r eenac ts  he r  previ ous  move ment  b y r i s i ng t o s ho w 

tha t  wha t  Sabr i na  s i gni f i es  ha s  been i nca rna ted i n t he  Lady.  Sabr ina  i s  i nvoke d  

thr ough i nca nta t i on and di s miss ed i n b less i ng.” 5 1  Sabr ina が表すものは、 t he  Lad y

への “ inca rna t i on”であるという。つまり Sabr ina の “ inca rna t i on”によって、 th e  

Lady は、Sabr i na が持ち合わせていた神性と t he  Lady の人性が融合され、C hr is t

を想起するような人物になったと言える。このように考えると、川の女神とな

った Sabr ina は C hr is t の神性を備えていたと言え、Chr is t の要素を持ち合わせて

いたと考えることができる。 Sabr ina による “ bapt i s m”の効果は、単に t he  La dy

を成人としてみなす儀式としての機能のみならず、キリスト教徒としての神性

を t he  La dy に授ける機能も含んでいると言える。  

 Mil t on は「水」による救済というテーマを自身の作品のテーマの一つとして

規定した。A Mask においては “ bapt i s m”が救出の手段の一つとして用いられてい

るのだが、これに加えて the  La dy 救出の場面で、Mil t on が “ bapt i s m”を用いた

別 の 理 由 が 存 在 す る 。 Mi l t on は Chris t i an  Doc tr ine に お い て 、 bapt i s m と  

“ ci r cumci s i on”の類似性について断言する者たちに対して、次のように反論する。 

 

 Bu t ,  . . .  why i s  i t  necessa ry t ha t  t hi ngs  whi ch  a r e  ana logous  s houl d coi nci de  

in  a l l  poi nt s?  O f c i r cumc is ion ,  for  i ns ta nce,  women were  not  pa r taker s ;  in  

bapt i s m t hey a re  equa l l y i ncl uded wi t h men,  whe ther  a s  bei ng a  more per f ec t  

s ign,  or  a  s ymb ol  o f  more  per f ec t  t hi ngs . (CD  1 .28 .  XVI :  179)  

 

                                                        
5 0  私市  7．  
5 1  Swa i n 192 .  
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Mil t on は “ ci r cumc is i on”について言えば、女性に対して施すことができない一方、

“ bapt i s m”であれば、女性も男性と共に等しく受けることのできるものであると

述べている。A Mask の主人公が t he  Lady という女性であることから、誘惑者か

ら女性を救出する手段として、Mil t on が意図をもって “ bapt i s m”を選択したと考

えることができる。  

 Sabr ina  は、 “ bapt i s m”によって C omus の魔力を解くことができるのだが、

Sabr ina の役割は、罠にかけられた “ chas t i ty”を助けることである。さらに the  

At t endan t  S pi r i t は次のように Sabr ina の役割を説明する。  

 

;  s t i l l  s he r ema i ns   

Her  ma i d’ n gent lenes ,  a nd of t  a t  Eeve  

Vis i t s  the  herds  a l ong t he t wi l i ght  mea dows,  

Hel pi ng a l l  ur chi ns  b la s ts ,  a nd i l l  l uck s i gnes  

Tha t  t he  s hrewd medl i ng E l fe  del i gh ts  t o ma ke,  

Which s he wi t h pre t i ous  vi o l d l iq uor s  hea ls .  (A Mask  842-47)  

 

Sabr ina は、針ねずみの病毒や妖精による祟りの症状を直す守護神的存在である。

そのため C omus  を撃退する力は持ち得ない。加えて C omus  は、弟たちの失策

によって、完全に撃退されることなく逃走しており、再び誘惑の手が伸びてく

る可能性がある。このことは次の引用においても明らかである。  

 

 Com La dy whi l e  Heaven l ends  us  grace ,  

 Le t  us  f l y t hi s  cur sed  place,   

 Les t  t he  S orcerer  us  i n t ic e  

 Wi th s o m ot her  new devi ce .  (A Mask  938-41)  

 

Sabr ina  が  t he  Lady を救出後に去り、t he  Lady とその弟たちが両親の元に向か

う時に、 the  At tenda nt  S p i r i t  は三人の案内役として、三人を両親の元に導く。

そして再び C omus  が、新たな策略で誘惑しにくること案じていることが読み

取れる。つまり、 Comus  のような存在に裁きを下す存在として、 Chr is t による
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救済が必要になることを示していると考えられる。一方、C hr is t による  “ bapt i s m”  

について、 Chris t ian  Doc tr ine  の中で Mi l t on が次のように説明している。  

 

  The  bap t i s m of  J ohn  was  ess ent ia l ly  t he  s a me  a s  t he  ba pt i s m of  

Chr is t ;  b ut  i t  d i ff er ed i n t he  for m of  words  us ed i n i t s  a dmi nis t r a t ion,  and i n  

the  compara t ive  r emot enes s  o f  i t s  e ff i cacy. . . . I n s ome r es pec ts ,  however ,  

there  was  a  d i ff er ence;  for  a l t hough  b ot h  bap t i s ms  were fr om G od,  Luke i i i .  

2 ,  3 .  vi i .  29 ,  30 .  and b ot h r eq ui r ed r epentance and fa i t h ,  Ac ts .  x ix .  4 ,  5 .  

these  r eq uis i tes  were  l ess  c l ea r ly pr opounded i n t he  one  ca se  t han i n t he  

ot her,  and t he  fa i t h r eq ui r ed i n t he  for mer  i ns ta nce was  an i mper fect  fa i t h ,  

founded on a  pa r t ia l  ma ni fe s ta t i on of  C hr is t ;  in t he  la t ter,  i t  was  fa i t h i n a  

ful l y r evea led Sav i our.  (CD  1 .28 .  XVI:  185 ,  187)  

 

Mi l t on は、 C hr is t と J ohn t he Bapt i s t の “ bapt i s m“の違いについて述べている。

Mil t on は、本質的な違いはないものの、 J ohn t he  Ba pt i s t の “ bapt i s m“が不完全な

ものであること、また J ohn t he  Ba pt i s t は水のみだが、Chr is t の “ bapt i s m“には水

と聖霊が備わり、さらに C hr is t の “ bapt i s m“には効力がすぐに見られるといった

違いがあると指摘している。 Sabr ina の “ bapt i s m“もまた、 C omus  の呪縛をすぐ

に解くことはできたものの、C omus  の誘惑にさらされる危険性がある。そのた

め、最終的に Chr is t による救済が必要になる。このことから、 Sabr ina  による

“ bapt i s m”は、 C hr is t による救済を予表するものであると言える。  

 “ haemony”、 “ cha r iot”、 “ bapt i s m”がには、それぞれ C hr is t に関連したテーマ、

「受難」、「救済」の要素が含まれていた。それに加えて、 “ haemony”は、その

語源から Chr is t の受難との関連性がある薬草である。また、 Sabr ina も Chr is t

を想起させるような受難を経て再生していることから、Sabr ina による救出の伏

線が張られていると考えられる薬草である。実際、“ haemony”のみでは t he  Lady

を完全に救出できない。Sabr ina の存在があってこそ、 the  La dy は完全に救出さ

れるのである。そのため、Chr i s t を思わせるものを備える存在として Sabr ina  が

描かれているといえる。そして “ cha r io t”は、善悪両方の登場人物が乗り、共に

太陽のイメージがあるような描き方をしている。しかしながら、Sa tan や P haet on
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の “ cha r iot”は極めて類似しているものの、 Chr is t や詩人 M il t on が乗る “ cha r iot”

のまがい物であった。 C hr is t、 Mil t on はそれぞれ正統な親子関係のもとで、

“ cha r iot”に乗る。A Mask で言えば、Sabr ina と対照的な C ot yt to ,  Heca t e が乗るの

は “ cloudy  E don cha i r”であり、“ cha r iot”ではない。しかしながらそれぞれ the  Lady、

Comus が助力を得ようとした神的存在であり、対照的に描かれていると言える。

そして A Mask において正統な親子関係、権力の委譲が、 Sabr i na とこれから

Sever n 川一帯を統治する父親の娘 t he  La dy との間には見られる。そのため、

Sabr ina も C hr is t、詩人 M il t on に連なる人物であると言える。そして the  Lady

を救出する手段である “ bapt i s m”は、Mil t on が男女関係なく救出できる方法とし

て意図的に選んだものであった。そして Sabr ina による “ bapt i s m”は C hr is t によ

る “ bapt i s m”と同様の効果はあるものの、 C hr is t の力には及ばない。そのため、

Sabr ina の “ bapt i s m”は、C hr is t による救済を予表するものであると言える。これ

らの点から、Sabr ina が極めて C hr i s t を想起させるようなキリスト教的要素を多

分に備えた存在であると言える。  
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第六章  

A Mask から The Voyage Out へ  

―Woolf の Milto n 受容における Ambigu it y―  

 

第一節 A Mask 及び Mil t on の他の作品と Wool f との関連性  

 A Mask  のみならず、その他の作品においても、Mil t on は徳の高い女性に対

し、称賛の言葉を作品において表したことは明らかである。しかしながら、一

部の批評家、特にフェミニズムの観点から、Mil ton は家父長制・男性中心主義

を述べるための教本的存在であるとして批判されてきた。 Sandra  M.  Gi lb er t  と

Susan G uba r は、 Wo o l f の A Room ’s  o f  One ’s  O wn における文言 “ Mil ton’s  B ogy”を用

いて、Mil t on が後世の女性作家の脅威となったと論じている。 1  一方幸重美津

子は、Mil ton が当時としてはフェミニスト的とも言える一面があったことは否

定できないものの、後世の人々にとっては、Mil t on が聖書における男性優位の

姿勢を広めるような存在であったと論じている。2  G i lber t  と Gubar が述べてい

るように、Wool f は確かに自身の日記の中で Mil t on の崇高な文体について称賛

しつつも、Mil t on を男権論者の第一人者であったと述べている。3  確かに Mil t o n

の生きていた時代が家父長制中心の時代であったため、その考えが Mil t on にま

ったくなかったとは言い切れない。  

しかしながら、 Nardo は Gilber t  と G ubar  が「『Mil t on の亡霊の向う側を見

る』という Wool f  の名言を、Mil t on  を読む効果についての」批評へと、歪曲

し、多くの「反論にもかかわらず、しつこく続く名文句としてしまった」と批

判している。 4  これまで論じてきたように、Mil t on は当時としては女性に対す

る配慮を作品内で示していた。それは A Mask の Sabr i na と t he  La dy にも見られ
                                                        
1  Sandra  M.  Gi lber t  a nd S usa n G uba r,  The  Madwoman in  the  A t t ic :  The  Woman 
Wri te r  and  the  Nine teen th-Century  Li te rary  Imagina t ion  (New Haven:  Ya le  UP.  
2000)  189-212 .   
2  幸重美津子，「Mil t on’s  B ogy の向こう側―ヴァージニア・ウルフのミルトン観
についての一考察―」『英語英米文学論輯：京都女子大学大学院文学研究科紀要』
第 2 号 (2003)： 91-106．  
3  幸重は、Wool f  のエッセイ A Room ’s  o f  One ’s  O wn の中で、Wool f は Mi l t on を｢少
し男性が強すぎた｣と批判していると述べている。なお、Wool f の日記について
は、後ほど引用して詳細に説明する。幸重  93 .  
4  アナ・ K・ナード，『ミルトンと対話するジョージ・エリオット』，辻裕子・
森道子・村山晴穂訳  (東京：英宝社， 2011)  49 .  
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る。一方 Wool f は、 A Mask の一節、特に A Mask のテーマである “ chas t i t y”が使

用される箇所を処女小説 The  Voyage  Out において引用している。しかしながら

Wool f は、A Mask の一節をきっかけに主人公 Rache l を死に至らしめるきっかけ

となっている。この点だけ考えれば、Woolf が Mil t on の作品を否定的に捉えて

いたと考えても不思議ではない。しかしながら、その一節を聞いた Rachel は熱

病にうかされつつも、Sabr ina を呼びだす詩歌に救いを求めている様子も読み取

ることができる。  

本章においては、Mil t on の A Mask における “ chas t i t y”が後世の作家に及ぼし

た影響について考えるために、Mil t on に対して曖昧な反応を示している Wool f

の The  Voyage  Out とその作品中で一部引用されている A Mask を比較検証する。

そして Mil t on の Wool f に対する影響を検証し、Wool f が Mil t on を容易にではな

いものの、最終的に受容したことについて論ずる。  

先ず、これまで A Mask と The  Voyage  Out について、論じてきた先行研究に

ついてまとめる。Louis e  A.  D eSa l vo は、Wool f が A Mask の一部を極めて意識的

に 引 用 し てい る と 述べ て い る。 5  と い うの も Woolf は Kea ts の Ode  to  a  

Nigh t inga le  (1819)  または Mi l t on の A Mas k のどちらかを引用しようとしていた。

しかしながら、Wool f が A Mask を引用することで、 The  Voyage  Out の主人公

Rachel の持つ病気の意味を強めたと DeSa l vo は述べている。さらに DeSa l vo に

よると The  Voyage  Out における自然描写は A Mask だけでなく、 On the  Morning  

o f  Chr i s t ’s  Nat iv i ty も援用していると述べられている。そして The  Voyage  Out の

登場人物と A Mask の登場人物を重ね合わせており、 A Mask を意識して描かれ

ていると DeSa l vo は言う。一方 C hr i s t i ne  F roula は The  Voyage  Out における女性

が避けることのできない運命について Mil ton の A Mask を用いて述べている。 6   

また Woolf と A Mask には接点がある。Wool f は、唯一の劇作品 Fresh wa te r

を創作している。 7  Fresh wate r は、 Luci o P.  Ruot o l o によって編集され、出版さ

                                                        
5  以下、 DeSa lvo の説明は次から引用している。 Louis e  A.  DeSa l vo,  Virg in ia  
Wool f ’s  Fi rs t  Voyage  (Tot owa ,  N .J . :  Row ma n & Li t t l ef ie l d ,  1980)  126-53 .   
6  Chr is t i ne  Fr oula ,  “ Out  of  t he  C hrysa l i s :  Fema le  Ini t ia t i on a nd F ema le  Aut hor i t y i n  
Virg in ia  Wool f ’s  The  Voyage  Out” ,  Virg in ia  Wool f  Cr i t ica l  As se ssments  (Eas t  
Sussex :  Hel m Infor ma t i on,  1994)  57-83 .  
7  Fresh wa te r は、Wool f が最初に創作したのが 1923 年だが、その後舞台で演じ
るために改編し 1935 年に演じられた。Wool f の夫 Leona r d の死後、 1969 年に
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れた。Ruot ol o は Fresh wate r の Pr eface において、Bl oomsb ury  Group では、いく

つかの劇作品が演じられていたが、その一つに Mil t on の A Mask  も含まれてい

たと指摘している。8  そのため、Wool f  にとって A Mask  は身近なものであり、

その影響を受けていたと言っても過言ではない。  

 さらに Wool f が The  Voyage  Out のみならず、後続の作品についても A Mask

や Mil t on 自身を意識して創作したと言える痕跡がある。Orlando  ( 1928)  は、伝

記作家が主人公 Or lando の人生を綴るという手法で話が展開する。 Orlando  に

おいて、Wool f  は Mil t on の A Mask  を含む作品と Mil ton 自身に対して極めて

肯定的な言及をしている。 Orlando  において Mil t on に関する言及が 3 例、 A 

Mask  を想起させるような内容が 1 例ある。そして注目すべきこととして、 A 

Mask からの影響を想起するような内容を、Wool f  は Or la ndo の運命を左右させ

る重要な場面において意識的に引用しているのである。 Orlando 第 3 章におい

て、Or lando は大規模な祝宴を催すのだが、その時の詳細についての記録は 1666

年の London の大火災によって焼失しているという。そして記録が焼失された

箇所には重要なことが描かれているため、英国海軍士官 J ohn  F enner  Br i gge の

日記や Br igge の令嬢の手紙、または新聞を使って当時の状況を説明している。

特に注目したいのは、 Br igge の日記である。日記もまた、部分的に焼失してい

るため、全容を知ることはできないが、残された記録の中に、Mil t on の A Mask  

に関する記述が残っている。以下の引用の下線部はその該当箇所である。  

 

. . . ,  we coul d s ee  a  tab lea u vi van t  or  t hea t r ica l  di s pla y i n which E ngl i s h  

ladi es  a nd gen t le ma n . . .  r epres ent ed a  ma sq ue t he  work  of  one . . .  The wor ds  

were  i naud ib le ,  b ut  t he  s i ght  o f  s o ma ny of  our  coun t rymen  a nd wo men,  

dress ed wi t h t he  hi ghes t  e l egance a nd dis t i nc t i on. . .  (Orlando  91) 9  

 

G i lber t は  Orlando  の注釈で、 Orlando  の Manuscr i pt  においては、この仮面劇

                                                                                                                                                                             
Fresh wa te r の原稿が発見され、1976 年に出版された。Virgi n ia  Wool f ,  Fresh wa te r ,  
ed.  Luci o P.  R uot ol o,  (New Yor k a nd London:  Ha rcour t  Brace J ovanovi ch,  1976)  
8  Fresh wa te r  v i i .  
9  Orlando からの引用は Wool f ,  Orlando ,  ed.  Brenda  Lyons  and Sandra  M.  Gi lber t  
(London:  P engui n B ooks ,  2000)  を使用することとする。  
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が Mil t on の A Mask であることが明記されていると指摘している。  

 

I n t he  M S,  s ome  of  t he  gaps ,  i n Br i gge ’s  le t t er  a r e  f i l led i n s l i ght l y  

di ffer ent l y s o t ha t  t he  ‘ t ab l eau v i vant ’ . . .  ‘ r epres ent ed t he  masq ue of  C omu s  

by our  . . .  E ngl i s h  poet  M i l t on’ .  1 0   

 

Manuscr i pt 版では、明白に通称 Comus と Mil t on の名前も記されている。Woolf

は出版する際に Mil t on や A Mask に関する記述を削除している。しかしながら、

The  Voyage Out を出版してから 13 年後の作品 Orlando においてもなお、Wool f

は Mil t on や A Mask  を意識して作品を創作していたことが窺える。  

 さらに Gilber t は、上記の削除された箇所について次のようにも述べている。

“ The masq ue ant ic i pa tes  t ha t  a t tenda nt  on Or lando’s  sex  change,  whi le  t he  na mes  of  

grea t  Engl i s h  fa mi l ies  occur  t o  Or lando  la ter  in  t he  chapt er.” 1 1  Or lando は大祝宴会

を催した翌日から昏睡状態に陥り、女性へと性が変わるのだが、その場面を予

想させるものであると指摘している。昏睡七日目に our  la dy of  P ur i t y,  our  la dy of  

Chas t i t y,  our  lady  of  M odes t y が Or lando の眠る寝室に現れ、Or lando を男性から

女性へと変える。下線部にもあるように、Or lando を女性に変える存在として、

“ our  lady of  C has t i t y”が登場する。興味深いことに、 Or lando は女性になってか

ら、“ chas t i t y”を意識し始める。Orlando第四章において、女性 Or landoが “ chas t i t y”

について以下のように考えている。  

 

I t  was  not  caused,  t ha t  i s  t o say,  s i mpl y a nd sol el y b y t he  t hought  o f  

her  chas t i t y a nd how s he  cou l d pres er ve  i t .   I t  nor ma l  c i r cums tances  a  

lovel y young  woma n a l one  woul d have t hought  of  no t hi ng els e;  t he  whol e  

edi f ic e  of  fema l e  gover nment  i s  ba sed on t ha t  founda t i on s t one;  chas t i t y i s  

thei r  jewe l ,  t hei r  c en t r epi ece,  whi ch t hey  run  ma d  t o pr ot ec t ,  a nd d ie  whe n  

r avis hed of .   (Orlando  108)  

 

                                                        
1 0  Vi rgi n ia  Woolf ,  Or lando ,  247 .  
1 1  Vi rgi n ia  Woolf ,  Or lando ,  247 .  
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Or lando が女性となって、“ chas t i t y”を意識していることが窺える。また、Orlando

とほぼ同時期に執筆された Wool f  のエッセイ A Room o f  One ’s  Own  ( 1929)は、

Wool f  の chas t i t y 観について述べるに当たり有益であると考える。 1 2  Wool f は

A Room o f  One ’s  O wn において、“ chas t i t y”という語を 6 回使用しているが、本論

と特に関係のある箇所のみを見てみたい。次のように “ chas t i t y”について論じて

いる。  

 

No gi r l  cou l d ha ve  wa lked t o London a nd s t ood a t  a  s ta ge  door  a nd forced  

her  way i n t o t he  pre sence of  a ct or - ma nager s  wi t hout  do i ng her se l f  a  vi ol ence  

and suf fer i ng a n anguis h which ma y have been i r r a t iona l - for  chas t i t y may b e  

a  fe t i s h i nvented b y cer ta i n s oci et i es  for  unknown rea sons-b ut  wer e  none t he  

less  i nevi tab l e .  C has t i t y had t hen,  i t  ha s  even  now,  a  r e l ig i ous  i mpor tance i n  

a  woma n' s  l i f e ,  a nd ha s  s o wrapped i t s e l f  r ound wi t h nerves  and  i ns t i nct s  

tha t  t o cut  i t  f r ee  a nd br i ng i t  t o t he  l i ght  o f  day dema nds  courage of  t he  

r a r es t . . . .  I t  was  t he  r e l ic  o f  t he  sens e of  chas t i t y t ha t  di c ta ted  anonymi t y t o  

women even s o la te  a s  t he  n i net een t h cent ur y .  (A Room o f  One ’ s  Own  51-52)  

 

Wool f は上記の引用の前に S ha kes pea re に面影も才能もよく似た妹 J ud i t hがいた

としたらという仮定の話をする。才能がある J ud i t h ではあるが、舞台に立てず、

無理に舞台に立とうとして役者兼座元の Nick Greene 1 3  に孕まされ、結局自ら

                                                        
1 2  川本静子は、 A Room o f  One ’s  Own  ( 1929)  のあとがきにおいて次のように説
明している。Wool f  は Orlando  を出版したのが 1928 年 1 0 月 11 日である。そ
の 9 日後の 2 0 日にケンブリッジのニューナム・カレッジの文芸クラブで「女性
と小説」について話をし、同月 26 日にケンブリッジのガートン・カレッジで「女
性と小説」という題目の講演を行っている。この二つの講演の草稿を、翌年 1929
年に A Room o f  One ’s  Own  として一冊の本にまとめた。これらのことから、
Orlando  執筆時期と、 A Room o f  One ’s  Own の前段階としての「女性と小説」執
筆時期は重なるため、 A Room o f  One ’s  Own  における Woolf  の chas t i t y 観は、
Orlando  におけるそれと極めて類似していると考えることができる。ヴァージ
ニア・ウルフ，『自分だけの部屋』川本静子訳  (東京：みすず書房、 2006)  213 . 
1 3  N ick  Greene は、 Orland o にも登場する。 Or lando が男性だった時、 Or lando
の作品を評価しなかった一方で、 Or lando が女性になってから、作品を評価し
た。加えて、女性 Or lando の作品を読んで、Mil t on に匹敵するものと称賛して
いる。  
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命を落としただろうと言う。1 4  そのため、16 世紀に優れた才能を備えた女性が

いたとしても、男性からの抑圧によって、才能を開花せずに生涯を終えたと言

い、16 世紀において女性が活躍できた場が与えられていないことを説明してい

る。また、 J udi t h のように才能ある女性が劇場まで行き、役者兼座元に強引に

会おうとすると、“ chas t i t y”を奪われることになるという。女性にとって “ chas t i t y”

が奪われることが、いかに命取りになるのか、Woolf は Orlando と A Room o f  

One ’s  Own において主張していると言える。それと同時に、初期の作品から一

貫して Wool f が “ chas t i t y”の問題に関心を寄せていたとも言える。  

 そして Woolf が説明しているように、 1 6 世紀から Woolf が生きている 20 世

紀初頭に至るまで、“ chas t i t y”には女性の人生において宗教的重要性を含んでい

た。Mil t on の Chri s t ian  Doc tr ine においても Deut .  22 .20 ,  21 ,  23 において、女性

が結婚をした後、自分の父親の家で姦淫を行ったにも関わらず、処女であると

偽った場合、町の人はその女を石で撃ち殺さなければならないとあったように、

女性にとって “ chas t i t y”が宗教的に重要な徳であると考えられる。しかしながら

Mil t on が女性のみならず、男性にも “ chas t i t y”があると考えていた一方、Wool f

はむしろ女性に課された “ chas t i t y”に目を向けていたことが、次の引用からも窺

える。  

 

Of cour se  t he  ans wer  for  ma ny yea r s  t o come  was ,  Yes ,  by l i v i ng t he  l i f e  o f  

Aphra  Behn!  Dea t h woul d  be b et ter !  and  t he  door  was  s la mmed fa s ter  t ha n  

ever.  Tha t  pr ofoundl y  i nt er es t i ng s ub ject ,  t he  va lue t ha t  men  s et  upo n  

women' s  chas t i t y a nd i t s  e ffect  upon  t he i r  educa t i on,  her e  s ugges ts  i t s e l f  fo r  

dis cuss i on ,  and mi ght  pr ovi de an i nt er es t i ng book i f  any s t udent  a t  G i r ton or  

Newnha m ca red t o go i nt o t he  ma t t er.  (A Room o f  One ’ s  Own  64-65)  

 

夫の死後に執筆活動を始めた Aphra  Behn  (1640-89)  のような生き方を女性がす

るなら死んだ方がましだという両親の答えが返ってくるという話から、ここで

議論の対象になるのが、男性による女性の “ chas t i t y”の重要視と教育に及ぼした

影響であると Wool f は述べている。そして注目すべきは、男性の女性に対する
                                                        
1 4  Wool f ,  A Room o f  One ’ s  Own  50 .  
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“ chas t i t y”観と教育に及ぼした影響が、Wool f にとって大いに興味ある問題であ

ると説明されている点である。この点から、Mil t on の A Mask のテーマとなる

のが “ chas t i ty”であり、Wool f が処女作で A Mask を引用したのもまた、“ chas t i t y”

を意識したものであると考えられる。  

 そして、Fresh wate r においても “ chas t i t y”が 3 回登場する。Wool f は 1919 年に

自身の大伯母 J ul ia  Marga ret  Ca mer on を題材にした喜劇を書きたいと述べてお

り、1923 年に一度 Freshwa te r を書き上げ、1935 年に上演するために改作した。

1 5  “ chas t i t y”が 使 用さ れて い る場 面は 、 女優 El len Ter ry を 形 容 す る 際 に 、

“ Modes t y”や “ Chas t i t y”という謙遜の精や純潔の精と呼んでいる場面である。な

おかつ、El len の夫 George  Fr eder i c  Wa t t s が自分の妻が溺死したと勘違いをする

場面があるように、川に身を投げて命を落とした Sabr ina を思わせるような描

写もある。本論で詳細に論じるのは控えるが、“ night i nga l e”が登場したり、J ul ia  

Marga ret  Ca mer on が夫に対し、旅に必要なものは何かと問うと、夫は “ Fa i th,  hope ,  

and cha r i ty” (Fresh wate r  18) 1 6  と返答したりと、A Mask を想起させるような内容

が多分に含まれていると言える。  

 Wool f が執筆した作品は主に散文ではあった。しかしながら、 E.M. F or s te r  

(1879-1970)  は、1941 年 5 月 29 日の Ca mbr idge 大学リード講演において、Wool f

は「小説を書きたかった詩人」であったと述べている。 1 7  特に Wool f の死後に

出版された作品  Be tween  the  Ac ts  (1941)  は、タイトルの如く「劇」を表すもの

であり、野外劇あるいは劇であると Wool f 自身も述べている。 1 8  さらに、野外

劇の大半は韻文で書かれていると F ors ter は説明している。1 9  作品のタイトル、

劇、韻文と聞くと、A Mask を想起することは難しいことではない。そして何よ
                                                        
1 5ウルフ，『フレッシュウォーター』，中島俊郎訳  (東京：こびあん書房 )  i i i - i v.  本
論では、 1935 年の上演版を参考にしている。  
1 6  Fresh wa te r からの引用は次のものを使用した。なお、行数が明記されていな
いため、引用する際の数字は頁数を表すこととする。Woolf ,  Fresh wate r ,  ed.  
Luc i o P.  R uot ol o (New York a nd London:  Ha rcour t  Brace J ova novi ch,  1976)  
1 7  E .M.フォースター，『フォースター評論集』，小野寺健編訳  (東京：岩波書店、
2009)  229-30 . 
1 8  1941 年 2 月 26 日水曜日の Wool f の日記に次のように記されている。 “ M y 
‘hi gher  l i f e ’ i s  a l mos t  en t i r e l y t he  E l izabet han pla y.  Fi n is hed P oi ntz  Ha l l ,  the  
Pegeant :  t he  Play― f i na l l y  B et ween t he Ac t s  t hi s  mor n i ng.”  Woolf ,  The  Diary  o f  
Virg in ia  Wool f ,  eds .  O l i ver  Be l l  and Andrew McNei l l ie  vo l .  5  (Sa n Diego,  New Yor k ,  
London:  A Harves t  B ook,  1985)  354 .  
1 9  フォースター  24 .  
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りも Woolf の最期が Sabr i na の如く、自らの身を川に沈めて自殺する。Wool f

が最初の作品から自身の死に至るまで、 A Mask のとりわけ Sabr ina を意識して

いた可能性がないとは言い切れない。  

これらのことから、Wool f は、The  Voyage  Out を皮切りに、初期の作品から中

期、後期の作品に至るまで  “ chas t i t y”に関わる問題につれて触れていることが

わかる。そして、Woolf は Mil t on ないしは Mil ton の作品、特に A Mask を意識

して創作していたと言える。  

 

第二節 Rache l の誤読と男性の暴力的支配  

 Wool f は「意識の流れ」という手法で小説を書き、フェミニストとしても有

名である。先述した通り、Wool f は M il t on を男性中心主義者であると批判した

と言われている。Wool f が Pa radise  Los t を読んだ時の印象を 1918 年 9 月 1 0 日

の彼女の日記 A Wri te r ’s  Diary  (1959)でこう記している。  

 

     …  I  mea n t o wr i t e  down my i mpres s i ons  of  Paradise  Los t  whi l e  I  a m ab out  i t .   

Impress i ons  fa i r ly wel l  descr ib es  t he  s or t  o f  t hi ng le f t  i n  my mi nd.  I  ha ve le f t  

ma ny r i ddl es  unread.  I  ha ve  s l i pped on  t oo ea s i l y  t o ta s te  t he  ful l  

f lavour… . The s ubs tance of  Mi l t on i s  a l l  made of  wonder ful ,  b eaut i fu l  and  

mas t er l y descr i pt i ons  of  angels ’ b odi es ,  ba t t les ,  f l i ghts ,  dwel l i ng  place.  H e  

dea ls  i n  hor ror  a nd i mmens i t y  and  sq ua l or  and  s ub l i mi t y b u t  never  i n t he  

pa ss i ons  of  t he  huma n hea r t .  Has  any grea t  poe m ever  le t  i n s o l i t t l e  l i gh t  

upon one ’s  own j oys  and  s or rows ?  I  get  no  hel p i n j udgi ng  l i fe ;  I  sca rcel y  

feel  t ha t  Mi l t on l i ved or  knew men a nd women;  except  for  the  peev is h  

per sona l i t ie s  about  ma r r iage  and t he  woma n’s  du t ie s .  He was  t he  f i r s t  of  t he  

mascu l i nis t s ,  b ut  hi s  d i s pa ragement  r i se s  fr om his  own i l l  l uck and s eems  

even a  s pi r i t ua l  la s t  wor d i n his  domes t ic  q ua r r els .   But  how s moot h,  s t ron g  

and elab ora te  i t  a l l  i s !   W ha t  poet r y?  I  can  concei ve t ha t  even S hakes pea r e  

a f ter  t hi s  woul d seem a  l i t t le  t roub led,  per s ona l ,  hot  a nd i mper fect . 2 0   

 
                                                        
2 0  Wool f ,  A Wri te r ’s  Diary  5 -6 .  
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Mil t on の詩はすみずみまで、天使たちの体や闘い等についての驚くべき、美し

い、堂々とした描写でできあがっていると Wool f は述べている。そして Mi l t on

は広大なことや卑劣なこと、崇高なことを扱うものの、人間の情念は決して扱

わないという。また女性の結婚の義務について口うるさく、男権論者の第一人

者であり、Mil t on が女性をけなすのは M il t on 自身の不運からであるというので

ある。だが、そうは言いつつも Mil ton の詩の素晴らしさを評価しているのであ

る。この日記から察するに Woolf は Mi l t on の詩の文体について評価をしつつ、

その内容については男権主義的であると述べている。しかしながら Mil t on の詩

について再度賛美している。しかも S hakespea re の作品をこのあとに読めば不

完全のようにみえると言うほど Wool f は M il t on の詩のすばらしさに驚嘆してい

るのである。これらのことから考えると Wool f は Mil t on を完全に否定的に見て

いたとは考えにくい。  

Wool f が Mil t on から受けた影響は、Wool f の手紙から 3 例、そして先に挙げ

た Orlando から 3 例あり、いずれも M il t on を否定的に書いておらず、むしろ肯

定的に書いていた。一方、Wool f の処女作 The  Voyage  Out の中では、Mil t on に

対して否定的とも肯定的ともとれる曖昧な反応を Wool f はしている。先述した

ように、Wool f は The  Voyage  Out の中で A Mask の一部を引用しており、その引

用された箇所が物語の中で意識的に使用されている。  

簡潔に The  Voyage  Out のあらすじを説明する。 24 歳の主人公 Rachel  Vi nrace

が Hel en と Ri dl ey という叔母と叔父と共に父親の船 Euphr os yne (ギリシャ神話

に登場する喜びの女神の名前 )に乗って南アメリカに行く。Rache l が H el en の下

で教育を受けているときに Terence Hewe t という男性に出会いプロポーズを受

け、婚約する。しかし Rache l は Terence が朗読する Mil t on の A Mask の一節を

聞いている内に頭痛を起こす。その後に熱病におかされ、しばらくの間生きな

がらえるも亡くなる。  

次の引用は Rache l が Terence によって朗読される Mil t on の A Mask を聞いて

いる内に頭痛を起こす場面である。  

 

…Terence  was  r ead i ng Mi l t on a l oud,  becaus e  he sa id  t he  words  of  Mi l t on ha d  

subs tance a nd s hape,  s o t ha t  i t  was  no t  nece ssa ry t o under s ta nd wha t  he  was  
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sayi ng;  one cou l d mer el y l i s ten t o his  wor ds ;  one coul d a l mos t  handle  t hem.  

          There  i s  a  gent le  nymph no t  fa r  f rom hence ,  

     he  r ead,  

          Tha t  w i t h mois t  curb  s ways  t he  s moot h Sever n s t r ea m.  

          Sabr ina  i s  her  na me,  a  vi rgi n pur e;  

          Whi l om s he was  t he  da ughter  o f  Locr i ne,  

          Tha t  had t he  s cept r e  fr om h is  fa t her  Bru te .  (The  Voyage  Out  398) 2 1  

 

Ter ence が Mil t on の詩の内容は中身のあるものなので言葉を理解する必要はな

い、ただ聞いていればよいと言い、Mil ton の詩を朗読し始める。ここで引用さ

れている A Mask の一節は、 Sabr ina がもとは、 Locr i ne の娘で、父はその父の

Brut e から王笏をうけていたという内容である。しかし Terence の言葉とは裏腹

に、その詩の朗読を聞いている内に Rache l は話の内容が自分に重くのしかかっ

てくるように感じ始める。  

 

The  wor ds ,  i n s p i te  of  wha t  Terence  had s a id,  s ee med t o b e la den  wi t h  

mea ni ng ,  and  per haps  i t  was  for  t hi s  r ea s on tha t  i t  was  pa i n fu l  t o  l i s ten  t o  

them…  Ra chel  a t  any  r a te  coul d no t  keep her  a t tent i on f ixed  upon t hem,  b u t  

went  o ff  upon cur i ous  t r a ins  o f  t hought  s ugges ted b y wor ds  s uch a s  “ curb”  

and “ Locr i ne”  a nd “ Brut e ,”  which  br ought  unpl ea sant  s i ght s  b efor e  her  eyes ,  

independent l y o f  t hei r  mea ni ng.  ( The  Voyage  Out  399)  

 

“ curb” ,  “ Locr i ne” ,  そして “ Brute”という言葉が、｢抑圧｣、「ロクライン」、「獣欲」

を連想させ Rache l を不快な気持にさせていく。そして Rache l は朗読を聴くこ

とに堪えられなくなり、頭痛に悩まされていく。そして我に返った Rachel に聞

こえてきたのは、以下の Sabr ina を呼び出すための詩歌であった。  

 

                                                        
2 1  The  Voyage  Out からの引用は Wool f ,  The  Voyage  Out  (London:  The  Hoga r t h 
Press ,  1971)を用いる。なお、The  Voyage  Out 内で引用されている A Mask につい
ては、 The  Voyage  Out で用いられているものを使用する。  
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               Sabr ina  fa i r,  

                  Lis t en where  t hou a re  s i t t i ng  

               Under  t he  gla ss y,  coo l ,  t r ans l ucen t  wa ve,  

                  In  t wis t ed b ra ids  o f  l i l i es  kni t t i ng  

               The l oose t r a in o f  t hy a mb er  dr oppi ng ha i r,  

               Lis t en for  dea r  honour ’s  sake,  

                  Goddess  o f  t he  s i l ver  la ke,  

                  Lis t en and save!  ( The  Voyage  Out  399)  

 

そして Rachel が頭痛に悩まされていることを知った Terence は Mil t on の本を落

とし、続く詩の内容は明かされないままとなる。  

ここで注目したいのは The  Voyage  Out の引用中で省かれて書かれなかった A 

Mask の内容である。省略部分は 829 行～ 858 行であるが、 The  Voyage  Out の内

容との関連で特に重要と考えられる部分 (829 行～ 842 行 )を見てみよう。  

 

She gui l t l ess  da mse l  f l yi ng t he  ma d pur s u i t  

Of her  enraged s t epda m Guendolen ,  

Commended  her  fa i r  innocence t o t he  f l ood  

Tha t  s ta y’d her  f l i ght  wi t h h is  cr oss  f l owi ng cour se ,  

The wa ter-N ymphs  t ha t  i n t he  b o t t om pla i d,  

Hel d up t he i r  pea r led wr is t s  a nd t ook her  i n,  

Bea r ing her  s t r a i gh t  t o a ged Nereus  Ha l l ,  

Who p i t eous  of  her  woes ,  r ea r ’d her  la nk head,  

And gave her  t o h is  daughter s  t o i mba t he  

In necta r ’d laver s  s t r ew’ d wi t h As phodi l ,  

And t hr ough t he  porch and i nle t  of  each s ens e  

Dropt  i n Ambr os ia l  O i ls  t i l l  s he r evi v’ d,  

And under went  a  q ui ck i mmor ta l  change  

Made G oddes s  of  t he  Ri ver ;  (A Mask  829-42)  
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純潔な処女である Sabr ina が義理の母に追われた結果、逃走の行く手を阻んで

流れる Sever n 川に自ら身投げするが、川のニンフたちに受けとめられ、川の女

神になったという点に特に注目したい。この点と The  Voyage  Out の両作品を照

らし合わせてみると次のようなことが言える。結論から言えば The  Voyage  Out

にでてくる Rachel に Wool f 自身が投影し、自分の分身としているのだ。 Froula

によると「多分に Woolf の自叙伝的要素の強い Rachel  Vi nrace の物語」という

表現で、著者 Wool f のイメージが作中人物である Rache l に強く投影されている

と述べられている。 2 2  

Woolf が Rachel に自己を投影していたと考えられる根拠は次のようなもので

ある。それは Rache l が男性恐怖症であったということである。物語中で Rachel

は Ri cha rd Da l lowa y に突然キスされる。世間知らずで、男というものを知らず

に 24 年間生きてきた Rache l にとってこの体験は衝撃的であった。その証拠に、

キスされたその夜に見た Rache l の夢は処女喪失を思わせるような悪夢であっ

たことが舟橋美香により指摘されている。2 3  そしておそらくこの体験が Rache l

の結婚に対する不安へとつながっていくのである。さらに Rache l の抱く男性恐

怖症は Wool f の幼少期の体験に関係する。というのも Wool f は幼少期に異父兄

から性的虐待を受けていた可能性があるからである。 2 4  恐らくその経験 が

Wool f 自身の男性恐怖症や結婚への不安へとつながっていき、それが作中人物

である Rache l に投影されていったと考えられる。  

 もう一点考えられることは、次のようなことである。A Mask の問題箇所で

使用される  “ curb” ,  “ Locr i ne” ,  そして “ Brute”という三つの語が、男性による暴

力的な女性への攻撃と支配を想起させたため、Rache l に強迫観念としてとりつ

                                                        
2 2  Froula  57 .また DeSa l vo によると Wool f は The  Voyage  Out を書き直ししている
際、一度自殺未遂をしている。DeSa lvo 8 .  主人公 Rache l に Wool f 自身を投影し
た結果、自らも Rache l と同じ運命を歩もうとしていたことを示唆していると考
えられる。Wool f の甥に当たる Quent i n B e l l は、Wool f の夫 Leona rd Wool f の言
葉を用いて、 The  Voyage  Out がほぼ完成していた 1913 年の 1 月と 2 月の間、
Virg in ia  Wool f が「拷問の苦しみといった激しさ」で書いていたと記している。
クェンティン・ベル，『ヴァージニア・ウルフ伝  2』，黒沢茂訳  (東京：みすず
書房， 1977)  13．  
2 3  舟橋美香，「犠牲

いけにえ

の処女―レイチェル・ヴィンレス：ヴァージニア・ウルフ

の『船出』」『杉野女子大学・杉野女子大学短期大学部紀要』第 24 号 (1987)：133 .  
2 4  Her mi one Lee,  Virg in ia  Wool f  (London:  Vi n tage,  1997)  125 ,  154 .  
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いた。その結果、Rache l に頭痛を引き起こさせ、最終的に Rache l が熱病で死ぬ

という描写を描くに至ったのである。そして、 “ curb” ,  “ Locr i ne” ,  “ Brute”を A 

Mask の中で本来使用されている意味とは異なって、間違った意味として Rachel

が捉えた理由として、次のような場面に起因するとも考えられる。それは、

Ter ence が A Mask の詩を朗読する直前に「Mil t on の詩の内容は中身のあるもの

なので言葉を理解する必要はない、ただ聞いていればよい」と一言釘を刺して

いることにより生ずる効果である。後に Terence は Rachel が熱病でベッドに横

たわっている間、自分が今まで言葉を理解するということが無意味なものだと

思っていたことに初めて気がつく。しかしながら、Mil t on の A Mask を読んで

いる時は、 Terence はまだそのことに気が付いていない。だからこそ、 Rachel

は Terence の言葉によって、内容を理解せずに言葉をただ聞くことによって A 

Mask において本来表す意味から乖離した、別の暴力的な意味を捉えたと考えら

れる。  

 特に “ brute”という言葉について、Rache l  が捉え間違えた理由がある。A Mask

が引用されたのは 25 章であるが、 6 章において  “ brute”という言葉が使用され

ている。先述したように、 Rachel は Ri cha rd Da l lowa y にキスされて、衝撃を受

けるものの、その一方で高揚感を持つ。しかしながらその夜、Rachel  は悪夢を

見ることになる。次の日に Rachel が Helen に前夜のことを話すと、 Hel en は男

性の愛欲について Rache l に諭す。すると Rachel  は  “ Beca use men  a re  b r ute s !  I  

ha te  men!”  (The  Voyage  Out  92)と叫ぶ。 6 章においては  “ brute”を「獣」という

意味で使用し、25 章では正しくは「ブルータス」という意味で使用されている

のに対し、Rache l  は「獣欲」と捉えている。ここで、“ brute”  という言葉が「獣」、

つまり男性の獣欲につながる言葉として用いられることで、Rachel  の男性恐怖

症を引き起こす。また、物語の先行部分で「獣」としての  “brute”を使用する

ことで、物語終盤に同じ  “ Brute”という言葉が使用されて Rache l  が意味の捉え

間 違 い を 引 き 起 こ す 可 能 性 を 示 す 伏 線 が 敷 か れ て い る の で あ る 。 さ ら に

“ Locr i ne”について言えば、その意味は男性のもつ「獣欲」が女性を「抑圧」し、

最終的に死に至らしめるという男性の暴力的な女性支配、そして処女喪失の意

味を持つ。しかしながら、本論第二章で論じたように、Mil t on は Locr i ne、Es t r i l d、

Guendol en、Sabr i na の関係を、Mil t on 以前の作家特に S pens er や Drayt on の描き
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方とは異なる書き方をしていた。S pens er や Drayt on は Locr i ne を色欲に陥った

王として描き、 Locr i ne と Est r i l d との不倫を強調して創作していた。Mil t on の

場合、 Est r i ld について言及せず、 G uendol en を Sabr ina の継母とすることで、

Locr i ne の獣性を描かなかった。 Locr i ne については、Mil t on 以前の作家も記し

ていたように、 England の人々にとっては周知の存在であったと考えられる。

Rache l が “ Locr ine”という語から感じた、男性の女性に対する支配のことを指す

「獣欲」は、A Mask における Locr i ne というよりむしろ、Spenser や Drayt on の

描く Locr i ne 像であり、ここにおいても R achel は A Mask 作品の本来の意味と

は異なったものとして理解を誤る。 Rache l は  “ curb” ,  “ Locr i ne” ,  “ brute”といっ

た言葉を本来の意味とかけ離れた女性を支配する男性の暴力性を表すような言

葉と結び合わせたのである。つまり、Woolf は自分がかつて経験した男性の支

配から逃れ、自身の苦痛を和らげるために Rache l を自分の分身として死に至ら

しめたという様にも考えることができる。  

また、 The  Voyage  Out でこの場面が省略されたのも Wool f の意図したものと

考えることができる。先ほど引用した Th e  Voyage  Out の省略箇所の内、 Sh e  

gui l t l ess  da ms el l  f l yi ng t he  ma d  pur s ui t から始まる 4 行までに Sabr ina の残酷な最

期が述べられている。一方 The wa ter  N ymphs  t ha t  i n  t he  b ot t om pla i ed から始ま

る後半部分では Sabr ina が如何に救われたのかが描かれている。つまり、Sabr ina

は男性の獣欲によって不幸となった継母 Guendol en に追われた結果、川に身を

投げて命を落とすが、今度は女性の処女性の守り神となって生まれ変わるとい

う死と再生について述べられている。そして、 Sabr ina の死と再生は Rachel と

Wool f にもつながる。言いかえれば、この箇所が省略されたことで Rache l は無

意識下で死と再生を生じさせたことを意味するのである。確かに Mil t on の詩を

聞いて Rachel が最終的に死に至るものの、 Sabr ina を呼び出す詩歌が聞こえて

きたところで、Rache l は一度息を吹きかえすことでき、再び物語中の現実世界

へ回帰することができたと考えられる。そして Wool f は自らの苦しみを和らげ

るために、自身を Rache l に投影させることで、自分の分身 Rache l を死に至ら

し、一方現実世界で作家としての｢船出｣をすることができたのではないだろう

か。  

さらに The  Voyage  Out で Rache l が頭痛で苦しんでいると Terence に伝えたと
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き、Terence は Mi l t on の本を落とし、Sabr i na を呼び出す詩歌の先の内容は知ら

されないという点についても検証したい。 A Mask で Sabr ina を呼び出す詩歌の

後を読み進めると、 Sabr ina が登場し、 t he  Lady に 3 回清き水をかけて t he  La dy

を救う場面がある。しかしながら Rachel は頭痛がひどいあまり、 Sabr ina が登

場し t he  Lady を清き水で救う場面を聞くことはない。つまり Rache l は Sabr ina

の清き水をかけられることなく、男性の獣欲や抑圧からの処女性回復の経過を

完全には経ていない。しかも、この後の R achel はベッドに横たわったままであ

る。その姿は A Mask の t he  Lady が C o mu s の魔法 (男性的支配 )によって椅子か

ら離れることができない姿を想起させる。  

一方 Terence が Mil t on の本を落とす時の描写は次のように描かれている。“ He 

was  ha l f-wa y t hr ough t he nex t  ver s e ,  b ut  he  dropped t he b ook i ns tant l y.”  (The  

Voyage  Out  399)この「落とす」＝  ‘drop’という行為が示すのは物理的に Mil t on

の本を落とすという意味だけを示しているのではない。 Rachel と Terence の結

び合わさっていたはずの手がほどけ、 Rachel は Sabr ina と同様、深き水の底へ

と落ちていく様がみてとれる。この後に描かれる Terence の Rache l の手を結び

合わせる姿が水の底へと落ちていった Rachel を救いあげたようにも見えるが、

最終的に Rache l は命を落とすため、完全に助けることができないのである。さ

らに DeSa l vo は、 The  Voyage  Out の Ter ence と A Mask における t he  La dy の兄弟

たちは、同じように無力な存在であると述べており、次の引用文から読み取る

ことができるという。 2 5  “ …  a l l  r ound h i m he s eemed t o hea r  the  s hi ver  o f  b rok e n  

gla ss  which,  a s  i t  fe l l  t o  ea r t h,  le f t  hi m s i t t i ng i n t he  open  a i r.”  (The  Voyage  Out  400)  

“ broken gla ss”  という表現は A Mask において、 the  Lady を救いに C omus  のい

る宮殿に駆け込んだ t he  La dy の兄弟たちが C omus  の魔法の杯を壊す姿に類似

する。“ The Br ot her s  r us h i n wi th  S wor ds  dra wn,  wres t  hi s  G la ss  ou t  o f  hi s  ha nd,  a nd  

break i t  aga i ns t  t he  ground;  his  r out  ma ke s i gne of  r es i s tance,  b ut  a r e  a l l  dr i ven i n. ”  

(A Mask  814 に前置されたト書 )  A Mask  のト書で、 the  Lady を救いにきた弟た

ちが、 Co mus の魔法の杯をたたき壊し、 C omus が逃げるという内容である。し

かしながら、弟たちは Co mus から杖を奪うことができず、Comus を逃がし、t he  

Lady にかけられた魔法を解くことができないという失態をおかす。先の二つ
                                                        
2 5  DeSa lvo  138 .  
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の引用を比較すると、Ter ence もまた t he  Lady の弟たちと同様に、Rachel  を救

う手立てを失うことを暗に意味していることになる。それに加えて、この直後、

Ter ence が Helen に Rache l の頭痛について伝えると、 Helen の数時間寝れば治

ると告げられる。 Terence  はこの言葉によって理由もなく安心する。これらの

ことが Terence が Rachel  を救えない理由となる。つまり、 Rachel  もまた t he  

Lady と同様、Sabr ina  の助けによってしか完全なる救いが得られないというこ

とがわかる。それと同時に、 The  Voyage  Out が A Mask を強く意識し、特にそれ

が the  Lady 救出に関わる箇所に焦点を置いて創作された作品であることが窺え

る。  

Wool f が意図的に省略したと考えられる箇所を意識的に聞いていない、かつ

Sabr ina の登場の箇所を聞いていない Rachel は A Mask の内容は全体を捕らえて

いない。つまり Rache l にとって A Mask は男性の「獣欲」によって不幸となる

女性という、男性による暴力的な女性支配の内容でしかない。Wool f の生きた

時代、そしてそれ以前の時代では、男性が理想とする女性像を女性に強要する

ため、自身にとって都合のよい Mi l t on の男性中心的な側面を抽出していた。

Wool fは、このように Mil t onの作品を断片的に捉えることの危険性を The  Voyage  

Out で描いている。  

 

第三節 Sabr ina を引用した Wool f の意図  

 一方で、なぜ Wool f は The  Voyage  Out において、Mil t on の Sabr i na を引用し、

一旦は Rache l を生かしたのだろうか。そこには Mil t on の描く Sabr ina でなけれ

ばならない理由が存在する。実は、Wool f  は The  Voyage  Out  という名前ではな

く、元々Melymbros ia  という名前で、この作品を作り上げていた。 DeSa lvo は、

Melymbros ia  が Wool f の父の死後すぐに、Wool f  によって書き始められたが、

Melymbros ia  で描いていた性的虐待や同性愛の内容が The  Voyage  Out  ではその

色調を薄められ、より神話的に、かつ社会政治的な内容がより少なくなってい

ると述べている。 2 6  さらに、 DeSa lvo は、Wool f  が書き換えを行った理由とし

て、次のように推測している。第一に Melymbros ia  は Woolf  の体験に酷似して

                                                        
2 6  Wool f ,  Melymbros ia ,  ed.  Louis e  A.  D eSa l vo  (Ca l i forn ia :Cl eis  Press  Inc.  2002)  
xx i i -xx i i i .  
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いること、そして第二に Wool f の姉 Va ness a の夫である Cli ve Bel l が Wool f の男

性描写について、小説に登場する Wool f  の階級に属する知識人に対する皮肉的

な描写が男性批評家に拒絶され、人びとの嘲笑に Woolf  が耐えられなくなると

いう諫言
かんげん

が与えられたからではないか、ということである。では Melymbros ia  と

The  Voyage  Out  はどのような違いがあるのだろうか。両作品を比較すると、加

筆・訂正された点がいくつか認められた。 A Mask に関連のあるものとしては、

まず一つ目に、Melymbros ia が 3 0 章の章立てであった一方、 The  Voyage  Out が

27 章になっている。二点目に、Rache l の死後、Melymbros ia  には残り一章分が

残っているのに対し、 The  Voyage  Out  は二章分物語が続くという点である。そ

れに付随して三点目は Rache l の死後の内容が書き換えられている。そして、四

点目に Melymbros ia において引用されていなかった A Mask  と  On the  Morning  

o f  Chr is t ’s  Nat iv i ty ,  そして C har les  Ki ngs ley (1819-1875)  の A New Fo res t  Ba l la d  

( 1847)が The  Voyage  Out に引用されており、これらすべての作品が、 Rachel が

命を落とす 25 章に引用されているという点である。つまり、Wool f は意図的に

Mil t on の作品を引用していたことがわかる。  

 Wool f は M il t on の A Mask を引用し、 Sabr ina の死と再生、さらに Sabr i na に

よる救出が記されている箇所を省略したことで、最終的には Rache l を死に至ら

しめたことにはなった。しかし一旦はその Sabr ina への呼びかけの声によって

息を吹き返すことができ、しばらくの間生きながらえることができたと言える。

さらに、Rachel は最終的に死に至るものの、次のようにして、Sabr ina を呼び出

す詩歌を心にとめている。The  Voyage  Out  において、Rachel  は熱病でベッドに

横たわりながら、Ter ence が詠んだ A Mask のある一節を思い出そうとする。以

下の引用の内、斜字体になっている箇所が該当箇所である。  

 

I t  d id  not  ma t ter ;  s he woul d see  hi m t o- mor row when t h i ngs  woul d b e  

or di na ry a ga i n.  Her  ch ie f  occupa t i on dur i ng the  day  was  t o t ry  t o r eme mber  

how t he l i nes  went :   

  Under  the  g lassy ,  coo l ,  t rans lucen t  wave ,  

  I n  twis ted  bra ids  o f  l i l ie s  kn i t t ing  

  The  loose  t ra in  o f  thy  amber  dropping  ha ir ;  
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and t he ef for t  wor r i ed her  becaus e t he  adj ec t i ves  per s i s ted i n get t i ng i nt o t he  

wrong places .  The second day di d not  di ff er  ver y much from t he f i r s t  da y,  

except  t ha t  her  bed had b ecome  ver y i mpor ta nt ,  a nd t he  wor l d ou ts i de,  when  

she t r i ed t o t h i nk of  i t ,  a ppea red  dis t i nct l y fu r ther  of f .  (The  Voyage  Out  402)  

 

Rache l は先に引用した Sabr i na  を呼ぶ詩歌の 3 行目の  “ Under  t he  gla ss y,  cool ,  

t r ans l ucent  wa ve ,から 5 行目の The  l oos e t r a in o f  t hy a mber  droppi ng  ha i r ;”を思い

出そうとしている。Rachel  がこの一節を思い出そうとしている理由は、その内

容ではなく、形容詞が誤ったところに挿入されているということを気にしてい

たからである。次の日、Rachel  の体調は一日目と変わらなかったものの、この

一節のことを考えようとすることで、Rachel  が周りの世界と確かに離れていく

ように見えてくる。Rache l  は Sabr i na を呼ぶ詩歌が、Rache l  にとって心身をさ

わやかにする冷たさだったので、Rache l  は自分の心にしっかりと留めておこう

としたのである。ここで、明らかなことは Rachel  は Sabr i na  を呼ぶ詩歌の内容

を理解こそしていないものの、今おかされている熱病を和らげることのできる

救いをこの詩歌に求めているということである。しかしながら、前述の通り、

Rachel は Terence の言葉によって、Mil t on の言葉の真意を理解することを遮断

される。そのため、Sabr ina に救いを求めるも、完全な救出には至らないのであ

る。また、The  Voyage  Out において省略された箇所、すなわち Sabr ina が死から

復活する場面を、Rache l は意識的には聞いていない。省略された箇所を意識的

に受容するか、受容せず受け流してしまうか、という問題は作品を中途半端に

読むことによって、誤った作品理解を抱くことの危険性を如実に提示すること

になる。  

 そして Rachel が Sabr ina を呼び出す詩歌を心に秘めたまま、次の日体調こそ

改善しないものの、 Rachel が Sabr ina を呼び出す詩歌を思い出そうとすると、

自分のいるベッドが特に重要で、周りの世界がはっきりと遠くに現れると感じ

るようになる。そして次のように Rache l は考え始める。 “ The gla ss y,  cool ,  

t r ans l ucent  wave was  a l mos t  vis ib le  b e fore  her,  cur l i ng up  a t  t he  end of  t he  b ed,  an d  

a s  i t  was  r e fr es hi ng l y cool  s he t r ied  t o keep  her  mi nd  f ixed  upon i t .”  (The  Voyage  
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Out  402)  Sabr ina の詩歌が Rache l の眼前に見えるようになり、 Rachel は心の中

にその詩歌を留めようとするのである。下線部にもあるように、眼前に “ vis ib l e”

つまり目に見える形で Sabr ina が現れるような様子は、 A Mask の the  La dy が

Comus の森でさまよう中で、次のように  “ Fa i th”、 “ Hope”、 “ Chas t i t y”に救いを

求めている姿を想起させる。  

 

O  wel come  pure  ey’ d Fa i t h,  whi te- ha nded H ope,  

 Thou hover i ng Angel  g i r t  w i t h gol den wi ngs ,  

 And t hou unbl emis h’ t  f or m of  C has t i t y,  

 I  see  ye vis ib l y, . . .  (A Mask  213-16)2 7  

 

注目すべきは、 the  Lady にとって “ Fa i th”、“Hope”、“ Chas t i t y”が下線部にあるよ

うに、目に見えると述べていることである。この点を Wool f は作品中に意識的

に使用していると考えられる。  

そして 6 日間、Rache l は目の前の熱くて赤い、俊敏な光景に気を取られるよ

うになり、Rache l は周囲の世界を忘れることになる。そして目の前の光景に注

意を向け、その光景の意味を理解することが格段に重要なものがあることを知

りつつも、叔母の Hel en や看護師、Terence や医者の顔が Rache l に迫ってきて、

その重要なものをつかみとれない。そして 4 日目、Rache l は次のような光景に

襲われる。  

 

However,  on t he  four t h a f ter noon s he was  s udden l y unab le  t o  keep Hel en’s  

face  dis t i nct  f r om t he  s i gh ts  t hems el ves ;  her  l i ps  wi dened  a s  s he b en t  dow n 

over  t he  bed,  and  s he b egan t o gabbl e  uni nt el l i gib l y  l i ke  t he  r e s t .  The s i gh t s  

were  a l l  concer ned  i n s ome  pl ot ,  so me a dven t ure ,  s o me esca pe .  The na t ure  o f  

wha t  t hey wer e doi ng cha nged i ncessa nt l y,  a l though t here  was  a lways  a  

r ea son b ehi nd i t ,  whi ch s he mus t  endea vour  gra s p.  N ow t hey wer e a mong  

t r ees  a nd sava ges ,  now t hey were on t he  s ea ,  now t hey wer e on t he  t ops  o f  

hi gh t ower s ;  now t hey  j umped;  now t hey f l ew.  (The  Voyage  Out  416)  
                                                        
2 7  既出のものだが、本章を語る上で重要な箇所のため、再度引用する。  
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Rachel は叔母の Hel en の顔のみが突出し、 Helen が Rachel のベッドを上で聞き

取ることができないことをまくしたてて話しているように感じ始める。そして

この光景があるプロット、冒険、逃亡に関わるものであると説明される。そし

て、木々や荒涼とした土地から海へと行き、さらに高い塔の上へと向かい、そ

こから飛び降り、空中を飛ぶ。この一連の流れは、A Mask の話の流れを類似す

る。先述したように、A Mask の冒頭は、Comus のいる鬱蒼とした森から始まる。

Rache l の見た光景における冒険というのは、t he  Lady が C omus の森で一人はぐ

れ、 Comus と遭遇し、誘惑されるものの、論戦を繰り広げ、最終的に両親の元

に辿り着くと言う一連の流れを指していると考えられる。 2 8  the  La dy も危険に

あいながらも救われるという意味では、一種の “advent ure”を経ていると考えら

れる。また、Si mons は、 “ The La dy’s  j our ney t hrough  t he woodla nds ,  t hen,  w i t h i t s  

appea l  t o t he  convent i ona l l y s pec tacula r  i ma ges  of  t he  masq ue,  pre f i gur es  a  fut ur e  

jour ney i n whi ch she i s  t o be uni t ed,  or  r euni ted,  on a  cele s t ia l  plane wi t h a l l  her  

“ fami l y.”と言う様に、 the  La dy の C omus の森での行路が精神的なものをも意味

するものであると論じており、2 9  Rache l が今辿っている世界も精神的なもので

あり、Sabr ina を追求するという点においては、 t he  La dy と重なる点があると言

える。そして逃亡というのは、A Mask における生前の Sabr ina が、継母 G uendolen

の追走から逃れるという場面を想起させ、さらに高き塔から身を投げるイメー

ジは、Sabr ina が川に身をなげる場面を思い起こさせる。つまり、Rache l の幻想

は、 A Mask の中の Sabr ina を呼び出す詩歌までの一連の流れを読者に提示させ

るものになっていると考えられる。そして Rache l の幻想は次のように変わる。 

 

Bu t  j us t  a s  t he  cr i s i s  was  about  t o ha ppen,  s ome t hi ng i nva r iab l y s l i pped i n  

her  b ra in,  s o t ha t  t he  whole  e ffor t  ha d t o b egi n over  aga i n.  The hea t  was  

suffoca t i ng.  At  la s t  t he  faces  went  fur t her  away;  s he f e l l  i nt o a  deep pool  o f 

s t icky wa ter ,  whi ch  event ua l l y c l osed over  her  head.  S he sa w not hi ng a nd  

                                                        
2 8  Kel le t は t he  Lady の森での歩みを “ adven t ure”と表している。 Kel l et  3 .  R oger s
は、 “ advent ure”ではないものの、 “ jour ney”と表現している。 Roger s  230 .  
2 9  Si mons  93 .  
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hea rd no t hi ng b ut  a  fa int  b oomi ng s ound,  whi ch was  t he  s ound of  t he  sea  

rol l i ng over  her  head .  Whi l e  a l l  her  t or ment or s  t hought  t ha t  s he was  dea d,  

she was  not  dead,  b ut  cur led  up a t  t he  b o t t om of  t he  sea .  There  s he lay,  

some t i mes  s ee i ng da rkness ,  s ome t i mes  l i ght ,  whi l e  ever y now a nd t hen s ome  

one t ur ned her  over  a t  t he  b o t t om of  t he  sea . ”  (The  Voyage  Out  416)   

 

危機が訪れるというその時に、“ the  whol e  effor t”すなわち Sabr i na の詩歌を思い

出すことに集中したことで、頭の中に何かが入り込み、諸々の顔が消え去る。

そして、Rache l は粘り気のある深い海に落ちる。Rache l が落ちた海は、次のよ

うな二面性があると考えられる。Rachel が沈む海は、自分を悩ます医者や肉親、

恋人から逃れられる救いとしての海、すなわち心にずっと抱えていた水の仙女

たる Sabr ina の詩歌が、海となって現れたとも考えられる。しかしながら、一

方でこの海は “ s t icky”という言葉が表すように、粘り気のある海である。ここで

A Mask における C omus の魔法の椅子が想起される。  

 

 Next  t hi s  ma rb le  venom’ d s ea t  

 S mea r ’d wi t h gumms of  gl u tenous  hea t  

 I  t ouch wi t h chas t e  pa l ms  moi s t  and col d,  

 Now t he s pel l  ha th l os t  hi s  hol d;  (A Mask  916-19)  

 

Sabr ina が Comus の魔力を解く場面で、 C omus の魔法の椅子は粘着質の熱気を

帯びたゴムで塗られていることがわかる。 Sha wcr oss は、 C omus の椅子を男性

の肉欲を示すものだと指摘している。3 0  この点を The  Voyage  Out に関連づけて

考えると、Rache l が落ちた海は C omus の魔力のような粘着質の海であると言え

る。また、先の The  Voyage  Out の引用にもあるように、Rache l が海に落ちる前、

“ The hea t  was  s uffoca t i ng.”とあるように、熱気が息苦しいほどになっていたも

のの、 Rachel は Sabr ina の詩歌を心にとめていたために、 Comus の魔力の内、

熱気を取り除くことはできた。そのため、 Rachel が落ちた海 Sabr ina を想起さ

せるような救いの海ではあるものの、 Terence の言葉により、 Sabr ina の詩歌を
                                                        
3 0  Sha wcr oss ,  “ Two C omments ,”  98 .  
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完全に理解できなかったために、 Comus の特に肉欲的な魔力が解けきれていな

い海であると言える。この点が、Rache l が後に命を落とすことの伏線になって

いると言える。そしてこのことが、Wool f が Orlando や A Room o f  One ’s  O wn に

おいて主張してきたこと、つまり “ chas t i t y”喪失が女性にとって致命的なもので

あるとことを示している。しかしながら、海に潜った Rache l を周囲の人間が死

んだと思っている一方で、Rache l は実は生きているという内容は、一度は水に

身を投げ死ぬものの、守り神となって再生する Sabr ina を意識していると考え

られる。そして Sabr i na を肉親や恋人、医者よりも何よりも Sabr ina に救いを求

めている Rachel の姿は、 t he  La dy と重なる。そして前述の通り、 Sabr ina の

“ inca rna t i on”によって、 the  Lady が復活したように、 3 1  Rachel も Sabr ina の

“ inca rna t i on”を経ていると考えられる。  

 このように、Rache l が危機的状況に陥ったにも関わらず、Sabr ina の詩歌を心

に留めていたのは、Wool f 自身の体験にも重なる。というのも、 The  Voyage  Out

出版以前の 1907 年頃から始まった C li ve Bel l 主催の “ play- r ea di ng s oci et y”に参

加した Wool f は、そこで Mi l t on の Samson  Agonis te s の Del i la、そして A Mask

の the  Lady と Sabr i na を演じたという。3 2  Wool f が数ある劇作品の中から Mil t o n

の作品を取り上げており、Mil ton の作品を完全に否定的に見なしていたとは言

い難い。そして、 Samson  Agonis te s の Del i la も演じているにも関わらず、 The  

Voyage  Out で A Mask のとりわけ Sabr ina に関わる箇所を引用したのは、Wool f

が長年心にとどめることになる “ chas t i t y”を象徴しているのが Sabr ina だからで

あると考えられる。  

次の日になると Rache l は今までよりも回復する。作品中、その理由は恐らく

Rachel が幻想を見ている 6 日間の間に R odr i guiz から Dr.  Lesage という医者に

代えたからだと明記している。しかしながら、後の場面で Dr.  Lesa ge が無力で

あることが判明する。 Dr.  Lesage は、次のようにして自身の体験を話す。  

 

. . .  Dr.  Lesage conf i ned  hi ms el f  t o ta l ki ng  about  de ta i l s ,  sa ve once  when h e  

vol un teered t he  i n for ma t i on  t ha t  he  ha d j us t  been ca l led  i n t o a scer ta i n,  b y  

                                                        
3 1  Swa i n 192 .  
3 2  Lee 252 .  
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sever i ng  a  vei n  i n  t he  wr is t ,  t ha t  an  ol d  lady  of  e i ght y- f i ve  was  r ea l l y dead.  

She ha d a  hor r or  o f  b ei ng b ur ied a l i ve .  (The  Voyage  Out  427)  

 

Dr.  Lesa ge はかつて 85 歳の老女が本当に死んだかを確認するために、静脈を切

っ て み た こ と が あ る と い う 。 DeSa lvo は こ の 場 面 に つ い て 、 “ Aside fr o m 

confi r mi ng  wi t hout  q ues t i on  t he  fact  t ha t  th i s  doct or  i s  i ncompe ten t― his  ver y  

me t hod of  a scer ta i ni ng t ha t  t he  o l d woma n i s  dead i s  pr epos ter ous― t he  s entence :  

“ She ha d a  hor ror  of  bei ng  b ur ied.”  ”と述べており、 Dr.  Lesage の無能さを指摘し

ている。 3 3  The  Voyage Out の語り手もまた、 “Owing per ha ps  t o t he  change o f  

doct or,  Ra chel  appea red t o  be  r a ther  bet te r  nex t  da y.” (The  Voyage  Out  422)  と

“ perhaps”を 使 っ て曖 昧さ を表 現し ている た め、 医者 を変 えた こと が本 当 に

Rachel の具合を回復させたかは断言できない。むしろ Sabr ina の詩歌が不完全

ながらも Rache l を一時的に救ったと考えられないだろうか。Wool f が作中で

Mil t on の Sabr i na の影響力について言及しないことで、Wool f は Mil t on の影響

力を感じ、受容しつつも、完全に受容することの不安も同時に抱えていると考

えられる。そして注目すべきは、 Dr.  Les age のこの経験談が語られるのが、

Kings l ey の A Ne w Fo res t  Ba l la d と Mi l t on の On the  Morning  o f  Chr is t ’s  Nat iv i ty

が引用されている間であるという点である。このことについては、後ほど詳細

に論じたい。  

一見、Rache l の体調は改善したかに見えるが、しばらくすると Rache l は自分

の体が次のように変化していくことを感じる。  

 

On t his  day i ndeed Rachel  was  cons ci ous  of  wha t  went  on r ound her.   

She had come t o the  s ur face of  t he  da rk,  s t i cky pool ,  and a  wave s eemed t o  

bea r  her  up a nd down wi t h i t ;  s he had cea sed t o have any wi l l  o f  her  own;  s h e  

lay on t he  t op of  t he  wa ve cons ci ous  of  s ome  pa in ,  but  chie f l y o f  weakness .   

The  wa ve  was  r ep laced b y  t he  s i de of  a  mount a in.  Her  b ody b eca me  a  dr i f t  o f  

me l t i ng s now,  ab ove whi ch her  knees  r os e  i n huge pea ked mounta i ns  o f  ba re  

bone.  (The  Voyage  Out  423)  
                                                        
3 3  DeSa lvo  152-53 .  
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Rache l は粘り気のある海の表面へと浮上し、浮遊するが、自分自身の意思を捨

てる。自分の意思を捨て去るという行為は、今まで Sabr ina の詩歌を拠り所と

していたことを放棄することを意味する。この点で、 the  La dy と Rache l に違い

が生まれる。 Rache l が意思を捨てると、波は山はだとなり、自分の体が溶けた

雪となって流れていく感覚になる。引用下線部は次の A Mask の場面を想起さ

せる。  

 

May t hy br i mmed wa ves  for  t h i s  

The i r  ful l  t r ib ut e  never  miss  

From a  t housa nd pe t t y r i l l s ,  

Tha t  t umbl e down t he  s nowy h i l l s :  

Su mmer  dr out h,  or  s i nged a i r  

Never  scorch t hy t r es ses  fa i r,  (A Mask  924-29)  

 

Sabr ina によって t he  Lady が救出された後、 Sabr ina を呼び出して t he  Lady を救

出したために、Sabr ina の溢れる波が、雪山から流れる小川から決して尽きるこ

とないよう、そして夏の日照りか焼きつく空気が Sabr ina の髪を焦がさぬよう

にと t he  At t endant  s p i r i t  が祈っている場面である。 The  Voyage Out において、

この箇所は引用されていないものの、 Rachel は Sabr ina を拠り所とすることを

放棄したために、雪山が溶けだし、むき出しの状態になり、Sabr ina の恵みであ

る水が枯渇することを意味する。この時点で Rachel は Sabr ina による救いを得

られなくなる。そのため Rache l は、回復の兆しが見られたにも関わらず、結局

命を落とすことになる。そして最終的な Rache l の死に関連する箇所に、Kings ley

の A New Fores t  Ba l lad  と Mil t on の On the  Morning  o f  Chr is t ’s  Nat iv i ty  の一節が

引用されているのである。Wool f が M il t on の描く Sabr i na に共感していたこと

は疑いないであろう。しかしながら、 the  Lady と Rache l と異なるのは、一貫し

て Sabr ina を求め続けたか否かである。特に t he  Lady について言えば、 Sabr i na

の象徴たるキリスト教信仰とも言える “ cha s t i t y”を一貫して頼りしつつ、 C o mus

の誘惑にも耐え続けた。 Rachel も第 11 章で最初自身は Chr is t ian と言っていた
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が、次のようなやりとりの中で否定される。  

 

 “ . . .  For  ins tance,  a r e  we C hr is t ia ns ?”  

  “ I  am not ,”  “ I  a m not ,”  b ot h t he  young ma n r epl i ed.  

  “ I  am,”  Rache l  s ta t ed.  

 “You be l ieve i n a  per s ona l  G od?”  H i r s t  dema nded,  t ur ni ng r ound  an d  

f ix i ng her  wi t h his  eyeg la sses .  

 “ I  bel ieve― I  be l ieve,”  Rachel  s ta mmered,  “ I  bel i eve t here  a r e  t hi ngs  

we don’ t  know about ,  and t he  wor l d mi gh t  cha nge i n a  mi nut e  and anyt h i ng  

appea r.”  

 At  t hi s  Hel en la ughed  out r i ght .  “ Nons ense,”  she  sa i d.  “You’ r e  not  a  

Chr is t ian .  You’ ve  never  t hought  wha t  you a re . . . .”  (The  Voyage  Out  168)  

 

Rache l の叔母 Hel en がキリスト教徒か尋ねると、Terence と 2 4 歳の青年 S t .  J oh n  

Ala r ic  Hir s t はキリスト教徒ではないと答えるのに対し、Rache l はキリスト教徒

であると答える。しかしながら、何を信じているのか問われて答えられず、Helen

にそれではキリスト教徒ではないと断言される。さらに、第 17 章で日曜日に教

会に行った際、 聖職者の言葉に不快感を覚える。極めつけに、第 19 章で Rachel

は次のように言う。 “ But  I  don’ t  be l ieve i n God,  I  don’ t  bel ieve i n Mr.  Bax ,  I  don’ t  

bel i eve i n t he  hos pi ta l  nur se .  I  don’ t  bel i eve― ”  (The  Voyage  Out  305)  共にホテル

に滞在している Evel yn M urga t royd に “ Do you be l ieve  in anyt hi ng?” (The  Voyage 

Out  305)と聞かれて、 Rache l は神の存在を信じないと言う。そのため、キリス

ト教信仰を拒むことになる。Wool f 自身も父親 Les l ie  St ephen (1832-1904)  が神

の存在は知りえないとする不可知論者であり、その影響を受けていたとされて

いる。3 4  そのように考えると、Wool f にとって、Sabr ina は拠り所となった一方

で、宗教という面で困難に感じ、Mil t on の描く Sabr ina を受容することが容易

でなかったことが窺える。  

 

                                                        
3 4  ヴァージニア・ウルフ，『ダロウェイ夫人』，丹治愛訳，(東京：集英社、2003 )  
298-302 .  
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第四節 Rache l の死― Virgi nia  S tephen の死と作家 Virgi nia  Wool f の誕生―  

 最後に Rache l の死に関連して引用された Kings ley の A Ne w Fores t  Ba l lad と

Mil t on の On the  Morning  o f  Chr is t ’s  Nat iv i t y について検証したい。まず先に引用

される A New Fores t  Ba l la d についてだが、簡潔にどのような内容の詩か説明す

る。 Jane という女性は、父親が恋人と顔を合わせて、取っ組みあうのではない

かと恐れている。その結果、Jane の父親は J ane の恋人と互いに格闘しあい、最

終的に二人とも死に、 Jane は決して結婚しないことになる。それでは、 A Ne w 

Fores t  Ba l lad が引用された箇所を見ていきたい。  

 

Too r e s t l ess  t o r ea d,  a nd ha vi ng no t hi ng t o do,  he[Ri d ley]  b egan  t o pace u p  

and down r ec i t i ng poet ry i n an under t one.   Occupi ed i n va r i ous  wa ys― now 

in undoi ng pa rcels ,  now i n uncork i ng bot t le s ,  now i n wr i t i ng di r ect i ons ,  t he  

sound of  Ri dl ey’s  song a nd t he b es t  o f  his  pacing wor ked i n t o t he  mi nds  of  

Ter ence and St .  J ohn a l l  t he  mor ni ng a s  a  ha l f  compr ehended r e fr a in.  

 

They wres t l ed up,  t hey  wres t l ed down,  

They wres t l ed s ore  a nd s t i l l :  

The f i end who b l i nds  t he  eyes  o f  men ,  

Tha t  ni ght  he  had h is  wi l l .  

 

Li ke s ta gs  fu l l  s pent ,  a mong t he bent  

They dr opped awhi l e  t o r es t―  (The  Voyage  Out  427)  

 

The  Voyage Out において、 A New Fores t  B a l lad は 1 2 連と 1 3 連の半分が引用さ

れている。なお、作品中に A Ne w Fo res t  Ba l l ad の名は登場しない。ここで、A Ne w 

Fores t  Ba l la d の内、 The  Voyage  Out 中に引用されていない箇所で、かつ A Mask

と関連のあると思われる 13 連の続きから最後の 15 連をみてみたい。  

 

XII I  

. . .  When t he young ma n dr ove hi s  say i ng knofe  
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Deep i n t he  ol d ma n’s  b rea s t .  

 

XIV 

The o l d ma n dr ove his  guns t ock down 

Upon t he young ma n’s  hea d;  

And s i de b y s i de,  b y t he  wa t er  b rown,  

Those  yeoma n t wa i n lay dead .   

 

XV 

They dug t hree  gra ves  i n Lyndhur s t  ya rd ;  

They dug t hem s i de b y s i de ;  

Two yeomen l i e  t here ,  a nd a  ma i den fa i r  

A wi dow a nd never  a  b r ide .  (A New Fo res t  B a l lad  XI II-XV) 3 5  

 

The  Voyage  Out に引用されていない箇所に描かれているのは、 Jane の父親と恋

人が格闘し合っている中で、互いに殺し合い、その結果残された J ane は二度と

花嫁になることがないという内容である。A Mask の引用のされ方と共通してい

る点は、 Sabr ina の残酷な死の場面が引用されていないように、 A New Fo res t  

Ba l lad においても、父親と恋人の残酷な死の場面は引用されていない。また、

残された Jane がどのような末路になったのかという点も、 Sabr ina が死を経て

再生をしたという場面が引用されていないのと類似している。Merryn Wil l ia ms

は、19 世紀の中産階級の女性が両親の許可を得る以前に、婚前に男性と知り合

うことは許されなかったと指摘しており、 J ane はこの規範から逸脱していると

言える。3 6  そして、Kings ley が独身主義に強く反対したことから、3 7  J ane の最

期は残酷なものであったと予測される。そして A Mask、 A New Fo res t  Ba l la d に

おいて共通しているのは、 Jane と Sabr ina は共に未婚の女性の死が背後のテー
                                                        
3 5  A New Fo res t  Ba l lad からの引用は C har les  Kings l ey,  A New Fo res t  Ba l lad ,  
Poems o f  Char le s  K ings ley  Conta in ing  the  Sa in t ’s  Tragedy  Andromeda ,  and  Other  
Poems 1848-1870  (London:  Oxfor d UP,  1913 )  289-92 .  を使用する。  
3 6  メリン・ウィリアムズ，『女性たちのイギリス小説』，鮎澤乗光・原公章・大
平栄子訳 (東京：南雲堂、 2005)  14．  
3 7  ウィリアムズ  64 .  
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マにあるということである。つまり The  Voyage  Out には、未婚のまま死を迎え

る Rache l の結末が、他の作家の作品を暗に引用することで読者に提示されてい

るのである。  

 そして A New Fores t  Ba l lad  が引用された後に、 Dr.  Lesage の口から医者とし

ての力不足の示す経験が話され、その後に Mil t on の On the  Morning  o f  Chr is t ’s  

Nat iv i ty が引用される。 On the  Morning  o f  Chr is t ’s  Na t iv i ty  の一節は次のような

場面で引用される。  

 

Now t ha t  t he  a f t ernoon  s un ha d le f t  t he  front  o f  t he  hous e,  R i dley  paced  u p  

and down t he t er r ace r epea t i ng s tanzas  of  a  long poem,  i n a  s ub dued b u t  

suddenl y s onorous  vo ice .  Fragments  of  t he  poem were wa fted i n a t  t he  open  

wi ndow a s  he pa ssed a nd r epass ed.  

   Peor  and Baa l i m 

   For sa ke t hei r  Templ es  di m,  

         Wi th t ha t  tw ice ba t ter ’d G od of  Pa l es t i ne  

   And mooned Asta ro t h ―  (The  Voyage  Out  428)  

 

Rachel  が死の淵から回復した後に Rache l の叔父 Ri dl ey が詠みあげたものであ

る。 The  Voyage  Out  において、この詩作品が On the  Morning  o f  Ch r is t ’s  Nat iv i ty  

であることを Wool f  は明記していない。また、 Ri dl ey が On the  Morning  o f  

Chr is t ’s  Nat iv i ty  を詠んだその場に Rache l はいない。 Rachel がこの詩を聴いて

いるとは記述されていないものの、引用文の On the  Morning  o f  Chr is t ’s  Nat iv i ty  

の直前にある、詩の断片が開いた窓の中に漂っていったという表現から、Rachel

の耳に入っている可能性がある。そして Ridley が朗読したこの日の夜に、死の

淵から回復したはずの Rachel  は突如命を落とす。Lorna  Sage は、Wool f が On the  

Morning  o f  Chr is t ’s  Nat iv i ty のこの箇所を引用したことについて、次のように解

釈している。  

 

;  i t  i s  f r om a  pa ssage descr ib i ng  t he  paga n gods  tak ing  f l i ght  on t he  eve o f  

the  Inca r na t i on,  I t  ma y  be  te mpt i ng  t o r ead s ome  ‘ans wer ’ ( pa gan  or  
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Chr is t ian)  t o t he  book’s  q ues t i ons  i nt o  thi s .  But  Ri dl ey Ambr os e ’s  

r eci ta t i ons  a r e  a l l  schoolb oy t hrowbacks ,  ea s y t o lea rn a nd decla i m,  a s  t hei r  

pr onounced rhy t hms a nd rhyme-schemes  s ugges t . 3 8  

 

Sage は、 The  Voyage  Out に引用された On the  Morning  o f  Chr is t ’s  Nat iv i ty に描か

れている内容は、異教徒かキリスト教徒かの答えを試すものであると指摘する。

Rache l が神の存在を信じないという言葉を発していたと考えると、異教の神々

と共に、Rache l は排斥されるということが示されているということが考えられ

る。しかしながら、本論においては On the  Morning  o f  Chr is t ’s  Nat iv i ty を単に

Rache l の死と結びつけるのみならず、別の意味も考えていきたい。  

 Wool f と On the  Morning  o f  Chr is t ’s  Nat i v i ty を結びつけるものとして、Wool f

の父親 Les l ie  St ephen が先ず挙げられる。従来の研究において、Wool f  と父親

の関係について、厳格な家父長制の権化のような父親に対して Wool f  が抑圧を

感じていたという風に論じられる傾向があったかのように思われる。確かに

Wool f  が Les l i e  からの抑圧や「不安」を感じていたことは否定できない。Wool f  

の 1928 年 11 月 28 日の日記において、次のように記している。  

 

  Fa ther ’s  b i r thda y.   He woul d ha ve  been 96 ,  96 ,  yes ,  t oda y;  a nd coul d ha ve  

been 96 ,  l i ke  ot her  peopl e  one ha s  known:  b u t  merc i fu l l y was  not .   H is  l i f e  

woul d have en t i r e l y ended mi ne.   W ha t  woul d have happened?  N o wr i t i ng ,  

no b ooks ;―  i nconcei vab l e .  (A Wri te r ’s  Diary  138)  

 

もし今父親が生きていたとしたら、父親の人生が Woolf  の人生を終わらせてい

ただろうと記している。この日記を読めば、Wool f  が作家になるためには父親

の存在が妨げになっていたということが窺える。3 9  DeSa lvo は Les l ie  が亡くな

った 1904 年の初頭に Wool f  が The  Voyage  Out  に関する着想が浮かんだとも述

べており、Wool f が父親の存在がいなくなったことで、作家としての道のりを

                                                        
3 8  Wool f ,  The  Voyage  Out ,  ed.  Lorna  Sa ge (New Yor k:  Ox for d UP,  2009)  445 .  
3 9  このことは DeSa l vo も指摘している。 DeSa lvo 2 .  
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歩みだせたことは否定できない。 4 0  

 しかしながら、Wool f  は Les l i e  に対して完全に否定的な反応を示しているわ

けではない。神谷美恵子は、Wool f と父親の関係は複雑であることを指摘する。

4 1  また Les l i e が毎晩子ども達に詩を暗唱して聞かせたり、さらに英文学書を読

んできかせ、その感想を子ども達に述べさせたりといった文学教育を与えたこ

とが子どもの頃から文学を志そうとしていた Wool f の文学の才能を萌芽
ほ う が

させる

きっかけとなったと述べている。4 2  つまり、Wool f にとって Les l ie  はその存在

が Woolf の作家として船出を妨げる荒波となる一方、Wool f  の作家としての船

出を迎えるまでの追い風となったと考えられる。そして、Wool f は Les l i e から

の影響を受けるものの、その反応は否定的とも肯定的ともとれるものであった。

さらに、Wool f の Les l i e から受けた影響に対する反応は Wool f の Mi l t on に対す

る反応と類似していると思われる。Woolf  の日記において、Mil t on の文体を評

価するものの、その内容は男権論者的であると言い、そして再び Mil t on の文体

を褒め称えていた。そして Wool f  が On the  Morning  o f Chr is t ’s  Nat iv i ty の一節

を引用した理由として、父親からの影響があったと考えられる。というのも、

Les l i e は生前に M il t on の On the  Morning  o f  Chr is t ’s  Nat iv i ty を毎年クリスマスの

時に朗読していた。しかしながら Les l i e は亡くなる前の最期のクリスマスに、

あまりにも体が衰弱していたために On the  Morning  o f  Chr i s t ’s  Nat iv i ty を朗読す

ることができなかったと Lee が述べている。 4 3  これらのことを踏まえた上で

Rache l に Les l i e の面影を残した理由を考えたいと思う。Rachel が亡くなる直前

の様子は今までの苦しみに悶える様子とは異なり、穏やかな様子で描かれてい

る。一方なくなる前に On the  Morning  o f  Chr is t ’s  Nat iv i ty を朗読できなかった

Les l ie を Rachel に投影させることで、Wool f は自らの文学の才能を開花するき

っかけを与えてくれた父への愛情と、その一方で不安を伴いながらも父親から

の影響を受容することができたのではないだろうか。そうすることで Wool f は

自分自身を投影しつつも、父親の面影を R achel に残したと考えられる。確かに

Wool f は Rachel に自身を投影はしているものの、Rachel の育った家庭環境や教

                                                        
4 0  DeSa lvo  2 .  
4 1  神谷美恵子，『ヴァジニア・ウルフ研究』 (東京：みすず書房， 1996)  14 .  
4 2  神谷  78 .  
4 3  Lee 172 .  
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養が必ずしも Wool f と同等のものではない。さらに Wool f は Ter ence を自分と

同じように作家として描き、Wool f  自身の作品を創造する時に生ずる苦しみに

ついて、 Terence の口を通して吐露している。つまり、Wool f は Rachel のみな

らず登場人物に自らの境遇や意見を投影しているのである。  

 Rache l の死の場面までを見ていくと、次のようなことが言える。結論を先取

りすれば、 A Mask と The  Voyage  Out は類似のテーマを扱いつつも、 The  Voyage  

Out  の結末は、A Mask と正反対の結果になっているということである。それと

同時に、現実世界においては、Woolf は作家として成功し、 Rachel とは違って

結婚を経ているのである。  

先ず、類似のテーマとして挙げられるのは、「水」についてである。前述した

ように、A Mask においては、「水」によって Sabr ina は命を落とすことになるも

のの、Sabr ina の再生、そして t he  Lady の救いの手段として水が登場している。

一方、Rachel にとっては、Sabr i na の詩歌が救いのひとつなのである。しかしな

がら、Rache l は完全に救われることはない。それは、Mil t on の言葉を完全に理

解していないこと、そして Rachel のキリスト教信仰に揺るぎがあるため、Mil t on

の考えるキリスト教信仰に基づく “ chas t i t y”を理解することができないからで

ある。Mil t on の時代における価値観そして Mil ton の考える “ chas t i t y”観が、 19

世紀そして 20 世紀の狭間では、同じような観点で受け取られていないというこ

とを示す。この点に加えて、 The  Voyage  Out が Wool f にとっての自叙伝的作品

で、自身の不安を Rache l に投影させていたのであれば、Wool f もまた Mil t on の

描く女性の味方 Sabr ina に共感していたのではないかと考えられる。これらの

ことから、Wool f が Mil t on を完全に否定的に考えていたとは断言しがたい。

Wool f は、時代がうつす男権主義的な M il t on の像に不安を抱えつつ、救いも同

時に求めていたことが窺える。驚くべきことに、Woolf 自身も最期は Sabr ina

の如く、川に身を沈め、命を落とす。  

 また、 The  Voyage  Out において描かれるのは、 Rachel と Terence の恋愛そし

て破局である。先に論じたように、 A Mas k において、 t he  Lady が婚約適齢期と

なり、成人として認められ、劇終盤において祝婚歌が歌われる。一方 The  Voyage  

Out においては Rache l と Ter ence との結婚が示唆されるも、二人は「現実では」
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結ばれないままになる。 4 4  しかしながら、実際 Woolf は 1912 年 5 月 29 日に

Leona r d Wool f と婚約、その年の 8 月 1 0 日に結婚している。 4 5  結婚当時、まだ

The  Voyage  Out は完成しておらず、 1913 年に原稿は完成した。しかしながら、

1912 年の 12 月に Woolf は病気に陥り、 19 13 年に自殺未遂する。結婚こそした

ものの、順風満帆な結婚生活とは言えず、Rache l に投影した Wool f 自身の苦し

みと格闘していたと考えられる。  

 これらの点に加えて、A Mask と The  Voyage  Out の違いは、親子の繋がりの有

無であると言える。A Mask と The  Voyage  Out は共に話の序盤に親と子が離れば

なれになるという点は類似している。しかしながら、A Mask は “ chas t i t y”を介し、

the  La dy は Sabr i na と精神的に繋がり、さらには肉親とも再会できる。つまり、

Sabr ina が家族の再統合を促す役割を担っていたといえる。しかしながら、 The  

Voyage  Out においては、 Rache l は父親と離ればなれのまま、最期を迎える。そ

して、母親の代わりのような存在 Sabr ina に救いを求め、一旦はその効果が表

れるものの、自分の意思を捨てることで、Sabr ina への一貫した思いが途切れる。

The  Voyage  Out  と Melymbros ia の違いの一つとして、Melymbros ia の結末は、

Rache l の父親が娘の亡骸の前に現れるものの、 The  Voyage  Out は父親の姿を見

せない。表面上、肉親との繋がりは途絶えていると言える。しかしながら、The  

Voyage  Out において、Wool f は別の形で父親の鎮魂歌として、父親の影を示す。

それが、 On the  Morning  o f  Chr is t ’s  Na t iv i t y を引用したことに表される。  

 また、 A Mask の物語の流れが異教的なものから、 Sabr ina に収斂するような

キリスト教的な主題へと移行していくのに対し、 The  Voyage Out においては、

Rachel の生前最後に引用された On  the  Morning  o f  Chr is t ’s  Nat iv i ty に表されてい

るように、異教的なものへと移行していく。Rache l は自身がキリスト教徒では

ないと宣言することにより、 On the  Morning  o f  Chr is t ’s  Nat iv i ty において排除さ

れる異教の神々と共に、命を落とすことになる。しかしながら、興味深いこと

に、現実世界においては、Wool f 自身は作家として生き延びていき、 Rachel と

は逆行していく。一方で死に、もう一方で作家として誕生するという、相反す

                                                        
4 4  この点については、次の引用で注目したい。  
4 5  Wool f の結婚について、そして以下の病気、自殺未遂の話は DeSa l vo から学
んだものである。 DeSa lvo 8 .  
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るテーマは、 On the  Morning  o f  Chr is t ’s  Nat iv i ty の C hr is t が天界での座を捨て、

受肉を経てこの世に誕生する一種の「死」と「再生」のテーマを思わせる。白

鳥正孝は、 On the  Morning  o f  Chr is t ’s  Nat iv i ty のテーマは「永久の平和」である

と論じている。4 6  このテーマが特に、Rache l が命を落とした時の描写からも読

み取れる。  

 

An i mmense feel i ng of  peace ca me over  Terence,  s o t ha t  he  had no wi s h t o move  

or  t o  s pea k.   The  t er r ib le  t or t ure  a nd unr ea l i t y o f  t he  la s t  da ys  wer e  over,  and  

he had come  out  now i nt o per f ec t  c er ta i nt y and peace.   . . .  The  l onger  he sa t  

there  t he  more  profoundl y  was  he  cons ci ous  of  t he  peace i nva di ng  every  cor ner  

o f  his  s ou l . . . . ;  t hey s eemed t o b e t hi nk i ng t oget her ;  he  s eemed t o b e Rachel  a s  

we l l  a s  h i mse l f ;  a nd t hen he l i s t ened  aga i n;  no,  s he  had  cea sed t o b rea t he . . . .  I t  

was  ha ppi ness ,  i t  was  per fect  happ i ness .  They ha d now wha t  t hey a lwa ys  

wanted t o have,  t he  uni on whi ch ha d been i mposs ib l e  whi le  t hey l i ved.  

Uncons ci ous  whet her  he  t hought  t he  wor ds  or  s poke t hem a l oud,  he  sa i d “ No 

two people  ha ve ever  been s o ha ppy a s  we ha ve been.  N o one ha s  ever  l oved a s  

we ha ve l oved.”   

I t  seemed t o h i m t ha t  t hei r  co mple te  uni on and happi ness  f i l led t he  roo m 

wi t h r i ngs  eddyi ng mor e and mor e wi del y.  (T he  Voyage  Out  431)  

 

引用文からわかるように、“ peace”という語が 3 回使用されている。そして、現

実では Rache l と Ter ence は結ばれないものの、 Rache l の死によってやっと

Ter ence は、Rache l と完全に結合したという。DeSa lvo は Wool f が Terence を自

身のように作家として描き、Terence に Wool f 自身が作品を創作している時の苦

しみを吐露させていると述べている。4 7  換言すれば、作家としてデビューした

Virg in ia  Wool f としては Terence に、そして未婚 Virgi nia  St ephen を同じく未婚

の Rache l に投影したとも言える。それゆえ、 On the  Morning  o f  Chr is t ’s  Na t iv i ty  

において、異教の神々が排除されるように Rachel  [Virgi nia  Stephen]  は死ぬが、

                                                        
4 6  白鳥正孝，『ミルトン研究ノート』 (東京：弓書房、 1986)  8 -9 .  
4 7  DeSa lvo  2 .  
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むしろ Terence のように作家として誕生した Virgi nia  Wool f は肉体化して、この

世に生を受けた Chr is t のように思われる。つまり、Wool f は、Mil t on の作品を

苦しみながら、さらに決して容易ではないものの、受容し、作家としての「船

出」を迎えることになるのである。  

 



i 

結論  

  

先ず、各章のそれぞれの結論をまとめる。第一章では、Poems の中での A Mask

の位置について検証した。Poems に収められている、28 作品それぞれの作品に

ついてのテーマと、 A Mask と関連のあるものについて確認した。Mil t on は今

まで創作してきた作品の内、神や C hr is t のテーマを冒頭に配置したことで、自

身の作品の一貫したテーマを定めた。その後に続く作品には、人類の堕落と

Chr is tによる救済、さらに C hr is tのような範例的存在が徳を備えている人物を、

生死そして男女関係なく称賛していた。一方で “ Sonnet”においては、恋愛の詩

や Mil t on 自身の自省の詩があり、恋愛の詩について言えば、A Mask の the  La dy

を想起させるようなものや、Comus と対峙するような愛について語られていた。

そして詩集後半の Arcades や Lyc idas は、 Sabr ina と類似するような救世主的存

在、そしてそういった人物の死と再生が描かれていた。 Poems に収録された作

品を通してみると、 A Mask に描かれているテーマは、 Chr is t や神の救済を想起

させる Sabr ina による  t he  La dy の救出や、試練を課された t he  La dy が神の救

済を願う場面、 Chr is t の受難を呼び起こすような Sabr ina  の死と再生の場面、

そして  Mi l t on 自身に関わる問題が凝縮された作品であると言える。Mil t on は

1637 年の初版において、 A Mask の名前を伏せて出版することになった。しか

しながら、Mil t on が出版を決意した Porm s には、今まで創作してきた作品の集

大成として A Mask  を最後に配置したと考えられる。なお、これまでに Mil ton

の作品を個々に研究、あるいは 2 作品以上を比較し、考察する例は数多くある

ものの、Poems の配列に注目し、A Mask が Mil t on の前期作品の集大成であった

という研究は、これまでに見られない研究である。  

第二章では、A Mask の構成や登場人物について検証し、それぞれがどういっ

た意味を成しているのかを確認した。 the  At t endan t  S pi r i t と C omus は羊飼いに

姿を変えるものの、善悪のイメージが対照的に描かれている。また the  At tenda n t  

Sp i r i t が C omus の説明をするにあたり、その親子関係を強調して説明している

ことを挙げた。 the  La dy と C omus は共に親子関係の構図で言えば子どもに当た

る存在として対照的に描かれていた。そして C omus の誘惑の場面で、 t he  La dy

と Co mus は自然と人間をそれぞれ親子関係に見立てて、 “ t emperance”について
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論争する。 the  Lady の弟たちについて言えば、当時の宮廷仮面劇で信奉されて

いた Neopla t onis m 的 “ chas t i t y”の力を t he  E lder  Bt o t her は主張する。しかしなが

ら、 the  E l der  Br ot her の言う “ chas t i t y”と t he  Lady の主張する “ chas t i t y”に差異が

ある。そして t he  E l der  Br ot he r のいう Neopla t onis m 的 “ chas t i t y”は本作品におい

ては効力のないものであることを確認した。そして本研究で特に焦点を当てる

Sabr ina については、Mil t on 以前の作家が描いた Sabr ina 像と比較した。その結

果、Mil t on が他の作家と異なり、 Locr ine、 Sabr ina 親子の徳を重視し、 Sabr ina

の死が Chr is t の受難をより強調するような描き方をしていることが明らかとな

った。終幕では、婚礼を祝う場面が描写されていることに着目した。そして作

品内で強調される点が親子関係、婚礼であることについて検証した。  

第二章の流れに伴い、第三章では親子関係の内、 the  Lady と Sabr ina が血の

繋がりのない、精神的な母娘であることを検証した。共に母親ないしは母親代

わりとなるものとの繋がりのある登場人物として、Comus と t he  La dy を比較し

た。Co mus  は最初、血の繋がりのない母親を拠り所とするものの、森でさまよ

う t he  Lady の存在に気が付いたために不完全な呼びかけに終わる。そして、the  

Lady を通して、むしろ血の繋がりのある母親 Circe を意識し、 the  La dy との繋

がりを求め始める。その一方で t he  La dy は、キリスト教的要素が備わった

“ chas t i t y”を希求し続け、結果 “ chas t i t y”を具現する Sabr ina と出会い、助けられ、

Comus  の魔法から解放された。 Comus  は両方の母親との繋がりを失ったが、

それとは対照的に  t he  Lady は精神的な母親とも言える存在と繋がり、さらに

肉親との繋がりも回復することができるのである。A Mask においては、血の繋

がり以上に、Sabr ina との信頼関係を通して、精神的に繋がることによって、救

出獲得に結びつくことが示唆されているのである。そして “ chas t i t y”の持つ力を

信じた the  La dy は、 Sabr ina  と無意識的に繋がり、成熟したキリスト教信仰者

として認められることになる。  

第四章においては、“ chas t i t y”の聖書的な意味に着目し、A Mask では一度も言

及されない “ cha r i t y”との関連について Chri s t ian  Doc tr ine を用いて言及した。th e  

Lady は、 “ chas t i t y”の力のみでは Co mus を完全に退けることはできない。しか

しながら、Chris t ian  Doc tr ine における “ cha s t i t y”に着目すると、男女を精神的に

結びつける結婚の徳として定義づけられていることが明らかとなった。 A Mask
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の終盤に結婚を祝うイメージが描かれていたように、A Mask における “ chas t i t y”

は結婚の重要な徳として描かれており、同時に “ chas t i t y”を象徴する Sabr ina も

同様の徳を備えていると言える。一方 Chr is t ian  Doc tr ine における “ cha r i t y”の徳

が、A Mask においては Sabr ina に表されており、Sabr ina は “ chas t i t y”を象徴する

とともに、 “ cha r i t y”も兼ね備えた川の守り神であると言える。一方 t he  La dy は

仮面劇を通して、 “ t emperance” ( chas t i t y)、 “ pa t ience”という順に徳を高次元のも

のへと発展させる。そして “ chas t i t y”だけでは退けられない誘惑を、最終的に  

“ cha r i ty”を備えた Sabr i na が  “ bapt i s m”  でもって、the  Lady を、キリスト教を信

仰する「成人」と認めることで救出するのである。  

第五章では、本作品がギリシア・ローマ神話の要素が多分に描かれているの

に対し、作品終盤に登場する Sabr ina にキリスト教的要素が備わり、Chr is t を想

起させる存在であることを確認した。本研究では、予表の考え方を用いて、

Sabr ina が極めて Chr is t に近い範例的存在として描かれていることについて検

証 し た 。 そ の こ と を 示 す も の と し て 、 the  La dy 救 出 の 過 程 で で 登 場 す る

“ haemony”、 “ cha r iot”、 “ bapt i s m”に注目した。 “ haemony”、 “ cha r i ot”、 “ bapt i s m”

が そ れ ぞ れ C hr i s t を 暗 示 さ せ る も の で あ り 、 t he  Lady を 完 全 に 救 出 す る  

Sabr ina  に集約されていた。また、誘惑者 Comus は、 t he  La dy の弟たちの襲撃

によって、完全に撃退されたのではなく逃走する。そして、Sabr ina ができるこ

とは、Comus の魔力こそ解くことであるため、最終的に C hr is t による救済を必

要となる。そのため、Sabr ina が C hr is t を想起させるキリスト教的要素を多分に

備えた川の守り神であると言える。  

第六章においては、今までに論じてきた A Mask のテーマを念頭に置きつつ、

Mil t on を男権論者として批判したと言われる Wool f の The  Voyage  Out と A Mask

を比較検証した。 The  Voyage Out における Wool f が受けた M il t on からの影響は

多く見られるものの、Wool f の反応は、肯定とも否定ともとることができる描

き方もしている。作品の誤読のために、 Rachel は死に至るものの、 Rachel が

Mil t on の描く男性の暴力的支配に虐げられる女性の守り神 Sabr ina に救いを求

めていたことは明らかであった。Wool f 自身も過去の男性による暴力的支配に

悩み、Rache l にその苦悩を投影していた。Wool f 自身も Sabr i na を演じたことか

ら、Sabr ina に救済の道を求めていたと考えることもできる。しかしながら、当
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時 Mil t on を受容することが、容易ではなく、結局 Rachel の死という形で作品

は終わる。Rache l は、A Mask の t he  La dy と類似するのだが、 the  Lady のように

家族と再会することもできず、結婚も実らず、宗教でさえも捨て去り、 A Mask

の結末とは正反対の結果となる。その一方で、Wool f は現実世界では、苦しみ

ながらも結婚し、作家 Virgi nia  Wool f として誕生するのである。このことが、

Wool f が Mil t on を不安ながらも受容したことを示していると言える。  

 以上の各章の結論をまとめて、本論文の結論とする。Mil ton は Poems におい

て、A Mask を集大成の作品と位置付けた。集大成となる作品に見られるキリス

ト教の範例的存在として、 Sabr ina と t he  Lady を作り上げた。特に C hr is t によ

る救済を想起させるような存在として Sabr ina は the  Lady を救出する。それは、

Mil t on 以前の作家の描く Sabr i na 像とは一線を画すものであり、女性同士の連

帯を強調するものであった。そして Mil t on の考える救済のテーマは「水」であ

る。水の精である Sabr ina は、 the  Lady を “ bapt i s m”でもって C omus の魔力から

解放した。Mil t on が本作品で “ bapt i s m”を用いたことにも意図があった。それは、

男女共に平等に施すことのできる救済的行為であると Mi l t on が考えていたか

らだ。  

そして t he  Lady による一貫した “ chas t i t y”の希求によって、“ chas t i t y”の象徴た

る Sabr ina が登場し、 t he  Lady は救出される。 J ung の理論を用いても、「水」は

否定的な自分との対面をすることになるものではあるが、その先には救済があ

ることも明らかにした。そして、 J ung が説明しているように、 Sabr ina と t h e  

At t endan t  S pi r i t は両親代わりの存在であることには異論はない。  

しかしながら、洗礼親では “ bapt i s m”を行えない。そこで Sabr ina には別の役

割が付与されている可能性が生じる。それは、 Chr is t を想起させるような行為

すなわち “ cha r i t y”を思わせるような行為でもって、困難にあるものを救うとい

う救世主的役割である。A Mask においては、劇のテーマがゆえに、本来 “ cha r i ty”

となるべき箇所が “ chas t i t y”に置き換わっている。しかしながら、 Sabr ina に

“ cha r i ty”を想起させるような行為を描くことで、劇という装置を巧みに使い、

観客に視覚を通じて “ cha r i t y”を示した。また、“ cha r i ty”には罪を覆う力がある。

それゆえ、 the  La dy は、一旦は C omus の甘言に陥るものの、“ chas t i t y”の力を信

じ、 “ pa t ience”を備えた女性であるとして、 Sabr ina に “ bapt i s m”でもって罪を雪
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がれ、キリスト教を信仰できる成人であると認められるのである。  

Mi l t onは、女性を軽んじることなく、徳のある女性には賞賛の意を表し、Chr is t

のような範例的存在として Sabr ina と the  Lady を描いていった。しかしながら、

自らの経験、時代によって写し出される Mil t on 像に苦しめられ、その影響を曖

昧ながらも受容していった作家として Wool f が挙げられる。Woolf は女性の不

安、苦痛を主人公 Rache l に投影させ、最終的に死に至らせるものの、Wool f も

また Sabr ina を呼びだす詩歌に救済の手を求めていた。このように、Wool f も不

安を抱えながらも、Mil t on の描いた Sabr i na に救いを求め、共感したのである。  

Mi l t on は、自身の前期の集大成となる作品で、女性を主人公とし、女性にも

Chr is t のような徳を備えていることを示したのである。そして、 Sabr ina や the  

Lady にみられる真のキリスト教徒に備わるべき徳を、後の作品 Parad ise  Los t、

Paradise  Regain ’d、 Samson  Agonis te s でも描き続けていったのである。  
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