
ミ ル ト ン と 植 物

植 木 敏

「失楽園」は聖書の創世紀を根底と しての詩的創作であることは云 うまでもない。これ

を素材として,文 学 としての生命を吹きこむにあたって,宗 教 ・神学 ・言語 ・無韻詩形 ・

ラテン的 リズム ・哲学 ・科学 ・宇宙論 ・人間観などが混入,消 化,調 和 され詩人としての

ミル トンがあの宗教的情熱で支えられなければこの作品は生れてこなかったであろう。 し

か らば,植 物がこの詩のなかでどのような効用を生み出しているであろうか。すべてをア

レゴ リーだと片ずけて しまうことに躊躇せざるをえない。

植物について云えば,ル ネッサンス時代 とロマン主義時代 との間に差異がある。という

のは,ロ マン主義時代は想像の時代である。換言すれば,感 情を重視する時代でもある。

たとえば,ワ ーズワースの 「黄水仙に寄する歌」か ら受ける読者の心象とミル トンの 「失

楽園」の植物一 種類は何んであってもよいが一 か ら受ける心象 とは自ら異なるところ

があるであろう。この差異は二人の詩人が想像力にどれほどの価値観を与えたかという点

に帰することができよう。 ミル トンは,ワ ーズワース以上に想像力を駆使する必要はな く,

人間 ・植物 ・鉱物などを含めた神の創造 した世界一 エ リザベス朝時代の文人の考えた世

界一 に光を照 らした点にあったであろう。つまり,人 間の利益のために象徴を前に押 し

出 し道徳を指摘することにあった① と云えよう。想像とは,ブ レイク的表現に置きかえれ

ば,人 間の魂のなかに働 く神であるとも考えられ,コ ウル リッジ的定義であれば,無 限 と

か神の永遠の創作活動を 有限な精神のなかで 反覆することとも考えられていた。 ところ

が,ロ マン派の詩人たちに較べ,想 像をさほど重要視 しなかったエ リザベス朝の詩人たち

は,そ の起源が宗教と考えられ るアレゴ リーとい う手法を駆使 している。 これはその時々

の状況を説明するのには誠に便利であ り,作 品の意味を読者に訴えることもできるという

メリットを もっていると云えよ う。

たとえば,ダ ンテにおいてアレゴ リーは三つの型に分類される。第一はliteralその もの

であり,第 二はアレゴ リー的であって,こ れは物語の外衣の下に偽装 され,真 実は美 しい

作 り事の下にか くされている。第三は教訓的であ り,第 四はすべての意味を越えた神秘的

解釈であるとして,ダ ンテは第二の分類に該当するとJohnMacQueenは 述べている②。

元来,ア レゴ リーはギ リシャの哲学から影響を うけた理論だが,文 学者たちの文学への実

践は哲学者たちが うけるよりは緩慢であると考え られているが,定 義としては前出の分類

に必ず しも従うわけにいかない場合がある。

ところが,ギ リシャ,ラ テンのア レゴ リーとい う詩的理論 も,ル ネ ッサンス期の前後に

おいて大規模のアレゴ リー理論へ発展 していった。この時にダンテ,ス ペンサーの詩作活

動がこのアレゴ リーを迎えたのである。全面的とは云えないまでも,ダ ンテ,ス ペンサー

の影響を うけている ミル トンは彼等の作品を通 じて何 らかの反映があった筈である。例え

ば,こ こに取 り上げる 「失楽園」 においてどのようなア レゴ リーを駆使 しているか,全 部

がそうであるのか,一 部分がそうであるのかを跡づけていこうと思 う。
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「失楽 園」 はなん と云 って も非 現実 的な材 料か ら成 り立 ってい る。 また,ミ ル トンは,

一 筋 に模 傲の道 を進 んでい くよ うな詩 人で はない。 いかな る事 物を詩 のなか に投 入す るに

して も,消 化 と調和 の作用が 必ず お こなわ れて い るので あ る。 こ こに植物 だ けを この理論

の 中心 と して 限定 しよ うとす るこ とは容易 でな い と思われ るが,一 筋 にア レゴ リーへ の癒

着 で あ ると断定 しがた い ところ もあ る。

この ア レゴ リーは,隠 喩で もあ り,象 徴主義 で もあ り,こ れ らの三 つの修辞 法 には明確

な区別 を確 立す るこ との不可能 な場 合が多 くあ る。従 って,或 る ものが どの よ うな意味 を

もっか,宗 教の場 において どの よ うな教訓 を与え るかを考 え るこ とも許 され て いいので は

なか ろ うか。

そ もそ も,ミ ル トンの ア レゴ リー は,次 の詩 句の なか に彼 の詩 的態 度を よみ とる ことが

で きるで あろ う。

Butknowthatinthesoul

Aremanylesserfacultiesthatserve

Reasonaschief;amongthesefancynext

Herofficeholds;ofallexternalthings,

Whichthefivewatchfulsensesrepresent,

Sheformsimaginations,airyshapes,

Whichreasonjoiningordisjoiningframes

Allwhatweaffirmorwhatdeny,andcall

Ourknowledgeoropinion.(P.L.V.100-8}

しか し,こ の考 え方 は彼独 自の ものでは な く当時 熟知 され てい た常 識で あ るこ とは言 う

まで もな い。

さて,「 失 楽 園」 の なかで我 々が 数え得 る種類 の植物 に 出会 うので あ る。想像 的所産 の

植物 を除 いて,一 つづ つ とって みて も未 知の植 物は ないので あ るが,ミ ル トンが どのよ う

に して,こ れ らの植物 を詩 のなか に配 置 して い るのか。 「失楽 園」 を書 いたその頃 にすで

に全盲 にな って い た彼 が それ ほど明確 に植物 を記憶 して いたので あ ろ うか。 記憶 して いた

か否 か にか かわ らず,こ れ らの植 物の配 置には,ミ ル トンの基本 的概念 と して の調和 の精

神 が働 いて い る。色,香 とい った ものを 心の なか深 く抱 いて,感 覚を通 して外面 に出 した

結 果な のであ る。 しか し,彼 は生来弱視,全 盲 を経験 したの で,「 失 楽園」 を書 いた時点

で どの くらい植物 に対 す る感覚 が役 立 ったか も疑 わ しい。

そ うすれ ば,ど のよ うな感 覚的媒 質 によ って書 かれた もので あろ うか。 植物 に関す る限

り,ギ リシャ ・ロー マの古典,聖 書,イ ギ リスの同時代 の書物,微 かな記憶 が大部分 を 占

めて い るよ うに理 解 され る。植物 も,そ れが 「本物」 で あろ うと 「つ くりもの」で あ ろ う

と,大 宇 宙或 は自然 のなかの一 部で あ り,し か も ミル トンの詩 の本命 とも云 うべ き詩 語 との

調和 を保 って い るこ とにも部分 的 に意義が 見 出せ る。 「失 楽園」 に劇的 要素 を含 んで い る

とい うこ とは屡 々批 評家 たちの指摘 す る ところであ るが,散 文 中にお け ると同様 に,劇 で

あ る 「サ ムソ ン ・アゴニ ステ ィズ」 は個 人的 に或 は政 治的 には ア レゴ リーを 創造す ること

は考 え もせず,ま た シェー クス ピアに も挑戦 して お らな い③ とい った不統一 も見 られ る。

まず,ば ら 野 ば らの ことだが で あ るが,彼 の用 いて い るのは,

Day,orthesweetapproachofev'normorn,

Orsightofvernalbloom,orsummerrose(P.L.皿.42-3)
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と か,ま た 他 の と こ ろ で は

Nowmornherrosystepsinth'easternclime

Advancing,sowedtheearthwithorientpearl. (P.L.V.1-2)

Inyonderspringofrosesintermixed

Withmyrtle(P.L.IX218>

が 見 出 され る の で あ る。 こ の 上 段 の 詩Jはmorn(morning)を 主 体 と して,朝 を 叙 述 し

て い る ア レゴ リー の 内 包 的 な 擬 人 化 の 一 種 で あ る。 即 ち夜 が 明 け そ め て,空 が 薄 赤 色 を 呈

し,地 が そ の 陽 光 に 照 ら さ れ 始 め て の ア ダ ム の 平 和 な 精 神 状 態 を 書 か ん と す る筆 致 の 華 麗

な と こ ろ で あ る 。 特 にrosyと い う形 容 詩 の 前 置 は 色 を 重 要 視 して い る と 解 さ れ る 。 こ の

よ う な 平 和 な 精 神 状 態 と は,ミ ル トン の 意 図 す る 愛 の 象 徴 と も な る の で あ る 。 そ も そ も,

ば ら は,ダ ン テ,ス ペ ン サ ー に も 用 い られ て い る数 多 く の 詩 人 の 詩 的 常 套 手 段 た る も の で

あ る。 ま た 同 時 代 の シ ェ ー ク ス ピ ア に お け る

Butearthlierhappyistherosedistilled

Thanthatwhich,witheringonthevirginthorn,

Grows,lives,anddiesinsingleblessedness

(AMidsummerNight'sDream,1,1.76)

の 科 白 の な か で は,ば ら の 孤 独 性 か ら幸 福 の 死 を も 象 徴 して い る が,ミ ル トン に お い て は

必 ず し も そ う で あ る と は 云 い き れ な い 。 日 本 流 に 云 え ば,美 し い も の に 対 す る も の の あ わ

れ を 表 現 す る。 し か し,こ れ が 全 部 で あ る と は 云 い が た い の で あ る。 ま た,青 春 と 美 の 象

徴 と して あ げ て い る こ と に も 触 れ て な い と は 断 言 で き な い 。

英 詩 の な か で,ば ら ほ ど 象 徴 に 使 用 され る植 物 は な い で あ ろ う。 古 代 よ り そ の 美,芳

香,深 紅 色,は て は ば ら の 叢 の トゲ へ と 関 聯 づ け られ,そ れ が 中 世 に な る と そ の 範 囲 が 拡

大 さ れ 美 と 卓 越 徳 へ と,そ して そ れ を 具 備 し た 男 女 へ と な っ て い く。

と こ ろ で,前 掲 のsummerrose(P.L.皿43)はshrubを な して 地 に 育 つ 場 合 が 多 い

の で,詩 の な か に 現 わ れ る 単 独 の ば ら は 数 が 少 く,聴 覚 視 覚,嗅 覚,触 覚,味 感 が 渾 然

一一体 と な っ た ば ら を 想 起 さ せ て い た で あ ろ う し
,つ ぎ の

butthough

Revisit'stnottheseeyes,thatrollinvain

Tofindthypiercingray,andfindnodawn;

Sothickadropserenehathquenchedtheirorbs,

Ordimsuffusionveiled.(P.L.皿.22-6)

に お い て 盲 目 に な っ た 当 時 と して は,詩 心 を 忘 れ ず,古 典 詩 は 暗 請 し う る ほ ど に 心 の 奥 深

く残 っ て い る と い っ た 心 境 を 述 べ,自 然 の 陽 光 に 照 ら さ れ た 植 物 と して で は な く,宗 教 的

な 意 味 に お い て ば ら を 取 扱 う と 企 て られ て い る 。 そ して 「夏 」 を 前 置 し た の は 喜 悦 を 引 き

出 す も の と す る。 こ れ は あ く ま で`feedonthoughts'を 中 心 に した も の で あ る 。

次 に 葡 萄 へ 移 ろ う 。

..,overwhichthemantlingvine

Laysforthherpurplegrape,andgentlycreeps

Luxuriant.(P.L.IV,259-60)

は 実 に 美 しい 情 景 を 述 べ て い るが,逞 しい 繁 茂 と 蔓 の 這 い 廻 る 葡 萄 の 鮮 か な 色 に 触 れ て い
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る。果実 の真紅色 によ って葉緑 色 との醸 し出す美を ここにひ き出 して い る。 ここで は,葡

萄か ら深紅 色,不 死或は神 の飲 料即 ちネ クターを意味す ることになって くる。

また,葡 萄 とか葡 萄の蔓 は,聖 書 のなか に度 々繰返 され る月並み な語 であ り,ミ ル トン

にあ ってはvineは,

Ortheyledthevine

Towedherelm;shesprousedabouthimtwines

Hermarriageablearms,andwithherbrings

Herdrow'r,tax'adoptedclusters,toadorn

Hisbarrenleaves(P.L.V.215-8)

か ら読 み と られ るよ うに,木 と葡萄が結婚 す るとい う表現 は,ア ダム とイヴの結婚す るこ

とを意味す るア レゴ リーの部分 には い り,彼 女 の連 子で ある葡萄 の房を捧 げ るとい う女体

の一 部の表現 は実は ミル トンの創造で はな く,ヴ アー ジルや ホ レイスのすで に使 われた詩

句 ですで に彼 の心 のなか にあ った。彼 は全部暗調 していた と云 われて いたか らすで に彼 の

知 識 とな って いた と理解 され る。古典派 作家 には常 識 とな って いたのだが,こ の知識が基

盤 となって想 像の世界 を飛翔 して い るので ある。 つ ま りア レゴ リー には,事 実 に基 くもの

と,単 に言 葉の上だ けであ る場合が あ るが,こ れ は言葉上 のア レゴ リーに包含 され る もの

であ ろ う。

前 出のSibmaの 地名は ヨル ダンの彼方 にあ り.葡 萄裁 培で有 名だ とされて いた。 この

地名 は当時では知識 人の間で は珍 ら しくはなか った。再 び繰 返すが,彼 の説 く想像 の基 盤

には知識 とか意見(知 識以前 の根拠 的 な事実)が あって,そ れが想像 の翼 にの って我 々に

迫 って くるので あ る。 もちろん理性 の関所 を通 らな けれ ばな らない。

葡 萄は単独 で用い られ るのみな らずfigと かfig-treeと パ ラレルに使用 され ることもあ

る。 その一 例 と して,

Socounseledhe,andbothtogetherwent

Intothethickestwood;theresoontheychose

Thefig-tree,notthatkindforfruitrenowned,

ButsuchasatthisdaytoIndiansknown

InMalabarorDeccanspreadsherarms

Branchingsobroadandlong,...(P.L.IX.1099--1104)

をみ ると,Malabarは イン ドの西南部 の端 にあ るが,Lockwoodに よれ ばHeylynの 「宇

宙形 状詩」(1657)か らの知識 で あ り,DeccanもMalabarの 北 の イン ドの一 地方で あ り同

じ著者か らの知識で あ る。即 ち二 つ とも書籍 か ら得て彼 の もの とな った知識は,こ の書物

が流布本 とな って いたため に,古 典 的詩勧 においては詩 のfeelingを 破壊 す るほどの邪魔

とは な らず,ア ダム とイヴの二人 の姿を浮彫 に し,後 述す るが,罪 と恥 じらいを隠す 姿が描

き出 され一 幅の絵 の もつ美を再現 して いる技術 の偉大 さを 認め るに躊躇 は しな い。 また,

Herbosom,swellingsweet;andthesescarceblown,

Forthflourishedthicktheclust'ringvine,forthcrept

Theswellinggourd,upstoodthecornyreed

Embattledinherfield.(P.L.VII.319-22)

について云 えば,こ の第七 巻は ラフ ァエ ロが アダムか らせが まれ るままに天地 創造の経過

を語 るところであ る。従 って天地創造 の物語 につ いて 想像は天 か ら地上へ,戦 争か ら平和
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へ と 駈 け 巡 っ て ゆ く。 そ して ,こ の 地 上 こ そ は,`thisfloridearth'(=thisfloweryearth

P.L.VII.90)で あ り,従 っ て 花 を 美 な る も の と して 自 然 を 表 現 し,総 括 的 ア レ ゴ リー の

形 を と っ て い る。 ま たtheflow'rofheav'n(P.L.316)も そ の 類 似 的 な も の で あ る 。 そ

の 後 に お い て 花 が 咲 い た 場 合 の 葡 萄,ひ ょ う た ん,に 異 っ た 色 を も 暗 示 さ せ,穀 物 の 茂 り

は7人 間 の 食 関 係 と 密 接 な 関 係 を 有 して い る た め に 豊 饒 を 意 味 して い る 。

そ して,

theretheeagleandthestork

Oncliffsandcedartotheireyriesbuild(P.L.VII.423--4)

カ∫Ouraerybuildethinthecedar'stop(Shakespeare,Richard皿[1.3.264)

と の 類 似 性 に 目 を つ け て,ア メ リカ の あ る 批 評 家 な ら 直 ち に ミル トン が シ ェ ー ク ス ピ ア か

ら の 借 用 と 断 定 す る 批 評 態 度 は 私 は と り た くな い 。 も ち ろ ん 時 代 的 に み れ ば,Richard皿

(1593-4)とParadiseLost(1658-63)と の 間 に 約60年 の 開 き が あ る か ら論 文 と し て の 興

味 は あ る で あ ろ う。 と い う の は 詩 人 の 使 用 す る 詩 語 の 選 択 に は 時 代 を 問 わ ず 同 じよ う な 発

想 が 生 じ る の が 常 で あ る か ら だ 。 ま た 洋 の 東 西 を 問 わ ず こ の 発 想 は 偶 然 に も 一 致 す る も の

で あ る。 絵 画 の 世 界 に も こ う い っ た 例 は あ る も の で あ る 。

と こ ろ で,種 類 は 数 種 あ る で あ ろ うが,常 緑 樹 のcedar(ヒ マ ラ ヤ ス ギ)を 添 え て い

る 。 こ の 樹 は 常 緑 樹 で あ る か ら,不 朽,永 遠 と い う 意 味 を 内 蔵 し,わ しを あ し ら い 大 地 の

揺 ぎ な き 雄 大 な 情 景 を 現 出 さ して い る 。 換 言 す れ ば,東 洋 的 な 美 の 世 界 で も あ ろ う。

ま た,Thegardenstretchessouthward./lnthemidst/Acedarspreadshisdarken・

greenlayers/ofShade.(AlfredTennyson:TheGardenDaughter)と かThevoice

oftheLordbreakeththecedars;yea,theLordbreakeththecedarsofLebanon ....

ThevoiceoftheLordmakeththehindstocalve ,anddiscovereththeforests:andin

histempledotheveryonespeakofhisglory.(Psalms)な ど を ミル ト ン の 詩 勧 と 比 較

検 討 して み る と常 緑 樹 の ヒ マ ラ ヤ ス ギ が 枝 を 拡 げ て い る 様 は 雄 大 な 風 景 の な か の 添 景 の 役

目 を 果 す よ う試 み られ て い る 。 詩 篇 に お け る ヒ マ ラ ヤ ス ギ,特 に ル バ ノ ン の ヒ マ ラ ヤ ス ギ

と 神 と の 接 触 は ミル トン の 脳 裡 に 深 く潜 在 意 識 と な っ て い る の で は な い か と 思 う。

ま た,詩 篇thevoiceoftheLordbreakeththecedarsに お い て も ミル トン の 表 現 と

相 通 じ る こ の 巨 大 な 樹 木 を 傷 つ け る と か 或 は 倒 す と か,或 は そ の 枝 を 払 う と か は 神 の 偉 大

な る 業 を 我 々 に 感 ぜ しめ,ま た,

Nearerhedrew,andmanyawalktraversed

Ofstateliestcovert,cedar,pine,orpalm.(P.L.IX.434-5}

に お い て 魔 王(サ タ ン)と 巨 大 な 樹 木 と 対 比 を 示 し な が ら も,ア ダ ム と イ ヴ を 静 か に 見 守

る 神 に も似 た 巨 大 な 樹 木 を こ こ に 見 る こ と が で き る 。 ま た,

Byhisprescriptasanctuaryisframed

Ofcedar,overlaidwithgold,therein(1'.L.XII249-50)

に 見 ら れ る ヒ マ ラ ヤ ス ギ は1不 朽 性 の よ っ て 来 る 堅 質 と 非 腐 敗 性 の た め に 建 材 と して 用 途

が 広 い が,聖 書 に は ど う し た こ と か こ の ヒ マ ラ ヤ ス ギ が 用 い られ な い と い う の が 当 時 の 習

慣 で あ っ た が,な ぜ ミル ト ン は こ の よ う な 表 現 を と っ た か,ambiguityと す る 批 評 家 も い

る に は い る が,不 朽 性 と 神 性 を も っ て い る と い っ た 点 か ら は あ ま り詮 議 立 て す る 必 要 も な

い で あ ろ う か と 思 わ れ る 。
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次 に 樫 と か 山 の 松 に つ い て で あ る が,ミ ル トン の 歌 う

aswhenheaven'sfire

f-iathscathedtheforestoaksormountainpines(Y.1_,1.fi12)

の な か のoakで あ が,イ ギ リ ス お よ び ヨpッ パ で は 有 名 な 森 林 樹 で あ る が 主 と して 木

材 に 使 用 さ れ,acornと も 呼 ば れ る 種 類 で あ る 。 英 詩 の 世 界 で は8世 紀 以 来 用 い ら れ て お

り,oakが 単 独 で 用 い られ る 場 合 と,他 の 樹 木 と 共 に 用 い られoaksorfir(P.L.VI.

574)と の 使 用 が あ り,ま た 色 を 添 え てblackoak,whiteoak,blueoak,scarletoak,

evergreenoakと して,ま た 他 の 名 詞 を 前 に 置 い てforestoakと かmountainoakと か,

は て は 地 名 を 冠 してItalianoakと か,感 情 的 に はweepingoakの 例 を み る 。

こ の よ う な 詩 語 を 前 提 と して 「失 楽 園 」 の 詩 勧 を 眺 め る と,

andwaveyourtops,yepines,

Witheveryplant.,insignofworshipwave.{Y.L.V.193--4)

Coverrne,yepines,

Yecedars,withinnumerableboughs

Hideme,whereImayneverseethemore.(Y.L.IX1088-90)

前 者 で は 創 造 主 へ の 讃 辞 に 松 を 用 い て 呼 び か け,後 者 で は ア ダ ム は イ ヴ が 林 檎 の 実 を 食 べ

堕 落 の 事 実 を 認 め,妻 へ の 愛1青 の た め に 妻 と と も に 滅 び よ う と い う 夫 婦 愛 の 至 高 の 決 意 を

述 べ る 前 に 恥 じ ら い の た め に ヒ マ ラ ヤ ス ギ に 隠 せ よ と樹 に 向 っ て 呼 び か け る の で あ る。 も

ち ろ ん 黙 示 録(6-16)か ら のechoは 十 分 に 認 め られ る が,こ れ ら の 二 つ の 詩 繭 は 決 して

使 用 の 不 自 然 さ を 我 々 に 与 え る ど こ ろ か む し ろ 逆 で,却 っ て 詩 が 迫 力 を も っ て 我 々 に 迫 っ

て く る の で あ る 。 ロ マ ン 派 詩 人 た ち へ の 影 響 は こ の よ う な 詩 的 能 力 の い た ら し め る と こ ろ

で あ ろ う。

再 び 樫 お よ び 松 に つ い て 云 え ば,サ タ ン は 天 使 た ち と 燃 え る 湖 に 横 た わ っ て い る 。 彼 は

神 の 永 遠 の 栄 光 か ら 突 き 放 さ れ て い る 。 そ して,`yetfaithfulhowthcystood'(P.L.1.

611)の 状 況 の 比 輸 と して,theforestoaksormountainpinesが 天 の 火 に よ っ て 痛 め つ け

ら れ た よ う に と して 書 か れ て い る 。 ま っ た く樫 や 松 が 強 靱 で あ る こ と を 示 して い る よ う で

あ る 。 ゲ ン テ の 「神 曲 」 の 地 獄 篇 に お い て は,森 若 木,大 木,樹 木 の 繁 りを も っ て 背 景

と して い る の と比 較 し て,か な り の 具 体 性 を 帯 び て い る 。

次 に,不 凋 花(し ば ま ぬ 花)はamarantと かamaranthと か い い,結 局fadelessflower

の こ と で あ る。 こ の 花 は17世 紀 頃 に 英 詩 に 顔 を 出 して い る 植 物 で あ る。 美 と 正 義 を 象 徴

し,葉 が 美 しい た め に 装 飾 用 に 供 さ れ る 花 で,そ の 色 が 紫 色 と 黄 色 が 普 通 と さ れ て い る 。

Immortalamarant,aflow'rwhichonce

InParadise,fastbytheTreeofLife

Begantobloom.(Y.L.III352)

に お け るamarant,ま た

Flow'rswerethecouch,

Pansies,andviolets,andasphodel

Andhyancinth,earth'sfreshestsoftestlap.(P.1,.IX.1039-41)

に お け るasphode1も 同 じ よ う に 不 凋 花 で あ る。amarant(he)が 想 像 か ら造 り 出 さ れ,こ

の 紫 色 と 董 色 の 花 の 冠 は 義 と す る 生 活 の 神 か ら 与 え ら れ た 報 酬 を 象 徴 す る こ と が 時 々 あ る
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の に 対 し て,後 者 は ギ リ シ ャ神 話 に 出 て く る 百 合 科 に 属 す る極 楽 に 咲 く と い う不 死 の 花 で

あ り,詩 人 た ち の 用 法 に 従 え ば 死 者 が 食 す る と い う天 国 の 牧 場 に 咲 く花 で あ る 。 前 者 が 事

実 で あ る に 対 して 後 者 は 事 実 で は な い 。

次 に,

andastheywent,

Shadedwithbranchingpalm,eachorderbright

Sungtriumph,andhimsungvictoriousKing,

Son,Heir,andLord,tohimdominiongiv'n

Worthiest.toreign(P.L.VI884--8}

の な か のpalmの ア レ ゴ リー は,黙 示 録9-9に も 出 て い る 樹 木 で あ り,こ の 詩 勧 の 文 脈

か ら す れ ば 勝 利 を 象 徴 す る の は 明 か す ぎ る ほ ど 明 ら か で あ る 。

次 の,

OnAdamlastthusjudgmenthepronounced

"Becausethouhasthearkenedtothevoiceofthywife
,

Andeatenofthetreeconcerningwhich

Ichargedthee,saying,"Thoushaltnoteatthereof,"

Cursedisthegroundforthysake;thouinsorrow

Shalteatthereofallthedaysofthylife;

Thornsalsoandthistlesitshallbringtheeforth

Unbid,andthoushalteatth'herbofthefield;(Y.1..X.197-204)

に は 神 が 神 の 子 を 遣 わ し て,神 の 子 に 宣 告 を くだ す と こ ろ で あ る が,こ の 場 合thorns(イ

バ ラ)とthistles(ア ザ ミ)を 並 列 して 書 い て い る 。 聖 書 の な か に は 少 数 見 出 し う る が,

thornsは も と も と`anythingthatcausespain,griefortrouble'を 意 味 し,ミ ル トン に

よ れ ば あ ら ゆ る 色 の 花 を つ け て 野 に 咲 い て い る 。 こ れ に 対 して 聖 書 の な か で はthorns

andthistlesは`thornsandthistlesshallitbringforth(Gen,3.18)と な っ て お り,

我 々 の 記 憶 を 甦 み が え ら せ て く る と い う 意 味 に 解 せ られ る 。 こ れ は`withoutthornthe

rose'(P.L.IV.256)と 対 照 的 に 論 ぜ られ る こ と が あ る 。 時 代 的 に ば ら を み る と 刺 の な

い ば ら も あ っ た の で は な い か と い う 議 論 ま で 飛 び 出 して い る。 そ して 対 句 に な っ て い る

thistlesは こ の 場 所 と コ ー マ ス(352)に 見 出 せ る 語 で,ミ ル トン は 余 り 好 ま な か っ た の で

は な い だ ろ う か 。 こ の 植 物 に は 有 毒 な,不 健 全 な と い う意 味 を 含 ん で い る の で,た だ 単 に

頭 韻 の た あ に 対 句 と して 用 い られ た の で あ ろ う。

「失 楽 園 」 に 出 て い る 植 物 は ア レ ゴ リー 的 本 質 に 立 脚 した も の も あ り,た だ 単 に 道 具 立

て と し て 植 物 を 羅 列 した と こ ろ も あ り,何 れ に し て も 五 つ の 感 覚 即 ち 聴 覚,視 覚(=色

彩),嗅 覚,味 感 か ら植 物 を 感 得 し,そ の 上 消 化,同 化 して そ の 後 肉 をFOqに 変 ず る と い う

基 本 的 な 原 則 を 固 持 して い た た め で あ ろ う④。 ま た,茨 を も つ カ イ ー ノ と ダ ン テ は 歌 っ て

い る が,こ の 場 合 地 獄 篇 か ら の 影 響 を も ろ に か ぶ っ て い る と は 云 え な い の で は な い か 。

再 び,「 失 楽 園 」 の 花 の 問 題 に 戻 る の で あ る が,ダ ン テ に お い て も そ う で あ る よ う に,

全 篇 に 亘 っ て 度 々 繰 返 さ れ て い る 。 本 筋 を は な れ る が,ミ ル トン の"OntheDeathofa

FairInfant"の 冒 頭 に あ る`Ofairestflower,nosoonerblownbutblasted...'に お い て

は,Bush⑤ は,`ThePassionatePilgrim'(1599)(WiUiamJaggardの 出 版 した 詩 集)に

お け る`Sweetrose,fairflower,untimelyplucked,soonvaded,/Pluckedinthebud,
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andvadedinthespring....'と 同様 に因襲 的な ものであ ると し,ま たParker⑥ は この作

品 には自信 を もって いた ことだ し,そ のた めに 複雑 な 詩形 を 考 えてい るが,た だ 感情 を

伝え るためにpoetryを 創 りあげず にpoemを 作 って しまった とい う。 またSpenserの
`bl

ossomofyouththatsighisblownawayandblasted'と 比較 すれば 自 ら理解 で きる

で あろ うと云 って い る。勿論花 は青 春を意味 す るだ ろ うが,「 失楽 園」 の花は花 であ って

も花咲 く野原 と して我 々の眼前 に浮ぴ あが るよ う読 ま させ てい る。 つま り複数概念 か ら一

体性 を持 たせ る方 が古典的解釈 と しては 当を得 てい るで あろ う。 即 ち`Flow'rsworthy

ofParadise'と か`theopenfield'と の関聯 において理 解が得 られ るであ ろ う。 楽 園を

展望す る雄大 な る景観 と して,`aflowerwhichonce/InParadise,/fastbytheTreeof

Lifebegantobloom/(P.L.皿.353-5)と 詠 い,花 の咲 き乱 れ る野原 と して我 々の脳 中

に焼 きつ け られ,ま た多 くの甘 き果実(P.L.IV.423)を つけ る樹木を考 え させ られ,

この果実 は ネクター(神 酒,お い しい飲 物)(P.L.IX.838)へ と発展 し,神 の飲物,不

死の食物,天 使 の飲み物,紅 玉色 を した飲料へ と意味 の拡大 をはか り,そ の樹 木を して葡

萄の樹 木,蔓 を想起 させ る。 そ して この甘美 な果 物,ネ クターは ダンテにお ける浄福 の境

地 の意味 と通 じるものが あ る。

次に 「失楽 園」一巻 よ り十二 巻 において魔王がみ たア ダム とイヴの新夫婦 の生活(P.L.

IV。296-311)の 至高 の幸福 と平和 を あたか も象徴す るご と く,四 巻 および それ に引 き続

いて いろい ろの植物 が配 置 され てい る。鈴掛 の木,月 桂樹,天 人花,ア カ ンサ ス,あ やめ ,

ば ら,素 馨 董,ク ロ ッカス,ヒ ヤ シンス,カ ー ネイシ ョン,百 合,い ば ら,あ ざみ,大

きな樹 木 と して樫,杉,縦,し ゅろ(一 勝利 または喜 びの象徴),比 較 的中程度 では葡萄

な どであ る。 ところで羅列 とい っては語弊が あ るか も しれ ないが,紫 色,白 色,赤 色,黄

色 な ど多彩 の色 を もって我 々に迫 って くる。 だが,晩 年 ミル トンが 肉眼 を もって 見た植物

一 草 木 ,花 を含 めて一 が あ ったで あろ うか。記憶 を辿 り,書 物 を読 み,人 の話 を聞 き

これ ほ ど美の世界 を我 々に示 した努力 に対 しては古典派詩 人の偉大 さをつ くづ く知 らされ

る。 ワー ズ ワー スの よ うに直接肉眼 を通 して見て想像 力を駆使 してい るが,両 者 の間には

植物 に関 して も差 異が生 じ,ブ レイクの云 う通 りこの差 異 こそが芸術作 品 にあ らわれて く

る。 想像 力が 知識以外 に過度 にな ると空想 といわれ て も弁護 の余地 もない。植物 を とって

みて も,見 えざ る眼で植物 の姿を捉 え ることが 出来 な くな った時 点では,そ の一部 に ア レ

ゴ リー とい う表現方 法 に自己を没入 しなけれ ばな らなか った ので あ る。

これ につ いて,ミ ル トンは000の下 に種 々の能 力が あ って理性 を首 長 と して霊 に仕え,こ

れ らの能 力の問に想像が位 置 し,鋭 敏 な五官が心 のなか にもた らすすべて の外 的事 物を材

料 と して,想 像は心象 と空 形を作 って,そ れを理性 が共 に働 くか 働か ざる ときもあ り,ミ

ル トンが肯定 す るものまた否定す るものを造 り出す。 これを 知識 または意 見 と呼⑦ ぶ と云

って い るが,こ れは決 して彼独 自で編 み 出 した詩 の理 論で はな く,当 時 まで伝承 された理

論 で あ る。 この理論 を簡単 にすれ ば詩のなか に散 在す る植物 は彼の知識で もあ り,意 見で

もあ る。 だか ら,植 物 は広 地域 の植物 で あ り,イ ギ リスで 見 られ る普通 の植物 あ り,常 緑

樹 あ り,一 年 草あ り多年草 あ り,無 数 とい うわけではな いが実 に色彩が豊富 であ り,詩 の

添 景 と しては,詩 人の感情 を盛 りあげ るの に十分 であ り,そ れ ほ ど不 自然 さを我 々に与 え

ることな く,ロ マン派 の詩 人の見逃 す ことの 出来 ない要素を多分 に含 んで い る。 結果的 に

は ア レゴ リ的含意が あ るたあ に却 って詩 その ものの重厚性を増 す手助 けを してい る。
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