
＿ 10 ＿

themselves  united  by  the  common  denominator  of  their  aim  to  oppose  logical  positivism  
and  “rediscover  the  virtue”.  

If  this  is  the  general  framework,  it  is  highly  significant  to  focus  on  three  theoretical  
threads  intertwined  in  Iris  Murdoch’s  work,  the  individual,  Good  and  virtue:  the  
Philosopher  considers  how  the  subject,  through  the  exercise  of  virtue  in  daily  life,  
establishes  a  relationship  with  the  Good,  understood  in  a  Platonistic  way  as  impersonal  
and  transcendent.

Distancing  herself  from  Behaviourism,  Murdoch’s  first  step  is  that  of  demonstrating  
the  existence  of  the  inner  life:  seeking  to  provide  a  realistic  image  of  the  individual,  
Murdoch  asserts  that  the  subject  is  selfish  by  nature,  his  psyche  is  characterized  by  a  
relentless  system  continuously  devoted  to  taking  care  of  its  own  interests.  Not  only  must  
ethics  relate  to  the  whole  individual,  but  it  must  also  possess  virtue  as  its  central  pivot:  
virtue  is  the  only  one  that  “pierces  the  veil”  of  the  subject’s  selfishness,  so  that  he  may  
have  a  relationship  with  reality  and  may  perceive  the  Good  as  transcendent.  Finally,  
retrieving  the  ontological  proof  of  Anselm,  Murdoch  demonstrates  that  nothing  is  more  
important  in  philosophy  and  theology  than  the  idea  of  Good.  

Within  the  present-day  debate,  Iris  Murdoch,  like  Paul  Ricoeur,  defends  the  theory  
that  ethics  should  not  be  confined  to  the  sphere  of  the  normative  dimension.  For  her,  
ethics  is  not  primarily  a  theory  of  duty;  it  is,  rather,  a  theory  of  the  knowledge  of  
reality:  an  ethical  life  depends  on  how  we  view  reality,  things  and  others.  Murdoch,  in  a  
preliminary  way,  invites  us  to  test  the  pertinence  of  our  pre-comprehensions  and  prejudices 
（which  we  often  assume  in  an  a-critical  manner  from  the  current  e-thos）:  only  in  this  
way  can  we  reach  the  most  correct  level  of  knowledge  possible,  which  corresponds  to  the  
reality  of  facts,  and  which  is  capable  of  orienting  our  moral  behaviour.

研究発表要約

Are  Iris  Murdoch’s  foxes  Japanese? 
Kitsuné  myth  and  Zen  Buddhism   

in  The  Philosopher’s  Pupil  and  The  Message  to  the  Planet

Fiona  Tomkinson

This  paper  advances  the  hypothesis  that  Iris  Murdoch  was  making  use  of  Japanese  
kitsuné  myth  in  her  references  to  foxes  in  The  Philosopher’s  Pupil,  The  Message  to  the  
Planet,  The  Book  and  the  Brotherhood  and  perhaps  also,  more  fleetingly,  in  earlier  works  
such  as  Henry  and  Cato  and  The  Black  Prince.    

The  Philosopher’s  Pupil,  like  a  number  of  Murdoch’s  novels,  makes  a  number  of  
references  to  Japan:  Stella’s  father  in  Tokyo  has  given  her  a  netsuke  collection;  Rozanov  
has  a  Japanese  doctor;  there  is  a  Japanese  vase  in  the  Slipper  House.  The  novel  is  
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転化。どれも貴重なお話であった。
学会終了後、大学横のアイビーホール（青学会
館）にて懇親会が行われた。野中先生、そして海
外からいらした発表者お二人のご参加を得ること

もでき、英語と日本語が入り混じる約2時間の楽
しいひとときがもたれた。開催校委員を引き受け
るのは初めてで、至らないところも多々あったと
思う。皆様方のあたたかなご協力に感謝したい。

特別講演要約

アイリス・マードックの衝撃

野　中　　　涼

私がマードックの小説に奇妙な衝撃を受けたの
は1960年代の終わり頃です。当時高く評価されて
いたモダニズムの作品とちがって、風変わりな人
物がたくさん登場することに驚きましたが、語り
手がたえず何かを誤解するために、物語が次つぎ
思いがけない方向へ展開して、おそろしく複雑に
錯綜する状況が生みだされることにも驚きまし
た。
たとえば『網のなか』のジェイクは、パリ祭の
群衆に恋人の姿を見かけて追いかけ、追いつき、
声をかけると、それがまったく別人だったと知っ
て唖然とする。ベストセラーを狙うだけの凡作と
思いながら英訳してやっていたフランス人作家
が、あるときゴンクール賞をもらったと知って、
大変なショックを受ける。そういう思いちがい、
思いこみ、思いすごしの誤解の場面が、あまりに
多かったのです。
しかも彼女の語り口は、しばしば読者を瞬間的
に誤解させ、戸惑わせて、微笑をさそう。『鐘』
のドーラは、混みあった汽車の中で、老婦人が
立っているのを見ると「席は絶対ゆずらないわ」
と決心したとたんに、さっと立ちあがって、「ど
うぞ、ここにお座りください。私はすぐ降ります
ので」と笑顔で言う。『ブラック・プリンス』の
主人公は冒頭で、旅支度をととのえ、さあタク
シーを呼ぼうとすると、座って少し考えてみたく
なってしまって、「こういう癖をロシア人は一つ
の慣習だなんて得意がっているそうだ」とつぶや
きます。語りの戸惑いとも呼びたいこの癖は、似

た例にドストエフスキーの癖がすぐ思い浮かびま
すが、そこに影響関係があると示唆したのかどう
かはわかりません。
さらに人物たちの行動に常軌を逸している場合

が多い。『海よ、海』のチャールズ・アロビーな
どは、ストーカーのように人妻を待ち伏せした
り、台所の窓をこじ開けて侵入したり、ついには
拉致監禁までする。この厚かましい振る舞いはま
た『源氏物語』に似ていて、光源氏もよくまあ途
方もないことを平然とやってのけるなと思うとこ
ろがありますから、影響関係というより、かなり
大胆不敵な想像力のふてぶてしさをどちらも共通
に備えていた、と推定してみたくなります。
ところでマードックは、サルトル論や倫理哲学

の論考で、現実の複雑性、偶然性、還元不可能性
にもっと留意して表現すべきだ、と主張していま
した。これもモダニズム心酔者には一つの新鮮な
衝撃でした。彼女は人物たちに誤解の紆余曲折を
たどらせることで、いかにも自然に現実の混沌を
描きだし、ユーモラスだったり、怪奇的だった
り、神秘的だったりする物語性豊かなフィクショ
ンの創作を可能にしていたわけです。
しかし威勢のいい論考の批判文には、いくぶ

ん性急な思いすごしの誤解がありはしなかった
か、という気が私などはしています。サルトルは
現実の還元不可能性を許せないので「現実は敵
だ、他者とは地獄だ、などと言う」とにがにがし
く指摘するけれども、彼の想像力論が認識作用
のメカニズムの限界を真剣に論究していたこと
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にはなぜ目をつぶったのか。ケインズやムーア
の ‘Sincerity’ をロマンティシズムのあやまちだ
と否定するけれども、彼女が敬意をもって肯定す
るシモ̶ヌ・ヴェイユの ‘Attention’ とどこがど
う違うと言えるのか。プラトンの洞窟の比喩や、
ピュロンの判断中止の懐疑主義以来、人間は現実

を正確に認識できないというペシミズムが、ヨー
ロッパの思想史に長く一貫して継承されてきた重
要な主題であるのを考えると、彼女の ‘Good’ や 

‘Perfection’ の理念はその系譜のうちのどこにど
う位置づけられるものなのか。

研究発表要約

The ‘Insider  Outsider’ in  Iris  Murdoch’s  Bruno’s  Dream 
and  Kazuo  Ishiguro’s  The  Remains  of  the  Day

Wendy  Jones  Nakanishi

This  article  compares  two  novels  whose  theme  is  the  reflections  and  regrets  of  a  
lonely  male  protagonist.  In  Bruno’s  Dream （1969）,  it  is  Bruno,  a  sick  old  man  nearing  
death.  In  The  Remains  of  the  Day （1990）,  it  is  the  butler  Stevens  who,  preoccupied  with  
his  work,  has  always  kept  to  himself  and  now  discovers  a  longing  to  establish  human  
contact  with  others.  Both  are  depicted  as  essentially  alone.  In  the  drama  of  life  they  are  
spectators  rather  than  actors.  They  are ‘insider  outsiders’.  

The  sense  of  alienation  Bruno  and  Stevens  experience  is  so  acutely  described  because  
they  are  the  creation  of  authors  who  were ‘insider  outsiders’ themselves:  inhabiting  
England  but  not  native  to  it.  Iris  Murdoch  was  born  in  Ireland  and  taken  to  England  as  a  
baby.  Kazuo  Ishiguro  was  born  in  Japan  but  has  lived  in  Britain  since  he  was  six  years  
old.  

Ishiguro  has  often  admitted  impatience  with  critics  who  try  to  identify  him  as  a  
Japanese  writer  simply  because  he  was  born  in  Japan.  At  the  same  time,  he  has  claimed  
that  in  The  Remains  of  the  Day  he  could  write  as  an  author ‘more  English  than  English,’ 
able  to  produce  a  pastiche  portrait  of  a ‘mythic  England’ because  of  the ‘ironic  distance’ 
he  knew  existed  between  him  and  native  Englishmen.  

Similarly,  it  has  been  suggested  that  Murdoch  also  straddled  two  cultural  heritages  
as  an  Anglo-Irish  writer: ‘a  people  with  a  dual  identity,  seeing  themselves  in  some  sense  
as  both  the  true  Irish  and  the  true  English,  while  being  regarded  as  neither,  and  as  
outsiders’.  Nationality  was  a  sensitive  issue  for  Murdoch.  She  set  two  of  her  novels  of  
the  ’60s  in  Ireland  and  always  professed  herself  proud  to  be  Irish.  But  many  thought  
Murdoch  had  no  more  valid  claim  to  Irish  nationality  than  Americans  who  had  migrated  
from  Ireland  centuries  earlier.  It  may  be  that  it  is  how  Murdoch  thought  of  herself  that  is  
important.

In  writing  The  Remains  of  the  Day  Ishiguro  has  said  he  made  a  conscious  decision  
to  do  a  book  set  outside  Japan  because  he  wanted  to  be  a  writer  who  tackled  universal  
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物それぞれが主役となり、描出される図式に注目
すると、人間関係の渦巻の連鎖が螺旋、組紐など
聖書写本『ケルズの書』の抽象文様の世界をス
トーリーの運びによって描出しようとする、マー
ドックの技法が読み取れる。
かつてジョイスは『フィネガンズ・ウェイク』
で実験的言語を駆使して『ケルズの書』の宇宙の
イメージを表現しようと試みた。ジョイスとはた
がいに、きわめて異質の作家であるマードック
は、渦巻状をなす抽象的な形象の絡まり合いが、
次第に中心を移動させつつ連続してゆく世界の秩
序をストーリーによって表現することを試みたと
考察される。
マードックは「連続性」の概念を次のように表
現している。ローズはジェラードへの「憧憬と
愛」において善意の人であり、連続性の世界の住
人であると述べ、一方ジィーンは、クリモンドと
共に連続性の世界の外側の偶発性をはらんだ実世
界に生きているという。
かねてマードックは絵画など芸術作品を援用
して作品のメッセージを提示するのだが、本作
品ではマチスの絵画『ダンス』（Succession）のメ

タファーによって「連続性」を象徴した。またク
リモンドをヒンドゥー教のナタラージャ（踊るシ
ヴァ神）で象徴しようとしたものは、ヒンドゥー
教の重要な特徴である「宗教的寛容の精神」であ
ろう。ティマーがダンカンとの偶発的な愛の衝動
の結果、被った精神的打撃により、「古い神」へ
の信仰の喪失を体験したが、キルケゴールや、サ
ン・ファン・デラ・クルスを読み、次第に救われ
てゆくプロセスを描いて、マードックは他者認識
を可能にする「寛容」の精神が小説論の基本にあ
ることを表明している。この作品中に『ケルズの
書』の intertextualityは随所に散見できるが、『ケ
ルズの書復刻版』の序文で U.エーコが、「未完
の書であるが今後も連続して書き続けることが期
待される哲学的大作の典型」であると述べたよう
に、本作品でもジェラードとクリモンドが「現代
の善と魂」に関する思索の書を、今後も連続して
書き続けるだろうとの予感を提示して、小説はこ
こで閉じている。
本作品は、同性婚や宗教的寛容の精神など、時
代の抱えている問題を先取りしながら、それを超
える普遍的な世界観を提示している。
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IRIS  MURDOCH  AND   
THE  WOMEN  PHILOSOPHERS  AT  OXFORD

Ester  Monteleone

In  the  nineteen  forties  «there  was  a  remarkable  generation  of  women  philosophers»:  
their  work  «was  distinguished  both  for  their  deep  moral  seriousness  and  by  a  willingness  
to  engage  with  real-world  problems,  going  beyond  the  narrow  limits  which  linguistic  
philosophy  had  set  for  itself.  This  work  remained  true  to  the  spirit  of  Wittgenstein’s  quest  
to  free  philosophy  from  the  paralysing  effect  of ‘systems’».  This  is  how  Mary  Midgley  
describes  the  Oxford  of  the  first  half  of  the  twentieth  century,  highlighting  the  crucial  role  
played  by  some  thinkers  in  order  to  free  philosophy  from  the  paralysing  effects  of  logical  
positivism.  Refusing  universal  knowledge,  opposing  totalitarian,  unifying  logos,  stepping  
back  from  the  model  of  rationality  that  had  dominated  the  western  philosophical  tradition,  
Elizabeth  Anscombe,  Iris  Murdoch,  Philippa  Foot,  Mary  Midgley,  Mary  Warnock  found  


