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品が1作、というふうに、マードックが描く、ス
トレートではない愛のパターンを挙げていくと、
彼女の作品世界に描かれる同性愛的傾向をもつ女
性たちの数は、決して少なくはない。マードック
はなぜ、いろいろな小説にレズビアン的な傾向を
みせるマイナーキャラクターを登場させたのか。
その意義を考える一端を、１つの作品に登場する
レズビアンが3人ともっとも多い『ユニコーン』
に探った。
『ユニコーン』は寓話とアレゴリーに満ちたゴ
シック小説仕立ての小説である。荒涼としたゲイ
ズ邸に幽閉される美しき女主人ハナ、彼女の親戚
であり女中頭であり看守であるヴァイオレット、
そして何者かにだまされるようにこの館にガヴァ
ネスとしてやってきたマリアン。この3人の濃厚
な愛の描写が意図するものは何なのか。発表では
主に鏡と女性に関するブラム・ダイクストラの議
論を援用し、この作品に描かれているレズビアニ

ズムが、吸血鬼にたとえられる女主人ハナの、極
度に肥大化した自己愛の倒錯した投影方法であっ
たこと、すなわち、偽りの愛であったことを明ら
かにした。小説の結末に用意されたハナの死とゲ
イズ邸におけるコミュニティの崩壊は、偽りの愛
が招いた当然の結果なのである。
マードックも人生において何人かの女性を愛し

た。とくにフィリッパ・フットとの50年に及ぶ関
係は、彼女にとって、異性との恋愛関係において
は経験しなかったほどの苦しみや喜びを伴う深い
ものであったようである。マードックが作品にあ
まり多くのレズビアンを描かなかったのは、レズ
ビアンとしての彼女自身が、自己愛にとりつかれ
たエゴイスティックで低次の愛を、プラトン的な
高次の愛に引き上げることに大きすぎる葛藤を抱
えていたからなのではないか。そう示唆して発表
を終えた。

（会員）
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Also  the  Problem  of  Truth: 
Murdochian  Murmurs  of  Browning

Dr.  Paul  Hullah

There  is  no  sure  method  of  gauging  these  things,  but  I  would  wager  that  Iris  Murdoch  
was  one  of  the  most  widely  read,  if  not  the  most  widely  read  author  writing  in  English  
in  the  twentieth  century.  The  untold  incalculable  breadth  of  her  knowledge  of  the  works  
of  other  writers  of  all  centuries  and  nationalities  clearly  colors  her  own  literary  output  
and  the  wide-ranging  polished  worldview(s)  we  may  identify  pullulating  therein.  That  her  
own  writing  and  thinking  remains  patently  original  under  the  weight  of  such  substantial  
input  is  an  amazing  tribute  to  her  own  intelligence  and  intellect.  Of  course,  she  feels  the  
weight  of  tradition,  but  displays,  I  think  not  Bloom’s  anxiety  of  influence  but  a  positive  
delight  in  influence  absorbed  and  deftly  re-ordered  to  match  her  own  intensely  personal  
agenda  and  goals  as  a  philosophical  creative  talent.  As  Eliot  said,  bad  writers  imitate,  
good  writers  steal:  he  meant  stealing  as  a  good  thing,  and  Murdoch  is  the  most  astute  of  
artful  thieves,  following  Eliot’s  prescription  of  making  what  she  borrows  better  and  new.

Eclecticism  governs.  Thus  a  single  page  of  a  Murdoch  novel  may  cite  the  names  
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or  works  of  2  or  3  seemingly  disparate  artists.  A  single  page  of  one  of  her  rich  
philosophical  studies  may  cite  10  or  12.  Likewise,  mentioning  no  names  in  this  case,  a  
Murdoch  poem,  I  believe,  nevertheless  often  openly ‘references’ 2  or  3  poets  that  have  
come  before  and  played  some  part  in  the  new  Murdochian  work’s  conception,  language,  
imagery  and  indeed  raison  d’etre.  The  same  group  of  poets  tends  to  crop  up,  in  particular  
the  five  first-  and  second-generation  authors  of  the  English  Romantic  movement  in  
literature:  Blake,  Wordsworth,  Coleridge,  Keats,  Shelley,  and  Byron.  

In  this  new  paper,  taking  my  cue  from  a  single  discrete  reference  embedded  in  
the  narrative  of  Murdoch’s  last  novel  Jackson’s  Dilemma  (1995),  I  will  argue  that  the  
precocious  and  controversial  Victorian  poet  Robert  Browning  might  be  an  important  
and  logical  additional  touchstone  (and,  perhaps,  in  some  ways  a  terminus)  to  fuller  and  
further  comprehension  of  Murdoch’s  poetic  and  philosophical  vision  as  it  developed  and  
broadened  into  focus  during  the  course  of  her  career  as  an  author.  Initially  offering  
a  cautious  close  reading  of  Browning’s  loaded  and  enigmatic  poem ‘The  Last  Ride  
Together’(1855),  crucially  and  significantly  (I  will  show)  cited  in  the  text  of  Jackson’s  
Dilemma,  I  will  endeavor  to  protract  and  project  certain  of  that  work’s  detectable  themes  
onto  the  canvas  of  Murdoch’s  vision  as  I  have  selected  to  sketch  it  in  previous  papers  
I  have  produced  regarding  one  of  the  twentieth  century’s  most  intricate,  erudite,  elegant,  
elaborate,  and  remarkably  sophisticated  writers.  

（会員）
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「世界文学としての『苦海浄土』──石牟礼とウルフ」

榎本　眞理子

石牟礼道子の『苦海浄土』は水俣病とその裁判
の記録と誤解されがちである。しかしこのテクス
トの真の価値は、「道子弁」による患者とその家
族の思いの表出、往時の水俣の、山や海の美しい
自然、そこに棲息する神々や、陸と海の生き物と
の調和に満ちた世界で生きることの本質が描き出
されているところにある。そこには、この俗世界
を支えているハレの世界、「もう一つのこの世」
が描き出されている。精神を病んでどこへともな
くさまよっていってしまう石牟礼の祖母は、孫と
だけは心が通じ合った。祖母のことが分かる石牟
礼は「この世と意識が反りかえってしまう」人で

あり、「悶え神」として水俣の苦しむ人々の思い
をわがこととして書き記した。その世界では時間
も空間も歪み、ねじれ、自他の境界も曖昧にな
る。そのようにして、石牟礼は Trinh T. Minh-ha

の言う「優越者の立場に立たない語り」を実践し
ている。
近代小説にはない石牟礼の独特の時間と空間の

描き方は「交錯し重合する多次元的な時間」であ
り、「多次元空間」である。 ここにおいて石牟礼
は、20世紀以来の実験的な作家と共通点を持つ。
それら一見奇矯な時間・空間認識の方法は、実は
文学のみの特権ではなく、我々が普通に生きて行


