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至高の愛を得ることができる。性愛は、私たち
に創造的徳へと変容できるエネルギーを与える」
（Existentialists  and  Mystics  416）と信じている。
マードックは、試練を経てジュリアンへの性愛が
彼女への無私の愛へと変容し、自分に罪をきせた
レイチェルを許し、周囲の人を思いやる人になっ
たブラッドリーを描くことによって自分の信念を
伝えている。
物語が完成したという達成感と、ジュリアンは
永遠にこの物語の中で生き続けるという思いに
よって、ブラッドリーは自己の執着から解き放た
れていったと推察される。彼は、過去を悔み、明

日を思い悩むことを止めて、現在を大切に生きる
という気持ちになる。苦悩と試練を経なければ得
られないと言われ、ほとんどの人間にとって到達
不可能な最終段階である「自我の死」、自我の超
克に近い境地に彼が至ったと考えられる。
無実の罪で獄に繋がれながら、この物語を執筆

する彼の姿は、皮を剥がれて苦しむマルシュアス
の姿と重なる。力を出し切って物語を書き上げ、
全てを受け入れているブラッドリーの心境は、精
一杯生き、笑顔を浮かべて死んでいったマードッ
クの考えるマルシュアスの境地（自我の死）に近
いものである。
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Kestrels  and  Storks: 
A  Defence  of  Murdoch’s  ‘Self-Deluding’  Faith 

in  the  Sovereignty  of  Good

Paul  Hullah

This  new  paper  seeks  to  explicate,  clarify,  and  to  a  certain  extent  defend  Iris  Murdoch’s  
notorious  and  fundamental  keystone  belief  in  the  sovereignty  of  goodness,  and  discuss  her  
considered,  consistent  reverence  for  goodness  over  ‘God’.  Here,  I  address  and  examine  the  
‘sovereignty  of  good’  as  a  concept,  rather  than  analyze  and  decode  the  important  book  of  
that  name,  though  it  is,  of  course,  expedient  and  necessary  to  refer  in  some  detail  to  that  
work,  in  order  to  extract  some  basic  points  of  Murdoch’s  intellectual  position  in  this  area.

Simultaneously,  I  endeavour  here  to  demonstrate  that  Murdoch’s  championing  of  this  
relatively  down-to-earth,  commonsensical,  Zen-inspired,  and  very  humanistic  worldview  
was,  of  its  time  ─  the  1970s:  heyday  of  linguistic  gymnastics  and  semiotics  ─  both  
controversial  and  challenging.  I  suspect  （in  fact,  I  am  certain）  that  Murdoch  knew  this,  
and  this  fact  might  well  have  considerably  strengthened  her  resolve  to  nail  her  colours  to  
the  mast  of  such  a  philosophical  flagship  throughout  her  long  career  as  a  multi-faceted  
writer  of  novels,  philosophical  essays,  and  verse.  I  offer  evidence  for  this  opinion  too.  

Murdoch’s  philosophy  of  good  remains  controversial  today,  regarded  as  naïve  and  
overly  simplistic  by  a  number  of  seemingly  insecure,  rather  supercilious  philosophers  
deemed  to  be  more  ‘professional’  than  Murdoch  was  and  still  is  （I  think  unfairly）  
supposed  to  be.  In  this  paper,  I  specifically  address  the  forthright  criticisms  of  the  ‘self-
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deluding’  Murdochian  vision  made  by  the  former  Oxford  don  John  Carey  in  his  （otherwise  
excellent  and  imminently  readable）  study,  What  Good  Are  The  Arts?  （2005）.  I  do  so  
firstly  by  reference  to  Murdoch’s  own  philosophical  works  （particularly  The  Sovereignty  of  
Good  （1970））,  and  then  by  analyzing  ‘John  Sees  A  Stork  At  Zamorra’,  a  fascinating  and  
（like  her  philosophy）  deceptively-simple  short  poem  of  Murdoch’s,  which  can  be  found  in  
my  own  and  Professor  Yozo  Muroya’s  authorized  Poems  by  Iris  Murdoch  （1997）.  

Only  recently,  Professor  Kieran  Setiya,  ethics  and  epistemology  specialist  in  the  
Department  of  Linguistics  and  Philosophy  at  MIT,  has  thrown  down  a  gauntlet,  stating  
that:  ‘If  Murdoch  is  to  speak  more  audibly  . . .  so  that  she  cannot  be  ignored,  her  ideas  
must  be  reframed  as  interventions  in  existing  disputes,  her  arguments  must  be  recovered,  
and  her  conclusions  made  clear.  With  notable  exceptions,  few  have  taken  up  this  task;  
there  is  a  lot  to  be  done.’  I  have  decided  to  pick  up  that  gauntlet,  and  I  take  up  that  
task  in  this  paper,  attempting  to  do  something  good  along  the  way.

寄稿欄

アン・ロー先生の講義を聴講して

小　野　順　子

私は、2014年9月から2015年7月までロンドンに
滞在し、キングストン大学でロー先生のマードッ
クの小説についての講義を聴講しました。週1回
2時間、30単位の授業です。それは、マードック
の小説を歴史的、文学的、社会的な背景の中で捉
え、彼女の小説を深く理解することを目指してい
ます。前年は、学部の学生は25人でしたが、私が
聴講した年は、6人でした。さらに博士号習得を
目指す人、研究者も参加していました。9月から3
月まで、講義とセミナーで、4月から6月は、自主
学習でエッセイを提出します。
授業では、1～2週かけて一冊の本を扱いまし
た。本、副読本や資料を前もって読んでいる
ことを前提に講義が行われ、さらに議論をしま
した。本は『網のなか』、『砂の城』、『良きひ
とと善きひと』、『天使たちの時』、『言葉の子』
『海よ、海』、『善き弟子』、『ブラック・プリン
ス』です。副読本として、Existentialists  and  

Mystics、Metaphysics  as  a  Guide  to  Moralsの
中のその時読んでいる本に関連した論文、ロー
先生の The  Visual  Arts  and  the  Novels  of  Iris  

Murdoch,  “Policemen  in  a  Search  Team:  Iris  

Murdoch’s  The  Black  Prince  and  Ian  McEwan’s  

Atonement”などを読みました。
授業の一環としてパメラ・オズボーン先生によ
る「マードックの遺産」についての講演もありま
した。大学に併設されているマードック・アーカ
イブスを見学しました。さらに小説に出てくる絵
を鑑賞するためにナショナル・ギャラリーに行き
ました。絵は、『鐘』、のヒロイン、ドーラが深い
感銘を受けたゲインズバラの『蝶を追う画家の娘
たち』、『神聖で俗な愛の機械』のハリエットが張
り裂けるような思いに捕らわれたジョルジョーネ
の『聖アントニウスと聖ゲオルギウス』、と『良
きひとと善きひと』のリチャードとポーラにとっ
て官能のあかしであるブロンジーノの『ビーナス
とキューピットの寓意』です。ロー先生は小説の


