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1 .  序 論  

 会 話 的 推意 ( c o n ve r sa t i o na l  i m p l i c a t u re ) と い う概 念 は 哲学 者 ポ ール ・ グ ライ ス が

提唱 し た もの で あ る。 会 話 的推 意 の 理論 は もと もと セ ン スデ ー タ 説に 基 づ く知 覚 の 理

論を そ れ への 批 判 から 擁 護 する た め に打 ち 出さ れ ( G r i c e  1 9 6 1) 、 1 96 7 年の ウ ィ リア

ム・ ジ ェ イム ズ 記 念 連 続 講 演に お い ては 、 私た ちの 日 常 的な 言 語 使用 に 着 目し て 哲 学

的思 考 を 展開 す る いわ ゆ る 日常 言 語 学派 の 哲学 にお け る 重要 な 方 法論 と し て語 ら れ る

よう に な ると と も に ( G r i c e  1 9 67 ) 、 より 体 系 化 され た か たち に 整 えら れ る こと と な っ

た ( G r i c e  1 9 7 5a ) 。  

 本 稿 で は、 会 話 的推 意 の 理論 が グ ライ ス にと って い か なる 意 義 を持 つ も ので あ っ た

のか 、 会 話的 推 意 とい う 概 念を グ ラ イス は どの よう に 捉 え、 そ し て個 々 の 発話 の 事 例

にお け る 会話 的 推 意の 導 出 がど の よ うに な され ると 考 え てい た の か 、 さ ら にそ の よ う



にし て 明 らか に な った グ ラ イス に と って の 会話 的推 意 の 理論 が い かな る 問 題を 抱 え て

いる の か を論 じ て いく 。  

 結 論 を 先取 り す るな ら ば 、会 話 的 推意 の 理論 はグ ラ イ スに と っ て何 よ り も発 話 が も

たら す 伝 達内 容 か らい わ ば 「夾 雑 物 」を 排 除し て言 葉 の 意味 を 正 確に 捉 え るた め の 理

論で あ っ た。 そ れ ゆえ グ ラ イス は 、 個々 の 事例 にお け る 会話 的 推 意の 導 出 その も の に

強い 関 心 を持 っ て いた わ け では な く 、こ の 点に おい て グ ライ ス 以 後の 語 用 論に お い て

会話 的 推 意に 着 目 して き た 多く の 論 者と は 異な る態 度 を 取っ て い たと 考 え られ る 。 こ

のこ と は 会話 的 推 意と い う 概念 そ の もの の 理解 につ い て も影 響 を 及ぼ す 。 とい う の も、

会話 的 推 意そ の も のは 言 語 的事 象 で ある に して も、 し か し グ ラ イ スは 会 話 的推 意 を も

たら す 諸 条件 を 言 語的 な 活 動に 特 有 のも の と見 なし て は いな い の であ る 。 グラ イ ス に

とっ て 、 会話 的 推 意の 理 論 は、 あ る 意味 で は言 語理 論 で はな か っ たと さ え 言え る 。 グ

ライ ス の 哲学 に お いて 、 会 話的 推 意 の理 論 はむ しろ 行 為 論や 心 の 哲学 に お いて 適 切 に

位置 づ け られ る も の さ れ て いる の だ 。  

 以 下 で はま ず 第 二節 で グ ライ ス が そも そ もど のよ う な 目的 か ら 会話 的 推 意の 理 論 を

作り 上 げ たの か を 論じ る 。 続い て 第 三節 で はグ ライ ス が 会話 的 推 意と い う 概念 を 話 し

手の 意 図 とい う 概 念の も と で理 解 し てい た こと を確 認 す る。 さ ら に第 四 節 では 意 図 と

いう 概 念 を経 由 す るこ と で 、会 話 的 推意 の 理論 がい か に グラ イ ス の心 理 論 の枠 内 で 捉

えら れ る こと に な るの か を 論じ る 。 最後 に 第五 節で は 、 そう し た グラ イ ス の理 論 が 持

つ問 題 点 と私 自 身 の代 案 、 そし て そ れぞ れ がグ ライ ス の 哲学 の 全 体像 に 照 らし て 持 つ

意義 に つ いて 述 べ る。  

 

2 .  哲 学の 方 法 とし て の 会話 的 推 意の 理 論  

 グ ラ イ スの 会 話 的推 意 の 理論 が 語 られ て いる 文献 と し ては 、 1 96 7 年の ウ ィ リア

ム・ ジ ェ イム ズ 記 念連 続 講 演の 一 部 をな す 「論 理と 会 話 」 ( “ L o g i c  a n d  

Co n ve r s a t i o n” ) がよ く 知 られ て い る 1 。だ が実 際 にグ ラ イ スが 会 話 的推 意 の 理論 を 初

めて 提 唱 した の は 、そ れ に 先立 つ 19 6 1 年の 論 文「 知 覚 の因 果 説 」 ( “ T he  C a u s a l  

T h e o r y  o f  Pe rc e p t i o n” ) で あ っ た。  

 グ ラ イ スは 広 く 「知 覚 の 因果 説 」 と呼 び うる 哲学 説 を 大き く 四 つの タ イ プに 分 類 し

てい る ( G r i c e  1 96 1 ,  p p .  2 2 4 - 2 2 5) が 、 実質 的 に 議論 の 対 象と な る のは そ の うち の ひ

とつ の み であ り 、 それ は セ ンス デ ー タ ( s e n s e -d a t u m ) と いう 概 念 に依 拠 し たも の で あ

る。 そ の 立場 に よ ると 、 物 質的 対 象 （机 や 木な ど、 一 般 的に 私 た ちが 知 覚 して い る と

考え ら れ てい る 対 象） を 知 覚す る と はど う いう こと か を 解明 す る ため に は 、そ の 知 覚



に含 ま れ るセ ン ス デー タ に 対し て 知 覚対 象 が持 つ因 果 的 な役 割 に 目を 向 け ない と な ら

ない と さ れる 。  

セン ス デ ータ に 関 して は い わゆ る 「 錯覚 論 法」 を通 じ て 理解 す る のが わ か りや す

いだ ろ う 。真 っ す ぐな 棒 を 水に 差 し 込む と 、水 と空 気 と の光 の 屈 折率 の 違 いに よ っ て、

その 棒 は 曲が っ て 見え る 。 だが こ の とき 、 当然 のこ と な がら 棒 そ のも の は 真っ す ぐ な

まま で あ る。 棒 そ のも の が 真っ す ぐ でか つ 曲が って い る と考 え る と矛 盾 が 生じ る た め、

私た ち が 曲が っ た 棒を 見 て いる と き 、「 棒 以 外 の何 か 」 が曲 が っ てい る と 言わ ざ る を

得な い 。 ここ で 導 入さ れ る のが 「 セ ンス デ ータ 」で 、 私 たち は 実 際に は 棒 その も の で

はな く 棒 のセ ン ス デー タ を 見て い る ので あ り、 その セ ン スデ ー タ が曲 が っ てい る の だ

と考 え ら れる こ と にな る 。 さら に 、 錯覚 が 生じ てい る 場 合の 知 覚 とそ う で ない 場 合 の

知覚 を 区 別す る 明 確な 方 法 はな い と いう こ とか ら、 通 常 の知 覚 に おい て も 実際 に は 私

たち は 対 象そ の も のを 知 覚 して い る わけ で はな く、 直 接 的に は セ ンス デ ー タを 知 覚 し

て い る に す ぎ な い 、 と 幾 人 か の 哲 学 者 が 当 時 主 張 し て い た ( P r i c e ,  1 93 2 ;  Ay e r  1 9 40 ) 。  

グラ イ ス は、 セ ン スデ ー タ がモ ノ と して 存 在す ると い う 考え 方 は うま く い かず 、

「こ れ こ れは 私 に は青 く 見 える 」 の よう な 言明 に対 応 し て青 の セ ンス デ ー タが 措 定 さ

れ 、「 私 に は椅 子 があ る よ うに 感 じ る」 の よ う な言 明 に 対応 し て 椅子 の セ ンス デ ー タ

が措 定 さ れる と い った か た ちで 、 一 種の テ クニ カル タ ー ムと し て 「セ ン ス デー タ 」 と

いう 言 葉 は定 義 さ れる も の と考 え て いた 。 しか しこ れ に は日 常 言 語に 根 差 した 反 論 が

あり う る とも グ ラ イス は 想 定す る 。 例え ば 明ら かに 青 い もの （ 青 空な ど ） が目 の 前 に

ある と き に、 私 た ちは 普 通 「空 が 青 く 見 え る
、、、

」 とは 言 わ ない 。 端 的に 「 空 が青 い 」 と

言う だ ろ う。 日 常 言語 に 立 脚し た 哲 学の も とで は、 こ の とき 「 空 が青 く 見 える 」 は 適

切に 用 い られ 得 な いの で 、 そう し た 言明 と 対応 させ て 青 のセ ン ス デー タ な るも の を 導

入す る こ とも 不 適 切と さ れ るこ と に なる だ ろう 。そ う す ると 、 青 のセ ン ス デー タ は 結

局の と こ ろ、 明 ら かに 青 い もの と 対 面し て いる とき に は 導入 で き ず、 青 い かど う か に

疑い の 余 地が あ る もの と 対 面し て い ると き にの み導 入 さ れる も の とな る 。 しか し こ れ

では 、 セ ンス デ ー タと い う 概念 に 期 待さ れ る働 きは で き なく な る 。  

会話 的 推 意の 理 論 はこ の 文 脈で 登 場 した 。 確か に真 っ 青 な空 を 前 にし て 「 空が 青

く見 え る 」と は 適 切に 言 え ない 。 し かし グ ライ スは 、 こ こで の 「 適切 に 言 えな い 」 は

あく ま で 、「そ う した 発 話 をす れ ば 不適 切 な 会 話的 推 意 が生 じ る 」と い う こと で あ り、

「そ う し た発 話 を すれ ば 『 青い 』 と いう 言 葉の 意味 に 反 する こ と にな る 」 とい う こ と

では な い と考 え る ので あ る 2 。  

G r i c e  (1 9 6 7) で は 、こ う し た議 論 がよ り 一 般的 な哲 学 的 方法 論 と して 語 り 直さ れ る 。



グラ イ ス の考 え で は、 日 常 言語 に 着 目す る 哲学 者た ち は 、日 常 的 な言 語 使 用に こ だ わ

るあ ま り 、発 話 に よっ て も たら さ れ る会 話 的推 意に 関 す る事 実 と 発話 に 含 まれ る 語 そ

のも の の 意味 に 関 する 事 実 を混 同 し 、前 者 に依 拠し て 後 者に 関 す る帰 結 を 引き 出 し て

いる 。 会 話的 推 意 の理 論 は そう し た 「行 き 過ぎ 」を 戒 め 、会 話 的 推意 に 惑 わさ れ る こ

とな く 言 葉の 意 味 その も の に目 を 向 ける た めの 枠組 み と して 構 想 され て い る 3 。  

この こ と から わ か るよ う に 、グ ラ イ スに と って 会話 的 推 意は そ れ 自体 が 説 明す べ

き言 語 現 象と さ れ てい た と いう よ り は、 む しろ 日常 言 語 に立 脚 し た哲 学 を する う え で

考察 対 象 から 切 り 離す べ き もの と し て捉 え られ てい る 。 会話 的 推 意に 惑 わ され る こ と

なく 、 言 葉の 意 味 その も の に目 を 向 ける 、 とい うの が グ ライ ス の 目指 し た 哲学 の 姿 だ

った 。  

こう し た 背景 ゆ え に、 グ ラ イス の 関 心は 個 々の 会話 的 推 意の 事 例 の検 討 や その 説

明で は な く、 会 話 的推 意 と いう 現 象 を 一 般 に生 じさ せ て いる の は （そ れ が 言語 で な い

とし た ら ）何 な の かと い う 問題 へ と 向け ら れる こと に な る。 そ う して 、 会 話的 推 意 の

理論 は 意 味概 念 の 分析 を 介 して 、 広 く理 性 や心 理を め ぐ るグ ラ イ スの 議 論 のな か に 位

置づ け ら れる こ と にな る 。  

 

3 .  会 話的 推 意 と話 し 手 の意 図  

会話 的 推 意の 理 論 とは い か なる 理 論 なの か ？  よく 知 ら れて い る よう に 、 グラ イ

スは 会 話 を合 理 的 な営 み で あり 、 協 調原 理 ( t he  Co o pe ra t i ve  Pr i nc i p l e ) と 呼 ば れる 原

理に よ っ て律 さ れ てい る も のと 考 え た。 協 調原 理は 「 自 分の 従 事 して い る 会話 の や り

取り に お いて 受 け 入れ ら れ てい る 目 的や 方 向に 照ら し て 、そ れ が なさ れ る 段階 に お い

て要 求 さ れて い る よう な 仕 方で 会 話 への 貢 献を 果た せ 」 ( Gr i c e  19 7 5a ,  p .  26 ,  邦訳

37 頁 ) と定 式 化さ れ る 。そ し て 協調 原 理 に従 う とは 、 す なわ ち 量 ・質 ・ 関 係・ 様 態 の

四種 に 大 きく 分 類 され る 諸 々の 会 話 の格 率 に従 うこ と で ある と さ れる 。  

協調 原 理 と会 話 の 格率 に 関 して 重 要 なの は 、 こ うし た こ とが 言 語 特有 と は 見な さ

れて い な いと い う こと だ 。 事実 、 グ ライ ス は「 話す と い うこ と を 合目 的 的 振る 舞 い 、

もっ と 言 えば 合 理 的振 る 舞 いの 一 例 ない し 一種 と見 な す 」こ と を 自身 の 目 標と し て 掲

げて お り 、そ の 観 点か ら 、 会話 の 格 率の い くつ かが 非 言 語的 領 域 に対 応 物 を持 つ と 論

じて い る ( i b i d . ,  p .  28 ,  邦訳 4 0 頁 ) 。例 え ば 、自 動車 修 理 をす る 際 にネ ジ が 四本 必 要

だと わ か って い る とき に は 、一 緒 に 修理 を して いる 相 手 がち ょ う ど四 本 の ネジ を 渡 す

こと を 期 待す る の であ っ て 、そ れ よ り少 な い数 や多 い 数 は期 待 し ない と い うこ と が 、

会話 に お ける 量 の 格率 と 対 応す る も のと し て紹 介さ れ て いる 。 協 調的 な 活 動は 合 理 的



であ り 、 それ ゆ え にそ れ に 参加 す る 者た ち はそ の合 理 性 に従 っ た 行為 を 行 うこ と を 互

いに 期 待 され る 。 協調 原 理 は、 こ う した よ り一 般的 な 事 象の 言 語 的活 動 に おけ る 表 れ

だと 捉 え られ て い るの で あ る。  

さて 、 会 話的 推 意 と協 調 原 理や 会 話 の格 率 との 関係 は 、 しば し ば 次の よ う な例 を

通じ て 説 明さ れ る 。  

 

(1 )  A :  これ か ら映 画 で も見 に 行 かな い ？  

B :  あ し たテ ス ト があ る んだ よ ね 。  

 

会話 を 交 わし て い る以 上 、 B は協 調 原 理を 守 っ て お り 、 それ ゆ え 会話 の 格 率に も

従 お う と し て い る は ず で あ る 。 だ が 、 B が 言 っ て い る こ と を 額 面 通 り に 受 け 取 る と 、

直前 の A の 発言 と は関 係 の ない 発 話 をし て い る こと に な り、 B は関 係 の 格率 に 違 反

する 振 る 舞い を し てい る こ とに な る 。し か し、 ここ で B が 〈テ ス ト 勉強 で 忙し い か

ら映 画 に は行 け な い〉 と 考 えて い る と想 定 した なら 、 そ の思 考 の レベ ル で はき ち ん と

関係 の 格 率に 従 っ てい る こ とに な り 、そ う した 想定 に 到 達し た 聞 き手 に は 〈テ ス ト 勉

強で 忙 し いか ら 映 画に は 行 けな い 〉 とい う 内容 が伝 わ る こと に な る 。 こ の 場合 に B 

は〈 テ ス ト勉 強 で 忙し い か ら映 画 に は行 け ない 〉と い う こと を 会 話的 に 推 意し て い る

とさ れ る 。こ こ で 「推 意 し てい る 」 とい う 表現 を用 い て いる こ と から わ か るよ う に 、

グラ イ ス にと っ て 「推 意 ( i m p l i c a t u re ) 」と い う 言葉 は 、 第一 義 的 には 話 し 手の 行 為

の一 種 を 表し て い るこ と に 注意 し て ほし い 4 。  

さて 、 D a v i s  ( 19 9 8 )  で も 指 摘さ れ て いる こ と だ が、 先 の 説明 だ け を見 る と 会話 的

推意 の 理 論は 「 ど うと で も 言え る 」 理 論 に 見え てく る 。 実際 、 先 ほど の 例 の B は

〈テ ス ト 前の 気 晴 らし は 大 事だ か ら もち ろ ん映 画に 行 く 〉や 〈 テ スト 勉 強 もし な い と

なら な い から 映 画 は急 ぎ 気 味で 見 に 行き た い〉 とい っ た こと を 考 えて い た と想 定 し た

場合 で も 関係 の 格 率に は 従 って い る こと に なる ため 、 そ のう ち の どれ が 正 しい 推 意 な

のか 、 こ れだ け で は十 分 に 決定 で き ない の だ。  

こ こ で 、 会 話 的 推 意 が 第 一 義 的 に は 話 し 手 の 行 為 で あ る と い う 点 が 関 わ っ て く る 。

一般 に 行 為は 行 為 者の 心 理 と密 接 に 関わ っ てい る。 そ れ ゆえ 会 話 的推 意 を 行為 の 一 種

と捉 え る 観点 に お いて は 、 話し 手 の 心理 に 基づ いて 話 し 手が 会 話 的に 推 意 した 内 容 を

決定 す る 道が あ る のだ 。 グ ライ ス は p と 言 う（ ふり を す るこ と で ） q と 会話 的 に 推意

する た め の条 件 を 次の よ う に定 義 し てい る ( G r i c e  19 7 5a ,  pp .  3 0 - 31 ,  邦訳 4 4 頁 ) 。  

 



(1 )  話し 手 は 会話 の 格 率を 、 あ るい は せ めて 協 調原 理を 守 っ てい る も のと 推 定 さ

れる  

(2 )  話し 手 の p と い う発 言 を この 推 定 と両 立 さ せる ため に は 、話 し 手 が q と 考え

てい る と 仮定 す る 必要 が あ る  

(3 )  そ う し た 仮 定 が 必 要 だ と 理 解 す る 能 力 が 聞 き 手 に あ る と 話 し 手 が 考 え て お り 、

かつ 話 し 手が そ う 考え て い ると 聞 き 手が 考 える こと を 話 し手 が 予 期し て い る  

 

 ( 1 ) と ( 2 ) の条 件 は 、す で に見 た よ うな 会 話 的 推意 の 説 明に も 用 いら れ て いた 。 重 要

なの は ( 3 ) で あ る。 こ の 条件 に おい て 、 話し 手 が 対応 す る 心理 を 持 って い る 場合 に の

み会 話 的 推意 は 成 り立 つ と 指定 さ れ てい る 。 こ れに 対 応 して 、 聞 き手 が 会 話的 推 意 を

割り 出 す 際の ス テ ップ の も 次の よ う にま と めら れて い る 。  

 

会話 的 推 意を 割 り 出す と き の一 般 的 なパ タ ーン は次 の よ うに 与 え るこ と も でき そ

うだ 。「 話 し手 は p  と言 っ た 。話 し 手 が格 率 を 遵守 し た り、 あ る いは せ め て協 調

原理 く ら いは 遵 守 した り と いっ た こ とを し てい ない と 想 定す る 理 由は な い 。だ が

話し 手 が q  と考 え て いる の でな い 限 り、 話 し 手 はそ れ ら を遵 守 し よ う が な い。 し
、

かも 話 し 手が
、、、、、、

q  
、

と 考 えて い ると い う 想定 が 必 要 にな る と 私が 見 通 せる と い うこ と
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

を、 話 し
、、、、

手は わ か って い る （し 、 話 し手 が そう わか っ て いる と 私 にわ か っ てい る
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

こと も わ かっ て い る）。 話 し手 は 私 に
、、、、、、、、、、、、、、、、、

q  
、

と 考 え させ ま い とい う よ うな こ と を何 も
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

して は い ない 。 話 し手 は 、 私が
、、、、、、、、、、、、、、

q  
、

と 考え る よ う 意図 し
、、、、、、、、、

て いる か 、 そこ ま で では な
、、、、、、、、、、、、

くと も 、 私に
、、、、、、

q  
、

と 考 える 余 地を 与 え よう と い う くら い の こと は し てい る 。 そ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

れ ゆ
、、

え、 話 し 手は
、、、、、、

q  
、

と 推 意し た のだ
、、、、、、、

」 ( G r i c e  1 97 5a ,  p .  3 1 ,  邦 訳 4 5  頁 ,  傍点 筆 者 )  

  

 聞 き 手 は、 傍 点 を付 し て いな い 個 所に お いて 、す で に q と い う内 容 を 割り 出 し て

いる 。 し かし そ こ から さ ら に進 ん で 、傍 点 を付 した 個 所 で述 べ ら れて い る よう な 推 論

をし 、 話 し手 の 心 理を 推 測 して 初 め て、 話 し手 が会 話 的 に推 意 し た内 容 を 確定 で き る

こと に な って い る 。  

 こ う し た記 述 か ら、 グ ラ イス に と って 会 話的 推意 と い う現 象 は 、話 し 手 が言 っ た こ

とに 当 た る命 題 的 な内 容 か ら協 調 原 理や 会 話の 格率 の 関 わる 推 論 を経 て 新 たな 命 題 的

内容 に 到 達す る と いう だ け では 済 ま ない も ので あっ た と いう こ と がわ か る 。何 ご と か

を会 話 的 に推 意 す るた め に 話し 手 は 条件 ( 3 ) で 述 べら れ て いる よ う な複 雑 な 心理 を 持

たな け れ ばな ら な いし 、 聞 き手 は 話 し手 の 意図 に関 わ る 複雑 な 計 算を し な けれ ば な ら



ない の だ 。会 話 的 推意 は 、 命題 と 命 題と の 推論 的関 係 と いう よ り も、 行 為 と心 理 と の

関係 の も とで 捉 え られ て い る、 と 言 える 。  

 こ の 発 想は 、 1 95 7 年の 論 文 「意 味 」 (“ Me a n i ng ” ) に お け る議 論 にそ の 根 を持 っ て

いる 。 会 話的 推 意 の理 論 が 生ま れ る より 前 に公 刊さ れ た この 論 文 で、 グ ラ イス は 意 味

にま つ わ る概 念 を 心理 的 な 概念 に よ って 分 析す るプ ロ ジ ェク ト を 提案 す る 。  

基本 的 な 発想 は こ うだ 。「 意味 」 と いう 言 葉 が 用い ら れ る場 面 の なか に は 、「 話 し

手 S が x を発 話 す るこ と で p と 意味 す る 」と 呼 べる よ う なも の が ある 5 。 例 えば 「 私

は『 雨 が 降り そ う 』と い う こと で 〈 私は 手 が離 せな い か らあ な た が洗 濯 物 を取 り 込 む

べき だ 〉 と意 味 し た」 は 、 その 一 例 に当 た る。 こう し た 用法 に お ける 「 意 味す る 」 が

著す も の を 、「 話 し手 の 意 味」 ( s pe a k e r  m e a n i n g) と 呼 ぶ 6 。G r i c e  ( 1 9 57 ) の核 を な す

のは 、 は たし て 話 し手 の 意 味が 成 立 する 条 件と は何 な の かと い う 問題 で あ る。  

仮説 の 提 示と 反 例 の検 討 を 繰り 返 し なが ら 、グ ライ ス は それ が 、 次の 三 つ の意 図

を持 っ て 話し 手 （ S ）が 発 話 をお こ な うこ と だ と主 張 す る ( G r i c e  1 9 5 7 ,  p .  2 20 ,  邦訳

23 5 頁 ) 7 。  

 

(1 )  S はあ る 聞 き手 A に p と 信 じさ せ よ うと 意 図 し てい る  

(2 )  S は自 分 が (1 ) の 意図 を 持っ て い ると A に 認 識さ せよ う と 意図 し て いる  

(3 )  S は、 自 分 が ( 1 ) の意 図 を持 っ て いる と A が 認識 する こ と が A に と って p と

信じ る 理 由に な る よう に し よう と 意 図し て いる  

 

先ほ ど の 例を 取 り 上げ る と 、私 が 「 雨が 降 りそ うだ 」 と 言う と き に、 聞 き 手が そ

れを 聞 い て〈 三 木 は手 が 離 せな い か らこ ち らが 洗濯 物 を 取り 込 む べき だ 〉 と思 う よ う

に意 図 し てい て 、 しか も 「 三木 は こ ちら に 〈三 木は 手 が 離せ な い から こ ち らが 洗 濯 物

を取 り 込 むべ き だ 〉と 思 わ せよ う と して い るの だな 」 と 思わ せ よ うと も 意 図し て い て、

その う え で「 三 木 が〈 三 木 は手 が 離 せな い から こち ら が 洗濯 物 を 取り 込 む べき だ 〉 と

思わ せ よ うと し て いる の だ から 、 き っと 本 当に 三木 は 手 が離 せ な いか ら こ ちら が 洗 濯

物を 取 り 込む べ き だ」 と 思 わせ よ う とも 意 図し てい た な ら、 私 は 「雨 が 降 りそ う だ 」

と言 う こ とで 〈 三 木は 手 が 離せ な い から こ ちら が洗 濯 物 を取 り 込 むべ き だ 〉と 意 味 し

てい た 、 と言 え る 。  

グラ イ ス はさ ら に 言語 や 記 号な ど が 持つ 規 約的 意味 に つ いて も そ の使 用 者 の意 図

に照 ら し て分 析 す るこ と が でき る と 論じ て いる が ( i b i d . )、 本 稿 では そ の 点に は 踏 み

込ま な い 。本 稿 の 目的 に と って 重 要 なの は 、こ うし た 枠 組み が 会 話的 推 意 の理 論 の 基



礎を な し てい る と いう 点 で ある 。 実 際、 G ri c e  ( 19 6 8 ) や G r i c e  ( 1 96 9 ) にお い て は、

会話 的 推 意の 理 論 で用 い ら れて い る 「言 う 」の よう な 概 念を 、 こ の分 析 を 踏ま え て 解

明す る と いう 目 標 が掲 げ ら れて い る 。会 話 的推 意そ の も のと こ の 分析 の 関 係に つ い て

グラ イ ス は明 示 的 に述 べ て はい な い が、 聞 き手 によ る 会 話的 推 意 の割 り 出 しパ タ ー ン

にお け る 意図 へ の 言及 や 、 会話 的 推 意の 定 義に おけ る 「 話し 手 が そう 考 え てい る と 聞

き手 が 考 える こ と を話 し 手 が予 期 し てい る 」の よう な 独 特の 言 い 回し か ら 、会 話 的 推

意も ま た 話し 手 の 意味 の 一 種と 理 解 され て いる と解 釈 す るの は 自 然な こ と だろ う 。  

この こ と は、 グ ラ イス の 挙 げて い る 例か ら も見 て取 れ る 。 Gr i c e  (1 9 6 9) で は 、「 そ

のこ ろ に 草の 生 育 を助 け る こと に な って い たと した ら 、 私に は 読 書の 時 間 はな い だ ろ

うね ( I f  I  s ha l l  t h e n  b e  he l p i n g  t h e  g ra s s  t o  g r o w,  I  sh a l l  h a ve  n o  t i m e  f o r  

r e a d i n g ) 」と 発 話す る こ とで 、〈 私 がそ の とき 死 んで い た ら、 私 に は世 界 で 起き て い

るこ と な ど知 り よ うが な い だろ う ( I f  I  a m  t he n  de a d ,  I  sh a l l  no t  kn o w  wh a t  i s  

go i ng  o n  i n  t he  w o r l d ) 〉と 意 味 する 話 し手 の 例が 挙 げ られ て い る ( p p .  8 8 - 8 9 ,  邦 訳

13 3 - 13 5 頁 ) 。 グ ライ ス も この 箇 所 で指 摘 して い るよ う に 、こ の 例 にお い て 発話 さ れ

た文 そ の もの は 話 し手 が 意 味し て い る事 柄 に対 応す る 内 容を 持 た ない 。 こ れは 、 特 定

の文 脈 で 当該 の 文 を発 話 す るこ と に より 話 し手 が会 話 的 推意 を お こな っ て いる 例 と 見

なせ る だ ろう 。「 論理 と 会 話」 に お ける 会 話 的 推意 の 説 明に は 「 考え る ( t h i n k )」 や

「予 期 す る ( e xp e c t ) 」 とい っ た 言葉 が 多 く用 い られ 、 話 し手 の 意 図へ の 明 確な 言 及 は

少な い が 、実 際 に はグ ラ イ スは 論 文 「意 味 」で 展開 さ れ た分 析 を 介し て 、 会話 的 推 意

を話 し 手 の意 図 に よっ て 捉 えら れ る もの と 見な して い た と考 え ら れる 。 会 話的 推 意 は

単に 話 し 手の 行 為 と心 理 と の関 係 の もと で 理解 され て い ると い う だけ で な く、 よ り 具

体的 に は 、話 し 手 の行 為 と 意図
、、

と の 関係 の もと で理 解 さ れる べ き もの だ と 言え る 。 こ

うし て 、 会話 的 推 意の 理 論 のグ ラ イ ス哲 学 にお ける 位 置 づけ を め ぐる 問 題 は、 は た し

てグ ラ イ スに と っ て意 図 と はい か な るも の だっ たの か と いう 問 題 へと 繋 が って い く 。  

 

4 .  公 理論 的 な 心理 帰 属  

 グ ラ イ スの 心 理 論は 1 9 75 年 のア メ リ カ哲 学 会会 長 講 演「 哲 学 的心 理 学 の方 法 （ あ

りふ れ た もの か ら 奇妙 な も のま で ）」 ( “ Me t h o d  i n  P h i l o s op h i c a l  P s yc h o l og y  ( F r om  

t h e  Ba na l  t o  t h e  B i z a r r e ) ” で 展 開 され て いる 。 しか し 、 ここ で の 議論 の 中 心と な る

のは 意 志 ( wi l l i n g ) や 判 断 ( j ud g i n g )と い っ た心 理状 態 な いし 心 的 な行 為 で あり 、 意 図

につ い て は触 れ ら れて い な い。  

 こ れ は 、グ ラ イ スが こ の 講演 に 先 立 つ 1 97 1 年の イ ギ リス 学 士 院で の 講 演「 意 図 と



不確 実 性 」 ( “ In t e n t i o n  a n d  U n c e r t a i n t y” ) で、 すで に 意 図と い う 概念 の 分 析を お こ な

って い た ため で あ ると 考 え られ る 。 G ri c e  (1 9 7 5) で は 信念 の よ うな 中 心 的な 心 理 概念

に関 し て は明 示 的 にそ の 必 要十 分 条 件を 与 える こと は で きな い と 論じ ら れ てい る が

（p p .  1 2 3 -1 2 4 ）、 グ ラ イス に と って 意 図 はそ う した 中 心 的な 心 理 概念 に は 含ま れ て

いな い よ うで 、 G ri c e  ( 1 97 1 ) で は あ るひ と が 意 図を 持 っ てい る と 言え る た めの 必 要 十

分条 件 が 、意 志 と 信念 と い うよ り 基 礎的 な 心理 概念 を も とに 与 え られ て い る。 そ れ に

よる と 、「 X は す ぐ にで も 頭 を搔 こ う と意 図 し てい る 」 の必 要 十 分条 件 は 次の よ う に

与え ら れ るこ と に なる （ G ri c e  ( 19 7 1 )  p .  18 を もと に 再 構成 ）。  

 

「 X は す ぐ にで も 頭 を搔 こ うと 意 図 して い る 」 が真 と な るの は 、 次の ふ た つの 条

件が 成 り 立つ と き 、そ の と きに 限 る 。  

(1 )  自分 の 手 がす ぐ に でも 自 分 の頭 を 引 っ掻 く こと を X は い ま 意志 し てい る  

(2 )  自分 の 手 がす ぐ に でも 自 分 の頭 を 引 っ掻 い てほ しい と い う X の 現 在の 意 志 が、

X の手 が X の頭 を 引 っ掻 く と いう こ と を問 題 の 時点 に お いて 生 じ させ る 、 と

X は信 じ て いる  

 

 意 図 と 意志 は 、 前者 が 関 連す る 振 る舞 い の成 立／ 不 成 立が 主 体 のコ ン ト ロー ル 下 に

ある こ と を含 意 す るの に 対 し、 後 者 につ い ては そう で は ない と い う点 で 区 別さ れ る

( i b i d . ,  p .  16 ) 。 すな わ ち 、両 手 が後 ろ 手 に縛 ら れて い る 状態 で 自 分の 頭 を 搔こ う と

意図 す る こと は で きな い が 、頭 が 搔 かれ る のを 意志 す る こと は で きる 、 と いう か た ち

で、 意 志 とい う 概 念は 理 解 され て い る。  

こう し て 、意 図 の 問題 は 意 志と 信 念 の問 題 とな る。 こ れ まで の 道 筋を 確 認 する な

らば 、 会 話的 推 意 は話 し 手 の意 味 の 問題 で あり 、話 し 手 の意 味 は 話し 手 の 意図 の 問 題

であ り 、 そし て 話 し手 の 意 図は 話 し 手の 意 志と 信念 の 問 題で あ り 、そ の よ うに し て 会

話的 推 意 とい う 概 念は グ ラ イス の 心 理論 の うち に位 置 づ けら れ る こと に な る。  

だが 、 す でに 述 べ たよ う に 、信 念 に つい て は、 グラ イ ス はそ の 必 要十 分 条 件を 与

える こ と はで き な いと 考 え てい た 。 意志 に つい ては 明 示 的に 述 べ られ て は いな い も の

の、 意 志 と類 似 す ると 思 わ れる 欲 求 ( wa n t i n g ) につ い て は、 信 念 と同 様 に それ 以 上 分

析不 可 能 な概 念 と され て い る ( G r i c e  1 9 75 b ,  p .  12 3 ) 。信 念 や 意志 が 分 析不 可 能 であ

ると し て 、で は そ れら に つ いて は グ ライ ス はど のよ う に 取り 扱 う べき だ と 考え て い た

のか ？  

グラ イ ス はこ こ で 、「 初 め の一 歩 と して 、 中 心 的な 心 理 概念 の 明 示的 な
、、、、

定 義を 探 す



とい う 考 えを 放 棄 し、 そ の 代わ り に 伏在 的 な
、、、、

定 義を 、 あ る種 の 公 理的 な 扱 いに よ っ て

与え ら れ るそ れ を 探す と い うの が よ いだ ろ う」 ( i b i d . ,  強調 は 原 著者 ) と 述べ る 。 鍵は

「公 理 的 」で あ る 。グ ラ イ スは 信 念 のよ う な心 理概 念 が 、公 理 に 基づ い た 推論 の な か

で定 義 さ れる も の と考 え て いる の だ 。グ ラ イス のこ の 考 えを 、「 公理 論 的 心理 論 」 と

呼ぶ こ と がで き る だろ う 。  

グラ イ ス の公 理 論 的心 理 論 を理 解 す るに は 、論 理学 に お いて 公 理 系が ど の よう に

用い ら れ てい る か を見 る の がわ か り やす い 。例 えば ダ フ ィッ ト ・ ヒル ベ ル トの よ く 知

られ る 公 理系 で は 、 A→ B と A か ら B を 導く 推論 規 則 （モ ー ダ ス・ ポ ー ネン ス ） と、

次の 三 つ の公 理 が 措定 さ れ てい る 。  

 

A → (B → A )  

( A → ( B →C ) ) → ( ( A → B) → ( A →C ) )  

(￢ B → ￢ A) → ( A →B )  

 

 こ れ ら は論 理 式 の型 で あ り、 こ こ での A や B に具 体 的 な論 理 式 を代 入 し た結 果 得

られ る 式 、お よ び そう し た 式か ら 推 論規 則 を用 いて 導 か れる 式 が 、こ の 論 理体 系 に お

ける 定 理 とな る 。  

 重 要 な のは 、 こ の説 明 に おい て 「 →」 や 「￢ 」が 何 を 表し て い るか に 関 する 記 述 が

介在 し て いな い と いう 点 で ある 。 こ れら の 記号 は、 た だ 公理 や 推 論規 則 に おけ る そ の

振る 舞 い にお い て のみ 理 解 され て お り、 そ れが いっ た い いか な る 事態 に 対 応し て い る

のか と い った こ と は問 題 と なっ て い ない 。  

 グ ラ イ スは 意 志 や信 念 が こう し た もの だ と考 えて い る 。つ ま り 、心 理 に 関し て 一 群

の公 理 や 推論 規 則 （推 論 規 則に 関 し ては 、 グラ イス は 単 にモ ー ダ ス・ ポ ー ネン ス を 想

定し て い るよ う だ ）が あ り 、「 意 志 」や 「 信 念 」と い っ た言 葉 は 、少 な く とも 第 一 義

的に は た だそ う し た公 理 や 推論 規 則 にお け るそ の振 る 舞 いに お い て理 解 さ れる こ と に

なる 。 こ れが グ ラ イス の 言 う「 伏 在 的な 定 義」 であ る 。  

 心 理 が 公理 論 的 に捉 え ら れる と い うの は すな わち 、 心 理が 推 論 とい う 観 点か ら 捉 え

られ る と いう こ と であ る 。 そし て 一 般に 推 論は 、前 提 と なる 命 題 の集 合 （ 空集 合 で あ

る場 合 も ある ） と 結論 と な る命 題 と のペ ア とし て特 徴 づ けら れ る 。で は 、 心理 に 関 す

る推 論 と は、 そ の 前提 と 結 論と は 何 なの だ ろう か？  

 グ ラ イ スは リ ス に似 た 架 空の 動 物 「リ シ ュ ( s q ua r re l ) 」 を取 り 上げ て 説 明し て い る

( i b i d . ,  p p .  1 3 4 -1 3 5 )。 グ ライ ス が 描く の は 、リ シュ の ト ビー が ナ ッツ を 前 にし て い



て、 そ し てそ れ に かぶ り つ く、 と い う場 面 であ る。 私 た ちは ト ビ ーや 他 の リシ ュ た ち

を観 察 し た結 果 と して 、 例 えば リ シ ュは ナ ッツ を食 べ る とい っ た こと や 、 リシ ュ は し

ばら く 何 にも か ぶ りつ い て いな い 期 間が あ った とし た ら 、そ の 後 には あ る 種の 対 象 に

かぶ り つ く傾 向 が ある 、 と いっ た こ とを 理 解す る。 そ う した 観 察 を通 じ て 「私 た ち は

リシ ュ の 振る 舞 い の一 部 が 、ト ビ ー によ る 目の 前の ナ ッ ツへ の か ぶり つ き も含 め て 、

心理 学 的 説明 の 適 切な 対 象 にな る と 決定 す る」 ( i b i d . ,  p .  1 35 ) 。 言い 換 え ると 、「 私

たち は 、 トビ ー が ナッ ツ を 前に し て いる こ とと トビ ー が それ に か ぶり つ く こと と の あ

いだ の 説 明の 架 け 橋を 打 ち 立て る の に使 え る、 ある 理 論 的道 具 を 導入 す る のに 取 り 掛

かる 」 ( i b i d . ) の であ る 。  

 こ の 「 説明 の 架 け橋 」 が 、心 理 学 的公 理 を用 いた 推 論 の構 築 に よっ て 与 えら れ る も

ので あ る 。す な わ ち、 私 た ちの 手 元 には 〈 トビ ーの 前 に ナッ ツ が ある 〉、〈 ナッ ツ は リ

シュ に と って 食 べ るの に 適 した 対 象 であ る 〉と いっ た 観 察結 果 が ある 。 こ れら は す で

に得 ら れ てい る 前 提だ 。 そ して 結 論 とな る のは 「ト ビ ー はナ ッ ツ にか ぶ り つく 」 で あ

る。 こ の とき 、 与 えら れ た 前提 か ら 問題 の 結論 へは 推 論 上の ギ ャ ップ が 存 在し て い る。

その ギ ャ ップ を 埋 める よ う に推 論 を 構築 す るの が、 グ ラ イス の 考 える 心 理 的公 理 の 働

きと な る 。  

 例 え ば グラ イ ス は、〈 事 物の 種 N を 生物 の タ イプ T に 属 す 個体 が 十 分に 長 い時 間 に

わた っ て 摂取 し な いで い た なら そ の 個体 は T の メン バ ー とし て 必 要な 能 力 を失 う 場

合、 N は T に と って 必 需品 で あ る 〉、〈 N が T の 必需 品 で ある な ら ば、 T に 属 す 個体 x

がそ れ な りの 期 間 を通 じ て N を 摂 取 して い な い とき に は 、そ れ に よっ て x に は N の

摂取 へ の 意志 が 引 き起 こ さ れる 〉 と いっ た 公理 があ る と 想定 す る ( i b i d . ) 8 。「 T の メ ン

バー と し て必 要 な 能力 を 失 う」 と い うの は わか りに く い 表現 だ が 、そ れ は 要す る に リ

シュ の 個 体が も は やリ シ ュ では い ら れな く なる 、人 間 の 個体 が も はや 人 間 では い ら れ

なく な る とい う こ とを 表 し てお り 、 とど の つま りは 命 を 失う こ と を指 し て いる 。  

 さ て 、 リシ ュ に 関す る 観 察に よ っ て、 リ シュ の個 体 が ナッ ツ を 長期 に わ たっ て 摂 取

して い な けれ ば そ の個 体 は 命を 失 う とい う こと が、 す で にわ か っ てい た と しよ う 。 す

ると 、 先 ほど の 公 理の ひ と つ目 よ り 、ナ ッ ツは リシ ュ に とっ て 必 需品 で あ ると い う こ

とが 帰 結 する 。 こ れに ト ビ ーが し ば らく ナ ッツ を摂 取 し てい な い とい う 観 察を 付 け た

し、 ふ た つ目 の 公 理を 用 い ると 、 ト ビー は ナッ ツの 摂 取 への 意 志 を持 っ て いる と い う

こと が 帰 結す る 。 心理 に 関 する 公 理 系は こ のよ うに 用 い られ る と グラ イ ス は考 え る 。  

 こ う し た推 論 を 繰り 返 し 、関 連 す る心 理 を導 出す る こ とで 、「 ある 動 物 タイ プ に 属

す 個 体 が し か じ か の 心 理 を 備 え て い る な ら ば 、 そ の 個 体 は A と い う 振 る 舞 い を す る 」



のよ う な 形式 の 公 理を 用 い て、 最 終 的に そ の個 体の 振 る 舞い に 関 する 命 題 を導 出 す る

こと が で きる 。 先 ほど の 例 でい え ば 、最 終 的に 求め ら れ るの は 〈 トビ ー は 目の 前 の ナ

ッツ に か ぶり つ く 〉が 導 出 され る 。 その よ うな 推論 が 構 築さ れ た なら ば 、 私た ち は 求

めて い た 説明 の 架 け橋 が 得 られ た こ とに な り、 トビ ー や 他の リ シ ュに 関 す る観 察 結 果

を前 提 に 、ト ビ ー の振 る 舞 いを 説 明 でき た こと にな る 。 意志 な ど の心 理 概 念は 、 単 に

この よ う な推 論 構 築を 可 能 にす る あ る種 の 演算 子の よ う に機 能 し てい る の みで あ り 、

それ 自 体 で脳 状 態 やそ の 他 の何 か を 表し て いる など と 考 える 必 要 はな い 。 これ が グ ラ

イス の 公 理論 的 心 理論 だ 9 。  

 グ ラ イ スが 自 身 の心 理 論 を展 開 す る議 論 のな かで 、 意 図や 話 し 手の 意 味 、会 話 的 推

意に 関 す る明 示 的 な言 及 は ない が 、 これ ま でに 見て き た こと を 繋 ぎ合 わ せ るな ら ば 、

こう し た 概念 も ま た公 理 論 的心 理 論 の観 点 から 捉え ら れ るこ と に なる だ ろ う。  

意図 は 意 志と 信 念 によ っ て 構成 さ れ るの で あっ た。 そ し て意 志 と 信念 は 、 心理 学

的公 理 の なか に 登 場し 、 行 為者 に 関 する 観 察結 果を 前 提 とし て そ の行 為 者 の振 る 舞 い

を結 論 と する よ う な推 論 を 構築 可 能 にす る とい う働 き を 持つ 。 言 い換 え る と、 行 為 者

に関 す る 観察 と 行 為者 の 振 る舞 い と のあ い だの 説明 の 架 け橋 を 与 える よ う な推 論 を 構

築す る 際 に登 場 す る限 り に おい て 、 その 行 為者 に意 志 や 信念 は 帰 属さ れ る こと に な る。

そう し て 、関 連 す るタ イ プ の意 志 や 信念 が 行為 者に 帰 属 され た な らば 、 行 為者 に は す

なわ ち 意 図が 帰 属 され る こ とに な る 。同 様 のこ とを 繰 り 返し て 関 連す る 複 数の 意 図 が

行為 者 に 帰属 さ れ たな ら ば 、そ の 行 為者 に は話 し手 の 意 味と い う 行為 が 帰 属さ れ る こ

とに な り 、そ の 一 部と し て 会話 的 推 意と い う行 為が 帰 属 され る こ とに な る 。グ ラ イ ス

の公 理 論 的心 理 論 から は 、 こう し た 図式 が 見て 取れ る 。  

だが 、 話 し手 が 発 話す る 場 面で は 、 何と 何 のあ いだ の 説 明の 架 け 橋が 求 め られ る

ので あ ろ うか ？  この 点 に 関し て も グラ イ スは 明示 的 に 述べ て は いな い が 、リ シ ュ を

めぐ る 議 論と パ ラ レル に 考 える な ら ば、 前 提と なる の は 話し 手 に 関し て 観 察さ れ た 事

実（ そ の 話し 手 は どう い う 状況 に 置 かれ て いた のか 、 そ の話 し 手 と同 じ グ ルー プ の 者

たち は ど うい っ た 振る 舞 い をし て き たの か 、な ど） で あ り、 結 論 とな る の はそ の 話 し

手が あ る 特定 の 発 話を し た とい う 事 実で あ ろう 。私 た ち は話 し 手 が発 話 を 行っ た と き、

その 話 し 手や 関 連 する 他 の 人々 に 関 する 観 察結 果を も と に、 話 し 手の そ の 発話 を 説 明

する よ う な推 論 を 構築 し よ うと す る 。そ の 説明 のた め に 、私 た ち はさ ま ざ まな 公 理 を

用い て 、 いく つ も の意 志 や 信念 を 話 し手 に 帰属 する だ ろ う。 グ ラ イス の 哲 学に お い て

は、 会 話 的推 意 も この よ う にし て 、 話し 手 に関 する 観 察 結果 か ら 話し 手 に よる 発 話 へ

の推 論 の 構築 の な かで 見 出 され る も のと な らな けれ ば な らな い 。 だと す れ ば、 会 話 的



推意 の 理 論も ま た 、こ う し た公 理 論 的心 理 論の 一部 と し て、 す な わち 心 理 に関 わ る よ

うな 公 理 を記 述 す るも の と して 理 解 され る べき だろ う 1 0 。  

以上 で 、 グラ イ ス の哲 学 に おけ る 会 話的 推 意の 理論 の 位 置づ け を 見て き た 。最 後

に、 こ れ まで の 議 論を 踏 ま えた う え でグ ラ イス の哲 学 に すで に 指 摘さ れ て いる 問 題 点

の意 義 を 論じ た う えで 、 グ ライ ス に 対す る オル タナ テ ィ ヴを 紹 介 する 。  

 

5 .  グ ライ ス 哲 学へ の オ ルタ ナ テ ィヴ  

 グ ラ イ スの 哲 学 にお い て 、会 話 的 推意 の 理論 と公 理 論 的心 理 論 を繋 ぐ 位 置に 置 か れ

てい る の は、 話 し 手の 意 味 を話 し 手 の意 図 によ って 分 析 する と い う枠 組 み であ る 。 だ

がこ の 枠 組み に は 意図 の 無 限後 退 問 題と い うよ く知 ら れ た問 題 が ある 。 こ の問 題 は ま

ず St ra w s o n  ( 19 6 4 ) で 抽 象的 な か たち で 示 唆さ れた の ち に、 S c h i f fe r  ( 19 7 2 / 1 98 8 ) に

て具 体 的 な事 例 と とも に 、 より 整 理 され た 形で 指摘 さ れ た。  

 G ri c e  (1 9 5 7) で は 、話 し 手 S が 発 話 をお こ な って p と意 味 す るた め の 必要 十 分 条

件が 、 発 話時 に お いて S が 以下 の 条 件を 満 た す こと と し て特 定 さ れて い た 。  

 

(1 )  S はあ る 聞 き手 A に p と 信 じさ せ よ うと 意 図 し てい る  

(2 )  S は自 分 が (1 ) の 意図 を 持っ て い ると A に 認 識さ せよ う と 意図 し て いる  

(3 )  S は、 自 分 が ( 1 ) の意 図 を持 っ て いる と A が 認識 する こ と が A に と って p と

信じ る 理 由に な る よう に し よう と 意 図し て いる  

 

 St ra w s o n  ( 19 6 4 ) で は 、 これ ら の三 つ の 意図 を持 ち な がら も 、 意図 ( 2 )を 聞 き手 に

気づ か せ よう と は 意図 し て いな い 話 し手 の 事例 を考 え た なら ば 、 それ は 話 し手 の 意 味

の事 例 と はな ら ず 、そ れ ゆ えに グ ラ イス の この 分析 に は 反例 が 存 在す る と 論じ ら れ て

いる 。 だ が問 題 は この 特 定 の反 例 の 存在 で はな い。 よ り 重要 な の は、 仮 に そう し た タ

イプ の 反 例を 排 除 する た め に、 第 四 の条 件 とし て「 ( 4 ) S は 自 分 が ( 2 )の 意 図 を持 っ て

いる と A に 認識 さ せよ う と 意図 し て いる 」 と い った も の を加 え た とし て 、 この 意 図

(4 ) に 関し て も 同様 の 仕 方で 反 例を 作 り うる よ う に考 え ら れる こ と であ る 。 同じ こ と

は、 原 理 的に は 同 様の 意 図 をい く つ 付け 加 えて も言 え る 。結 果 的 に、 要 求 され る 分 析

項の リ ス トは 無 限 に続 い て いく こ と にな り 、私 たち は 話 し手 の 意 味の 十 分 条件 に 決 し

て到 達 で きな い こ とに な る 。 Sc h i f fe r  ( 19 7 2 / 1 9 88 ) で は、 意 図 (3 ) に つい て も同 様 の

問題 が 生 じる と 論 じら れ て いる 。  

 こ の 問 題に つ い ては い く つも の 対 策が 提 案さ れて い る が、 三 木 (2 0 1 9) で は、 そ の



対策 の い ずれ に つ いて も 結 局は 同 様 の問 題 が生 じる か 、 もし く は 同じ 問 題 がか た ち を

変え て 実 質的 に 繰 り返 さ れ るか と い った 結 果に 陥る と 論 じて い る 。こ の 点 の詳 細 に つ

いて は 本 稿で は 割 愛す る 。 本稿 に と って 重 要な のは 、 グ ライ ス の 公理 論 的 心理 論 を 踏

まえ る な らば 、 こ こで の 無 限後 退 を 無害 な もの と見 な し て問 題 を 回避 す る 道が 断 た れ

る、 と い うこ と で ある 。  

 話 し 手 の意 味 の 成立 の た めに 無 限 に多 く の意 図が 必 要 とな る な らば 、 公 理論 的 心 理

論に 照 ら すな ら ば 、公 理 を 通じ て 話 し手 に 無限 に多 く の 関連 す る 意図 が 帰 属さ れ な け

れば 、 話 し手 の 意 味と い う 行為 の 帰 属は お こな えな い と いう こ と であ る 。 しか し 、 公

理論 的 心 理論 に お いて 無 限 に多 く の 意図 を 帰属 する た め には 、 無 限に 長 い 推論 を 構 築

する 必 要 があ る 。 その た め には 、 話 し手 の 発話 への 説 明 の架 け 橋 は与 え ら れて は な ら

ない 、 と いう こ と にな る 。 とい う の も、 説 明の 架け 橋 が 与え ら れ てし ま っ たな ら ば 、

それ は 話 し手 に 関 する 観 察 を前 提 に して 話 し手 の発 話 を 結論 と す る推 論 が 具体 的 に 与

えら れ た とい う こ とで あ り 、そ こ に は有 限 個の 公理 と 定 理が 介 在 する の み にな っ て し

まう 。 し たが っ て 、話 し 手 への 説 明 の架 け 橋は 与え ら れ ては な ら ない 。 し かし 公 理 論

的心 理 論 に照 ら す なら ば 、 そう し た 説明 の 架け 橋が 与 え られ え な いな ら ば 、そ も そ も

話し 手 に 心理 の 帰 属は な さ れず 、 従 って 話 し手 の意 味 と いう 行 為 の帰 属 も なさ れ な い。

話し 手 の 意味 が 帰 属さ れ る ため に は 話し 手 の意 味が 帰 属 され て は なら な い とい う 矛 盾

が、 こ こ に生 じ る こと に な る。  

 会 話 的 推意 の 理 論は 、 そ もそ も 話 し手 の 意味 を話 し 手 の意 図 に 基づ い て 分析 す る 枠

組み を そ の基 礎 と して い た 。だ が 、 話し 手 の意 味を 話 し 手の 意 図 に基 づ い て分 析 す る

枠組 み は 、そ れ が すで に 指 摘さ れ て いる 無 限後 退を 生 じ させ る 限 りに お い て、 肝 心 の

意図 と い う概 念 に 関す る グ ライ ス の 公理 論 的理 解と 齟 齬 をき た す 。そ れ ゆ え、 会 話 的

推意 の 理 論を 利 用 可能 な 枠 組み と し て維 持 する ため に は 、会 話 的 推意 を 話 し手 の 意 味

とい う 概 念と 切 り 離す か 、 話し 手 の 意味 を 話し 手の 意 図 と切 り 離 すか 、 も しく は 意 図

を公 理 論 的理 解 か ら切 り 離 すか 、 い ずれ か の道 を選 ぶ 必 要が あ る だろ う 。 本稿 で は 第

二の 方 針 とし て 、 意図 に 変 えて コ ミ ット メ ント とい う 概 念を 利 用 する 枠 組 みに つ い て

紹介 し た い 1 1 。  

 意 味 論 や語 用 論 の理 論 に おい て コ ミッ ト メン トと い う 概念 を 用 いる 立 場 があ る 。 例

えば B ra n do m  ( 19 8 3 ;  1 9 98 ;  20 0 1 ) の 規 範 的語 用論 に お いて は 、 L e wi s  ( 1 97 9 ) のス コ

ア記 録 ( sc o re ke e p i ng ) の アイ デ アを 採 用 した う えで 、 会 話に お い ては 各 会 話参 加 者 の

エン タ イ トル メ ン トと コ ミ ット メ ン トが ス コア とし て 記 録さ れ て おり 、 発 話は そ う し

たス コ ア に応 じ て なさ れ 、 かつ ス コ アへ の 変動 をも た ら すと 考 え られ て い る。 ま た 、



K ri f ka  ( 20 1 5 ) で は コ ミッ ト メ ント 空 間と い う ア イデ ア の もと で 、 言語 行 為 が文 脈 に

対し て 果 たす 貢 献 が形 式 的 に分 析 さ れて い る。 さら に G e u r t s  ( 2 0 19 ) で は、 異 な るコ

ミッ ト メ ント 概 念 のあ い だ の違 い に 着目 す るこ とで 、 さ まざ ま な 言語 行 為 の特 徴 を 各

種の コ ミ ット メ ン トの 組 み 合わ せ に よっ て 捉え る立 場 が 提案 さ れ てい る 。  

 意 図 概 念に 代 え てコ ミ ッ トメ ン ト 概念 を 採用 する 意 義 は、 そ れ が話 し 手 によ る 発 話

の時 点 ま でに 成 り 立っ て い る 事 実 で はな く 、話 し手 に よ る発 話 の 時点 以 降 に期 待 さ れ

るこ と へ の参 照 を 可能 に す る点 に あ る。 意 図概 念は 、 意 図に 関 し てど の 立 場を 取 る に

せよ 、 何 らか の 意 味で 行 為 に先 立 つ もの と 考え られ る 。 実際 、 意 図が 因 果 的に 行 為 を

引き 起 こ すも の だ とす る 立 場に よ れ ば前 者 は後 者の 原 因 であ り 、 グラ イ ス の公 理 論 的

立場 に お いて は 、 意図 は 最 終的 に 行 為を 導 出す る際 の 前 提の 一 部 にな る 。 これ に 対 し

コミ ッ ト メン ト は 、そ れ を 形成 し た ひと が それ から 先
、、、、、

ど う振 る 舞 うべ き
、、

か に関 わ る 概

念で あ る 。私 が し かじ か の プロ ジ ェ クト の 拡大 にコ ミ ッ トす る と き、 重 要 なの は そ の

時点 で 、 ある い は その 時 点 以前 に 私 がど う いう 状態 に あ り、 そ れ が私 の 行 為に ど う 結

び付 い た かで は な い。 む し ろ、 そ の コミ ッ トメ ント 形 成 以降 は 、 私は プ ロ ジェ ク ト 拡

大に 寄 与 する 行 為 を選 択 す るは ず で ある と いう 、将 来 の 行為 に 関 する 期 待 こそ が コ ミ

ット メ ン トに つ い て述 べ る 際の 眼 目 とな る 。こ れは コ ミ ット メ ン トが 規 範 的概 念 で あ

るこ と か らの 帰 結 でも あ る 。  

 グ ラ イ スは 、 話 し手 に よ る発 話 を 説明 す るも のと し て 話し 手 の 意図 を 考 えて い た 。

そこ で は 、い か な る意 図 が 当該 の 発 話を も たら した の か が焦 点 と なっ て い る。 コ ミ ッ

トメ ン ト 概念 を 導 入し た な ら、 発 話 に関 し てそ れと は 逆 方向 の 理 解の 可 能 性が 開 か れ

る。 す な わち 、 当 該の 発 話 はい か な るコ ミ ット メン ト を 、そ れ ゆ えい か な る将 来 の 行

為に 関 す る（ 規 範 的な ） 期 待を も た らす か 、で ある 。  

三木 ( 2 01 9 ) では 、 話 し手 の 側に お け る「 何 か を 意味 す る 」と い う 行為 と 、 聞き 手

の 側 に お け る 「（ 話 し 手 の 意 味 し た こ と を ） 理 解 す る 」 と い う 行 為 と が 相 伴 う こ と で 、

話し 手 と 聞き 手 の 双方 に 関 わる コ ミ ット メ ント がも た ら され る と いう 観 点 から 、 グ ラ

イス と は 異な る 仕 方で 話 し 手の 意 味 を理 解 する 枠組 み が 提示 さ れ てい る 。 この 枠 組 み

は、 G i l be r t  (2 0 1 4 ) に 見ら れ る 共同 的 コ ミッ ト メン ト ( j o i n t  c om m i t m e n t ) と いう 概 念

に依 拠 し たも の と なっ て い る。  

ギル バ ー トの 言 う 共同 的 コ ミッ ト メ ント と は、 複数 の ひ との あ い だで 成 り 立つ 相

互的 な 規 範性 だ 。 例え ば 私 とあ な た が一 緒 に駅 まで 歩 い てい る と する 。 私 たち が 本 当

に「 一 緒 に」 歩 い てい る な ら、 そ の 途中 で 私が 無断 で 「 やっ ぱ り 駅に 行 く 前に カ フ ェ

での ん び りし よ う 」な ど と 考え て カ フェ に 入っ てい こ う とし た な ら、 あ な たに は 「 い



や、 ち ょ っと 待 っ て」 と 止 め、 非 難 する 権 利が ある だ ろ う。 逆 に 言え ば 、 私に は あ な

たと 一 緒 に歩 い て いる 以 上 は従 う べ き義 務 があ るの で あ る。 こ れ は立 場 を 逆に し て も

変わ ら ず 、あ な た もま た 同 様の 義 務 を負 っ てい るし 、 そ れに 反 す れば 私 に は非 難 の 権

利が 生 じ る。 こ れ は私 と あ なた が た また ま 同じ とき 、 同 じス ピ ー ドで 同 じ 場所 に 向 か

って 近 い 距離 で 歩 いて い る とい う 場 合と は 大き く異 な っ てい る 。 この 後 者 の場 合 に 私

がカ フ ェ に入 っ て いっ た と して 、 あ なた に それ を非 難 す る権 利 は ない は ず だ。 こ の よ

きに 私 と あな た が 持っ て い るコ ミ ッ トメ ン トは 、ギ ル バ ート の 理 論に お い ては 「 私 と

あな た は 一体 と な って 歩 く こと に 共 同的 に コミ ット し て いる 」 と 記述 さ れ るこ と に な

る。 ギ ル バー ト に よれ ば 、「あ ら ゆ る共 同 的 コ ミッ ト メ ント は 、 何か を 一 体と な っ て

おこ な う こと へ の 共同 的 コ ミッ ト メ ント で ある 」の だ ( Gi l be r t  2 00 2 ,  p .  32 ) 。 そし て

何か を 一 体と な っ てお こ な うと い う のは 、 その 共同 的 コ ミッ ト メ ント の 参 加者 た ち が、

その 何 か を目 的 と する 単 一 の身 体 を 可能 な 限り 模倣 す る よう な 仕 方で 各 々 が振 る 舞 う

こと だ と 説明 さ れ る ( i b i d . ,  p .  3 3 ) 。 私 と あな た が一 緒 に 歩く と き 、私 た ち は互 い に

ばら ば ら に歩 く の では な く 、ま る で それ ぞ れが 歩く ひ と つの 動 物 の異 な る パー ツ で あ

るか の よ うに 振 る 舞う べ く 、互 い に 義務 を 負っ てい る の であ り 、 だか ら こ そそ う し た

パー ツ に 相応 し く ない 振 る 舞い に は 非難 が 向け られ う る ので あ っ て、 ま た それ ゆ え に

基本 的 に は互 い が それ ぞ れ の演 じ る パー ツ に相 応し い 振 る舞 い を する も の と期 待 す る

のだ 。  

三木 ( 2 01 9 ) では 、 話 し手 が 何か を 意 味す る こ と と、 聞 き 手が そ れ を理 解 す るこ と

の条 件 を 次の よ う に与 え て いる ( 2 10 頁 をも と に 、表 現 を 修正 ) 。  

 

話し 手 S は x を 発 話す る こ とで p と 意 味 する  

⇔ S に よ る x と い う発 話 は 、〈 S が p と 信 じ てい る〉 と 一 体と な っ て信 じ る こと へ

の共 同 的 コミ ッ ト メン ト に 参加 す る 用意 が S に ある こ と の表 立 っ た表 明 で ある  

 

聞き 手 A は S に よ る x の 発 話が p と意 味 す ると 理解 す る  

⇔ A は S が x を 発 話す る こ とで p と意 味 し てい ると 認 識 し、 か つ この 認 識 が理 由

の一 部 と なっ て 、〈 S が p と信 じ て いる 〉 と 一体 とな っ て 信じ る こ とへ の 共 同的

コミ ッ ト メン ト に 参加 す る 用意 が A にあ る と 表 立っ て 表 明す る  

 

 ギ ル バ ート は 、 共同 的 コ ミッ ト メ ント は その 参加 者 の それ ぞ れ がそ れ に 参加 す る 準

備を 表 明 する こ と で形 成 さ れる と 考 えて い る ( i b i d .  p .  33 ) 。そ れ ゆ え上 の 分 析が 述 べ



てい る の は 、〈 S は p と 信 じて い る 〉と 一 体 とな って 信 じ ると い う 共同 的 コ ミッ ト メ

ント へ の 話し 手 側 の参 加 準 備の 表 明 が話 し 手の 意味 で あ り、 そ れ を受 け て なさ れ る 聞

き手 側 の 参加 準 備 の表 明 が 聞き 手 の 理解 で ある とい う こ とだ 。  

 こ の 立 場は 、 そ れ自 体 と して は 会 話的 推 意の オル タ ナ ティ ヴ な 理論 は 与 えず 、 た だ

意図 と い う概 念 を 用い な い 話し 手 の 意味 の 分析 を与 え る のみ で あ る。 だ が 、話 し 手 の

意味 に 関 して こ の 立場 を 採 用し た な ら、 話 し手 の意 味 の 一部 で あ る会 話 的 推意 に つ い

ても 、 そ れが ど の よう な 経 路で 、 ど のよ う な共 同的 コ ミ ット メ ン トを も た らす か と い

う観 点 か ら捉 え 直 すこ と が でき る だ ろう 。 これ は、 グ ラ イス の 会 話的 推 意 の理 論 を 、

グラ イ ス の哲 学 が 抱え て い る内 在 的 問題 か ら切 り離 す ひ とつ の 方 法と な り うる 。  

 

6 .  結 論  

 本 稿 で は、 グ ラ イス の 会 話的 推 意 の理 論 が、 グラ イ ス の哲 学 の 全体 像 の なか で い か

なる 位 置 づけ を 持 つの か を 論じ た 。 会話 的 推意 の理 論 を 言葉 の 意 味か ら 言 葉の 使 用 の

特徴 に 過 ぎな い も のを 切 り 離す た め のツ ー ルと 捉え て い たグ ラ イ スに と っ て、 会 話 的

推意 の 概 念は 具 体 的な 言 語 現象 の 説 明よ り もむ しろ 、 そ れが よ り 一般 的 な 理性 や 心 理

の領 域 に 根差 す と いう 点 が 重要 で あ った 。 そし て実 際 、 グラ イ ス は会 話 的 推意 の 理 論

を話 し 手 の意 味 の 分析 に 基 礎づ け る こと で 、結 果的 に そ れを 話 し 手の 意 図 に関 す る 問

題と し て いる 。 本 稿で は さ らに グ ラ イス の 心理 論を 参 照 し、 グ ラ イス が 心 理を 公 理 論

的に 、 そ れゆ え 推 論と の 関 係の も と で捉 え てい たと い う こと を 論 じた 。 そ れゆ え 、 会

話的 推 意 もま た 、 話し 手 に 関す る 観 察か ら 話し 手が お こ なっ た 発 話に 至 る 推論 を 構 築

する と い うプ ロ セ スの な か で話 し 手 に帰 属 され るも の と 理解 さ れ るこ と に なる 。  

 し か し グラ イ ス によ る 話 し手 の 意 味の 分 析に は内 在 的 な問 題 が あり 、 そ れは と り わ

けそ の 公 理論 的 心 理観 と 不 整合 に 陥 って い る。 こう し た 内在 的 な 問題 か ら 会話 的 推 意

の理 論 を 切り 離 す ひと つ の やり 方 と して 、 本稿 では コ ミ ット メ ン トと い う 概念 を 用 い

ると い う アプ ロ ー チを 紹 介 した 。  

 

 

1  の ち に G r i c e  ( 19 75 a ) とし て 出 版さ れ た 。  

2  G r i c e  ( 19 89 ) に収 録 さ れて い る バー ジ ョ ンで はこ の 議 論は 省 略 され て い るが 、 同

様の 議 論 は G r i c e  ( 19 67 ) に見 る こ とが で き る 。  

3  グ ラ イ スは 「 実 のと こ ろ、 意 味 と使 用 を 混同 し ない よ う 気を 付 け るべ き だ とい う 教

えは 、 ひ ょっ と す ると 、 意 味と 使 用 を同 一 視す るよ う 気 を付 け る べき だ と いう 教 え が

かつ て そ うで あ っ たの と 同 じく ら い に、 手 軽な 哲学 の 手 引き に な りつ つ あ るの か も し



 

れな い 」 と述 べ た うえ で 、「私 の 主 な目 的 は ［ …］ 意 味 と使 用 と のそ う し た区 別 は い

かに 惹 か れる べ き で、 そ の 哲学 的 有 用性 の 限界 がど こ に ある の か を決 定 す るこ と だ 」

と述 べ て いる ( G r i ce  1 96 7 ,  p .  4 ,  邦 訳 2 頁 ) 。  

4  現 在 で は「 推 意 ( i m p l i c a tu re ) 」 で協 調 原 理や 会話 の 格 率を 介 し た伝 達 内 容を 指 す

用法 が 一 般的 に 思 える が 、 グラ イ ス は内 容 を指 す際 に は 「推 意 内 容 ( i mp l i c at um ) 」

とい う 用 語を 用 い 、話 し 手 の行 為 と して の 推意 とは 区 別 して い る 。  

5  「 推 意 」と 同 様 、「 意 味 」も ま た 、グ ラ イ スは 「意 味 す る」 と い う行 為 、 ない し そ

れに 類 す るも の を 指す と 捉 えて い る 。  

6  グ ラ イ ス 自 身 は 「 発 話 者 の 意 味 ( u t te r e r ’ s  me a n i n g ) 」 と い う 表 現 を よ く 用 い る が 、

現在 で は あま り 使 われ て い ない 。  

7  本 稿 で は情 報 伝 達的 な 事例 の み を考 え る 。行 為 指示 的 な 事例 に 関 して は 、 分析 が い

くら か 異 なっ て い る。  

8  実 際 に はグ ラ イ スは も う少 し 複 雑な 定 式 化を お こな っ て いる が 、 詳細 は 本 稿の 議 論

に関 わ ら ない た め 、簡 略 化 して い る 。  

9  さ ら な る詳 細 は 三木 ( 20 22 ) の第 六 章 を参 照 し てほ し い 。  

1 0  推 論 の 構築 に 関 して は 、ひ と に よっ て 得 意・ 不 得意 が あ った り 、 同じ 事 柄 に関 し

ても ひ と によ っ て 構築 す る 推論 が 異 なっ た りと いう こ と が考 え ら れる た め 、会 話 的 推

意の 理 論 を公 理 論 的心 理 論 のう ち に 位置 づ ける こと は 会 話的 推 意 とい う 概 念を 個 人 ご

とに 相 対 的な も の にし て し まう 恐 れ があ る と思 われ る か もし れ な い。 だ が G r i c e  

(2 00 1 )で は 人 間の 理 性 の働 き と して の 推論 が 取 り上 げ ら れた う え で、 そ れ に関 し て

ひと ご と に得 意 ・ 不得 意 が ある の は 事実 だ とし ても 、 そ れで も ど うい っ た 推論 が 望 ま

しい 推 論 ＝理 性 使 用で あ る かと い う 価値 を 私た ちは 判 断 する こ と がで き 、 それ が あ る

種の 規 範 性を も た らす と い う議 論 が 展開 さ れて おり 、 相 対主 義 的 な立 場 か らは 距 離 が

取ら れ て いる 。  

1 1  意 図 の 概念 を 公 理論 的 理解 か ら 切り 離 す 立場 と して は 、 例え ば 野 矢 ( 19 99 ) で の 意

図の 理 解 があ る 。 野矢 は 、 意図 と い うも の は一 般に 、 自 分自 身 が 意識 的 に 何ら か の 行

為を 選 択 した り 、 ある い は 自身 の 行 為に つ いて 他者 か ら 「何 を し てい る ん だ」、「 な ぜ

そん な こ とを す る のか 」 な どと 問 わ れた り した とき に は じめ て 形 成さ れ る もの で あ り、

それ ゆ え にほ と ん どの 場 面 では 意 図 など 形 成さ れる こ と なく 意 図 的行 為 が なさ れ て い

ると 考 え る (1 36 頁 )。 た だし 、 会 話的 推 意 の理 論と の 関 連に お い ては 、 私 たち は 意

図に 関 し てど の よ うな 理 論 でも 自 由 に選 択 でき るわ け で はな い こ とに 注 意 すべ き だ ろ

う。 グ ラ イス と 異 なる 意 図 理解 を 採 用し た うえ で、 少 な くと も (1 ) そ れ が意 図 の無 限

後退 問 題 を免 れ て いる か 、 無害 化 し てお り 、か つ (2 ) その 意 図 理解 が 会 話的 推 意に 関

する 体 系 的な 理 論 を可 能 に する 、 と いう こ とを 確認 す べ きだ ろ う 。 意 図 に 関す る 野 矢

の 理 解 は 、 (1 ) は 満 た す か も し れ な い が 、 (2 ) に つ い て は 困 難 で あ る よ う に 思 わ れ る 。  
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