
責 任 の 会 話理 論

ー マ ッ ケ ン ナ 『会話 と 責 任 』 の 批 判 的 紹 介 ー

井保 和也

は じ め に

「 責 任 が あ る こ と 」 （ being responsible ） と 「 責 任 を 課 す こ と 」 （ holding

responsible） は 、 ど の よ う な 関係 に あ る の だ ろ う か l o こ の よ う に 問 わ れ た な

ら ば 、 多 く の 人 は 「 責任 が あ る か ら 責 任 を 課す の だ」 と 答 え る だ ろ う 。 こ の

立場 に 対 し て 、 驚 く べ き こ と に 、 「 責任 を 課す か ら 責任 が あ る の だ J と 答 え た

（ と 言 わ れ て い る ） 人 が し 、 る 。 ス ト ロ ー ソ ン が そ う で あ る と し か し 、 さ ら

に 驚 く べ き こ と に 、 こ れ ら 二 つ の 立場 に 対 し て 、 「 ど ち ら で も な し リ と 答 え た

人 が し 、 る 。 マ ッ ケ ン ナ が そ う で あ る と マ ッ ケ ン ナ に よ れ ば 、 責任 が あ る こ

と と 責任 を 課す こ と の 関係 は そ れ ほ ど 単純 で は な い 。 両者 の 関係 を 理解す る

に は 、 マ ッ ケ ン ナ が 『 会 話 と 責任』 と い う 著作 で 展 開 し た 責 任 の 「 会 話理論 」

( conversational theory） を 理解 し な け れ ば な ら な い の で あ る 。

本稿 の 目 的 は こ の マ ッ ケ ン ナ の 会 話理論 を 紹 介す る こ と で あ る 。 そ の た め 、

本稿 の 大 部 分 は 『 会 話 と 責任」 に お け る マ ッ ケ ン ナ の 議論 の 再構成 に 当 て ら

れ る 。 し か し 、 本稿 の 最後 に お い て 、 私 は マ ッ ケ ン ナ の 会 話理論 に 対 し て 二

つ の 反 論 を 提示 し て い る 。 本稿 の 副題 に 「 批判 的 」 と あ る の は そ の た め で あ

l 本稿 で議論 の 対象 と し て い る 「 責任 」 （ responsibility） は す べ て 「 道 徳 的 責任」 （ moral
responsibility） で あ る 。
2 ス ト ロ ー ソ ン は 論 文 「 自 由 と 怒 り 」 に お い て そ の よ う な 主 張 を し た と 言 わ れ て い る

( Strawson[ l 962］ ） 。 例 え ば 、 ワ ト ソ ン や フ ィ ッ シ ャ ー ＆ ラ ヴ ィ ッ ツ ァ は ス ト ロ ー ソ ン を そ の
よ う に 解釈 し て い る （ Watson[ 1 987] , p .  1 1 7 ,  Fischer & Ravizza[ 1 993 ] ,  p .  1 8 ） 。
3 た だ し 、 後 で論 じ る よ う に 、 マ ッ ケ ン ナ の 立場 は 、 「 責任 が あ る か ら 責任 を 課 す の だ 」 と
い う 立場 と 「 責任 を 課 す か ら 責任 が あ る の だ 」 と い う 立場 の ど ち ら か一 方 だ け が 正 し い の
で は な く 、 ど ち ら も 真 理 の 一 面 し か捉 え て い な い 、 と 主 張 す る も の で あ る 。
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る 。 こ れ ら の 反 論 は マ ッ ケ ン ナ の 会話 理論 に と っ て 中 枢 と な る 部 分 を 攻 撃す

る も の で あ る た め 、 マ ッ ケ ン ナ に 賛成 す る に せ よ 、 反 対す る に せ よ 、 無 視 で

き な い 論 点 と な る だ ろ う 。

1 . 責 任 が あ る こ と と 責 任 を 課 す こ と

1.1 責任 が あ る こ と

そ れ で は 、 『 会 話 と 責任』 の 中 身 を 確認 し て い く こ と に し よ う 。 す で に 述 べ

た よ う に 、 こ の 著作 に お け る マ ッ ケ ン ナ の 主 た る 目 的 は 、 責任 が あ る こ と と

責 任 を 課す こ と の 関係 を 探 究す る こ と で あ る 。 し か し 、 賢 明 に も 、 マ ッ ケ ン

ナ は こ の 探 究 を 始 め る 前 に 、 そ の 準備 と し て 、 こ れ ら 二 つ の 概念 の 分析 を 行

っ て い る 。

ま ず 、 責任 が あ る こ と の 分析 か ら 見 る こ と に し よ う 。 マ ッ ケ ン ナ は こ れ を

「 自 身 の 行為 に つ い て 非難 に 値す る こ と 」 と 言 い 換 え て 、 認 知 お よ び コ ン ト

ロ ー ル の 観点 か ら 、 さ し あ た っ て は 次 の よ う に 分析す る （Mckenna[20 1 2] , p .  

1 5 ； 以 下 、 Mckenna[20 1 2］ は CR と 略記す る ） 。

MB 

あ る 人 が 自 身 の 行為 x に つ い て 道徳 的 な 意 味 で 非難 に 値す る の は 、

x が 道徳 的 に 不 正 な 行為 で あ る こ と を そ の 人 が 知 っ て い て 、 かつ 、

そ の 人 が x を 自 由 に 行 っ た 場合 で あ る 40

し か し 、 マ ッ ケ ン ナ に よ れ ば 、 MB は 責 任 が あ る こ と の 分析 と し て は 不 十 分

で あ る 。 な ぜ な ら 、 MB に は 行為 者 の 「 意 志 の 質」 （ quality o f  will） に つ い て

4 こ こ で マ ッ ケ ン ナ は 「 自 由 に 」 （ freely） と い う 言 葉 を 使 っ て い る が 、 こ れ は 必 ず し も 自 由
意 志 を 意 味す る わ け で は な い 。 マ ッ ケ ン ナ は 責任 の 会 話理論 を 展 開 す る 際 に 、 決 定論 と 責
任 の 両 立 問題 に 関 し て 、 両 立 論 に も 非 両 立 論 に も コ ミ ッ ト し な い （ CR, p. 2） 。 そ の た め 、 こ
の 「 自 由 に 」 と い う 言葉 は 、 両 立 論 的 な 意 味 に も 、 非 両 立 論 的 な 意 味 に も と れ る よ う に 使
わ れ て い る 。
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の 条件 が 含 ま れ て い な し 1 か ら で あ る 。

マ ッ ケ ン ナ は ス ト ロ ー ソ ン の 影 響 を 受 け て 、 行為 者 の 意 志 の 質 が 責任 を 考

え る 上 で 重 要 な 要 素 で あ る と 主 張す る （ CR, pp. 1 8- 1 9） 。 意 志 の 質 と は 、 道徳

的 な 考 量 に 対す る 配慮、 （regard） の こ と で あ る （ CR, p .  1 8 ） 。 マ ッ ケ ン ナ に よ

れ ば 、 あ る 行為 者 が あ る 不 正 な 行為 を そ れ と 知 っ た 上 で 自 由 に 行 っ て い る が 、

そ れ に も か か わ ら ず 、 そ の 行為者 が 道 徳 的 な 考 量 に 対す る 配慮 を 欠 い て い な

い と い う こ と は 、 十 分 に あ り 得 る こ と で あ る 。 し か も 、 こ の 場合 、 そ の 行為

者 に は そ の 行 為 に つ い て の 責任 が な い よ う に 思 わ れ る の で あ る 。

マ ッ ケ ン ナ は こ の 点 を 映 画 『 ソ フ ィ ー の 選 択』 の 事例 に よ っ て 説 明 す る （ CR,

p. 20） 。 こ の 映画 の 中 で 、 ソ フ ィ ー は 息 子 を 生 か し て 娘 を 殺 す か 、 娘 を 生 か

し て 息 子 を 殺す か と い う 選択 を 迫 ら れ 、 前者 を 選択す る 。 ソ フ ィ ー は そ の 選

択 が 道徳 的 に 不 正 で あ る こ と を 知 っ て い る し 、 ソ フ ィ ー の 選 択 を 妨 害す る 要

因 は何 も な か っ た 。 一 方 で 、 ソ フ ィ ー と 同 じ 状 況 に 置 かれ て い る ク ルエ ラ と

い う 人 物 が し 、 る と し よ う 。 ソ フ ィ ー と は 違 い 、 ク ルエ ラ は 自 分 が 置 かれ た 状

況 を 楽 し ん で い る 。 そ し て 、 ク ルエ ラ は 息子 を 生 か し て 娘 を 殺す こ と を 喜 ん

で選択す る の で あ る 。 こ の と き 、 ソ フ ィ ー と ク ルエ ラ は ど ち ら も MB を 満 た

し て い る 。 そ れ に も か か わ ら ず 、 ソ フ ィ ー に は 自 分 の 選択 に つ い て の 責任 が

な い よ う に 思 わ れ る が 、 ク ル エ ラ に は あ る よ う に 思 わ れ る 。 マ ッ ケ ン ナ が 言

う に は 、 こ れ は 、 ソ フ ィ ー に は道徳 的 な 考 量 に 対す る 配慮 が 見 ら れ る が 、 ク

ルエ ラ に は そ れ が 見 ら れ な し 、 か ら で あ る 。

以 上 の 考 察 を 経 て 、 マ ッ ケ ン ナ は MB に 意 志 の 質 に つ い て の 条件 を 追加 す

る （ CRラ p . 6 1 ) 。

MB' 

あ る 人 が 自 身 の 行為 x に つ い て 道 徳 的 な 意 味 で 非難 に 値す る の は 、

x が 道徳 的 に 不 正 な 行為 で あ る こ と を そ の 人 が 知 っ て い て 、 かつ 、
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そ の 人 が x を 自 由 に 行 い 、 かつ 、 x す る と き に 、 そ の 人 が 道徳 的 に

批判 さ れ る べ き 質 の 意 志 か ら 行為 し た 場合 で あ る 。

1.2 責任 を 課す こ と

次 に 、 責任 を 課す こ と の 分析 に 移 ろ う 。 マ ッ ケ ン ナ は 「 あ る 行為 に つ い て

他者 に 責任 を 課 し 、 かつ 、 非難 に 値す る と 見 な す こ と 」 に 議 論 を 絞 り 、 次 の

よ う な 分析 を 与 え て い る （ CR, p .  25 ） 。

H孔1B2

A が B に 行為 x に つ い て 道徳 的 な 意 味 で 責任 を 課 し 、 かつ 、 非難

に 値す る と 見 な し て い る の は 、 次 の （ 1 ） か ら （ 5 ） が 満 た さ れ て い

る 場合 で あ る 。

( 1 )  A は 「B は x し た こ と に つ い て 非難 に 値す る 」 と 信 じ て い る 。

(2)  A は 「x す る の は道徳、 的 に 不 正 で、 あ る 」 と い う 判 断 の 道 徳、 的

根 拠 を 支持 し て い る 。

( 3 )  A は B に x し て ほ し く な か っ た と 思 っ て い る 。

(4)  A が B に x し て ほ し く な か っ た と 思 っ て い る 理 由 は 、 （ 1 ) と

(2 ） が 満 た さ れ て い る こ と で あ る 。

( 5 )  ( 1 ） か ら （4） が 満 た さ れ て い る た め 、 （ 5 - 1 ) A は B を 否 定 的

に 見 る 傾 向 が あ り 、 場合 に よ っ て は 否 定 的 に 対応 す る 傾 向 が

あ る 、 ま た は 、 （ 5 -2) A は そ う す る こ と が 適 切 で あ る と 信 じ

て い る 。

責任 を 課す こ と の 条件 と し て 、 （ 1 ) が 必 要 な の は 自 明 で あ る 。 し か し 、 マ

ッ ケ ン ナ の 考 え で は 、 そ れ だ け で は 不 十 分 で、 あ る 。 次 の 事例 を 考 え て ほ し い

( CR, p .  22） 。 邪 悪 な シ ン デ ィ が 暴 力 的 な 犯 罪 を 行 っ た 。 サ ム は シ ン デ ィ が そ
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の 犯 罪 が 不 正 で あ る と 知 っ た 上 で 、 そ れ を 自 由 に 行 っ た こ と を 知 っ て い る 。

し か し 、 サ ム は 悪珠 で あ る か ら 、 シ ン デ ィ が そ う し た こ と を 喜 ん で、 い る 。 こ

の 場合 、 サ ム は （ 1 ) を 満 た し て い る が 、 シ ン デ ィ に 責任 を 課 し て い る わ け で

は な い 。 よ っ て 、 （ 1 ) だ け で は 不 十 分 で あ る 。

で は 、 （ 1 ） に 「 そ の よ う な 行為 を し て ほ し く な し リ と い う 欲 求 的 な 要 素 を 、

つ ま り 、 （ 3 ） を 加 え れ ば十 分 だ ろ う か。 こ れ も 、 次 の 事例 に よ っ て 不 十 分 で、

あ る こ と が 示 さ れ る （ CR, pp. 22-3 ） 。 サ ム と サ タ ン は シ ン デ ィ が 犯 罪 を す る

か ど う か に つ い て 賭博 を し て い る 。 サ ム は シ ン デ ィ が 犯 罪 を 行 え る ほ ど 屈 強

で は な い 方 に 賭 け て い た 。 し か し 、 シ ン デ ィ は 実 際 に 犯 罪 を 行 っ た 。 サ ム は

シ ン デ ィ が 非難 に 値す る こ と を 知 っ て い る 。 な お かつ 、 サ ム は サ タ ン に 賭 け

金 を 払 い た く な し 、 か ら 、 シ ン デ ィ に 犯 罪 を し て ほ し く な か っ た と 思 っ て い る 。

こ の 場合 、 サ ム は （ 1 ） と （ 3 ） を 満 た し て い る が 、 シ ン デ ィ に 責任 を 課 し て

い る と は 言 え な い だ ろ う 。

こ こ ま で の と こ ろ 、 サ ム は 「 シ ン デ ィ の 犯 罪 は 不 正 で あ る 」 と 判 断 し て は

い る が 、 そ の 道徳 的 根拠 を 支持 し て い な い 。 こ の 点 を 考慮 し て 、 （2） を 付 け

加 え る と ど う だ ろ う か。 マ ッ ケ ン ナ は こ れ に も 次 の 反 例 を 挙 げ て い る （ CR, p .  

23 ） 。 ア イ ラ は サ ム と サ タ ン の 賭博 の 話 を 耳 に し 、 参加 す る こ と に し た 。 そ し

て 、 サ ム と 同 様 に 、 シ ン デ ィ が 犯 罪 を 行 え る ほ ど 屈 強 で、 は な い 方 に 賭 け た 。

サ ム と は 違 い 、 ア イ ラ は 道 徳、 を 配慮 し て お り 、 「 シ ン デ ィ の 犯 罪 は 不 正 で あ る J

と い う 判 断 の 道 徳 的 根拠 を 支持 し て い る 。 し か し 、 ア イ ラ は シ ン デ ィ と い う

個 人 に ま っ た く 関 心 が な い 。 つ ま り 、 シ ンデ ィ が 不 正 を 働 く か ど う か に つ い

て 、 微塵 も 興 味 が な い の で あ る 。 と は い え 、 こ の 点 を 除 け ば 、 ア イ ラ は サ タ

ン に 賭 け 金 を 払 い た く な し 1 か ら 、 シ ン デ ィ に 犯 罪 を し て ほ し く な い と 思 っ て

い る 。 こ の 場合 、 ア イ ラ は （ 1 ） か ら （ 3 ） を 満 た し て い る が 、 シ ン デ ィ に 責

任 を 課 し て い る よ う に は 思 わ れ な い 。

二 つ の 賭博 の 事 例 か ら わ か る よ う に 、 「 そ の よ う な 行為 を し て ほ し く な し リ
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と い う 欲 求 は 、 正 し い 種類 の 理 由 か ら 、 つ ま り 、 道徳 的 な 理 由 か ら 生 じ た も

の で な け れ ば な ら な い 。 そ こ で 、 （4 ） が 必 要 に な る 。 し か し 、 こ れ で も ま だ

不 十 分 で あ る 。 な ぜ な ら 、 次 の ル シ ン ダ の よ う な 人物 が 考 え ら れ る か ら で あ

る （ CRラ p . 24） 。 ア イ ラ と は違 い 、 ル シ ン ダ は シ ン デ ィ と い う 個 人 に 関 心 が あ

り 、 シ ン デ ィ に 犯 罪 を 行 っ て ほ し く な い と 強 く 思 っ て い る 。 そ し て 、 こ の 欲

求 は （4） を 満 た し て い る 。 し か し 、 ル シ ン ダ は シ ン デ ィ に 対 し て あ ま り に も

甘 く 、 シ ン デ ィ に 「 か わ い ら し し ＼ fj、 さ な お ば あ ち ゃ ん 」 の よ う に し か接す る

こ と が で き な い 。 実 際 、 ル シ ン ダ に は そ れ以 外 の 接 し 方 、 例 え ば 、 怒 り を 抱

く こ と や 、 非難す る こ と な ど は想、像 も つ か な い 。 し た が っ て 、 シ ン デ ィ が ど

れ だ け ひ ど い こ と を し よ う と も 、 ル シ ン ダ が す る の は 、 シ ン デ ィ が 次 回 は 不

正 を し な い よ う に 願 う こ と だ け な の で あ る 。 こ の 場合 も 、 ル シ ン ダ が シ ン デ

ィ に 責 任 を 課 し て い る と は 言 え な い だ ろ う 。

こ こ で 、 い よ い よ 最後 の 条 件 で あ る （ 5 ） が 加 え ら れ る 。 マ ッ ケ ン ナ に よ れ

ば 、 責任 を 課す こ と に は 、 怒 り を 感 じ る 、 非 難す る な ど の 「 非難行動 」 （blaming

behavior） へ の 傾 向 性 が 含 ま れ て い る の で あ る 。 マ ッ ケ ン ナ は 、 （ 1 ） か ら （4)

に 加 え て 、 非難行動 を す る 傾 向 が あ る な ら ば （ 5- 1 ） 、 責任 を 課す こ と と し て

は 十 分 で あ る と 考 え て い る 。 し か し 、 そ う で な く と も 、 非難行動 を す る こ と

が 適切 で、 あ る と 信 じ て い る な ら ば （ 5-2 ） 、 そ れ で、 十 分 で、 あ る と も 考 え て い る

( CR, p .25 ） 。 例 え ば 、 あ な た の 同 僚 が 何 か 不 正 を 犯 し た の だ が 、 そ の 同 僚 が

あ ま り に も 魅 力 的 で あ る た め 、 あ な た は そ の 同 僚 に 対 し て 非難行動 を す る 気

が ま っ た く 起 こ ら な い と し よ う 。 あ な た に は そ の 同 僚 に 非難行動 を す る 傾 向

性 が ま っ た く な い の で あ る 。 し か し 、 あ な た は そ の 同 僚 に 非難行動 を す る こ

と は適切 で あ る と 信 じ て い る （ あ な た は こ の 点 でソレ シ ン ダ と は 異 な る ） 5。 マ

ッ ケ ン ナ の 見解 で は 、 こ の と き 、 あ な た が 同 僚 に 責 任 を 課 し て い な い と 主 張

す る の は 不 自 然 で あ る 。 以 上 の 巧妙 な 思 考 実験 を 経 て 、 マ ッ ケ ン ナ は HMB2

5 こ れ は ウ ォ レ ス が 挙 げ て い る 事例 で あ る （ Wallace [ 1 994] , pp. 76-77） 。
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を 提示 す る に 至 っ た の で あ る 。

2 . 責 任 の 形 市 上 学

2.1 ウ オ レ ス の （N） と エ ウ テ ュ プ ロ ン型 問 題

責任 が あ る こ と と 責任 を 課す こ と の 分析 を 終 え た マ ッ ケ ン ナ は 、 い よ い よ

両者 の 関係 を 追 究 す る こ と に な る 。 マ ッ ケ ン ナ は 両者 の 関係 と し て 、 ウ ォ レ

ス の （N） を 支 持す る （ CRラ pp . 34-3 5 )  0 

(N) S が （行為 x に つ い て ） 道徳 的 な 意 味 で 責任 が あ る の は 、 S

に （行為 x に つ い て ） 道徳 的 な 意 味 で 責任 を 課す こ と が 妥 当

で あ る 場合 で あ り 、 かつ 、 そ の 場合 に か ぎ ら れ る 60

マ ッ ケ ン ナ が （N） を 支 持 す る の は 、 ウ ォ レ ス が 述 べ て い る よ う に 、 適 切 な

責任論 に は 、 い つ 責任 を 課すべ き か に つ い て の 規範 が 組 み 込 ま れ て い な け れ

ば な ら な し 1 か ら で あ る に そ う で な け れ ば 、 誤 っ て 責任 を 課 し た り 、 誤 っ て

6 Wallace [ l 994] , p. 9 1 .  
7 そ う し た 規 範 が 組み 込 ま れ て い な い 分 析 の 例 と し て ウ ォ レ ス が 挙 げ て い る の は 、 次 の ( D )
で あ る （Wallace [1 994] , p .  89） 。

( D )  S が （ 行為 x に つ い て ） 道 徳 的 な 意 味 で 責任 が あ る の は 、 適 切 な 条件 の 下
で 、 S に （ 行 為 x に つ い て ） 道 徳 的 な 意 味 で 責任 を 課 す傾 向 が 我 々 に あ る
場 合 で あ り 、 かっ 、 そ の 場 合 に か ぎ ら れ る 。

ウ ォ レ ス と マ ッ ケ ン ナ に 従 い 、 私 も ( D） よ り （ N） の 方 が 分 析 と し て 優 れ て い る こ と を 認
め る 。 し か し 、 私 の 考 え で は 、 （ N） に お い て 言及 さ れ て い る 規範 は 、 (D） に お い て 言及 さ
れ て い る 傾 向 性 か ら 生 じ た も の に 過 ぎ な い 可能性 が あ る 。

例 え ば 、 「 神 社 で 参 拝 す る 際 に は 二 礼 二拍 一 礼 を し な け れ ば な ら な し リ と い う 規範 が 存在
す る が 、 そ れ は 「 神 社 で 参 拝 す る 際 に は 二 礼 二 拍 一 礼 を す る 」 と い う 我 々 の 慣 習 に 先 立 っ
て こ の 世界 に 存在 し て い た わ け で は な い。 我 々 は 参 拝 の 規 範 を 発 見 し て か ら 、 そ れ に 従 っ
て 参 拝 の 慣 習 を 形成 し た の で は な い 。 む し ろ 、 参 拝 の 慣習 が 先 に あ っ て 、 そ こ か ら 参 拝 の
規 範 が 形成 さ れ た の で あ る 。 同 様 に 、 責任 を 課 す と い う 実 践 の 規範 も 、 我 々 の 傾 向 性 な い
レ慣 習 か ら 生 じ た も の で あ る か も し れ な い の で あ る 。

こ こ で 興 味深 い の は 、 我 々 の 傾 向 性 な い し 慣 習 と 規範 を つ な ぐ も の と し て 、 ヒ ュ ー ム が
会 話 に お け る 感 情 の 相 互 交 流 に 注 目 し て い る こ と で あ る （ 例 え ば 、 林 ［20 1 5］ が 会 話 を キ ー ワ
ー ド に ヒ ュ ー ム 解釈 を 行 っ て い る ） 。 私 は 、 こ の 点 を 掘 り 下 げれ ば 、 マ ッ ケ ン ナ の 会 話理論
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責任 を 課 さ な か っ た り す る こ と が あ り う る と い う 事 実 を 理解す る こ と が で き

な く な っ て し ま う だ ろ う 。

し か し 、 （N） に は 次 の よ う な 問題 が あ る 。 （N） は 必 要 十 分 条件 で、 あ る か ら 、

条件節 の 方 が 帰結節 よ り も 形 市 上 学 的 に 基礎 的 で あ る と 考 え て 、 条 件節 か ら

帰結節 の 方 向 に 読 む こ と も で き る し 、 逆 に 、 帰結節 の 方 が 条件節 よ り も 形 而

上 学 的 に 基礎 的 で あ る と 考 え て 、 帰結節 か ら 条件節 の 方 向 に 読 む こ と も で き

る 。 で は 、 ど ち ら が （N） の 正 し い 読 み 方 な の だ ろ う か。 マ ッ ケ ン ナ は こ の

問題 を 「 エ ウ テ ュ プ ロ ン 型 問題 」 （Euthypro-type question） と し て 、 次 の よ う

に 定式化 し て い る （ CR, pp . 5 1 -52） 。

あ る 行為 の 責任 を あ る 行為 者 に 課す こ と が 妥 当 で あ る か ら 、 そ の 行

為 者 に そ の 行為 の 責任 が あ る の か 、 そ れ と も 、 あ る 行為者 に あ る 行

為 の 責任 が あ る か ら 、 そ の 行為 の 責任 を そ の 行為者 に 課す こ と が 妥

当 で あ る の か。

こ の エ ウ テ ュ プ ロ ン 型 問 題 は 、 言 い 換 え れ ば 、 責任 が あ る と い う 事 実 と 責

任 を 課す と い う 実 践 の ど ち ら が 形 而 上 学 的 に よ り 基礎 的 な の か 、 と い う 問題

で あ る 。 マ ッ ケ ン ナ は 、 こ の 問題 に 答 え る た め の 足 が か り と し て 、 ウ ォ レ ス

と ツ ィ マ ー マ ン の 責任論 に 注 目 す る 。 と い う の も 、 前者 は 責 任 を 課す と い う

実践 に よ っ て 責 任 が あ る と い う 事 実 を 基礎づ け る 立場 で あ り 、 後 者 は 責任 が

あ る と い う 事実 に よ っ て 責任 を 課す と い う 実 践 を 基礎 づ け る 立 場 だ か ら で あ

る 。 そ こ で 、 以 下 で は 、 両者 の 概 要 を 確認 し 、 そ れ ぞれ に 関 し て 、 マ ッ ケ ン

ナ が ど の よ う な 評価 を 与 え て い る の か を 見 て お こ う 。

に 新 た な 光 を 投 じ る こ と が で き る か も し れ な い と 感 じ て い る 。

94 



2.2 ウ オ レ ス のス ト ロ ー ソン主 義的責任論

ま ず は 、 （N） を 提示 し た 本人 で あ る ウ ォ レ ス の 責任論 を 概観す る 。 ウ ォ レ

ス の 責任論 は 、 ス ト ロ ー ソ ン の 論 文 「 自 由 と 怒 り 」 か ら 読 み と る こ と が で き

る 以 下 の 三 つ の テ ー ゼ を 支持 し て い る と い う 点 で 、 ス ト ロ ー ソ ン 主 義 的 責 任

論 で あ る と 言 え る （CR, p .  3 1 ) 。

ス ト ロ ー ソ ン 主義 の テ ー ゼ

( 1 ） 責任 が あ る こ と は 、 責任 を 課す こ と の 本性 に よ っ て 理解 さ れ

な け れ ば な ら な い 。

(2） 責 任 を 課す こ と は 、 あ る 特 定 の 範 囲 の 情動 と 、 そ れ に 関係 す

る 実践 に よ っ て 理解 さ れ な け れ ば な ら な い 。

( 3 ） 責 任 を 課す こ と は 、 責任 が あ る こ と よ り も 、 形 而 上 学 的 に 基

礎 的 で あ る 。

ウ ォ レ ス は テ ー ゼ （ 1 ） を 支持す る た め 、 自 身 の 責任論 を 次 の 順序 で 展 開 す

る こ と に な る 。 ま ず 、 責任 を 課す こ と が 妥 当 で あ る 条件 、 す な わ ち 、 責任 を

課す と い う 実践 の 規範 を 吟 味す る 。 そ し て 、 責任 を 課 さ れ て い る 行為者 に 対

し て 、 そ の 規範 が ど の よ う な 能 力 を 要 求 し て い る の か を 読 み と る 。 そ う す る

こ と で 、 責任 が あ る こ と 、 あ る い は 、 責任能 力 の あ る 行為者 で あ る こ と に つ

い て の 事 実 に た ど り 着 く の で あ る 。 こ の 展 開 の 順序 が 、 （N） を 条件節 か ら 帰

結節 の 方 向 に 読 む こ と と 軌 を ー に し て い る こ と は 明 ら か で あ る だ ろ う 。

し か し 、 こ こ で 問 題 に な る の は 、 （N） の 条件節 と 帰結節 の 両 方 に 「 責任」

(responsible） と い う 言葉 が あ る こ と で あ る 。 ウ ォ レ ス の よ う に （N） を 条件

節 か ら 帰結節 の 方 向 に 読 む の で あ れ ば 、 条件節 の 「 責任」 を 何 ら か の 仕方 で

別 の 言葉 に 置 き 換 え な け れ ば 、 （N） は 責 任 を 分析す る た め の 道 具 と し て は役

に 立 た な い だ ろ う 。 そ こ で 、 テ ー ゼ （2） が 必 要 に な る 。 ウ ォ レ ス は ス ト ロ ー
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ソ ン に 従 っ て 、 「 反 応 的 態 度 」 （reactive attitudes） と い う 一群 の 情 動 に 注 目 す

る 。 反応 的 態 度 に は 、 例 え ば 、 怒 り や罪 悪感 な ど の 情 動 が 含 ま れ る 。 ウ ォ レ

ス は こ の 反応 的 態 度 に よ っ て 責任 を 課す こ と を さ ら に分析す る 。 そ れ に よ れ

ば 、 あ る 人 に 責任 を 課す こ と は 、 そ の 人 に 反 応 的 態度 を 向 け る こ と （ ま た は 、

そ う す る こ と が 適 切 で あ る と 信 じ る こ と ） で あ る 。 こ の 分析 を （N） に 適 用

すれ ば 、 （N） の 条 件節 か ら 「 責任」 と い う 言 葉 が 消 去 さ れ る こ と に な る か ら 、

先 の 問題 は 生 じ な く な る の で あ る と ち な み に 、 ウ ォ レ ス は （N） の 条件節 に

あ る 「 妥 当 で あ る 」 （ appropriate） を 「 公 平 で あ る 」 （ fair） と い う 意 味 で理解

す る た め 、 実質 的 に 、 （N） は 次 の よ う に 書 き 換 え る こ と が で き る た

S が （行為 x に つ い て ） 道徳 的 な 意 味 で 責任 が あ る の は 、 S に （ 行

為 x に つ い て ） 反応 的 態度 を 向 け る こ と が 公 平 で、 あ る 場合 で あ り 、

かつ 、 そ の 場合 に か ぎ ら れ る 。

テ ー ゼ （ 3 ） に 移 ろ う 。 （ 3 ） は （ 1 ） に 似 て い る よ う に 思 わ れ る が 、 実 際 に

は ま っ た く 異 な る 。 な ぜ な ら 、 （ 1 ） は認知 の 順序 に つ い て の テ ー ゼ で あ る が 、

そ の 一 方 で 、 （ 3 ） は存在 の 順 序 に つ い て の テ ー ゼ だ か ら で あ る 1 0。 つ ま り 、

ウ ォ レ ス は （ 3 ） を 支 持す る こ と で 、 責任 を 課す と い う 実践 の 規範 は 、 責任 が

あ る と い う 事実 に 先 立 つ て 認識 さ れ る だ け で な く 、 そ れ に 先 立 っ て 存在 し て

い る と 主 張 し て い る の で あ る 。 ウ ォ レ ス が こ の よ う に 主 張す る 根拠 は 何 だ ろ

う か。 そ れ は 、 責任 が あ る と い う 事実 が 、 責任 を 課す と い う 実 践 に お け る 我 々

の 活動 や 関 心 か ら 完 全 に 隔 絶 し た 領域 と し て 存在す る と し て も 、 そ う し た 神

秘 的 な 領 域 が 一 体 ど の よ う な も の で あ る の か が 、 ま っ た く 理解 で き な い こ と

8 Wallace [ 1 994] ,  pp. 62-73 . 
9 Wallace [ 1 994] ,  pp. 92-94. 
1 0 一 般 に 、 認 知 の 順序 と 存在 の 順序 は 一 致す る と は か ぎ ら な い 。 マ ッ ケ ン ナ の 例 で は 、 霧
箱 の 中 の 状態 を 知 ら な け れ ば電子 の 運動 に つ い て 知 る こ と が で き な し 1 か ら と い っ て 、 霧箱
の 中 の 状態 が 電子 の 運動 よ り も 基礎 的 な 存在者 で あ る わ け で は な い （ CR, p .  40） 。
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で あ る 1 1 0 (2 ） で も 主 張 さ れ て い る よ う に 、 責任 を 課す こ と は 反応 的 態度 と

い う 情 動 に よ っ て 理解 さ れ な け れ ば な ら な い 。 そ し て 、 責任 が あ る と い う 事

実 は 、 我 々 が そ う し た 情 動 を 抱 く 際 に 考 慮 さ れ る べ き 規範 に 一 致 し な け れ ば

な ら な い の で あ る 。 こ の よ う に し て 、 ウ ォ レ ス は 責 任 を 課す と い う 実践 に よ

っ て 責任 が あ る と い う 事実 を 基礎 づ け る に 至 る の で あ る 。

2.3 ツ ィ マ ーマンの台 帳理論

次 に 、 ツ ィ マ ー マ ン の 責任論 を 概観 し よ う 。 ウ ォ レ ス と は違 い 、 ツ ィ マ ー

マ ン は 責 任 が あ る と い う 事 実 が 責 任 を 課 す と い う 実 践 か ら 独 立 し て 存 在 す

る こ と に 不 信 を 抱 か な い 。 ツ ィ マ ー マ ン は こ の こ と を 「 道 徳 台 帳 」 （ moral

ledger） の 比 輸 に よ っ て 説 明 し て い る 。 そ の た め 、 ツ イ マ ー マ ン の 責任論 は

「 台 帳理論 」 ( ledger theory） と 呼 ば れ て い る 。

さ て 、 そ の 比 喰 に よ れ ば 、 あ る 人 が 不 正 を 働 く と 、 そ れ に よ っ て 、 そ の 人

の 道徳 台 帳 に 借 り 入れ の 印 が 刻 ま れ る 。 こ う し て 生 じ た 新 し い 事 実 、 す な わ

ち 、 そ の 行為 者 の 道徳 台 帳 に は借 り 入れ の 印 が あ る と い う 事 実 こ そ が 、 そ の

行為者 は そ の 不 正 に つ い て 責 任 が あ る と い う 事 実 に ほ か な ら な い。 し た が っ

て 、 あ る 人 に 責 任 を 課す こ と は 、 す な わ ち 、 「 そ の 人 の 道 徳 台 帳 に は 借 り 入

れ の 印 が あ る 」 と い う 事実判 断 を 下す こ と な の で あ る 120

こ の よ う に 、 台 帳理論 に お い て は 、 責任 が あ る と い う 事実 は 責任 を 課す と

い う 実践 に 先 立 っ て 存在 す る 。 そ し て 、 責任 を 課す と い う 実践 は 、 責任 が あ

る と い う 事 実 に 一 致 し て い る か ぎ り に お い て 、 そ の 妥 当 性 が 保証 さ れ る の で

あ る 。 こ の こ と は 、 台 帳理論 が ス ト ロ ー ソ ン 主 義 の テ ー ゼ （ 1 ) お よ び （ 3 )

を 否 定 し て い る こ と を 意 味 し て い る 。 し た が っ て 、 ツ ィ マ ー マ ン の 台 帳理論

は 、 責任 が あ る と い う 事実 に よ っ て 責 任 を 課す と い う 実践 を 基礎 づ け る 立場

1 1  Wallace [ 1 994] , p . 8 8 .  
1 2 Zimmerman[ 1 988] , pp . 3 8-39 .  
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で あ る と 言 え る だ ろ う 。

実 は 、 台 帳理論 は ス ト ロ ー ソ ン 主義 の テ ー ゼ （2） を も 否 定す る 。 つ ま り 、

ツ ィ マ ー マ ン は 、 責任 を 課す と い う 実践 を 説 明 す る 際 に 、 情 動 に 副 次 的 な 役

割 し か与 え な い の で あ る 。 例 え ば 、 非難 と い う 実践 は 次 の よ う に 説 明 さ れ て

い る 1 30 非 難 に は 強 弱 が あ る 。 弱 い 非難 と は 、 あ る 人 に 責 任 が あ る こ と を 、

何 ら か の 方 法 で そ の 人 に 伝 え る こ と で あ る 。 こ こ に は 、 表情 や発 言 に よ る 伝

達 が 含 ま れ る 。 一 方 で 、 強 い 非難 と は 、 あ る 人 に 責任 が あ る と い う 信 念 に 基

づ い て 行為 す る こ と で あ り 、 情 動 は そ の 際 に 生 じ る 副 産物 に 過 ぎ な い 。 台 帳

理論 に よ れ ば 、 情 動 を ま っ た く 持 た な い 存在者 で あ っ て も 、 責任 に つ い て の

判 断 を 下 し 、 責任 を 課す こ と が 可能 な の で あ る 。

2.4 エ ウ テ ュ プ ロ ン型 問 題の解決

以 上 か ら も わ か る よ う に 、 ウ ォ レ ス の ス ト ロ ー ソ ン 主義 的 責任論 と ツ イ マ

ー マ ン の 台 帳理論 は 、 ス ト ロ ー ソ ン 主 義 の テ ー ゼ を め ぐ っ て 、 真 っ 向 か ら 対

立 し て い る と 言 え る 。 で は 、 マ ッ ケ ン ナ は そ れ ぞ れ の 立 場 を ど の よ う に 評 価

す る の だ ろ う か。

ま ず 、 ス ト ロ ー ソ ン 主義 の テ ー ゼ （2） に 関 し て は 、 ウ ォ レ ス と 同 様 に 、 マ

ッ ケ ン ナ は こ れ を 支 持 し て い る （CR, p .  46 ） 。 こ の こ と は 、 HMB2 の 条件 （ 5 )

か ら も 明 ら か で あ る 。 条 件 （ 5 ） の 「 否 定 的 に 見 る J お よ び 「 否 定 的 に 対応す

る 」 と い う 表 現 が 意 味 し て い る こ と の 中 に は 、 怒 り な ど の 反 応 的 態度 を 向 け

る こ と も 含 ま れ て い る の で あ る 。

で は 、 ス ト ロ ー ソ ン 主義 の テ ー ゼ （ 1 ) お よ び （ 3 ） に つ い て は ど う だ ろ う

か。 一 見 す る と 、 マ ッ ケ ン ナ は こ れ ら に 反 対 し て 、 ツ ィ マ ー マ ン の 台 帳理論

を 支持す る か の よ う に 思 わ れ る 。 な ぜ な ら 、 HMB2 の 条 件 （ 1 ) に よ れ ば 、 責

任 を 課す こ と は 、 責任 が あ る こ と に つ い て の 判 断 に よ っ て 構成 さ れ て い る か

1 3  Zimmerman [ 1 988 ] ,  pp . 1 48 - 1 49 .  
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ら で あ る 。 実 際 、 マ ッ ケ ン ナ は反応 的 態 度 に 認知 的 な 要 素 が あ る こ と を 認 め 、

MB＇ �：： 即 し て 、 反 応 的 態 度 の 認 知 内 容 は 「 あ る 行 為 者 が 道徳 的 に 不 正 な 行 為

を そ れ と 知 っ て 自 由 に 行 い 、 かつ 、 道 徳 的 に 批判 さ れ る べ き 質 の 意 志 か ら そ

う し た 」 と い う 信念 で あ る と 主 張す る の で あ る （ CRラ p . 66） 。 こ の こ と は 、 マ

ッ ケ ン ナ の 立 場 が 、 責任 が あ る と い う 事 実 に よ っ て 責任 を 課す と い う 実践 を

基礎づ け る 立場 で あ る こ と を 意 味 し て い る よ う に 思 わ れ る （ CR, pp . 47-48 ） 。

し か し 、 そ の 一 方 で 、 マ ッ ケ ン ナ は ス ト ロ ー ソ ン 主義 の テ ー ゼ （ 1 ) お よ び

( 3 ） を 支持 し て い る よ う に も 見 え る 。 と い う の も 、 マ ッ ケ ン ナ は 、 ウ ォ レ ス

の 線 に 沿 っ て 、 責任 を 課 し て い る 人 と 責 任 を 課 さ れ て い る 人 の 聞 で の 相 互行

為 が 、 責任 が あ る と い う 事 実 に と っ て 本 質 的 で あ る と 主 張 す る か ら で あ る

( CR, p .  49） 。 マ ッ ケ ン ナ が 言 う に は 、 ツ ィ マ ー マ ン の 台 帳理論 は こ の 「 肝 心

な 要 素 」 （vital elements ） を 完全 に 見 落 と し て い る の で あ る ( Ibid. ) 0 こ の こ

と を 考慮す る と 、 マ ッ ケ ン ナ の 立 場 は 、 責任 を 課す と い う 実践 に よ っ て 責任

が あ る と い う 事 実 を 基礎づ け る 立場 で あ る よ う に も 思 わ れ る の で あ る 。

実 を 言 え ば 、 マ ッ ケ ン ナ は ウ ォ レ ス の 立場 に も 、 ツ ィ マ ー マ ン の 立場 に も

立 た な い 。 驚 く べ き こ と に 、 マ ッ ケ ン ナ は 、 責任 が あ る こ と と 責任 を 課す こ

と の ど ち ら か一方だ け が 形 而 上 学 的 に 基礎 的 で あ る 、 と い う 前提 そ の も の を

拒否 す る 。 つ ま り 、 両者 は形 市 上 学 的 に 相 互依 存 の 関係 に あ る た め 、 一 方 を

他方 に よ っ て 基礎 づ け よ う と す る と 、 必 ず循 環 に 陥 っ て し ま う 、 と い う こ と

で あ る 。 し た が っ て 、 エ ウ テ ュ プ ロ ン 型 問題 に 対す る マ ッ ケ ン ナ の 解決 は 、

こ の 循 環 を 循 環 と し て そ の ま ま 受 け 入 れ る こ と な の で あ る （ CR, pp . 5 3 -54) 0 

と は い え 、 マ ッ ケ ン ナ に は ま だ解決 し な け れ ば な ら な い 問 題 が あ る 。 そ れ は 、

こ の 循 環 が ど の よ う な も の で あ る の か を 具体 的 に 説 明 し 、 そ れ が 悪性 の 循 環

で は な い こ と を 示 す こ と で あ る 。 そ こ で 登 場す る の が 、 責任 の 会話理論 で あ

る 。
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3 . 責 任 の 会 話 理 論

3.1 行為の意 味 と 行為者の意 味

グ ラ イ ス が 「 文 の 意 味 J ( sentence-meaning） と 「 話 し 手 の 意 味 」 （utterer's

meaning） を 区別 し た こ と は よ く 知 ら れ て い る 。 マ ッ ケ ン ナ は 、 責任 が あ る と

い う 事実 と 責任 を 課す と い う 実践 の 循 環 を 説 明 す る た め に 、 グ ラ イ ス に よ る

こ の 区別 を 参 照 し 、 責任 の 会 話理論 を 展 開 す る 。 そ こ で 、 ま ず は グ ラ イ ス の

言語哲学 を ご く 簡 単 に ま と め て お こ う 1\

あ る 自 然言語 の 話 し 手 は 、 そ の 自 然言語 の 任意 の 文 が 、 一 般 に は ど の よ う

な 意 味 を 持 っ て い る か を 理解 し て い る 。 例 え ば 、 日 本語 の 話 し 手 は 、 「 君 は よ

い 友人 だ」 と い う 日 本語 の 文 が 、 一 般 に は く 君 は よ い 友人 だ〉 と い う 意 味 を

持 っ て い る こ と を 理解 し て い る 。 こ の タ イ プ の 意 味 は 、 文 そ の も の が 持 つ 意

味 で あ る と 言 え る か ら 、 グ ラ イ ス は こ れ を 文 の 意 味 と 呼ぶ。 一 方 で 、 あ る 白

然言語 の 話 し 手 は 、 あ る 特 定 の 場面 に お い て 自 分 の 発 話 し た 文 が 、 聞 き 手 に

ど の よ う な 意 味 を 持 つ も の と し て 解釈 さ れ る か を 理解 し て い る 。 し か も 、 そ

う し た 理解 を 前提 と し て 、 そ の 文 を 発 話 す る こ と が で き る 。 例 え ば 、 あ る 日

本語 の 話 し 手 A が 、 別 の 日 本語 の 話 し 手 B に 裏切 ら れ た と し よ う 。 こ の と き 、

も し A が B に 「 君 は よ い 友 人 だ J と い う 日 本語 の 文 を 発 話す る な ら ば 、 B は

そ れ を 〈 君 は よ い 友 人 だ〉 と は 正 反 対 の 意 味 を 持つ も の と し て 解釈す る だ ろ

う 。 A は こ の こ と を 理解 し て い る し 、 し か も 、 そ の 理解 を 前提 と し て 、 ま さ

に そ の こ と を 伝 え る た め に 、 「 君 は よ い 友 人 だ 」 と 発 話す る こ と が で き る 。 こ

の よ う に し て 伝 達 さ れ る 意 味 は 、 文 の 意 味 と は 別 に 、 話 し 手 自 身 が 伝 え よ う

と 意 図 し て い る 意 味 で あ る と 言 え る か ら 、 グ ラ イ ス は こ れ を 話 し 手 の 意 味 と

呼ぶ。

マ ッ ケ ン ナ の 主 張 に よ れ ば 、 グ ラ イ ス の 以 上 の 議論 と 同 型 の 議論 を 、 責任

論 の 領 域 に お い て も 展 開 す る こ と が で き る 。 MB『 に お い て 言及 さ れ て い る よ

1 4 詳 し く は 、 Grice[ 1 989］ の 第 5 章 と 第 6 章 （ 邦 訳 ： 第 5 章 ・ 第 6 章 ） を 参 照 す る こ と 。
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う に 、 我 々 は行為者 の 行為 か ら 、 そ の 行為 者 が ど の よ う な 質 の 意 志 か ら そ の

行為 を 行 っ た の か を 解釈 し よ う と す る 。 つ ま り 、 我 々 は行 為 を 行 為 者 の 意 志

の 質 を 意 味す る も の と 見 な し て い る の で あ る 。 マ ッ ケ ン ナ は こ こ に グ ラ イ ス

の 理論 を 適 用 す る 余 地 を 見 出 す （ CR, p .  94） 。

責任能 力 の あ る 行為 者 は 、 自 分 の 属 す る 道徳 共 同 体 に お い て 、 あ る 行為 が

一般に は ど の よ う な 質 の 意 志 を 意 味す る か を 理解 し て い る 。 例 え ば 、 「 突 き 飛

ばす」 と い う 行 為 は 、 私 の 知 る か ぎ り 、 一般 に は 悪意 か ら 行 わ れ る た め 、 悪

意 を 意 味す る 。 こ の よ う に 、 あ る 行為 が 典型 的 に 標 示 す る 意 志 の 質 を 、 マ ツ

ケ ン ナ は 「 行為 の 意 味」 （action meaning） と 呼ぶ （ CR, p .  96） 。 一 方 で 、 責任

能 力 の あ る 行為 者 は 、 あ る 特 定 の 場 面 に お い て 自 分 の 行 っ た 行為 が 、 そ れ を

見 た 相 手 に よ っ て 、 ど の よ う な 質 の 意 志 を 意 味す る も の と し て 解釈 さ れ る か

を 理解 し て い る 。 し か も 、 そ う し た 理解 を 前提 と し て 、 そ の 行為 を 行 う こ と

が で き る 。 例 え ば 、 「 突 き 飛 ばす」 と い う 行為 は 、 あ る 特 定 の 場面 で は 、 親 愛

の 情 を 意 味す る も の と し て 相 手 に解釈 さ れ る こ と が あ る 1 50 責任 能 力 の あ る

行為者 は こ の こ と を 理解 し て い る し 、 し か も 、 そ の 理解 を 前提 と し て 「 突 き

飛 ばす 」 こ と が で き る 。 こ の と き 、 そ の 「 突 き 飛 ばす 」 と い う 行為 が 意 味す

る 意志 の 質 は 、 そ れ が 典型 的 に 標 示 す る 意 志 の 質 、 す な わ ち 、 行為 の 意 味 と

は 異 な る も の に な る 。 マ ッ ケ ン ナ は こ れ を 「行為者 の 意 味 J ( agent meaning) 

と 呼ぶ （Ibid. ) o あ る 行為 が 行為者 の 意 味 を 持つ の は 、 行為者 が そ の 行為 を 行

う 際 に 、 そ れ を 見 た 相 手 に そ の 行為 が ど の よ う に 解釈 さ れ る か と い う 考 量 を

経 て 形成 さ れ る 意 志 か ら 、 そ の 行 為 を 行 っ て い る か ら で あ る 。

こ こ で 、 マ ッ ケ ン ナ は 次 の よ う に 主 張す る 。 十分 な 能力 を 有す る 話 し 手 は 、

聞 き 手 の 観 点 か ら 自 分 の 発 話 を 解釈す る こ と が で き な け れ ば な ら な い 。 そ う

で な け れ ば 、 話 し 手 は 自 分 の 発 話 し た 文 に 話 し 手 の 意 味 を 適切 な 仕 方 で 持 た

1 5 例 え ば 、 い わ ゆ る 「 じ ゃ れ あ し リ に お い て は 、 そ の よ う に 解釈 さ れ る か も し れ な い 。 ほ
か に も 、 迫 り く る 自 動 車 か ら 相 手 を 救 う た め に 突 き 飛 ばす場合 も 、 そ の よ う に 解釈 さ れ る
か も し れ な い 。
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せ る こ と が で き ず 、 自 然言 語 が 前提 と し て い る タ イ プ の 相 互行為 に 上 手 く 従

事す る こ と が で き な し 、 か ら で あ る 。 同 様 に 、 十 分 な 責任能 力 の あ る 行為者 は 、

責 任 を 課す人 の 観 点 か ら 自 分 の 行為 を 解釈す る こ と が で き な け れ ば な ら な い 。

そ う で な け れ ば 、 行為 者 は 自 分 の 行為 に 行為者 の 意 味 を 適 切 な 仕方 で持 た せ

る こ と が で き ず 、 責任 が 前提 と し て い る タ イ プ の 相 互行為 に 上 手 く 従 事す る

こ と が で き な い か ら で あ る （ CRラ pp . 85 -87 ） 。

こ こ で 、 責任 が あ る こ と と 責任 を 課す こ と の 循 環 が 発 生す る 。 マ ッ ケ ン ナ

に よ れ ば 、 MB＇ に お い て 必 要 と さ れ て い る 意 志 の 質 は 、 自 分 の 行 為 が 責任 を

課す人 に ど の よ う に 解釈 さ れ得 る か と い う 考 量 を 経 て 形成 さ れ る 意 志 の 質 で

あ る 。 つ ま り 、 あ る 行為者 A に あ る 行為 x の 責任 が あ る の は 、 A が そ う し た

考 量 を 経 て x を 行 う 場合 、 す な わ ち 、 A が x に 行為者 の 意 味 を 持 た せ て い る

場合 に か ぎ ら れ る 。 そ し て 、 別 の 人 物 B が A に x の 責 任 を 課 し た と き に 、 そ

れ が 妥 当 で あ る の は 、 B が A の 意 志 の 質 を 正確 に 捉 え て い る 場合 、 す な わ ち 、

B が x の 行為 者 の 意 味 を 正 し く 把握 し て い る 場合 に か ぎ ら れ る 。 こ の よ う に 、

責 任 が あ る こ と の 条 件 に は 、 責任 を 課す こ と へ の 言 及 が 含 ま れ 、 逆 に 、 責任

を 課す こ と の 条件 に は 、 責任 が あ る こ と へ の 言及 が 含 ま れ る こ と に な る 。 こ

れ が マ ッ ケ ン ナ の 指摘 し て い た 循 環 で あ る 。 当 然 、 同 様 の 循 環 が 自 然言語 に

も 生 じ る こ と が 予想 さ れ る が 、 そ の 循 環 は悪性 の も の で あ る よ う に は 思 わ れ

な い 。 し た が っ て 、 マ ッ ケ ン ナ が 言 う に は 、 責任 に つ い て の 循 環 も 悪性 の も

の で は な い 1 60 以 上 が 、 エ ウ テ ュ プ ロ ン型 問題 に 対す る マ ッ ケ ン ナ の 回 答 で

あ る 。

し か し 、 MB＇ �：＝：＿ お い て 必 要 と さ れ る 意 志 の 質 が 、 責任 を 課す 人 に 自 分 の 行

為 が ど の よ う に 解釈 さ れ得 る か と い う 考 量 を 経 て 形成 さ れ る 意 志 の 質 に 限 定

さ れ る の は な ぜ だ ろ う か。 マ ッ ケ ン ナ に よ れ ば 、 責任 を 課す 人 の 観点 か ら 白

1 6 こ こ は 、 私 が マ ッ ケ ン ナ の 議論 を 補完 し た 部 分 で あ る 。 マ ッ ケ ン ナ は循 環 が 悪性 の も の
で あ る か ど う か を 示 さ な け れ ば な ら な い と 明 言 し て い る （ CR, p . 54） 。 そ れ に も か か わ ら ず 、
マ ッ ケ ン ナ は そ れ に つ い て 明 確 な 回 答 を 与 え て い な い の で あ る 。
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分 の 行為 を 評 価 で き な い 行為 者 は 、 自 分 の 行為 が 他者 に と っ て ど れ ほ ど の 重

要性 を 持 っ て い る か を 理解 し て い な い 。 HMB2 の 条件 。 ） に も あ る よ う に 、

あ る 行為 者 に 責任 を 課 し て い る 人 は 、 同 時 に 、 そ の 行為者 に 道徳 的 な 要 求 を

し て い る 1 70 行為 の 意 志 を 形成 す る 際 に 、 こ の 種 の 要 求 を 考慮 す る こ と が で

き な い 行為 者 は 、 責任 が 前提 と し て い る タ イ プ の 相 互行為 に 参 入す る 能力 を

持 た な い 。 し た が っ て 、 MB＇ に お い て 言及 さ れ て い る 意 志 の 質 は 、 責任 を 課

す人 の 観 点 を 経 て 形成 さ れ た 意 志 の 質 で な け れ ば な ら な い の で あ る （ CR, pp . 

86-87） 。

3.2 会 話 と 責任

こ の よ う に 、 マ ッ ケ ン ナ の 責任論 に お い て は 、 行為 者 の 意 志 の 質 、 す な わ

ち 、 行為 者 の 意 味 が 中 心 的 な 役割 を 果 た す こ と に な る 。 そ の た め 、 責任 を 課

す 際 に は 、 行為 者 の 意志 の 質 を ど の よ う に 解釈す る か が 重 要 な 問 題 と な る の

で あ る 。 マ ッ ケ ン ナ は こ の 解釈 の プ ロ セ ス を 、 行為者 の 意 志 の 質 を め ぐ る あ

る 種 の 会 話 と 見 な し 、 そ れ は 基本 的 に 三 つ の 段 階 か ら 成 る と 主 張す る 。 次 の

事例 を 考 え て み よ う にRラ p . 68 ） 。

レ ス リ ー と ダ フ ネ は 同 僚 で あ り 、 友人 で も あ る 。 二 人 は 地 元 の コ ー

ヒ ー ・ シ ョ ッ プ で お し ゃ べ り を し て い た 。 す る と 、 レ ス リ ー が 公然

と 、 声 の 届 く 範 囲 に い る 人 た ち に 気 を 配 る こ と も な く 、 ダ フ ネ に あ

る 冗談 を 言 っ た 。 そ れ は 、 ヒ ス パ ニ ッ ク に 対す る 軽蔑 的 で 、 人種差

別 的 な 発 言 を 含 む も の だ、 っ た 。 ダ フ ネ は こ の 手 の 冗談 を 好 ま ず 、 レ

ス リ ー が 他人 を 侮辱 し た こ と を 理解 し て 、 ひ ど く 動 揺 し た 。 ダ フ ネ

は レ ス リ ー の 冗 談 が ひ ど い も の で あ っ た こ と を そ っ け な く 伝 え 、 コ

1 7 マ ッ ケ ン ナ が 言 う に は 、 こ の 要 求 は ダ ー ウ ォ ル が 「 二 人 称 的 理 由 」 （ second-personal reason) 
と 呼ぶ も の と 同 じ で あ る （ CR, pp . 83 -85 ） 。
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ー ヒ ー ・ シ ョ ッ プ か ら 出 て い っ た 。

第 一 の 段 階 は 、 行為 者 A が 行為 x を 行 う こ と に よ っ て 、 x が 標示 し て い る

A の 意 志 の 質 に つ い て 、 会 話 を 開 始す る 可能性 を 提示 す る 段 階 で あ る 。 マ ツ

ケ ン ナ は こ の 段 階 を 「 道徳 的発 言 」 （Moral Contribution） と 呼 ん で、 い る （ CR, pp . 

8 8-89 ） 。 レ ス リ ー と ダ フ ネ の 例 で は 、 レ ス リ ー が ダ フ ネ に 人種 差別 的 な 冗 談

を 言 っ た と き が こ の 段 階 に 該 当 す る 。

第 二 の 段 階 は 、 A と は別 の 行為 者 B が 、 x か ら A の 意 志 の 質 を 解釈 し 、 x

の 責任 を A に 課す段 階 で あ る 。 こ の と き 、 A と B の 聞 で 、 A の 意 志 の 質 に つ

い て の 会 話 が 実 際 に 開 始 さ れ る 。 マ ッ ケ ン ナ は こ の 段 階 を 「 道 徳 的 応 答 」

(Moral Address） と 呼 ん で、 い る （ Ibid . ) o レ ス リ ー と ダ フ ネ の 例 で は 、 ダ フ ネ

が レ ス リ ー に そ っ け な い 態度 を と り 、 コ ー ヒ ー ・ シ ョ ッ プ か ら 出 て い っ た と

き が こ の 段 階 に 該 当 す る 。 こ の と き 、 ダ フ ネ は 人 種差別 的 な 冗談 か ら レ ス リ

ー の 意 志 の 質 を 解釈 し 、 レ ス リ ー を 非 難 し て い る の で あ る 。

第 三 の 段 階 は 、 A が B に 弁解 し た り 、 謝罪 し た り す る こ と に よ っ て 、 A の

意 志 の 質 に つ い て の 会 話 を ふ く ら ま せ る 段 階 で あ る 。 マ ッ ケ ン ナ は こ の 段 階

を 「 道徳 的 説 明 J (Moral Account） と 呼 ん で い る ( Ibid . ) 0 例 え ば 、 後 日 、 レ

ス リ ー が ダ フ ネ に 対 し て 次 の よ う な 説 明 を 行 っ た と し よ う にR, p .  95 ） 。

レ ス リ ー が 冗 談 を 言 う 直前 に 、 ダ フ ネ を 怒 ら せ る よ う な 、 ひ ど い 話

が テ レ ビ で放 映 さ れ て い た 。 レ ス リ ー は そ れ を 見 て い た が 、 ダ フ ネ

は ド リ ン ク の 注 文 に 夢 中 だ、 っ た た め 、 そ れ を 見 て い な か っ た 。 そ の

話 は 、 地 元 の 自 警 団 が ヒ ス パ ニ ッ ク の 労働者 を 差別 的 に 扱 っ て い る

こ と に つ い て の も の だ っ た 。 夕、 フ 不 に は わ か ら な か っ た の だ が 、 レ

ス リ ー の 冗談 に は 皮 肉 が こ め ら れ て い た 。 コ ー ヒ ー ・ シ ョ ッ プ に い

た ダ フ ネ 以 外 の 客 に は 明 ら か だ っ た の だ が 、 レ ス リ ー の 意 図 は 、 ヒ
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ス パ ニ ッ ク の 労働 者 に 対す る 共感 を 表 明 す る こ と だ、 っ た 。 レ ス リ ー

は そ の 自 警 団 の 観 点 を と る 人 た ち を 馬 鹿 に し よ う と し て い た の で

あ る 。

こ う し た 説 明 を 与 え る こ と に よ っ て 、 レ ス リ ー は 自 分 の 意 志 の 質 に 関 す る ダ

フ ネ の 解釈 が 誤 っ た も の で あ る こ と を 示 し 、 弁解す る こ と が で き る の で あ る 。

こ れ が 道徳 的 説 明 の 段 階 で あ る 。

以 上 が 、 行為 者 の 意 志 の 質 を め ぐ る 会 話 を 構成 し て い る 三 つ の 段 階 で あ る 。

マ ッ ケ ン ナ は こ の 構 図 に 基 づ い て 、 責任 を 課す こ と の 妥 当 性 に つ い て 次 の よ

う に 主 張す る （ CR, pp . 89-90） 。 責任 を 課す こ と の 妥 当 性 は 、 会 話 に お け る 応

答 の 妥 当 性 と 同 じ タ イ プ の も の で あ る 。 例 え ば 、 「 雨 が 降 っ て い る J と い う 発

言 に 対 し て 、 「 こ の 傘 を 持 っ て い く と し W リ 、 あ る い は 、 「 運動 会 は 中 止 だ」 と

応 答 す る こ と は 妥 当 で あ る が 、 「 フ ラ ン ス 革命 は 1 789 年 に 始 ま っ た 」 と 応 答

す る こ と は 、 よ ほ ど 特殊 な 状況 で な し 、 か ぎ り 、 応答 と し て 妥 当 で は な い 。 つ

ま り 、 前者 は 「 有意 味 で 、 ふ さ わ し い 、 理解 可能 な 応 答 」 （a meaningful, fitting, 

or intelligible conversational response） で あ る が 、 後 者 は そ う で は な い の で あ る 。

マ ッ ケ ン ナ が 言 う に は 、 責任 を 課す こ と の 妥 当 性 も こ の 意 味 で の 妥 当 性 と し

て 理解 さ れ な け れ ば な ら な い 。

ダ フ ネ と レ ス リ ー の 例 で 考 え て み よ う 。 ダ フ ネ は レ ス リ ー の 人種 差別 的 な

冗 談 を 聞 い て 、 そ っ け な い 態度 を と り 、 コ ー ヒ ー ・ シ ョ ッ プ か ら 立 ち 去 っ た 。

こ れ は レ ス リ ー の 人 種差別 的 な 冗 談 に 対す る 「 有意 味 で 、 ふ さ わ し い 、 理解

可 能 な 応 答 」 で あ る と 言 え る 。 し か し 、 ダ フ ネ が コ ー ヒ ー ・ シ ョ ッ プ を 出 て

い く 際 に 、 「 あ な た の 子 ど も は な ん て 醜 い の か し ら 」 、 あ る い は 、 「 あ な た の 息

は な ん て 臭 い の か し ら 」 と 言 っ た と す る と 、 そ れ は レ ス リ ー の 人種 差別 的 な

冗 談 に 対す る 「 有意 味 で 、 ふ さ わ し い 、 理解 可能 な 応 答 」 で あ る と は 言 え な

い だ ろ う （ CRラ p . 68 ） 。

1 05 



こ う し て 、 実 質 的 に 、 マ ッ ケ ン ナ は ウ ォ レ ス の （N） を 次 の よ う に 書 き 換

え た こ と に な る だ ろ う 。

S が （行為 x に つ い て ） 道徳 的 な 意 味 で 責 任 が あ る の は 、 S に （ 行

為 x に つ い て ） 道徳 的 な 意 味 で 責任 を 課す こ と が 、 S に 対す る 有意

味 で 、 ふ さ わ し い 、 理解 可能 な 応答 に な る 場合 で あ り 、 かつ 、 そ の

場合 に か ぎ ら れ る 。

マ ッ ケ ン ナ に よ れ ば 、 「 有意 味 で 、 ふ さ わ し い 、 理解 可能 な 応 答 」 の 基 準 、 つ

ま り 、 あ る 状況 に お け る 妥 当 な 応答 を 指示 す る 規範 は 、 そ れ ぞれ の 道徳 共 同

体 に よ っ て 異 な る 1 80 し か し 、 た と え そ れ が ど の よ う な 規範 で あ る と し て も 、

そ の 規範 の 核 心 に は 、 行為 者 の 意 志 の 質 、 す な わ ち 、 行為 者 の 意 味 が 存在す

る の で あ る （ CR, p .  92） 。

4 . 会 話 理 論 に 対 す る 二 つ の 反 論

4.1 責任論の観点か ら

以 上 が 、 マ ッ ケ ン ナ が 『 会 話 と 責任」 に お い て 提示 し た 会 話理論 の 全体像

で あ る 。 こ こ ま で の と こ ろ 、 私 は マ ッ ケ ン ナ の 議論 を 紹 介 す る こ と に 徹 し て

き た が 、 こ こ か ら は 、 マ ッ ケ ン ナ の 議論 に 対す る 私 な り の 反 論 を 提示 し て い

く こ と に し た い 。 私 の 見 立 て で は 、 マ ッ ケ ン ナ の 会話理論 に は修正す る べ き

点 が い く つ か存在す る 。 し か し 、 こ こ で は 、 そ の 中 で も マ ッ ケ ン ナ の 会話理

18 こ こ で 、 マ ッ ケ ン ナ は 次 の よ う な 構 図 を 描 い て い る よ う に 思 わ れ る 。 ま ず 、 あ る 道 徳共
同 体 C に は 、 責任 を 課す と い う 実 践 の 規範 N が 存 在 し て い る 。 次 に 、 C の メ ン バ ー は N を
学 習 し 、 そ れ に 従 っ て 、 責任 を 課す と い う 実践 を 行 う 。 し か し 、 私 の 哲 学 的 な 好 み か ら す
れ ば 、 責任 を 課す と い う 実践 に 先 立 っ て 、 そ の 規 範 で あ る N や 、 N を 共有 す る 共 同 体 C が
存在 す る と い う 構 図 は採 用 し が た い 。 む し ろ 、 私 は デ イ ヴ ィ ド ソ ン の 言語哲学 に 従 っ て 、 N
や C は 存 在 し な い と 言 い た い 。 マ ッ ケ ン ナ は グ ラ イ ス の 言語哲 学 を 参 照 し て 責任 の 会 話 理
論 を 展 開 し た が 、 私 は デ イ ヴ ィ ド ソ ン の 言語哲 学 を 参 照 し て 責任 の 会 話 理論 を 展 開 で き る
と 考 え て い る し 、 ま た 、 そ の 方 が 好 ま し い と す ら 思 っ て い る 。
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論 に と っ て 特 に 重 要 で あ る と 思 わ れ る 反 論 を 、 二 つ だ け 提示 し て お く こ と に

す る 。

一 つ 目 の 反 論 は 、 責任論 の 観点 か ら の 反 論 で あ る 。 マ ッ ケ ン ナ の 会 話 理論

に よ れ ば 、 責任 能 力 の あ る 行為 者 は 、 責任 を 課す人 の 観点 に 立 つ こ と が で き

な け れ ば な ら な い 。 な ぜ な ら 、 こ れ が で き な い 行為者 は MB＇ に お い て 必 要 と

さ れ て い る タ イ プ の 意 志 を 形成 で き な い こ と に な る か ら で あ る 。 し か し 、 こ

れ は本 当 だ ろ う か。

次 の よ う な 行 為者 カ ズマ が し 、 る と す る 。 カ ズ マ は い わ ば 「 責任盲 」 と で も

言 う べ き 状態 に あ る 。 つ ま り 、 カ ズマ は 責任 に 関係 す る 概念 や 実践 を 一 切 理

解す る こ と が で き な い の で あ る 。 例 え ば 、 カ ズ マ は他者 が 自 分 に ど の よ う な

道徳 的 要 求 を 課 し て い る の か が 理解 で き な い し 、 他者 が 自 分 を 非難 し て い る

の を 見 て も 、 そ れ を 非難 と し て 認識す る こ と が で き な い 。 ま た 、 別 の 行為者

が 罰 を 受 け て い る の を 見 て も 、 カ ズ マ は そ れ を 罰 と し て 認識す る こ と が で き

ず 、 単 に そ の 行為 者 が 危 害 を 受 け て い る よ う に し か 見 え な い 。 し た が っ て 、

カ ズマ は 責任 を 課す人 の 視 点 に 立 つ こ と が で き な い 。 た だ し 、 カ ズマ は道徳

に 関係 す る 概念 や 実践 を 理解す る こ と は で き る 。 例 え ば 、 功 利 主義や義務論 、

徳倫理学 な ど の 主 張 を 完全 に 理解 し 、 何 が 善 で 、 何 が 義務 で 、 何 が 有徳、 か を

適切 に 指摘す る こ と が で き る 。 ま た 、 カ ズ マ は そ う し た 道徳 的 知 識 に 従 っ て 、

自 分 の 行 為 を 適切 に コ ン ト ロ ー ルす る こ と も で き る 。

こ こ で 、 次 の よ う な 状況 を 想像 し て ほ し い。 カ ズマ はパ ン 屋 の 前 を 通 り か

か っ た 。 パ ン 屋 か ら は美 味 し そ う な 香 り が た だ よ っ て い る 。 カ ズ マ は 小腹 が

減 っ て い た こ と も あ り 、 そ の 香 り に 刺激 さ れ 、 パ ン が 欲 し く な っ た 。 し か し 、

カ ズマ に は 手持 ち の お 金 が な い 。 カ ズ マ は決 し て 貧 し い わ け で は な し 1 か ら 、

銀行 に 行 け ば必 要 な だ け の お 金 を 手 に 入れ る こ と が で き る 。 だ が 、 カ ズマ は

そ れ を 面倒 に 思 っ た 。 パ ン 屋 に 入 っ て み る と 、 店員 は 奥 で 何 か の 作業 に 没頭

し て い る よ う で 、 カ ズ マ の 存在 に 気 付 い て い な い 。 そ こ で 、 カ ズ マ は パ ン屋
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か ら パ ン を い く つ か盗 み 出 し 、 そ れ ら を すべ て 食べ て し ま っ た 。 も ち ろ ん 、

こ の と き 、 カ ズ マ は 白 分 の し て い る こ と が 道徳 的 に 不 正 な 行 為 で あ る こ と を

完 全 に 理解 し て い る 。 ま た 、 カ ズ マ の パ ン に 対す る 欲 求 は 何 ら 異 常 な も の で

は な い 。 つ ま り 、 カ ズマ は 強迫 的 な 衝動 に 駆 ら れ る な ど し て 、 自 分 の 行為 を

コ ン ト ロ ー ノレ で き な く な っ て い る わ け で は な い 。

マ ッ ケ ン ナ の 会話理論 に 従 え ば 、 こ の 場合 、 パ ン を 盗み 出 し た こ と に つ い

て 、 カ ズ マ に 責任 は な い と 言 わ な け れ ば な ら な い 。 な ぜ な ら 、 カ ズマ は 責任

盲 で あ り 、 パ ン 屋 の 店員 が カ ズマ に ど の よ う な 道徳 的 要 求 を 課 し て い る か を

理解 で き な し 1 か ら で あ る 。 し か し 、 私 の 直観 で は 、 こ の 場合 、 パ ン を 盗 み 出

し た こ と に つ い て 、 カ ズマ に は 責 任 が あ る よ う に 思 わ れ る 。 カ ズ マ は 自 分 の

し て い る こ と が 道徳 的 に 不 正 な 行為 で あ る こ と を 理解 し て お り 、 な お かつ 、

そ れ を 自 由 に 行 っ て い る 。 私 に は 、 こ れ だ け で カ ズマ が 道徳 的 に 批判 さ れ る

べ き 意 志 か ら 行 為 し て い る よ う に 見 え る の で あ る 。 ま た 、 こ の 後 ノミ ン 屋 の 店

員 が カ ズマ に 気付 き 、 カ ズマ を 非難 し た と すれ ば 、 そ れ は 十 分 に 「 有意 味 で 、

ふ さ わ し い 、 理解 可 能 な 応答 」 で あ る よ う に 思 わ れ る 1 90

も し 私 の こ う し た 直観 が 健全 で 、 常識 的 な も の で あ る な ら ば 、 責任 能 力 の

あ る 行為者 に と っ て 、 責任 を 課す人 の 観 点 に 立 つ 能 力 は 不 必 要 で、 あ る こ と に

な る 20。 そ し て 、 こ の こ と か ら 、 マ ッ ケ ン ナ の MB＇が 厳 し 過 ぎ る 条件 で あ る

こ と 、 さ ら に は 、 責任 の エ ウ テ ュ プ ロ ン 型 問題 に 対す る マ ッ ケ ン ナ の 回 答 が

誤 っ て い る こ と が 帰結す る だ ろ う 。

19 も ち ろ ん 、 パ ン屋 の 店員 の 応 答 は 、 カ ズマ に と っ て は 理解 で き な い も の で あ る 。 し か し 、
そ の こ と は 重 要 で は な い 。 な ぜ な ら 、 マ ッ ケ ン ナ の 会 話 理論 に お い て は 、 カ ズマ の 所属 し

て い る 道徳共 同体 の 規範 に 照 ら し 合 わせ て 、 パ ン屋 の 店員 の 応 答 が 妥 当 な も の で あ り さ え
す れ ば よ し 1 か ら で あ る 。
20 し か し 、 多 く の 哲学者 の 直観 が そ う で あ る よ う に 、 こ の 手 の 問 題 に 関 す る 私 の 直観 は そ
れ ほ ど信 用 で き る も の で は な い だ ろ う 。 し た が っ て 、 私 の 直観 が 健全 で 、 常識 的 な も の で
あ る か ど う か に つ い て は 、 読者 の 判 断 に 委 ね る こ と に し た い 。
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4.2 言語哲 学の観点か ら

二 つ 目 の 反 論 は 、 言語哲 学 の 観点 か ら の も の に な る 。 と い う の も 、 マ ッ ケ

ン ナ の 会 話理論 は グ ラ イ ス の 言語哲学 を 参 考 に し て 組 み 立 て ら れ て い る た め 、

グ ラ イ ス の 言語哲学 に 向 け ら れ て い る 批判 の 一 部 は 、 そ の ま ま マ ッ ケ ン ナ の

会 話理論 に も 当 て は ま る か ら で あ る 。

グ ラ イ ス の 主 張 に よ れ ば 、 話 し 手 の 意 味 は煙 が 火 に 対 し て 持 つ 意 味 と は 区

別 さ れ な け れ ば な ら な い 。 煙 が 火 の 存在 を 意 味す る の は 、 煙 が 火 に よ っ て 引

き 起 こ さ れ る か ら で あ る 。 グ ラ イ ス は こ の よ う に し て 成 立す る 意 味 を 「 白 然

的 意 味 」 （natural meaning） と 呼ぶ。 そ れ に 対 し て 、 あ る 文 x が 話 し 手 の 意 味

P を 意 味す る の は 、 あ る 話 し 手 A が x に よ っ て P を 伝 え よ う と 意 図 し て い る

か ら で あ る 。 こ の よ う に 、 話 し 手 の 意 図 に よ っ て 成 立す る 意 味 を 、 グ ラ イ ス

は 「 非 自 然 的 意 味」 （nonnatural meaning） と 呼ぶ 2 1 0

マ ッ ケ ン ナ は行為 者 の 意 味 も 、 話 し 手 の 意 味 と 同 様 に 、 こ の 非 自 然 的 意 味

に 分類 さ れ る と 主 張す る （ CR, pp . 96- 1 00） 。 つ ま り 、 マ ッ ケ ン ナ に よ れ ば 、

あ る 行為 者 B の 行 為 y が B の 意 志 の 質 、 す な わ ち 、 行為 者 の 意 味 Q を 意 味

す る の は 、 単 に y が Q に よ っ て 引 き 起 こ さ れ た か ら で は な い の で あ る 。 し か

し 、 マ ッ ケ ン ナ 自 身 も 認 め て い る よ う に 、 こ の 場合 、 B は y に よ っ て Q を 伝

え る こ と を 意 図 し て い る と は か ぎ ら な い （ CRラ pp. 92-93 ） 。 例 え ば 、 キ ョ ウ ス

ケ が パ ン屋 の 店 員 に 見 つ か ら な い よ う に パ ン を 盗 ん だ と し よ う （ カ ズマ と は

違 い 、 キ ョ ウ ス ケ は 責任盲 で は な し 、 ） 。 こ の と き 、 キ ョ ウ ス ケ は店員 に 自 分 の

意 志 の 質 （ 悪意 で あ る と す る ） を 伝 え よ う と し て い た わ け で は な い 。 む し ろ 、

そ の 逆 で あ る 。

で は 、 そ れ に も か か わ ら ず 、 マ ッ ケ ン ナ が 行為 者 の 意 味 を 非 自 然 的 意 味 に

分類す る の は な ぜ だ ろ う か。 そ れ は 、 行為者 B が 行為 y を す る と き 、 B は y

2 1 自 然 的 意 味 と 非 自 然 的 意 味 の 詳細 は 、 Grice [ 1 989］ の 第 1 4 章 （ 邦 訳 ： 第 8 章 ） を 参 照 す る
こ と 。
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が 行為 者 の 意 味 Q を 意 味す る も の と し て 他者 に解釈 さ れ る こ と を 理解 し て い

る か ら で あ る （ CR, p .  99- 1 00） 。 マ ッ ケ ン ナ に よ れ ば 、 行為者 の こ の 理解 こ そ

が 、 行為 者 の 意 味 を 非 自 然 的 意 味 に す る の で あ る 。 キ ョ ウ ス ケ の 例 で 言 え ば 、

キ ョ ウ ス ケ は 、 も し パ ン を 盗 ん で、 い る と こ ろ を 店員 に 見 ら れ た な ら ば 、 自 分

の 窃 盗行為 が 店員 に よ っ て 悪意 を 意 味す る も の と し て 解釈 さ れ る こ と を 理解

し て い る 。 キ ョ ウ ス ケ の こ の 理解 が 、 キ ョ ウ ス ケ の 窃 盗行為 に 行為 者 の 意 味

を 持 た せ 、 さ ら に は 、 そ れ を 非 自 然 的 意 味 に す る の で あ る 。

私 は こ こ ま で の 議論 に 反 対 し よ う と は 思 わ な い 。 し か し 、 行為 者 の 意 味 を

非 自 然 的 意 味 に 分類 し た い な ら ば 、 グ ラ イ ス の 話 し 手 の 意 味 に 向 け ら れ た あ

る 有名 な 批判 を 克 服 し な け れ ば な ら な い 。 そ れ は 次 の よ う な 批判 で あ る 220

グ ラ イ ス に よ れ ば 、 あ る 文 x が 話 し 手 の 意 味 P を 意 味す る の は 、 あ る 話 し 手

A が x に よ っ て P を 伝 え よ う と 意 図 し て い る か ら で あ っ た 。 詳細 な 説 明 は省

か ざ る を え な い が 、 グ ラ イ ス は 、 こ の 意 図 が 少 な く と も 次 の 三 つ の 下位意 図

か ら 構成 さ れ た も の で あ る こ と を 認 め て い る 。

01 ) A は x を 発 話 し た 際 に 、 聞 き 手 が P と い う 信 念 を 形成 す る こ

と を 意 図 し て い る 。

( I2 ) A は x を 発 話 し た 際 に 、 聞 き 手 が 01 ） を 認識す る こ と を 意

図 し て い る 。

( I3 ) A は x を 発 話 し た 際 に 、 聞 き 手 が （ h） を 認識す る こ と に よ

っ て P を 形成 す る こ と を 意 図 し て い る 。

し か し 、 一 度 こ れ ら の 意 図 が 必 要 で、 あ る こ と を 認 め て し ま う と 、 以 下 ( I4） 、

Os ） 、 ( I6 ） ・ ・ ・ … と 、 無 限個 の 意 図 が 必 要 と な っ て し ま う 。 そ う で あ る な ら ば 、

グ ラ イ ス の 主 張 に 反 し て 、 A は 永 遠 に x に 話 し 手 の 意 味 を 持 た せ る こ と が で

22 Grice [ 1 989] ,  pp. 97- 1 00,  pp . 299-30 1 .  （ 邦 訳 ： pp. 1 47- 1 52 ,  pp . 285 -290) 
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き な く な っ て し ま う の で あ る 。

私 は 同 じ 問題 が マ ッ ケ ン ナ の 行 為 者 の 意 味 に つ い て も 発 生す る と 考 え て い

る 。 マ ッ ケ ン ナ に よ れ ば 、 あ る 行為 者 B の 行為 y が B の 意志 の 質 、 す な わ ち 、

行為 者 の 意 味 Q を 意 味す る の は 、 B が y を す る と き 、 y が Q を 意 味す る も の

と し て 他者 に 解釈 さ れ る こ と を 理解 し て い る か ら で あ っ た 。 お そ ら く 、 グ ラ

イ ス の 場合 と 同 様 に 、 こ の 理解 は 少 な く と も 次 の 三つ の 下位理解 か ら 構成 さ

れ て い る 。

(U1 ) B は y を 行 っ た 際 に 、 他者 が 「 B は Q と い う 質 の 意 志 か ら y

を 行 っ た 」 と い う 信 念 を 形成す る こ と を 理解 し て い る 。

(U2) B は y を 行 っ た 際 に 、 他者 が （U1 ） を 認識す る こ と を 理解

し て い る 。

(U3 ) B は y を 行 っ た 際 に 、 他者 が （U2） を 認識す る こ と に よ っ

て 「B は Q と い う 質 の 意 志 か ら y を 行 っ た 」 と い う 信 念 を 形

成 す る こ と を 理解 し て い る 。

し か し 、 一 度 こ れ ら の 理解 が 必 要 で あ る こ と を 認 め て し ま う と 、 グ ラ イ ス の

場合 と 同 様 に 、 以 下 （U4） 、 （Us ） 、 （U6) · 一 一 － と 、 無 限個 の 理解 が 必 要 と な る 。

そ う で あ る な ら ば 、 マ ッ ケ ン ナ の 主 張 に 反 し て 、 B は 永 遠 に y に 行為者 の 意

味 を 持 た せ る こ と が で き な く な っ て し ま う の で あ る 。 し た が っ て 、 こ の 問題

は 、 行為 者 の 意 味 を 重視 し 、 かつ 、 そ れ を 非 自 然 的 意 味 に 分類 し よ う と す る

マ ッ ケ ン ナ に と っ て は 、 無視 で き な い 問 題 の は ず で、 あ る 。
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