
「 対 象 」 の 問 題

フ レ ー ゲの見 解 をめ ぐっ て

富 田 恭 彦

周 知 の よ うに フ レー ゲは 固 有 名 の意味(Sinn)一 と指示 対象(Bedeutung)』 とを区 別 した。

この 区別 はそ の後 言 語、 論 理、 認 識 等 を論 ず る際の 一 つ の枠 組 と して、 か な り広範 に受 け 入 れ ら

れ るに至 っ てい る。 だ が、 そ れ は 言語 の 関 わ る事 態 の本 質 構 造 の 一つ の相 を適切 に明 るみ に 齋 し

てNる で あ ろ うか。 小 論 は この 間Nを 念頭 にお い て、 フレ『一 ゲが 「対象 』(Gegenstand)」 を

どの よ うに 解 してい るか を 明 らか にし、『そ の問 題点 を探 ろ うとす る もの で あ る。

本 論 に入 る前 に予 め フ レー ゲ の若干 の用語 を簡 単に 説 明 してお く。 固 有 名(Eigenname)と

は た だ一 つ の対象 を表 わ す表 現 の こ とであ り、 従 って所謂 固 有名 だ け を さす用 語 で は ない(1)。関

数(:Function)と は 例 え ば 「日本 の首都 」 とい う表 現 に お け る 「の 首 都」 とい う部分、 あ る

い は 「カ エサ ル は ガ リア を征 服 し た」 とい う表 現 の 「は ガ リア を征 服 した」 とい う部分 が 指示 す

る ものの こ とで あ る。 この 用語 の用法 は後 の叙 述 の 内 で よ り明 確 に な るであ ろ う。 概 念(Be-

griff)と は 真 理値(Wahrheitswerth)を 値 と して と る関数 の うち、 一変 項 の ものの こ とで

あ る(2)。これ に 対 し、'多変項 の もの は 関 係(Beziehung)と 言 わ れ る(3)。真理 値 とは平叙 文

(以 下 「文 」 と略 記)の 指示 対象 で あ り、 真(な る もの)あ るいは 偽(な る もの)の いず れ か の

こ とで あ る(4)。

なお この 論 文 で用Nら れ る 「指 示 対象」 「指示 さ れ る もの」 「(… の(が 〕)指 示 す る もの」

と い う語 はい ず れ も"Bedeutung"の 訳 語 で ある。 固 有 名(文 も含 む)が 指 示す る ものの場 合

には 「指示 対 象」 とい う語 を用ln得 るが 、 関 数 の表 現(以 下 「関数 表現 」 と略 記)の 指示 す る も

の に対 しては この訳 語 は不 適 切 で あ る。 そ れ故 そ れ に加 え て 「指示 され るも の」 とか 「指示 す る

もの」 とhっ た 訳語 を コ ン テキス トに応 じて 使い 分 け る こ とに す る。 また彼 の 論 文は(例 えばS

Bの 如 き)略 記 号 で示す 。 これに つい'ては文 献表 を参 照 され た い。

1

意 味 と指示 され る もの を 主題 と した論 文SBで は(真 理 値 を除 く)指 示 対象 に関す る積 極的 な

説明 は見 出 せ なN。 そ こで 、 対象 に 対 して フ レー ゲが与 え た規 定 を他 の論文 に求 め れ ば、・そ の主

た る もの は 関数(な い し概 念)と の対比 にお い て与 え られ て お り、 次 の よ うに纒 め る こ とが で き

る。

(1〕 関数 は 不完全(unvollst'andig)で 補 完 を要 し(erganzungsbedurftig)不 飽

和(ungesattigt)で あ るの に対 し、 対象 は完 全 で補 完 を要 せず飽 和 してい る。 そ して

対 象 は 関数 を補 完 して完全 な もめ に す る◎。!
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〔2〕 不定 冠 詞 か ら始 ま る名詞(句)は 概念 を指示 す るの に対 し.単 数 定 冠詞 か ら始 ま る 名詞

(句)は 対 象 を指示 す る(s)a

〔3〕 概 念 は そ の 本性 か ら して 述語 的 であh,述 語 の 指示 す るもの で あ るの に対 し、対 象 は述

語全 体の 指示 す る もの では あ り得 ず 、 主 語 の指 示 対 象 とな り得 る もの で あ る(7)。

これ らの規 定 を手掛 りと して、 考察 を進 め る こ ととす る。

考 察 の手順 を 先取 りして示 せ ぱ、 先 ず我 々は 〔1〕を検 討す る。 そ の た めに、 関数 に対 して もそ

の表 現 の意味 と指 示 す る もの を区別 す る見 地 を フレー ゲが採 った か否 か とい う問 題 を次章 にお い

て扱 う。 そ して第3章 で この 問題 に 対 して従 来 採 られ た い ずれ の見解 に診 い て も、 〔1〕、に示 され

た対 象(及 び関 数)規 定 を十全 に解 す る こ とが 困 難 で あ る こ とを示 す。 第4章 で は この 規定 が む

しろ表 現 の意味 の性 格 に基 づ くの では ないか とい う一つ の推測 が示 され る。 この推測 に従 っ て我

々は意 味 の性格 の違 い の根 拠 を 〔2〕.〔3〕 を顧 慮 し つつ 示 そ うと思 う(第5章)。 最後 の 章 で は、

フ レー ゲ が意 味 と対 象 を 区別オ る際 対 象 を素朴 に措 定 してい る こ と、 そ して この ことに よってそ

の区別 を問題 的 な もの とし、後 に課 題 を残 して い る こ とが示 され るで あろ う。

2

既 に述 べ た よ うに、 フ レーゲ は 固有 名に つ い て表現 の意 味 と表現 の 指示 す る もの と を区別 した

が、 関数 表 現 に つ い ては ど うか。 こ の問題 は既 に これ ま で注 目され て きた と ころ であ る。 我 々は

こ こで再 び この問 題 を取 り上 け る。 とい うのは 対象 の相 関 者 で あ る関 数 が 意 味 と指示 され る もの

の 区別 とい う視 点 か らどこに位 置 す るの か を定 め なけ れ ば、 両 者 の対 比 にお い て与 え られ た規 定

を適切 に吟味 す る こ とは で きなNか らで あ る。 そ こで 意 味 と指示 され る もの の区 別 は関 数 表現 に

も当 て は ま るのか 、 当 て は まる とすれ ば、 関 数 は意 味 と指 示 され る ものの 内 いず れの もの な の か、

先ず これ らの 問題 を検 討 しよ う。

フ レー ゲ は関 数表 現 の意味 とそ れ が指 示 す る もの とに つい て多 くの 箇所 で語 ってい る。 しか し
、

それ らが 相互 に異 な るもの で あ る こ とを明示 した箇 所は 公刊 され た論 文 中 には殆 ど見 出 せ な い(8)。

そ れ故 、 この点 を明 らか にす る た めに 関数 表 現 に よっ て 指示 され るもの につ い て述 べ た箇所 を幾

つ か引用 して み よ う。

「 … 私 は この 「不飽 和」 な部 分が 指 示 す る もの に 関数 とい う名 を与 え る。 」(:FC-31)

「それ 〔概 念 〕 は … 文 法 的 述語 が 指示 す る もの であ る。 」(BG-193脚 註)

「記号間 の この 区別 〔す なわ ち飽和 ・不 飽和 の区 別〕に は勿論 指示 す る ものの 領域 にお・け る ア

ナ ロジ カル な区 別が 対応 す る。 す なわ ち固有 名 には 対象 が 対 応 し、 述 語 部 分 に は概 念 が対 応

す る。 」(FG-12)

「不飽和 な 部分 」 、 「文法 的述語 」、 「述語 部 分 」 とはい ず れ も関数 表 現 の こと であ り、'また概

念は 関数 の 一種 で あ る。従 っ て こ う した箇所 か らすれ ぱ関 数 は関 数表 現 が 指示 す るもの であ る。

他 方、FC・ に もBGに もSBへ の言 及 があ り、 この点 を念 頭 におけ ば、 上 の よ うな言N回 しか ら、

関数 表 現 に も意 味 と指 示 さ れ る もの の区 別 が適 用 され、 関 数は そ の うちの 指 示 され る もの の 方 で
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あ ると理 解 す るの が 自然 で あ る よ うに思 わ れ る。(こ う した見 方 は フレー ゲ解 釈 にお い ては よ く

採 られ る もの であ る(9)。)

次 に 関数 表現 の 意味 につ い て述 べ た箇 所 を引 用 して お・く。

「 … 思想 〔す な わ ち文 の意 味〕 の諸 部 分 はす べ てが すべ て完 全 で は あ りえな い。 少 な くと

も一 つ は 「不 飽 和」 な い し述 語 的 で あ る。 そ うでなけ れ ば それ ら 〔思 想 の諸部 分〕は結合 する

こ とが で きな い。 例 え ば 「2と い う数 」 とい う句 の 意味 と 「素 数 とい う概 念」 とい う表 現 の

意 味 とは、 〔両 者 を〕 繋 ぎ合 わせ る ものな しには 結合 し:ない。 我 々は 「2と い う数 は素 数 と

Nう 概 念 の下 には い る」 とい う文 にお い てそ う した繋 ぎ合 わせ る もの を 使用 す る。 そ れは

「 … は … の下 に はNる 」 とい う、 主 語 と目的 語 に よ って … 完 全 な もの に され な けれ ば

な らな い言 葉 の 内 に含 まれ る。 そ して そ の言 葉 の意 味 が この よ うに 「不飽 和 」 で あ る とい う

理 由 の み に ょh,そ れ は繋 ぎ合 わせ る もの と な り得 る。 それ が … 補完 さ れた と きに のみ、

我 々は完 全 な 意味 す な わ ち思 想 を得 る の で ある。 」(BG-205)

こ こで関 係に つ いて言 わ れ てNる こ とは 一般 化す る こ とがで きる。 す な わ ち関数 の意味 は不飽和

で あ り、 そ れ故 に繋 ぎ合 わ せ る もの とな り得 るの であ る、 とい うこ とで あ る。 あ る論 者 は こ うし

た叙 述 か らフ レー ゲは関 数 を指示 され る もの と して も意 味 と して も扱 ってい る とい う見 解 を 採

る(10)。 だが こ う した箇所 に基 づ い て直 ちに この結 論 を 出す こ とは で きな い と思わ れ る。 とい う

のは フ レー ゲは あ くまで 関数 表 現 の意味 に つい て語 っ てい るか らで あ る。 そ こで我 々は暫 定 的に

意 味 と指示 され るも のの区 別 が関数 表現 に も適 用 され る とい う(ど ち らか と言 え ぱ)自 然 な見方

を採 って.さ らに考 察を続 け る ことに す る。

3

さ て、 先程 〔1〕に示 してお い た 対象 及 び関数 の 規 定に つNて 、 表現 が指 示 す る ものの レベ ルで

考 え てみ よ う。 真理 値 を値 と して と らな い関 数 の 内か ら 「の 首都」 に よ って指示 され る関 数 を例

に とる と、 こ の関数 は プ レ戸 ゲの 見解 に従 え ぱ、 例 えば 日本 とNう 対 象 に よ って補完 され る こと

に よっ て完 全 な もの とな り、 そ の 結果 東 京 とい う対 象 に なる と言 え る。 だ が 、何 かが 日本 に よっ

て満 た され る ことに よ り東京 とな る とい うこ とは、 非 常 に理 解 し難 い こ とであ る。 日本 や 東 京 と

い う対象存 在 と同 じ レベ ルで存 在す る不完 全 な何 か が あっ て、 そ れ が 日本 に よ って補 完 され る、

そ うした 「何 か」 をい か に解 す ・ドきで あ ろ うか。 「関数 」 とい う言 葉 は現 代で は所謂 「写像

(mapping)」 と同義 に用Nら れ るが、 フ レー ゲ の用 法 は この用 法 とは 一致 しない と思わ れ る。

とNう のは 、 写像 の場 合 に は二 つ の対 象 集合 が 定 め られ、 そ の集 合 の 要素(す なわ ち対 象)間 の

対応 が つけ られ る わけ で、 この場 合 には 関数 は ある関 係な の であ る。 そ して この場 合 フ レー ゲ流

の 言 い 回 しをすれ ば、 あ る不 完 全 な もの が二 つ の完 全 な もの に よって 補 完 され る と言 え るで あろ

う。 フ レー ゲ が言 っ てい る のは そ うNう ことで は な い。 一 つの 完 全な 対 象 が不 完全 な関数 と結 合

して、 一 つ の完 全 な全 体に な る と言 うの であ る。 従 って、 表 現 や 意味 とは異 な るま さ し く 「指 示

さ・れ るもの の領域 」 の 中で.対 象 と関 数 が 理解 され な けれ ぱ な らな い ので あ る。 上 に示 した理解
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の困難 に つNて は概 念 や 関 係 の場 合 に も同様 で あ る。 例え ば カ エサ ル とい う対 象 に よって 「は ガ

リア を征 服 した」 と い う表現 に よっ て 指示 され る関数 が 補完 され て真(な る もの)と い う対象 に

なる、 とい うこ とを いか に 指示 され る もの の レベ ル で解 す べ きで あろ うか。

文 の 指示 対 象 どさ れ る真 ・偽 を事 実(な い し事 態)そ の もの と解 して良 い な らば、 彼 の主 張 は

次 の よ うに解 す こと もで き よ う。 す なわ ち、 対象 の もつ性 質 や関 係が 関数 な の で あh,こ の よ う

な関 数 が 対象 の補 完 に よh,事 態 を形 成 す る の であ る と。 こ う した 把握 は概 念 や 関 係 の場 合 に は

適 切 で ある よ うに見 え る。 だが 「の 首 都」 とか 「の万 年 筆.」に よ って 指示 され る よ うな関 数 の場

合 には うま くい か な い。(私 は この よ うな解 し方 がそ もそ も対 象や 事 態 の素 朴 な措 定 に基 づNて

い る と考 え る。 この ことは後 に 言及 す るが、 詳 細 に つい て は後 日 を期 したN。)

そ こで、 プ レ「 ・ゲは 関数 表 現 の意 味 と指示 す る もの と を同 一視 して い る とい う先 に暫 定 的 に斥

け た見解 に譲 歩 して み れ ば、 ど うであ ろ うか。 この場 合 に もま た困 難 が ある。先 に 引用 した箇所

(BG-205)に 見 られ る よ うに、 関 数表 現 の意味 が不完 全(不 飽 和)で あ る こ とは フ レー ゲ の

認 める ところ で あ る。 だが、 この不 完全 な意 味(す なわ ち この場 合 に は関 数)は 決 して 対 象 その

ものに よ っ て補 完 され るの では ない 。 意味 は 意味 に ょっ て補完 さ れて完 全 な意 味 とな る の であ る。

す なわ ち、 こ うした不完 全 な意 味 を関 数 と見徹 す こ とは 必 ず し も不 可能 で は な いが 、 か か る関 数

は決 して対 象 そ の もの に よっ て補 完 され るこ とで完 全 な意 味 に な るの で は ない。 フ レー ゲの 固有

名に関す る意 味 と指 示 され る もの との 区 別 に固 執す れば、 こ う した 見解 は奇 妙 に 思 わ れ る。'

4

で は我 々は 、対 象 と関数 に 関す る先 の 〔1〕に示 した規 定 を ど う解 した ら良 い ので あろ うか。 出

発点 に戻 っ て、 フ レー ゲが完 全 ・不完 全 等 々の規定 を導 入 す る仕方 を見 てみ よ う。FCVC次 の よ

うな箇 所 が あ る。

「 … 数 学 的 表 現 がそ れへ と分割 され る ところ の二 つ の部分 す なわ ち変 数 〔変 項 〕 の 記号 と

関 数 の表 現 は似 て い ない。 とい うの は変 数 は数 で あ りそ れ 自身 で完 全 な全 体で あ るの に、 関

数 は そ うで ない か らで あ る。 」(FC-24～25)

こ こで フ レー ゲ は対 象(数)の 表 現(以 下 「対象 表 現」 と略 記)と 関数 表 現 の相違 点 に づNて 言

及 し、 そ して そ れ を対 象 と関 数 の性 格 の違 い に基 づけ てい る。 表現 の相 違 は さ らに次 の よ うに具

体的 に説 かれ る。

「 … 関 数 を表 わす 表現 は変 数(変 項)の 記号 に よっ て満 た され るた め の一 つ な い し それ以

上 の 場 所 を常 に示 さな け れ ばな らない … 。 」(FC-25)・

つ ま り、 対 象表 現 は空 所 を もた ない の に 対 し、関 数 表 現 は満 た され るべ き空所 を もつ」 とい うの

であ る。 そ して、 先 の 引 用箇所 で言 わ れ た こ とを考 え合 わ せれ ば、 こう した表 現 に知 け る相違 は

フ レー ゲ の場 合表 現 に よ-って指示 さ れ る ものの相 違(す な わ ち 〔1〕に示 して 澄 い た相違)に よ っ

て説明 ざれ るの で あ る。 だが、 一方 では.彼 が明 記 して い ない に も拘 らず表 現 の相違 が む しろ 意

味6相 違 に基 づ け られて い る と思 わ せ る箇所 が少 な くない。 一つ は先 に 引用 した箇 所(BG-205)
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で あ る。 も う一 箇所 引 用 して お く。

「 … 言 明 は 一般 に=:つ の 部分 す なわ ちそ れ 自身 で完全 な 部 分 と補完 を 要す る ない しは 「不

飽 和 な」 部 分 へ と分割 され る と想像 す る こ とが で きる。 こ う して 例 えば 我 々 は 「カ エサ ルは

ガ リア を征 服 した」 とい う文 を 「カ エサ ル」 と 「は ガ リアを征 服 しfz」 に分割 す る
。 繁 二 の

部 分 は 「不飽 和」 で あ り、 空 所 を含 む 。 そ して この空 所 が固 有 名 も し くは それ に替 わ る表現

によ って満 た され る場 合 に限 り、完 全 な意 味 が現 われ る。」(FC-31)

不飽 和 な表現 が 固有 名に よっ て満 た され る結果 、 「完全 な意 味 」 が得 られ る 一 この よ うな言 い

回 しは そ れ だけ では必 ず し もフ レー ゲが 指示 され る もの に完 全 ・不完 全等 の規定 の最後 的 根拠 を

見 出 して い る とい う解 釈 を斥 け る もの では ない。 だ が我 々は 先に 指 宗 さ れ るもの の レベ ルで の完

全 ・不完全 等 の諸 規定 が 理解 しNも の であ る こ とを見 た。 そ して
、 上 の 引用 箇所 が示す よ うに、

しば しば フ レー ゲは表 現 の補 完 の結果 を表 わす のに意 味 の レ ベ ルで の完 全 ・不 完 全等 の規 定 を持

ち 出す の で ある 。 こ う した こ とと と もに、 フ レー ゲが 関数表 現 に つ いて そ の意味 と指 示 す る もの

との区別 を殆 ど明示 してい ない とい うこ とを考 え 合わ せ て み るな ら、 彼 が 対象 と関数 に 対 して与

え た規 定 は、 彼 の 明示的 主張 に も拘 らず、 意 味 の レ ベ ルに最 後的 根拠 を もっ てい る ので は ない か

と考 え られ る。 つ ま り、 意 味 レベ ル での諸 規 定 が、 指示 され る ものの レベ ル にア ナ ロジ カルに移

され たの では ないか と考 え られ るので ある。

この件 に 関 し、 も う一 つ付 言 して お きた い 。SBに おい て意 味 と指示 され る ものの 区 別 に関 し

て フ レー ゲは 次 の点 を指摘 して いる。

(1).適 切 に形成 され た 固有 名 は常 に 意味 を もつ とい え るが、 意 味 を もつ こ とを理 由に 何 らか

の 指示 対 象 がそ れ に対 応 す る とい うこ とは言 え ない。 つーま り、 指示 対 象 を もたぬ 固 有 名 も

あ る。(SB-28)

(2)思 想 はそ の うち のあ る部 分 の指示 対 象 が ない 場 合 には真 理 値 を もたなNが 、 そ の 部 分の

指示 対象 の存 否 は 思想 その ものの 内容 に影 響 しな い。(SB-32～33)

(1)か らす れ ば次 の よ うに 考え られ よ う。 仮 に対象 表 現 とそ の 意味 に与 え られ た完 全 、飽 和奪 の規

定 が、 指示 対 象 の 本性 に由来 す る とす れ ば、 指示 対 象 をも たぬ固 有 名 の場 合に はそ の意 味 と表現

が完 全 等 々で あ る とい うこ とは 言 え ない で あろ う。 だが、 そ の場 合 で も意 味及 び表 現が 完全 で あ

るとい うこ とは言N得 る。 しか も、 表 現 が完 全 か不 完全 かは単 な る表現 そ の もの に注 目す るだけ

では判 定 で きない。 そ こで、 意 味 の完 全性 が表現 の完 全性 を根 拠 づ け てい る と考 え るこ とが で き

る。 そ して、 フ レー グは彼 の 明示 的 見解 に も拘 らず 、 こ うした方 向 で完 全 性 を理解 してい る よ う

に 思 わ れ る。SBで 彼 は次の よ うに 述 べてNる 。

「観 念 論 者 や懐 疑論 者の 側 か らは恐 ら くもう と っ くに 次の よ うな異 論 が 申 し立 て られ てい る

で あ ろ う。 「君 は ここ で何 の コメ ン トもな く月 を 対象 と して語 っ てい る。 しか し、 「月」 と

Nう 名が 一般 に指 示対象 を もつ こ と を君 は何 に よって知 る のか。 一般 に何 かが 指示 対象 を も

つ こと を君 は 何 に よ って知 るの か。 」 〔こ の問 い に対 し)「 月」 と言 うと き我 々は 自分 達の

もつ 月 の表 象 に つい て語 ろ うと して い るの では な く、 意 味 で満 足 して い るの で もな くて、 指
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示 対 象 を前 提 してい るの で あ る と私 は 答え る。 「月 は地 球 よ りも小 さい」 とい う文 で月 の表

象 が 問題 に され てい る と考 え る のは全 く意 味 の誤解 とい うもの で あ る。 話 者 が この 〔月 の表

象 の〕 こ とを言 お うと し てい る な ら、 彼 は 「私 の もっ てい る月 の表 象 」 とい う言 い 回 しを 用

い るで あろ う。 さて、 我 々は髄 か に先 の前提 に 寿 い て間違 い を犯 してい るか も知 れ な い
。 そ

してそ うした 間違 いは 実際 起 こっ てい る。 しか し、 我 々 が常 に誤 っ た前提 を して い る か否 か

とNう 問 い に、 ここ で答 え る必 要は な い。 記号 の指示 対 象 に つ い て語 る こと を正当 化 す るた

めに は、 語 っ た り考 え た りす る際 の 我 々の意 図 を指摘 す る こ とで十 分で あ る
。そ の よ うな も

の 〔指 示 対象)が 存 在 す る とすれば とい う条 件 付 きでは あ るが。 」(SB-31～32)

指示 対象 が存 在 す るか否 か は と もか く、 我 々が 表 象 や 意味 で は な く対 象 に つい て語 ろ うと して い

る こ と・ この こ とに よって 指示 対 象 に つ い て語 る こ とが正 当 化 され るとい うの であ る
。 こ う した

見解 の提示 は、 フ レー ゲが対 象に つい て語 りつつ もそ の場合 の対 象 が実 は 対象 そ の もの と い った

もの でな く、 次章 で述 べ る よ うに意 味 を介 して特 定 され る対 象 とな ってい る こ と
、言 い換 えれ ば

意 味 に基 づ く限 りに 澄 い て対象 に言 及 し てい る とい うこ とを示す も の と思 われ る。(こ う した把

え方 は む しろ事 態 に即 してい る。 フ レー ゲ に寿 い て問題 な のは、 論文 の端 々 に見 られ る この よ う

な把 え方 に も拘 らず、'対象 が 自 体的 に存 在 す る とい う こと を 「何 の コメ ン トもな く」 前提 して し

ま うこ と にあ る。)

フ レー ゲが そ の明 示 的 主張 に も拘 らず 意味 の完全 性 を根 拠 とす る立 場 に ある の では な いか とい

う推測 は、(2)を引 き合 い に出 す こ とに よっ て も行 な う ことが で きる。 あ る文 の意 味 はそ の諸 部 分

に対応 す る指示 さ れ る ものの 存否 に拘 らず 同一 に とど まる とフ レー ゲは 言 う。 文 の表 現 と意 味 は 、

その 表現(な い しそ の 部分 を な す固 有 名)の 指示 対 象 の存 在 とは 直接 関 わ りな くあ る意 味 で完 全

性、 飽 和性 を もつ と言 え よ う。 だ が この性 格 が文(な い しそ の部 分)の 指示 対象 に基 づ くとす る

な らば、意 味 と指示 され る ものの い ず れ を も具 えた文 に関 して でな け れlmo
,こ う した こ とは 言 え

ない で あろ う。 この よ うな 点 を考 えれ ば、 フ レー ゲの言 い回 しに も拘 らず、 意味 の レベ ル での 性

格 の相違 と して把 え られ る こ とが表 現 お よび指 示 さ れ る もの の性格 把 握 に反 映 し てい る の では な

い か と思 わ れ る。

5

それ では 意味 の レベ ルで の完 全 ・不完 全 、飽 和 ・不 飽和 とい うことはNか に解 され るべ きで あ

ろ うか。 フ レー ゲは既 に見 た よ うに文 の意 味(す な わ ち思 想)を 完全 な もの とす る。 さて
、完 全

性 を文 の意 味 に のみ認 め る と寸 れ ば、 そ の部分 はい ず れ も不完 全 で ある とい うζ とに な るが 、て

れは フ レー ゲの 見解 では な い。 既 に見 た よ うに、 文 の あ る構 成部 分 す なわ ち固有 名の もつ意味 を

も彼 は完 全 な もの として い る。 これ は何 を意味 す る'のであ ろ うか。

そ もそ も表 現 が意 味 を表 現す る とい うこ とは 我 々 がそ の表 現 を理解 す る こ とにほ か な らな い。

我 々は 対象 表現 も関数 表現 も理 解 す る ことが で きる。 そ うした こ とか らす れ ば、 いず れ も意味 を

表現 してNる と言 え る。 しか るに、 対 象 ・表現 はそ れ だけ で、 フ レー ゲの 言 うよ うに、 何 か あ る意
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味 で完 全 な理 解 とい え る よ うな もの が可能 で あ るの に、 関数 表 現 の理 解 に はい わ は 「不安 定 さ」

とい っ た よ うな ものが伴 われ て い る とい う違 い が あ る。 この違 い は何 に 由来 す るの か。 固 有 名は

そ れだけ で、そ れ が理解 され る な らば、 あ る対 象 を特 定 し示 す働 きを もつ。 例 え ば 「日本 の首都 」

とい う表現 は、 そ れ を理 解 す る者 に何 の こと であ るか を示 す。 文 中 に置 か れ る場 合 も同様 であ る
。

「般 に固有 名は 我 々の語 りの形 す なわ ち何 か につい て あ るこ とを語 る とい う構 造 の うち で
、 それ

につ い て語 られ る ところ の何 か を示 す働 きをなす 。 この、 そ れ に つい て語 られ る 「何 か」 は、 一

般 に主 語 に よ って示 され る。 主語 とな る表 現 は、 そ れ が理解 され る こ とに よ って、 語 られ 為 もの

を特 定 し際 立 た せ るの であ る。 関数 表現 には、 それ だ け では、 特 定 の もの を際立 たせ る働 きが な

い。 「はガ リアを征 服 した」 とか 「の 首都」 とか 「ある人 間」 とか い った表現 は
、 理解 され て も

特 定 の何 か を際 立 たせ は しない の で ある。意 味 の完全 性 の基 準は、 フ レー ゲ に よ って 明示 され て

はい ない が、 ご うした点 に存す る よ うに思 わ れ る。

こう した 見 方 は槌 かに単 なる推測 の域 を出 ない。 だが1で 挙 げ た 諸 規定 の うち
、 文 法的 側 面 か

ら与 え られ た 〔2〕、 〔3〕を 思 い返 せ ぱ、 こ う した 見 方が フ レー ゲの 明示 的主 張 と全 く無 縁 で あ る

とは 思 われ な い。 一般 に ある特 定 の 一 つ の対象 を指示 す るた めに 単数 定冠 詞 を用 い る とい うこ と
、

特 定 の 対象 を指示 す る表 現 は文 の 主語 に な り得 る とい うこ と、 こ う した こ とはま さ し く上 に示 し

た見解 の裏 書 きと なる よ うに思 わ れ る。

関 数 表現 の意 味 は そ れだ け では語 られ るこ とを 知 ら しめ る にす ぎず 、 「何 に つい て」 の 「何 」

の理解 を与 え な い と私 は言 った。 槌 か に こ う した言 い回 しは あ る意味 で同 語 反復 的 で あ り.そ れ

だ け で関 数表 現 の意 味 が 不完 全 だ とい うこと を示 す ことには な らな い。 だ が
、 そ れに も拘 らず、

対 象表 現 の意 味 を完 全 とし、 関数 表 現 の意 味 を不完 全 とす る フ レー ゲの見解 が何 か根拠 を もつ と

す れば.そ れ は主語 、 実 体、基 体、 個 体等 々 の述 語 、 属性 、 性質 、 関 係等 々に対 す る優 位 とい う、

我 々の 語 りの構造 に根 差 した一 つ の伝統 的 な思惟 の枠 組 に ほか な らない と考 え られ る。 そ うで あ

る とす れ ば、 関数 表 現 の意 味 は、 そ れ だけ では 対象 を特 定 しな い とい うそ の ことに 齢 い て不完 全

な の で ある。

つ いで な が ら、 この 視点 か ら見 れ ば馬 とい う概 念 は概 念 で は な く対 象 で ある とい う彼 の 見解(11)

は容 易 に理 解 され よ う。 文 法上 か らす れ ば 「馬 とい う概 念 」 とい う表 現 は ドイ ツ語 で は単数 定冠

詞 か ら始'まる。 そ れ故 〔2〕に示 した フ レー ゲの基 準 か らす れ ばそ の 表 現 の指示 す る もの は概 念 で

は な く対象 であ る。 そ れ は なぜか 。 フ レー ゲに よれ ば概 念 とは不 完 全 で補 完 を 要す る不 飽 和 な も

ので あ っ て対 象 で は ない。 しか し、 それ につい て人 が何 か を語 ろ うとす る際 には人 はそ れ をそれ

コ 　

と してす なわ ちか くか くの もの と して把 えて い る の であ って、 も はや 例 えは 「は馬 で あ る」 とい

っ た表 現 が理解 せ しめ る述 語 的本 性 の ま・まに把 え てい るの では ない の で あ る。 「表 現 の 意味 は対

象 で ある(12)」 とい う言 い回 しの 場 合 に も、 同様 の こと が言 え る。槌 か に プ レ_ゲ の 見解 で は一

般 に意味 が 対 象 で あ るはず は ない。 一般 に意 味 は表 現 が用 い られ る際 に理解 され はす るがそ の表

現に よ って指 示 され は しな い。 だ が我 々が意 味 につ い て語 る と き、 ま さ しくそれ につ い て語 るが

故 にそれ は あ たか も一 つの対 象で あ るかの よ うに扱 われ る ので あ る。 こ うした扱 い方 は言 語の性
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格 に よる もの で ある。 も し我 々が 何 かt2つ い て語 る ことな しに語 る こと が可 能 で あれ ば こ うした

対 象 でな い もの の 対象 化は起 こらなNか も知 れ ない。

6

以 上 に論 じた こ とを纒 める と次 の よ うに な る。

(1)対 象 は.関 数 が不 完 全 で あ るの に対 し、 完 全で あ る。

(2)対 象の 完全 性 、 関 数の 不完 全 性 は意 味 の性 格 の違 い に よる。

(3)表 現 の理解 はそ れ が指 示 す る対象 の存 否 に は依 存 しない。

(1)、(3)はフ レー ゲ 自身 が明 確 に主張 す る と ころで あ る。 これ に対 し(2)は我 々の 推測 に よる もの で

フ レー ゲ 自身 は明示 してい ない 。

さて、 以上 の こ とか ら、 次 の こ とが導 出で きる。 仮 に(2液 示 され る推測 が 正 しい とす れ ば、 フ

レー ゲの 言 う対象 は、曖 昧 性 を残 す概 念 で あ る。何 となれ ば、 我 々は表現 の有 意味性 に よ っ て表

現 を理解 す るこ とに よ り、 対 象を 特定 す る こと がで きる。 こ う して意 味 を介 して特 定 化 され た 対

象 は、理 解 され た対象 であ る。 と ころ が(3)に示 す よ うに、表 現 の理解 は対 象 の 存否 に依存 しな い。

従 って存 在、 非 存 在 が言 わ れ 得 る対象 と、 理解 され た 対象 とは直 ちに同 一 の もの とは言 え ず、 単

に意 味 を介す るこ とに よ って把 え られ る対 象 は、 指示 対 象 として措 定 され る もの とは一応 区別 さ

れ るべ き もの で ある と言 わ なけれ ば な らな い。(こ の ことは つ い でな が ら、 もし、 関数 表 現 の 意

味 と指示 す る もの とを 区別 す る のが フ レー ゲの真 意 で あ る な らば、 我 々が 関 数表 現 の有 意 味 性 に

よって理解 す る ところ の もの と関数 その もの との 区 別 を 同様 に 要求 す る。)こ う した 二種 の 対象

(な い し関 数)の 区 別 が 問題 と して残 る原因 は フ レー ゲ が言語 に よって 指示 され る もの を素 朴 に

表 現 や意 味 とは異 な る もの と して措 定 してい る ことに よる と考え られ る。 表現 が 意味 を もつ と い

うこ とは、 表現 とtiう 対象 に意味 とい う対象 が加 わ って い る とtiう こ とでは な く、 ま さ し く表 現

を我 々が理解 し、 何 に つ い ての何 、 い か に あ るか のい か に を知 るζ とな の で あ る。 従 っ て、 す で

に意 味 を介 して我 々は 対 象 に向 か って 踏み 出 してtiる 。 その点 を十 分 に把 え る な らば、 我 々 に よ

らて理解 され た もの の ほ か に何 か それ 自体 と して存 在 した り しなか った りす る もの を別 個に措 定

す る こ とは もっ と慎 重 に な され な けれ ぱ な る まい。完 全 な 言語 の構 築 に よっ て数 学 の根拠 づ け を

遂行 し よ うとす る フ レー ゲの意図 か らして、 この点 につ い ての 考 察 を彼 に要求 す るの は あ る意 味

で 不当 で あ るか も知れ ない。 そ うで あ るな らば、 この こ とを慎 重 に遂 行 す るこ と、 これ は我 々に

課 せ られ た 一つ の課 題 であ る。

〔註 〕

(1)(BG-19?脚 註)、(SB-27)、(GA-7)参 照 。

(2)(FC-30,39)、(GA-8)参 照。

(3)(FC-39).(BG-205).(GA-8)参 照 。

(括弧内の数字は頁数を示す。)

一40一



(4)(FC-28^一29),(SB-34 .)、(UA-7)参 照 。

(5)(:EC-24～25,27)、(GA-6～7)参 照 。-

(6)(BG-195他)参 照 。

(7)(BG-193～195他)参 照 。

(8)マ ー シ ャ ル が 指摘 寸 る よ うに(SRR-343)、(GA-50～51)に お け る論 述 は そ
'
の 明 示 箇 所 と解 し得 る。

⑨ 例 え ば ダ メ ッ ト(FFRを 参 照)。

(1① マ ー シ ャ ル(SRR-346)。

(ii)(BG-1.96以 下)参 照 。

⑫ ジ ャク ス ン は フ レ ー ゲ が 未 公 刊 論 文 中 で こ う論 じ て い る と報 告 し て い る.(FO-394)。.
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