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ウ ィ トゲ ン シ ュ タ イ ン の 規則遵守論 に お け る

「実践 」 と 「生」

平 　賀　直 　哉

1　 は じめ に

　「規則 に従 う」 とい うこ とは
一

つ の 実 践 で ある
1
． こ れ が ウ ィ トゲ ン シ ュ

タ イ ン の 『哲 学 探 究 』 （以 下 『探 究』 と 略 す）に お け る規則 遵 守の 問題 （以

下 「規 則 遵 守論 」 と呼 ぶ ）の 核心 だ と書 っ て よい で あ ろ う． しか し，
一

見

す る と こ の 主張 は あ ま りに も当た り前 の こ と を言 っ て い る よ うに もみ え

る ． 実践 と い う語 が お お よ そ 実 際 の 行 為 と い うこ と を意 味 して い る と し

て ，規 則 に従 うこ と は我 々 が 実 際 に お こ な うこ となの だ ， とい うこ とは 自

明 で あ る ． 例 えば
， 交 通規則 に従 うとい うこ と は我 々 の 行為 の

一
つ で あ り，

こ の こ とを疑 うこ と は 難 しい よ うに 思 える ． で は ， なぜ こ の 自明 な こ とが

規 則 遵守論 の 核 心 と な っ て い る の か ． こ の 点 を理 解す る た め に は， 『探究』

の 文脈 を考慮 に 入 れ る必要が ある ．

　 ク リプ キ に よ っ て 知 られ る よ うに な っ た とお り，規 則 遵 守論 に お い て は

一
つ の 強力 なパ ラ ドク ス が 登 場 す る ． 「い か な る行 為 の 仕 方 も規 則 に 従 い

うる し ， また 規則 に 反 しうる」 とい う規則 の パ ラ ドク ス は， 185 節か ら先

の 核 心 部 が 登 場 す る 202 節 ま で に お い て 主 題 と して 論 じ られ ， 201 節 に

お い て 定式化 され た もの で あ っ た ． こ の パ ラ ドク ス の 誤解 を解消 し， まさ

に こ れ に 代 わ る もの と して 提起 され た の が 先の 「実践」 と い う概 念 で あ っ

た ． パ ラ ドク ス を 生 じ さ せ る 考 え に は ， こ の 実 践 とい う概 念 が 欠 け て い

1　 『哲学探究』 § 202 ．以 下 ，特 に 断 りの な い 節 の 引用 は ．全 て 『哲学探 究』か ら の もの で あ る ．
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た， で は，実践概念が 欠 け る と どの よ うな事態 に 陥 っ て しま うの だ ろ うか，

185 節 か ら 201 節 ま で を規 則 遵 守 論 前 半 部 ，202 節 か ら 242 節 まで を後

半 部 と位 置づ け， まずはパ ラ ドク ス に 関 す る 前半部 の 議論 を要約 す る こ と

に したい ． そ の 過程 で 実践 と い う概 念 の 重 要性 を確認 した後 具体 的に こ

の 概 念 の 意味 を考 察 して い く． そ して 最 終 的 に は ， 実 践 を包括 す る 「生 」

とい うよ り広 い 視 野 の も とで 規則 遵 守 と い う問 題 を考 える ため の い くつ か

の 示 唆 を与 え る こ と を試 み る．

2　規則遵守論 に お け る 「実践」 の 位暇づ け

　前半部 は ，数列 を書 く とい う規則 遵守 に関 す る 奇妙 な例 か ら始 ま る 、 「＋

2」 とい う規則 に対 して ， 1000 を超 えた 段 階 か ら突然我 々 の 適用 の 仕 方 と

は 異 な っ た 適用 をお こ な っ て し まう生 徒 の 例 で あ る ． す な わ ち ，
1000 ま

で に つ い て は 「＋ 2」 を正 し く適用 で き る 生 徒 が ， 1000 を 超 え る と突 然

1000
，
1004

，
1008

，
1012 … と書 い て し まう． こ の と き， そ の 規則 に 関す る

い か な る 説明 を生 徒 に与 え て も
， 彼 は一 向 に我 々 と同 じ行 為 をお こ な わ な

い ． とこ ろ が彼 は ， 自分 は ず っ と同 じ こ とを続 けて い る の だ と主 張 し， 自

分 の 行為 は そ の 規則 に従 っ て い る と言 い 張 る ．

　同 じ よ うな数列 の 例 は
，

143 節で すで に 扱 わ れ て い る ． そ こ で は ，規則

を教 え る は じめ の 段 階 に お い て （「＋ 2」 で 言 え ば 0
，
2

，
4… とい う段 階 に

お い て ）， 生徒 が その 規則 を理 解 して い る か否 か は， そ の 生徒 自身の 行為

に 依存 して い る とい うこ とが 言 わ れ て い る ， こ れ に 対 し て 185 節 の 例 の

特異 な 点 は ，規則 を理 解 して い る と思 わ れ た 人 間 で さ え も， あ る段 階 で 突

然逸脱 した 行為 をお こ な い うる と い うこ とで あ る ． とい うの も，規則 は
一

般的で あ る が ， しか し適用 は 個 別 的 で あ る た め ， い ま だ規 則 が 適用 され た

こ との な い 段 階 が 存在す る の で あ り， その 段 階 に お い て 我 々 が い か に行為

す る か とい うこ と は そ の 規 則 をい か に解釈 す る か と い う仕 方に 依 存 して お

り， そ の 解 釈 が 偶 然 こ れ ま で に お い て 我 々 を
一

致 せ しめ て い た と して も，

新 た な適用 に お い で
一激 を保 証 す る とは 限 らな い か らで あ る． 「＋ 2」 と

い う規則 は ， そ の 規則 に対 す る 全 て の 適用 そ の もの の 記 述 で は ない ， す な

わ ち， そ れ は 「0，
2

，
　4

，
6… 」 とい う数列の 無限 の 展 開 の 記 述 で は な い ．規
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則 は そ こ か ら個 々 の 適用 が導 き出 され る よ うな，
一

般 的 な事柄 を扱 っ て い

る ． そ こ で
， 我 々 は 規 則 に 従 う際 ， そ の

一
般 的 な 規 則 か ら

， 個 々 の 適 用

を その つ ど導 か な くて は な ら な い ． す る と， 我 々 が 1000 まで とい う有 限

の 段 階 に お い て
一 致 して い た と して も， ど う して 「＋ 2」 の 規則 に お い て

1000 の 次の 適 用 が 1002 とな る の か とい う問 い が 立 て ら れ うる こ とに な

る ． こ こ に は規則 に 関す る解 釈の 生 じ る 余地 が あ り， そ の 解釈 に よ っ て は

い か な る 行為 も正 し い 適用 とさ れ る の で は な い か ， とい うこ とで あ る ．

　 こ の 聞い に対 し て新 た な説明 を与 え る こ とは 可 能 で あ る ． 例 え ば， 「「＋

2」 と は 1 を 二 回 加 え よ とい う こ と で あ り， 1000 に 1 を 二 回 加 え た ら

1002 とな る か ら で あ る 」 とい うよ うに ． し か し， こ の 説 明 も また
一

般的

な もの で あ り， 解 釈 の 入 り込 む余 地が 生 じる． そ れ が 説 明 で あ る か ぎ り，

ど こ まで も解 釈 の 余地 が 存在 し続 け て し ま う．

　 前半 部 の 議 論 は ， 規 則 と適用 との 間 に存在 す る こ の よ うな溝 を埋 め よう

とす る試 み と， そ の 批 判 に 当 て られ て い る ． その 試 み の 主 な もの は ，心 的

概 念 を援 用 し よ うとす る もの で あ る ． こ れ を本稿 で は 「心 理 主 義」 と呼ぶ

こ と に し よ う． 規 則 に 従 う際 我 々 はそ の 規 則 に 対 して お こ な うべ きこ と

を心 に 思 い 浮 か べ ， そ して そ の 思 い 浮 かべ た と お りに 行 為 す る 、 つ ま り，

こ の 思 い 浮 か べ られた もの ， す な わ ち思 念 と一
致 す る よ うな行 為 こそ 正 し

い 行為 と言 える の で は な い か． とこ ろ が こ の 試み に お い て も同様 の 困難が

存在す る ．こ の と きの 思念 は 個 々 の 適用 そ の もの の 思念で あ る の だ ろ うか ．

す な わ ち ，我 々 は 「＋ 2」 に 従 う際 ， 例 えば 2 に 「＋ 2」 を お こ な っ て 4

を算 出す る と きに も，
1000036 の 次 は 1000038 で ある な ど とい っ た 無 限

の 適用 を頭 に 思 い 浮か べ て い る の だ ろ うか ． しか しそ れ は 受 け入 れ 難 い 想

定 で あ ろ う． そ うで は な く， も っ と一般 的 に ，例 えば そ れ ぞ れ の 数の 後 に

その つ ど 2 を加 え る べ きで あ る と い っ た こ と を思 い 浮 か べ て い る と考 え

る の が 自然 で あ ろ う． す る と，先 と同 じ問 題 が生 じる ． そ の
一

般 的 な 思念

が 個 々 の 適用 に お い て 1002 を書 くべ きで あ る とい うこ と をい っ た い どの

よ うに し て 示 す こ とが で きる の か ．

　 こ の よ うに して ， 前 半 部 で は 規 則 か ら我 々 の 適用 を導 こ う とす る 試 みが

く じか れ ， つ い に い か な る 行 為 も規 則 と一 致 し うる し
， 反 し うる とい うパ

ラ ドク ス が 生 じ る． そ して い ま見 て きた とお り， こ の パ ラ ドク ス は ，規則
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が適用 に 先 だ っ て 成立 して い る と い う見 方に 立 っ て 規則遵 守 を説 明 しよ う

と した こ とか ら生 じた （そ して 思 念 等 も また 同様 の 事 象 と想 定 され て い

た ）． そ こ で
， 規 則 と規則 に 従 うこ と （規則 の 適用 ）を切 り離 さず に 「規

則 に従 う」と い うこ とを展 望す る 新 しい 視 座 を与 えた の が ，202 節で の 「実

践 （Praxis ）」 とい う論 点 だ っ た の で あ る． 適用 か ら切 り離 され た規 則 の

意味 を考 え る とパ ラ ドク ス が 生 じる ． そ れ を避 け る に はそ もそ も 「規 則」

や 「規則 に従 う」 と い う概 念 を それ らの 本 来 の 場所 に 連 れ戻 さ な けれ ば な

らない ． そ の 本 来の 場所が 実践 で あ る． す な わ ち ，規 則 は 我 々 が 規 則 に 従

うとこ ろ （実践 と して の 適用）で しか 意味 を持 ちえな い の で あ り， そ れ ゆ

え規則 とい う概 念 は 我 々 の 実践 とい う概念 と不 可 分 で あ る と い う視 座 が 示

さ れ た の で ある ．

　 と こ ろ で ， こ う した実践 とい う概念 の 重要性 自体 は規則遵守論 の 解釈 に

お い て しば しば言及 され て きた ． そ れ に も関わ らず ，
こ の 概念が 実 際の と

こ ろ 何 を意 味す る の か と問 うて み る と，大方 の 解釈 は そ の 明確 な 意義 を与

えて くれ な い の が 実情 で あ る ．肝心 の ウ ィ トゲ ン シ ュ タ イ ン が こ の 概 念 に

つ い て 何 の 説明 も して くれ な い の で ， そ れ を解釈す る の に どの よ うな態度

と方法 を取 れ ばい い か ， そ こ か らは じめ な けれ ば な らない ．

　 そ こ で 本 稿で は ， こ の 実践 とい う概 念 が そ こ に 位置 して い る 「探 究』 の

文 脈か ら理 解 す る こ と に した ． 着 目す べ きは 厂実践 」 の 重 要性が 説か れ た

202 節か ら の 後半 部 で あ る
2
が ， しか しこ の 範囲 は

一
見す る と当た り前 と

も思 え る よ うな事柄が 延 々 と述 べ られ て い る よ うに 見 え， 「実践 」 に つ い

て も正 面 か ら言 及 され て は い な い ． こ う した 理 由 か ら重 要 な研 究 対 象に 位

置づ け ら れ る こ との 少 な か っ た 後半部 で あ る が ， しか し本 稿 で は ， こ の 箇

所 を主 た る 考 察対 象 にす る ．

　 前半 部 が 誤解 の 発 生 と そ の 誤 りの 究 明 ， そ して そ れ を定式化 して 最終 的

に解消す る こ とに ある の に 対 して
，

こ れ に 代 わ る正 しい 規則 遵守の 考え方

を実践 とい う概 念 に よ っ て 提 示 す る 後半 部， 202 節 以下 に お い て は ，規則

遵 守 に つ い て ほ とん ど初 め て肯 定的 な見 解 が 述 べ られ て い く．す な わ ち，

2 　 と は い え，規則遵 守論を明確 に 二 つ の場面 に 区切 る こ とは で きな い ．実際 ，「実践」 と い う

　 語 は 前 半部 の 終 わ り （197節）に お い て も登場 し て お り，こ の 節辺 りか ら緩 や か に 論点が

　 以降 し始 め る．そ し て 本格 的 に 「実践 」 を 取 り扱 うの が 後半部 と解釈す る ．
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規則 遵 守 に 関 わ る 諸概 念 を取 り上 げ， そ れ らの 概念 の 働 き を言 語 ゲ ー ム の

なかで 正 し く見 る こ とに よ っ て ， 規則 に 従 う とい うこ との 意義 を改 め て 確

認 して い くの で あ る ． そ れ は 規 則 遵 守 を 「実 践」 とい う概 念 に よ っ て 定義

す る た め で は な い ． 語の 連 関 を見 る とい うヴ ィ トゲ ン シ ュ タ イ ン の や り方

は独特 で あ り，こ の 規則遵守の 概念 との 概 念的連 関に ある諸 概 念 を提示 し，

実践 と して の 規 則 遵 守 とい う概念 が そ の 中心 に 浮 か び 上 が るか の よ うに示

して い る の で は ない か ， と思 わ れ る ． そ の 概 念 は我 々 の 言 語 ゲ ー ム に とっ

て あ ま りに も根 幹 に 位 置 して い る た め ， か え っ て 当 た り前 に 見 えて し ま う

の で は ない だ ろ うか ． しか し， 奇 妙 なパ ラ ドク ス を経 た 後 言 語 ゲ
ー

ム を

正 し く見定め る に は， こ の 根 源性 を再確 認 す る こ と に 重 要 な意 味 が あ る と

思 わ れ る a 以 下 しば ら くは ， 後半部 に お ける こ うした 実践 と し て の 規則遵

守 に 関 わ る 考 察 を して い くこ と に す る ．

3　実 践 的諸概念

　「実 践 」 に 関す る 立 ち入 っ た 文脈 的
・概 念連 関 的 な考察 は こ れ か ら お こ

な っ て い くもの と して
， さ しあた りは 実践 とは 「我 々 が 自立 的 に 行為す る

こ と」とい っ た 具 合 に 理 解 すれ ば誤 りで は な い で あ ろ う． こ こ で 「自立 的」

と い う語 を用 い て い る の は ， 奇妙 な 数列 の 例が 初 め て 登 場 す る 143 節 に

お い て ， 次の よ うな想 定が な さ れ る か らで あ る ．教 師 は 初め に 生徒 の 手 を

と り，正 しい 数列 を書 くよ うに 導 く． そ して そ の 後 に 教 師が注 目す る の は ，

続 け て 彼 が 自立 的 に （selbstnndig ）書 き続 けて い る か 否 か ， と い うこ と

で あ る ．教 師が 彼の 手 を取 っ て 無 理 や り 「1002」 と書 か せ る 段 階 に 留 ま っ

て い て は ， 「生 徒 が 規 則 に 従 っ た 」 と は 言 うこ と は で きな い ， 最 終 的 に ，

生 徒 は 自立 的 に規則 に 従わ な けれ ば な らな い の で あ る．更 に
， 「導か れ る 」

もの と して の 規 則 遵 守 と い う誤 っ た 考 え を批籾す る 文脈
3
に 続 い て 生 じた

の が 185 節 以 降 の 規 則遵 守論 で あ る た め ， 生 徒 は 導か れ る もの で は な く

て 自ら行為 す る もの と して あ る と い う 「規 則 遵守 」の 概 念 が 提 起 さ れ る の

は む しろ 自然 な こ とだ と言 え よ う、こ の 特徴 を 「自立 性 （Selbstandigkeit）」

3 　§ §162 −17S ．
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と表現す る ．規則 遵守 とい う実践 は 「自立的 に」行為 され なけれ ば な ら な

い とい うこ とが ， 実践 に お ける 第一
の 特徴 とな る ．

　で は ， こ こ か ら しば ら くは 『探 究』 の 文脈 に 沿 っ た か た ち で登場 して く

る様 々 な実践 と して の 規則遵守 に 関す る 諸概念 （こ れ らを 「実践 的諸概念」

と呼 ぶ ） を取 り上 げ， そ の 意義 を考 えて み た い ，前半部 の 終 わ りか ら徐 々

に そ の よ うな 概念 が 取 り上 げ られ て くる ． 197 節 に お い て 「実践 」概 念 を

提 起 した後で 、 198 節 ， 199 節 に お い て ウ ィ トゲ ン シ ュ タ イ ン が まず 吟味

す る の が ， た っ た
一

人 の 人 間が た っ た
一

度 だ けゲ ーム をお こ な うこ とが で

きる の か ， とい う問い で あ る ． ゲ ー ム をお こ な うこ とは ， こ こ で は規 則 に

従 うこ と との 類 比 で 論 じ られ て い る ．
一

度 だ け規則 に 従 うこ と はで きる の

か 規 則 に 従 うとい うこ とが 思 念 に 導 か れ る こ と だ とす る な らば， そ れ は

可 能で ある よ うに 見える ． とい うの も， そ の と きに は例 えば あ る 人が ふ と

チ ェ ス の 規則 を思 い つ き ， そ の 規則 に 従 っ て 彼が ボ ー ン を動 か し， そ の 後

は誰 もチ ェ ス をお こ なわ なか っ た ， と い うこ と も可 能 だ ろ うか らで あ る ．

しか しこ の 想定は ，既 に何 度 も使用 され た 制度 と して の ゲ
ー

ム で あ る我 々

の チ ェ ス を念頭 にお い て い る か ら可 能 に 見 えて し ま っ て い る の で あ っ て ，

思 念 とい う概 念 か らの み で は， こ うした制 度 と して の ゲ
ー

ム とい う側 面 は

得 られ ない ． そ して
， そ の 場合 に は そ の 行為の 正 し さを判 断す る 規準 は存

在す る の だ ろ うか ． た だ一 人の
一

回 だ けの 行為 に つ い て ， もしそ の 正 しさ

を問 うな ら ば， 正 し さ は そ の 行為者 の 裁量次第 とい うこ と に な る ． しか し

そ れ で は正 し さの 規準 は 存在 しない とい うこ と と等 し く，規則遵守 とは 言

えな い ， したが っ て ， あ る 行為 に つ い て 規則 に 従 っ て い る と言 え る た め に

は ， そ の 行 為 は 通 時 的 に 反 復 して な さ れ な け れ ば な ら な い ． す な わ ち ，規

則 遵守 は 「慣習 （Gepfiogenheit）」 や 「制度 （lnstitution）」の もと で な

され る必 要 が あ る ．こ れ が 規則 遵守 と い う実践 に 関 す る 更 な る特徴 で あ る ．

　 更 に ，
こ うした概 念 と と もに 登 場 す る の が 「技術 Technik」 と い う概 念

で ある ． 「慣 習 」 や 「制度」 に つ い て は 通 時 的 な特 徴 を表 して い る と理 解

で きる が ， 「技術 」 に 関 し て は や や 使 わ れ 方が 異 な る ， で は ， こ の 概 念 を

ど の よ うに理 解すべ きだ ろ うか ． ベ イ カ ー と ハ ッ カ ー は 「技術 」 をお お よ

そ 「様 々 な場面 で 規 則 を適 用 す る仕 方」と して 理 解 して い る と推測で きる
4
．

4　 Baker 　and 　Hacker ，1985 ，　p ．161 な ど を 参照．
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す る と， 「様 々 な場 面 で 」 とい う表現 に よ り， 「慣習 」や 「制 度」 と1司様，

ベ イ カ ー とハ ッ カ ー は 「技術」 に つ い て も 「通時性」 を もっ た概念 と して

理 解 して い る こ と に な る． 確 か に ，こ の 見解 は 誤 りで な い だ ろ う． しか し，

更に 掘 り下 げて ，他 の もの か ら 区別 さ れ た こ の 概 念 の 特 徴 を調 べ て み た い ．

　 まず． 規則 遵守論の 他 の 箇所 で 「技術」 が登場 す る場 面 と して ， 232 節

が 挙 げ られ る ． そ の 要 旨は次の よ うな もの で ある ， 通 常 の 規則遵 守 と異 な

り， イ ン ス ピ レ ー シ ョ ン に従 うもの と し て （心 理 主 義的 に ）規則 遵守 を考

え て し ま うと，他 の 人 に 自分 の 「技術」を教 え る こ とは で きな い こ とに な っ

て しま うで あ ろ う （しか し実 際 に は そ ん な こ と は ない ）． こ う した 内容か

ら見 て ， まず 「技銜」 とは本 質的 に他 人 に教示 で きる もの と して 想定 され

て い る こ と が わ か る ．

　 更 に ， 『探究 』 の 規則遵 守論以 外 に も 目を向けて み よ う． 『探 究』に お い

て 洗練 され た形 で 登場 す る 規則 遵守論 は ， 『数学 の 基 礎』 に そ の 議論 の 原

型 を見て 取 る こ とが で きる ． そ こ で ， 本稿 に お い て も しば しば こ の 著作 を

参考 す る こ とに す る ， 当該 の 「慣 習 」「制度」 「技術 」 に 関す る 議論 に つ い

て も，原型 と思 われ る箇所 が 存在 す る
5
， そ して そ こ で 登場す る の が ， 厂計

算技術」 とい う表現で あ る ． そ して ， 原型 とな る 箇所 の 直前 に ， ウ ィ トゲ

ン シ ュ タ イ ン が ま さに 「技 術 の 本質」に つ い て 語 っ て い る箇所 が 存在 す る ．

そ れ を見 て み よ う．

　 も し我 々 が ， 数学 的命題 は 次 の よ うな意 味で 予言 だ， と言 っ た と した

ら どうだ ろ うか ． つ ま り， 数 学 的命題 は ， こ の 技術 を学 ん だ こ との あ る

社 会 の 構 成 員 が ， そ の 社 会 の 他 の 構 成員 と一 致 して どの よ うな結 果 を

得 る の か とい うこ とを予言 す る ， とい う意味 で ． こ う して ， 「25x25 ＝

625 」 は， も し我 々 が あ る人 々 を乗法 の 規則 に従 っ て い る と判断す る な

ら ば ， そ の よ うな人 々 は 25 × 25 を お こ な っ た と きに ， 625 とい う結果

に 至 る だ ろ うとい うこ とを 意味 す る の だ ろ う．一 こ れ が 正 しい 予 言 だ と

い うこ と は 疑問 の 余 地 が な い ， そ し て ま た ， 計算が 本 質的 に そ の よ うな

予 言 に よ っ て 基 づ い て い る とい うこ と も疑 問 の 余 地 が な い ．す なわ ち，

5　 Remarks 　on 　the　FOtindetions　ofMathe〃tatics （以下 RFM ）， pp ，193 −194，
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もし我 々 が確 か さ を持 っ て そ の よ うな予言 をお こ な うこ とが で きな い の

で あれ ば 我 々 は そ れ を 「計算 」 とは 呼ぶ べ きで な い だ ろ う． こ の こ と

が 実際 に 意味 して い る の は ，計算 が 一 つ の 技術 だ とい うこ と で あ る ． そ

して 我 々 が 語 っ た こ とは
， 技術 の 本 質 に属 して い る ，

　 こ こ に お い て
， 計算技術 の

一 つ の 本 質的 な側 面 が 語 られ て い る 、 そ れ は

同 じ技術 を有 する 人間が こ れ か ら どの よ うに行 為す る の か とい うこ と を予

言で きる とい うこ とで あ る．す なわ ち，現段 階で の 行為 に つ い て 規則 に従 っ

て い る か否 か判 断で きる だ けで な く， こ れ か らそ の 規貝ljに従 えば どの よう

な結果 が 生 じる の か
，
とい うこ と も語 る こ とが で きる ． こ れ は 「思 念」や 「直

観 」 に よ っ て 規則 遵 守 を説明す る 試 み にお い て は 欠 けて い る 側 面で ある．

そ の た め 「技術 」は 単 に通 時 的 な側面 を述べ た もの で は な い ． む しろ ， 他

の 人 に その 技術 を教 え られ る とい うこ と，他 の 人 間 と同 じ技 術 を共有 で き

る こ と， そ して 同 じ技術 を持 つ 彼 ら に つ い て 行 動 を予 測 で きる とい うこ と

が ， 「技術」 の 特徴 と言 え る ． 「た っ た 一 人 の 人 間が た っ た 一
度 だ け規 則 に

従 うこ と は で きな い 」 と い う と き， 厂慣 習」 や 「制度 」が そ の 「た っ た
一

度 だ け
… … で きな い 」 とい う面 に 重点 を 置い て い た の に 対 し， 「技術 」は

「た っ た 一
人 の 人 問が … …

で きな い 」 と い う面 に 重 点 を 置 い て い た と言 え

る の で は ない だ ろ うか ． とい うの も，
上 記 の 引用 に 従 えば

， 誰 に も共有さ

れ な い 一 人 だ け の 「技術」 とい う概 念 は あ りそ うもな い か らで ある
6
、 こ

うし て
， 規則 遵守 とい う実践 は 通 時的 で あ り， そ して また 本 質 的 に他 人 と

共有 され うる もの だ とい うこ とが わか る．

　 『探 究』 の 続 きの 箇 所 へ と移 ろ う． 続 い て 次の よ うな 問 題 が 問 わ れ る ．

も しあ る 民 族 が あ る 音声 を発 して い て ， また そ の 音 声 と と もに 彼 ら は 活

動 を お こ な っ て お り， そ の 活 動 は 論 理 的 と 思 わ れ ， そ の 音 声 を失 う と彼

らの 行動 は 混乱 に 陥 る と想定 しよ う． と こ ろが ，彼 ら の 音声 と活 動 との 間

に は ， い か な る 連 関 も見 出 され な か っ た． 言葉 と行 為 との 間 に 「規則 性

6　 更 に言えば こ うし て 「技術」は後に 登場する 「一致」との 関連性が 認め ら れ る ．と い うの も「
一

　 致」 もまた ，他 の 入 々 と の 間 の 関係 を 述 べ た 概 念 だ か らで あ る ，実際，−Eの 引用 や そ れ に

　 続 く 『探 究』 の 原型 と な る 箇所 に お い て も 「agreement 」 や 「consensus 」が た び た び登場

　 して い る ，こ の 「
一

致」 に つ い て は 後 に 論 じ る ．
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（regelmaBigkeit ）」が 存在 しな い の で あ る ． さ て ，こ の と きこ れ を 「言語」

と呼ぶ こ とが で きる だ ろ うか ．

　で きない ，とい うの が ウ ィ トゲ ン シ ュ タ イ ン の 答 えで あ る ． 「我 々 が 〔そ

れ を〕「言語 」 と呼ぶ た め に は ， 規 則性 が 欠 け て い る
7
．」 た とえ そ れ が 慣

習 の も と で な され て い て も， 言語が 言語 で あ る た め に は （ある い は規則が

規則 で あ る た め に は）行為 との 問に 規則性 とい う連 関が生 じて い なけれ ば

な らな い ． 例 え ば， 「＋ 2」 とい う規則 に お い て は ， そ の 規則 に 従 う行 為

はそ れ ぞ れ規則 的で なけれ ば な らな い ． こ う して ， 実践 に 関 して 親 た な特

徴 が 付加 さ れ る 、 規 則 に 従 うとい う実践 は
， 規則 と行為 との 問 に 「規則性」

を も っ て な さ れ なけれ ば な らな い ．

　 そ して また， 「同 じ」 とい う概 念 も扱 わ れ る
9
． あ る 特 定 の 規則 に従 っ

て い る様 々 な行為 に つ い て ， そ れ ら は み な 「同 じ （gleich）」行為 で あ り，

言い 換 え れ ば 「同等性 （Gleichheit）」 を持 つ と言 うこ とが 許 され る で あ

ろ う． 0 の 次 に 2 を書 くこ と と， 2 の 次 に 4 を書 くこ とは ， 「＋ 2」 とい う

規則 に 関す る 限 り， 同 じ こ とをお こ な っ て い る と言 え る ． こ うして
， 規則

に従 う とい う実践 は 同 じ規 則 に 対 して 「同 じ」行為が お こ な わ れ な けれ ば

な らない こ とが わ か る ，

　 これ まで の 考察 は ， と りわ け実践 に お ける 各行為 の あ り方 に 関 す る 概念

の 考察 で あ っ た ． 次は ， 少 し違 っ た 観点 か ら実践 を捉 え る こ と に な る ． そ

もそ も規則 に 従 う行為 とい うもの は 我 々 に と っ て どの よ うに見 える の だ ろ

うか ．

238 ． 規則 が 全 て その 帰結 文 を前 もっ て 産 出 して い た か の よ うに 私 に 現

れ て くる こ とが で きる た め に は
， 規則 は 私 に と っ て 自明 で な けれ ば な ら

ない ． こ の 色 を 「青 い 」と名付 ける こ とが 私 に と っ て 自明で あ る よ うに，

自明で な けれ ば な ら ない ． （こ れ が 私 に と っ て 「自明」 な もの で あ る た

め の 規 準 ）

こ う して ，規則 に 従 うとい う実践 に お い て
，

規則 は そ れ に 熟達 して い る

7　 § 207 ，な お ，き っ こ う括弧内 は本稿筆者に よ っ て補 っ た ．

8　 § 215 を参照 ．
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者 に と っ て 「自明性 （Selbstverstandlichkeit）」 を持 っ て い な けれ ば な ら

ない ． で は， 自明で あ る とは どの よ うな こ と だ ろ うか ． 続 く 239 節 に お い

て ， 「赤」 とい う音声 を聞 くと き どの 色 を選 ば な けれ ば な らな い か とい う

こ と を知 る た め に は ，「赤」 とい う語以 外 の 別 の 規準 を必 要 と しな い ， と

い う趣 旨が 述べ られ る ． こ の こ と と 238 節 か ら推測で きる こ とは，我 々 に

と っ て 「自明」で あ る語 は ， そ の 語 が 何 を指 して い る の か とい うこ と に つ

い て 更 な る規準 を必 要 と し ない とい うこ とで あ る ． と りわ け規則 に 関 して

ウ ィ トゲ ン シ ュ タ イ ン の 別 の 表現 を借用 す れ ば 「我 々 は た だ 規則が 語 る

こ とだ けに 注 目 し，行為 す る の で あ っ て ， い か な る 更 な る 手引 きに も訴 え

な い 」
9
とい うこ とに な る だ ろ う．我 々 は 規則 に 習熟 して い る 限 り， そ れ

を眺 め れ ば 自ず と正 し い 行 為 を把握 す る の で あ り， そ して そ れ は 我 々 に

と っ て 奇妙 な もの で も驚 くべ きこ とで もな く，「自明」 な もの と し て ，我 々

に馴染 ん で い る ， こ の よ うに， 規則 自体 こ そ我 々 の 規則遵守 とい う実践の

た め の 最 も根源 的な 手引 きで ある とい う規則 の 根源性 を， こ の 自明性 を考

慮 に入 れ る こ とに よ っ て確 認す る こ とが で きる ．

　 「自明性」 をさ らに 詳 し く考察す る た め に ， 『数学 の 基礎 』 の 次 の 箇所 を

取 り上 げ よ う． そ れ は 数学 の 公 理 は 自明で あ る ， とい うこ とは い か な る こ

とか
，

とい う問 い に 続 く箇所 で あ る ．

　私 は こ う言 い た い ．例 え ば平行線 公 理 の 言 葉が 与 え られ る （そ して 我 々

が そ の 言語 を理 解 す る） と き， こ の 命題 の 適 用 の 仕 方， した が っ て そ の

意味 は ，未 だ ま っ た く規定 され て い ない 、

　 そ して そ の 命題 は我 々 に とっ て 自明 だ と言 うと き，我 々 は こ の こ と に

よ っ て 知 らな い うち に ， そ の 命題 の 特定の 使用 法 をす で に選 ん で い る の

で あ る ．我 々 が そ の 命題 を ま さ に そ の た め に 適用す る の で な け れ ば， そ

の 命題 は 数学 の 公 理 で は な い の で あ る ．

　す な わ ち ，我 々 が こ こ で 実 験 を お こ な うの で は な く， 白明 な もの を承

認 す る の だ と い うこ とが ， す で に そ の 適用 を確 定 して い る の で あ る
1°
．

9　 § 228 ．
10RFM ，　p ．224 ．
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　 『探究 』の 議論が 「規 則 の 自明性 」に つ い て 問題 と して い た の に対 し，『数

学 の 基礎』 か らの 上 の 引用 が 「公 理 の 自明性 」 を問題 と して い る とい う点

で ， 問 題 の 焦 点 は
一

致 して い ない ． そ して 「公 理 」 に つ い て 本稿 で 踏み 込

む こ とは で きない ， そ の た め ，引 用 の 内容 に つ い て深 くは 立 ち入 らず ， あ

くまで 上 か ら 「自明」に つ い て わ か る こ とだ けを取 り上 げ る こ とに し よ う，

まず， 「自明性 」 に つ い て 語 る と き， こ れ は 「当 た り前 で あ る と感 じ られ

る 」 とい っ た 我 々 の 心 理 的 な特徴 を述 べ て い る の で は な く
11
， 公 理 が 自明

で あ る と は ， その 使用法が確 定 され て い る と い うこ と だ とい うこ とが わか

る ． こ れ を規則 に つ い て も当 て はめ る こ とが で きる の で あ れ ば， 規則が 自

明で あ る こ とは， そ の 遵守 の 仕方が確 定 され て い る とい うこ とに な る だ ろ

う． い まだ 我 々 の 規則 で な い もの ， 例 えば 暗号 や 未知の 民族 の 使用 する 言

語 は ，我 々 に と っ て 使用 法 が定 ま っ て お らず ， そ の た め様 々 な解釈 が存在

し うる ，しか し，我 々 の 規則 は 自明で あ る か ら，解釈 の 余地 の あ る規則 は （例

外 は あ る だ ろ うが 少 な くと も通常 は）存在 しない ． も し もそ れ が 自明で な

く，様 々 に解 釈 さ れ うる もの とな っ て し ま う と， もはや そ れ は 「規 則 」 と

は 呼ば れ ない で あ ろ う． い か な る行為 も解釈 の 仕方 に よ っ て は 規則 に従 い

うるの で は ない か とい うパ ラ ドク ス は，規則 に お ける こ の 自明性 を取 りこ

ぼ して しま っ て い た と言 え る と思 う．

4　概 念 の 相 互 規定 関係

　 こ う して ， 規則 に 従 うとい う実 践 と結 合 され た諸概 念 を
一

つ
一

つ 取 り上

げ て きた ． そ の 結 果 ， 規 則 に 従 う とは
， 自立 的 に ， 慣 習 や 制度 の もとで ，

技 術 と して ，規 則 的 に ， そ して 同 じ よ うに
， 規 則 を 自明 な もの と して

， 行

為す る こ と だ と解釈 した ，最 後 に もう一
つ 概念 を取 り上 げた い ．そ れ は 「一

致 （Vbereinstimmung）」 とい う概 念 で あ る ．

　 ウ ィ トゲ ン シ ュ タ イ ン は こ れ らの 概 念 を比 較 的緩 や か に 使 用 して お り，

厳密 な境 界 を引 い て い る と は 考 えが た い た め ， 簡単 に は 区分 で きな い が ，

お お よ そ次 の よ うな こ と は言 え る と思 う， も と も と 「思 念 （Meinung ）」

11RFM 第 3 部 1 節 を 参照 ．
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や 「直観 （lntuition）」 に お い て は
一

回 の 行為 と規則 との 問 の 連 関が 問題

とな っ て い た の に対 し， 実 践 的諸 概 念 を強 調 す る こ と で ，「慣 習」等 に お

い て は通 時 的 で 反復 的 な特徴 を加 え た． そ して い ま取 り上 げた 「
一

致」 と

い うの は 「技術 」 と同様， 同 じ規 則 の 異 な る 段階 に お ける 適用 で は な く，

同 じ規 則 の 異 な る行 為 者 に お け る 適 用 の 関 係 を示 す概 念 で あ る
12
．つ ま り，

規 則 に 従 うと い う実 践 に お い て ， 同 じ規 則 に 従 っ て い る 入 々 の 行為 は み な

「
一

致」 して い な けれ ば な らな い ， と言 うこ とが で きよ う． た だ し， こ れ

まで の 規 則 遵 守 論解 釈 か ら して ， こ の 「一 致 」概 念 は慎 重 に扱 わ れ る必 要

が あ る ．

　そ こ で ， こ れ まで の 規則 遵 守論解釈 の 流 れ を少 々 眺め る こ とに す る ． こ

の 議論 の 火付 け役 で あ る ク リ プキ も， こ の 「
一

致 」 とい う概 念 に着 目 して

い る．彼 は， 共 同体 に お い て
一 致 した行 為 をお こ な うこ とな しに は ， そ の

共 同体 に お い て 規 則 の 言 語 if− 一
ム は 存在 し え ない だ ろ う， とい う趣 旨の こ

と を述 べ て お り， 規則 の 正 しさ と い う概念 に 関 して 人 々 の
一

致 が 本 質的 な

重要 性 を持 っ て い る こ と を認 め て い る
13
． マ ッ ギ ン は こ の 立 場 を批 判 し，

「一 致 」は規則 を複数 人 が 共有 す る 際 に は必 要 だ が， しか し規 則 の 成 立 そ

の もの に は 本 質的 な役 割 を 持 た な い
14

と考 え た ． こ れ に対 して ， マ ル コ

ム は， 実際 に 共 同体 にお い て 人 々 が
一 致 して い る と い う前 提が 存在 して い

る 限 りで
， 規則 の 意 味が確 定 さ れ るの だ

15

，
と い う立場 に あ る． こ うして ，

一致解釈 は と りわ け多種多様 な もの と な っ て い る 、

　 し か し， 次 に挙 げ る 224 節 に 述 べ ら れ て い る とお り， まず確 認 す べ き

は 「
一

致」 とい う概念が 規則遵守 に お い て 欠か す こ との で きな い もの だ と

12 とは い え，こ れ 以外の 意味で 「一致」が 使 わ れ て い る 箇所 も存在 す る 、例 え ば 201 節 に お

　 い て 規則 の パ ラ ド ク ス は ，「行為 の 仕方 」 と 「規 則」 と の
一

致 と い う表現 で 表 され て お り，

　 こ こ で は 異 な っ た 関係 に つ い て 「
一

致」 概念 が 使用 さ れ て い る 、し か し，規則遵 守論に お

　 い て こ の 概念 が最 も深刻 に 登場 す る の は 240 −242 節 で あ り，こ こ で は 主 に 人 々 の 間 の
一

致

　 が 問題 と な っ て い る ，

　　 また ，こ う し た 「亡bereinstimmung 」 の 多義性 に よ り，「
一

致」 と い うほ ど の 厳 格 さ は

　 含 ま れ て お らず，よ り緩 や か な意味 を持 っ た 「調和」 と訳す ほ うが 適切 と思 わ れ る 箇所 も

　 存在する （と りわ け後 で 述 べ る 「生 」 に 関す る 言 明 に お い て ）．しか し，本稿 で は
一

畏 して

　 「一致」 と訳 す こ と に す る．

13Kripke ，1982 ，　p．96 な ど を参照．

14McGinn ，1984，　p．130 を参照．

15Malcolm ，1989 ，　p ．175 を参 照 ．
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い うこ とで あ る 、

224 ． 「一 致」 と い う語 は
， 「規 則 」 と い う語 と互 い に 血 縁 関 係 に あ る ．

そ れ らは 従兄 弟 同士 で あ る ． 私 が 誰か に そ の ど ち らか 一
語 の 使 用 を教 え

る と き， そ れ に よ っ て 彼 は また もう
一 方 の 語の 使用 も学ぶ の で ある ．

　 また ， こ の 節 は ， ベ イ カ ー と ハ ッ カ ー
の 指摘

16
の とお り， 元 の 草稿 の

対応 す る 箇 所 が 行為 に お ける 一 致 と判 断 に お ける 一 致 に 関す る 議論 に 続

く位遣 に あ り， そ して こ うし た 用法 に お け る 「
一

致」 は， 240 節 か ら 242

節 の よ うに ， 人 々 の 問の
一

致 とい う意 味で 使 用 され て い る ． また 224 節

の 最 終版 は 242 節 の 最 終版 に 続 い て い る ． こ の よ うな根 拠 か ら， 224 節

に お ける 「
一

致」 は人 々 の 間の
一

致 を意味 して い る と解釈す る こ とが で き

よ う． す る と， マ ッ ギ ン の 説 は 退 け ら れ な けれ ば な らな い ． とい うの も，

224 節 に 従 え ば も し我 々 が あ る記号 に対 して
一

致せ ず， ま っ た くば らば

ら に 反 応 して し ま っ た ら， そ れ は もは や 「規 則 」 と は呼 べ な い で あ ろ う

か らで あ る ． し たが っ て 問題 は ， 「
一

致」 と 「規 則 」 とい う概 念 が 切 り離

せ な い 関係 に あ る と した 上 で ， それ らが 血縁 関係 にあ る と言 うと き， そ の

関係 をで きる だ け精密 に 記 述す る こ とに あ る． 上 記 の 解釈者 の うちで も っ

と もわか りや す い 説 明 はマ ル コ ム の もの で あ ろ う． つ ま り， と もか く何 か

し らの 要 因の た め に 我 々 は 一
致 して 行為 す る の で あ り， そ の 基盤 の もとで

我 々 の 規 則 が 成 立 して い る の だ と い う， 「
一 致 」 を規則 遵守 の 成 立 の た め

の 前 提 条件 と して 考 え る 解 釈 で あ る ．

　 しか し ，
こ の 解釈 に は 一

つ の 疑念が 生 じて くる ． 次の よ うな 想定 を して

み よ う， あ る 集 団が 何 ら か の 記 号 に注 目 し， そ れ か ら各 人が 数列 を書 き下

して い く．彼 らは み な ， 1000 まで に つ い て は O
，
2

，
4

，
6… 996

，
998

，
1000

と書 い た． 続 け て 次 の 数 を書 い て み る と， あ る 人 は 1002 と書 き， また あ

る 人 は 1004 と 書 き， ま た 別 の あ る 人 は 1000036 と書 い た と しよ う． こ

う して
， そ れ ぞ れ の 人 が 異 な る 数 を書 い た とす る ． こ の と き，彼 らは 同 じ

規則 に 従 っ て い る と言 え る だ ろ うか ．

16Baker 　and 　Hackcr，1985 ，　p．219 を参照．
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　言 えない
，

とす る の が マ ル コ ム の 立 場 で あ り， お よそ
一

致 を規則 の 成立

条件 とす る 人 々 の 立 場 で あ ろ う． なぜ な ら，彼 らに よ れ ば我 々 の
一

致 とい

う基盤の も とで 規則 が 成 立 し うる の で あ り， こ の 例 に お い て は そ の 一 致が

成 り立 っ て い な い の だ か ら． しか し， こ の 例 に お い て は本 当 に
一

致 して は

い な い の だ ろ うか ．確 か に こ こ で 問題 とな っ て い る 規則 が 「÷ 2」 とい う

もの で あ っ たな らば． 1002 を書 く人 が 正 しい の で あ り， 1004 や 1000036

と書 く人 は誤 りだ と い う点 で ，
一

致 して 行為 して は い な い ． しか し， も

し規 則が 「＋ 2n （n は 白然数）」で あ っ た な らば ，彼 らはみ な正 しい の で

あ っ て ， み な
一

致 して 行為 して い る と言 わ ね ば な らない ． す な わ ち ， 「
一

致」 の 意 味 を規定 して い る の は他 な らぬ 規則 だ と い うこ と に な る ． 「私が

誰 か に そ の ど ち らか
一

語 の 使 用 を教 え る と き， そ れ に よ っ て 彼 は ま た も う

一
方の 語 の 使用 も学ぶ の で あ る 」 とい う224 節の 言 葉 は， ま さ に こ の こ

と を意味 して い る と 思 わ れ る． マ ル コ ム らの 立 場 の 誤 りは， 「
一 致」 と い

う概 念が 「規 則 」 とい う概 念 よ り も以 前 に規 定 され て い る と考 え， そ の 意

味を もとに 「規則 」の 意味 を規 定 し よ うと した点 に ある ． しか し， 「一 致」

の 意味を知る た め に は ， そ の 状 況 に お い て 何 を 「
一

致」 と呼ぶ の か を規定

す る 「規則 」 の 意味 を知 っ て い な け れ ば な らな い と い う限 りに お い て ， こ

れ は 循環 で あろ う。 彼 らの 議論 は
，

一 致 な しに 規則 に 従 うこ と は で きない

とい う正 しい 見解 に 基づ い て い る ． しか しこ の こ とは
，

こ れ ら二 つ の 事象

の 因果 的な連 関 を示 して い る の で は な く， こ れ ら二 つ の 概念 の 意味規定 の

関係 つ ま り文法 的関係 を示 して い る の で あ る ． そ して こ の 関係 は ， ウ ィ

トゲ ン シ ュ タ イ ン の 言 うとお り，
一

方 向の もの で は な く， 相互 的 な もの だ

ろ う， 「
一

致」 な しに は 厂規則 」 の 意 味 は 規 定 さ れ な い が ， 同 時に 「規則 」

な しに は 「一 致」 の 意味 は 規定 され な い ． こ れ が 「血 縁 関係 」の 実 質的 な

意味 と思 わ れ る ． 「夫」 と 「妻 」 は 互 い に 意 昧 を規定 しあ っ て い る が ， ど

ち らの 意 味が 先 に 規定 され て い る の で もない ， とい うこ と と類 比 的に 考 え

られ る だ ろ う．

　 概念 の 相互 規定 に つ い て ， さ ら に 「一致」以 外 に つ い て も考 えた い ． 例

えば ，先 の 224 節 の 直後 に 次 の よ うな節が あ る ，

225 ． 「規則 」 とい う語 の 適用 は ， 厂同 じ」 と い う語 の 適用 と織 り合 わ さ
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れ て い る ． （「文 」 とい う語 の 適用 が
， 「真 で あ る」 とい う語 の 適用 と織

り合 わ さ れ て い る よ うに ．）

　 こ の 節 を先の よ うな相 互 規 定の 記 述 と して 考 える こ とが い まや 可 能で あ

ろ う． す る と
， 「一 致」 だ け で な くま た 「同 じ」 とい う語 に つ い て も相 互

規定が 言 わ れ て い る と考 え られ る ． さ ら に
T208 節 に お い て は 「規 則 」の

意 味 を 「規則性」 に よ っ て 説 明す る こ と に対す る 批判 的 な問 い を提起 して

い る ． こ う した こ とか ら， （「慣習 」や 「自立性」 とい っ た 全 て の 概念 に 当

て は ま る とは 言 わ ない まで も）実践 的諸概 念 の うちい くつ か の もの に お い

て 「規則 」 との 間 に 相 互 規定が 成立 して い る と言 う こ とが で き る だ ろ う．

す な わ ち， 「同等 性」 や 「規 則性」 を も と に 「規 則」 の 意味 を規 定す る こ

とは で きない ． 例 え ば 0 の 次 に 2， そ の 次 に 4 と書 き， 1000 の 次 に 1002

を書 くこ とが 規則 的で あ っ て ，1004 と書 くこ とが 規則 的 で な い こ とは
， r＋

2」 とい う規則 を理 解す る 以 前 に 自ず か ら明 らか で あ る よ うに思 われ る か

も しれ な い ． しか し，奇妙 な生 徒 は 0
，
2

，
4

，

…
，
998

，
1000 の 次 に 1004 を

書 くこ とが 「規 則的 」 だ と主 張 す る だ ろ う． し たが っ て ， 「規則 」 を学 ぶ

こ とが ， そ の 規 則 に お い て 「規 則 的 」で あ る こ とが何 た る か を学ぶ こ とな

の で あ る ． そ し て 同時 に ， 「規則 的」 で ない 規 則遵 守 は存 在 し な い ． こ う

して ， 「
一

致」の み な らず 「規則 性」 に つ い て も相 互 概念 規定 が 存在 する ．

こ う して ， 185 節 の 生 徒 の よ うに ， も し も同 じ規 則 を遵 守す る 際 に 違 っ た

行為 をお こ な っ て しま っ た と した ら ど うな る の か ， とい う問い に対 して は

次の よ うに答 え たい ， 同 じ規則 に従 うと き， 違 う行為 をお こ な うこ とは文

法 的 に 不可 能 で あ る ． なぜ な ら， 違 う行 為 をお こ な う限 りに お い て そ れ は

同 じ規 則 に 従 っ て は い な い か らで あ る ． こ れ は 「独 身の 夫が い た ら ど うな

る の か 」 とい っ た問 い と同様に 無意味で あ り，単 に 問い に 生 じて い る 語 の

意味 の 誤 解 に 基 づ い て い る ． そ の た め ， こ の よ うな 問 い を懸念す る 必要 は

本 来 なか っ た と言 い た い ．

5　「生 」 の 概 念

再 び 「一 致」 の 問題 に戻 ろ う．規 則の 意 味は ， そ の 実践 に よ っ て 規定 さ
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れ て い た ， 例 え ば， 「＋ 2」 に お い て は我 々 が そ の 規則 か ら 1000 の 次 に

1002 を書 く，とい う実践 に よ っ て で あ る ． こ こ で ，次 の節 を取 り上 げた い ．

234． しか し ま た， 我 々 が 計 算 す る よ うに （全 て の 人 が
一

致 しな が ら，

等 々 ）計算 し， そ して そ れ に も関わ らず各段 階 で ，魔法 に よ る よ うに規

則 に よ っ て 導か れ て い る とい う感情 を持 っ て お り， 我 々 が
一
致 して い る

とい うこ とに お そ ら く驚 か され る ，とい うこ と は可 能 で は ない の か ． （こ

の
一

致 を例 え ば 神 に 感 謝 し なが ら．）

　 こ こ で 考 え られ て い る の は ，我 々 が 同 じ規 則 に従 う際 どう して 我 々 が

一
致 して 行為す る とい っ た こ とが 生 じて い る の か ， とい う問い で あ る ． こ

の 問い は ，先 の 実践 的諸概念 と規 則 と の 間の 文法的 関係 を，単 な る経験 的 ・

因果 的 な 関係 と誤 解 した こ とに起 因す る ． 規則 に従 うと， い わ ば偶然 的 に

我 々 が
一

致 して しま うとい うこ とに 驚 か され て い る の で あ る ． しか し， む

しろ規則 に従うな ら ば 我 々 は 一 致す る とい うの は 必然 的 な の で あ り， も し

一 致 して い ない の で あ れ ば そ れ らの 行 為 を規則 遵 守 と は 呼 ば ない の だ ， と

い うの が本 稿 の 主 張 で あ っ た ，

　 こ う して 先 の 問 い は 誤 解 に 基 づ い て い る が ，
こ れ に 対 して ウ ィ トゲ ン

シ ュ タ イ ン 自身の 応 答 は 次の よ うな もの で あ る．

235 ． そ こ か らあ な た は た だ
， 日々 の 生 の 中で 我 々 が 「規則 に従 う」 と

呼 ぶ もの の 外観 に 属 す る もの を見 て い る に 過 ぎな い 1

　 あ ま りに も簡潔 な文 章 の た め様 々 な解 釈 が 可 能 で あ る が 、 要す る に 「規

則 に 従 う」 と い う こ と に つ い て r そ の 表 面 的 な事柄 しか見 て 取 らず ， そ の

本 質 ， す な わ ち文法 を理 解 して い な か っ た こ とへ の 批判 と取 れ る の で は な

い だ ろ うか ． む し ろ こ こ で 着 目 し た い の は ， 「日 々 の 生 」 とい う表現 で あ

る ． こ の 節 に お い て ， 我 々 は 日 々 の 生 の 中で 「規 則 に 従 う」 と語 る の だ ，

と い うこ とが 明 らか に な る ． す な わ ち ， こ れ まで 実 践 と い う単純化 され た

行為 に 限 定 して 考 察 され て きた の だ が ， 「生 」 とい うよ り広 い 観 点か らこ

の 問題 が 捉 え られ て くる ，実際 こ れ まで 規 則遵守論 に お い て は 登場 して
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こ なか っ た こ の 「生 （Leben ）」 とい う語 は ， 規則遵 守論の 結 論 に位置す

る 240 −242 節 の 非常 に 重 要 な箇所 で 再 び 登 場 す る ．

241． 「す る と， あ な た は何 が 正 し く， 何 が 誤 りで あ る の か を， 入 間の

一 致が 決定す る ，
と言 っ て い る の か ？」

一
正 しい ， あ る い は誤 りで あ

る の は ， 人 間が 語 る もの な の で あ る ． そ して ， 言語 に お い て 人 間は
一

致

す る． こ れ は意 見の
一

致で は な く， 生の 形の
一

致で ある ．

　 こ う して ， 「規 則 に 従 う」 とい う概 念 を言 語 ゲ ー ム に 取 り入 れ る た め に

は
， もは や 実践 と い う概 念 の み な らず ， そ れ を取 り囲む生 との 関係 を考 え

る必 要 が ある だ ろ う． た だ， 冒頭 で 述 べ た とお り， 規 則 遵 守論 は主 に 「実

践 」 を主 題 と して お り， 生 に つ い て 詳 細 な 説明 を して い る 箇所 は少 ない ，

そ の た め ， こ の 議論 に 関係 して い る 『数学 の 基 礎』 の 箇 所 を参考 に しな が

ら， こ の 問 題 を考 えた い ．

　 生 の 問題 を視 野 に入 れ な けれ ば考察 で きない よ うに 思 え る 問題 の
一

つ と

して ， 規 則 の 仮 借 な さ とい う問 題 が あ る ． 規則 に 関 し て ，例 え ば 「＋ 2」

と い う規 則 に関 して ， 我 々 は 単 に 1000 の 次 は 1002 と書 く， とい うこ と

の み な らず ， 1000 の 次 は 1002 を書 か ね ば な らな い ， と い う規 範 性 を も

見 て 取 っ て い る ． 実際 ， 我 々 の 日 々 の 営 み の 申 で ， ある 人 を前に 進 ませ た

り， あ る い は 他 の 人 を留 め させ た りと い っ た ，行 為 に 集約 され な い よ り広

い 脈絡 に お い て 「規 則 に従 う」 とい うこ とが語 られ て い る とい うの は事実

で あ る a そ れ ゆ え， 我 々 が い か に行為す る の か とい う実践の み か ら規則遵

守 を考 え る こ とはい まや 不 十分 で あ り， よ り広 い 文脈 の 中で 規 則 の 仮 借 な

き役 割 を考 察す る 必 要 が あ る ．

　 規 則 に 従うな らばか くお こ な わ な けれ ば な らな い ， と は どの よ うな こ と

で あ ろ うか ． 例 えば ， 未知 な る民 族 の 未知 な る言 語 に お い て ，我 々 が 彼 ら

は 規 則 に従 っ て い る と言 える た め に は ，先 の 実践 概念 の 他 に ，彼 らの 生 に

お い て い か な る概念 が 必 要 に な る の だ ろ うか ．例 え ば 彼 らが 自立 的 に行

為 して お り，慣 習 の も と で ，規則 的 に ，
一

致 して （等 々 ）行 為 して い なが

ら， しか し我 々 が 通常 お こ な うよ うに ， 誤 っ た 行為 に対 して 非難をす る こ

との な い 場合 は ど うな る だ ろ うか ．例 え ば 「＋ 2」 と い う記 号 に 対 して ，
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正 常 な生 徒が 0
，
2

，
4… と書 い て い く一 方 ， ある 生 徒が そ れ と一 致せ ずに O ，

1
，
2… と書 い た と し て

17
， 後者 の 生徒 を教 師が 叱 っ た り， 引 き止 め た り し

な け れ ば ， そ れ は 単 な る 慣習 に と ど ま り，規 範性 を持 っ た 規 則 と は 呼べ な

い で あ ろ う． あ る い は
， 教 師が そ の 生徒 に対 して 感心 して

， 「心理 学 的に

興 味深 い ， ど う して 君 は そ れ が 正 しい と思 っ た の か 」 と言 うと した ら， そ

れ は もは や 「＋ 2」 とい う表記 を見 た と きの 人 間 の 行動 の 傾 向性 を 測 定す

る 実験 の よ うな もの で あ っ て
， 規 範性 を持 っ た 我 々 の 「規則」 とは まっ た

く別の もの と言わ ざる を え ない だ ろ う
1s
． そ して 同様 に ， 正 しい 行為 をお

こ な う生 徒 に 対 して 励 ま した り，続 け させ た りす る こ とが ， 規 則 に 従 うと

い うこ との 生 に お け る重要 な特徴 と言 える だ ろ う． そ こ で
， 差 し当た り次

の よ うに 言 える よ うに思 う． 規則 に従 う とい うこ とは ，正 しい 行為 を肯定

し，誤 っ た 行為 を否定す る と い う位 置づ け を我 々 の 生 の 中 に持 っ て い な け

れ ば な らな い ． ウ ィ トゲ ン シ ュ タイ ン もまた ， こ の 間題 を 自覚 して い た と

思 わ れ る ． 彼 は 『数学 の 基礎』 に お い て ， 規 則 遵守 を取 り巻 く様 々 な状 況

に 問題 の 焦点 を当て て か ら， 次の よ うな想 定 をお こ な う．

　 も し二 匹 の チ ン パ ン ジ ー
の

一 方が 一 度地 面 に 1− 一
【と書 き付 け ，そ

れ か ら もう一 方 が 1− − 11 一
刊 等 々 と い う列 を書 き付 け た と して

も， 前者 の チ ン パ ン ジ ー
が 規則 を与 えた の で もな け れ ば 後者が そ れ に

従 っ た の で もな い だ ろ う．

　 しか し，も しそ こ に 一種 の 教 育 や 方 法教 示 と模 倣 ，試 み の 成功 や 失 敗 ，

賞賛 や罰 と い っ た現象が 存在 した な らば， そ して も しそ の よ うに して 訓

練 さ れ た チ ン パ ン ジー が よ うや く，最初 の 例 の よ うな 列 に お い て ， 今 ま

で 見 た こ との なか っ た 図 を順 に書 い た と した な らば， そ の と き我 々 は お

そ ら く．
一

方 の チ ン パ ン ジ ーが 規 則 を書 き下 して お り，他 方が そ れ に 従 っ

て い る と言 うべ きで あ ろ う
エ9
．

17 厳 密 に は ， こ の よ うな仮 定 は 不 可 能 で あ る ．と い うの も，そ れ ら の 行 為 が 一一致 して い る か

　 否 か は 規則 に よ っ て い る が ，し か し そ の 記 号 が 規 則 で あ る か 否 か が こ の 場合 明 ら か で な い

　 か らで あ る．し か し，こ の 想定 は 現 に 「＋ 2」が 規則 で あ り，そ の 意味を知 っ て い る 我 々

　 に お け る 反事実的 な想定 で あ る の で ，こ こ で は 不 問 の こ と と し た い ．

18REM ，　pp 　389−390 を参照 ．

19RFM ，　P．345 ．
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こ こ で は 明 らか に実 践 を超 え た生 に お ける規則遵 守が視野 に 入 れ られ て

い る ． した が っ て 十 分 に 規則 遵守 の 問題 を 考察 す る た め に は， こ の 生 に

お ける 規 則 遵 守の 諸概 念 を取 り上 げる 必 要が あ る
2°
． そ こ に は ウ ィ トゲ ン

シ ュ タ イ ン が 示 唆 し た とお り，教 育や 模倣 賞罰 も含 まれ る か も しれ な い

し， さ ら に そ れ 以 上 の 様 々 な概 念 が こ こ に 含 まれ て い る可 能性 も十分考

え られ る ． しか し，本稿 で は こ れ 以 上 の 考 察 へ とは 進 まず ， 「生 」 と い う

概 念 と規 則 遵 守 に 関 す る 上 の よ うな示 峻 をお こ な う こ と に 留 め て お き た

い
21
．

6 言 語 に お ける
一

致 と生 の 形 の 一 致

　議 論 を 241 節 へ 戻 そ う、 こ こ で は 具体 的 な生 に お け る 諸 概 念 で は な く，

「生 」の よ り基 本 的 な意 味 が 示 されて い る ． と りわ け ，「言 語 に お け る 一
致 」

と 「生 の 形 の
一 致 」 とい う表現 の 並列 の 意義 を明 らか に す る こ とで ，言 語

と生 に つ い て 考 えて み た い ，

　 こ の 節 冒頭 の 問 い は ，
一 致す る こ と な しに 規則 に 従 い えない

，
とい うこ

とを受けて ， そ れ で は 我 々 が 致 す る 行為が 正 しい 規則 な の か
，

と問 うて

い る． これ は お お よ そ マ ル コ ム と同 じ立 場 に 立 っ た 問い と言 え よ う， こ の

問 い に 対 して ，正 しい の は ， あ る い は 誤 りで あ る の は 我 々 の 語 る もの だ ，

と い う応 答が 意味す る の は
，

い わ ば剥 き出 しの 行為 そ の もの が 正 しい ， 誤

20 と は い え，生 に 着 Piす る 際 に 実践 的諸概念 を軽視 す る こ と は 誤解 へ と つ な が る．本稿 と 同

　 じ くチ ン パ ン ジ ー
の 議論を引用 しつ つ ，生 の 形 の 重要性を訴 えた解 釈者 と して ベ イ カ

ー ・

　 ハ ッ カ ー
が挙 げ ら れ る．と こ ろ が ，彼 ら は 複 雑 な 生 の 形 に お い て あ る 人 間 が 複雑 な行動

　 さ え お こ な っ て い れ ば，た と えそ の 人 間が孤 立 して お り他 者 と一
致 して い な くて も 「規

　 則 に 従 っ て い る 1と言 わ れ うる，と考え て い る ．彼 ら は マ ル コ ム が主張 した よ うな孤 立 し

　 た 人 間 は 規則 遵守 で き な い と い う議論 の 反論 と し て ．社 会に お い て 共 有さ れ る とい うこ と

　 が 規 則遵守 に 不可 欠 なの で は な い ，と い う こ と を主張 す る た め に こ うした 議論 を 提起 した

　 と思 わ れ る ，しか し，確 か に
一

致 と規則 に つ い て 何 らか の 事 実が問題 に な っ て い る の で は

　 な い と い うこ とは iF．し い が ，既 に 引用 し た 『探 究』 224 節 か らして
一

致 な しの 規則遵 守が

　 意味 を なす と い うの は誤 りだ と思 わ れ る．重 要 な こ と は，生 の 形 の 中 で 実践 的諸概念 に 織

　 　り込 まれた実践 を 「規則 に 従 う 1 と 呼 ぶ ，と い う こ とで あ り，実践 と そ の 諸概念 の 重 要性

　 は 軽 ん じ ら れ る べ きで は な い ．こ の 点 に つ い て 彼 ら の 詳 し い 議 論 に つ い て は Baker 　and

　 Hacker，1985 ，　pp ，169−179 を参照．

21 こ の 節 に お け る 議 論 は コ ーラ ・ダ イ ア モ ン ドか ら 強 く影響 を受 け て い る ．彼 女 は 規則 遵守

　 の 問題 と 「生 」 の 概 念 と の 連 関 を 主 題 的 に 論 じて い る 数少 な い 先行研 究者 の
一

人 で あ る ，
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りで あ る とい うこ と は な く，我 々 が あ る規則 の 規準 に 従 っ て ， あ る行 為 を

正 しい と言 っ た り誤 りだ と書 っ た りす る の だ ，とい うこ と だ と解釈で きる ．

す な わ ち，規 則 に よ っ て 我 々 は
一

致 す る，とい う本 稿 の 主 張 の 「規 則 」を 「言

語」 とい う概念 に ， 「
一

致 」 を 「正 しい 」 とい う概 念 に 適 用 し た もの だ と

思 わ れ る ． そ して 言語 に お い て 一致 す る とは ， ま さ に 「＋ 2」 と い う規 則

に お い て 我 々 の 行為 は
一

致 し うる とい うこ とを，特定 の 規 則 で は な く，我 々

の 語 る 言語
一

般 に ま で 広 げた観点で 語 っ て い る ． そ して 「言 語 に お い て
一

致す る」 と い うこ と は ， （意見の
一

致で は な く）「生 の 形 の
一

致で あ る 」と

締 め くくる ， さて ，単 な る 実践 に 留 ま らない 「生 」が 語 られて くる と同 時 に ，

単 な る規則 に留 ま らない 「言語 」が 語 られ て くる こ とは単 なる偶 然 だ ろ う

か ． 「言語 に お ける
一

致」が 「生 の 形 の
一

致」 と並列 され て い る こ と に は t

どの よ うな意義が あ る の だ ろ うか ． こ こ で よ り根 本 的 に ， 規 則 を 含 む 我 々

の 言語 と， 実践 を含 む我 々 の 生 と の 間 の 関係 に つ い て わず か なが ら も踏 み

込 み たい と思 う． い ままで の 解釈に拠れ ば こ の 言語 と生 につ い て い か な

る事態が 明 らか に な る の だろ うか．

　 まず， 「言 語 に お い て
一 致す る 」 と い う こ と を さ らに 考 えよ う． 単 な る

剥 き出 しの 行動 に つ い て ， そ れ が 一
致 して い る と も一 致 して い な い と も

言 うこ とは で きな い ． 我 々 が そ れ を 「一 致 して い る 」 と語 る 限 りに お い

て ， そ れ は 一致 して い る の で あ る ． と は い え， 単 に 定義 にお い て
一 致 す る

とい うこ とが
， す な わ ち そ の 語 に お け る 一一lkな の だ ろ うか ．例 え ば， 「＋

2」 とい う同 じ表記 を使用 す る こ と， そ し て 「＋ 2 とは しか じか な る もの

で ある 」 とい う定 義や 説 明 を与 え る こ と に お い て
一

致す る こ とが ， 「＋ 2」

とい う語 に お け る
一 致だ ろ うか ． しか し， そ の と きなお 我 々 が 定 義 され た

そ の 表記 に 対 して
， 異 な っ た 適用 を お こ な っ て しま っ た と きに ， 我 々 は そ

の 語 に お い て
一

致 し て い る と言 える だ ろ うか ． 言え ない ， とい うの が こ れ

まで の 議 論 で あ っ た ． そ れ は もは や 同 じ語 を使 用 して い る の で はな い か ら

で ある ． 同様 に ， 単 に あ る言語 の 文法規則 を覚 えて い る だ けで は
， そ の 言

語 を正 し く使用 して い る こ とに は な ら ない だ ろ う． そ うで は な く， 実 際 に

そ の 言語 を
一致 して 使用 で きな けれ ば な らな い ． そ の 上 ， そ の 言葉 とそ れ

に織 り込 まれ た 生 の 位置 づ け と を 理 解 して い な けれ ば な ら な い ．例 え ば 厂痛

い 1 と言 っ た 友人 を 慰 め る こ と な く，興 味深 く観 察 して い る 人 間 は ，厂痛み 」
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に関 して 我 々 と 同 じ言 語生 活 を営 ん で い る と は 言 えな い で あ ろ う，語 の 定

義に お ける
一

致が す な わ ち言語 に お ける
一

致で は な い ． また ，単 に語 を適

切 に 使用 す る だ けで も不十分で ある ， 言語 に お け る
一

致 は 我 々 の 生 の 形 の

一
致 を も含 ん で い な けれ ば な らな い ，

　「生の 形 の
一

致」 に つ い て 考 え よ う， 行為 に お い て
一

致す る とい うこ と

が，す なわ ちそ の 生 の 形が
一

致 し て い る とい うこ とな の だ ろ うか ． 例 え ば，

0，2，
4

，
6… と書 い て い くこ とに お い て

一
致 す る こ とが ，生 の 形 の

一
致 な の

か．しか し，そ の とき我 々 が 違 う規則 を適用 して い た ら どうで あ ろ うか ，「＋

2」と い う規則 と 「＋ 2n （n は 自然数）」とい う規則 は異 な る 規則で ある が ，

い ず れ も先 の 行 為 を正 しい もの とみ な し， 先 の 行 為 をお こ な うこ とを
一

致

した行為 とみ な す ．違 う規則 に従 うこ と を， 同 じ行為 と考 え る こ とは可 能

で あろ うか ． 不可 能で あ ろ う． 単 に カ ー ドを
一

枚 引 くとい うこ とに つ い て

も，様 々 な ゲ ー ム に 応 じて 様 々 な意 味 を持 っ て お り， そ れ らは全 て 異 な っ

た行為 で あ る ． 「同 じ」とい う語 は 「規則」とい う語 と織 り合 わ さ れ て い る ，

同様 に ，生 の 形 が
一

致 して い る と言 うた め に は，我 々 は同 じ言語 ある い は

少な くと も互 い に理 解可 能 な言語 を持 っ て い る必 要が あ る の で は ない だ ろ

うか
22
． 例 え ば ， 我 々 が 「熱 い 」 と呼ぶ よ うな現 象 に つ い て ， 「痛 い 」 と

同 じ語で 表現す る よ うな言語 を使 用す る 人 々 は ，火 傷 に対す る 扱 い が 我 々

とは異 な っ て い る こ とに な る だ ろ う． したが っ て ，単 に行為 に お ける
一

致

が 生 の 形 の
一

致で は な い ． 生 の 形 の
一 致 は ，言語 の

一
致 と深 く関連 して い

る と言 える の で は ない だ ろ うか． こ の よ うに して ，単独 で 言語 に おけ る
一

致 単独 で 生 の 形 の
一

致 を考察す る こ とは で きず，互 い に そ の 意 味 を規定

しあ っ て い る とい う 「血 縁 関係 」，概 念 の 相 互 規定が こ こ に お い て も生 じ

て い る と期待 で きる ．

　 と こ ろ で ， 規 則 の 自明性 を解釈す る 際 我 々 は他 の い か な る 手 引 きに も

訴 えず に ， ま さ に規 則 に 基 づ い て 行 為す る ， と い うこ と を確認 した ．生 に

つ い て も
，

こ れ に 関 連 す る 議 論 が な さ れ て い る ． し か もそ れ は
， 「一 致」

に 関す る 議論 に お い て で あ る ． 『探究』 第二 部 を見 て み よ う，

22 しか し，こ の 主 張 に は い ま だ多 くの 検討 を 要す る，例 え ば 我 々 の 生 と言語 を持た な い 猿 の

　 生 と は 類似性 を持 た ない の か，と い っ た 問 い も生 じる で あ ろ う．
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　あ る 計算 に 関 して ， どれ が 正 し い 結 果 なの か とい う こ とに つ い て 争 い

が 生 じ る こ と は あ り うる （例 え ば長 い 加 法 に 関 して ）． しか し， そ の よ

うに 争 い が 生 じる こ とは稀で あ り，短い 期 間の こ とで あ る ． そ の 争 い は ，

我 々 が そ う言 うとお り，「確 か さ を も っ て 」採 決 され うる ．

　 数学者 た ち の 聞で は ，
…

般 的 に ，計算 の 結果 に つ い て 争 い が 生 じる こ

とは な い ． （こ れ は 重 要 な 事実で ある ．）一
そ うで な か っ た な らば ，例

えば 数学者 が ， 数が 気付 か れ ず に 変化 した の だ とか ，記憶 が 自分 や他 の

人 を欺い た の だ ，等 々 と確信 し て い る な ど とい っ た と きに は一 「数学

的な確 か さ」 とい う我 々 の 概 念 は 存在 しな か っ た で あ ろ う
23
．

　 こ の 箇所 は 第 一 部 の 240 節 に対 応 して い る ． そ し て 第二 部 で は さ ら に

続 い て ， 次 の よ うな 議論が 展 開 さ れ る ．

　 しか し， 例 えば私 は ， 数学の 確か さは イ ン ク と紙 の 信頼性 に基づ い て

い る
，
と言 い た い の だ ろ うか ． そ うで は な い ． （そ れ は循 環論法 だ ろ う．）

一
私 は なぜ 数学 者 た ちの 間 で 争 い が 生 じ ない の か を言 っ て い た の で は

な く， た だ 争い が 生 じ ない とい うこ とを言 っ て い た の で ある ．

　 あ る種の 紙 とイ ン ク で は 人 は 計算 で きな い だ ろ う，す な わ ち も しその

紙 とイ ン ク が あ る 奇妙 な変化 に 従 っ て い た と し た ら計算 で きな い だ ろ

う， とい うこ とは確 か に 正 しい 一
しか し，紙 とイ ン ク が変化す る とい

うこ とは ，や は り再 び ，記憶や ら他 の 計算 手段 との 比 較 や ら を通 じて の

み 明 らか に さ れ うる は ず だ ろ う． そ して 再 び い か に して 人 は こ れ らの 計

算 手段 を検 査 す る の か
24
．

受 け入 れ るべ き もの ， 与 え られ る もの は一 こ う言 うこ とが で き よ う一

一 生の 形 なの で あ る ，

23　PI．　p．192 ．
24 こ の 箇所に 関 し て は．査読者 に よ り誤訳 の 指摘を受 け，一

部 訳文 を 訂 IEし た こ と に 言 及 し

　 て お く．
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　経 験 的 事実 に 数学の 確 か さ の 根 拠 を求 め る こ とは で きない ． な ぜ な ら，

そ の 経験 的事実 の 確 か さ もまた ，何 らか の 確 か な尺 度 に よ っ て 測 られ て い

なけ れ ばな らない か らで あ る ． そ して そ の 役 割 こ そ 通常 数学が 担 うもの で

あ る ． こ うして ， 我 々 が
一

致 す る とい うこ と，紙 とイ ン ク の 形が 恒常 的で

あ る と い うこ と． こ の よ うに 我 々 に は ， 何 の 根 拠 に も拠 らず に まず与 え ら

れ て お り，確 か で ある とす べ き基 盤 （「我 々 の 言語 が 働 く足 場」）が存在 し

な けれ ば な らな い ．我 々 は そ れ を， な ぜ そ うな の か とい う理 由や根拠 な し

に ， ま さ に そ うで あ る もの と して 受 け入 れ なけれ ば な らな い ． こ こ で ウ ィ

トゲ ン シ ュ タ イ ン の 語 る 「生 の 形」 とは
， そ の よ うな もの と して 言 わ れ て

い る ．

　 こ うして ，我 々 の 生 は何 よ りもまずそ の よ うに ある もの で あ り，何 よ り

もまず我 々 が 受 け入れ る もの で ある ， 言語 もまた
， 何 よ りもまず我 々 が そ

の よ うに 使 用 す る と こ ろ の もの で あ っ た ． 「言 語 ゲ
ー

ム 」 と い う概 念 は ，

言語 を話す とい うこ とが 生 の 形の
一 部で あ る と い うこ と を明 らか に す る と

い う意 図 を も っ て 使用 さ れ て い る
25
． そ し て と りわ け規 則 に従 うと い う実

践 もまた
T

生 の 形 に 組 み 込 まれ て い る 限 りにお い て ，根 源 的 な もの と して

まず行為 する の だ とい うこ とは 自然 な こ と と言 え よ う．す な わ ち ， こ の 規

則 に対 して こ の よ うに お こ な う とい うこ と は ， まず受 け入 れ るべ き我 々 の

生 の 形 の
一 部で あ っ た とい うこ とが 理 解 され る だ ろ う．

　 そ して また
， 生の 形の

一 致 は言語 を語 る こ とな しに はあ りえない ， 我々

は 言 語 に お い て
一

致す る か らで あ る ． 規則 と実践が 織 り合 わ され て 「規則

遵守 」が 成 り立 っ て い る よ うに ， 言 語 と生 に お け る 諸 活 動 とが 織 り合 わ さ

れ て 「言語 ゲ
ー

ム 」が 成 立 して い る と考えた い ． しか し， こ の よ うに 言 う

と き ， 規則 と実践 とが 本 質的に 切 り離せ な い こ と と同様， こ こ で
一

方 に 言

語 ， もう一 方 に 生 ， とい う互 い に独 立 した二 つ の 概 念 を配 置 し， そ れ らを

結合 させ た もの が 考 え られ て い る の で は ない ． そ れ ら は 本質的 に織 り合 わ

され て い る の で は ない だ ろ うか
26
，

　 最 後 に ，規 則 遵 守論 を締 め く くる 242 節 に 触 れ て 終 わ ろ う．文法命題 は d

その 定義の 言葉 か ら は 意味が 規 定 さ れ て お らず ， そ れ を我 々 が まず受け入

25　§ 23．
26 し か し こ の 点 に つ い て も多 くの 問題 （例 え ば動物0）生 に つ い て ）を考え る 必 要 が あ る．
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れ る こ とに よ っ て ， あ る い はそ れ を文法命題 と して 受 け入 れ る こ とに よ っ

て ， そ の 意 味 が確 定 さ れ る ， と い うこ と は 既 に 触 れ た ． こ の こ とは 242

節 を理 解す る 手 が か りと な るだ ろ う．

242．言 語 に よ る 意 思 疎 通 に 属 して い る の は ， 単 に定義 に お け る
一 致 だ

けで は な く， （こ れ は非常 に 奇妙 に 聞 こ える か も しれ な い が ）判 断 に お

ける
一

致 もまた そ うで ある ． こ れ は論理 を破棄す る よ うに 見 える が ， そ

うで は ない ．
一

測 定方 法 を記 述 す る こ と と， 測 定結果 を発見 し， 発言

す る こ と とは別の こ とで あ る ． しか し s 我 々 が 「測 定 」 と呼 ん で い る こ

とは また ， 測定結 果 の恒 常性 に よ っ て も規 定 され て い る ．

　言語 ゲ ー ム は ， 定義 に お ける 一 致 の み な らず， 判 断 に お け る
一

致 （こ れ

は 行為 に お け る 一 致 で あ り，生 の 形 の
一致 に 含 まれ る ） を含 ん で い る． そ

れ ら二 つ は 同一
の もの で は な い ． しか し

，
そ の 語 の 意 味 は生 に お い て ま さ

に そ の よ うに あ る とい うこ と （例 え ば我 々 が 1000 に 「＋ 2」 を適 用 した

ら 1002 と算 出す る こ と， 計算 に よ っ て 我 々 は 分 け前 を適 切 に 分配 す る こ

と
， 等 々 ） に よ っ て も規 定 され て い る ， た と え定義 が

一一lkして も， そ れ に

対 す る 判断が
一 致 しな か っ た な らば ， そ して そ の 語 を取 り巻 く我 々 の 生 き

方が 異 な っ て い た な らば ，同 じ言語 を使用 して い る とは 言 え な い で あろ う．

とい うの も， 言語 と生 とが 織 り合 わ さ れ て こ そ 一 つ の 言語 ゲ ー ム だ か らで

あ る ．

7　終 わ りに

　本稿 で は
， 規則 と い う概念及 び規則 に 従 う とい う表現 の 文法 を

， 実践 と

い う語 の 文 法， と りわ けそ れ を取 り巻 く実践 的諸概 念 を展望 す る こ とに

よ っ て 明 らか に す る こ と を試 み た ．規則 とい う概 念 は実践 と切 り離 して は

意 味 を持 た な い ．実践 とい う概 念 は 様 々 な実 践 的諸 概 念 と結 び つ い て お り，

そ れ ら と の 関係 は 文 法 的 な 関係 ， 意味 を 互 い に 規定 しあ う関係 で あ っ た ，

こ うした諸概 念 を通 して ，規則 に従 うとい うこ との あ り様 を展 望 した ． そ

して ， 規則 に従 う とい う現象 を更 に広 い 視 野 か ら眺 め る と きに 必 要 とな る
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我 々 の 生 とい う概念 と， そ れ に 織 り合 わ さ れ た 言語 とい う概念 に つ い て ，

そ れ らの 概念 の 重 要性 とそ れ ぞ れ の 問 の 不 可 分 な関係性 を示 唆す る こ と を

試 み た． 規則 は そ の 規則 に よ っ て 直接規定 さ れ て い る 行為 の 仕方 の み な ら

ず ， そ の 規則 を取 り巻 く我 々 の 生 に お け る位 置づ け に よ っ て も規 定 され て

い る とい うこ とを論 じた ， そ して ，規則 と， 我 々 の 生 の あ り方 は ，何 よ り

もまず受 け入 れ る べ き もの で あ っ た． そ し て 我 々 の 言語 と我 々 の 生 とは織

り合 わ され て い る の で は ない か ， とい う見通 しを立 て た ． しか し， こ うし

た生 に 関す る 考 察は， い まだ多 くの 検討 を必 要 とす る もの で あ る ．

　 今後 の 課題 と して は， まず規則 に 従 う とい う実践 を更 に 明晰化す る こ と

が 挙 げ られ る ， そ して また ，今 回 は示唆 す る に 留 ま っ た 「生 」 とい う概念

に つ い て ， 更 に 踏 み 込 ん だ 考察 をお こ な うこ と も必 要で あ ろ う． こ の 試 み

は ，規 則 遵 守論解釈 に お い て も意義が ある だ ろ うし， ま た更 な る 問題 （例

え ば ウ ィ トゲ ン シ ュ タ イ ン 哲学 に お け る 「生 」の 概 念， と りわ けそ の 「言

語」 と の 関係 性） を扱 う際 に も手が か りと な る と予想 して い る ．
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