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2016年度1学期 学部「現代哲学講義」大学院「認識論講義」 

講義題目：あなたは相対主義者ですか                        入江幸男 

                           第9 回講義（20160624） 

           §６ Ｎｅｗ Ｒａｌａｔｉｖｉｓｍ 

1 新相対主義とは何か 

2 Kaplan ‘Demonstratives’ 

3 Kaplan の使用の文脈と値踏みの情況の区別による文脈主義と相対主義の区別 

 

４ 知の相対主義について 

１ 懐疑論的論証 

２「知る」の文脈主義 

 

「知る」の文脈主義は、「知る」の意味が文脈によって変化することをみとめる。 

つまり「ｘがｙを知っている」の真偽が文脈によって変化することを認める。 

例えば、 

１A「あなたはポケットに2ドル持っていますか」 

２ジョン「はい、私は2ドル持っています。」 

３A「あなたは、あなたがポケットに2ドル持っていることを知っていますか」 

４ジョン「はい、私は2ドル持っていることを知っています。」 

５A「あなたは、それが偽札でないことを判別できますか」 

６ジョン「いいえ、できません」 

７A「あなたは、あなたがポケットに二ドル持っていることを知っていますか」 

８ジョン「そうですね、そう言われたら、私はそれを知っていません」 

４と８は一見矛盾するが、どちらもそれぞれの文脈では正しい発話だとしよう。文脈主義者は、４と８では文脈

が異なるために「知っている／知っていない」の意味が異なると考える。 

 

３「知る」の主体感受的不変主義（Subject-sensitivite invariatism, SSI） 

 

上記の例は、ジョンが自分の知識について述べているので、知識を帰属される人と、知識を帰属する人が同一で

ある場合である。次にこの二つが異なる事例を考えてみよう。 
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MacFalaneは、次のように考える。 

当事者にとって掛け金が大きく、知識帰属者にとって、掛け金が小さい時には、SSIの説明がうまくゆく。 

当事者にとって掛け金が小さく、知識帰属者にとって、掛け金が大きい時には、文脈主義の説明がうまくゆく。 
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