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現代 ロ シ ァ 語に お け る

　　　「定性」／ 「不 定性」 の 表現に つ い て

梛　 　町 　 　裕　 　子

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 o

　 こ こ で 扱 う 「定性 」／ 「不 定性」 （ollpeneJleHI｛ecTb −Heoupe 皿eneHHocTb ） と

は， 実際 の 発話や テ キ ス トで 問題 とな る （冠詞 シ ス テ ム を 持 つ 言語で は冠詞類

で マ ー ク されて い る ）名詞句の 意味で ある 。 「定性 」／ 「不 定性 」 と言 い 表 す

こ との で きる名詞旬の 意味は ， 冠詞 シ ス テ ム を 持た な い ロ シ ア 語に お い て もそ

の 幾 つ か の 文法形式の 用法を 説明す る要因 として しば しば利 用 さ れ て い る
。

「定性」 ／ 「不 定性」 とは ， 基本的に は ， 名詞句の 表す対象 がそ れ が参加する

コ ン テ キ ス トに お い て 「特定で きる」 か （名詞 句が 「定性」を担 っ て い る場合），

あ るい は で きな い か （名 詞 句 が 「不 定」 で あ る場 合） とい う区別に 関わ る意味 ，

と言 え る もの で ある が ， 実際の そ の 言 語表現に お い て は こ の よ うな単純 な二 項

対立 だけ で は 捉 え きれ ない 様 々 な意味 区別 も関わ っ て くる も の で あ る 。
こ の

「定性」 ／ 「不 定性」 の よ り具体的 な意味内容を どの よ うな もの と考え る か ，

それ を どの よ うに 定義す る の か ， とい う点に 関 して は 文献問で い ろい ろ食 い 違

い がみ られ ， こ の 問題は まだ まだ 議論の 余地 を残す とこ ろ とな っ て い る 。 そ し

て ， そ の 意味 内容の 考察の た め に ， 冠詞類以外の 手段に よ る こ の 意味の 表現に

つ い て の 考察が重要 な テ
ー マ の ひ とつ とな っ て い る の で あ る 調

　本稿で は ， 冠詞 シ ス テ ム を 持た ない ・ シ ア 語で は 名詞句の 碇 性」／ 「不定

性」は そ もそ もどの よ うに 表現 され て い る の か ， とい う点の 確認をす す め な が

ら， ロ シ ア 語 の 文 法 に あ っ て は ， こ の 「定性 」／ 「不 定性」 の 意味の 考慮が ど

の よ うな とこ ろで ， また 具体的に は どの よ うな意味内容を持つ もの と して重要

に な っ て い る と言 え るの か ， とい う点を考 えて み た い
。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1

　冠詞 シ ス テ ム が発達 しな か っ た ロ シ ア 語 で は ， 「定性」／ 「不定性」 の 意味 自

体の 文法化は 進ま ず ， そ の 意味に 関わ っ て い た別 の 文法 カ テ ゴ リ
ーが その 意味

との 関係を様 々 に 残 しな が ら発達 して きた ， とい うこ とが （特に 動詞の 体 と形
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容詞 の 語 尾の 問 題に 関連 して ）言わ れ て い る
。

ま た ， その よ うな文法 カ テ ゴ リ

ー
へ の 「定性」 ／ 「不 定性」 の 意味 の 関与の 仕方が通時的に 「ゆれ」 の 激 しい

もの で あ る こ と も指摘 され て い る
。 現代 ロ シ ア 語に お い て その 「ゆれ」 の あ り

方 を顕著に あ らわ して い る もの の ひ とつ と言 え るの が ， 否定他動詞文 の 目的語

に お け る 生格 と対格 の 使い 分け で あ る。
こ の 用法 に お い て は ， もと もと 「定

性」／ 「不 定性」 の 意味に 関 して は 「無標」 で あ る と言 え る 生格用法に 対 し て
，

目的語 とな る 名詞 句 が 「定性」 を 担 っ て い る場合に は 対格が 用い られ る とい う

強い 傾向が認め られ て い た
。 けれ ど も， よ り最近 の 研究資料 に あ っ て は ， 「定

性」 の 意味 とは 無関係の 対 格用法が増 え て きて い る こ とが 指摘 され て い る
。

こ

の よ うな （主 に 対格用法 の 増加 に よ り起 こ っ て い る と考 え られ る ）「ゆ れ」は ，

冫KnaTb
，
　RpocvaTb

，
　KCI〈aTb の 類の 動詞 の 目的語に お け る生格 と対格 の 用法 に も

み る こ とが で きる わけ で あ るが ，
こ の 場合そ の あ り方 （用 法 へ の 「定性 」／ 「不

定性」 の 意味の 関与 の 程度）は ， また そ の 上に ， 個 々 の 動詞 ご とに も違 っ て 観

察で きる もの とな っ て い る 。
こ れ ら の 生格／対格用法 に 「定性」／ 「不 定性」

の 意味が 関わ っ て い る こ とは確 か で あ るが ， しか し ま た ， そ れ が こ れ らの 用法

の
一 次的要因 とは 雷い 切れ ない こ と も確か で あ る

。 む しろ ， 「定性」 ／ 「不 定

性」 の 意味は こ れ らの 用法に 言わ ば 「傾向」 と して 深 く関わ っ て くる二 次的な

要因で ある ， と考え るべ きもの で あろ う。

（2）（3）こ の こ と は ロ シ ア 語に お い て 「定

性」／ 「不 定性 」 が 関わ っ て い る とされ る 他の 現象に も共 通 し て 言 え る こ とで

ある
。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2

　現代 ロ シ ア 語に お い て 「定性」 ／ 「不 定性」 が関 わ っ て い る と指摘 され て い

る現象 と して は ， 語順 ， 代名詞類 の 意味 と用法 ， 幾 つ か の 構文 に お け る生格／

対格 ， あ る い は 生格／主格の 使 い 分け ， 形容詞 の 語尾 の 用法 ， そ して ， 名詞 の

「数」 の 用法な どを 挙げ る こ とがで きる
。

こ れ らの 諸現象に お 1ナる 「定性」 ／

「不定性」 の 関与 の 仕方を それぞれ 検討 して み る と ，
ロ シ ア 語に お け る 「定性 」

／ 「不 定性 」 表現の 次の よ うな全体的特徴が み え て くる
。

　まず ， それ ぞ れ の レ ベ ル に お い て 「定性」 ／ 「不 定性」 の 意味の 関わ り方に

お け る偏 り， ある い は 傾向 と言 える もの が確認で きる 。

　名詞句 自体 の 意味に お い て は ， 「定性」／ 「不 定性」 の マ ー
ク の され 方に お い

て極端 な偏 りを 示 す タ イ プ の もの が認め られ る
。 何 よ りそ れ が 顕 著 な の は ，

「不 定」 の もの とし て マ ー ク されやすい 「物質名詞」 が表す対象に 代表され る
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よ うな 「量的」 性 質を持 つ 対象で ある
。 具象名詞 の 複数形の 表す対象 も同 じ意

味 タ イ プに 含め て 考え る こ とが で きる
。

こ の よ うな意味 タ イ プ に 分類 され る 名

詞句は ， 例 えば 否定他動詞文の 日的語の 位置に お い て は ， 統計的 に み て 圧倒 的

に 生格が選ば れ や すい ， と言 われ て い る もの で あ る 調 同様に ， r存在」を 表す

述語 の 否定形 に 対 して も通常生格形で た つ こ とに な る 。

〔5｝ ま た ， 肯定文 に お い

て も， その 対象の 「授受」 や 「存在」に 関係す る 意昧 タ イ プの 述語に 対 して は

そ の 「不 定性」 が （生格用法に よ っ て ） マ
ー

ク され る こ とが あ る 。
（6） こ の 「物

質名詞類」 と して ま とめ る こ とが で きる タ イ プ の 名詞句が表す 「不定性 」 は し

ば しば 「不 定量 性」 と言い 表 され る もの で あ るが ， そ れは つ ま り， 対象の 「全

体量」 が と らえ られ て い ない こ と ， それ を 「ひ とつ の 全体」 を 成 して い る対象

と し て み て い ない こ と， を示 し て い る もの で あ り， こ の 意味で 「物質名詞 」 と

具象名詞の 複数形 の 表す 対象の 性質が共通 して い る ， と言 え る もの で ある
。 故

に そ れ は 「非全体性」 と言い 換 えた 方が 良い で あろ う評

　文に お け る意味 ・統語的位置 も 「定性 」 ／ 「不定性」 の 読み の 傾向に 関係 し

て い る
。 主 語 の 位 置に ある名詞句 は 「定性」 を担 っ て い る と読 まれやすい

。 取

り分 け動作主 を意味す る主 語 と受動 形容詞 短 語尾 形の 主語がそ うで あ る。 （そ

の た め ， こ の よ うな タ イ プの 主 語が何 らか の 意味で 「不定」 の 揚合に は通常不

定代名詞類 の 限定 が必 要に な る 。）｛8）また ， 形容詞 の 用 法に 関 し て は ， 長語 尾形

述語に 対す る主語は 「定性」 を担 っ て い る と読 まれ や す い
， とい う強い 傾向を

認め る こ とが で きる 。

【9）

　 テ
ー V ／ レ

ー
マ の 構造 も 「定性」／ 「不 定性」 の 意味区別 に 関係 して くる が ，

テ ー マ の 位置 で 「定性」 ／ レ
ー

マ の 位置で 「不 定性」 とい う対立 を ある程度規

則的に 認め る こ とが で きる の は 主語 の 位 置に ある名詞旬に 限 られ て い る
。

 

　 ロ シ ア 語 で は 名詞句の 「定性」／ 「不定性」 の マ ー ク は 義務的で ない の で ，

名詞句が文 で担 うべ き 「定性」 ／ 「不 定性」 の 意味が こ れ らの 要因 に よ る 「定

性」 ／ 「不 定性」 の 意味解釈へ の 「傾 向」 と食い 違わ ず， 且 つ
，

コ ン テ キ ス ト

に よる 推測に よ っ て 可 能 な限 りは ， そ の 名詞句 の 「定性」／ 「不 定性」 は 原鯏

と して 代名詞類で は マ
ー

ク され ない ま ま置か れ る こ とに な る
。

こ の こ とは 冠 詞

シ ス テ ム を 持た な い 言 語に 共 通 して 確認で き る こ とで あ る が ，
ロ シ ア 語に お け

る代名詞類の 用法範囲は そ の 中で もか な り狭い 方で ある こ とが 予想で ぎる 調

　 こ の よ うな ，
レ ベ ル 毎に ， ある い は そ の 兼 ね合い か ら認め る こ と の で き る

「定性」 ／ 「不 定性」 解釈 に お け る 「傾 向」 とある文法形式の 用法一 こ れ ら

の 問の 相関関係は そ の 用法へ の 「定性」 ／ 「不 定性」 の 意味の 関わ り方を知 る
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た め の 重要な 目安で あ る
。 けれ ど も ， よ り興味を 引くの は 基盤 と な る 前者の

「定性」／ 「不 定性」 に お げる 「傾向」に 後者 （つ ま り文法形式の 用法）が逆

ら う場 合で ある
。 例 えば ， 否定他動 詞文の 目的語の 用法 に お い て 「物質名詞類」

の 名詞句が対格形 で 用い られ て い る揚合 ， そ れ は普通 「定性」 を担 っ て い る も

の と読 まれ る こ とに な る
。 （生格形で 用 い られ て い る場 合 に は 「不 定」の もの

と読 ま れ る こ とに な る 。 ）oa

　（1）　rloqeMy　TH 　He 　BblnHtl 　Mo π o璽 ， （KoTopoe 　n　Te6e 　ocTaBHna ）？

　　　 「何故 （私 があなた に 残 して お い た そ の ）牛乳を飲 ま なか っ た の ？」

　 もし ，
こ の 例の 場合の よ うに ， それ ぞれ の 文法形式の 用法 （使い 分け ）に あ

っ て 「定性」 ／ 「不定性」 の 意味区別 の 読み取 りが重要に なる場合 の み を （そ

の 用 法に お ける 単な る 「傾向」 で は な く）そ の 用法に よ る 「定性」／ 「不 定性 」

の 「表現」 とし て 認め る な らば ，
ロ シ ア語 に お け る 「定性」／ 「不 定性」 の 表

現に 関 して は ， それ が可 能 とな る よ うな （名詞句の 意味 タ イ プ の 制限な どの ）

一定 の 条件を い つ も考 え な けれ ば な らな い こ とがわ か る
。 特 に 問題 とな る条件

は ， 上 に 挙げた よ うな各 レ ベ ル に み る こ との で きる 「定性」／ 「不定性」 どち

らか へ の 解釈 に お ける極端な 偏 りで あ る 。

　ま た ， こ の よ うな こ とを 踏 ま え て ロ シ ア 語に お い て 「定性」 「不 定性」 表現

と認め られ る用法 を集め て 検討 して み る と，
謝 「定性」 表現 と 「不定性」表現 と

で は それぞれ の 性格が異 な っ て い る こ とがわ か る 。 例 え ば ， 上 の （1）の 例は 「定

性」表現の 例 と して よ く挙げられ る もの で ある が
，

こ の 「定性」 の 解釈 の 判断

は 最終的に は コ ン テ キ ス トに 依 らなけれ ば な らない もの で あ る 。 別 の コ ン テ キ

ス トに お い て は 同 じ r物質名詞」 に 対す る対格用法が 「類」 を表す こ と もある

か らで あ る 。
働

（2） OHa　He 　rmna 　1！IQrtoggsgoKo　coBep 田 eHHo 　B 」LeTCTBe．

　　　 「彼女 は 子供の 頃牛乳 （とい うもの ）を全 く飲 まなか っ た 」

ロ シ ア 語で の 「定性」 表現は ， （代名詞表現を除い て は ， ） こ の よ うに 最終的に

は コ ン テ キ ス トに 任 され る場 合が 多い と言 える もの で あ る 。

一 方， 「不定性」

表現 に は 代名詞表現以外に も積極的な タ イ プ の もの を み る こ とが で きる
。

また ，

厂定性」 表現の 意味内容は 「コ ン テ キ ス トで 特定で きる こ と」 を示 して い る も

の として 皆
一

様に 考 え る こ とがで ぎる と し て も， 「不 定性」表現の 意味 内容に

関 して は ， それを単に 「そ うで ない こ と」 を示 して い る もの として一 様に 片づ

け る こ とは で ぎな い
。

そ の 表現 方法に よ っ て異 な るい ろ い ろな タ イ プ の 「不 定

性」 の 意味内容 を み る こ とが で ぎる の で ある 。

惆 ロ シ ア 語に お け る こ の よ う な
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「不 定性」表現の 性格を教え て くれる ひ とつ の ケ ー ス が名詞 の 「数」 の 用法に

よ る 表現 で あ る
。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3

　 名詞の 「数」 の 用 法に よ る 「不定性」表現 と して よ く問題 に され る の は次 の

（3）と（4）の 例に お ける よ うな複数形に よ る表現で ある
。

　（3） BBaroHe 　y　Hac 　HoBblLh 　nacca 冫Kvapbl ： MoJo 双afi ）KeH 皿 HHa 　c　qeMoJLaHoM ．

　　　 「私た ち の 車両に 新 しい 乗客 が い る （乗 っ て きた 。 ） ス
ーツ ケ

ー ス を持

　　　　 っ た 若い 女性だ 。 」

　（4） yHac ヱocTH ： BepHy ，llacb　Ma 田 a ．

　　　 「うち に 客が 来て い る
。

マ ー シ ャ が も ど っ て きた の だ 。」

　 こ れ は ，
コ ン テ キ ス トで 示 され て い る実際 の 対 象の 数量 （こ の 場合 「

一
人」）

と食い 違 うタ イ プの 「複数形」用法 の ひ と つ で ， 「人間」 を 表す名詞句に 限 っ

て 可能 とな る 口 語体に よ くみ られ る表現で ある
。

　 こ の タ イ プの 1
一
複数形」 に よ る 「不 定性」表現に 関 し て は ， それ が使わ れ る

構文の 意味や コ ソ テ キ ス トに み られ る偏 りか ら説明す る こ とが で きる
。

こ の タ

イ プ の 「複数形」 用法が よ くみ られ る の は 広い 意味で 「存在」 の 意味を表す構

文で あ り， そ して ， 話者が 自分は 「特定で きるあ る 人」を 聞き手に 提示す る よ

うな所謂 「イ ン ト 卩 ダ ク シ ョ ソ ．i の コ ソ テ キ ス トで ある
。

　実際，次 の     の 例に み る よ うに ， 「存在の 陳述， 確認 ， 否定」 に 文の 意味

の 焦点が あ る場合に は 実際の 対象の 数に は 関係な く 「複数形」 を 用 い る方が 自

然な表現 とな る
。

　（5）　EcTb　JIH　y　 Hee 　3HaKoMble ？− y　 Hee 　HeT 　3Hal〈oMhlx 。

　　　 「『彼女 に は 知 り合 い がい ます か 』『彼女に は 知 り合い は い ませ ん』」

　（6）　6epeFHTecb
，
　TaM 　3MeH ！

　　　 「気を つ けて ， そ こ に 蛇が い ます よ （見 つ けた蛇 が一
匹 で ある場合 もあ

　　　　 り得る）」

「存在」 する対象が 「人 間」 を意味す る 揚合に は 「複数形」用法が よ り好ま れ

る
。 例 え ぽ ， 次の   と（8＞の 例に お い て ， 「複数形」 が用い られ て い る   の 例

の 方は （5×6）の タ イ プ に 相当す る表現で あ り， 「こ ん な問題 が解け る人 もい る」

とい う， それ に該当す る人 の 「存在」 に つ い て
一

般的に 語 っ て い る と解釈 で き

る もの で ある
，

こ の 場合 ， 話者の 念頭 に 「特定の （複数の ）人」 が い るか ど う

か は 問題 で ない
。

一
方 ， 「単数形」 が 用い られ て い る   の 例は ， 「こ の 問題を
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解け るあ る人が い る」 と解釈で きる よ うな ，
つ ま り， 話者が 自分 に は 「特定 さ

れ て い る あ る
一

人 の 人」 を問 題に して い る ， と解 され やす い 表現 で あ る
。

つ ま

り， 単数形が 用 い られ て い る 場合に は ， 名詞句の 表す対象がそれが 属す る ク ラ

ス か ら既 に 取 り出 され て い る （す なわ ち 「個別化 」 され て い る） もの と して 提

示 されて い る よ うに とられ る傾向が認 め られ る の で あ る
。

　（7）　EcTb　MOAH ，
　KoTopble 　MoryT 　pemmTb 　TaKy ｝03a ゑaqy ・

　 （8）　EcTb　
tleJloBeK

，
　KoTopblth 　Mo 冫KeT 　pelllHTI．　TaKylo 　3anaqy ・

「人聞」 を表す名詞 句 の 「存在文」 に お け る単数形表現が有す る こ の よ うな

「個 別化」 へ の 傾向は 「イ ン ト P ダ ク シ ョ ン 」 の コ ン テ キ ス トで は よ りは っ き

り現れ る こ とに な る。 但 し，
こ こ で 重要な の は ， 「単数形」 か 「複数形」 か （つ

ま り， 「
’
一 人か 否か 」） とい う区別で は な く， 話者が 問題 と して い る 対象 の 「全

体量」 が示 されて い るか 否か の 区別 で ある
。

　（9＞　EcTb　y　Hac 　B　HHCTvaTyTe （o双H 迅）npoOPeccop ．

　   冫KHnva　Tpva 　6paτa．

こ の （9）  の 例に お ける 表現 の よ うに ， 「イ ン ト ロ ダ ク シ ョ ン 」 の コ ン テ キ ス ト

で は
， もし話 に 持ち 出 されて い る対象が複数の 場合 に は その 「数量」 を 示す数

詞を 伴 うの が 自然 な表現で あ る
。 そ して こ の 場合 ， 聞 き手 の 前に は ， （コ ミ ＝

ニ ケ
ー シ ョ ン レ ベ ル の 意味で は 聞き手に と っ て 「既知」 の 対象で あ る とは 言え

な い もの で ある が ， ）そ の 「全 体量」 が特定 され て い る こ とで 少な く と も 「個

別化」 されて い る対象が提示 され る こ とに な る
。 単数形 で あれ ば （o瑕 H の 限

定 が省か れ て い て も）普通 「一 個 」 の 対象と して 「個別化」され る こ とに な る 。

　  （4）に お け る よ うな 「複数形」 に よ る 「不定性」表現は ，「イ ン ト ロ ダ ク シ

ョ ン 」 の コ ン テ キ ス トが有す る こ の よ うな 「個別化」 を促す傾向を背景に した

もの で あ る と考 え る こ とが で きる
。 す なわ ち こ の 用法は ， 数詞を伴わ ない 「複

数形」 に よ っ て その 対象の 「全体量」 が特定され て い な い こ とを表 して い るわ

け で あ り， そ して それ に よ っ て そ の 対象が 「個別 化」 され て い ない こ とを （あ

るい は そ れ を問題に して い ない こ とを ）示 して い る表現で あ る 。 文全体の 意味

と して は
，

これは 起 こ っ た 出来事 の 方に 焦点を あて て い る表現 ， と言 え る だ ろ

う。

116〕

　こ の よ うに ， 「複数形」に よ る 「不 定性」表現 も， 構文の 意味 ， 名詞 句の 意昧

な どの
一

定の 条件の 組み 合 わ せ を考 え なけれ ば な らない タ イ プ の もの で ある
。

そ して
，

こ れは 「特定 で きるか ／否か 」 とい う区別 で は な く て
， 「不 定性」 の

「段 階」 に 関わ る表現 で あ る こ とがわ か る
。

ま た ， こ の 「複数形」 に よ る 「不
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定性」表 現に 関わ っ て くる指標 もある意味で 「非全体性」 と言い 表す こ との で

きる タ イ プ の もの で ある
。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4

　 以上 の よ うな性格を有する 卩 シ ア 語 の 「定性」／ 「不 定性 」表 現を 考え るた

め に は ， 「定性」／ 「不 定性 」 の 具体的な意味内容に つ い て は 次の よ うに 考え る

必要が あ る
。

まず ， 「定性」 と 「不 定性」 とは
， 「定性か 否か 」 とい うプ ラ ス マ

イ ナ ス 的な
一

対の 対立 か ら構成 され る概念で は な く， それは 「典型的」 な 「定

性」か らだ ん だ ん そ うで ない タ イ プの もの が並 ぺ られ る 「段階」構造を成 す も

の と して 捉 え られ るべ きもの で ある 。 「不定性」 とは 確 か に 「定性」 を担 っ て

い ない 状態の こ とで ある が ， そ れは 「定性」 に 対立す る概念 とい うよ りむ しろ ，

「定性」 を担 うた め の 「条件」 がそ ろ っ て い ない 状態の こ とで ある と言え る
。

「定性」 の 条件 と して は
， （すなわ ち ， そ れは 聞き乎が話者の 念頭 に あ る 対象

を特定す るた め に 必要な条件 と言 え る もの で あ るが ， ）少な くとも次の ふ た つ

の こ とが 挙げ られ る
。

コ ン テ キ ス トに よ る情報で その 対象が 「特定で きる」 こ

と （コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン レ ベ ル の 条 件） と ， そ の 対象の 「全体量」 が示 され て

い る こ と， あ る い は そ れ が 「ひ と つ の 全体」 を成 す もの として 示 され て い る こ

と （認識の レ ベ ル に 関わ る条件）で ある
。

「不定性」 とは つ ま り， それ を表現

す る手段 の 意味特微に よ っ て こ の よ うな 「定性」 を 満た す条件の 何 らか の 面が

欠 けて い る こ とが示 され てい る こ とで あ り，従 っ て ， そ の 表現手段 の それ ぞれ

の 意味特徴に応 じて 「不 定性」 の い ろい ろな タ イ プや その 程度が区別で きる も

の で ある
。

　 ロ シ ア 語で は
， 認識 の レ ベ ル に 関わ る意味区別 の 方が （特に 「全体性／非全

体性」 とい う指標 が ）本 質的な もの とな っ て い て
，

コ ミ ュ
ニ ケ

ー
シ ョ ン レ ベ ル

に 関わ る意味区別は その 区別に 従属す るか た ち で ， 言い 換え れば ， それを 「利

用す る」か た ちで 実現 され て い る と言 うこ とがで きる。

　 ロ シ ア 語に お け る 「定性」／ 「不定性」 の 意味は 超 カ テ ゴ リ
ー的意味で ある 。

それは 文法的に 表 され る こ とは な く，そ の 意味表現は い ろい ろな レ ベ ル の い ろ

い ろ な文法 カ テ ゴ リ
ー

に よ っ て
， そ して多 くの 場合 そ の 組み 合わ せ に よ っ て 実

現 され て い るわ けで あ る
。 けれ ども， そ の 表現は ま っ た く恣意的なわ けで は な

く， そ れ は ， 各 レ ベ ル
， 各文法 カ テ ゴ リ〜

に そ れ ぞれ認め る こ との で きる 「定

性」／ 「不 定性」 の 意味 と の 関係 の あ り方 ， そ の 一定の 「傾向」 に 条件づ け ら

れ て い る もの で ある 。
ロ シ ア 語文法に お い て こ の 「定性」／ 「不定性」 の 意味
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の 考慮が特に 有意義で あ る と思わ れる の は ， 発話 （文） レ ベ ル で 実現 され る よ

うなそれぞれ の 文法 カ テ ゴ リー
の 臨時的用法や ， あ るい は い ろい ろ な カ テ ゴ リ

ー間 の 関 係 （体の 用法 と数 の 用法 ， 格 の 用 法 な ど）の 解釈 の 際で あ ろ う。 そ の

なか で も特に こ の 「定性」 ／ 「不 定性」 の 意味を考慮 して の 見直しが必 要だ と

思われる の は
， 名詞の 「数」 の用法 と ， そ の 用 法 と他の 文法 カ テ ゴ リー との 関

係 で あ る
。

注（1） 冠 詞 言 語ば か りで な く無冠詞 言語 に お け る 「定 性」／ 「不 定性」 の 意味 内容，あ

　　る い は そ の 表現 に つ い て 検 討 し て い る 文献 → FaK　 1975
， 皿gme 　 1973

，
　 HHKonaeBa

　　1979
， PeB3HH　1973 ， 1977，1978： 133　ff

り
Chesterman 　1991

，
　Christian　1961，

　Giv6n

　　1978
，
Gladrow 　1979，　 Raskin　 1980．

　  　現 代語に お け る否定他 動詞文 の 目的語 の 生 格／対格用法 の 問題 を 扱 っ て い る研究

　　の な か で
， 特 に こ の 用 法 と 「定性 」／ 「不 定性」 の 意味 の 関わ りを 検討 し て い る の

　　は 一→ AP　1980 ： 415ff．，　 rpay双猟Ha 　 n ムp．1976： 35−38，　 HHKoBHq 　1982： 37− 50
，

　　1〈pacvanbHHKoBa　1990： 53−56，　Davison　1967，
　Gladrow 　1979： 165−169

，
　Jakobson

　　l936
，　Restan　1960 ，　Schaller　1978，

　Thomson 　1911／12，
　Tirnberlake　1975

，
　Wexler

　 　 1976．

　（3） ＞KnaTb タ イ プ の 動 詞 の 目的 語 の 用 法 ， 及 び 全体 的 な対格 用 法増加 の 問題 に 関 し

　　て は → Fop6aqeBHq 　1976，　Ppay双HHa 　H 丑p．1976 ： 33−34，擁環 くoBHq 　1982 ： 26ff．，

　　 Timberlake 　 1975，

　（4） 注（2）の 文献を参照 。

　（5） 参照 一ト　rpaynvaHa　H　Ap．1976： 38
，
　i・iulcoBHq　1982： 50−52，

　（6） こ れ は ， 実質的量 の 授受 に 関 係 す る 動 詞 JzaTb，　 llPHcnaTb ，6paTb，　 no6UTb ，

　　AocTaTb ・ co6PaTb ，　nonyqHTb ，　KYIIHTb ，　cbecTb
，
　BblnHTb ．等 の 目的語 とな る場合

　　（→ 双a 員 MHe 　MO 訌OKa ．双韻 MHe 双eHeL ）や ， 実質的量 の 状態 に 関係す る 自動詞

　　rlpH6aBHTbc 角 HaKonHTbcfi
，
　ocTaTbcH

，
　y6blTb 等eこ 対す る主 体 の 位 置 に あ る 場 合

　　（→ Xne6a　 e珥 e　ocTanocb ．　H6noK　 BanfieTc 兄 ！）で あ る
。

　  　 「不 定性」 の 指標 の ひ とつ と し て の 「非全休性 」 に つ い て 検討 し て い る 文 献 →

　　KpacHnbHmKoBa　1983，　PeB3MH　1969： 108，　Chesterman 　1991： 154−161．

　  　主 語 の 位置 に あ る名 詞句 の 「定性」 の 読 み へ の 「傾 向」， 及び 代 名詞の 用法 に 関

　　し て は → roJloBaqeBa　1979，　HHKoJIaeBa　1983 ； 343
，　HaAyqeBa 　1985 ： 158　ff．

　（9） 現代 語に お け る形容 詞 の 語尾 と 「定性」／ 厂不 定性 」 の 関 係 に 関 す る 文 献 →

　　BceBononoBa　1972： 62
，　EpMaKoBa　1974，　rIaAyqeBa　1985： 106．

　（ill 全 体 的に み て
，

ロ シ ア 語 に お い て 「定 性」／ 「不定性」 の 意味 区別が よ り問題に

　　な る の は （つ ま りそ れ が よ り敏感に な され る の は ）主語 の 位 置に ある 名詞 句で ある 。

　　参照 → ApyTK）HoBa 　1976，　PeB3HH 　1977 ：223−225
，
　 AAaMeq 　1985： 487−491

，
　 Be −

　　JH）cKH 藍　1956，　FaK　1975： 35−37
，　Kpy田 eJlbHH 双KaH 　1956 ，　rlocneJloB　1970．

　　特に テ
ー

マ ／ レ
ー

マ の 構造 と 厂定性」／ 厂不 定性」 の 意 味 と の 関 係 に 関 し て 詳 し い
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　の は 後 ろ の 5 文 献で あ る
。

  　定冠詞 は 指示 代名詞 か ら発達 し て きた も の が多い
。 指示 代名詞 の 用法範囲 に 関係

　す る 厂指示 性 の 弱化」の 程 度 （及び ， そ れ に 伴 う 「冠 詞度」， す なわ ち，定冠 詞の 意

　味範囲の うち ど の 程度 ま で 褒 せ る か ， と い う程 度）は ロ シ ア語 は か な り低 い 方で あ

　る 。 参照 一一 　AAaMell　： 1985
，
　FenoBaueBa 　1979

，
　PeB3HH　1973： 121−129，　K 滋 msk 夕

　 1972：　187ff．

  　こ の よ うな 生 格用 法 に 対 す る対格用 法 （ある い は 主格用法）に お い て 「定性 」 の

　意昧 の 読 みが 重要に な る の は ， 否定文 と い う （つ ま り， 「物質名詞 類」が 生格用法 へ

　の 強 い 傾 向を あ らわ す）環境だ け で あ る 。 （注   の （a）と （b）の 例 も参照 。 ）注 （6＞に

　示 した よ うな肯定文 に お け る生 格用法に は そ の よ うな強 い 傾 向は （現代語 に お い て

　は）な く， そ の た め それ に 対 す る 対格用法 （ある い は 主格用法）に お け る 「定性」

　の 読 み の 必 然性 は 認 め ら れ な い
。 参照 → rpay双HHa 　H　Ap ．1976： 34

，　 H 田 ｛oBHq

　 1982： 26−29
，
Gladrow　1979： 153−165．

鱒 　こ の 意 味で 「定 性」表 現と認め られ る そ の 他の 主 な ケ ース
。

　　（a） 1
’
ITHnN 　60fibtue　He 　nOHBnfinHCb ．「そ の 鳥達は も う現 れ な か っ た 」

　　　　 （cf．→ HTHU 　60刀b皿 e　He 　noffBarmocb ．（「鳥は も う現れ な か っ た 」）

　　（b） HH 　oAHH 　rporu 　He 　6bm 　y　MeHH 　B　KapMaHe ・「ボ ケ ヅ ト に は そ の グ P シ 硬

　　　　　　貨の うち の ひ と つ もな い 」

　　　　 （cf ．→ HH　oAHoro 　rpouJa 　He 　6bw工o　y　MeHfi 　B　KapMaHe ・「ポ ケ ッ トに は

　　　　　　一文 もな い 」）

  　参照 → 1〈pacnnbHmKoBa　1990 ： 55
，
　Ha双ygeBa　1985： 106−107

，　Thomson 　1911／

　 12 ：256．

  　例 えば ， 不定代名詞の 表す い ろ い ろ な 「不 定性」の 意味 内容に つ い て 詳 し い 文献

　一
＞ raK　1975： 39　ff．

，
　HHKonaeBa　1983，　rlaAyqeBa　1985： 209ff．，　Christian　1961．

  　こ の 「複数形」 に よ る 「不 定性」 表現 の その 他の 解釈 に つ い て は → Ap6aTCK 曲

　1972
，
KoJlecHHKoB　1988 ； 65−66

，　KpacHJIbHHKoBa　1983 ，　PeB3nH　1969 ，　PyccKH苴
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    O  BblPa>l<el-IHM  3Hagel･IHti

ofipeAe}mocTva-HeonpefleneHHecTH

 B COBPeMeHHOM  PYCCI<OM H3blKe

IOKo fiAHAFMMATX

     B  cTaTbe  aBTop  cTpeMHTcfi  yToHHvaTb ceMaHTxKy  onpeneneHHocTva-Heonpe-

JLeneHHOCT"  H  MeXaHH3M  ee  BIilPa)KeHH"  B COBPeMeHHOM  PYCCKOM "3blKe.

     3HaHeHu" onpeneneHHocTH-HeenpeAeneHHocTM,  KoTopble  nepenaloTcfi  e
               " U

nOMOZrlhff)  aPTHKneva  B  HHAOeBPOneHCIcaX  aPTHI{neBblX  "3blKaX,  MOPYT  BhlPa>Ka-

ThCfi  B 6e3apTliKneBoM pyccKoM fi3blKe  pa3nzqHblMH cpencTBaMva  Ha  Pa3nUuHblx
yPoBH"x. Ho cnoco6bi  BHpa)KeHHH  naHHHx  3HageHmh  Henb3A  cgHTaTb  npoH3Bo-

abHblMva, TaK  KaK  oHH  o6ycnoBneHbi  onpeneneHHblMH  oTHouleH"HMU  3HageHHfi

oilPeneJleHHocTH-HeollpeneaeHHocTH  K  oTne"bHblM  rpaMMaTHuecKHM  KaTeropHfiM

H  K  oT,qenbHblM  ypoBHfiM. B  pyccKoth rpaMMaT"Ke  Heo6xoAHMo  H3ylluTb  TaKvae

OnPeJleneHHble  OTHOIIIeHHfi  MeN<JIY  HMMH,  H  TaKHe  YCnOBH", nPH  KOTOPblX  MO>KHO

unH  Ba>I<Ho  pa3rpaHHqllTb 3HalleHHfl ollpeneuteHHocTH-HeonpeAeneHHocTM.

     B Tex  xoHcTpyKuHHx,  B  KoTopblx  Ba>KHo  pa3rpaHrrurrTb 3HageHHfi  orrpe-

neneHHocTH-HeonpeneJeHHocTH,  oTHocvaTenbHo  pery"ffpHo BcTpegaroTcA  TaKHe

Tvanbl  vaMeHHOth  rPYrmbi,  KaK  BeureCTBeHHHe  CYIUeeTBHTenbHble  H  KOHKPeTHbie

CYIUeCTBurenbHlile  BO  MHO>KeCTBeHHOM  gHCne.  06MUM  NPva3HaKOM  JIaHHbJX THrrOB

MMeHHOti  rPYnnbl,  KOTOPblti  MO}KeT  CgliTaTbCH  PeaeBaHTHblM B  Pa3rPaHmueHHnt
      o "                                                           v7

3HarleHHu  onpeAexeHHocTva-HeorrpeneneHHocTH,  fiBnHeTcH  HelleAocTHocTb  .

     no3Hnz"  HMeHHoth  rpynllbl  B  ceMaHTHKo-cHHTal<cHgecl<oth  cTpyl<Type  npelL-

uto>KeHua  To>Ke  mMeeT  oTHomeHHe  K  3HageHHfiM  onpeneneHHocTx-Heonpe,IzeneH-

HOCTH.  B  qaCTHOCTH,  B  PYCCKOM "3brKe  fiBCTBeHHO  BbiPa>KalOTCfi  llaHHble 3HaHe-

Hzfi  HMeHHOti  rPyllnbl  B no3vauvaH  noAneH{aurerO,  B KoTopoil  HMeHHafi  rpynna  6e3

MeCTOHMeHmh  o6blgHo  TonKyeTcfl  B  KauecTBe  
"onpeneJIeHHoza

 B  KoHTeKcTe'L

                             -87-



Japanese Association of Russian Scholars

NII-Electronic Library Service

JapaneseAssociation  ofRussian  Scholars

     PaccMoTpeHHe  MexaHH3Ma  Bblpa)KeHMfi  3HaueHnth  orrpeneJIeHHocTH-Heonpe-

JteneHHOCTva B COBPeMellHOM  PYCCKOM  fi3blKe  BblfiCHHeT  OTnenbHble  CTOPOHbl  JlaH-

Hblx  3HayeHHva.  06pauxaeT Ha  ce6H  oco6oe  BHHMaHHe  xapaKTep  
"Heo"PeneneH-

HOCTH'1  Mo>KHo llpH3HaTb  cy-ecTBoBaHvae  pa3Hblx ee  lloATHnoB,  CPenn  KOTOPblx

HMeeTcfi  H  3HageHH",  I<aca}ourHecfi  pa3rpaHHgeHHfi 
"cTeneHH

 HeonpeAeneHHocTva".

OJIHHM "3  HHx  fiBnfieTcfl 3HageHMe,  Bblpa>KeHHoe  (l)opMaMva  MHo)KeCTBeHHOrO

glicna  cy-ecTB"TenbHoro  B KoHcTpyKqHHx  TaKoro  THna,  KaK  
"y

 Hac  HoBble

naCCa)KHPbl,-v;  y MeHfl  rocTH,  
-w".

 Bblpa>IceHHe 
"HeonpeneaeHHoCTH"

 opoPMaMva
MHO>KecTBeHHorO  HHc"a  TaKoro  THna  o6ycJoBneHo  xapaKTepoM  9K3va ¢ TeHUHa-

nbHoro  BblcKa3bmaHHA,  B KoTopoM,  ec"H  yKa3blBaeTcfi onpeneneHHoe  gvacno

cY61)eKTa  cyurecTBoBaHHfi,  To  ol{ TeM  caMhlM  HHAHBHilya"H3HPyeTcfi.  B TaKoM

BblCKa3blBaHHH  ci}oPMhl MHo>KecTBeHHoro  gHcna  cy-ecTBHTenbHoro  6e3 uHcnvaTe-

nbHoro  HevaTpanva3HpyloTcH  fio KonHgecTBeHHoMy  npH3HaKy,  3aTo  BbmBHraeTcfi

Ha  llepBbl"  nnall Mx  IIpyroth Ilpli3HaK  
"HellenocTHocTh",

 KoTopblM  noJb3y}oTc"

nnn  ToFo,  gTo6bl  H36e>KaTb  HHflHBHnyanH3aun"  cy6seKTa.

     YgHTbmafi TaKota  xapaKTep  3HageHHH  HeoHpelleneHHocT",  Mo>KHo  yTBep>l<-
naTb, uTo  Ro  MeHbllIeti  Mepe,  nocKonbKy  Bonpoc  lcacaeTcH  3HageHHit  BblpanceH-

Hbix  A3HKoBblMva  {i)opMaMH,  xapal{Tep  3HalleHHti  onpeAeueHHocTva-HeofipeneJeH-

HOCTH  Hexb3fl  cBecTu  I< TaKota  TeopeTHclecKots  6HHapHoil oflno3HuHH,  KaK  
"Pe[l)e-

PeHT lineHTHcl)HllZPoBaH  M"H  HeT".  CKopee, K H"M  oTHocHTcfi  6onee 1<oHKPe-

THbie,  He  TO"bKO  I<OMMYHHKaTvaBHble,  HO  H KOrHHT"BHble  mpOTHBOllOCTaBneHH",
BblPa>KaeMble  fl35IKOBhlMH  CPenCTBaMH.  

tlTO
 KaCaeTC"  HOH"THva  

"OfiPeAeaeHHO-

   1)       "
cTb  n HeoHpeneneHHocTh,  To  oHu  MoryT  paccMaTpHBaTbcA KaK  Bo3Mo)KHoe

TO"KOBaHMe  B Pe3YnbTaTe COUeTaHHfi  KaKHX-nH60  rrPH3HaKOB,  BblPa)I<aeMbiX  JIaH-

HblMH  npoTHBollocTaBneHva"MH.  (TaK, nn"  To"KoBaHvaH  
"onpeneaeHHocTva",

 no

MeHbllleti  MePe  TPe6Y}OTCH  ABa  UPU3HaKa:  KOMMYHHKaTliBHb!ti  nPli3HaK  
"H3BeCT-

HOCTb  B KOHTel<CTe"  n KOrHHTHBHblth  
"!;eJOCTHOCTb".)

     B o6111eM,  mo}KHo  cKa3aTb,  gTo  B  PyccKoM H3blKe  ocHoBHblMH  fipH3HaKaMH,

He3BonfiK)mHMH  BblpaxcaTb  3Hage}IHH  onpeneneHHocTu-Heonpene"e}mocTva,  "BJfl-

IOTCfi  KOrHHTXBHble  fiPOTHBOnOCTaB"eHvaH.  CPeAH  HHX  ManOn3YgeHHblM  H  TPe6Y-

Io-HM  6onee  TLllaTeabHoro  paccMoTpeHHfl, flBJfieTcH  HpoTuBofiocTaBneHHe  
"lle,llor

cTHocTb/HeuenocTHocTb",  cBfi3aHHoe  c  3HageHHflMva  KaTeropnH  gHc"a  cyulecTBHr

TenbHoro.
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