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「
男性名詞複数生格にお けるゆれ」 に 関する一

考察
サ ン ク トペ テ ル ブル ク大学文 系学生 を対象 とした こ と ば の 意識調査か ら

1

中　田　敦　子

1。研 究 目的

　
一

般 に 硬 語 幹男性名詞 は 複数生格 形 に お い て 偲 語

尾 を と る が
， 例 え ば rpaMMOB ／rpaMM に 代 表 さ れ る よ

うに，OB 語 尾 と ゼ ロ 語尾 の 両方 の 形 を 有す る，言 わ

ば ゆ れ の あ るケース が存 在す る こ と は ア カ デ ミー文法

に お け る 記載 を は じめ 広 く知 られ て い る こ と で あ る

（AF ’60151 −153；AI” 80499 −500他多数）。

　主 に 60 年代 1
一
pay」LHHa ．1［，　K．を 中心 に 調査 さ れ て き

た こ の 男性名詞複数生格に お け る ゆ れ の 問題 に つ い て

先行研究 は，「
大多数 の硬語幹男性名詞が OB 語尾 を と

る と い う 言語内的原因 1 及 び
「
標 準 語 に お け る ノ ル マ

を安 定 させ よ う と す る 社会的 原 因、」 の 2 つ の 作 用 に

よ っ て ， ゼ ロ 語尾使用の 増加傾向が
「
全体 と して非常

に ゆ っ く り し て い る 」 （PFCO 　66） こ と，また
「

OB 語

尾 が 主 に 年 齢 層 の 高い 者 に 多 く使 わ れ 」 て お り， 社会

的階層 の 点 か ら 厂
作家

・
言語 ・文学研究者 に OB 語尾

の 使 用 が ， 労働者 ・勤 め 人 ・
学生 に ゼ ロ 語尾 の 使 用 が

囲立 っ こ と」 か ら ， 同傾 向 は 「
ゆ っ く り な が ら も着実

に 行 わ れ て い る」 （P只CO　82−83） こ と等 を指摘 し て

い る。

　本稿 で は，こ の 語幹 を硬 軟 の ペ ア を有 す る硬子 音で

終 え る 男性名詞 の
一

部 に 観察 され る複 数 生 格形 に お け

る語尾 の ゆ れ に つ い て，そ の 使用 の 現状 の
一一

端 を ア ン

ケ ート調 査 に よ る結果 を も と に 報告 す る と と もに ，そ

の ゆれ の 持 つ 意 味合 い に つ い て 考察を加 える。

2。研 究の 背景

　現代 ロ シ ア 語 に お い て ，こ の種 の ゆれ を持 つ 語 は一

定 の 語 彙 範 疇 内 に 収 ま る こ と が 報告 さ れ て い る。

（Ai”80499 −500；PACO 　70 等） し か し こ の 男 性名詞

複数 生 格 に お け る ゆれ の 問題 は ， 語形変化 の 体系 に お

ける ゆ れ の 意味合 い とい う点 に お い て ，他 の そ れ と は

一
線 を 画す も の と し て 位 置付 け られ るな ど，言語学的

に 興 味 深 い ゆ れ と さ れ る。例 え ば 中性 名 詞 単 数 主 格

Konbe に 関 し複 数 生 格 に KontseB ，
　 KO 囗蘭 ，女性名 詞 単

数主 格 Me 氷 a に 関 し 複数生格 に MeN ｛eM，　 Me 冫K と が 存在

す る場 合 ， 複数生 格形 は そ れ ぞ れ そ の 語 尾 に よ っ て 弁

別 さ れ て い る が，単数主格 HauMeH に お け る複数 生 格

IlallMeHOB，　 HauMCH の ゆ れ で は，ゼ ロ 語 尾 を と る 後者

の 語 形 が，単 数 主 格 の 語形 と格間 に お け る 同音異義語

（o、1〔）HHM ） を な して い る 点 に お い て 他 と様相 を 異 に す

る （PfiCO 　 67−68）。
つ ま り

「
単数主格 が ゼ ロ 語 尾 を

と る 場合，複数 生 格 形 で は ゼ ロ 語尾 は と ら な い と す る

法則性 か ら もは ずれ る」 （AF ， 80499 ） と 同時 に ロ シ

ア 語 に お け る aHa 川 T円3M の 問題 を考 え る 上 で も重要 な

ヒ ン ト を 有 し て い る と い え る。こ う した特異性 が ，こ

の
「
お よ そ 200 語 」

2
と も い わ れ る ， 限 ら れ た 単語群

を研究 の 対象た ら しめ る要因 とな っ て い る。

3．研 究 方法 と分 析方針

　現代 ロ シ ア 語 に お い て ，単数主 格形 と複数生格形 の

両形 で ゼ ロ 語 尾 を とる もの に は，次 の 単語群が あ る。

　（1） 果物 ・野 菜の名前

　   軍関連 に 属す る人 を 表す 名詞

　 （3） ペ ア を 成 す物

　（4） ある民族 に 属す る人 を 表す 名詞

　 （5） 測量 の 単位

　本 報告 で は，（1）〜（3）の 果物 ・野 菜 の 名前 ， 軍関連 に

属す る人 を表す名詞，ペ ア を成 し用 い られ る もの を表

す 名詞群 につ い て考 え る♂

　調 査 対 象 語 彙 に は ， Fpay川 la 他 （1976）に 挙 げ ら

れ て い る 語群
一・

覧 （同 127 −128） か ら， 特 に 現時点 に

お い て も依然興味深 く推移 を続け て い る とみ られ る 語

を ま ず選択 し，次 に そ れ を，ゼ ロ 語 尾 が 多 く観察 さ れ

る と され る
「
会話体」 を意識 した 質問形式 に 埋 め込 ん

だ♂

　質 問 表 は以 下 の 形 式 で イ ン フ ォ
ー

マ ン トに 提 示 し ，

カ ッ コ 内 に 示 した （ΦpaH【ly3bl 　POfl．　MH ．）の 指定 に そ っ

て 会話 を成立 させ る よ うに 求め た 。

（t歹叮）　．tX： CnpocH　y　…｝TMx 　　　　　　　　　，KoFAa 　6ン八eT 　BeueP

Mx 　3eMJ 旧 qecTBa ．（φpaHUy3b！po皿．　MH ，！

b ：C 冂POCM　caM ．

　書 き込 み 式 の ア ン ケ
ー

ト故 に 強め られ て し ま う推 敲

意識等を極力排除す る よ う に，イ ン フ ォ
ーマ ン トに は

「

あ な た な ら ど う話す か 」 書 い て くれ る よ うに 指示 し

た。」

しか し書 き込 み 式 ア ン ケ ートで あ る以 上 ， こ こ
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か ら得 られ る 結果 は
「
（会話体 に お け る ） OB 語 尾 ・ゼ

ロ 語尾 選 択 に 関す る 意識調査 」 と位 置 付 け る の が 妥 当

で あ ろ う。

　今 回 は ，言語 に 対 して 自由 な 姿勢 を もつ 若者 で ある

と 同時 に ，母語 に 関 して
一．一定 の 教 育 を有 し比較的言語

感覚 が 鋭い と期待 され るサ ン ク トペ テル ブ ル ク大学文

学部 の 学生 （
一

部東洋 学 科 の 学生を含 む ） を調査 対象

と して い る。144 名 か ら有効 な 回 答 を 得 た 。
fi

　ア ン ケート結果 は以下 の 3 点 に 注 目し ， 分析を行 っ

て い る。

　（D　ゆ れ の状態及び
「
ゆ りか えし」 の 有無

　（2） 名詞 の 意味合 い に お い て 個 々 が 表 さ れ る場 合

　　（pacq．qeHcHHoe 　 3HaqeH 目 c＞ と 集合的 意味 を表 す 場

　　合 （Hepacg ．ICHeHHue 　3HaqeHHe ） と語 尾選 択 と の 問

　　題

　（3） ペ ア で 主 に 用 い られ る も の を表す名詞 に お け る，

　　単数主格形 の 認識 （名詞 の 性 に 関す る 認識） と，

　　複数生 格語 尾 選 択 との 関連

　〔Dに 関して は ， 対象全 て の 単語 に つ い て そ の ゆ れ の

実情 を観察す る 。 な fO’　 OB 語尾 を一
般 に と る と さ れ る

名 詞 が ゼ ロ 語尾 を許容 し始 め た とい う ゆれ の 成 り立 ち

か ら鑑 み，ゼ ロ 語尾 をと る と先行研究 に て報告 され て

きた 単 語 に 関 し 今 回 の 調 査 で OB 語尾 形 が 多 く の 人 に

選 択 さ れ て い る と い う場合 に は ，
こ の 現象を

「
ゆ りか

え し」 と名 づ け る こ と とし，そ の 実態 を報告 す る。

　  に 関 して は，軍 関 連 に 属 す る人 を表 す名詞 グル
ー

プ を 対象 と し ， OHe 「 OB ・IIIBenOBa詳解辞典 に お け る

raPAeMapnH の 項 に み られ る よ うな
「
名詞 の 意味合 い

と語 尾選 択 の 関 係 」 に つ い て そ の 実態 を 調査 す る 。

　（3＞に 関 して
， 対象 は ペ ア で 主 に 用 い られ る もの を 表

す名詞 と し， 男性名詞 か 女性名詞 か とい っ た 単数 主格

形 の 認 識 は，複数生 格語尾 を選 択 す る 際 に な ん らか の

影 響 を及 ぼ す の か 否 か 明 らか に す る ♂

　PヲICO に ， 1962年か ら 63年 にか け て 実施 さ れ た店

内で の 録音調査 の 記録 が あ る （同 82）。そ れ に よ れ ば，

　a6pMKocoB − a6pMKoc （5−45）比 に し て
9

（10−90）

　 alle、lhCMHOB −
a冂e ，lhCMH （0−10  〉比 に して （0

−100）

　6aHaHoB− 6aHaH （39−11）比 に して （7822 ）

　6aMa 氷 aHoB
− 6aK．JlaNlaH （0−100） 比 に して （O　lOO）

　rpaHaToB
−

FpaHaT （2−48）比 に し て （4．96）

　MaHJLapMHOB
−

MaHnapHH （3−47） 比 に して （6．−94）

　匸匸oM 叫 opoB
−

llox｛Hnop （6−394 ） 比 に して （1．5−98．5）

　 と あり，こ れ ら の 結果 か ら ， 話し言葉 で は ゼ ロ 語尾

形が 圧倒的に 使用 さ れ て い る と結論 づ け て い る。

　以下 に 今回の 調査 結果 を 百分率で 示 す が ，無回答等

に よ り和 が 100 に な っ て い な い と こ ろが ある 。
K〕

　a6PHKocoB 　
ゴ．　a6pHKoc 　（88．−10）

　ar匸e・［tscHHUB − atle，，lbcHH 　（9 一10）

　6aHaHOB　−　6aHail　（97−2）

　6aKJaコKaHoB 　
−
　6aK．laz ｛a 【1　（76　23）

　11PaHaToB 　
−
　rpaHaT 　（81

−18）

　MaHJLapHHOB 　
−
　MaH 皿aPMI

・1　（75
−．24）

　rtoMHnoPoB 　
一
　冂oMHJ ［OP 　（67

−33）

　 aHaHacoB 　　aHaHac 　（98−0）

　「PeMndPPyToB　
−

rpeM 冂ΦpyT 　（94−3＞

　・IMMOHOB − ．IHMOIT 　（98．1）

　 HaTMcceHoB
−　fla’t’liccoH　（94−6）

　全体的な OB 対 ゼ ロ の 比 は 87−12 と OB 語尾優勢 の 結

果 が 得 ら れ た。ま た 先行研究 （PSICO 　82） に 指摘 が

あ る よ う に，6aK．iamaH ，110MH ，・Lop，　 MaHnapMlr で ゼ ロ 語

尾 が健闘す る な ど，単語問に お け る ゆ れ の 差 は こ こ か

ら も読 み とれ る。

　 こ れ ら 3 つ の 単語 に allembcMH を加 え ，
1963 年 の 科

学 ア カ デ ミ
ー

に よ る 同 じ く書 き込 み式 で 行 わ れ た ア ン

ケ
ー

ト調査 の 結果 と照 ら し合わ せ た もの が 以下 の 表 で

あ る。（P 只CO 　82−83 参考 ニパ ー
セ ン ト表示 は 筆者 に

よ る）

4．結果 ・考察

4．1．果物 ・野 菜 の 名前

〈ゆ れ の 状態及 び
「
ゆ りか えし」 の 有無 〉

　果 物 ・野 菜 を 表 す 名 詞 群 か ら は ， 次 の 12 の 単譜

a6PHKoc ，　auaHac ，　ar匸eJ匸bc 目H
，　6aKJIa＞KaH ，　6aHaH ，

rpaHaT ，　Fpe 爵H ΦpyT ，　Ka 【lePc ，　」田 MoH ，　MaH 且apMH ，

fiaTHCCOH，1］OMMnop を対象 と し た。

　 コ ン テ ク ス ト は，

MaTb ：　KaKO 画　M3 　STMX 　　　　　　　　　　　Tbl 　XOqel ．Ub 　B3fiTb ：）

ChIH ：〔∋TOT ．

イ ン フ オ
ー

マ ン ト生年

複数生格語尾

anelhCHH6aKlaM

（aHMaF

［Aapl1H

冂 oM 同且〔〕P

1929 年迄

D ヒ1　 ゼ ロ

71一
37一
59一
50

29一
63一
41

語

963 年 の 調査 今 1司の 調 査

1930年代　1940 年代 約 D75 一網一
〔旧 ゼ ロ ．OB　 ゼ ロ oじ ゼ ロ

5743613990lo

366437637623

4259465 斗 75　
124

3862b76367 　　33　1

　単語 alle，lbCHH は，先行研究 の 結果 か ら も
「
OB 語 尾

の 選 択率 が 他 の 3 つ の 単語 に 比 べ 常 に や や 高 い 」 こ と

が読 み 取 れ るが
， 今 回 の 結果 で は そ れ が 更 に 圧 倒 的 な

一94一
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．
男性名詞複数 生 格に お け る ゆ れ一に 関す る

一
考察

数値 の 差 と して 表 れ た 。 また先行研究 に お い て ，ゼ ロ

語 尾 の 選 択 率 が ど の 世 代 で も 6 割 と
一
高 か っ た

6aK．laHaT・1，．
若 い 世 代 が よ り ゼ ロ 語 尾 を 選 択 し つ つ あ

る様 子 が う か が え た 110M レb
・
しop と MaHflaPHH で ，逆 に 今

回 の 結
．
果 で は UB 語尾 が 優勢 を占め た点 が 特筆 さ れ る。

　科学 ア カ デ ミーの 行 っ た ア ン ケ ートが 同 様 に 書 き込

み 式 で 行 わ れ て い る こ と，また ア ン ケート項 目 の 立 て

方 に 関 し て も差が 見 ら れ な い こ と か ら，今回 の OB 語

尾 優勢 の 結果 を直 ち に
「
そ の 方法論 ゆ え 」 と 断定 づ け

る こ とは で きな い
。

°

従
．
っ て 今回得 られ た OB 語尾断然

優勢 とい う結 果 自体 は ，

「ゼ ロ 語尾 が 着実 に 定着 しつ

つ あ る 」 と して き た先行研究 に 対 し再考を 迫 る もの と

考 え ら れ る。

4．2．軍関連 に 属す る人 を表す名 詞

〈ゆれ の 状 態 及 び 「
ゆ りか え し」 の 有無〉

　 こ こ で は 単 E｛　1
’
aPneMaPMII ，「PeHaneP ，11ycaP

，

川）aryH，　 KaHoHHp ，　 KHpacMp ，ロapT ｝13a 日
］1

を 対象 と し て

い る 。使 用 した コ ン テ ク ス トは ，

　（の HaKOHelt
，
　OI［H ＞

・BPIfle．IH　 nBYx

　　 OB 語尾対ゼ ロ 語尾 の 結果 を百 分 率で
一

覧 す る と，

　　 rap 皿eMapHHoB 　
−
　rap 五cMapHH 　（81−i9）

　　rpeHa ，ILePOB 　
−
　rpeHa 皿ep 　（95

−5）

　　 ［
’
ycapOB 　

−
rycap 　（55−45）

　　JLParyHoB 　　．，lpa 「｝
．
［1　（64−36）

　　 KaHOHHPOB 　
−
　KaHOHPIp　（93 −7）

　　 K
’
レtpaCMPOB 　

−
　KHpaCHp 　（78−22）

　　 ［laPTP13aHOB 　
−
IlapTH3aH 　（26　74）

1．1

　 「ap 皿 cMapl1H ，　1
’
peHa ，叉ep ，　「ycap，　FIPUryTI，　KHpacHp ，

以．ヒ5 つ の 単語 に 関 し，OB 諳 尾 を選択 した 人 は 75％ ，

一
方 ぜ ロ 語 尾 を選 択 した 人 は残 りの 25％ で あ っ た。

　辞典 3種 の ど れ に も特 に
1
．
ゆ れ 1 に 関 す る 注 の な

か っ た 単語 KaHOHnp に 関 して は ， ア ン ケ
ー

ト調査 の 結

果 で も 9 割 の 人が 田 語尾 を用 い て お り そ の 傾向を．裏

付 け る 結果 と な っ た。こ うし た 圧 倒 的 な OB 語尾使用

の 傾 向 は，今回単諳 rpel 脚 ep に も見 られ た 。
こ こ で

興 味 深 い の は 単語 rPCIIaJLep の c）H 語 尾 形 を AF ’ 60 が

「

y⊂Tape ．qoe　i と し て い る 点 で あ る （同 152）。そ の 当

時
「

yCTape．・loe 」 と さ れ て い る rpeHa 」lepoB の 形 が
， 今

口 こ れ だ け 多 く選 択 さ れ る とい うの は，や は り
厂

男性

名詞複数生格形の 大多数 を 占め る QB 語尾形 を と ど め

よ う，残 そ う」 と す る 言語 内 的 要 因 に よ る，い うな れ

ば 「ゆ りか え し」 と も受 け 止 め ら れ る。

　同様 に AP 　6〔〕 （i52） で
「
ycTape ，10c 」 と 指 ｝商さ れ

て い る 1
’．ycapoB ，　 ilpallyllOBの 形 も，大 差 と は い え な い

まで もゼ ロ 語 尾 形 rycap ，．，lpar｝
iH を凌 い で い る 点，更

に MAC に お い て
1 ゼ ロ 語尾 が 普通 で，　 OB 語 尾 形 は

よ り稀」 と さ れ る 単語 K 叩 ac 叩 に お い て も OB 対 ゼ ロ

語尾 の 比 が 78対 22 と OB 語尾 が勝 る こ と を 考 え あ わ

せ る と ，

「
ゆ りか え し」 と捉 え る こ とが よ り 臼然な解

釈 の よ う に も思 わ れ る、あ る い は こ れ ら に 共 通 す る

1
−
passiveな 語彙 」 と い う性質 が ， 規範的 な 語尾を要求

し て い る と も考 え られ る。

＜個々 が 表 さ れ る 場合 （pacu．leHeHHoe 　 3HaueHHe ） と集

合的意味 を表
．
す場合 （HepaCH ．．teHeHHoe 　3HayeHHe ） と語

尾 の 選 択〉

　 OmcrOB　・　LUBelt〔IBa 詳解辞典 raPAe ｝1ap 円 H の 項 をひ く

と，「
集合的 な意味合 い の と き は ゼ ロ 語尾 rap ，TeMaPHH

を，個 々 の 人 物 に つ い て 述 べ て い る 場合 に は OB 語尾

形 FaPJIeMaPHHOB 」 を と あ F）， 他 に 魍 ，　 Fycap ，

≡里 a「泄 ，KiipaCMp に も同様 の 記 述が あ る。
14

　（1） Hal｛OHeu ，　o ［1H　yBレlneJIH 　，IByx 　 　 　 ，

　   BTe 　 BpeMCHa 　 e田 e　 He 　6b【』o

　 コ ン テ クス ト（Dの よ う に 個々 に 注 目 して い る場 合 の

OB 語尾 ・ゼ ロ 語 尾 の 比 は 75対 25，コ ン テ ク ス ト（2）の

よ う に 集合的 な 意味合 い で 用 い る場合 で の そ れ は 63

対 37 と い う結果 で あ っ た 。 数 の 上 か ら見 て，こ うし

た 意味合 い の 差異 に よ っ て 語 尾 の 選 択 を変化 さ せ て い

る の は ll％の ［5名 と い う結果 で あ り，歴然 と した 差

と して は 現 れ なか っ た。

　史 に こ の 点 に つ き，個人内で の 語尾 選 択 の 傾向を 調

べ た と こ ろ
「

pacg．に て OB 語 尾 が 多 く， HepaCH ．で ゼ

ロ 語 尾 が 多 く使 わ れ る 」 と さ れ る記述 の傾向 に 沿 っ た

回 答 は全体 の 46％，「
．
変化 な し ・逆 の 傾向」 を示 す も

の が 合わ せ て 54％ と な っ た，，た だ し こ の
1
傾 向 あ り」

と す る 回 答 に お い て も，

厂

paCH．を意味す る コ ン テ ク ス

トで は OB 語尾の み，　 Hepacq ．を意 味 す る コ ン テ ク ス ト

で は ゼ ロ 語尾の み ．」 と す る よ う な絶 対 的 な 回答 が 見 ら

れ な い こ とか ら，
「
pac・1．と Hepac ・1，とい っ た 意味 の 差

が語 尾 の 選 択 に 強 く関与 して い る」 とす る これ まで の

記述 を支持 し えな い 結果 と な っ た 。］S

　し か し ま た こ れ ら 限 ら れ た 資料 を も っ て 「
pacq ．，

HepacH ．と語尾 選 択 の 間 に 関連 は な い 1 と 結論 づ け る

こ と も早計 で あ る、．今 回学生 以 外 に 行 っ た 数人 の 教 官

へ の ア ン ケ
ー

トに お い て，「軍 関 連 に 属 す る 人 を 表 す

名詞」 に 関 し pacy．と Hepac ・L 間 で OB 語尾 と ゼ ロ 語尾

を使 い 分 け る回 答 が あ っ た 点，更 に は果 物 。
野菜 を 表

す 名詞 に お い て も こ う した 傾向を 示 す 回 答が あ っ た こ

と な ど を考 え 合わ ぜ る と
，

「 こ う した 差 を言語 に す る

ど く反 映 させ よ う と す る人 も あ る ， しか し大半 の 場合
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で は ，
こ の 差 は 無関心 に 見逃 さ れ て し ま う」 と い え る

の か も しれ な い。今後 こ の 点 に 関 し精査 して い く必 要

が あ る。

4．3．ペ ア を成す物

くゆれ の 状態及び 「ゆ りか え し」 の有無〉

　使 用 した 単 語 は 6axMmbi，60TΦopTb1 ，60Tb【，6yTcb［，

ro ．lbdebl ，
　 iL｝KHHcbT ，

　 KciLb ］，　 KparM ，　 ，laTbl ，　 MOKaCHHb 且，

HocKH ，　【1MMb 靨，　 lloFoHb ［，　 11beKcbT ，　peMTy3b 【，

caH 且aJleTbl ，　q＞
，．aKH ，　L凵 apoBapb 【，　LLエopTbl ，　田TH6 』eTb ］，

eno 』eTb 【，．（aMHacb 【，　 MaH
’rk　eTbl。

］6
コ ン テ ク ス ト は，そ

れ ぞ れ の 名詞 が 登場す る上 で ， 違和感 の な い もの とな

る よ うに 以下 の 4 つ を 用 意 した。

　（1＞　Ba ．if【：　 0 凱，　 皿aBHo 　 He 　 BHAema 　 TaKHx

　　 xopo 田 Mx 　 　 　 ． F皿e　TbT　Mx 　KyllHna ？

　 　 Catlla：Ha 月PMaPKe．

　 （2）　cblH； 9HHKoF皿a 　He 　BMIIe．1　TaKHx 　　　　　　　　．

　 　 OTeL工：qTO ＞Ke 　 He 　 BH 皿C』．

　（3） Catlla： yTc6F ［ HMKorAa 　 He 　6bl．flo　 　 　 ？

　 　 Bam 【：AHTo 　sTo 　TaKoe ？

　（4）　Ba 朋 ：　KaK 　TbT　皿yi｛aeulb ，　 KaKHe 　 H3 　∋THx

　　　　 　　 MHe ．7yq 山 e　Bb匸6paTb？

　 　 CaLua： 兒 6bl　Bbi6pana 　STM ．

　 ア ン ケートの 結 果，こ こ で は こ れ ま で 見 て きた 果

物 ・野 菜の 名前，軍関連 に 属す る 人 を表 す 名詞 に お い

て得 られ た 傾向 と異 な り， ゼ ロ 語尾が か な りの割合 で

用 い ら れ て い る こ と が 明 らか に な っ た。

　まず下記 の 表左 上 OB 語 尾 と書 か れ た 部分，こ こ で

は H〔〕CKM に お け る OB 語尾対 ゼ ロ 語尾 の 比 が 80 ：19，

そ の 下 の ，laMfiaCbl も 61 ：38 と OB 語尾 が 多 く用 い ら

れ て い る。「
差な し」 と 書 か れ た 真 ん 中の グ ル ープ

，

6yTCbl，　 MaH コKeTb 【，　 nbeKCb 【，　 rO ，lbabb ］で は OB 語 尾，ゼ

ロ 語尾 の 両者 が 拮抗 し て い る。表 は右 な な め下 に い く

に つ れ て ゼ ロ 語尾の 使用 が増 して い る こ と を表 し て お

り，右下方 冂HMb ］で は OB 語尾 対 ゼ ロ 語尾 の 比 が 20 ：

76，caHJIaJeTb ］で は 19 ：75，　 qy ，コKM で は 15 ：83，

6axmb 【に お い て は 13 ：86 と ゼ ロ 語尾が 8割以 上 選 択

され て い る こ と が 分 か る 。

　先 行 研 究 rop6aqeB四 （1978） に お け る 記 述 （同

192＞ と の 比較 に お い て ， 田 TH6meTb ］，60Tb］，　 HoroHb 且，

KenbT ，　 rlMMbl，　 qy 』 KH 等 に ゼ ロ 語 尾 が 多 い 点 が，今 回

の ア ン ケート調 査 か ら も 追 認 さ れ た。91
’
］o．qeTbl ，

penTy3hlで は 先 行 研 究 に お い て OB 語尾 の 優勢 が 記 さ

れ て い るが
， 今回 は ゼ ロ 語尾 の 優勢 と い う結 果 で あ っ

た 。 辞書 記述 と の 差 を み る と， 60TdpePTb［， 冂MMb 匸，

PO」babbLに お い て OB 語尾 と ゼ ロ 語尾の 比 が 逆転 し て い

OB 語尾

HOCKH

（80 ： 19）

　 ．］aM ”aCb ［

　 （61 ：38）

皿冫K 回HCbI

（59 ；40）

差な し

6yTCb【

（48 ：50）

MaH ）KeTbl

（47 ：53）

冂bCKCb1

（46 ；47）

「α lbφb1

（42 ：56）

ゼ ロ 語尾

9冂O．qeTbl

（39 ：60）

LtTTM6．leTbT

（36 二63）

　 60Tb［

（32 ：67）

　6。Tq ］OPTb ］ （31 ：63）

　 fiorOTIb【 （31 ；68）

　田 apoBapbl （30 ：69）

　　pe員Ty3b1 　（26 ：74）

　　　 KeJLbl 　（22 ：75）

　　　 MOKaCHHb ］ （21 ： 78）

　　　 nHMbt 　（20 ：76）

　　　 caHfla ，leTbl 　（19　：75＞

　　　　 KparM 　（17　二80）

　　　　 ImPTb 且 （15 ：83）

　　　　 q、
・
』 KH （15 ：83）

　　　　 6aXHJIb匸　（13　：86）

　　　　　 』 aTbI 　（10 ：86）
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「
．
男性名詞複数生格 に お け る ゆ れ コ に 関す る

一・
考察

る結 果 と な っ た 。
つ ま り全体 と して 今回の 調査 か らは

ゼ ロ 語尾選択 の傾向が 見 て取 れ た とい え る 。

〈単数主 格形 の 認識 （名詞 の 性 に 関 す る認 識） と複数

生 格語尾選択 との 関連 〉

　 こ れ らの 語 は通 常複数形 で 用 い られ る た め 単数形 の

認識 に 欠 け て お り， 従 っ て
「
名詞 の 性 の 認識が 曖昧 と

な り，語尾 の こ う した ゆ れ を生 じや す い 」 こ とが 予測

さ れ る （1
”
op6aHeBHy （1978 ） 192）。 そ こ で 単数主 格形

の 認識 （名詞 の 性 に 関す る認 識） と ， 複数生 格語尾選

択 との 関連 に つ い て 調査 した。

（表一1）　 単 数主 格の 辞書 形が 男 性 名詞 形 で あ る もの

i辞 書

単 数

主格

辞書

複数

生格

OB 語尾が 多い 差 な し ぜ ロ 語尾 が 多い

調査

対象者

単数 ギ格

OB ，〕aM 囗aCb1RMb φbI6D

「
ゆOPTbl

目目Mト1

男
性
名
詞

OB

ゼ ロ HOCK 目

6〔，Tb ［

Ke 』b［

男

性
名
詞

… ゼ 囗

Ho「監〕［IblMOKac

日Hb 【

魍

（表
一2 ）　単数主格 の 辞書形が 女性 名 詞 形で あ る もの

辞書 辞 書
．
調査

単数 複数 〔旧 語尾が 多い 差 な し ゼ ロ 語 尾 が 多 い 対象者

主 格 生 格 単数 主 格判
ゼ ロ 6、 TCbI「

∋目〔）．旺⊂Tb1
｛〕B MalI 爪 eTI，1 男

女
性

名
詞 ゼ ロ

HbeKCbl

山 T目6」eTl ，［
〔
LaH

ユ a課eTbI

」1チ1．
名
詞

5aXH．顎1，iKpal111

　表
一2 で は 単 数 主 格 の 辞書形 が 女性名詞形 で あ る も

の を扱 っ て い る。「
辞書複 数 生 格 形 に ゼ ロ 語尾 ・OB 語

尾 の 両方 が 記載」 さ れ て い る単語 に お い て ，6yTcbT，

MaHMCTbl で は ゼ ロ 語 尾 ・OB 語 尾 が 実 際 に 拮 抗，

snomeTbt に お い て は ゼ ロ 語尾が 多 く選択 され て い る と

の 結果 が で た。そ の 下
「
辞書複数生格形 に ゼ ロ 語尾 が

記 載 」 され て い る 単語 に お い て，単語 冂beKCbl で は ゼ

ロ 語 尾
・
OB 語 尾 の 両 者 が 拮 抗，　 IUTH6 。7eTbl ，

caHAa ，TeTbt，6axM」 bl，　 KparH 　
IE

で は ゼ ロ 語尾 が 多 く選

択 さ れ る とい う結 果 が 明 らか に な っ た 。こ れ ら 表
一2

の 全 て の 単語 に お い て イ ン フ ォ
ーマ ン トが そ の 単数主

格形を男性名詞 と誤認 す る傾向が 分 か っ て い る。
19

　表
一1で 扱 わ れ る 単 語 は 全 て 単 数 主 格 の 辞 書 形 が 男

性名詞形 で あ る もの に 限 る。

　上 の 段 よ り，「
辞書 に お け る複数生格形 に OB 語 尾 が

記載 」 さ れ て い る 単語 で ，辞書記述同様 に 複数生格形

に OB 語尾が 多 く選択 さ れ た もの に ．，【aMnacb ］，　 OB 語 尾

形 とゼ ロ 語尾形の 使用が 拮抗 して い る もの に rOLIbthbl，

ゼ ロ 語 尾 が 多 く使 用 さ れ て い る も の に 60坤 OPTbl ，

ll”Mbl と い う結果 が 明 ら か に な っ た 。

　次 の段
「
辞書複数生格形 に は OB 語 尾 とゼ ロ 語尾 の

両方が 記載」 さ れ て い る単語 で，複数生格 形 に OB 語

尾 が 多 くで た も の に HOCKH ，一
方単語 60Tb【

，
　 Ke 」Lbtで

は ゼ ロ 語尾 が 多 く選択 さ れ た。

　3段 目，「
辞書複数生 格形 と して ゼ ロ 語尾が 記載」

され て い る単 語 で は ， rlo］
10Hbl

，　 MoKacHHbl ，　 gy ．IKM の そ

の す べ て で ゼ ロ 語 尾 が 多 い 結果 とな っ た 。

　な お ，こ れ ら表
一1の 単 語 は そ の 全 て に お い て ，調

査 対象者 （イ ン フ ォ
ー

マ ン ト） の 単 数 主格 形 の 認 識 で

もそ の 単数 主 格形 を男性名詞 と し て い る こ とが 分 か っ

て い る 。

1『

　 こ こ で 興味深 い の は，辞書の 単数主格形 が 男性名詞

形 で あ っ て も女性名詞形 で あ っ て も，イ ン フ ォ
ーマ ン

トの 認 識 に お い て 全 て の 語 が 男性名詞 と認識 さ れ て い

る 点 で あ る。特 に ， 表 一2 の よ う に 辞書 に お け る 単数

主格形 が 女 性名詞．イ ン フ ォ
ー

マ ン トの 単数主格形 の

認識 に お い て は男性名詞 と な る よ うな ケ
ー

ス に お い て ，

認 識 に お い て は男 性 名 詞 で あ りな が らそ れ に もか か わ

らず複数生格形 で ゼ ロ 語 尾 を選 択 し て い る 点 に，「ペ

ア を成すもの を表 す 名詞 に お け るゼ ロ 語尾 の 強 さ」 を

み る よ う に 思 う。表
一1 に は こ う し た 面 白さ は な い が ，

や は り 「ペ ア を成 す もの を表す名詞 に お け るゼ ロ 語尾

の 強 さ 」 の 現れ た もの と な っ て い る。

　す な わ ち
「

男性名詞 を男性名詞 と 認識 し て い て も複

数生格 形 で は ゼ ロ 語尾 を選択 」 し，「
本来女性名詞 で

あ る もの を男性名詞 と誤 認 し て い る よ うな場合 で あ っ

て も，複数生格形 で は ゼ ロ 語尾 を選 択 」 す る 傾向が 観

察 さ れ た。こ の こ と は
「
ペ アで 主 に 用 い られ る もの を

表 す 名詞複数生格形 に お け るゼ ロ 語 尾 の優勢」 を示 す

と同 時 に，「ペ ア で 主 に 用 い ら れ る もの を表 す 名詞群

に お け る単 数 主格 形 の 認 識 （名詞 の 性 に 関す る認 識 ）

が ，複数生 格語 尾 の 選 択 に 関 して 無力 で あ る 」 こ と を

も暗示 して い る と 考え ら れ る。2°
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中田 敦 子

5．結論 ・展 望

本稿 は，若年層 を対象 と した ア ン ケート調査 に 基 づ

き 男性名詞複数 生 格 に お け るゆ れ が 依然 存在 す る こ と

を 確認 し， そ の 詳細 な ゆ れ の 実態 を明 らか に し た こ と

に 加 え，更 に 以 下 3 点 の 指摘 を行 うもの で ある 。

＜果物 ・野 菜 の 名前及び軍関連 に 属す る 人 を表 す 名詞

に 関 して 〉

　（D　OB 語尾 の 選択率 が 予想 以 上 に 高い こ と， ま た

　　
一

部 の 単語 に 関 し 「
過去 に お い て ycTape．，loe と さ

　　れ た （）B 語尾形 」 が 今回多数 派 を占め る に 到 っ た

　　例 が あ る こ と等 か ら，

「
OB 語尾 か らゼ ロ 語尾へ の

　　ゆ れ 」 の み な らず ，

「ゼ ロ 語 尾 か ら OB 語 尾 」
へ の

　　「ゆ りか え し現 象 」 の 存在 に つ い て 考慮 す べ き と

　　考 え る。21

〈軍関連 に 属 す る 人 を表 す 名詞 に 関 し て 〉

　  　名詞が 「
集合的意味 を有す る 場合 と それ 以 外の

　　場合」 で は 語尾の 選択 に 差が で る と して き た記 述

　　 に 反 し，こ の 問題 に
「
寛 大 」 あ るい は

「

無 関 心 」

　　と も とれ る同答が 多 くを 占め た 結果 を踏 ま え ， 更

　　に こ の 点 に 関す る精密な調 査 の 必 要性 を訴 え る。

〈ペ ア を成 す 物 を表 す 名詞 に 関 して 〉

　（3） 「
男性名詞 を 男性名詞 と認 識 して い て も複数 生

　　格形 で ゼ ロ 語 尾 を選択」 し，「
本来女性名詞 で あ

　　 る もの を男 性 名 詞 と 誤 認 し て い る よ う な 場合 で

　　 あ っ て も，複数生 格形で は ゼ ロ 語尾 を選 択 ．亅 す る

　　傾向が み られ た 。 す なわ ち 通常認識 さ れ る こ との

　　極 め て 少 な い こ の 種 の 名詞 単 数 主 格形 は，複数生

　　格語尾の 選 択 に 際 し影 響 力 を持た な い こ と が 推察

　　 さ れ る 。

　　　 また ペ ア を成 す 物 を表 す 名詞 に お け る ゼ ロ 語尾

　　形 は ， 他 の グル ープ の そ れ に 比べ て ，極 め て 定着

　　 して い る様子 が 確認 さ れ た が，こ の こ と は 「司時 に ，

　　 こ の 種 の 名詞群 に お け る ゆ れ が こ れ 以 外の 名 詞 グ

　　ル ープ に お け る ゆ れ と 何 ら か の 点 に お い て異質で

　　あ る可能性 を示 唆す る と考 え られ る。例 え ば 古 く

　　か らの 傾向 ゼ ロ 語 尾 形 が 強 く維持 され，新語 に も

　　 波 及 して い っ た結果 と 考 え る こ と 等が そ れ に 当 ろ

　　 うが ，推論 に 過 ぎず 言及 を控 えた い 。

た 後，遂 に は 吸収 さ れ 現在 の 第
一・

変 化 に 統合 され る に

あ た り，そ の か つ て の 痕跡 を残 した 1 つ の 現 れ と さ れ

る。言 い 換 え れ ば ＊ 一δ語幹 に 属 し た 多 くの 男性名詞

に お い て ， 複数生 格形 は
「ゼ ロ 語尾

コ2
か ら OB 語尾 へ

と 変遷 」 し，そ して そ の 結果今 日の 規範 で もあ る OB

語尾の 定着 に 到 っ た 経緯 が あ る。

　本稿 で扱 っ た ゆ れ の 問題 は，巨視的 に み る と こ う し

た 歴 史的 な 流れ に い わ ば 逆 ら う もの と も言 い 得 る。今

回
「
ゆ りか え し 」 と い う こ と ばで ま と め て き た現 象 は，

通 時的 に み て 本流 で あ る
「ゼ ロ 語尾か ら OB 語 尾 へ の

変遷 」 と い う大 き な 流れ に，また 共時的 に い うと こ ろ

の 規範 で あ る
「
OB 語尾 主 流 」 の 流 れ に，逆 らい か け

た 小流 が 飲み 込 ま れ て い く様子 に 例 え られ る よ う に も

思われ る。

　 た だ し 今回 の テ
ー

マ に 該 当 す る名 詞 に は借 用 語が 多

い 点，古 くか ら残 るゼ ロ 語尾 と新 し く発 生 し た ゼ ロ 語

尾 は 区別 す べ き点 な ど今後 の課題 は多 い 。また 社会言

語 学 的 に よ り広 い 層の 調 査 が 要求 さ れ る こ と は い う ま

で もな い 。

＜2＞ ゆ れ の 意味合 い

　 〈［〉 に 関連 し，本 流 を 「ゼ ロ 語 尾 か ら OB 語 尾 へ の

変遷」 と する の で あれ ば ， そ の 支 流 （ゼ ロ 語 尾 ） の 存

在 理 由が 問わ れ よ う。す な わ ち こ の ゼ ロ 語尾が 言語 の

体系 に お い て 如 何 な る機 能 （意 味 合 い ） を もつ の か 明

ら か に す る必 要 が あ る。先行研究 に 指摘 さ れ て い る

pacH，vleHeHHoe 　3．と Ilepacu、．teHeHHoe 　3．の 問題 や，話 し

言 葉 に 多 く観察 さ れ る と い っ た ス タ イ ル Lの 問題 が こ

れ に あた る と考 え ら れ る が，前者 に 関 して は 今回 の 調

査 か ら積極的 に 支持 で き な か っ た 経緯 を踏 ま え，今後

さ ら に 精 査 し て い く必 要が あ る。また 仮 に こ うした 何

ら か の 機能が 発達 して い な い （あ る い は そ の 機能が 独

立 し きれ て い な い 〉の で あ れ ば，支流 が本流へ と再吸

収さ れ る こ とは ご く自然な成 り行 き と考 え るの が 言語

の 経 済 性か らい っ て 妥当で あ ろ う。

　加 えて ，こ れ に 関連 し，男性名詞複数 生 格の 現 れ る

文法的環境へ の 考慮が 今後 重 要 な鍵 を握 る と思わ れ る。

例 え ば定語的 な生 格 と し て 現 れ る 場 合，否 定 生 格，

y 十 生 格 ， 数詞 ＋ 生 格 の よ う に，環境 と 語尾 の 関係 を

考 え る必 要 が 指摘 さ れ よ う。 今後 の 課題 と した い 。

　　　　　　　　（なか だ　 あ つ こ ・筑波大学大学院）

　総合す る に ， 次の よ う な課題 が 浮 き 彫 りに な っ た 。

〈1＞ 通 時 的 に み る本 課 題 の 意義

　歴史的 に み て 男 性 名 詞 複 数 生 格 形 語 尾 OB は，＊ −il

語 幹 タ イ プ の 名 詞 変化 が ＊ 一δ語幹変化 と の 混 用 を経

　 辞 典

ABaHecOB ，　P ．　 M．　OPφo槻 醜 θcκα摩 c／・tO6Ctρb　P．ycck
’
σ eo 　π 3 う‘κα・

　 8−ett3 ∂a κ ue ．σ 〃 zepeomunH （）e．　N ．，2000．

（⊃）Ke 「OB，　G．円．；田 Be ．lc）Ba ，　H ．［0 ．7
’
Oitrf 〔）et，ttl　 cnoaapb 　pyc

’
c／lt
’
oeo
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「男性名詞複数生格 に お け る ゆ れ 」 に 関す る 一考察

　 π 3配 κα，　4一召　u3 ∂aHtt∈〜，∂ono ．・rHeHHoe ．．M ．，1997．
PAI 　I．　 C．toθαρb ρy α 〕κ〔丿eo 　π3 配κα 6　Zte

〃Zbtj）ex 　〃zo説 a丿（．4−e

　 α．3∂aHtte ．　 c 〃 zei ）eo 〃 tunHoe ．1M，，1999 ．（MAC 〕

　 引用文 献

「op6agemHq ，　K ．　C．　1978．　 BaρaaHmHoc 〃lb　cn （，6α　u　g：Sbl．κ OftaE

　 Hop ・レtα Ha ．・tta 〃tepuan θ C
’
ocil ）e’しtenHO80 　PJ，CCffO20 　R3blffcl ．

　 JI．：HaVKa．
Fpa ・−t．itαrnttlt

’
a ρy ごoκθ∂〔l　 ff，libtit’Cl，　 T．11952 ．从，，　 AH 　 CCCP ．

　 （AF
’
60）

1
’
payllpTHa，∫1．　 K，； レluK〔〕正弸 g，　B．　A ，； 1〈aT．iレ1HcKafl，∫1，冂．1976．

　 Fpa．Vt．＋fα〃zatteci｛aff　 npatsa ．ibκ ocmb ρyo σκ（）童 ρe
・tU ．蔵 ：

　 HaVKa ．

HaH 〔〕B，　M ．　B，19．　68，1「yo σ κα 彦 π 36 ‘κ aCOtsemcffoe 　o6agecmeo ．

　 iVop ｛fionoeuff　α　caHmak
’
cuc 　60tJlワe”teHHO20 　ρyCC　hO 　eo

　 ．・zamev ）a〃1，L・V）κ020 　n．3hth’a．“
・1．：HuyKa，（朋 GO ）

恥 σc κα π εμ 職 π 解 齪 α、T，11980 ．　N ．： HaンKa ．（Al
”
80）

　 参考文 献

110p6aqeBHg，　 K ．　 C．　 19ア1．　 ”3AtLiHenUe 　　N 〔）ρ沸f　 Pj／’c’ci‘ozo

　 ，iafnel ）a 燗 」
，pHO2f ）　ASbtk

’
a．、川，：　冂P工）CReT ［LeHレ1e．

1
．1pay

江回Ha，　JI．　K ．　1964．　，，O 　l匸y』cBo 鼓　ΦoPMe 　p〔，川 1Te 川 ，Ho 「o

　 MHo 氷 ecTBc1 川 oFo ｝
．
　 c｝

．
山 eCTBMTe ．nHHIiTx　 My 爪 cKoro 　po　A

’
　a

，

  B

　 KII．　 f）
a．eatl 〃 z‘18 　 aρa．〜協 α 〃 燃 ‘” 1 溜 κα ‘κα coape ”teHHo20

　 P），cck
’
oe 〔，　Fl3bt．iia ．　M ．： HayKa ．

レIBalloB，　B，　B ．1983 ．　Mcmo ρ u ・teclt’an 　 eiJa 弗t．1・ta 〃zu κ a 　pycck
’
c　ao

　 H3btKa ．　N1，： 冂PC〕CReLLLeHHe ．
Pe3eHTa ．lb，　皿．　∂．　 1987，　／Jpaft’mttttecrcaff 　 cmtt，lac 〃ltlna

　 PYCC κ 020 　 s．3bt κ a．11こ］．1．5 ．e ．M ，： BHCL【ja月 山 Ke．’Ta．

　 注

　 本稿 は 2001 年 春 に ロ シ ア ，サ ン ク トペ テル ブ ル ク に お い

　 て 行 っ た 調 査 に 主 に 基 づ く もの で あ る。こ の 現 地 調 査 は

　 口露青年交流 セ ン ター小渕 フ ェ ロ
ーシ ッ プ の 助成 を受 け

　 実現 した もの で あ O ， こ こ に 記 し て深 く感謝 の 意 を表 し

　 た い 。ま た 国 立 サ ン ク トペ テ ル ブ ル ク 大 学 文 学 部 八．

　 、川．・ミ レ ツ キー助 教 授 よ り予備 調査 及 び ア ン ケ ー
ト作 成

　 の 段階 で 大 変 有 益 な助 言 を頂 い た。こ こ に 感 謝 申 し上 げ

　 る 次第 で ある。

　 PgCO （69）に よ れ ば 現在使 用 され て い る書 き言葉 に お

　 い て 単 数 主 格 と複数生 格 形が 同形 を 取 る 語 は 約 200 語 と

　 あ る。一方 rpay 朋 Ha，　JI．　K ．他 〔1976〕に よ る リス トに は

　 328 語 が 挙 げ ら れ て い る。こ の リ ス トは具 体 的 で は あ る

　 が KOMMCIITaP 舶 や 冂〔〕MQH の よ うな 硬 語幹 に 限 ら な い 例 も

　 含 ん で お り注意 が 必 要 で あ る。また 例 え ば こ の リス トに

　 あ る 単語 ．［Hl・TOII と こ の リ ス ト に 挙 げ られ て い な い 単 語

　 rpe 加 ΦpyT に 関 して 今回 の 調査 結果 が 同様 の 選 択比 率 を

　 示 した こ と （後 述 ） な ど を考 え 合 わ せ る と ，ゆ れ の あ る

　 語 の絶 対数 とい う もの は 誤 用 との 境界 の 問題 を孕 み 一概
　 に は 示 し が た い 。

　 あ る民 族 に 属 す る人 を表 す 名詞，測 量の 単 位 に つ い て は

　 稿 を改 め て まと め る予定 で ある。
斗

た だ し こ の こ と は書 き言葉 に そ の 例 が な い こ と を意味 し

　 な い 。
E

ま た 事前 に ，誤 解 の 生 じ な い 範 囲 で，筆 者 の H 的が
「
正

　 し い ロ シ ア 語 を調 べ る こ と に あ る の で は な く，実際 ど う

　 話 さ れ て （使わ れ て ）い る の か 調 べ る こ とに あ る 、と 説

　 明 を行 っ た。
tt

イン フ ォ
ーマ ン トの 内訳 ：女性 127名，男性 17名 ：年齢

　 17歳 か ら 20代前 半が 9割 を 占め，残 り 1割 は 20 代後 半。

　 ロ シ ア 語 を母 語 とす る もの 。出 身 地 の 別 等，更 な る プ ラ

　 イベ ー
トに 関 し て は 踏 み込 め な い 諸 事 情 が あ り今 回 は 断

　 念 した 。今後 更 な る 努力 を した い 。また こ の 場 を お 借 り

　 し，ア ン ケ
ー

トを快 諸 して 下 さ っ た 学生 の 皆 様 に 衷心 よ

　 り感謝 申し上 げ ます。
’

ア ン ケ ー
トで は カ ッ コ 内の よ うな 表現 は 可能 か，可能 で

　 ある な ら どち らの 単数形 の 形 を選択 す る か 尋 ね た。．以 下，

　 質問例。

　 6aXH．… 〔．”eBhTVf　6aXM．1 ，　．［eBafi　6aXM．，la
’
）

　 6eTabopTbt｛elCBbTt ｛60TΦ〔｝pT｝．nyeBaH　60TΦoPTa 〕

Hl
．1payfiMHa

，
　 JL　 K ．他 （L976） に よ る リ ス トに お い て く 果

　 物 ・野 菜 〉 とい う意味 カ テ ゴ リーに 人 る もの は 全部 で 15

　 単語 あ る。そ の う ち aPTH 山 eKM ，6ePraMOTbi は 使 用頻 度 及

　 び そ の もの 自体 へ の認 識 が極 め て 低 い と考 え られ る こ と，
　 ToMaTb 【，− TaMTIHHI ，oHbl に つ し、て は予 備 調 査 の 段 1偕 で ゆ れ

　 は 考え が た い と さ れた た め，また ア ン ケ
ー

ト数 をむ や み

　 に増や せ な い 事 情 か ら割愛 した。こ れ に 先行研 究 の リス

　　トに な い 単語 rpefiHcl 〕pyT を付 け足 した も の が 以下 の 12単

　 語で ある 。
“

比 率 は筆者 の 計 算 に よ る 。
1°

以
．
卜，比率を表 す場 合も 同様。

11
もち ろ ん 本調査 は対 象 を学生 と して お D，回答 に 際 し規

　 範意識 が 若干他 の 人 々 よ りも働 い た 可能 性 は筆 者 も否 定

　 は し な い 。しか しア ン ケートを
一・

人
一・

人 に 依頼 し 回収 し

　 た 感 触 で は，筆者 の 依頼意 図 は正 確 に 理 解 さ れ て い た と

　 信 じ る。
11Fpa

｝wHa ，几 K，他 （1976） に は他 に 4 つ の 単語 peKpyllbl，

　 cafiePhT，⊂o．IAaTbl，》t“ blqaPtsT が あ る が 河JibJ・laPbl は あ ま り

　 に 稀 に しか 用 い られ な い こ と，peKp．vTbt ，　 co 珊 aThl に 関 し

　 て は 予備調 査か ら ゆ れ が 期待 さ れ づ ら か っ た た め，また

　 caTTePbT は ア ン ケ ー
ト総数 の 事情 か ら割愛 した。

I」
　 1
’
TaPTH3aH の 扱 い に 関 して は ，単語 特有 の 傾 向 と み な す 以

　 外 に説 明が付 け られ な か っ た。今後 の 課題 と した い 、
／4

参考 ： ド線 の あ る もの に つ い て は研究社露 和辞典 に も同

　 様 の 記述 が あ る。また AF ’80 も こ れ に触 れ て い る 。

1「
こ の pacg．・　 HLコpa（／

・t．と語 尾選 択 の 関連 は
， 先 行研 究 に は

　 な い もの の果 物 ・野 菜 を表 す 名詞 群 に も有 り うる と 予 測

　 し，試 み に 対比 コ ン テ ク ス ト を出 題 した が 有 意 と見 ら れ

　 る 結 果 は 得 ら れ な か っ た。今回便 用 した 質 問 は以 下 の と

　 お り ：

　 （集合名詞 的な 扱い ） MaTh ：HKyqma 　 Te6 ピ H6 ．，［oKI ｛．／CbUI ：

　 Xopouo ！Si　 oHeHL 、　mK ，6川 o　Ptx．　M 　MHoro 　　
・
正
．
b： Kw レ1．πa 冫

　 （個 々 を重 視 した コ ン テ ク ス ト） MaTb ： KaKoll　H3 ∋
「
11nx

　 TLT 　xOgeu ．［b　 B3」【
・
；bl） ！cb【H：DTOT．

Ie

　 Fpay八MHa ，∫1．　K．他 （1976） に よ る リス トに お い て こ の 種

　 の カ テ ゴ リ
ー

に属 す る語 は 41 語。先 行研 究 に お け る言及
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　 の 有無 な ど を考 慮し．単語 を絞 り込 んだ 。

11

調査対 象者に よ る名 詞の 性 に 関す る 判断 を，以 下比 率 に

　 し て 示 す （男性 名詞 ：判 断で き ず ：女性 名詞 ）；．laMltaCbl

　 （125 ：12 ：7）．　ro』bφbl 〔t20 ： 13 ： H ），　60Tφ〔〕pThT （99 ：

　 13　： 32），　冂u −｛h1　（88　： 24 ： 32），　60Tbl　（103　：　i　6　：25），

　 Ke 瓜bl　（89 ： 16 ： 39），　冂o「oHbl 　（125 ：8 ：　11），　Mo 「（acHHIi1

　 （98 ：t4 ：32）以上表一1 の 単語。

　 た だ し表 中に 下 線 を 引い て あ る HOCKH ，　 qy 爪 珂 に 関 し て は

　 単数形 の 認 識 に ゆ れ の あ る可 能 性 が 極 め て 低 い と判 断 さ

　 れ た た め 今 回 質 問 は 行わ な か っ た。こ の 点 に 関 し て は 更

　 に今後補 足 して い き た い 。
IH

単語 Kpa 「｝1 に 関 して は名 詞の 意 味性 質上 ．leBbl面，．leBafl と

　 し て質 問す るに 適 さ な か っ た た め調 査対 象外 と した 。
1り

調査対 象者 に よ る 名詞 の 性 に 関 す る 判 断 を，以下 比率 に

　 して 示 す （男 性 名詞 ：判 断 で き ず ：女 性 名 詞）：6yTCbI

　 （88 ：13 ：43），　MaH ＞K∈Tbl 　（96 ：19 ：29），　nbeKcb ［　（96 二

　 31　：　17），　slto．［eTbl 　（102 ： 30 ：　t2），　uTTM6meTbl 　（114 ：

　 B ： 17），cd
’・Hna ．ileTb【 （98 ： 15 ： 31），6axnJTbl（79 ：2t ：

　 44＞ 以 上 表一2 の 単 語 に つ い て の イ ン フ ォ
ー

マ ン トの 認 識。
1／／

参考 ：
．．・

部調 査 を行 っ た pluralia　tantum の 名詞 に つ い て

辞書単数主格 辞書複数生格　帽 語尾が 多め ゼ ロ 語尾が 多い

な し OB 　　　　　　 几嵐 HllCb 【 田 OPTbI

なし

　　　　．

ゼ ロ 　 　 I

　　　　 E
　r．

LL匸
邑
P〔脚 目

　　 　
peHTy3bl　 　 　 　 I

』aThi　　　 l
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pluraliatantum の 名 詞 で も，　 ZZF ］HCbl を 除 く全 てで ゼ ロ 語

尾 が 多 く選 択 され て い る結果 と な り，こ こ で もゼ ロ 語 尾

が 優勢 で あ る様 子 が 確認 さ れ た 。

関連 し て，単語 の 使 用 頻度 ・認知 の 度合い が ゆ れ に 影 響

を 及 ぼ す こ とが 容 易 に 予 測 さ れ る が ，ア ン ケ ートを 実施

した 際，別項 を立 て て 行 っ た 調査 か らは 特 に こ の 点 に 関

し結 論 を 引 き出す に は到 らな か っ た。更 に こ の 観 点 か ら

問題 に ア プ ロ
ー

チ を続 け る 必 要 が あ る。

弱化母 音 一
z の 消失後 を共 に 示す。

Atsuko 　NAKADA

Astudy 　on 　the　usage 　of　masculine 　genitive　plural　case 　endings

　 The　genitive　p］ural 　ending 　f｛〕r　the　majority 　ofmasculine 　nouns 　is−oB，　but　it　is　known 　that　certain 　mascuhne 　nouns

also 　take　the　zero 　ending 　（e．9．　FpaMMoB ／rpaMM ）．

　 This　paper 　 repQrts 　on 　lhe 　current 　tendency 　 of 臼uctuation 　between　the −
oB 　ending 　and 　the　zero 　ending 　fbr　words

in　the　following　semantic 　categories ； 『沁 it　and 　vegetabies ，　members 　of 　hurnan 　groups （military 　units ），　and 　objects

occurring 　mostly 　jnpairs．　This　report 　is　based　on 　the　results 　orasurvey 　carried 　out 　in　20010n 　the　l［nguistic 　awareness

of 　l44　cQllege 　students 　of 　ph三lology　in　Sし．　Petersburg ．　This　survey 　showed 　that　both −
oB ／zero 　can 　be　chosen ，　but　the

tendencies 　fbr　their　selection 　vary 　according 　to　word 　groups，　 as　foUows ：

〈fruit　and 　 vegetables ＞； ＜rnilitary 　 units ＞

　 Previous　studies 　indicate　that　the　zero 　ending 　is　used ねi1’1yconsiStently．　However ，　the　1
’
esults 　ofthis 　study 　indicate

that　there　may 　be　a　retrieval 　phenomenQn 　o 「
−
oB　ending 　preference（instead　of 　the　newer 　zero 　ending ），　because　the

duta　obtained 　from　the 　questionnaire　showed 　a　percentage　of
−oB　selection 　that 　was 　h［gher　tban 　that　predicted，　and

this 　tendency 　was 　observed 　even 　f（）r　words 　whose
−oB　fbrms　have　been　considered 　archaic 　in　fbrlner　studies ．

　 With　respect 　to　military 　units ，　O 乏egov 　and 　Svedova （eds ．）say 　in　their　dictionary　that　when 　a　word 　is　used 　wlth

collective 　meaning ，　the　zero 　ending 　is　preferred，　and 　when 　i【is　not 　used 　with 　collective 　meaning ．　−oB　is　preferred、　The

responses 　to　our 　questionnaire ，　however，　did　not 　confirm 　this　description．

〈objects 　occurring 　 mostly 　in　pairs＞

　 The 　zero 　ending 　is　chosen 　with 　g1
’
euter 　frequency　in　this　gro叩 only ．　Addi 〔ional　survey 　results 　forthis　group　make

it　clear 　thu しthe　cognition 　of 　the　nominative 　singulur 　f｛）rm （masc 山 ne 　o1
・feminine　nouns ）has　nothing 　to　do　with 　the

choice 　of 　genitive　plural　endings ．
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