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日， 英 ，
ロ シア語に お け る再帰 的用法の 対照分析

　　　　　　　　　　　一 認知的ア プ ロ ーチ

村 越 　律 　子

論 に は こ れ で 十分 で あ る と 思わ れ る。）

1．問題 設定

　 ロ シ ア 語 の 再帰代名詞 に は ce6H と CBoth が あ る が ，

本稿で は ce6fi と そ の 短縮形 に 相当 す る
一
CH を 扱 う。

再帰的用 法 は行為者の 行う行為 が 他 の 事物 に影響を与

え るの で は な く，行為者自身 に 及 ぶ と い う行為 の 再帰

性 を指 し て 用 い られ る 。 そ の た め に ，こ れ ま で の 再帰

的用法の 研究 で は ， も っ ぱ ら主 語 と補語の 同
一

指示 性

や再帰化規則の 適 用 に 伴う制約が取 り上げられ て きた

（「lemKoBcKnM　1956，「．10BHHcKaH 　1996，　IIa皿yqeBa　2001

等）。 本稿で は そ う い っ た統語論的側面 で は な く， 意

味論的な 側面 に 焦点 を当て て 論 じ る。こ こ で い う意味

論的側面 と は 行為 が 行為者自身 つ ま り 話 し 手 に 及 ぶ と

き，話 し 手 は 自己 を ど の よ うに 捉 え ， どの よ う に 概念

化す るの か とい う話 し手の 認知的 な営 み を指 し て言 う

（（D参照 ）。

（1） 統語論的 ア プ ロ
ー

チ

　 　 〔二つ の名詞の同
一
指示駐を扱う）

　　意 味論 的 ア プ ロ
ーチ

　 　 （同じ人の異なる側面を扱う）

レIBaH　　yrlpeKaeT　　ce69 ．

先行詞　 　 　　再帰代 名詞

レIBaH　　b・IlpeKaeT 　　ce6 只．

主 体 　 　 　 　 　 　 　自己

　 こ の 問 題 は 久 野 （1973，1978）や Lak 。ff （1996，

1999） に よ っ て 取 り上 げ ら れ ，そ の 後 日英語の 対照研

究 に 発 展 した。日英 語 の 対照 研 究 で は，両 言語の 照 応

体系の 違 い が 明 らか に な っ て きて い る （神崎　 1994，

廣瀬　 1997等 を 参照）。

一
方 ，

ロ シ ア 語の 再帰代名詞

に つ い て 言 え ば ． 上 に 述 べ た よ う な 意 味 論 的 な ア プ

ロ
ーチ か らの 考察は まだ行わ れ て い な い 。そ こ で ，本

稿 で は こ れ まで の 日英 語 の対 照 研 究 の知見 を も とに ，

「
自分」 や self と比較 し な が ら，　 ce6H お よ び 一

Cfl の

一
般的特徴 を明 らか に して い き た い 。

　 な ぜ 口本語 と の 比較 な の か と い う疑問が 生 じ る か も

しれ な い 。下 の 表  は ce6H の 格変化 に 対応す る
「
自

分」 と 一
self の 語形変 化 を 示 し た も の だ が ，

　 ce6Si は

「自分 j と
一
seLf の 両 方 の 特徴 を 兼ね 備 え て い る こ とが

わ か る 。
ロ シ ア 語 の ce6H は 形態的 に む し ろ 「自分」

に 近 い 。 （対格 ま で しか 示 して い な い が ， 本稿 で の 議

（2＞ 主 格　　　　自分 が

　 　 生 格 　 ⊂ e6fi　 自分 の

　　与格　 ce6e 　自分 に 　 my
−
／your

．
／him −fherself

　　対格　 ce6fi 自分を　 my
−
／your

−fhim−／herself

　 ce6fl に お い て は 主格 が 欠 け て い る。−
self と異 な り，

性 ， 数 ， 人 称 に 関 し て 無 標 で あ るの で ， 主 格以 外で は

「
自分」 と

一
対
一

の 対応関係 が 成立 す る。特 に，人称

に 関 し て 無標 で あ る 点 に 注 目す れ ば，ce6 ” は
「
自分」

に近 い 振 る舞い をす る で あ ろ う こ とが 予 想 され る。ロ

シ ア語 は ヨ ーロ ッ パ 言語 で あ る こ とを理 由に，こ れ ま

で さ ま ざ ま な テ
ー

マ で 英語 を は じ め と す る 他 の ヨ ー

ロ ッ パ 言語 と比 較対照 さ れ て きた 。 再帰代名詞 も その

例外で は な い
。 そ こ で ，

一
見 ，

ロ シ ア語とは全 く無縁

と思わ れ るア ジ アの 言語 の 人称体系を分析 に 利用す る

こ とで ，代名詞 の 研究 に 新 た な 視点 を 提供 し た い と い

うの が 筆者 の 考 えで ある 。

　分析 の 手順 と して は ， まず ，  
「

自分 」 の主 格の 用

法 を説 明 し，  そ こ か ら派 生 す る
「

自分 」 の 再 帰 的 用

法 と
一
self ，　 ce6 ” の 比 較 を 行 い ，  そ れ ら を 相 対 的 に

位置づ け る よ うな
「
話 し手 モ デル 」 を提案する。そし

て ，  こ の モ デ ル に も と つ い て
「
自分」，−

self，　 ce6 ｝【

（
−
Cfl＞ の 意味 を記述 す る。　 yMblBaTbCfl等の 再帰動 詞 を

形成 す る
一
CH は 通常 は 代名詞 と し て 扱 わ れ な い が，

人 の 客体的側面 を表す の は 明 らか な の で ，ce6H の 対

格 と比 較 しな が ら そ の 基 本 的 な 特徴 を説 明 す る つ も り

で あ る。「自分 」 と 一
self の 意 味 に つ い て は，主 と して

廣 瀬 （1997），鈴木 （］973）， 池 上 （2000），
Lakoff

（1999）の 考 え方 を採 用 し た。本稿 で は，日，英，ロ

シ ア語の 話 し手 に 関す る 包括的な モ デル を提案す る こ

と を主 な課題 と し，個々 の 用法の 詳細 な検討 まで は行

わ な い 。

2．話 し手は 自己をど う捉え る か

2．1．言 語使用 の 二 つ の レ ベ ル ：私的表現 と公 的表現

　わ れ わ れ は言 語 で もっ て思 考 を表現 し，そ れ を 他者
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に 伝 えるこ とが で きる。 い わゆる言語 に よ るコ ミュ ニ

ケ
ー

シ ョ ン と は ， こ とば で 表 現 した 思 い を他者に 伝 え

る とい う思 考 の 伝 達 行 為 を い う。一方 ，
こ とば で思 い

を表現 す る とい う思考の 表現 行為自体 は必 ず し も伝達

を目的とす る必要 は ない 。廣瀬 （1997）は伝達を目的

と し た 社会的営 み と し て の 思考表現行為 を 「公 的表現

行為」 （public　 expression 　 act ） と呼び ， 公的表現行為

で 用 い られ る言語表現 を 「
公的表現 」 と呼 ん だ 。 こ れ

に 対 し ， 伝達 を 目的 と し な い 個人的な 営み とし て の 思

考表 現 行為 を
「
私的表 現 行 為」 （private　 expression

act ） と 呼び，私的表現行為 で 用 い られ る言語表現 を

「
私的表現」 と呼ん で 区別 し た。公的表現 と私的表現

を 区別 す る とい っ て も ， それ ぞ れ に 対応 して 全 く別種

の 異 な る形 式 が あ る と い う の で は な く， 同 じ表 現 が 私

的表現 と し て用 い られ る こ と もあれ ば ， 公的表現 と し

て 用 い ら れ る こ と も あ る と い うよ うに ，そ の 区別 は 言

語表現 の 使 用 に 関す る 異 な る 二 つ の レ ベ ル に 対応 す る

もの で あ る 。 公 的表現行為 と私的表現行為の 根本的な

違 い は，前者 で は 聞 き手 の 存在 を考慮 に 入 れ る が，後

者 で は考慮 に入 れ な い と い う点 に あ る。要す る に，話

し手 に は聞 き手 を想定 し な い 思 い の 主体 とし て の側面

と， 聞 き手 と対峙 す る伝達 の 主 体 と して の 側面 が あ る

とい う こ とで あ る 。

　 こ うい っ た視点 で 見る と
， 日本語の

「
自分」 の 主格

は 私的表現行為 の 主体 を表す。つ ま り，聞 き手を想定

しな い 思 い の 主 体 と して の 話 し手 の 側面 を指 して 用 い

られ る。

（3｝ 自分 は正 しい 。

（4） 私／僕／俺 は正 しい 。

（5） ？ 自分／私 は 本 を読 ん だ 。

　（3）は話 し手 の 内部感情 を記述 す る 文 で ある 。 心 の 中

で の 言語 に よ る表 出 で あ り， 誰 か に 向か っ て 述 べ る文

で は な い
。

つ ま り，
コ ミ ュ ニ ケー

シ ョ ン を意 図 した発

話で はない 。（4）は 聞 き手を想定 した 言語 に よ る伝達が

意図 さ れ る 場合 の 表現 形式 で，通 常 の 発 話 で あ る。
「
私」，「

僕」，「
俺」 は い ずれも話し手を指す名詞表現，

1人 称代名詞 単数相当語句で あ る 。

1
日本語 に は 1や H

の よ う に伝達 の 主体 （； 公 的表現行為 の 主体〉 を表 す

固有の こ と ばが な い の で
， 話し相手 に 依存 し て 自己を

規定す る こ れ らの 言葉が 用 い られ る （鈴木 1973 ：146−

154＞。「
私 」 や 「

僕」 以外 に も数多 くの 自称詞 が あ り，

こ れ ら の 公 的表現 は ， 例 え て 言 え ば ， 場 面 に 応 じ て

「自分」 に着せ 分 け る衣服 の よ う な もの で あ る 。

一
方 ，

（5）で は本を読ん だ とい う事実が述 べ られ て い て ， 特別

な文脈的情報が ない 限り， こ の 文が 話 し手の 内部感情

を表 して い る とは 解釈 し に くい
。

「自分 は本 を読 ん だ 」

が 容 認 性 が 低 い の は こ の た め で あ る。（も し も こ の 文

が 容 認 可 能 で あ る とす れ ば， そ れ は ，

「
自分 は本を読

んだ （と思 う〉」 とか ，「
自分 は本 を読んだ （こ と を

知 っ て い る 〉」 と い う よ うな ，話 し 手 の 意識作 用 が 働

い て い る読 み を とる 場合 で あ ろ う。 ）

　英語 で は ， 聞 き手 と対峙す る伝達 の 主 体 とし て の 話

し手 を 表 す固有の こ と ば 1が あ り，
1 との 関係 で yOU

や he が 体系づ け ら れ て い る。ロ シ ア 語 に お い て も同

様 で ，話 し手 を 表 す 専用 の こ と ぼ H が Tbl や OH ，　 OHa

と関係づ け られ て い る。しか し，どち らの 言語 に お い

て も ，

「

自分 」 に 相当す る 思 い の 主 体 を 表 す こ と ば は

な い
。

こ れ は人 称 の 照 応 に ど う反 映 され るだ ろ う か
。

2．2．人 称 の 照 応 か ら見 た 日本語 と英語 と ロ シ ア 語 の

　　　違 い

　次 の （6）一（8）O 文 の 引用 節 は そ れ ぞ れ 太 郎 ， ジ ョ ン
，

イ ワ ン の 内部 感情 を表 して い る。従 っ て ，引用 節 は 私

的表現 で あ る。1

（6＞ 太郎 1 は 自分 i／彼 ． ＋ が正 し い と思 っ た 。

（7｝　John ］ thought 　that　hel　 was 　 right ．

（8｝　MBaHl 皿yMaJI，　qTO 　OHi 　npaB ．

　 日本語 の 文で は思 い の 主体 は 「
自分 」 で 表示 さ れ る。

三 人 称 を表 す 「
彼」 を用 い て 太郎 を指 す こ とはで きな

い
。 （6）の意味構造を くX は自分 が 正 し い と思 っ た 〉

の よ う に 書 き表 す とす れ ば，X が 誰 で あ ろ う と，　 X

の 意識 の 主体 は
「
自分」 で 表す こ と が 出来 る。つ ま り，

「
自分」 は 意識 の 主 体 を表 す 固有 の 表現 で あ る 。 言 い

換 え れ ば ， 意識の 主体 を表す の に
「
自分」 以外 の こ と

ば は い らな い 。一
方，（7×8）で は，ジ ョ ン や イ ワ ン の 思

い の 内容 を表 す 引用 節 に 人 称代名 詞 he，
　 OH が 用 い ら

れ て い るが ， これ は英 語 や ロ シ ア語 に は意 識の 主 体 を

表す 固有 の こ とばが な い た め ， 当該私的表現が 誰 の も

の か ，つ ま り
一

人 称 の もの か ，二 人 称 の もの か ，三 人

称 の もの か に よ り，本来的 に は公的な人称代名詞が 私

的 な自己 を表す の に 転用 され る か らで あ る と考え られ

る （廣瀬 1997 ： 19）。（7｝に お い て，he が 亅ohn を 指 す

と は 限 らな い の は he と い う代名詞が 伝達者で あ る話

し手 に 結び つ けられ る た め で あ り，伝達者 に と っ て

heで さす こ とが で き る第三 者 は John 以 外 に も存在 し

うる 。
こ れ は ， 英 語 が意 識 の 主 体 を 表 す 固 有 の こ とば

を持 た な い が た め に 支払わ な け れ ばな らな い 代価 で あ

る。同じこ とは ロ シ ア語 に も言える。
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日，英，ロ シ ア語 に お け る再帰 的 用 法 の対 照分 析

　と こ ろで ， 日本 語 や ロ シ ア語 で は 時制 の
一

致が な い 。

これ に対 し， 英語で は時制の
一

致 が あ る。（7＞で は，引

用節で 述 べ られ て い る出来事を伝達者の 視点か ら記述

して い る の に対 し，日本語 の 例  で は，太郎 の 意識 の

観 点 か ら 記 述 し て い る。（8＞に お い て も，引 用 節 の 時 制

は現 在形 の ま ま で ，時制 は イ ワ ン の 意識の 時間 を指 し

示 し て い る。つ ま り，日本語や ロ シ ア語に お け る時制

の 概念 は本来的に 意識の 主 体 と結び つ き ，

一
方 ， 英 語

に お け る時制 は伝達の 主体に結びつ い て い る 。 人称 と

時 制 の 照 応 か ら見 る と，英 語 は 公 的表現 行為 と密接 に

結 び つ い た 言語 ，つ ま り本来的に 伝達的 な 言語 で あ り，
一

方 ， 日本語 は 本来的 に 心的 で 非伝達的 な言語 で あ る

と い う印象を受 ける 。 そ して ，
ロ シ ア 語 は人 称 の 照応

は 英語 と同 じ， 時制の 照 応 は 日本語 と同 じ とい う点で，

両 方 の 特徴 を備 え，ど こ か そ れ らの 中間 に 位置 づ け ら

れ る よ う だ。

　 こ の 節 を ま とめ る と， 
「
自分」 の 主格 は意識 の 主

体 を表 す，  意 識 の 主 体 を 表 す 固 有の こ と ば を も た な

い 英語や ロ シ ア 語で は本来公的な人称代名詞 が代用 さ

れる，とい うこ と に なる。

2．3．人 の 客体 的 側面

　言語 の 使用 とい う観点か ら見 れ ば ，

「
自分」 は言語

表現行為 の 私的な レ ベ ル に お ける主体で あっ た，
一

方，
「
自分 」 の 斜格 は 意識 の 主 体 が 働 き か け る そ の 人 の 客

体 的側面を表 す。Lakoff （1999 ：268） は ， 人 は 主 体

と客体的自己の 二 つ の 側面 か らな る と論じ，主体的存

在 を Subject，客体的存在 を Selfと呼 ん だ。　 Lakoff に

よれ ば ， 主体的存在 と して の 人 は
， 知 覚 ， 意 志，判 断

な どの 意識 主体 で あ り，そ れ 以外の 側面 は す べ て 客体

的存在 と して の 人 に 関 わ る もの で あ る とい う。意識主

体 は現在に お い て の み 存在 し，常 に 人 と して 概念化 さ

れ る。一
方，客体的側面 は 過去や 未来 に お い て も存在

し，また複数で もあ り う る 。 問題 は ， そ の よ うな 人 の

客体的側 面 は どの よ うに 概 念 化 され る の だ ろ うか とい

う こ とで あ る。つ ま り， 話 し手 は 自己 を どの よ うに 捉

え る の で あ ろ うか 。そ し て ，自己の 捉 え 方は 英語 ， 日

本語，ロ シ ア 語で ど の よ うに 異 な る の だ ろ うか 。 こ れ

らの 疑問 に 答え る た め に ，
こ の 節 で は まずLakoff に

よ る 一
self の 分析 と廣瀬 に よ る

「
自分 」 の 分析 を 紹介

し ， そ の 後 で ，ce6 ” に つ い て 論 じた い 。

　＜英語
一
sel｛＞　　Lakoif の 分析

　人 の客体的側面 と して は，まず身体 が あり， その 他

性格，社会的地位，過 去 に お け る発言，行 為 な ど客 観

的 に 捉 え られ る 側面 は Selfと み な す こ と が で き る

（wash 　 mysetf ，　 respect 　 myself ，　 express 　 myself ，　 etc ）。

Lakoff は，一
般 に 主 体 と 客体 の 関係 の プ ロ トタ イ プ

は 主体が 客体 に 働 きか ける こ と に ある と言 い
， 人 は 自

分 の 身体 に 働 きか ける こ とに よ っ て さ ま ざ まな対象に

働 きか け る こ とを学ぶ と述 べ て い る。つ ま り，
Lakoff

に 従 え ば，身 体 に 対 す る 働 き か け （body 　 contro 止） が

英 語 に お け る再 帰 的 用 法 の 典 型 と い う こ と に な る。

　〈日本語
「
自分」〉　 廣瀬の 分析

　再帰的用法の
「
自分」 は 主体 か ら切 り離 さ れ 他者 と

同 じ側 に お か れ る 自己 を表す，主体 と客体的自己 は普

段 は
一

体化 して い る が ， 意識 の 主 体 が 自己 か ら離れ る

こ と に よ っ て 自 己 を他 者 の 側 に 置 く こ と が で き る

（例 ： 自分 を見 つ め る，自分 を発 見 す る〉。「
自分」 が

記述 す る の は この 主 体 か ら切 り離 さ れ た 自己の み で あ

る。英語 の ように 主体 の 宿 る身体 や そ の 部分 を指 し て

再帰的 に
「
自分」 と は 言 えな い

。 人 の 身体 や そ の 部分

は 人 の 客体的側面で は あ る けれ ど も， 主 体 が 身体 の 中

に 宿 っ て い る限 りは主 体 と その 身体的自己 の 分離は成

立 し な い か ら で あ る。日本 語 で は 主 体 と
一

体 化 した 自

己 を表す一般的 な こ とばが な い
。 人 が身体に働きか け

る と きは ， 当該の身体部分を表す こ とばを用い なけれ

ばな ら ない （例 ：
’

自分／自分 の 顔 を洗 う）。こ れ は，

凵本 語 の
「
自分 」 は 思 い の 主体 を 表 す の が 本来的 な 用

法 で あ るた め，再帰的用法 で は英語 よ りも多 くの 制約

を 受 け る か ら だ と廣瀬 は 論 じて い る。要 す る に，「
自

分 」 は 人 の 主 体 が 働 きか け る そ の 人 の 分 身 な の で あ る。

英 語 に お い て は ， 再 帰 代 名 詞 の 照 応 シ ス テ ム は 人 称代

名詞同様 ， 伝達 の主体が その 中心 に あり，対他的 に 構

成 され て い る，それ ゆ え，主体 と
一

体化 し て い よ うが

い ま い が 人 の 客体的側面 を
一般 的 に 表 す こ とが で き る

の で あ ろ う。

　 〈ロ シ ア語 ce6fl ＞

　ロ シ ア 語 に は英 語 の myself の よ う に 公 的 表 現 行 為

の 主体 に 直接結 び つ くこ とばが な い 。照 応の 特徴 か ら

わ か る よ うに，ce6H は 人称代名詞 の H との 関係 に お

い て 伝達の レ ベ ル に 間接的 に 結 び つ い て い る だ け で あ

る。ce 毓 が 現れ る 典型的な文 XynpeKaeT 　ce6si （X は

任意 の 人 ）の 意 味構造 を考 え て み よ う。こ の場 合，X

が 誰 で あ っ て も ce6H は 不変 で あ る と こ ろか ら，　 ce6H

は 客体的自己 を表 す専用の こ と ば で あ る と 考 え られ る。

ce6g は
「
自分」 同様 ， 意識 の 主 体 に よ っ て 主 体 か ら

切 り離 さ れ，他者側 に お か れ る 自己 を表 す 。 主 体 と
一

体化 した 自己 （＝ 身 体 的 側 面 ） は ce6flで な く
一
c” で

言語化 され る （yMb 【BaTbc 月
，
　 oneBaTbcH 等）。こ の こ と

か ら ce6 ” は私的表現行為 と 結びつ い た こ と ば で あ る

と言 え よ う。ce6 ” の 私的 な性格 は 次 の よ うな 先行詞

が 明示 さ れ な い 文 を見 る と よ くわ か る 。
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村 越 律 子

（9）　Oco3HaHHe　ce6H 　Mo ）KeT 　6blTb　TH ）lcKHM 　6PeMeHeM．

　（na汲yqeBa　2001）

（IO）　 OqeHb　　TpynHo 　　coxpaHHTb 　　ce6H 　　HecTHblM

　 qe』OBeKOM ．

　上 の 文の ce6 月 の先行詞は何な の か とい う こ とが 問

題 に な る が ，naflyHeBa （2001 ： 196） は 先 行 詞 は

BCfiKMM 　 qe 」 OBeK で あ り，そ の 中 に は モ デル と して の 話

し手 も含 まれ る と述 べ て い る 。 しか し な が ら ， よ り正

確 に 言え ば ， 先行詞は話し手 の 意識の 主体 と考 え る べ

きだ ろ う。先 行 詞 が 明 示 さ れ な い 文 で は ， 通 常 ， 人 の

意識作用を表す こ とば と と もに 話 し手 の主観的評価 を

表す こ とば が 用い られ る か らで あ る。その 際，先行詞

の 解釈は文 脈情報 に 従 っ て 話 し手 を含 む さ ま ざ ま な 対

象 に 拡大 さ れ る と考 え られ る。
い ずれ に して も ， 上 の

よ う な文 は 日本語の 話 し手 に は わ か りや す い 。 ce6H

に は 主格が ない が，潜在的 に あ るか の よ うに 振舞っ て

い る と感 じ ら れ る。

　以 上 ， 日 ， 英 ，
ロ シ ア語 に お ける 話 し手 の 客体的側

面 の表し方 を概観した 。 これ まで の 考察 を も とに，話

し手 を表す こ と ば を相 対 的 に 位 置 づ け る と（M）の よ う に

な る。（日本語 の
「

私」 は伝達 の 主体を表 す 固有の こ

とばで は ない の で 省い て ある。）

は な い
。 ） と こ ろで ， H と ce6H の

「
ス プ リッ ト」 の 関

係 は何を表 して い る の だろ うか 。 まず第
一

に ， 話し手

の 自己 の 捉 え方 は，お そ ら く 日本語や 英語 の 方が わ か

Dや す く，ロ シ ア語 の 方 が 複雑 で あ ろ う と予 想 され る 。

伝達的な主体 と心的な自己の対立の 際立 ち の なか に ，

ロ シ ア人 らしさ を見る こ とが で きるか もしれない 。そ

して 第 二 に ， ce6 ” の 短 縮 形 に 相当 す る
一
CH の 存在 と

そ の 機能が あ る 。 ce6 兄 と 一
CH とい う二 つ の 形式 の 存

在 は こ の ス プ リ ッ トと 結びつ け て 考 え る こ とが で き そ

うで あ る。こ の 点 に つ い て は後 で もふ れ るが，そ の 前

に ， （11）の 話 し手 モ デ ル の 妥当性 を具体的 な事例 で 検証

す る必 要 が あ る。

2．4．再 帰的用 法 と視 点的 用 法

　1 と myself は 公的表現で あ り，二 人称代名詞や 三 人

称代名詞 との 対立関係 に よっ て体系づ け られ て い る。

そ の 意味で は これ ら は対他的 で あ る 。 話 し手 は 他者 に

対 峙 し ， 他者 に 働 きか け る存在 と して 認識 され る の で ，

他者側 に お か れ る 自己 も主体 に よっ て働 きか け られ る

存在 とみ なされ る （他者 に 対す る働 きか けに つ い て は

前節 の Lakoff の 分析 を 参照。〉逆 に い う と，主 体 に

よ っ て 働 きか け られ る対象 とみ な さ れ な けれ ば，再帰

代名詞化は起 こ りに くい 。こ の こ とは 次の よ うな例 で

見 る こ とが で きる 。

（11） 話 し手 の モ デ ル

公 的表現 レ ベ ル

伝達1行為

私的表現 レ ベ ル

1H myself

　 　 　 　 　 　 　 　 ce6H

自分　　　　　　自分

主体一一一一→ 客体的側面

　　再帰的用法

　1 と myself は公的表現 レ ベ ル に 属 し ，
　 myself は 1 に

直接結 び つ い て い る。話 し 手 は 自分 を ど う表す か とい

う観点 か ら見た 場合 ， 英語 は 公的表現行為 と 密接 に 結

びっ い た ， 伝 達 的 な 性格 が 強 い 言語 で あ る。一
方，

「
自分」 は 本来，意識 の 主体 を表 す こ とばで ， そ こ か

ら客体的側面 を表 す 「
自分」 が 派生 し た と 考 え ら れ る。

日本語 は英 語 とは逆 に ， 心 的で 非伝達的な 言語で ある 。

こ れ に 対 し，
ロ シ ア 語 の 場 合 は ， H が 公 的表現 レ ベ ル ，

ce6H が 私的表 現 レ ベ ル に 属し て い る 。
ロ シ ア 語 は 伝

達的な主体と心的な自己 を も っ た 言語 とい うこ とに な

る。（上図 に お け る 1 と H， ce6H と
「
自分」 の 上下関

係 は 特別 な 意味 を 持 た な い こ と を断 っ て お く。つ ま り，

A よりも1 の 方が より公的な性格が強 い とい う意味で

（m　IpuUed 　the　knob　toward 　me ／
＊
myself ．

（13）　 He　had　an 　umbrella 　with 　him／＊himself．

　（麒13）の文末の 代名詞 が な ぜ再帰代名詞の 形 を と らな

い の か と い う点で よ く問題 に な るが ，文末の 代名詞 の

指示対象は 主語の 行為 の 目標 で は な く，行為の 起 こ っ

た 場所 の 参照点 に なっ て い るだけで あ る。英語で は 自

己 が 主 体 に よ っ て 働 きか け られ る 対象 と して 認知 さ れ

な い と， 再帰 化 規則 は 適用 さ れ に くい こ と を示 し て い

る （cf．池上 2000）。
こ れ に 対 し ，

ロ シ ア 語 や 日本語

で は そ の よ うな制約 は な い  
一
  。こ れ は ，

「
自分 」

や ce6H が 本来私的表現 で あ る こ と と 関係 が あ る よ う

に 思 わ れ る 。 話 し手の 意 識 の 主体 は ， 他者 に 働 きか け

る動作者 と い う よ りは ， 出来事 を感受 す る経験者 と し

て 認知 さ れやすい 。動作者 に 対峙す る経験者 は経験 す

る
「
場所 」 と見 る こ と が で き る ♂ そ れ ゆ え，再帰化

規則が す ん な り と適用 され る の で は な い だ ろ うか 。

q4｝　A　rlocMoTpe 調　BoKpyr 　ce6H 　H　yBH丑eJI，　rTo 　B

　 KoMHaTe ，　KpoMe 　MeHs｛，　HHKoro 　HeT ，

（IS　Cb匸H　nonpocH ” oTua ：（・Bo3bMH　MeHH 　c　co60 首冫〉．
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日，英，ロ シ ア語 に お ける再帰的用法の 対照分析

  　自分 の まわ りを見 て ご らん 。

  　太郎は 自分の 方 に 犬を招き寄せ た 。

　次 に ， 再帰的用 法 に お け る照 応 の 仕方 を見 る と ， 伝

達 の 主体を表す固有の こ とばが あ る英語や ロ シ ア語 と

そ の よ う な こ と ば が な い 凵 本語 と の 違 い が わ か る 。単

文 に お い て は ，

「自分 」 と 一
self ，

　 ce6A の 同一指 示 性 に

基 本的 な 違 い は な い が ， 複文 で は 「
自分 」 と 一

self ，

ce酌 の 振 る舞い は異 な る。

  　Johni　thought 　that　Taroj　blamed　himself＊　iJ．

（19）　14BaHl囗oA ｝
，Ma ．1，　HTo 　Tapoi，　BMHHT 　ce6H ” j．

  　 ジ ョ ン i は 太 郎 j が 自分 j を責 め て い る と思 っ た。

　  の himself，   の ce6H は そ れ ぞ れ 引用 節 の 主語 で

あ る Taro ，　 Tapo を指 す こ とが で き るが ，主節主語 の

亅ohn お よ び L’IBaHは 指 す こ と が で き な い 。英語 や ロ

シ ア 語の 再帰代名詞 は そ れ を直接支配す る 述語表現 を

含む 最小節内に そ の 先行詞 を と らな けれ ば な らな い が，

こ れ は，再帰代名詞の 基 本的機能 が 動詞の 表 す 出来事

の 再帰性 を表 す こ と に あ る とい う こ と を示 して い る。

そ も そ も話 し手 が 出来事 の 再帰性 に 関心 を持 つ の は，

話 し手 が 他者 の 存在 を 意識 し，他者 と の 関係 に よ っ て

自己を規定する か ら で あろ う。そ うで あ る と すれ ば，

    に 見 られ る再帰化規則適用 の 制約 は ， 公 的 な 自己

を 表 す 固 有 の こ と ば （＝1，fi＞ が あ る と い う事実 に

よ っ て う ま く説 明 で き そ うで あ る。

　これ に対し ，

「

自分」 は引用節内の 主語で あ る太郎

だ けで な く，主 節 主 語 の ジ ョ ン を指 す こ と もで き る。
「
自分」 に と っ て は 意識 の 主体 を表 す 用法 が 本務 で あ

り，再帰的な用法 は そ こ か ら派生 した に すぎな い 。

従 っ て，再帰化規則 の 適用が 緩 や か な の で あろ う と考

え られ る。

　意 識 の 主 体 を表 す 「自分 」 か らは ， 再 帰 的 な用 法 で

は な くむ し ろ視点的 な 用法 （empathy ）が 生 まれ る。

  に お い て，「
自分」 が ジ ョ ン を指す解釈 で は，話 し

手 の 視点 は 明 ら か に ジ ョ ン に 近 づ い て い る。廣瀬 の 考

え に 従 え ば，話 し手 の 意識の 主体 は 自己 を切 り離 し て

他者側 に 置 く こ とが で き るが，さ らに 観察者 とし て，

自分 が観 察 して い る状 況 の 主 体 に 自分 の 客 体 的 自己 を

投影 す る こ とが で き る の だ と い う （廣瀬 1997 ： 56）。

従 っ て，状 況 の 主 体 を指 す の に
「自分 」 が 用 い られ る

と，そ の
「
自分 」 は話 し手が 状況 の 主 体 に 投影 した客

体的 自己 を表 す。そ の よ う に 投影 さ れ た 客体的自己 を

表す
「
自分」 は ， 話 し 手か ら見 れ ば他者 よ りに 位置 す

る が，他者 それ 自体 よ りは 話 し手 に 近 い とい う両面的

な性格 を持つ
。

一般 に ， 状 況 の 関与者 が 二 人 以 上 の 場

合， 補文構造 に お け る代名詞化 に は話 し手の 視点が 関

わ る こ と が 多 い 。そ の 際，視 点 的 解釈 は
「
自分 」 を 用

い る か
， 人 称代名詞 （相 当語 句 ） を 用 い るか に よ っ て

異なる。

  　マ ーシ ャ i は太 郎 が 自分 ノ彼 女 1 を責 め て い る と

　 吾 っ た。

　上 の 文 で，「
自分 」 が 選択 さ れ れ ば，話 し 手 は マ ー

シ ャ の 視点か ら出来事 を述 べ て い る こ と に な り，一
方，

「
彼女」 が 用い られ れ ば ， 話 し手自身の 視点 か ら出来

事 を述 べ て い る こ とに な る。マ
ーシ ャ の 視点か ら出来

事を述 べ る とい う こ と は， 話 し手が そ の 客体的自己 を

マ ーシ ャ に投影 して い る とい う こ とで あ る。

　観察者 と して の 話 し手 が 状況の 主体 に 視点を近づ け

る こ と を，他者側 に お か れ た 自己 の 投影 とい う行為 に

よ っ て 説明す る な らば ， 当然 ，
ロ シ ア 語 に も視点的操

作 が 存在 す る は ず で あ る。ce6 月 は 固有 の ，つ ま り唯

一
の 客体的自己 で あ り，話 し手 の 私的表現行為 に 結 び

つ い た こ と ばで あ るか らだ。実際 の と こ ろ
，

ロ シ ア語

で は 節 を越 えて の 再帰代名詞化 は 容認 さ れ な い が，埋

め 込 み 文 に お い て 日 本語 と 同 じ よ う な 視点的用法が 見

ら れ る e2×23＞。（視点 に 関 し て は ，村越 （1998） を 参照

の こ と。 ）

  MBaHl　 llpOc 目T　＞KeHy 　He 　 BMHMTb 　ce6 月 i／eroi ．

（23）　OHI　Bce 「皿a　6epeTcH　3a　Tpy 皿Hb【e 皿』H　ce6H 正3a五aqレ1；

　 0皿HaKO 　 3a 　c．IMIIIKOM 　Tpy 丑Hble ユ』 H 　 He 【
、
Oi．

　  に お い て，ce6 ” が 選択 さ れ れ ば イ ワ ン の 立 場 か

ら 出来事 を述 べ て い る こ とに な り， eFO が 選択 さ れ れ

ば話し手 が自分 の 視点で 出来事を述べ て い る こ と に な

る。ま た
，   で は

， 主 語 の 評 価 と 話 し手 の 評 価 が 対比

され て い る。こ の 文 は ，「
彼 は 自分 で は チ ャ レ ン ジ し

て い る つ もりで も傍 か ら見 れ ば背伸 び して い る。」 と

言 っ て い る の で あ る。英語 で は こ の よ うな視点的用 法

は 極度 に 制限 さ れ て い る （24）。

Q4） ＊
亅ohn 　 asked 　Mary 　not 　to　blame　himself．

　英 語 に は客体的自己 を表 す専 用 の こ とばが な い の で ，

他者へ の 自己 の 投影 は不 都合 な の で あろ う。す で に 述

べ た よ う に，−
self は 公 的表 現 行為 に 結 び つ き ， そ の

本来的機能 は 再帰的用 法 で あ り， 自己 に 対 す る働 きか

けで あ る。
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　以上，こ の節 で観察した こ と を ま と め る と，公的表

現 レベ ル は再帰的用法を， 私的表現 レ ベ ル は視点的用

法 を説明す る 。 伝達の 主体と して の 話し手 は ， 他者 に

対峙す る 存在 と して 捉 え られ ， そ の た め客体的自己 は

再帰的用 法 に結びつ く。

一
方 ， 意識の 主体と して の 話

し手 は，他者 に 働 きか け る の で は な く，出来事を受 け

と め 経験 す る感受者で ある の で
， 他者 と の 心理 的同調

が生 じや す い 。客体的自己 は 他者 と の 同
一

化 を表す手

段 と な りう る。これ まで の 議論で，話 し手 モ デ ル の
一

般 的 妥 当性 を示 す こ とが で きた と思 うの で．次節で は

そ の ま と め と し て
「
自分」，−

self，　 ce6H ，−
CH の 意味

を定義 す る。また，最後 の節 で はそ の 適用 の
一

例 と し

て，こ れ ま で あ ま り取 り上 げ られ て こ な か っ た
一
CA

の メ ト ニ ミ
ー

的用 法 に っ い て 述 べ て お き た い
。

2．5．「自分」，
−self，

　 ce6fl ，

−CA が表 す人 の 客体的

　　　側面

　人 に は 主体 （Subject＞ と 自己 （SelD の 二 っ の 側面

が あ るが ， 主 体 との 関わ り とい う点か ら見 る と ， 自己

は二 つ の タ イ プに 分け る こ とが で き る 。

　  主体と
一
体化し ， 主体に統率され る自己 。 通常主

体 は身体的 自己 の 中 に い て 自己 を統率 し て い る。人 の

主体 が 身体 の 中に 宿 っ て い る 限 りは，主体 と 自己の 分

離 は成立 しな い 。

　   主体 か ら切 り離 され た 自己 。 人の 主 体が そ の 自己

か ら離れ る と 自己 は他者 と同 じ側 に お か れ る 。 主体 と

自己 との 分 離 が 最 も起 こ りや す い の は人 の 意 識 作 用 を

表 す 出来事に お い て で ある。

　 こ れ ら の 特徴 に もと つ い て
「
自分 」，

−
self ，

　 ce6A ，

−
CH の 意味 を定義 した の が   で あ る 。

  　「自分 」，−
self，　 ee6fi ，−CA が 記述す る人 の 客

　体的側面

　 自分 ： 主体 か ら切 り離 され た 自己 （例 ： 自分 を見

　　　　つ め る ， 自分を知 る）。

　
−
self ：人 の 客体的側面全般

一
主体か ら切 り離され

　　　　た 自己 の み な らず ， 身 体 の 部 分 の よ う に 主

　　　　体 と一
体化 し ， 主体 に 統率 さ れ る 客体的側

　　　　面 を も 表 す （例 ：know 　 oneself ，　 wash

　　　　oneself ，　stretch 　oneself ＞。

　 ce6fi ： 主 体 か ら 切 り 離 さ れ た 自 己 （例 ：3HaTb

　　　　 ce6 ”，
　 BHHMTb 　ce6H ）

　 −CA ：主体と
一
体化 し， 主体に統率さ れ る 自己

　　　　（例 ：YMbTBaTbcH，　 rpeTbcH ）

「
自分」 は 意識 の 主体 に よっ て 切 り離 され た 自己 を

表す。−
self は 主体 に 働 きか けられ る対象 で あ り，身

体 の 部分 もそ の よ うな対象 と して 捉 え られ て い る 。

一

方，
ロ シ ア語で は 人 の 客体的側面 を表す の に ce6fi と

一CH の 二 つ の 形式が 用い られ る 。 そ の 用法 の 分布 を 見

る と ， ce6 兄 は
「

自分 」 と同じ客体的側面 を表 し ，

−
CH

は
一
self の 機能 の

一
部 を担 っ て い る。ま さ に，「

話 し手

モ デル 」 に お け る ス プ リ ッ トの 反映 と 言 え そ うで あ る。

身体的側面 は ， 対 自的 に 見れ ば 主体 か ら切 り離せ な い

け れ ど も，対他的 に は自己 と して認 知 で き る側面 で あ

る こ とが
一
CH に よ っ て 概念化 さ れ て い る の で あ る。

そ の 両面性 は，結局 の と こ ろ ，fi と ce6H が 異 な る 言

語表現行為 に 結びつ くとい うこ とか らき て い る の だ ろ

う。

2．　6．　メ トニ ミー

　ロ シ ア 語 の 話 し手 は ， 自分 が統率で き る 自己 とそ う

で な い 自己 を 区別 す るが ，さ らに 興 味深 い の は，自分

が統率で き る 領域 を拡張 しよ うとす る 現象が 見 られ る

こ とで あ る 。 こ の よ う な 自我 の 延 長 は メ ト ニ ミー
的拡

張と呼ぶ こ とが で き る 。

aの fi　yMblBa｝O　CBoe ”HllO，

e7＞　” yMblBafOCb．

　上 の 二 つ の 文 はい ずれ も 「
私 は顔 を洗 う」 と訳 す こ

とが で き る 。 ¢力はメ トニ ミー
的表現 で ， この 場 合 は全

体 （
−
CH す な わ ち ce6 ”） が 部 分 （CBoe 刪 uo ） を 表 す

関係 に な っ て い る。人間に は別 々 の 事象 の 間 に 関連性

を見 つ けて 統合化す る 強 い 欲求 が あ るが ， こ うい っ た

視点で 見 る と，e6）の 文で は ， 話 し手が 自分 の 顔 とい う

特 定 の 身 体 部分 に 注 意 を 向 け て い るの に 対 し，   の 話

し手 は ， それ が意識 に よ っ て統率され る自分 ， つ ま り

主体 と客体が
一

体化 した 存在 と して の 自分 に 関心が あ

る と言 え よ う。こ の よ う な メ トニ ミー的 表 現 は 英 語 に

も見 られ る （例 ：lwash 　 myself ．）。しか し，ロ シ ア 語

の特徴は， 7）に代表される身体的メ トニ ミーが，話し

手 と近 接 性 に よ っ て 関 連 づ け られ る 身 体 以 外 の もの へ

と拡張 して い くこ とに あ る 。 しか も ， 現代の ロ シ ア語

に お い て，話 し手 に よ る そ の よ うな処理 の 仕方 はか な

り生産的で あ る。衂 に 若干 の 例 を示 す♂

  　 メ トニ ミー
的拡張 の 例 ：

　 Bb［CKa3b ［BaTb 　 CBOe 　 MHeHHe 　
→

　　BblCKa3blBaTbCH

　 Hy6J 匸HKoBaTb 　cBo ｝o　cTaTbK ）　
→

　　Hy6 瀕 HKoBaTbcH

　 co6HpaTb 　cBeH 　BeLllM　　　　　　
→

　　co6HpaTbc 月

　 cTpoMTb 　 cBoH 丑oM 　　　　　　　
→

　　cTpoHTbc 月

一32一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Russian Scholars

NII-Electronic Library Service

Japanese 　 Assooiation 　 of 　 Russian 　 Soholars

H，英，ロ シア語 にお け る再帰的用法の対照分析

　TPaTHTb 五eHbrH ／BPeMH 　　　　→　　TpaTHTbc 臼

C〜9＞　OH　nocTpoH 』cH 　B　LエeHTpe 　ropona ，

（3 　臼 He 　xOHy
，
　 HTO6b 【Tb【TpaTH −lcH 即Ifi　MeHH ．

（31）　Mb 匸 Bce 　 eLμe　 cToHM 　Ha 瓜opoFe 　H　noqMHHeMcH ．

　 Q9）は 「彼 は 市 の 中心 部 に 自 分 の 家 を建 て た 」 とい う

意味 だ が
， 直訳 す れ ば

「
自分 自身 を建 て た 」 と な る 。

ま る で彼の 身体 が 彼 の新 しい 家の 大 き さ まで 拡張 して

し ま っ た か の よ う な 感 じ で あ る が，これ は 本来，
一

人

称 で あ る 話 し 手の 主 観的な処 理 の 仕 方 が 三 人 称 に 関連

づ け られた もの と考 え られ る 。 池 上 は この よ うな 話 し

手 の 処理 の 仕方 を主 観的把握 の 拡張 と呼 ん で い る。言

い 換 え れ ば ， 話 し手 の 概念 か ら，話 し 手 と 近接性 に

よ っ て 関連 す る もの とい う概念 へ の メ トニ ミ
ー
的過程

に 基 づ く拡張で あ る。「
例 えば ， 自分 の 身体 と い う概

念 が 自分の 身 に つ けて い る 衣服や 器具 を も含む 形で 拡

張 さ れ た り， 車 を運転 して い る とい う よ うな 折 ， 時 と

して ， 運 転 し て い る車 全 体の 大 き さ に まで 自分の 身体

が拡張 され た か の よ う に 感 じ る と い っ た 場合，あ る い

は．自分の 身内の 者を文字通り自分自身 と同等の もの

と し て扱 うと い っ た型 の拡張 と同 じで あ る 。 」 （池上

2000 ：285−288＞。
〜

池 上 の 考 え方 に 従 え ば，主 体 に 統

率 さ れ る 自己 が 拡張 さ れ る と い う こ とに な る の で ， そ

れ が 一
c月 に よ っ て 表 され た と し て も不 思議で は な い

。

しか も，この よ うな 主観的把握 の拡張が再帰代名詞 に

お い て 文 法 化 さ れ て い る とい うの は 興 味深 い 。

　 こ の 種 の メ トニ ミーは生 産 的 で あ る。上 の 例 は皆 す

で に社会的 に慣習化 され 語彙化 された こ とば で あ るが ，

こ の 他，話 し手 の パ フ ォ
ー

マ ン ス に よ っ て つ く りだ さ

れ る ケ
ー

ス もあ る 。

（32＞　．MHoro　Ha皿emA 　fl　 cBH3b ］BaH 〕 cBepoHo 舜．　M 日oro

　6y瓜y　pa60TaTb，　 qTo6b 【 3aKpe ”HTbcH 　B　KoMaH 皿e．

　為 に 属 し， 伝 達 的 で あ る の に対 し，ce6 月 は 私的表

　現行為 に 属 し，心的で あ る。こ の こ とか ら ，
ロ シ ア

　語 の 話 し手 は 他者 に 働 きか け る
一一

方 で，自己 の 内面

　へ の 指向性 を もっ て い る と想 定 さ れ る。

  　話 し手 の 自己 に 対す る関心 は ， そ の 主 体が 統率 で

　 き る領 域 と そ うで な い 領 域 を 区別 す る と い う形 で あ

　 らわ れ る。さ らに ，話 し手 と近接性 に よ っ て 関係 づ

　 け られ る対象 を 自己の ア イ デ ン テ ィ テ ィ の もとに 統

　合 し，そ の よ うに し て 統率 で き る 領域 を拡張 し よ う

　 とす る 傾向が あ る。

　 こ の よ うな特徴か ら浮 か び上 が る話 し手 の イ メ ージ

は どん な もの だ ろ うか 。 そ れ は ， 独立 し，個性を備 え

なが ら も， 内向的で ， 強 い 空間意識を持 っ た存在 で あ

ろ う。

　　　　　　　　　　（む らこ し　りつ こ ・上智大学）

　 注

　
一般 に ， 統語論 者 は

「私」 や 「僕 」 を 且人称 代名 詞 と し

　 て 扱 うが，意 味論者 は 話 し手 を 表す 名詞 表 現 と み な す。

　 話 し 手 や 聞 き 手 な ど人 を表 す こ と ば に つ い て は，鈴 木

　 q973） に詳し い 分析が ある。
ユ

廣瀬 に よ る と，直接 話法の 引 用部 は 公 的表 現で あ り，間

　 接話法 は 公的表現 を私 的表 現 に 転換 す るた め の 文法 的手

　 段 で あ る とい う。
，

池 上 （2000） は，〈モ ノ〉 と くト コ ロ 〉 を 人 間 の 最 も基 本

　 的 な認 知的選択 とみ な し，主 語優先 型 と話 題優 先型，有

　 界性 と 無界性，完 了 と未完了，動作者 と感受者 な どの 対

　 立 概念 は ，つ ま る と こ ろ くモ ノ 〉 と 〈ト コ ロ 〉 と い う捉

　 え方に結びつ け る こ とがで き る と述べ て い る。詳 し くは，

　 池上 （2000） の 第 二 部 （〈モ ノ 〉 と 〈トコ ロ 〉
一

そ の 対 立

　 と反転） を参 照 の こ と。
4

こ の タ イ プ の再 帰 動 詞 は，伝 統文法 で は間接再 帰代 名詞

　 と呼 ばれ て い る。
「

英語 で は，AMercedes 　rear −ended 　 me ．〈ベ ンツ が私 （の

　車） に 追突 した。〉 の よ うな ケ ース が こ れ に 相 当す る。

　サ ッ カ
ー
選手 に と っ て レ ギ ュ ラーポ ジ シ ョ ン は大 き

な関心 事 で あ る。砌 で は，そ れ を自分 の ア イデ ン テ ィ

テ ィ と み な す 話 し手 の 気持 ち が 3aKpe 冂HTbCH に お い て

概念化 さ れ て い る と見 る こ とが で き る。

3．まとめ

　人 を主体 と客 体的 自己 か ら な る存在 と み な す 視点 か

ら再 帰 的 用 法 を観察 した。ロ シ ア語 の 再帰的用法 に つ

い て 二 つ の特徴を挙げ る こ とが で き る。

  　客体的自己を表す ce6A は 主 体 を表 す fi とは 異 な

　る 言語表現 行為 に 結 び っ い て い る。ST は公 的 表現 行
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Ritsuko　MURAKOSHI

Contrastive　Analysis　of 　Reflexivization　in　Japanese ，
　English　and 　Russian

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ACognitive 　Approach

　 This　paper 　deals　with 　a　contrastlve 　analysis 　Qf 　reflexives
−
self ゴibun　and 　ce6g （一衂 ｝by　means 　of 　the　cognitive

approach ，

　　Adistinction 　be亡ween 　the　pubhc 　self　and 　the　private　self 　is　cruciaT 　to　 my 　analysis ．　Briefly，　the　public　self　is　the

subject 　of 　communicaUon ，　whereas 　the　private　self　is　the　subject 　ofconsciousness 　or　monologue ・Another　factor　thal

plays　the　central 　role 　in　the　study 　is　a　Clistinction　between　two　components 　Qf　a　person　　 the　Subject　and 　the　Se1£
The　Subject　is　tbe　locus　of 　consciousness ，　will 　andjudgment ．　The 　Self　is　that　part　of 　a　person　that　is　not 　picked　out

by　the　Subject　　　the　body，　social　roles ，　actions 　and 　so 　on ．　Thus　the　private　self　and 　the　public　self，　on　one 　hand，
the　Subj  t　and 　the　Se風 on 　the　other ，　are 　basic　concepts 　that 　are 　used 　here　to　account 　fbr　the　semantics 　ofreflexives ．

The　conclusion 　is：

  English　is　a　communication −oriented 　language．　Through　interaction　with 　other 　people　or 　objects ，　the　speaker 　of

English　learnsω control 　them 　and 　 himself．　 Self　control，　 especially 　body　co 飢 rol，　is　the　key　to　 understanding 　the

semantics 　 of −self ．

  亅apanese ，　by　contrast，　is　 a　monologue −oriented　language，　The 　speaker 　of 　Japanese　is　conceptualized 　 as　someone

who 　experiences 　the　state 　or 　event 　ra 出 er　than 　interacts　with 　the　world ．　Jibun　represents 　the　speaker
’
s　bunshin，　or

another 　self．

  Russian　is　complex ．　The　speaker 　of 　Russian　js　interested　in　exercis重ng 　control　ov ¢ r　other 　people，　but　at　the　same

time　he　is　introversive．　The　split　between π and 　ce6g 　explains 　some 　interesting　phenomena，　such　as　the　use 　of 　a

grammaticalized　enclitic　form−cπ ，　the　 speaker
’
s　empathy 　and 　development　of 　metonymical 　expressions ．

一34一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


