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　本書 は，［993 年 に 出版 さ れ た 同著者 に よ る
『
現代

ロ シ ア 語文法』 （以 下
『
文法』） の 続編 と し て 編 まれ た

もの で ，

『
文法 』 と1司 じ く

「
学習書」 で ある こ と を基

本方針 と し，各課 で 扱 う事項 に つ い て 例文 ，基 本事項，

説 明，参 考 ， そ して 練 習 問 題 ， とい う順 で 学 ぶ 構 成 に

な っ て い る。『文 法 』 の 方 は 初版 発 行 以 来 既 に 3 刷 を

重ね て い て，大学 そ の 他 の 教育施設 に お け る ロ シ ア語

学 習 者 の 長期的低迷 を考 え る と意 外 な感 が しな くも な

い が ，

『
文法』 の 読者 の相当数 は お そ ら く， あ る程度

ロ シ ア語 を勉強 した，あ る い は ロ シ ア語が関係 す る実

務 に 就 い て い る人 た ち で ，中 ・上 級 文法 に対 す る現 実

的な 必要 か ら手 に し た と想像 され る。そ の 場合本書 は

「
学習書 」 と して で は な く，文法参考書 と し て 活 用 さ

れ る こ と に な る が ，こ の 点 を 著者 が 念頭 に 置 い て い る

こ と は，『
文法』 の

「
利用法」 の 最後 に

「
本書 は ，文

法事項 をで き る だ け体系的
・
網羅的 に 述 べ て い るの で ，

参 照 文 法 の 役 を 兼ね る こ と が で き る。索引 を縦横 に 利

用すれ ば ，

『
文法辞典 』 と して 十分役 立 つ と思 わ れ る」

と明記 して ある こ とか ら も は っ き りと うか が え る 。

　本書 は 第 1部文 法，第 2 部表現法 か ら成 る。10課

か ら成 る第 1 部で は ， 名詞の 単複 お よび性 を扱 っ た 最

初 の 2課以 外 は格 と体 の 用 法 に 当て られ て い る 。 こ れ

は ， 初級 か ら中 ・上級に 進 む際 の 難 関 が
「
日本語 と異

な る シ ス テ ム を 持 つ 格 と前置詞 の 意 味
・用 法 」

お よ び

「
ア ス ペ ク ト （完 了体 ・不 完 了 体） と時制 の か ら み あ

い 」 で あ る とい う著者 の
「
長年 の 経験 か ら」 の 正当な

帰結に 基 づ い た も の で あ る。

　格 に 関 し て は ，

『
文法』 で 学習 し た 主格 ・生格 ・与

格 ・対格 ・造格 ・前置格 と い う伝統的な順序 で は なく，

対格 ・主格 ・造格 ・与格 ・生格 。前置格 の 順序で 出す

とい う新 しい 試み が な され た。こ れ は
「
学習理解 の 難

易度」 を基準 に 組 み 替 えられ た もの で ある が，と 同時

に，ヤ コ ブ ソ ン の 格体系 に 相似 し て い る こ と は 偶然 で

は な か ろ う。 た だ，一
般読者 と して は主格 か ら始 ま る

の が 自然 で あ る こ とは 確か で，ヤ コ ブ ソ ン に お い て も

そ の 点 は 同 じ で あ る。い ずれ に し て も格 を 扱 っ た 第 3

課 か ら第 8 課 まで は ，「
最初 か ら 最後 ま で 読 み 通 す 必

要 は な い
。 学習

・
研究の 過 程 で 遭 遇 す る格 の 意味 ・用

法 の 諸相の 確 認 の た め に 使 用 して 頂 けた らそ れ で 充分

で あ る」 と著者 も断 っ て い る よ う に ， 参照 文法 と し て

書 か れ た もの で ，個 々 の 格 の 用 法 が 丹 念 に 網 羅 さ れ，

関係事項へ の 参照指示 も 親切 で ある。本書 の 記述 の 優

れ て い る点 は ，当該文法事項 の 説明 の み を挙げ るの で

は な く，そ れ に 関連あ る い は 隣接 す る 表現へ と 展開 さ

せ て い る 点 に あ る。例 え ば，個 々 の 格 の 用法説明の 中

に 他 の 格 （お よび 他 の 言語手段〉を用い た 同義表現が

適宜盛 り込 ま れ ，ニ ュ ア ン ス ・文体 ・使用条件 な ど に

つ い て の 説明 もな さ れ て い る （例 え ば，Mb 【 pa60Ta．qM

HpQ 凵」．’lyK）　3MM ｝　／　11Po［LMo 臼　3回 Mo 月　Ha 　3aHoJLe ．；Mbl　1［M 目

’lecoM 　I　 IIo 』ecy ．；，10M 　oTua ／エ〕TuoB ⊂ KHM 」LoM ；sl　 eL［16

He　npoqHTa ．1　gToti　KHHFH ／gTy 　KHHry ．） た だ ， そ の 説 明

の 中に は ， 読 者に は通 じに くい で あ ろ う と思 わ れ る も

の，あ る い は ， 解釈 が 妥当か ど う か に つ い て 細 か い と

こ ろ で 意見 が 分 か れ る で あ ろ う もの が 散 見 さ れ る。し

か しそ れ は学 習 者 に とっ て の本書 の価値を い さ さか も

減ず る も の で は な く ， 読者 は ロ シ ア語 に お け る表現 手

段 の 多様性 に 対 す る 目 を養 う こ と が で き る。本書の も

う ひ とつ の特徴 は ， 日本人 の 語感 と は異 な る表 現 法 に

対 して 実用的な注意 を向け て い る点 で ある。例 え ば，
「
日本人 の 語感 で は 対格 が 期待 さ れ る の に 他 の 格 や 前

置 詞，副 詞 が 用 い ら れ る 動 詞 が あ る （3aHHMaTbCH

Py⊆9写瞑 ．照 ≒1鯲 1； 60”
’
rhcfi　f頭q騨 ； ｝111paTh 　 B　 T弖明 り9三

「UBOPMTb 冂o
−
pyCCKH ）」，「

（造格 の ）手段 の 意 は 方法 ・

原因な どの 意 と重 な る 。 訳 に 当 た っ て は 日本語 に な じ

む よ う心掛 け よ う 。 AHHa　Bo3MN ，TM ，fla 　MeH 只 　cBoHM

nUBenCHHeM ．『
私 は ア ン ナ の で か た に 怒 り を感 じ て い

る』 （ア ン ナ は そ の 行動 に よ っ て 私 を怒 らせ た ）」 な ど 。

　格 に 対 して 体 を扱 っ た の はわ ず か 2課 ， しか も直説

法 の み で ， 読者 と し て は命令形 お よび不 定形 の 体の 用

法 に つ い て よ り深 く知 る こ とが で きな い とい う残念な

結果 に終 わ っ た。命令形 の 体 に つ い て は 『文 法 』 で 1

頁，ま た不定形 に つ い て は格 の 用法 の 中 で
一

部触れ ら

れ て は い る も の の
，

『文法』 の ま え が き に あ る よ う に

「
会話 ・通訳 ・翻訳能力 の 準備 ま で」 を 目指 す とな れ

ば，や は り片手落 ち と言 わ ざる を得 ない で あ ろ う。ま

た ，直説法 も例文 お よ び練習問題共 に ほ と ん ど が 肯定

文 と い うの は，実用的見地 か ら も問題が 残 る。と こ ろ

で ，「
不完了体過去 の 基本的用法」 の 項 を 見る と，例

文 と し て 次の 2 つ が 挙 げ て あ る （ゴ シ ッ ク 部分，訳 ・

註 も そ の ま ま引用）。

　（1｝ OH　MO ．，【Ha 　HatLe ．，1　 11a。lbTO ，　 B3HM 凵」anKy 　H　yu」e．，1．

　彼 は 黙 っ て オ
ーバ ーを 着，帽子 を手 に し，出 て い っ

た 一 過 去 に お け る完結 され た （結果 に 至 っ た ） 具 体

的 出来事

　（2）　
− Bbt　 B3 兄 脳 　B　6H6．（HoTeKe 　（⊂且 oKT 〔〕p　冫KMBai’o ”
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BOpHca　nacTepHaKa ？

　 　 　 − B3H．叮．

　
「図 書館 か らパ ス テ ル ナーク の

『 ドク トル ・ジバ ゴ 』

を借 りた の は あな た で す か」

　「
私 で す 」　 結果 の 残存

　比 べ て あ る の は動 詞 B3田 で あ る が ，   に つ い て 本

書 で は ， 質問 は 「
（
……

借 りて ）， 本 は 今あ な た の と こ

ろ に あ る か」 とい う点 に 向け られ，そ の 答 も
「
借 りて

今 私 の 手 元 に あ る」 こ とが 含 意 され る，と さ れ，そ の

理 由 と して
「

完了 体過去 の 主 語 は過去 の 動作 の 結 果 の

保持者で あ るか ら」 との 説明が され て い る （129− 130

頁）。こ の こ と の 是 非 は こ こ で は さ て お くが ，読者 と

し て は，こ の 説明 と 例文訳 お よ び元 の ロ シ ア 語文 とが

微妙 にずれ て い る こ と に と ま ど い を覚 える，と 同時 に，

質問文の 疑問イ ン トネ
ー

シ ョ ン の 中心 を ど の 語 に 置 い

て 発音す れ ば よ い の か に つ い て 大 い に 迷うこ と だ け は

確 か で あ る。一
方，（1）の B3fi．1 に つ い て は，「

（手 に 取

り），帽 子 は 今彼 の 手許 に あ る 」 と い う意味 は な く，
「『
手 に 取 っ た 』 と い う完成 を 見た 出来事 を乾 い た 事実

の 記述 と して 行 うに 過 ぎ な い 」 とある 。 こ れ は こ れ で

そ れ な りに 明快 な 説 明 で あ る が，読者 に よっ て は ，

「も しか した ら彼 は そ の 後 ず っ と帽 子 を手 に した ま ま

歩い て い るか も しれ な い で は な い か」 と言 う人 もい な

い と は限 らな い
。 実際 そ の 通 りで ， 完了体で あ る以 上

語彙 的 に 可 能 な動 詞 はす べ て 文 法 的 意 味 と し て の
「結

果 の 残存」 を明示 す る 。 た だ ， 出掛 け に 帽子 を手 に 取

る とい う行為 は通常は それ を頭 に か ぶ るた め の 過渡的

動 作 に す ぎず，そ の ま ま手 に 持 ち続 け て い る こ と は 普

通 は な い 。一・
方 ，

こ の 叙述文 は よ り大 きな 叙述 の
一

部

で あ ろ うと想定 さ れ るが，そ こ で 述 べ られ て い る世界

に 外的 な
「
今 」 を直接持 ち 込 む こ と は 読者の 混乱 を 招

き か ね な い 。

　第 2 部
「
表現法 」 は 大まか に 言 っ て

「
同義語 ・同義

的表現」 お よ び 「
反転語 ・反義語」 を扱 っ た もの で あ

る。前者 に つ い て は ，「
言語 をマ ス タ

ー
す る と い う こ

とは，事柄 を時 に 応 じて 適切 に 表現す る能力 を獲得す

る こ と に 行 き着く。そ の た め に は
一

つ の 事柄 を，様 々

な語彙や 文法 の 形 を 用い て 多様 に 表現 す る力 を養 う必

要 が あ る 。 同
一

の 意 味を表現 す る さ まざ ま な手 段 を ，

よ り多 く獲得 す れ ば す る ほ ど，そ の 言語 を し っ か り習

得 した こ と に な る 」 と い う正 当 な理 念 に 基 づ い た もの

で あ るが ， 文 法的 な 同義表現 に つ い て は ， 上 で見 て き

た よ う に ， 第 1部 の格 を扱 っ た課 で す で に論 じ て あ る

の で ，第 2 部 で は 語彙 す な わ ち 同義語 の 記述 に 多 くの

紙面 が 充 て られ た 。 特 に 第 1課 は ロ シ ア で 刊 行 さ れ た

同義 語 記 述 辞 典 の オ リジ ナル 原 稿 の
一

部 を和 訳 した も

の で
，

こ れ に よ っ て 読者 と し て は 同 義語 を意識的 に 把

握 す る 目を持 つ こ との大事 さ を知 る こ とが で き る。た

だ，学習者 に と っ て 必要な の は，頻度 の 高 い 語彙 を 中

心 に 簡潔性 と 実用性 に 富 ん だ 同義語 ハ ン ドブ ッ ク で

あっ て，そ の意味で ，原因を表す前置詞 お よ び接続詞

を扱 っ た 課 は きわ め て 有益で ある。な お，同義関係 に

あ る 動詞接頭辞 に つ い て
一

節設 け て あ る が，文法参考

書 と し て は，動詞接頭辞 の み に 留 ま らず，語形成全体

を 略語 ・合成語 な ど を も含 め て 体系的か つ 有機的 に 示

す と い う こ と もあ っ て よか っ た の で は な い か 。

　第 2 部 の も う一つ の 目玉 で あ る 「反 転語
・反義語 」

で あ るが，反 義語は と もか く， 反 転語 とい うの は お そ

ら く大 多数 の 読 者 に とっ て 初 め て 目 に す るテーマ で あ

ろ う 。 本 書 で 扱 っ て い る 反 転 は ， 例 え ば AHHa

npo 皿a，na　Ma 田 回Hy　I／IBaHy　3a　100，000　Py6JleH．→ L・IBaH

Kyn 剛 Ma 田 HHy 　y　AFIHb［3a　100，000　py6men．な どの よ う

に ， 基 本的 に 主 客関係の 軸に 沿 っ た もの で あ る が ， 反

転表 現 と して 学 習 す る に は内容 ・日本語訳 か ら見 て も

や や 無理 が あ る と思 わ れ る もの も少 な く は な い 。例 え

ば， 从bl　 McTpaTMJH 　Bce 　neHbFH ．→ yHac 　 Bb［田MM　 Bce

tLeHbFM．「
私達 は 金 を全部使 い 果 た し た 」

→ 「
金 は

一

銭 も私達 の 手許 に 残 ら な か っ た 」 の 場合，前者 は お 金

を使 っ た の は 私達で あ るの に 対 して ，後者 の 場合 は 必

ずしも私達 と は 限 らな い 。なお ，反転表現 と して の

「
能動態 と 受動態」 を扱 っ た

一
節 に 関連 し て ，中 ・上

級者向 け に
一

CH 動詞 に つ い て せ め て 1課 は 設 け て 欲

しか っ た。

　 い ずれ に し て も，反転表現 と い うの は い わ ば言 い 換

え で あ っ て，文 レ ベ ル と語結合 レ ベ ル の ち が い こ そ あ

れ ， 第 1部 の 格 の 用法 で 扱 っ た 同義表現 と本質的 に 同

じ性格の もの で ，本書を 貫 く精神は ， 言語 に お け る範

列関係 に そ の 前提 を置 い て い る 。 しか しな が ら範列関

係 と同時 に 連辞関係 ， 言い 換 え れ ば 統語論も視野 に 置

く必 要が あ ろ う 。 とい うの も ， 口 頭 で ロ シ ア語を使う

場合 を除 け ば ， 手紙 を書 く， あ る い は ， ま と ま っ た 文

章を読んで情報を取る ， な ど の作業が 現 実 に ロ シ ア語

を使 う場合 の 大 き な部分 で ある か らで あ る。本書 の 著

者 に は そ の 続編 と し て 中 ・上 級者向 け に
， 句読 点 の 使

い 方か ら文章構成 に至 る まで の体系的 な シ ン タ ク ス の

参考書の 上 梓 を 期待 す る の は ひ と り書評子 の み な らず，

ロ シ ア 語 実 務 に 関 係 す る少 なか らぬ 人 た ち の 潜 在 的 な

要望 で も あ る。

　　　　　　　　（よね し げ　 ふ み き，外務省研修所〉
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