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フランス語を知る、ことばを考える 
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Breton, 2003, p.73


Langue officielle nationale  

Unique 

 
en concurrence 

 

Langue officielle régionale 

 

Europe 
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Océan indien 

 
 
  

 




Océanie 

 

   


 




 Tomassone (dir.), 2001, p. 145. 

D.O.M  Département d'outremer ( ) 

T.O.M.  Territoires d'outre-mer ( ) 
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て，英語やフランス語のような SVO が最も自然な語順だとは言えない． 
語彙についてみると，フランス語は英語や日本語に比べてその数が少ない．そのため一つ

のことを数語の組み合わせで表すことがよくある．例えば salle à manger（食堂←食べるため

の部屋．英語 dining (room)），sac à main（ハンドバッグ←手に持つかばん．英語

handbag）など．この傾向を挙げてフランス語は分析的な言語だという人もあるが，一方で１語

がいくつかの意味を持ついわゆる多義語も多い．これは明晰とは言いにくい． 
それどころか，フランス語においては事柄をあいまいにぼかそうとする表現の例は枚挙に暇

がなく（石野 1997），実はフランス人はあいまいな表現が好きなのではないかと思うほどである．

たとえば un peu｢ちょっと，少し｣のような微妙な数量や程度の表現はよく使われる． 
 

(28) J’aime un peu. （ちょっと好き） 
 
(28)で，un peu（ちょっと）は必ずしも少量を表すとは限らず，全体の語調の緩和にも役立っ

ている．この「少量（の）」を表す un peu (de)には，同様の意味を持つヴァリエーションがいくつ

も存在する． 
 

  (faire) un bout de promenade  ちょっと散歩（をする） 
  (faire) un brin de causette   ちょっとおしゃべり（をする） 
  un doigt de vin    ごく少量の（←指ほどの）ワイン 
  une pincée de sel    一つまみの塩 
  une poignée d'opposants   ひと握りの反対者 
  un quarteron de partisans   ひと握りのゲリラ 
  un rien d'admiration   いくらかの賞賛の気持ち 
  un soupçon de lait    ほんのわずかのミルク 
  une touche d'intelligence   いくらかの知性 
  un zeste de bêtise    いくらかの愚かさ 

－石野(1998)，p.9 
 
あいまい表現としては，20 世紀に入って多様されるようになった主語代名詞に on がある．こ

れは状況に応じて漠然と主語を表す． 
 
  (29) On a bien mangé. （私〔私たち，あなた（がた），みんな〕は食事を堪能した．） 
 
(29)では，on の示す主体はいくつかの解釈が可能である．とりたてて言及する必要のない

主語を表すときに用いるもので，主語を明示したくないが省略できないという制約を満たすた

めだけに用いられるとも言える，変わった代名詞である． 
 

また彼らはしばしば返事として「ウィ・エ・ノン」（「はい」でもあり「いいえ」でもある）と答える． 

 

(30) Oui et non. 
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