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異文化コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ンの様々 な側面

一 言語以外の要素につ い て一

Various　Aspects　of 　Crosscultural　Communication；
　Collcerning　Elements　Other　Than 　Language

佐 久間　　重

Atsushi　SAKUMA

　異文化 コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン に於い て は 言語が非常に重要な役割を果 たすが，そ の こ とを強調す る

と言語以外 の 要素が 隅 に 追い や られ て し ま うこ とが あ る ，そ の ため に ，言語 面 で の 意思 の 疎 通 は 出

来て い て も， コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン が全体と して 不成功に 終 わ る こ とが ある，そ こ で ，本論 で は，言

語以外に，異文化 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン で 必要な要素 として，（i）メ ッ セ
ージ の 速度，（il）コ ン テ ク

ス ト，（皿 ）空間，（bv）時間，（V ）情報 の 流れ，（vD 行動連鎖，（vi ）イ ン タ
ー

フ ェ
ース な どを取 り上げ

る こ とに した．こ れ らの 概念は，文化人類学者 で あ る，エ ドワ
ー

ド・ホ
ー

ル 及び彼 の 妻 の ミル ドゥ

レ ッ ド ・ホ ー
ル が 提 示 し て い る も の で，本 論 の 説 明 は 彼 ら の もの に 依 拠 し て い る．

　世界 の 文化 は，ロ
ー ・コ ン テ ク ス トとハ イ ・コ ン テ クス トの 文化 に大別 で きる．人間関係や情報

を 区 分化 して い る の が ロ
ー ・コ ン テ ク ス トの 文 化 で，ゲ ル マ ン 系 （ア ン グ ロ ・サ ク ソ ン 系 を 含む ）

や北欧系 の 文化 が それ に当たる．他方，日常から人間関係 を幅広 く し ， 情報を多く持 っ て い る の が

ハ イ ・コ ン テ ク ス トの 文化で ，ラテ ン 系や日本の 文化がそ の 代表で あ る，こ の よ うな 二 つ の 文化 の

間 で コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン がな される場合には ， それぞれ の 文化 の 特徴を理解し， それ に 適応 した メ

ッ セ ージの や り取り を しなければならない ．ま た ，時間の 捉え方で も世界の 文化を単時系 と複時系

に 大別 で き る．概ね単時系の 文化は ロ
ー・コ ン テ ク ス トの 文化 に対応 し ， 複時系の 文化 は ハ イ ・コ

ン テ ク ス
』
トの 文化 に対応す る．本論 で は，こ うし た 文化 的な特性 を理解す るこ とが異文化 コ ミュ ニ

ケ
ー

シ ョ ン を 円滑に進め る こ とが出来 る と言 う視点 に 立ち，文化 を特徴付ける主要な概念を説明 し，

異文化 を結び つ ける こ と〔interfacing）の 重要性につ い て 論 じた．

ce・一一ワ ー
ド ：異文化 コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン ，エ ドワ

ー
ド ・ホール ，コ ン テ ク ス ト

　　　　　　Crosscultural　Communication，　Edward 　Hall，　Centext

は じめ に

　通信技術の 進歩 に よ り外国 の 事柄が益 々 身近なもの

に なっ て，国際的な知識を身に っ ける機会が 増え て 来

て い る ．国際的な知識 の 増大 が国際社会 の 相互理解に

結 び つ けば，国際的な親密 さの 実現 が 容易なもの の よ

うに 考え られ るの で あるが，2001年 9月 11 日の 同時多

発 テ ロ 事件で 明 らか な よ うに，憎 しみ は 依然として 国

際社会 に蔓延 して い る．憎 しみ の 発現 の 手 段 と して 通

信技術 の 進歩 が 利用 され て い る と こ ろ もある，

　こ う した状況を見 ると，国際的な情報 の 増大が必ず

しも国際社会 の 単位 で ある人 の 理解を もた らす とは言

えな い こ とが解る．人間相互 の 理解 に は コ ミ ュ ニ ケ
ー
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シ ョ ン の 実現 が 不可欠 で あ る こ とを考 えれば，今 日の

世界 が 様 々 な問題を抱 えて い る要 因 の 丁
つ と して 国際

的な コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン ，言 い 換 えれ ば異文化 コ ミ ュ

ニ ケ
ー

シ ョ ン の 欠如を挙げ る こ とが出来 る．で は ，異

文化 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を円滑 に行 うために は どの 様

な こ とが 必 要 な の で あ ろ うか．異文化 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ

ョ ン を論ず る 場合 に は，外国語 の 習得に つ い て の 議論

が不可欠 で あるが，本論で は こ の こ とに は触れ ない こ

ととし，それ以外の様々 な重要な概念を扱 うこ ととす

る．異文化 コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 分野 で 大きな業績を

残 して い るの が エ ドワード ・ホ
ー

ル 及 び 彼 の 妻の ミル

ド ゥ レ ッ ド ・ホ
ー

ル で ある．注 ω

本論で は ，彼 らが 重視

する概念 を取 り上げ，論ずる こ ととす る．

｛1） 異文化 コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ンの 意義

　 コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン は，一般的に は 「伝達」 とか 「意

思疎通 亅 と して 捉 え られて い る が，解 り易く言 え ば メ

ッ セージ の 送信と返信 の 成立を意味す る．メ ッ セ
ージ

が 伝 え られ る だけ で は，コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン が成立 し

た とは言 えず，伝え られた メ ッ セージを相手が理解 し

て ，そ れ に 何 らか の フ ィ
ー ドバ ッ ク を行 っ た時 に コ ミ

ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン が成立 す る の で あ る．コ ミ ュ ニ ケーシ

ョ ン の 手段 と して は，まず言語があ る，言語によ っ て ，

家族や友人 同 士 の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン は 勿論 の こ と，

ビ ジ ネ ス や政治が動か され て い る．言語には書き言葉，

話 し言葉，手 話な どが含ま れ る．言語 の 他 に は，物質

や行動が コ ミュ ニ ケ
ーシ ョ ン の 手段 に な る．高級車や

ブ ラ ン ドも の の バ ソ グが持ち主の メ ッ セ ージを象徴 し，

それ らを見る側 もその 意味を理解する．そ の 他 の 手段

と して ，人間の 行動そ の もの が あ る．求愛を し よ うと

する相手 に は ， 出来るだけ接近 し よ うとする し，そ の

距離に よ っ て相手 方 も求愛を察知す る．

　 同 じ文化の 下で は ， 通常，こ う した 手 段 が暗黙 の 了

解 の 下 で 行使 され て，コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン が図 られ る．

こ の 暗黙の 了解に基づ く行動 ， 言 い 換えれ ば無自覚の

行動 は，文化 を共有する人達が持 つ 共通 の 経験 の 中で

生 ま れ た もの で，日常生活 の 基礎 に な っ て い て ，非常

に 実用的な もの で ある，しか し，文化を異に す る 人間

が 加わ っ た 状 況 に お い て は，暗黙 の 了 解は全 く意味 を

持たな くな り， 自覚を持 っ た 行動が 必要 に な る．多 く

の 場合，無 自覚の 行動をそ の まま実行 して しま う、た め

に ，異文化 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン が 不成立 に終わ っ て し

ま うの で あ る．異文化 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を成功さ せ

る ために は ，ま ず相 手 の 文 化 を 学 ぶ 必 要があ り，それ

と同 時 に ， 無自覚的 に行っ て い る 日常 の 行動 へ の 照査

が 重要 に な る．こ こ に異文化 コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン の 意

義があ る．

  　異文化 コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン分析 の ため の 諸概念

　異 文化 コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を行お うとする際 ， メ ッ

セ ージ の 送信 は 比較的容易 で あ る．日常 の 無 自覚 の 行

動 で もメ ッ セ ージ の 送信は 可 能だか らである．しか し，

こ れ で は適切な 返 信 を得 る こ とが 出来ず，異文化 コ ミ

ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン が 不成立 に終わ っ て し ま う．異 文 化 コ

ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を円滑 に 行 うた めに ，ホー
ル 夫妻 は

次の よ うな諸概 念 の 理解を指摘 し て い る．（D メ ッ セ

ージ の 速度，（it）コ ン テ ク ス ト，（血）空間，（レ ）時間，

（V ）情報 の 流れ ， （vi ）行動連鎖，（霜 ）イ ン タ
ー

フ ェ
ー

ス

などで ある，以下，ホ ー
ル 夫妻 の 諸概念を使 っ て，異

文化 コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン の 様 々 な問題 を扱 っ て い くこ

とに す る．

（i）メ ッ セ
ージ の 速度

　メ ッ セージ の 速度 とは，送信 され た メ ッ セ
ー

ジが理

解され る まで の 時間 の こ とで あ る．こ の 時間 の 長 短 に

よ っ て ，遅い メ ッ セ
ー

ジと速 い メ ッ セ ージに 分け る こ

と が出来 る．遅 い メ ッ セ ージに 合わされて い る人 に，

遅い メ ッセ
ー

ジを送 ると，それは 理 解し て もらえない ．

メ ソ セ
ージ の 速度 に違い が ある こ とは，ほ とん どの 人

は自覚して お らず，異文化 とい う環境に お い て も無 自

覚で メ ッ セ
ージ の 送信 が行わ れ て し ま うの で ある．よ

っ て ，メ ッ セージの 速度への 理解が異文化 コ ミ ュ ニ ケ

ーシ ョ ン で は 必要 に な る．こ こ で，遅 い メ ッ セ ージ と

速 い メ ッ セージ の 例を挙げ る こ とにす る．

　本や芸術作品 か ら作者 の メ ッ セ
ー

ジを取 り出そ うと

す る時 には時間 が か か る．人 々 は，未 だ に シ ェ
ーク ス

ピ ア や レ ン ブ ラ ン トの 作 品の 意味を解釈 し て い る．他

方，新聞の 見出 しや漫画 か ら は 簡単 に メ ッ セ ージ を 引

き出す こ とが 出来 る．同 じマ ス コ ミで も，新聞よ り は

テ レ ビ の 方が メ ッ セージ を 素 早 く理 解す る こ とが 出来

る ．こ の 点で ，文化 そ の もの を考 えて みる と，文化 は

非常に遅い メ ッ セ
ージ で あ る，と言 え る．また，人間

自体 も，そ の 人を理解 し よ うとす る時には時間が か か

り，遅い メ ッ セ ージ に 入る．

　人間を理解する速度とい う点で 世界の 文化 を考え て

み る と，ア メ リカ 人 は，誰 とで も親し く し よ うとす る

傾向があ る．ヨ ー
ロ ッ パ 人 の 多くは ，

こ うし た ア メ リ

カ 人 の や り方 で は 信頼 に 基づ く人間関係 は 形成 で きな
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異 文化 コ ミ ＝ ＝ ケ
ーシ ョ ン の 様 々 な側 面

一
言 語 以外 の 要素 に つ い て

一

い の で は と不満 に 思 うこ とが あ る．注12）
ヨ ー

ロ ．
ッ パ ，

特 に フ ラン ス で は，時間を か けて 深 い 人間関係を形成

し，それ に よ っ て個人 が 評価 され る の で ある．こ の 点

で は，日本 は フ ラン ス に近 い もの があ る の で は な い だ

ろ うか ，

（ii）コ ン テ ク ス ト（Context）

　 コ ン テ ク ス トは ，

一
般 には 「文脈 」 と して そ の 意味

が捉 え られ て い るが ，ホー
ル 夫妻の 定義に よる と 「あ

る事柄 を取 り巻く情報の 量 」 の こ とで あ る．あ る 事柄

と コ ン テ ク ス トは，一
つ の 意味を生み出すた め に結び

付 い て い て ，コ ン テ ク ス トの 比 率 は 文化 に よっ て 異な

る．ハ イ ・
コ ン テ クス ト（High　Context）とは ，あ る事

柄に既に 与え られ て い る情報 の 量 が 多い 状況を指 し，

ロ
ー ・コ ン テ ク ス ト（LQw 　Context）とは，事柄 の 情報

の 量が少ない こ とで ある．双子同士が コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ

ョ ン を行 う場合に は，前 もっ て 持 っ て い る情報が多 い

が，法廷 で 原 告の 弁護士 と被告の 弁護士が コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン を行お うとする と，

一
字
一

句 正 確 に 表現 し な

けれ ばな らず，情報 の 量は多くな る．前者は ハ イ ・コ

ン テクス トの 例であ り，後者は ロ ー ・コ ン テ ク ス トの

例に な る．

　 コ ン テ ク ス トとい う尺 度 を 作れ ば，それ に よ っ て 世

界の 文化を計 る こ とが 出来 る．ハ イ ・コ ン テ ク ス トの

文化 の 中で コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を行 う場合に は ，コ ミ

ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 当事者は既 に 多くの 情報を持 っ て い

る．ロ
ー・コ ン テ ク ス トの 文化の 場合には，そ の 逆の

状況で ，コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を行お うとする 度 ご とに

多 くの 情報を相手 に 与えなければな らない ．よ っ て ，

ハ イ
・コ ン テ ク ス ト文化の 人 と ロ ー ・コ ン テ ク ス ト文

化 の 人 との コ ミュ ニ ケ
ーシ ョ ン に は様 々 な問題 が 出 て

くる．一
般的 に ラ テ ン 系 の 南欧 の 人達，ア ラ ブ人 ，日

本人を始めとするア ジア の 人達は，家族や友人や顧 客

の 間 に 広 範 な情報 の ネ ッ トワ
ー

ク を持 っ て い る と言わ

れ ，ハ イ ・コ ン テ ク ス トの 文化 に分類 で き る．彼 らの

コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン に は背景に わた る 情報 を必要 と し

な い ，他方，ゲル マ ン 系の 人達，イギ リス 人，ア メ リ

カ 人な どは ，人間関係や仕事 を区分化 して お り，ロ
ー ・

コ ン テ ク ス トの 中に 入 る，彼 らの 交流には詳細な情報

が 必 要 とな る．同 じ文化 の 下で も，コ ン テ ク ス トの 度

合い が 異な る人 が い る が，そ の 違 い は 文化 に よ っ て 包

括 され るの で ，文 化が持つ コ ン テ クス トの 度合 い を知

る 必要 が あ る．

　 コ ン テ ク ス トの 度合 い の 変更は，ある メ ッ セ ージ を

発 す る こ とに な り，一
つ の コ ミュ ニ ケ ーシ ョ ン を作 り

出す，コ ン テ ク ス トの 度合 い の 上 方修 正 は ，人間関係

の 良好 さを示 し，逆に 下方修正 は，人間関係 の 悪化を

意味す る．例 え ば，ア メ リカ の 会社 で ，上 司 が部下を

フ ァ
ー

ス ト
・
ネ
ーム で の 呼 び方 （ハ イ ・コ ン テ ク ス ト）

か ら名字 で の 呼 び 方 （ロ
ー ・

コ ン テ クス ト） に変えた

時は ，上司が部下に対 して 何 らか の 不満を持 っ て い る

時 で ある．元来，ア ン グ ロ ・サ ク ソ ン 系 の 国 で フ ァ
ー

ス ト
・ネーム で 呼ぶ合 うの は ，

ハ イ ・コ ン テ クス トを

作 り出そ うとす る人為的な試み で あ っ た の で あ り，フ

ラ ン ス 人などは 反感を持つ こ とがあ る．

　 ロ ー・コ ン テク ス トの 文化 の 大きな特徴は，人 間関

係 を含めた，広範 な情報 の ネ ッ トワーク を欠 い て い る

点で あ る．ア メ リカ人は，物事を決めた り，実行 しよ

うとする 時 に は ， 背景 に わ た る情報 を必 要 と し，議題

をた て て綿密な議論を行 う，それに反 して ，ハ イ
・

コ

ン テ ク ス トの 日本 で は 議論 され る こ と は 予 め 知 っ て い

て，議論は合意事項の確認 の 機会 に な る場合 が多い ，

日本 で の 国際会議 に ロ
ー ・コ ン テ ク ス トの 国か ら参加

者を募 る場合に，こ の違い が大きな問題 にな る．日本

で は ，会議 に どれ だけ著名 な入 が参加する か に よ っ て

その 会議 の 重要性 が判断され る が
，

ア メ リカ で は会議

の 議題が評価 の 基準 となる．著名な人が参加す る 会議

で あれば，日本人 は 決ま っ て い た 別 の 会議 を キ ャ ン セ

ル して で も参加す るの で，案内の 発送が間近 に迫 っ て

い て も問 題 で は な い が，ア メ リカ 人 に は こ れ が当 て は

ま らな い ，ア メ リカ人に と っ て は ， 会議の 案内に示さ

れ た 議題 と開催 の 日時が重要 に なる．

　 ハ イ・コ ン テクス トと ロ ー・コ ン テ ク ス トの 違い は ，

組織の 情報の 流れ方 に も現れ る．ア メ リカ の 組織の首

脳 に 入 っ て くる情報は，限 られ た 人達か らの もの で あ

る．その た め，ア メ リカ の 重役や 大統領 に と っ て は，

彼 らを取り巻く少数の 人達 ， 例 え ば 大 統領補佐官 など

が重要な働 きをす る こ と に な る．他方，ハ イ ・コ ン テ

ク ス トの 日本やフ ラ ン ス で は ， 組織 の トッ プ に 立 っ 人

達は，日々 多くの 部下 か ら情報を得 ようと試み る．it・i3）

　 ハ イ ・コ ン テ ク ス トの 人 と ロ
ー ・コ ン テ ク ス トの 人

と の 交流 で は，両者に とっ て適切な コ ン テ ク ス トの 度

合い を見 つ ける こ とが 重要 に な る．ハ イ ・コ ン テ クス

トの 人 は ，
ロ
ー ・コ ン テ ク ス トの 人 が情報を与えよう

とすれ ば す る程，苛立た し く感 じ る こ とが あ り，逆に，

U − ・コ ン テ ク ス トの 人は，ハ イ ・
コ ン テ ク ス トの 人

が十分な情報を与 え な い 時 に は戸惑 っ て しま う．情報

を与え られ 過ぎ る と，多く の 人 は 見 下 され た と感 じて
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しま い ，逆 に ，情報を与 えられな い と，無視され て い

る と感じて しま う．同 じ文化 の 下 で は ，
コ ン テ ク ス ト

の 調整は無 自覚的に行 わ れ るが，文化 が異な る場合に

は 十分な注意が 必要 に な る．

（iiD空 間 （Space）

　すべ て の 生物 は，目に見える物理的境界，っ ま り皮

膚を持 っ て い て ，自分 を他 の も の と区 別 して い る．こ

の 目に 見 え る境界の 外側 に幾重 の 目 に 見ない 境界があ

っ て ，それ に よ り自分 に所属する範囲を意識する．一

番狭い 範囲が 「個人 の 空間」 で あ り，広 い 範囲が 「領

域 」 と し て 意識 される，多くの 動物 は 自分の 領域を主

張 し，それ を守ろ うとするが ，人間は そ の 傾向が 特に

顕著 で ，文化 が 強 く影響 して い る．ドイ ツ 人や ア メ リ

カ 人は ，「自分の もの 」とい う意識を強く持っ ．例えば，

車に関 して ，それ が 他人に触れ られ た りす る と，自分

の 体そ の も の が 触 れ られ た と感じ る．日本 入 の 中に も，

そ うした意識を持 つ 人 が い るが，ドイ ツ 人や ア メ リカ

人程 で は な い ．空間 は，そ の 人 の 権力 の 大き さを伝 え

る こ とがある．会社 の トッ プ の 人は，ビル の 最上階に

自分の 部屋を持 っ 場合が多い ．

　各 々 の 人間は，外側 に目に見えない 自分 の 空間を持

っ て い て，これ は 近 くに い る人間 との 関係，自分 の 精

神状態，文 化的背景 な ど に よ り，広 が っ た り，狭 ま っ

た りす る．誰かが こ の 空間 の 内側に入ろ うとす ると，

そ れ を 阻止 し よ うとす る意識 が働 く．雑踏に巻き込 ま

れ て こ の 空間が狭 くされ ると ， 人は不快にな っ た り，

攻撃的に なっ た りする．個人 の 空間の 文化的違い を見

る と， 北欧やゲル マ ン 系の 人達 は ， 個人 の 空間を広 く

と り，逆に，ラテ ン 系 の 人達は こ れ を狭くする．ラテ

ン 系の 人達が通常の 会話 の 距離 と して 接して い て も，

ゲル マ ン 系 の 人 には余 りに も近づきすぎて い ると感 じ

られ て し ま う。

　空間は，視覚 ばか りで な く，他 の 感覚 で も知覚 され

る．聴覚空間，触覚空間，運動感覚空 間，臭覚空間な

どが あ り，これ らの 空間 の 形成に文化が強 く影響す る．

人 は あ るもの に 集中 し た い 時は，雑音を 遮断 し よ う と

す る が ， こ の傾向は ， ア メ リカ人や ドイ ツ 人 の間に 強

く出る．騒音を制限する法律が 早 くか ら作 られたの も，

こ うし た国々 で あ っ た。他方，ハ イ ・コ ン テ ク ス トの

ラ テ ン 系の 国 々 で は聴覚上 の 障壁 を設けよ うとせ ず，

イ タ リア の 都市で は ス クーターや乗用車 の 騒音が 日常

茶飯事 に な っ て い る，

　空間 の 変化 は
，

一
っ の メ ッ セ ージ を伝え る こ とが 出

来，コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン に変化を与え，時 に は話 し て

い る言葉 の 意味を覆 して しま う．人 と人 と の 会話 に お

い て，そ の間の 距離の 変化は，コ ミ 4 ニ ケ
ー

シ ョ ン に

とっ て 重要な働 きをす る．例 え ば ，見 知 ら ぬ 人 が，通

常の会話の距離よ りも近づ い て 来る と，不快に感 じた

り，脅威 を感 じ て ，後ず さりす る人 が い る．こ こ で 言

う通常の 会話 の 距離も，文化 に よ っ て影響され て い る，

人 は，自分の 文化 の 中 で，様 々 な空間上 の 意味を会得

し，こ の 意味と結び付 い た行動 が ，無意識 の 反応 とな

る，よ っ て，空間上 の 意味が文化に よ っ て 決定 され て

い る こ とを忘れる と，異文化 で の 空間上 の 意味を誤解

する恐れが出て く る．外国人が馴れ馴れ し く見えた り，

余所余所 し く見えた りする 時 に は
， そ の 人 の 個人的な

距離が違 っ て い る だ け の こ ともあ る．

　空間 とい う点で は ，ア メ リカ人は ， 近接性に特別な

意識が あ り，隣人 に 対 して ，特別な責任 と義務を求 め

る．隣 人 は，親 しみ やす く接 し，自分 の 庭 の 芝を整え

て綺麗 に す るの が 当然なもの と感 じ る．これ を知 らず

に，ア ジア 人が隣人 と して 移 り住んで ，自分 の 庭だ か

らと荒れたままに して お くと，非難の 目で 見 られ て し

ま うこ とがある．これ は，ア ジ ア 人に対す る人種的な

偏見 と言 うよ りも，文化 に よ っ て形成され た 空間上 の

意味 の 違 い か ら来 て い る．日本人，フ ラ ン ス 人， ドイ

ツ 人 な ど は，家が 接 し て い て も 必 ず し も 近 所付 き 合 い

をす べ きだとは思わな い 傾向がある．

（iv）時間

　生物は ，日夜や潮の 干満などの 自然 の サイ クル に 応

じ て 進化 して 来た，人 間も自然 の サイ クル から影響を

受けて 多様な体内時計を発展 させ て い て，こ の 生物学

的な時計が，人間の 生理的な機能 の ほ とん どを規定 し

て い る．人間 の 時間 に つ い て の 概念は ，自然の リズ ム

を基礎と して 発展 し，それ に 文化的な要素が加 わ っ て

人為的な時間 の 体系 も形成 された．こ の 人為的な時問

の 体系 が ，コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン を 図 る 上 で問題 とな る

こ とがある．

　人為的 な 時間の 体系 に は，ホ ー
ル 夫妻の 用語 を使 っ

て 大別す る と ， 単時系的（Monochronic）時間と複時系

的（Polychronic）時間 が あ る．単時系的時間 とは，一度

に
一

っ の こ との み に注意を払 っ て そ れ を実行する こ と

を意味 し，複時系的時間 とは，一度に 沢山 の こ とに 関

わ る こ と を意味する．

　単時系的な時間に支配 され る文化 で は，時間は直線

的に経験され ，時間 の 流れ が各部門に 分割され る．そ
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異 文化 コ ミュニ ケ
ーシ ．　．／ン の 様 々 な側面

一
言語以外の 要素 に つ い て

一

して ，…
人 の 人 が

一
つ の こ と に集中出来 る よ うに 予 定

が 立 て られ る．予定は，他 の す べ て に優先され て ，変

更出来な い もの と して 扱われ る．時間 は，ほ とん ど実

体の あ る もの と して 認識 され ，金銭の よ うに費や され

た り
， 節約 された り， 失 わ れ た りす る もの と して みな

され る．「時 は 金な り1 と い う格言が ，それ を象徴 して

い る．単時系 の 文化 の 生活 は，時間 に よ っ て 秩序立 て

られ て い て ，こ れ を 乱すもの は排除され る．こ の 文化

で は ，人 間関係 も区 分化 され て い て ，あ る 人間関係 を

強調す る
一方，他 を軽 ん じるように もな る．

　 単時系的時間は，イ ギ リス で 始ま っ た産業革命 の 産

物で，北欧か らア メ リカ へ と広ま っ た，産業革命に よ

っ て もた らされ た 工 場 で は，労働者は 決ま っ た時 間 に

持 ち場 に 着 い て
， そ の 時間は決ま っ た 仕事をす るこ と

が 要求され た ．単時系的時間によっ て 支配 され て い る

国として は ，ア メ リカ，イ ギ リス ，ス イ ス ， ドイ ツ ，

ス カ ン デ ィ ナ ヴィ ア 半島 の 国々 があ る．特 に ドイ ツ と

ス イ ス は，単時系 的時 間 の 文 化 の 典型 的な例 と な っ て

い る．単時系的時間 は，人間 に とっ て 必 ず し も自然な

時間 とは 言 え な い ．そ もそ も，時間 は 実体 の あ る もの

で はなく，時間を均
一

に 扱 うこ とは 不 可能だ か らで あ

る．

　単時系的時間 とは対照的な特徴を持 つ 時間 の 体系が

複時系的時間 で あ る，複時系的時間に よ っ て 支配 され

て い る 国 と して は，ラテ ン 系 の 国々
，

ア ジ ア の 国 々 や

日本な どがあ る．複時系的時間の 中で は，多 くの 事柄

が 同時に 起 こ るこ とが 特徴 に なっ て い て，人間関係が

時間によ っ て 制約 され る こ とはない ．「予定は未定」 と

言われ る よ うに ，予定 に 執着す る こ と よ り も，人 的交

流 の 成就を尊重する ，；の 典型的な例 として ，街角 で

の ラテ ン 系 の 人達 の 会話を挙げ る こ とが 出来 る．彼 ら

は，次の 約朿に遅れ て も，会話 の 自然な結末が来 る ま

で 会話をす る で あろ う，単時系的時間が産業革命以 降

の 体系 で あるの に対 して ， 複時系的時問は 人間が長 い

歴 史の 中 で身に付けて 来た もの で ある，

　単時系 で も複時系 で も，そ れぞれ の 文化の 中で は時

間 の 取 り方 と 空間 の 取 り方が密接に結び付 い て い る．

単時系 の 文化 の 中で は，人間生活 を区分化す る傾向が

あ る．その た め，個人 の 部屋が尊重 され，他か らの 干

渉を排除す る た め に 防音構造 に した りする．それ に 対

して ，複時系 の 文化 で は，大勢 の 人 が交流する場が 望

ま れ，個室 は 情報 の 流 れ を遮断 して しま うと 考えられ

る．単時系の 文 化 で は，時間を区分化 して，人 に会 う

時間 を 設定して い くの で あ るが，複時系 の 文化 で は，

人 間関係 の 上 で 大切な人を優先 させ て，約束が 直前に

な っ て 変更 され る こ と もあ る．こ こ で は ，長 い 時間を

一
緒に 過ごす友人や顧客が尊重 され ，人間関係 が親密

に され て い る．

　 単時系 の 人 も複時系 の 人 も自分 の 時間を自然 なもの

と捉 え，異な っ た時間 の 体系 が 存在 す る こ と を理 解 し

な い 場合が多く、異文 化 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を難 しく

し て い る．例 え ば，外資系 （ア メ リカ系） の 証券会社

で働く 日本人 の 社員 の こ とを考えた場合，ア メ リカ人

の 上 司は短期間 で 業績 を上げ る こ とを社員に求め るが ，

日本 人 の 社員は 顧客と の 人間関係 に基 づ い た取引を考

え，時間を か けて 業績 の 向上を計 ろ うと し，上司 の 指

示 が 不 可 能 な もの で あ る と判断 し て しま うこ と もある．

こ の 社員は ， 会社 を辞 めなければな らなくな っ た時

次の 会社に移る際に は，こ れまで に 開発 した 顧客 を引

き連れ て 行 こ うとす る．ア メ リカ 人 の 上 司も，日本人

の 社員も，相手の 時間 の 体 系 を 理解 し な い た め に ，コ

ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 上 で 齪齬をきた して しま うの で ある．

　過 去 ，現在，未来 とい う時系列 の どこ が強調 される

か に も文化 に よ る違 い が 出 て 来 る．イ ン ドや中東の

国 々 は 過 去 志向が強 く，ア メ リカ 人 の 多くは 現在 と近

い 未 来を志 向 し，ドイ ツ で は 過 去 の こ とが 強調 され る．

ドイ ツ 人の 会話や著作 は，過去 の 背景とな っ て い る情

報 で 始 ま る場 合 が多い ．日本人や フ ラ ン ス 人 も過 去 を

志向す るが ，ハ イ ・コ ン テクス トの 民族 で あ る た め，

ドイ ツ 人程 には綿密 な言及 は し ない ，

　時間 は ，メ ッ セ ージ の 発信 の 機能を持ち，言葉 と同

様 の 働 きをす る こ とが ある．時間 の 捉え方は 文化 によ

っ て 違 うた め
， 自分 の 時間の 体系を他の 文化 に投影し

て しま うと，他の 文 化 の 時間 が発信す るメ ッ セ ー
ジを

読 み損 ね て し ま う．ア メ リ カ で は ，約 束 の 時間

（appointment ）の 扱 い 方 によっ て ，自分 の 感 じ方 を相

手 に伝え る こ とが あ る．時 に は，時間 の 扱 い 方が 侮辱

の 手段 に もなる．こ うした時間 の 扱い 方 は，無意識的

に 行われ る こ と が多く，言葉程 に は 明瞭 で は ない ため

に，異文化 の 中 で は時間 と結び付 い て い る メ ッ セ ージ

をどの ように読み と る か が ，コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を行

う上 で 重要 に な る．

　時間 の 重要な側面と して ，リズ ム や テ ン ポがあ り，

こ こ に も文化 の 違い が 出て 来る．人 が ゆ っ くりと動く

文化 もあれば，速 く動 く文化 もあ る．異な っ た文化の

出身者が 出会 う時に は ，お 互 い が歩調を合わせ る こ と

が 難 し くな り，協調 した作業が出来な くな る．速 い テ

ン ポ で 動 く人 と遅い テ ン ポの 人 が歩く場合に は，前者
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が後者を引き連れ て 歩い て い る よ うに 見 えて しま い ，

調和 が とれ て い る光景 とは 言えな い ．そ の 点 で，そ れ

ぞ れ の 文化 の 時間 の 体系に 自分 を合わ せ る こ とが必要

に な る．

　時間 の 次 の 側 面 と し て ，「馴 ら し の 時間 」 （Lead

Time ）が あ る．こ れ は ，
一

つ の 行動を起 こ すまで の 準

備 の 時間 の こ とで ，文化 に よっ て違い が 出て 来る ．例

え ば，どの 位前に 会合の 約束を交わす べ きか，報告書

の 作成にどの 位 の 時間が必 要な の か は 文化 に よ っ て 異

なる．ア メ リカや ドイ ツ で は，予定 は 不 変の もの と し

て 理解され，他方，フ ラン ス や 日本 で は，会合 が あ っ

て か ら 予 定が立て られ る．

　馴 ら し の 時間は ， そ れ 自体が
一

つ の コ ミュ ニ ケ ー
シ

ョ ン の 働きをする．フ ラ ン ス や 日本 で は，重要な人 の

訪問があ る 時 に は，事前 の 通 知 の 有無 に 拘わ らず，受

け入 れ 態勢が取られ，必要な ら深夜 まで その 人 の た め

に 時間 を割 く．他方，ア メ リカ や ドイ ツ で は，馴 ら し

の 時間の 長 さが ，関係す る仕事や人 の 重要 さの 指標と

な る．馴 ら しの 時間が短け れ ば，仕事がそれ ほ ど重要

で はない ，と理解 され る ．そ の た め ，ア メ リ カや ドイ

ツ で は，重要 な会合への 出席の約束を取 り付 け る に は

最低で も 2週 間前 に 行わなけれ ば な らな い と言 わ れ る，

一
方，日本 で は，馴 ら しの 時間 は か な り短 い ．そ の た

め に，日本 で の 重要な会議に ア メ リカ の 相応 の 人物 が

出席 し ない と言 うこ とが出て くる ，これ は，馴 ら し の

時間 に つ い て の 文化上 の 違 い に起因 して い る が，原因

が 正 し く理解 され な い こ とがあ る．

　馴 ら しの 時間 が コ ミュ ニ ケーシ ョ ン の働きをす る も

う
一

つ の 例 は，ア メ リカ で は物事 の 終了 の 日が 守 られ

る こ とで あ る，ア メ リカ人は，会議 に 出席 した場合，

結論を出 さなけれ ばな ら ない 日 を設 定す る．こ れ は，

議論が紛糾 して も，結論 を出さなけれ ばな らない と言

う心理的負担 を作 り出 し て しま い ，相 手 方 に 利用 され

て しま うこ と があ る．日本 で は ， 結論 が 出なければ，

　「結論 が出な い とい う結論 に達した 」 と して 済ま され

るの で あるが ，区分化された時間に厳格 なア メ リカ人

に は 出来ない こ とで，日本人が ア メ リカ 人が抱え る負

担を読み とると，それ を交渉の 上で 利用す る こ とも出

来 る．

　 時間に関 して，そ の 調整（Timing）を適切 に 行 うこ と

も コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン を円滑に行 う上 で 重要 で あ る．

政治や 経済 の 世界 で は，重 要 な発 表 は ，タイ ミン グ を

十分 に 見計 らっ て 行 われる．タイ ミ ン グ を逸 した た め

に，発 表 が 強い メ ッ セ
ージ と し て 伝 わ ら ない こ と が あ

る．タ イ ミン グを 計 る 際 に は
，

一
日 や 一

年 の うち の あ

る 期間 が 持 つ 意義 を考慮 しなければな らな い ．北欧や

ア メ リカ で は，あ る 時間帯や時期 が 特 定 の 活 動 の た め

に 取 られ て い て，変え るこ と が出来ない 場合があ る．

例 え ば，仕事 の 時間 帯 以 外や早朝，深夜の 出来事は，

緊急 の こ ととして 捉 え られ る．フ ラ ン ス で は ，ヴ ァ ン

カ ン ス に 当て られ る 8 月 に は，ほ とん どの 業務が休止

して しま う．ア メ リカでは，昼食の 時間 は 短 い の が 普

通 で ，仕事上 の 夕食は稀で あ る．逆に，日本や フ ラ ン

ス で は接待用の 昼食や 夕食 に より，仕 事を円滑 に 進 め

て 行 く た め の 和ん だ 雰囲気を作り，コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ

ン を取 りやす く し よ うとす る の で あ る．

　ア メ リカ 人や ドイ ツ 人は，時間 の扱い 方 に よ っ て ，

優先順位や地位 の 高さの 評価を相手 に 伝える．ア メ リ

カや ドイ ツ で は ，時間は貴重なもの と して 認識 され ，

時間 に 関 わ る メ ッ セ ージ は，日本や ラ テ ン 系の 国 々 に

お い て よ り も深 い 意味を持 つ ，ア メ リカ で は，待ち時

間 は ， 強 い メ ッ セ ージ と して 相手 に 伝 えられるた め ，

高い 地位に あ る 入 の み が 相手を待 た せ る こ とを許 され

る，よっ て ，自分を偉い と思わせ るために，相手 を意

図的に待た せ る こ とがある．待ち時間 の メ ッ セ ージ に

は 二 面性 が あ っ て ，ア メ リカ や ドイ ツ な どの 単時系 の

文化 で は，自分 の 偉 さを伝 え よ うと した も の が，時間

を管理 で きな い と言 う本人 の 人格 の 不備 が 伝 え られ て

しま う．複時系の 文化 で は ，そ の よ うな 二 次的な メ ッ

セージが伝わ る こ とは 余 りない ．よっ て ，時間 の メ ッ

セ ージを読むに当た っ て も，自分自身 の 文化を自動的

に投影する こ との危険性が出て 来 る．時間が 発す る メ

ッ セ
ー

ジは，時を経 て もそれ程変化する こ とがな く，

単時系 と複時系 の 異文化が遭遇す る 時 に は，こ の メ ッ

セ ージに十分な注意 を払 うこ とが 必要 に な る ．

（v ）情報の 流れ（lnformation　Flow）

　情報の 流れ の 度合 い と は，あ る メ ッ セ
ージ が 送信 さ

れ，それが 相手 に伝わ り，メ ッ セ
ージ が意図 し た行動

が 生起され る まで に 要す る時間 の こ と で あ る．情報 の

流れに関す る文化 に よ る違い は ， 異文化 コ ミュニ ケ
ー

シ ョ ン の 面 で 大きな障害 となる．異文化 の 中で 生活 し

た り，ビ ジ ネ ス を成功させ よ うとす る 人は，そ の 文化

の 中 で は情報 が どの 様 に 流れ る の か，情報が広 く浸透

す る の か ， それ とも狭 い 範囲 の 中を流れ る の か を知 ら

な け れ ばな らない 、一
般的 に ，ア メ リカ，ドイ ツ ，ス

イ ス な どの ロ
ー ♂ コ ン テ ク ス トの 国で は，情報 は 制限

を受けた流れ 方を し，他方，日本，フ ラ ン ス ，ス ペ イ
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異 文 化 コ ミ ； ニ ケ
ー

シ ョ ン の 様 々 な側面
一

言語以外の 要素に っ い て 一

ン な ど の ハ イ ・コ ン テ ク ス トの 国 で は，情報 は 広範囲

に 速 く流れ て 行 く．この こ とを象徴 して い るの が ，「一

を 聞い て 十 を知 る 」 とい う論語的な価値観で ある，

　ハ イ ・コ ン テ ク ス トの 文化 で は，人 の 交流が すべ て

に優先 され ，人 が関わ る 所 で は，情報は 自由に 流れる．

日本 で は ，
「根回 し」 とい う言葉に 象徴 され る よ うに，

多くの 人 と情報の や り取 りを し，関係者すべ て が事柄

の 推移 を理解 しようとする．会社 の 重役で も，重役室

に 閉 じこ もる の で はな く，絶 えず部下と接 して 仕事 の

全般を知ろ うとす る，ハ イ ・
コ ン テ ク ス トの 文化 で は，

ほ とん どの 人 は 日常か ら状況 を良く理解 して い て，状

況 の 詳細に つ い て 説 明を受 け る必 要 が 無 くな っ て い る．

こ こ で は，伝 えられる情報よ り，蓄積された情報 が重

要 に な る．ハ イ ・コ ン テ クス トの 人 に は， 2 っ の こ と

が常に 求め られ て い る．1 つ は，常に状況を把握 して ，

目標に向 か っ て仲間 と共 に 働 くこ とが 出来る か で あ り，

もう 1 つ は 、仲間 と考えを同 じ くす る こ とが 出来 る か，

と い うこ とで あ る，ハ イ ・コ ン テ クス トの 文化 で は ，

人は情報 に絶えず接 して い た い と言 う衝動 を強 く持 つ ．

逆 に，情報 か ら隔離され る と自らの 存在価値に疑い を

持 っ て しま う，

　 ア メ リカや北欧 に おい て情報 の 流れ が 遅 い の は ， 1

度に 1 つ の こ とを行 うとい う時間 の 区分化 に 起因 して

い る．よっ て ，ロ
ー・コ ン テ ク ス トと単時系的時間は ，

密接 に 関連 し て い る．ア メ リカ で は ，情報 の 流れは遅

くな っ て い る。会社の 重役は ， 自 らの 部屋 で部下とは

隔絶 して働き，情報 の 流れ は秘書の と こ ろで
一

旦管理

され る ようにな っ て い る，日本 で は重役 へ の 取 り次 ぎ

は ，まず受付を通 して で あるが ，ロ
ー ・

コ ン テクス ト

の 社会で は秘書がそ の 役割を果たす ．

〔vi ）行動連鎖（Action　Chain）

　行動連鎖 とは， 1 っ の 目標を達成するた め に確立 さ

れた，連続 し た行動 を意味す る，求愛に 見 られ る よ う

に，急ぎ過 ぎた り，重要な段階を省略 した り，次 の 段

階ま で の 時間 を 空 け すぎ る と，目標を達成で きな くな

る場合が多い ．行動連鎖 も文化 に よ っ て 異な る こ とが

あ り ， 異文化 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を円滑 に 行 うた め に

はそれぞ れ の 行動連鎖を知 る こ とが 重要に な る．

　社会 の ど の 部門 も行動連鎖を持 っ て い る，企業に は，

仕員や顧客 との 挨拶から始 ま り，雇用，広告活動 ， 株

式 の 発行，訴訟 ，他の 企業との 合併 に至るま で様 々 な

行動連鎖があ る，それぞれ の 活 動 は，専門的 で あ っ た

り，当然 の もの と 見 な され て い た り して ，そ れ らの 詳

細に つ い て は，同 じ文化 の 下 で は意識的な注意 が 払 わ

れ る こ と は ない ．そ の た め，文化 を異に す る状況 で も，

行動連鎖 の 全体を再検討する必 要性が見逃 されて し ま

う．特 に，外 国 に 子 会社を持っ た よ うな場合 に は，本

国 の行動連鎖 をそ の ま ま 子会社に も適用 し て し ま うこ

とが多 い ．そ の 結果，人事や雇用 の 面 で ，子 会杜とそ

の 現地社員との 問 で もめ事が 生ずる例が多い ．

　あ る事業を行お うとす る時 に は，そ の 社会の 行動連

鎖 の 詳細に つ い て 考慮す るこ と が 重 要 に な る．単時系

で ロ
ー ・コ ン テ ク ス トの 文化は ，予定 された活動 を基

礎 と して い る ため に，ハ イ ・コ ン テ ク ス トの 文 化 よ り

行動連鎖 の 乱れ に敏感に 反応する．ほ とん どの ア メ リ

カ 人 は，行 動 連鎖を 完遂 し よ うとす る衝動を持 っ て い

る．そ れ に 対 して ，複時系 で ハ イ ・コ ン テ クス トの 人

達は ， 人 と の 結び つ き を重視す る こ ともあ り，行動連

鎖に は柔軟 に 対応する．複時系の 人 は，自分の 感覚 だ

け で 行動連鎖を壊 して しま うこ とがある．行動連鎖に

つ い て の 単時系と複時系 の 文化 の 捉え 方 の 違い は ， 次

の 事例 か ら明 らか になる．建物 の 設計者 が 単時系 の 人

で ，その 建設 の 依頼主 が 複時系 の 人 だ とす る と，依頼

主 の 好みによ り建物 の 仕様が頻繁に 変更され る こ とが

あ り，設計者は そ の 度 ご とに建物 の 基礎工 事 か ら変更

を余儀なくされ て しま う．建物 の 設計 と建設 は，行動

連鎖 が 込 み 入 っ た例 で あ り，行動連鎖 の 変更 が建設費

の 膨張を招 く こ ともあ る．

（V 皿）イ ン タ
ー

フ ェ
ース （lnterfacing）

　イ ン ター
フ ェ

ー
ス と言 う用語 は ，コ ン ピ ュ

ー
タ
ー

と

周辺機器を結び つ けるもの とい う意味 で よ く使 わ れ る．

異文化 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 目的は，異文化間の イ ン

タ
ーフ ェ

ー
ス と して 機能する こ とで あ る．日本や ア メ

リカ の 電化製品 を ヨ
ー

ロ ッ パ で使お うとする時に は ，

ア ダプ ターや 変圧器 が 必 要 に な る ，この 場合に は，ア

ダプタ
ー

や変圧器 が イ ン タ
ー

フ ェ
ース の 役割を果た し

て い る．

　異文化問 の イ ン タ
ーフ ェ

ース に つ い て，次 の 3 っ の

基本原則 が 考え ら れ る．第
一

に ，相手 の 文化 の コ ン テ

クス トが高けれ ば高 い 程イ ン タ
ー

フ ェ
ース の 設定 は難

し くな る．第二 に，相手 の 文化 の 要素が複雑 で あれば

あ る程イ ン タ
ー

フ ェ
ース の 設定は難 し くな る．第 三 に，

文 化間 の 隔た りが大 きければ大きい 程 イ ン タ
ー

フ ェ
ー

ス の 設定 は 難 し くな る，よ っ て，体系 が単純 で機械的

な ロ
ー・

コ ン テ ク ス トの 文化 の 方が，多様な段階 を持

ち，人的能力 に 依存す るハ イ ・コ ン テ ク ス トの 文化 よ
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り もイ ン ター
フ ヱ

ー
ス の 設定が 容易 で あ る．

　 文化 上 の イ ン タ
ー

フ ェ
ー

ス の 設 定 が 容 易 な ビ ジネ ス

の 例 と して，本社が ス イ ス に あ り，支社が ドイ ツ に あ

る時計 の 部品製作会祉を挙げ るこ とが出来 る．両方 の

文化ともロ ー・コ ン テ ク ス トで 単時系 で あ っ て 文化間

の 距離が 小 さく，ビ ジネス 自体が複雑さを伴 っ た多様

な段階 を持 っ て い ない か ら で あ る．こ れ とは逆に 文化

上 の イ ン タ
ー

フ ェ
ー

ス の 設定が困難なビ ジネス の 例 と

して，日本 とア メ リカ の 両方 で の 新聞 か雑誌の 発行 を

挙げる こ とが 出来 る．出版事業は，執筆，広 告，編集

な どの 数多くの 部門を統合 し，調和 させ な け れ ば なら

な い
，
い わばハ イ ・コ ン テ ク ス トの 事業だか らで あ る．

こ の 事業の 成否 は ，読者 の 心情や文化 を 理解 で き る執

筆陣や編集者 の 働きに か か っ て 来 る，

　 コ ン ピ ュ
ー

タ
ー

の イ ン タ
ー

フ ェ
ー

ス を有効 に 機能 さ

せ る た めに は ，適切な信号を送らなけれ ばな らない の

と同様に，異文化 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を成功させ る た

め に は 送 る べ き情報 の 度合 い を知る必要が あ る ．ロ

ー ・コ ン テク ス トの 人 には，詳細 に わた る多量 の 情報

を送 る 必要があ る し，ハ イ ・コ ン テ ク ス トの 人 に は，

情報をそれ程多 く送 る 必要がない ，「その 仕事をや ろ う

と して い た の に，再度指示 され た の で や る気 を無 く し

た 」 とい う話 が 日本 の 会社な どで よ く聞か れ るが，こ

れ は ，ハ イ ・コ ン テ クス トの 人 の 知性 や プ ラ イ ドが傷

っ け られ て しま っ た 例 で あ る．異文化 の 状況 で は，こ

の事態が 頻繁に生ず る こ とになる．形式が優先 され る

日本文化 の 中で，相 手か ら適切な反応を引き出すため

に は ，形式に基 づ い たメ ッ セ ージ の 発信 をしなけれ ば

な らな い ．

（3） 異文化 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の広が り

　異 文 化 コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン 理解に 必 要 な以上の よ う

な概念は，文化 の 特性や ，社会の 特性 と表裏
一

体を成

して い る．あ る 文化 の 中 で 生 じ る行動，出来事，物事

は，それ 自体意味を持 っ て い る．こ の 意味 に つ い て は，

同 じ 文化 の 中で は 暗黙 の 合 意の 下 で コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ

ン が 行われ，そ の メ ッ セ ージ は，文化に 根 ざ し た様々

な形式 で伝え られ，言葉 に よ る と は 限 らな い ．メ ッ セ

ージ の 生成要素 と して 何が適切なの か に つ い て は ，文

化 に応 じて 様 々 な違い があ り，明 文 化 され る こ とは な

い ．多くの 場合 ， 適切な生成要素 と し て，言葉，数字，

絵な どが 好まれ る．言葉が求 め られ て い る の に数字 を

送 っ て しま うと 言 うような，間違っ た フ ォ
ー

マ ッ トを

選 ぶ と，伝 えられ て い るメ ッ セ ージの 内容が 同 じ で も，

相手 か らは 否定的な反応 し か 引き出せ な い ．どの 形式

が 好 まれ る か は，文 化 に よ っ て 違 っ て 来 る．

　 あ る 文化 で は どの フ ォ
ー

マ ッ トに よ る メ ッ セ
ージ が

好 まれ る か を 明 ら か に して い る例 は
，

テ レ ビ の コ マ ー

シ ャ ル で ある．日本 で効果的なテ レ ビ の コ マ
ー

シ ャ ル

で も，そ の ま ま で は他 の 文化，例 えば ， ドイ ツ で 同 じ

効果を期待す るこ とは 出来な い ．日本 で は，視聴者 に

対す る 印象を重視 した コ マ
ー

シ ャ ル が よ く使 わ れ ，こ

れを見ただけで は製品 の 詳細な仕様 などは解らない が 、

視聴者もそれを求めな い ．ア メ リカ で は，製品の 印象

よ りも性能を訴え る コ マ
ー

シ ャ ル が使われ，時 に は他

祉製品 との 比較を行 っ て い る もの もあ る．ドイ ツ で は，

活字志 向の 人 が 多く，映像 による 広告 は余り行わ れな

い ．ドイ ツ 人 は，製品 の 正 確な内容を伝える数字 を好

む 場 合 が 多い ．こ の よ うな製品の 広告 の 場合で も明 ら

か な ように，相手 に効果的に メ ッ セージを伝えるに は，

相手の 好む フ ォ
ー

マ ッ トを選択する こ と が 重要になる．

　 ア メ リカが 「双 子 の赤字」 に 悩 ん で い た頃，ア メ リ

カ の 企業は 日 本 へ の 輸出 の 増加 に努め た が ，こ れ が う

ま く行かなか っ た こ と が ある．そ の 理 由として ア メ リ

カ側が頻繁に 指摘 した の が，日本 に は 非関税障壁 が多

い とい うこ とで あ っ た ．非関税障壁 の 代表的 なもの が，

系列企業間 の 取引に代表 され る 日本 の ビ ジネス 習慣 で

あ る．日本 の 多くの 論者は， ビ ジ ネ ス 慣習 に は 文化的

な影響が強い と し，ア メ リカ側が要求する経済的な論

理 だ けで は 日米 の 経済問題 は 解決出来ない と説 い た，

これ に対 して は，経済 の 問題 に 文化を持ち込む の は問

題 の 解決を複雑 に す る とい う反論 が あ っ た．しか し，

日本で成功 したア メ リカ の 企業は，日本 の ビ ジ ネ ス 習

慣 を理解 して，そ れを取 り入れた企業 で あ っ た こ とを

考えると，経済問題 に 関し て も文化への 配慮が不 可 欠

で ある．

　日本 で 取引を行 う場合に は，手紙や電話 のや り取 り

よりも，直接的な人 的交流 の 方が高い 効果 が 得 られ る．

ま た
， 日本で は，形式に基 づ く多 くの儀礼の遵守を重

ん じ る．正 しい 形式が使われなか っ た場合に は，日本

人 は，そ れ を 無知 か ら来 るもの とし て解釈 し，否定的

な反応をす る．この ように ，経済的な問題 も含め て ，

異文 化 が 関わ る 状況にお い て は ，文化 の 詳細な点ま で

注意 を払 うこ とが重要に なる．

（4） おわ りに

　異文化 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン に 於 い て は 言語 が 非常 に

重要な役割 を果たす が ，そ の こ とを強調す る と言語以
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異 文 化 コ ミュニ ケ
ーシ ョ ン の 様 〃 な側面

一一一
言語 以外 の 要 素に つ い て一

外 の 要素が 隅 に追い や られ て しま うこ とがあ る，しか

し，国際間で 閙題 に な る 事柄 の 多 くは，実際 に は 言 語

以外 の 要素 が 関わ っ て い る場合が多い ．そ の 意味 で ，

本論の 中で 挙げた様 々 な概念 は
， 異 文化 コ ミ ュ ニ ケ

ー

シ ョ ン を図 っ た り，異文化を分析 した りす る際 に も大

い に 役 立 つ も の と思 われ る、

　今 日の 世界 で は国際的な結び 付きが どん どん 強ま っ

て 来 て い て ，日本社会 の 中に もそ の 影響 が 見 られ る．

特 に ，政治的 ・経済的に強 い 影響力を持つ ア メ リカ の

ア ン グ ロ ・サ ク ソ ン 的文化が，日本 の 文化 の 中に も徐 々

に浸透 して 来 て い る．「ア ポを取 る」 とい う言葉が 日本

社会 の 中で も必要 に な っ て 久 しい が，こ れ も，時間を

区分化 して会 う時間を設定す る ，
ロ
ー ・コ ン テ ク ス ト

で 単時系的なア メ リカ 文化 の 影響 で あ る，文化の 定義

の 1 つ として ，「文化 と は幾世代に わた り形成 され た 考

え方，感じ方，行動 の 特徴 で あ る」 とい うもの があ る

が
，

こ の 定義 か ら も明 らか な よ うに，文化 自体 不 変 の

もの で は な く，世代が変わ っ て 行 く中で ，徐 々 に で は

あ っ て も少 しずつ 変化 して 行 くもの で あ る．今 日で は，

ハ イ ・コ ン テ ク ス トで 複時系的な 日本文化 の 中にも，

若者 を中心 と し て ロ
ー ・コ ン テ ク ス トで 単時系的な諸

相 が 出 て来て い る．

　 ア ン グ ロ
・
サ ク ソ ン 的な 文 化 の 世界的な浸透 を 「文

化的帝国主義 」 と呼ぶ こ とが あ り，こ れ に 対 し て 頑 な

に 自らの 文化 を守ろ うと して 「原理主義」 を主張する

人達もい る，あ る 文化 の 広 が りを帝国主義 と し て 片 づ

けるの で はな く，それ を冷静に分析す る視点が必要 で

あ る，ま た，原 理 主義的な態度 で は ，文化的な友好関

係 を築 くこ とは出来ず，自らの 文化 の健全 さも歪めて

しま う．こ う した状況 に於 い て は，異文化 コ ミュ ニ ケ

ーシ ョ ン の 理解 が益 々 必要 になっ て 来 て い る。異文化

コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン は，個人間 の コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン

を可能にする ばか りで なく， 組織間，さらに は 国家間

の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン をも円滑 に し て行く．本論 で は J

ホー
ル 夫妻の もの を使い ，異文化 コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン

を理解す る ための 基礎的な概念を紹介 した．こ の 概念

を使 い ，日本 文化，特 に 少 しずっ 変化 し つ つ ある 日 本

の 若者文化を分析 して み た い が，こ れ は今後の 課題 と

し た い ．

注記

注〔1〕

　本論 で扱っ て い る概念は，次 の 著作 の 中の もの を参

考に した．

　　　 Edward 　 T ．　 Hall　 and 　 Milclred　 Reed　 Hali，

Un（dθrs 　tan （カing　CLi／tura ／　Pifferences，　Yarrnouth，

Maine ：Intercultural　Press，　Inc．，1990 ，

　彼 らの 他 の 著作 の 代表的なもの と して ，次の よ うな

もの が あ る．

　Hi
’
dden　Differencθs．’　Dolhg　BUSibess叨 功 the　faρnrrese ，

　 New 　York ： Anchor 　Books ，　Doubleday，1987．

　 Hi
’
dden　Differences，’Studies　加　Jntθmationa ／

　 CoMI刀unication ，　Hamburg ： Gruner ＆ Jahr，1983．

　Eward　T ．　Hallの 単著 の 代表 とし て，次の よ うなも

の が あ る．

　 Beyond 　 Cu／ture，　 New 　 York ： Anchor 　 Books，

　 Doubleday，1976．

　 Thθ　Hiddθn 　Dim θnsion ，　 New 　York ： Anchor

　 Books ，　Doubelday，1966．

　彼ら は，以上 σ）著作 の 中で も，本論 で 詳 述 した 概念

を使 っ て 欧米や 日本 の 文化 を分析 して い る．

注 

　本論 の 中で 「目本人 」 と か 「ア メ リカ 人 」 とか 「フ

ラ ン ス 人」 と か 言 う場合に は ， 多くの 人が共通 して持

っ て い る 「日本人 亅，「ア メ リカ 入」，「フ ラ ン ス 人 」 の

イ メージを指して い る，これ らに つ い て は ， 厳密 な定

義付けが必要 で あるが ，概ねそれぞれ の 社会で 中心的

な役割 を果 た し て い る人達を指す．

注（3｝

　2002年 10月 に 小 泉政権下 の 不 良債権処理 の た めの

諮問委員会 へ の 批判が 与党 の 中 か ら も出て き た ．批判

の 要点は，民間人を含め た
一

部の 人達だけで 政府 の政

策が 決定され て い る，と言 うもの で あ っ た．こ の 事例

は ，ハ イ ・コ ン テ ク ス トの 文 化 に 於 い て は ロ
ー ・コ ン

テ ク ス ト的 な 行動 で は コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 上 で 齟齬を

きたすこ とを物語 っ て い る．
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