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昨今では交通機関の発達に より,異 なる文化の人 とコミュニケーシ ョンを持つことが,

日常的になって きている。又茶の間のテ レビにも世界の国々のニュースが毎 日時間を追っ

て飛び込んで くるようになった。この様な状勢を見 るにつけて肝要 と思われ ることは,ま

ず 自国の文化を充分理解す ること,さ らに異文化を理解す る為のある一定の規範 とい うも

のを身につけてお くと便利である。

コソピュータが最初に登場 したのは1945年 であるが,こ れにLSI(大 規模集積回路)が

組み込 まれることに よりその誕生か ら25年 を待たず して人類を月へ送 り込む とい う様なと

てつ もない役割を演ずる迄 に成長 した。 しか しまだ人間の小学生の頭程度の 「常識」を持

つ迄には至っていない。或るXと い う複雑精巧な機械 と全 く同 じものを生み出す とい う命

令に答えることは容易だがXとYの 違 った性格を合成 してZと い う新 しい(丁 度子供を生

む様に)組 織を作ることは困難 とされている。又1万 もの専門知識を覚えるとい うことは

瞬時にや ってのけるが,常 識をもって物事を判断す るとい うようなことが出来 るようにな

る迄には(つ まりコンピュータが知脳を持つ よ うになるには)あ と数100年 の時を待たね

ば無理だろ うと言われている。

常識 とい うものは よく考えてみるとお互い少 しずつ関連 し合 っている1万 もの細かい こ

とを,物 事の場面場面において経験,論 理,文 化……とい うような カテゴリーの中か ら抽

出して,論 理的に,時 には論理を超越 し直感的に判断 してい く能力ではなかろ うか。

人間の社会においてはこの常識の(習 慣,礼 儀で もよい)の パターンは子供時代に習得

され るものであ らためて意識 され るものではない。この 「コンピュータの論理」 と 「人間

の常識」との関係が言葉の メッセージにおけるコソテク ト度の高低 とい うことを説明す る

際の うってつけの例 と言えるのである。以下に コンテク トと言葉のメ ッセージの関係の説

明を進めてい く○

ハ イ コ ソ テ ク ス ト と ロ ー コ ソ テ ク ス ト

文 化人類 学者 の エ ドワー ド ・ホ ールは コソテ ク ト度 が高 い又 は低 い とい う度合 で コ ミュ
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二ヶ一ションの性質を分類することが出来 ると述べている。またその他の,人 間の相互作

用すべてを,コ ソテク ト度が高いか低いか,ま たその中間か とい うことで位置づけること

ができるとい う訳だ。それでは一体,コ ンテク トとは何だろ うか……。

同一言語,同 一文化 に属す るAとBと い う二人の人間があるメッセージをAか らBに 伝

えた とす る。 メッセージの送 り手Aは 「私は貴女を愛 している。」 と言 った としよう。 メ

ッセージの受け手Bが これを100%そ の言葉の意味通 りに聞き入れたな らばこの二人の会

話に コンテク トの介在す る余地はあま りない。このメッセージの意味はすべて情報 として

理解 された とい うことになる。ところが メッセージの受け手BがAの 意図することと反対

の意味でこの言葉を とらえていた 場合を想定 してみ よう。(実 際 には よくあることだが)

BはAの 「愛 している」 とい うメッセージを必ず しも快 く受け取 っていない場合(つ ま り

そ う言 ってほしくない様な人に,耳 元でそ う囁やかれた よ うなとき),Bは 見当違い な 事

柄に注意を払 っているか,或 いはAの 行動を無視 した りしている。(時 計を見た り欠 伸 を

した りす る)こ の場合 の二人の会話には情報の他にコンテ ク トとい うものが介在 している

のである。右の図(1)のよ うにメ ッセージの内容

図一〈1>とい うものは情報 とコソテク トで構成 されてお

議 蘇 鍵 鞭 欝 含欝 メ… シの内容鰍 ス,
く変 化す る。

メ ッセ ージの 内容 に コンテ クス トの 占め る割 合 図一〈2>口_コ ンテクスト

が比 較 的少 ない文化 を ロー コンテ クス ト文 化 と言

う。 ロー コンテ クス ト文 化 に於 て は情報 の大 半は

明白 に コー ド化 されて い る。言 語体 系 と して は,

明確,精 巧か つ具体 的 であ り,あ らゆ る レベルに

おいて物事 を よ りは っ き り区 別す る(図(2)参 照)。

ア メ リカや ドイ ツ,ス イス,北 欧 の 国 々は この

ロー コンテ クス ト文 化圏 に属す る。 つ ま り彼 等が

「愛 して い る」 と言 えぽ 本 当に愛 して い る と受け

取 ってお くこ とが賢 明だ 。又逆 に 「嫌 いだ」 と言

われ れぽ その通 りの こ とが多 い。

法廷 に おけ る弁 護士 と検察 官 のや り取 りの言葉,会 議 におけ る言葉,教 室 で の講義,さ

らには コン ピュータを司 るCOBOLやBASICと い った 言語 は ロー コンテ クス トな コ ミ

ュニヶ 一 シ ョソで あ る。 逆 に言 えぽ メ ッセ ー ジの内容 に情報 の 占め る部 分 が多 い コ ミュニ

ケー シ ョソの こ とを さしてい る。「明 日は雲 りのち雨 です」 とい う様 な天気予 報官 の メ ッ

セ ー ジも ロー コソテ クス トな コ ミュニケ ーシ ョソと言 え る。

一119一

N工 工一ElectrOnicLibrarySe-vice



OtemaeUnlverSlty

大手前女子短期大学 ・大手前栄養文化学院 「研究集録」

これに対 し 「お父 さん,明 日の 日曜は雨です よ」 とい うメ ッセージをサソデーゴル ファ

ーを 自認す る一家の主が聞いた としよう。 この場合は どうもバ ツが悪い意味(コ ンテクス

ト)が 言外に こめ られているようなや り取 りである。

この様 な会話が 日常かわ される文化を,ハ イコソテ クス ト文化 と呼び,こ の文化の言語

体系は情報のほ とん どが,身 体的 コンテ クス トの中にあ るか,又 は個人 に内在 されている。

つま りメッセージの コー ド化 された明確な,伝 達 される部分には情報が少ない。

読者にも察 しがつ くよ うに日本はこのハイコンテクス ト文化圏に属す るわけだが,隣 国

の韓国,中 国,さ らに,ギ リシャ,ス ペイン,イ タ リア等の南欧諸国やアラブ諸国は この

ハイコンテ クス トな言語体系を用いている。

親子の会話,家 族 の会話,漢 字やす ぐれた芸術には コンテ クス ト度が高いものが多い。

何十年 も連れ添 った 日本人夫婦は,年 を取 るにつれて言葉少なになるが,朝 起きて亭主が

着変える時の顔色 と天候を見てその 日の好みのネ クタイをだまって選んでみせるのが出来

た妻 とされているきわめて 日本人的発想 と,同 じく数十年連れ添 って もアメ リカ人同志の

場合は毎 日の朝食時に 「coffeeorteaP」 などといちいち聞かないと相手に とって失礼だ と

す る風習は コンテクス トとい うものを尺度に してみてとらえてみ るとその対比(相 違)を

興味深 く観察することがで きる。

日本 人 の コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン の特 徴

我 々自身の日常行動を想起 してみ ると,初 めて人に会 った時,間 に紹介者がいない よう

な場合は,ま ず名刺交換をするのが通例 となっている。名刺には勤務先,役 職名,学 位,

氏名,住 所 などが記載されてお り,相 手の社会的地位,組 織内での発言権,お よその生活

程度などを察知 しなが らど うい う風に接すれば良いか態度を決めなが ら会話を進めてい く。

我々はこの習慣にあま りにも慣れているので外国人の多いパーテ ィーに行 って名刺を出

す ことな しで自己紹介 し合い次に相手の名前 と顔を覚えてい く西洋人の方式には とてもつ

いて行けない。又 日本人は元来つ き合 い下手なので心底つ き合いたいと願 う相手 とフォー

マルな場所で会 った場合は,そ の後二次会にホステスのいるバーな どへ連れ出して相互の

信頼や友惰を確立す るとい うパターソを踏む。

又 日本人が何か重要なことを伝え ようとする場合,そ れが重要な ことであれぽある程前

おきが長か った り遠回しな表現がなされ ることが多い。重要な内容 とい うものは メッセー

ジの受け手に とって も何か大 きなインパ ク トを与えることに もな りかねないので,日 本人

は無意識に会話の コソテクス ト度を高め ようと努力する傾 向がある。

逆の場合 も同 じことで,メ ッセージの受け手が,送 り手に対 し,何 か不都合な返答をし

なけれぽいけない時,日 本人は碗曲な否定の言葉を選ぶ。 これが ローコンテ クス ト文化圏

一120一

N工 工一ElectrOnlcLlbrarySe-vlce



OtemaeUnlverSlty

文化のコンテクス ト度について

の西洋人(ア メ リカ人や ドイツ人等)に は分か りに くい とい う印象を与え,さ らには誤解

をまね くとい う結果を もた らす原因になることが多い。

日本人の コミュニケーシ ョンの特徴 としてさらに興味深い点は,相 手によって コンテク

ス トを使 い分けす ることであ る。 この使い分けの妙味は大変微妙なので外国人に とっては

最 も理解 しがたい 日本的コ ミュニケーションの一面 と言えるだろ う。

ここで 日本人の人間関係を見てみると頭の中には常に"身 内"と 黙外の人"と の区別が

あるよ うに思われる。「甘 えの構造」の著者土居健郎博士 も日本人は本音 と建前の二 本 立

てで人間関係を営んでいると述べてい るが,本 音でつ き合える関係を身内,建 前が先行す

る関係を外の人 と言 うことがで きるだろ う。

本音で付 き合える身内には,温 か く親密で友交的,か つ家族に対す るよ うな日常語で,

高い コンテクス ト度の コ ミュニケー ショソが使われ る。が一方,外 の人 に対 してはおおや

けの場での形式的で事務的,か つ身分 にこだわ る儀礼的な低い コンテクス ト度の コミュニ

ケーションがかわされる。 この"外 の人"が 時間の経過 と付 き合いの度数に よりある時"身

内の人"に 変わ る時点がある。 これは相手があることなので同一・言語同一文化の者同志で

ない となかなかその相互作用が分か りに くいとい う訳である。

さらに興味深い ことは,一 日の うちで も日本人の コミュニケーションは コンテ クス トの

度合いが変化す る。つ ま り朝は コンテクス ト度の低い会話,朝 の挨拶,朝 礼,始 業の点呼

などがそ うである。そ してお昼をはさみ夕方仕事が うま くはか どるにつれてインフォーマ

ルな,つ ま りハイコンテクス トな人間関係に変わ って行 くのである。

コ マ ー シ ャ ル と コ ン テ ク ス ト

テ レ ビに流れ る コマ ー シャルは,そ の受像 機 の普及 率(99.0%)と,そ れ を 見 る 時 間

(平 均2時 間26分)を 考 え合 わす と,大 変 多 くの量 の情報 を人 々に送 り出 して い るこ とに

な るが,こ こで少 し 日本 とアメ リカのCMに つ い て述べ てみ たい。

筆 者は 昭和54年1月 か ら2年6ヵ 月米 国に留学 の ため滞在 したが,主 に消費 財CMの 視

聴 者 に対す る訴 え方 の違 い を見 ていて最 初大 い に当惑 った 経験 が あ る。

車のCM一 つを とってみ て も,同 じ日本 車のCMで も まずCatchと い う短か い キ ャ ッ

イ フ レーズが 流れ る。(ホ ソダの場 合 は"Wemakeitsimple"日 産 は"Wearedriven"だ

った)そ れ か ら必ず と言 って 良い程 メ ッセ ージに出て くるのが一 マイル 当た りの走 行距離

幾 らとい うマイ レッジや 「車体 は これだ け軽 くな って頑 丈 にな った」 とい うよ うな数 字 な

り比 較が ほ とん どであ る。

「この薬 には,こ れ これ の成分 が 入 って いるの で,い ままで のか くか くの効能 に,プ ラ

ス解 熱効 果 あ り……」 とい った 講釈。 目隠 して清涼 飲涼 水を 飲み比 べ て 「何 人が 選 んだ」
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とい うのか ら,目 隠しを取 った ら 「あ っ,× ×だ」,さ もあ りなんといった類の も の,

「ただ今バ ーゲン ・セール中」「これだけ安い」「これだけお得」 といった よ うなCMぽ か

りで ど うも日本人にはも う一一つ効果が上が りそ うにないものぼか りだ。

さらに よくあるパ ターンとしては,バ ーゲンの商品名を言 った後その商品を扱っている

店 の電話番号を くり返 し言 うものがある。茶の間で テ レビを見ている者にす ぐ電話番号を

覚 えさせて具体的行動 に結びつけ ようとい う魂胆 らしいが,こ れ らはすべて コンテクス ト

度が非常に低い説得の仕方である。

日本に も以前 アメ リカ製 の健康機具のCMで,「 私に電話 して下 さい」 とい うのがあ っ

たが,電 話番号 までは メッセージに流れなか った。おそ らく日本の広告代理店がそ うさせ

なか ったのだろ う。

日本人には言 うまでもな く,あ ま り 「今が得」「何%バ ーゲンセール」「す ぐ電話を…」

とい うような訴え方は効果が うすい。ハイコソテクス トな文化であるが故に,車 のCMは

美 しい森の中の一直線 の導を整然 と通 り過 ぎる車,飲 料水は美人が微笑むだけ,子 供が主

役の電機製品などムー ドや感情に訴えかけるものが多い。

CMと い うものは結果的には,消 費者に購買意欲をさそい,商 品を買わせるとい う目的

がある訳で,テ レビの視聴者が何を見て印象付け られ るか という点にかかって くる。従 っ

てアメ リカのCMは 我々 日本人か らす ると,具 体的で分か り易いが,面 白味に欠けるとい

う印象を受け るし,又 日本で流れてい るCMは アメ リカ人が見るとた とえ 日本語が分か っ

た としても何を訴えているのか理解 しづ らいものが多いだろ う。最近 日本では,強 い印象

づけをね らう余 り不可思議なギャグ的なメ ッセージを使い,最 後迄 見ないと何の商品のC

Mか よく分か らない とい うものが頻繁に見 うけ られるのはあま り感心できない。

日米 ビジネス交渉術 にっいて

南 カ リフォルニア大学準教授のジ ョソ ・グラハ ムは著書rSmartBargaining」 の中で,

日米相方の ビジネス交渉法について種 々の グループワークを重ねた上で,日 本人が アメ リ

カ人に物 を売る場合は比較的スムーズに交渉が運ぶのに対 し,ア メ リカ人が 日本人に物を

売る場合は応 々に して困難 な問題が生 じると述べてい る。

まず 日本人の一般的な ビジネス交渉方法を順を追 って見てみると,ま ず最初は挨拶か ら

始まる。初対面の場合は名刺を交換 し,天 候の事 とか仕事の内容,出 身地 などを話題にそ

れ とな く相手の人 とな りを知ろ うとす る。

この最初 の段階は フォーマルな形で進み,お 互いを知 り合 うことをかける。 この段階で

は 自分の事を含め会社の製品など買手側の 「信用」をいかに得 るか とい う点に重 きがおか
おもむう

れる。お互いの情報を交換 し合 うと 徐 に仕事の内容の話に入 る。
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さて実際の本題に入ると,日 本人は建前 と本音を使 い分けて,交 渉の結論はなかなかそ

の場面では出さない。お互いに 「察 し合い」 「以心伝心」でやるもの と決まってお り,事

を荒立てた くないために,買 手側 も相手に とって不利益 となるようなことは直接提示する

ことをさけ るようにす る。

交渉事 の内容が重要なことであれぽあ る程舞台裏で,交 渉に関連 した情報を集め相手の

出方を検討 した りす る。又根回 しや情報の交換 のため夜宴席を設けた り,週 末 ゴル フに接

待 してなるべ くインフォーマルな うちとけた人間関係を構築す るように努める。(コ ンテ

クス トで言えぽハイ コンテクス トか らローコンテクス トへ)

いずれにしても日本人の交渉事に於け る最終的 ゴールは 長期的な友交関係であ り,「 袖

振 り合 うも他生の縁」の様 に,最 初か ら最後 まで 「お見合い」の ような態度 もしくは気持

ちで交渉に望んでいることが多いのではないだろ うか。(西 洋人については不可解な 点 だ

ろ うと推察するが,日 本人はこの人間関係を円滑 にす るため,GNPの1.5%に も相当す

る費用が交際費 として毎年使用 されている。)

一度海外に出ると,日 本人は相手国の文化,慣 習などの背景を熱心に研究す る。 アメ リ

カ人に対 しては,説 得す る場合積極的で明確な態度の方が,む しろ謙遜 した控え 目な態度

よ り効果的なこと。又すべての交渉 の条件をあ らいざらい出 して(cardsonthetable)望

む方が下手な裏交渉や 日曜のゴル フ接待な どはむ しろマイナス効果を与えるとい うことを

会得 して しまい有利に運ぶ ことが うまい。

一方 アメ リカ人の交渉に望む態度は ど うであろ うか。初対面で も非常にインフォーマル

で友好的に,「 ジ ョンと呼んで下 さい」 と言 うように切 り出され ることが常である。 前 お

きの話は きわめて短かい。 日常会話で もぶ らっと相手を訪問す るような時 日本人同志なら

ば,何 も用事が ない場合で も 「どうも～」か ら始 まって数分はたわいない話の受け答えが

あ りそ うな ものだが,ア メ リカ人相手 となる と「what'supP」 などと言われ,何 も用事が

ないのにそれでは何 しに来たのか と,怪 誘な顔 をされ るのが落ちである。

ビジネス トークの場合は,端 的に本題に入る。それ も具体的な条件が出てそれについて

論議がなされ る。時には豊富な語彙を まくしたてて相手に威圧感を与 えよ うとさえす る。

図一〈3>

1)曖 昧なNO

2)疑 わ しいYESかNO

3)沈 黙

4)逆 の質問

5)関 係のない答

6)興 奮

7)う そを云 う

8)質 問を批判す る

日本人がNOと 云 うことをさける時の16の 方法

9)質 問を拒否す る

10)条 件はNO

11)YES,し か し～

12)後 で返答する

13)内 部的YES,外 部的NO

14)内 部的NO,外 部的YES

15)謝 罪

16)会 話に出ない顔の表情

一UedaKeiko
,``InterculturalEncountersinJapan"よ り
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こ うい う態度で アメ リカ人につめ寄 られた場合,た いていの 日本人は反発を感ず る。そ し

てあ っけにとられ黙 りこくってしま う(図(3)参 照)。 こ うなっては もう相手に とってプラ

スの要因を引き出す可能性は無にひ としい。正に 「沈黙は金」 と 「雄弁は金」の文化ギ ャ

ップである。現代のアメ リカ人は,そ の生活文化習慣 の点において自分達の方法がベス ト

だ と信 じているので,世 界中 どの国へ行 って も,母 国語の英語を相手に強要 し,自 国の習

慣で物事を運ぽ うとす る。

ビジネス交渉において 日本人に接す る時 も,彼 らが売 り手の立場に立った場合で も,買

い手 と同等の立場で交渉を進め よ うとし,へ り下 って物 を言 うことが出来ない。 もしそ う

努めた としても一長一石にできないので,不 自然な態度に うつるし,又 日本では半ば商習

慣になっている'根 回 し"も,実 働時間以外の時間を割いてまで行なった りは しない。

日本人は もともと人付き合いの下手な人種で,酒 が介在 した り,仕 事以外の分野(ゴ ル

フ,麻 雀,小 唄など比較的限定 された趣味ではあるが……)の 付 き合いをす ることにより,

徐々に うちとけて本音で物事が言え る仲になる。

筆老 自身の学生時代の交友関係を起想 してみても,あ る時の きっかけ(ス キー,コ ーラ

ス大会,文 化祭など)以 来急に親交が深 くなった とい うことが思いつ く。古来親 しい友人

の ことを 「気のおけない奴」とか 「腹を割 って話せる仲」な どと言 うが,日 本人の人間関

係に於ては,コ ンテ クス トの度合 とい うものが,非 常に重要な役割を果た していることが

言えるのではなかろ うか。

日米の ビジネス交渉について述べてきたが米国の交渉は 日本のお見合 い型に比べるとポ

ーカーの ような ゲームの形式で進め られるよ うに見 うけ られる。お見合 いとゲームの形式

において一番大 きな相違点はその 目的である。 日本人はある交渉事の後 にも長い人間関係

を求め るのに対 し,ア メ リカ人はまず ゲーム(交 渉)に おいて勝つ(自 分側に有利 な結論

を導き出す)こ とを主眼 として交渉に望む。日本人にとって この概念を理解せず して アメ

リカ人 との交渉に望む ことは非常に苦 しい立場においこまれる結果をまね くことになる。

この章の終 りにかえて グラハム氏のアメ リカ人に対する日本人 との交渉に於ける留意点

を紹介す る。

「日本人 と交渉す る時の留意点」

1)よ く聞 く耳をもつ こと

2)人 間関係を重要視す ること

3)忍 耐強 く交渉す ること

4)幅 広い考えを もつこと

この4つ の要諦は,我 々が年長の人に接す る時にも当ては まるような気がす る。
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東西人気劇脚本の比較

ここで東西の最 も代表的な劇の脚本の名場面をそれぞれ紹介 してその内容を コンテクス

トの高低 とい う観点か ら比較考察 してみたいQ

シェークス ピアの傑作喜劇の1つ 「ヴェニスの商人」の中に,自 分 の身体の肉1ポ ン ド

を形に して友人バサーニオのために金3,000ダ カッ トをユダヤの高利貸 シャイロックか ら

借 りたアン トーニオーは,あ てに していた商船が次 々座礁 し窮地におち入る とい う下 りが

ある。

法廷において,バ サーキオは証文の金額を10倍 に しても返済す るか ら法を曲げてほ しい

と,裁 判官に変装 したポーシャ(実 はバサ ーニオーの恋人)に 嘆願す るが,彼 女は 「定ま

れる掟 を動かす ことはできない」 とつ っぱね る。

ところが ポーシャは どんでん返 しを用意 している。 アン トーニオーに覚悟をせ まってお

いてか ら最後に シャイロックに,そ んなに証文の 条文に 固執するのなら証文通 り,一 滴

の血 も流 さずにいきな り肉1ポ ソ ドを 切 り取れ と命 じて シャイロックを や りこめて しま

う。

この法廷での場面が この劇のハイライ トであるが,こ の法の解釈をめ ぐる論理 の展開は

典型的な西洋人 のロジ ックのよ うに思える。「法律」は最 も重要な制度で,絶 対犯か し て

はならないル ールだ とい う考え方は西洋文化の根幹をなす ものであ る。つ ま り明文化され

た具体的で論理的な ローコンテクス トな範疇の掟である。

これに対 し,日 本の代表的歌舞伎 ・三代 目並木五瓶作 「勧進帳」の安宅の関の名場面を

想い起 こしていただきたい。

頼朝の怒 りにふれた義経は都を追われ陸奥国平泉 の藤原秀衡を頼 って北上す る途中,安

宅の関所を通 りかかる。

山伏に変装 した一行の先達を務める弁慶は,関 所守の富樫左衛門に焼失 した奈 良東大寺

の再建のための寄付集めに奥州へ行 くのな ら,寄 付の勧進帳を読め と言われる。 もとより

そんな ことは嘘だか ら弁慶は 自分の持 っていた巻物をそれ らしく読む。

富樫はなおも,山 伏に関す る質問をす るが弁慶は一 々み ごとに答えるので,一 行は本当

の山伏 とみ とめ られ関の通過を認め られるが,そ の瞬間,番 卒の一人が,あ の強力が怪 し

いと叫ぶ。

ここで弁慶は強力が モタついているか ら,い つ も怪 しまれるのだ と,金 剛杖で義経を し

たたかに打つ。 これを見た富樫は,す でに心の うちで強力が義経であることを見やぶるが

弁慶 の苦肉の計略に感 じて一行の通過をゆるす。

この一幕の見所は,強 力の義経を富樫が呼び止め る。
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「いかにそれなる強力,止 まれ とこそ」

か ら一挙に クライマ ックスを盛 り上がる。 さらに富樫が弁慶の義経を打つ手をおさえて,

言 うところの

「判官殿にもなき人を,疑 えばこそ,か く折艦 もし給 うなれ」 とい うセ リフは憂いを含

め,口 と腹 と裏腹の反語的表現 となって観客(日 本人)の 涙をさそ う。

以上みて きた ように,こ の歌舞伎は非常にコンテ クス トが高 く意味深い内容 となってい

る○

コンテクス トが高い文化では,時 には人 と人の連 なが りが法律や規則 よ り重要視 される

ことがあ り,価 値観が内圧化す る。つま り富樫は頼朝の命令 よりも,弁 慶の主を思 う心に

感 じて 目に見えぬ系のつなが りを義経 との間に築いたのだ と言え る。

古来 日本の舞台劇には,こ の例の ような言外の意を察 して人情の機微を味わ う種のもの

が多い。

以上東西の代表的脚本を比較 して,そ の文化的背景を考察 してみ ることも興味がつ きな

いo

国際 理解 と コンテ クス ト

三菱商事が82年 にアメリカで行 った米大企業の幹部を対象 とす る意識調査がある。 この

調査の中で 日本か ら何 を学ぶべきか とい う問があ り,そ の答は次のよ うだった。

1位 高生産性(8396)

2人 国際競争力(73%)

3位 労務管理(66%)

そ して注 目度が高いはずの 「社会の コソセソサスづ くり」を学びたいと答えたのはわず

か36%に す ぎないとい うことだ。

アリゾナ州 フェニックスのアメリカ経営大学院で長年 アメリカ人に 日本語の講義を して

い る熊山教授は私に こうもらした ことがある。

「アメ リカ人にとって 日本の工業製品は大変人気があっても,日 本文化 とい うものはあ

くまで も異質で,従 って 日本語 も生 まれて このかた関 った こともふれた こともない言葉で,

あまり人気がない。興味を少 し持 った学生に文法でも教えるとも うこれは混乱してしまっ

て正に日本語は彼等に とって"悪 魔 の言語"で す よ」 と嘆かれた。

ヴォーゲル博士の 「ジャパ ソ ・アズ ・No.1」 以来 「セオ リーZ」 「ジャパ ニーズ ・マネ

ージメン ト」「ジャパ ニーズ ・マイソ ド」など次々 日本的経営に関する著作研究が 発表 さ

れ る昨今で さえ,文 化的土壌の移植は アメリカ人に望 まれてはいない とい うことだろ う。

日本的経営についてアメリカ人が持 っている印象を表わす或るジ ョークがある。
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ある国でスパイ罪に よる銃殺寸前の日,日 ・米 ・仏の ビジネスマンが登場す る。最後の

願いを聞いてや ると言われた仏 ビジネスマンは,国 歌を力いっばい歌 った。次に銃殺隊

の前に引き出された 日本人は 「我国の経営技術について講義 したい」これを聞いた米国

人は,た め息をつ きなが ら 「私を先 に殺 して くれ」 と申し出る。 とい うものだが 日

本経済進出の秘密な ども う結構 とい う米国人の感情が よく出ている。

日本人の海外在住者数は83年 の統計で,約45万 人(永 住25万 人,長 期滞在20万 人)を 数

え,こ こ10年 間で10万 人ふえた勘定 になる。現在世界163力 国の内153力 国に 日本人が住ん

でいるそ うだ。

一・方 日本国内の外国人登録者数は84万 人(内78万 人がアジア人,北 米3万 人,欧 州1.8

万人)を 数える。 内留学生は1万4千 人で,政 府 はこの留学生を2000年 迄に欧米先進国並

の10万 人にふやすべ く,そ の対策 を文部省,各 関係機関や大学へ呼びかけを している。

この ように国際交流は今後共その頻度,密 度共に増す ことはあっても,減 ることは考え

られない。

現代の生活様式を 「文 明」 と 「文化」とい う二つのカテゴ リーで とらえてみた場合,「 文

明」はいわば,共 同生活 の技術 とで も定義づけ られ る。工業技術,家 庭電化製品,近 代交

通機関(新 幹線),日 本的経営などがそれであ り,こ れ らの ものはすべて国際交流(流 通)

しているもの と考 えてさしつかえない。

ロサソゼルスの ビーチや ロン ドンの ソーホーでキャノンを手にした若者がホソダを乗 り

回 した りす る光景は何 もめず らしくないよ うに,我 々も日本でBMWや ベ ソツを よく見

かける し,空 の旅 はたいていボーイングや ロッキー ド社 のジェットに乗 っている。 ウィル

ソソの ゴルフクラブ,ヘ ッ ドのテニスラケ ット,ロ シュノールのスキーも人気商 品であ る。

これ らに対 し,「文化」 とい うものは 「文 明」の技術の上に情緒的,感 性的な満足 の 要

素を加える機能がある。芸術,言 葉,食 事,フ ァッションな どが文化 といわれるものであ

るが,こ こでは伝統的な文化 と,現 代文化 とに分けてみ る。

現代文化 とは正に現代の生活様式その もので,カ ラオケ,マ ンガ,喫 茶店,ス シバ ーな

どがその例 として上げ られ るが,若 者達の間では これ らの様式 も国際相互交流 している。

アメリカのダイエ ット食の影響で現地で ブームを呼んでいる日本食や,東 南 アジアの 日

本語 カラオケ,日 本でのエアロビクスの流行な ど……。

そ して最 も伝統的な文化,日 本的な茶華道,禅,相 撲,柔 道 とい った ものまで,昨 今で

は外国で よく紹介されるよ うにな った。英国の伝統的な男のスポーツ,ラ グビーは 日本に

於て大変な人気を呼んでいるし,又 つい数年前には青木が ゴル フで活躍 し,ア メ リカでは

日本は ゴルフまで(経 済のみな らず スポーツの分野まで)進 出してきた とひやか された。

又欧州の伝統あ るクラシックの コンクールで 日本人の若 き演奏者が上位に入賞す るのも

めず らしくな くなった。歌舞伎 の欧米 ツアーも成功裏 に終えた と報 じられている。
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比迄 述べ て きた よ うに,国 際交 流 は ロー コンテ クス トな物 の交 流か ら,ま す ます ハ イ コ

ソテ クス トな心 の交流 へ と転 換 しつ つあ る よ うに思 う。

コンテ クス トとい う概 念は ,文 化 とい うもの を理 解す るほん の ご く一 部 の要素で は あ る

が,こ れ を基 準 に して物事 を比較 してみ る と,今 迄 見 え なか った 部 分(hiddendimenti.

on)が 以外 と よ く見えて くる と言 うこ とが分か って いた だけ たので は ないだ ろ うか。

参 考 文 献

ManaglngCulturalDifferences,Harris&Moran,GulfPublishingCompany .

SmartBargaining,J.Graham&Y.Sano,BallingerPublishingCompany .

文 化 を 超 え て,エ ド ワ ー ド,T.ホ ー ル,TBSブ リ タ ニ カ 。

文 化 と し て の 時 間,エ ド ワ ー ド,T.ホ ー ル,TBSブ リ タ ニ カ 。

ジ ャ パ ニ ー ズ ・マ イ ン ド,ロ パ ー ト・C・ ク リ ス ト フ ァ ー,講 談 社 。

バ ー一バ ー ド流 交 渉 術
,R・ フ ィ ッ シ ャ ー&W.ユ ー リ ー,TBSブ リ タ ニ カ 。

Me社 会 とWe社 会,佐 藤 隆 三,日 本 経 済 新 聞 社 。

一128一

N工 工一ElectrOnicLibrarySe-vice


