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（要 約 〉

　 日 本 文 化 は 共 有す る 情報 量 か ら鑑 み る とハ イ コ ン テ ク ス ト文 化 と位 置 づ け られ て い るが、昨 今 の 日本 社 会 は ハ

イ コ ン テ ク ス トと ロ
ー

コ ン テ ク ス トが 混 在 して い る。本稿で は 、日本人 が 遭遇す る様々 なコ ン テ ク ス トの 中 で 想

定 の 難 しい ロ ーコ ン テ ク ス トに お ける ス キル 修得 の 手法と語用論 にお ける第
一

義的発話行為 に直視 して 疑似 体験

を試み、ス キ ル 修 得 の 過 程 とそ の 結果 を言及す る。

（キ
ー

ワ
ー

ド）

　 コ ン テ クス ト、発 話 行 為、コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン ス キ ル

は じめに

　対人 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン に お け る コ ン テ ク ス トは 重要な役割を果た す。 コ ン テ ク ス トには多種多様 な

変化パ ター
ン が あ り、自国 の 文化や所属社会 の 状況 によっ て も異 な り、人間同 士 が共有する 時間が長い

と 疑似体験 の 回 数が 多く な る た め 共 通理 解 が 可能 と な りやす い
。 その ため 、 同国民 、 同地方、同年代、

同窓生 、 友人、家族等は 同じ コ ン テ ク ス トを共有 し て い る こ とが 多い ため意思疎通が 円滑 にな りやす い

の で ある。

　さ て 、本稿 で は 、日本人 の コ ン テ クス トを考察 し て 、 日本人に とっ て 難 しい コ ン テ ク ス トに おける ス

キル 修 得 の 取 り組 み 過程 を考察する 。
ス キ ル 修得に お ける表現面 で は 語用論 の 第

一
義的発話行為 の 重要

性 も認識 し な が ら表現に要す る 時間 に も焦 点を当 て 、ロ
ー

コ ン テ ク ス トに お け る ス キ ル 向 上 の た め の 方

法論を考察 して い く。

1 ．本研究の 目的

　若年者 の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 不足 に つ い て は 予 て か らも警鐘 を鳴らされ て き た が、平成 16年 1 月29日

に厚生労働省が 行 っ た 「若年層 の 就職能力 に関す る実態調 査 」
1

によ り事務 、営 業系 の 仕 事に採用 され

る 可能性 の な か で コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン 能力修得の 重 要性 が 明 らか に な っ た 。対人関係 を円滑に保 っ た め

の ス キ ル は、受信 （in−put ） の 際には 「傾聴 ・観察 ・情報収集」 の ス キル 、処理 の 際に は 「熟考 ・関連 ・

優先 づ け」 の ス キ ル 、発信 （out −
put ） の 際には 「反射 ・

言 い 換 え ・共感 ・質問 ・確認 」の ス キ ル
2

と 考

え、拙著 （2004）
3

に お い て コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン サ イ ク ル と し て ス キ ル 構成 を立 て た。平成 16年度 よ り

筆者が 担当し て い る 「言葉 と コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 」の 講義演習に も導入 して い る が、 3年経過 して フ ィ
ー

ドバ ッ ク し て み る と、こ れ らの ス キ ル 以外 に も修得す べ きス キ ル の 存在 に 気付 い て い た も の の 実践す る

こ とが 困難 な た め 留保 し て きた もの があ る 。 しか しなが ら、今年 度、初 の 課外学習 として 導入す る こ と

がで きた 。
コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン 概念 か らそれ らを抽 出 して 修得過 程 と結果を ま とめ る こ と が本研究の 目
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的 で ある。

　ま た 、こ こ で 問題に な る の が 「コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 能力 とは何 か 1 と い うこ とで あ る 。 今年度の 日本

コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 学会 シ ン ポ ジ ュ ウム で も問題に な っ て い たが、広範な る コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 捉 え

方に よっ て 求 め られ る コ ン ピ テ ン ス は変化する 。 長尾 、田 中 （2006）は 言語学分野、コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ

ン 学分野 、社会学分野、医療分野 、ビ ジネス 分野 で の 様 々 な概念化 が 試 み られ て い る こ と を述べ て い る 。

4

本稿で は 、本学 オ フ ィ ス 情報 学科 の 学 生 に 不可欠な コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン 能力を ビ ジネ ス 社会 で 人間 同士

が面対 す る際に必要な能力 と考え て い る。 2年後に 日本 の 社会 へ 送 り出す短期 大学 生 を対象 と し た ス キ

ル 向 上 を 目的と し なが ら多種多様な シ
ー

ン で 活用 で きるス キル を修得 させ るた め の ひ とつ の 手法を考察

す る。

2 ．コ ン テクス トの認識

　 コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン ス キ ル 修得 の た め に 必 要 な条件は 混 在す る が 、対 人 コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン に おける

ス キル 修得を問題 とす る場合に は 常に コ ン テ ク ス トを考慮 しな ければな らない 。コ ン テ ク ス トの 認識 を

明確化す る こ と に よ り ス キ ル 向 上 に拍車が か か り、コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を円滑 に お こ な う上 で も大 きな

影響 を及ぼすで あ ろ う。

（1 ）　 HC （ハ イ コ ン テクス ト） と LC （ロ ーコ ンテ ク ス ト）

　 コ ン テ ク ス トは コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン における記号送受信 の 状況把握 で あ り、Hall （1976 ） は コ ン テ ク

ス トを文化 の 共有情報量 に よ り　「ハ イ コ ン テ ク ス ト」 と　「ロ
ー

コ ン テ ク ス ト」 に区分 した。次 の 図は

Hall が 示 し たもの で あるが、ロ ーコ ン テ ク ス ト文化 の 場合、共有す る情報 量 が 少 な い 中で の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン で あ る た め言語 に よる 表現が不可欠 とな っ て くる。 ロ
ー

コ ン テ ク ス ト文化 と して 考えられ る の は

欧米な どで あ る。それ に 比 べ て 、ア ジア の 国 々 （日本、中国な ど）は ハ イ コ ン テ ク ス ト文化 と考 え られ

て い る。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 HC

LC

〔図 2］　 ハ イ コ ン テ ク ス トとu
一

コ ン テ ク ス ト ：Ha 皿，E．T．（1976） ）

（2 ）　 日 本文化 に つ い て

一
般的な 目本人社会 は HC （ハ イ コ ン テ クス ト）文化 と考え られ る 。 服部 （1997）の 記述 に も あ る よ

うに、
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　　 「不言実行 」、「沈黙は 金…
」、「男はだま っ て …

」 と い っ た格言や諺 は必ず し も 日本固有 の もの で な

　　い に して も 日本人 の 考 え方 をよく表 して い る。目本 で は
一

般的に 「沈黙の美徳」 とで も呼 べ る よ う

　　な倫理 観が定着 し て い る。　［中略］ 言葉を尽 く し た 自己 表現や 、そ れ を前提 に し た コ ミ ュ ニ ケ
ー

　　シ ョ ン は 不必要、場合に よ っ て は 排除 され るべ きもの とい う考え方が ある。
6

　日本人 同 ti：の コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン に は 「沈黙 」 が 重 要 な も の とされ て い る。黙 っ て い て もそれが 日本

人 の コ ミュ ニ ケ ーシ ョ ン には必要な もの で あ り、n ・一一コ ン テ ス ト文化 の ように イ ン フ ォ メ
ー

シ ョ ン しな

ければ伝わ ら ない 文化 で は ない 。ま た 、日本 人 の コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン に関し て 芳賀 （1979）は欧米人 との

差異を次 の よ うに述べ て い る。

　　日本人 の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン に対す る態度 の 根本は 、
「語 らぬ 」 こ とで あ り、自己 の 立 場 を 「わ か

　　らせ 、通 す」 こ とで はな い 。　［中略］ 欧米 人 の よ うに相手 を何時間で もつ かま えて 「わ か らせ ず

　　に は おか ぬ 」 と闘志をむき出 し にする よ うな こ とは少 ない 。　 ［中略］　 日本 人 の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ

　　 ン の 最大 の 特色は 、伝え る 意志がな い まま伝わ る、とい うこ とで ある。
7

　目本人 の 文化 は 「察 し の 文化」 ともい わ れ る よ うに 、「沈 黙 」 を続 けた ま ま で 相手が 「察 し」 て くれ

る こ と が 全 て の 前提 となる。対人 コ ミュ ニ ケ ーシ ョ ン に お い て は、「思 い や り」 「気配 り」 「気遣い 」 「心

遣い 」や 「以心伝心 」 と い う言葉が そ の 最 た る もの と して 扱わ れ て い る こ とか らも分 か る よ うに 、 心身

の 心 の 部分 が強調 され て い る言葉が多く、口頭表現面 で は敬意表現 （敬語） な ど が 日本 人 の 人間関係 を

表す言語な の で あ る。
s
古 田 （1990） は 日本的集団主義と和 の 精神に つ い て 、

　　日本に は 、人間を超越す る絶対者 の 神が い ない の で ある か ら、日本人 の イデオ ロ ギ ー
を決定する の

　　は 、お互 い 同 士 だ とい うこ と に もなろ う。
こ の 考え は、日本人論で 論 じ られ る。「間柄 ＝ 間人 主義 」

　　 に 通 じ る もの が あ る。
9

と述 べ 、和を重視する民族 で もあ り、HC （ハ イ コ ン テ ク ス ト）文 化 の 民 族 と考え られ る。

（3 ）　日 本 の ビジ ネ ス社会 （HC ＆ LC 文化）

　コ ン テ ク ス トを林 （1994） は 「意味環境」
1°

と述 べ 、日本 は HC （ハ イ コ ン テ ク ス ト）文化で あるが

ビ ジネ ス 社会 に は LC （ロ
ー

コ ン テ ク ス ト） 文化 も存在す る と述 べ て い る。更に林 （1994）は 文化 に よ

る コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 違い を次 の よ うに ま と め て い る （「高 コ ン テ ク ス ト」 がハ イ コ ン テ ク ス ト、「低

コ ン テ ク ス ト」 が ロ
ー

コ ン テ クス トで あ る）。

［表 1 ］　文化 とコ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン ：林 （1994）

11
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　 また、長野 （2000）は、

　　 目本 人 は 、き っ ぱ り と 「ノ
ーと言 え ぬ 」 や さ しき 日本 人 な の で あ る。　 ［中略］　 日本人 の 生 活にお

　　 い て 「暗黙 の 了解」 とい うもの が 大きな役割 を果 た して い る ため に 、 多くを語 る必 要 が なく、同時

　　に 「他人への 配慮 」 によ っ て 、イエ ス や ノ
ーを強調する こ と もな い 。

L2

　日本 人 は 和 に 重 き を 置 くた め 欧米人 の よ うに 自らの 意見 を主張す る こ とは避け相 手が納得す る ま で徹

底 的に向 き合 っ て話 し合 うと い う場 面を設定す る こ とは少 ない の だが 、実際の ビ ジネ ス 場面 で は ロ
ー

コ

ン テ ク ス ト文化 も存在す るよ うで あ る。自 らの 意見 を 主張す る こ と も必要 で は あ る が、拙稿 （2006）で

も述 べ た よ うに 、目本 の 場合 は 事前 に 「根 回 し 」な どの 行為 を行い 、日常生 活にお い て 相手 の 話 に 納得で

きない 時 に も鋭い 手法の 切 り返 し をせ ずに婉 曲な表現を用 い て 、自 らを低め なが ら自己 を主張 し なけれ

ばな らない 。ハ イ コ ン テ ク ス トと ロ ー
コ ン テ ク ス トの 境 目部分に お け る ス キ ル 修得が 必要 とな るの だが、

社 会 へ 出る前 の 学生が どの よ うな場面 で ロ ー
コ ン テ ク ス トを体験 で き る の か とい うこ と が 問題になっ て

く る。言語 へ の 依存度が 高 く、情報は特定言語 に よ っ て意味がな され、よ り多くの 物理 的状 況 や 内部 の

知識 に よ っ て そ の 意味 が 導き 出 され ない よ うな状 況をっ く る こ と が急務になっ て くる。社会人 で はな い

学生 が 全 く知 らな い 他者 へ 話し か け る 場面を設 定す る こ とが必 要なの で あ る。他者 へ の 話 しか け に は 発

話行為の 語用 論 が多大な る影響 を及 ぼす た め 、次 章 で は 発 話 の 持 つ 重要性 と発話行為表現な ら び に指導

過程に っ い て述べ る。

3 ．語用論の 導入

（1）　第一
義的発話行為

　知 ら な い 他者 へ 話 し か ける場面 で は 、発話する こ とに よ り他者へど の よ うな意味合 い をもた らすか 、

影響を与えるか、とい うこ とがそ の 後の 会話を継続する鍵 となる。第
一

義的発話行為に つ い て はVanderveken，　D．

（1998＞が、語用 論 に お い て 目常会話 で の 話 し手 の 意味は 文章 で 書き表 し た 時の 意味と 同等で な い こ とを

示 し て い る。例 え ば、
“
Can　you　pass　the 　sul し？

”
と尋 ね る こ と で 話 し手 が 間接 的に塩 を回 して くれ る

よ うに聞 き手に頼む こ とは 、そ の 発話 の 第 ．
義 的発話行為 は 間接 的な要請で あ り聞き手 の 能力 に つ い て

の 字義通 りの 質問 で は な い と して お り、第
一

義的発話行為 の 大切 さを強調 し質の 公 準 と量 の 公 準 を定め、

次 の よ うに述べ て い る。

　　Given 　their 　logical　forms ，　certain 　speoch 　acts 　are 　stronger 　than　others ，　in　the 　sense 　that 　t

　　hey 　have　more 　 conditions 　 of 　 success ，　of 　non 　defective　perfective 　performance 　or 　of 　 satisfac

　 　 tion．　i3

　ロ
ー

コ ン テ ク ス トに お い て 発話する際に は 、発話 の 受け手 に こ ちらの 意図す る も の を 瞬時 に 汲み 取る

よ うに促す ス キル が 必 要とな っ て く る の で あ る。以 上 の よ うな こ とに基 づ き 、 学生 が ス キ ル を身に っ け

るた めの 前段階 として 第
一

義 的発話表現作成 の プ ロ セ ス を次章で 述 べ る。

（2 ）　 第一義的発話行為 の 指導過程

　
一一．
般 的 に 他者 へ 依頼する場合は そ れ ま で に築い て きた 人問関係 の 影響 が 往 々 に あ る の で 、見知 ら ぬ 他

者 へ の 依頼 の 場合は第
一

声 の 発話表現が重要に な っ て くる た め、単に 話 しか けるだ けで は な く見知 らぬ
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他者 へ の 依頼表現 を考える こ とが ス キル 上達 の 手段 と推察する。

　揚 面設定と して 見知 らぬ 他者 へ の 依頼表現 （道順 を聞く） と い う状況を想定した上 で 、先述 の 第
一

義

的発 話行為の 大切 さや 日本人 同士 の 人間関係 を助 ける敬意表現 （敬語）を使用する こ と も促 し なが ら依

頼文 を考 えさせ た 。 学生が 回答 した い くっ か の 依頼文 は 次 の よ うなもの で あ っ た。

　　  「ち ょ っ とい い で す か 。 道順を教え る こ と が で きま すか。」

　　  「こ ん に ち は。道順 を教 え て くだ さい 。」

　　  「す み ま せ ん が、道順 を 教 え て くだ さ い 。」

　　  「誠 に 申 し訳ござい ませ ん が、道順を教えて くだ さい 。」

　　  「誠に申し訳 ご ざい ませ ん が、道順を教えて い た だ け ま せ ん で し ょ うか。」

  の 表現は第
一
義的発話行為 の 問接的な要請 で あ り、英語な らば

“
Can　you　tell　me 　the　way 　to〜？

”

　で よい が、日本語 の 依頼表現で は異な る。

  の 表現 は 学 生 ら し さが 出て い る もの の 依頼の 部分は 「教え て くだ さい 」 だけである。

  の 表現 は 日本人 的な表現 （「す みませ ん」 とい う相手 の 気持 ちを和 らげる表現）が 挿入 され て い

　る の で 適切 で あ る。

  ・  の表現は 日本人的な表現 （「誠 に申し訳 ご ざい ませ ん」 とい う相 手 の 気持 ちを和 らげ る表現）

　 の 中で 最 も へ りくだ っ た表現が挿入 され て い る の で 更 に 良い 。そ し て 、  の 表現 「〜道順 を教 え

　 て くだ さ い 」 と い う肯 定文 よ りも  の 表現 「〜道順を教え て い た だけ ま せ ん で し ょ うか 」 とい う

　疑問文 の ほ うが 、相手 に 選択権を委ね て い るの で 更 に適切な表現 で あ る。

罫線枠内 の 答 えを導き出すよ うに、国語表現 で教 えた 敬 意表現 の 復習 も兼ね て 指導す る 。

4 ．ス キル 修得の 方法

（1 ＞　実施の 背景

　 コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン に お け る ロ
ー コ ン テ ク ス トを踏ま え て の ス キ ル 修得 な の で、全 く見知 らぬ 他者 へ

の コ ミ ュ ニ ケ
ー

トと考え る と学 内で の 場 面 設 定 で は 難 し く な る。そ の た め 学外 で の 課外学習 と なる が 学

生数やカ リキ ュ ラム に縛 りが あるため、ゼ ミ生 （1 ・2年生） を対象 に 課 外ゼ ミナ ール 形式 で学習 させ

る こ とに した。見知 らぬ他者 へ の 発話場面 を想定 し た もの に は数種類あ るが、仮 に道順や場所を尋ね る

の で は結果 と し て 残 る もの や 自らの ス キ ル を フ ィ
ー ドバ ッ クする もの が 少 な い た め、街頭 ア ン ケ

ー
ト調

査 を行なうこ と に した。 2 年生 は卒業研 究 レ ポ
ー

トに役立つ ア ン ケー ト項 目を 、 1年生 は コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン に関す る ア ン ケ
ー

ト項 目をそ れぞれ考え て マ ッ チ ン グ させ た。実施状 況 は 次 の よ うに 決定 し て ゼ

ミ生 に 周 知 し た。

【 目　　標 　】 ロ
ー

コ ン テ ク ス トに お け る コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン ス キル 向上

【　目　　時　】平成 19年 7 月 20 日 （金） 午後 3 時〜5 時30分

【 場 　所 】三重県津市の 津駅東 m 周 辺
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【 対象学生

【 共通 理 解

】ゼ ミ生 （17名）＝ 全員が 「言葉とコ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン 」 受講済 み

　日本人女子 学生 （16名）、留学生男子学生 （1名〉

】 ・調査 可 能箇所 は公 共 の 場 の み （駅 側 との 取 り決 め を守る こ と）

　 ・一人 当た り最低10部は とる こ と

（2）　 事前練習 （留意点）

　事前練習 と し て 場面設定 を した 上 で の バ ーバ ル （言語表 現）、ノ ン バ ーバ ル （非言語表現） を用 い て

の 疑似体験をす る 。 発話表現 は、前述 （P。155） の   の 「誠に 申し訳 ござい ませんが、道順を教 えて い

ただけませ ん で し ょ うか 。」 とい う表現 の 「〜道順 を教えて 〜
」 を 「〜ア ン ケ

ー
ト調 査 に お 答え〜

」 に

置 き換え 「誠に 申 し訳 ご ざい ませ ん が 、ア ン ケ ート調査 に お答 えい ただ けませ ん で し ょ うか 。 」 とい う

発問 をする 。 自らの 名乗 りも忘れ な い よ うに して 簡単な 自己 紹介 （所属 と名前）と 目的 も加 えた依頼表

現も加 え時間を計 る。歩行 し て い る 人間を呼び止 めて 依頼表現 を用 い る た め 、歩数 と時間、立 ち 止 ま っ

て もら うま で の タ イ ミ ン グが 非常 に 重要 で あ る。歩幅の 個人差があ る の で 、ゼ ミ生 が 実際に歩 い て他者

が 話 しか け る 限度の歩数を割 り出 した。歩数 7 歩ま で が限界で あ っ た 。歩数 7 歩以 上 く っ つ い て 話 し か

け られ る と 「不快 を感 じ る」 と の こ とで あっ た。多少 の 個人差はあるが 、歩数 7歩に 対 して 4 〜 5 秒 か

かる 。 発話 し て か ら 言 い 終え る ま で の 所要時間を計る と 下記 の よ うに なる。

　　依頼表現   【10秒】　「お忙 しい とこ ろ誠 に 申し訳 ござい ませ ん
。 高 田 短期大学の 者ですが コ ミ ュ ニ

　　　　　　　　　　　　ケ
ー

シ ョ ン に 関す るア ン ケ
ー

ト調 査 に お 答 え い た だ け ま せ ん で し ょ うか ？ 」

　　依頼表現   【8 秒 】 「申し訳 ご ざい ませ ん 。高 田短期大学の 者 で す が コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン に 関する

　　　　　　　　　　　　ア ン ケ
ー

ト調 査 に お 答えい た だ けませ んで しょ うか ？ 」

　　依頼表 現  【7 秒】 「すみ ませ ん 、高 田短期大学 の 者 で す が コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン に 関す るア ン ケ
ー

　　　　　　　　　　　　ト調査 に お 答 え い た だ けま せ ん で し ょ うか ？ 」

　　依頼表現  【5秒 】 「す みませ ん、コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン に 関す る ア ン ケ
ー

ト調 査 に お 答えい た だけ

　　　　　　　　　　 　　ま せ ん で し ょ うか ？」

　　依頼表現  【4 秒】 「すみませ ん 、 ア ン ケ
ー

ト調査にお答えい た だけませ ん で し ょ うか ？ 」

　依頼表現   は 最も高い 敬意表現 を用 い た も の で あ る が、言 い 終え るま で の 所要時間 は 10秒もか か る た

め長すぎる 。   ・  は 相手 の 気持 ち を和 らげ る 表現を少 し 軽 め の もの に し たが、や は り 8 秒や 7 秒 で は

長い
。 依頼表現   や   は 自らの所属 を明確 に して い な い た め 時間 と して は マ ッ チ して い る が 適 さない

D

そ こ で 、所属 を 短縮 し て ア ン ケ
ー

ト内容 を 省略する と依頼表現   ・  の よ うに な る 。

　　依頼表現  【5 秒】　「す みませ ん、高田 短大 の 者 で す が ア ン ケー ト調査 に お 答 え い ただ けま せ ん で

　　　　　　　　　　　し ょ うか ？」

　　依頼表現   【4 秒 】 「す み ませ ん、高田短大 の 者ですがア ン ケ
ー

ト調査に お 答え い ただ けますか ？ 」

　依頼表現   ・  の どち らか の 表現を用 い て 発話する こ とに 決定 して 、通 行 人 役 と依頼学 生 役 に分か れ

て 事前練習を行 なわせ た。非言語表現 （ノ ン バ ーバ ル ）の 視線、表情、パ ラ言語 、身振 りに も注意 し て 、

通行人 の 歩 く速度に も合わせ なが ら練習す る。
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発話行為 が他者 に もた らす 影響 に 関す る研 究

（3 ） 結果

学年 と集計 者 集計 結果 成功に繋が る要因 失敗に繋が る要 因

1 − a 16 バ ス を待 っ て い る人に 頼ん だ こ と バ ス が停 車 してか らの 時間 帯

1 − b 8 誰か を待 っ て い そ うな 人 に 頼 んだ こ と 改札 口 を 目指 し て 歩い て い る 人

1 − c 7 バ ス 乗 り場 に並ん でい る人に頼ん だ こ と ア ン ケ
ー

ト用 紙 が 2枚 あっ た こと

1 − d 6 3 〜4 人 で ゆ っ く り歩 い て い る 人 達 足 早に駅 に向か っ て 歩い て い る人

1 − e 7 ペ ア で 頼 む と相 手側 に安心感を与えた 為 用紙だ けで の 質問 （口頭 質問 にす べ き）

1 − f 7 自販 機横 の 長椅子 に座 る 人 に 頼む こ と 歩 行 中に話 しかけ る こ と

1 − 9 7 駅前 か ら離れ た所で頼 んだ こ と 急い で 駅に 向か っ て 歩い て い る人

1 − h 6 お とな しそ うな年 下 に頼 む こ と 中年女性

1 − i 5 男 性 よ りも女性 に 頼 ん だ こ と 外国入 で あ っ たた め言 葉の 壁 があ り失敗 し た

2 − j 10 バ ス 乗 り場付 近の 人、年配 の 人 に頼 ん だ こ と 同年代 や 3 〜4 人 の グル
ー

プ の 人 達

2 − k 7 サ ラ リ
ー

マ ン 風の 年配 の 人 に頼 ん だ こ と 仕事 帰 りの OL へ の 依頼

2 − 1 7 「卒論 」 と い う言葉が効い た ア ン ケ
ー

トの 内容 （不 明 だ と不審が ら れ る ）

2 − m 8 バ ス 待 ちの 人が 良か っ た 歩行 中の 人

2 − n 8 声 か けに 慣れ る と ヒ手 くい く よ うに な る 最 初、は っ き り頼 めな か っ た こ と

2 − o 5 「卒論の ア ン ケ ート」 とい う言葉 が効 い た 「〜い い で す か ？ 」 と尋 ね る 表 現を した こ と

2 − P 9 時 間 に余裕 の あ りそ うな人 に頼 ん だ こ と 最初は な か なか 話 しか け られ なかっ た こ と

2 − q 7 ペ ア を組 ん で 行 動 した こ と ペ ア を組 ん だ友人 と無駄 話 を して しま っ た こ と

　当目の 結果をま とめた表で あ る 。
a 〜 i が 1 年 生 （9 名 ）、 」〜 q が 2 年生 （8名） で あ る。所定区

域内 で 2 時間 30分以内にア ン ケ
ー

ト依 頼をす る とい う条件で 、各 自10部 の ノル マ
ー

を課 した。駅前 とい

う限 られ た範囲 だ が 、成功要 因 と失敗要因を照 ら し合わせ る と 「場所 」　 「時間」　「人物像」　 「状況」 の

具体的な事柄が 浮か び 上が っ て くる 。

　　「場所」 に関 して は、駅前とい う場面 にも様々 な状況が混在する こ とを認識 で きた。改札 口 か ら離れ

た所や バ ス 停付近 の 回等率 が 高 か っ た 。「時間 」 に 関 して は 、夕刻 の 仕事帰 りの 時間帯は 難 しく、バ ス

が停車 して か らの 時間帯も厳し い こ とが分か っ た。回答す る 「人物像」 も、歩行中の 他者に 話 し か ける

こ とは 非常 に困難 で ある こ とを実際に確認する こ と が で きた。
一

人 で 足 早に駅 に向か っ て 歩 い て い る人

よりも 3 〜 4 人 で ゆ っ く り歩 い て い る 人達、誰か を待 っ て い る 人、バ ス 乗 り場 に並 ん で バ ス を待 っ て い

る人や 自販機横の 長椅子 に座る 人 に頼む と回答率 が高 くな る。同年代 に は 拒否 され る傾向が強 く 、 サ ラ

リ
ー

マ ン 風 の 年配 の 人 や お とな し そ うな年 下 （中 ・高生）に頼む と回答 を得やす い よ うで ある。ま た、

何 の た め の ア ン ケ
ー

トで あ るか 明言す る こ と も不 可 欠 で あ り、「卒論 」 と い う言葉 は 効 く よ うで あ る 。

「卒論 の データ に な る の ならば きちん と答 えなければな らな い 」 と い う回答者もい た そ うだ 。 依頼側 は

ペ ア を組ん で 頼む と回答者側 に安心感を与え回答率も高 くな っ た とい う体験談 もあ っ た。ア ン ケ
ー ト用

紙 が 2 枚 あ っ た こ とも障害とな っ た た め、用紙 （文書質問） だけで はな く 口 頭質問 も各 自の 分担 を 決 め

て 取り入れ る とい う方法 も今後は 取 り入れ るべ きである とい う提案 も出 た。 2 年生 は 、キ ャ リ ア教育の

な か で 第
一

印象 に つ い て の 講義 を受けた こ と の 振 り返 りに も な っ た と述 べ て い る。非言語表現 （ノ ン バ ー

バ ル ） の 大切 さを講義で聴い て い た もの の 、 他者 の 非言語表 現をみ て 改め て 発話す る以前 の 表現 の 重要

度を学 ん だ とい う。

　 最後 に次 の 2 つ の 結 論 を 導 き出す こ と が で き た。そ れ は 、「発 活 以 前 に 相 手 の 状況 が 察知 で きた こ と」

と 「閉じ た質問で の依頼文 で は効果的 で な い こ と」 で ある 。

一 157 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Takada Junior College

NII-Electronic Library Service

Takada 　Junior 　College

高 田短 期大 学紀要第26号

  「発話以前に 相 手の 状況が察知 で きた こ と」

　事前準備 の 時点 で は、「歩行 中 の 見知 らぬ 他者 に 依頼す る 」 とい う場面設定 で 時間を計 りなが ら発話

　行為 に 取 り組ん で い たが、「すみ ま せ ん 」 とい う発話 に よ り相 手 の 状況 （ノ ン バ ーバ ル に よ る も の ）

　が 察知 で きた とい う結果が82％ の 割合 （1年生 は 9 名中 7 名、 2年生 は 8 名 1
．
P　7 名）が 得 られた。発

　話す る こ とによ り、非言語表現 （ノ ン バ ーバ ル ） で 他者 が反応 を示す場合が多 く、「手を用い て 断わ

　る （遮 断す る、申し訳な さそ うに 拝むポーズを と る）」 行動や 「全 く無視す る 」 行動 に 出 る 。 言語表

　現 （バ ーバ ル ）で 他者が 反応を 示 す場合は 、「ち ょ っ と時間 が無 い の で
…

」 「すみ ませ ん」 とい う林

　（1994＞ が 指摘 して い た 「和 、形 を重ん じ る 」 発話が戻 っ て きた。

  「依頼 文 （閉 じ た 質問） が 効果的 で はない こ と」

　こ ち らが準備 した質問文 に つ い て も新た な事実が 確認 で き た。当初 は、閉 じた質問
14

形式 の 依頼文 で

　事前練習を して い たが、見知 らぬ他者 へ の 依頼の 場合は 「閉じた 質問1 で は イ ン パ ク トが 弱 い た め効

　果 的 で はな い こ とが 分 か っ た 。　 「開い た質問」 で は 相手 に負担をか け る と 予測 して い た が 、「開 い た

　質問」 を用 い た依頼文を作成する必要 が あ るよ うで ある。

おわ りに

　 ハ イ コ ン テ クス ト文化 とい われ て い る 日本社会 で あ る が、昨今で は ハ イ コ ン テ ク ス ト と ロ
ー

コ ン テ ク

ス トが 混在 して い る た め 、今年度 、初 め て ロ
ー

コ ン テ ク ス トに お け る ス キ ル 修得を 試み た 。第
一
義的発

話行為 か ら事 前準備に 取 り組 ん だ が 、当 初、考案 した もの と結果 に は 差異 が 生 じ た。

　 ロ
ー

コ ン テ ク ス トを想 定 して 場 面設定を して い たが、Hall，E．　T．（1976） の い うハ イ コ ン テ ク ス ト文

化 の と お り、目本人 文 化 は 非 言語表現 （ノ ン バ ーバ ル ） へ の 依存度 が 高 く、言語 へ の 依存度は低 い こ と

が分 か っ た 。 発話 に よ り相手 の状況が特に非言語表現 （ノ ン バ ーバ ル ）に よるもの で 察知 で きた とい う

結果 が 82％ で あ っ た。発話す る こ とに よ り、非言 語 表 現 （ノ ン バ
ー

バ ル ）で 他者 が 反応 を示す場合 が 多

くまた、物理 的状況 に よ っ て そ の 意味が 導 き出 され、当初 、準備 した質問文 に つ い て も新た な事実が確

認 で きた。見知 らぬ 他者 へ の 依頼の 場合 は 「閉じ た質問」 で は イ ン パ ク トが 弱 い ため有効的 で は ない こ

と も判明 した。「開い た 質問1 の 使用方法 も考慮 し て い きた い 。

　今後は 、日本人 の 「コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 」 研究 の なか で 日本社会 で の 効果的 なス キル 修得や 円 滑 な人

間関係 が保持 で き る もの を何 らか の 数値測定等の 手法を 用 い て 体系 づ ける所存で あ る。

註

1　 平成 16年 1 月 29 日 に 厚 生 労働省 は 「若年層 の 就職能力 に 関 す る 実態 調 査 」 で 、「コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン 能 力 、

　　職業人意識 、基 礎 学力、資格 取 得、ビ ジ ネ ス マ ナー
の 五 つ の 能力 を 修得すれ ば、事務、営業系 の 仕 事 に採 用

　　 され る可能性が 66．5％ に な る」 と ま と め て い る。厚 生 労働省で は、こ の 五 つ の 職業能力 を、比 較的短期 間 の

　　訓練 で 向 上 させ る こ とが で き る 「若年者就職基 礎 能 力 」 と定 義 して い る。こ の 結果、採用可能性 は、コ ミ ュ

　　ニ ケー
シ ョ ン 能 力 を修 得 し た者 が 18．0％ 、職 業 人 意識 も18．0％、基 礎 学力 は 12．2％、資格 取得 11．3％、ビ ジ

　 　 ネ ス マ ナ
ー7．0％ で 五 っ の 基 礎 的 能 力 を合 計 す る と66．5％ に な る。

一 158 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Takada Junior College

NII-Electronic Library Service

Takada 　Junior 　College

発 話 行為 が他 者 に もた らす 影 響 に 関す る研 究

2

34

尸
06

78

9101112

13

14

厚 生 労 働 省 も 「若 年 者 就職 基 礎 能 力 支援事業団 （YESプ ロ グ ラ ム ＝Youth　Employability　 Support−Program ）」

の 対 象 とな る教 育 訓練 の 認 定 基 準 領域の ひ とつ に 「コ ミュニ ケー
シ ョ ン 能力 亅 を若年者層 が 習得すべ き ス キ

ル と して 位置づ け て い る。コ ミュニ ケ
ー

シ ョ ン能力 ］ とし て 「傾聴す る姿勢、双 方向の 円滑 な コ ミ ュ ニ ケー

シ ョ ン 、意見集約 、情報伝達、意見の 主 張、相手の 尊重、組織 ・人 間関係、明確な説 明、図表 を用い た表現 」

と して い る。

平 田 祐 子 他 （2004 ） 『ワ
ーク で 学 ぶ ビ ジネ ス コ ミ ュ ニ ケー

シ ョ ン ・ス キ ル 』 西 文社　p．6 − 11

長 尾 素 子 、田 中典 子 （2006 ） 「教 育訓練期間 に お け る 『コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン 能力』の 開発

一
企業研修を行 う

講 師への ア ン ケ
ー

ト・イ ン タ ビ ュ
ーか ら見 えて く る もの 一j

Sietar　Japan第21回年次大会、麗譚大学…長尾 、田 中は 「コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン 能 力 」 につ い て 上記 の 発表を

し て い る。そ の 中で 、コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 能力 を言 語 学分野、コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 学分 野 、社会学分野、医

療分野、ビ ジネス 分野 か らの 詳 しい 発 表 で あ っ た。

Hall，E．　T．　　
“
Beyond　Culture

”
　New　York，　Doubleday ，　1976，1〔｝2p

服部裕 「プ レ ゼ ン テ
ー

シ ョ ン とデ ィ ベ ー
トの 方法 に 関す る諸 閼題 」 （1997 ）

秋 田大学教育学部 『秋 田大学教育学部研究紀要 』（人 文科学 ・社会科学部門52）　p．90

芳賀綏 （1979）『日本 人 の 表 現 心 理 』中 央公 論 社 　p．20− 22

平 田 祐子 「敬 意表現指導上 の 留意点」 『高 田短期大学紀要 』第25号 2006p ．152

中世 （室 町末期）に 来 目 した 宣教師達が 異文化 の 言語で ある 日本語 との 遭遇 に よ り 「日本人 の 敬 意表 現 」 の

細 や か さに気 づ き、そ れ らの 体系付け を余儀 なくされた。生 まれ た 時か ら母 語 とし て 敬語を使用 して きた 日

本 人 は気 付 か な か っ た が、異国人 に と っ て は 日本語の 複雑な人間関係を表す 「敬語」 とい う言語体系の 存在

を知 り、敬 意 が含まれ た表 現 は 日本語 の 習得 に 欠 か せ な い もの と し て 分析 し た の で あ っ た v

古 田 暁監 修 （1990）『異文 化 コ ミュニ ケー
シ ョ ン ・キー

ワ
ード』有斐閣　p．117

林吉郎 （1994）『異 文 化 イ ン ターフ ェ イ ス 経 営 』 日本 経 済新 聞 社 　p．68

前掲書　P．72

長野眞理子 （2000） 「日本的 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン をとお して の 自文化理 解」

目本秘書教育学会 『研 究集録』　 第 6 号 　p．28

Vanderveken，　D．（久 保進 訳 ）（1998）『発話行為理 論 の 原理 』松柏社　p．98

第
一

義的発話行為の 質 の 公 准 と量の 公 準 は 「一定の 発話行為 は、よ り多 くの 成功条件、欠陥なき遂行条件、

或 い は 充 足 条件 を持 っ とい う意 味 で 他 の 行 為 よ りも強 力 で あ る」 と述 べ て い る。

平 田祐子 他 （2004）『ワークで 学 ぶ ビ ジネ ス コ ミ ＝ ニ ケー
シ ョ ン ・ス キル 』西 文 社 　p．64− 68

「開い た 質問」 よ り も 「閉 じ た質問 」 の ほ うが相 手 に与 える負担 が少 ない た め 「お 答 え い た だ け ませ ん で し ょ

うか ？」 「お 答 え い た だ け ま す か ？」 とい う依 頼 文 を 考え て い た が 、今 回 の よ うな ケース で は 効 果 的 で は な

か っ た。

参考文献

Bernstein，　B．　（1964）　
“
Elaborated　and 　Restrictcd　Codes ： Their　Social 　 Origins 　and 　Some　Consequences

’
：

　　The 　EthnQgraphy　 Df 　Co  unication ，66 （6 ） （Part　2 ＞，　 p．55− 69

Dance ，　Frank ．　E．　X．（1970）The ℃ oncept
’

of 　Communication ： Journal　 of 　Co  unication20 、　 p．201 − 210

一 159一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Takada Junior College

NII-Electronic Library Service

Takada 　Junior 　College

高 田短期大学紀要第26号

Dance ，　F．　E．　X．　and 　Larson，　C，　E．（1976）
“
The　Functions　 of 　Human　Co   unicatio ガ

’
： Theoretical 　 Approach．

　 　New　York ：Holt、　Rinehart＆Winston，　 P．171−．192

Garry　P．　F．　（1990）　
“
The　Cultural　Dimension　of 　International 　Business

”
　PrenticG

−Hall，

Hall，E．　T．　（1976）　
“
Beyond　Culturc

”
　New　York ，　Doubleday

Vanderveken，　D．（久 保 進 訳 ） 『発 話 行 為理 論 の 原 理 』松柏社　1998

風 戸 修 子 （1996） 「コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 能 力 開 発 に 関す る
一

考察
一

系統的学習 の 視点 か ら一
」 全 国 大 学 ・短 期 大

　　学実務協会 『実務教育年 報』2　p．31
− 44

田 中ゆき子 （2000） 「日本 の 短期 大学に お け る コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 教育の 実態調 査 i

　　Speech　Co  unication 　Education　Vol．13、日本 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 学会　p．33− 48

野村 眞木 夫 （2000）『日本語 の テ クス ト　　 関係 ・効果 ・様相　　　』ひ つ じ書房

芳 賀 綏 （1979 ）『日本 人 の 表 現 心 理 』中央公 論社

林 吉 郎 （1994 ）『異 文 化 イ ン タ
ー

フ ェ イ ス 経営』東京 　 日本 経済新 聞社

三原 健
一、平岩健 （2006）『新 日本語 の 統語構造　　　ミニ マ リス トプ ロ グ ラ ム とそ の 応 用　　　』松 柏社

一 160一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


