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はじめに

コロナ禍での異文化コミュニケーション
　本書は、異文化理解とコミュニケーションがテーマ
である。
　「異文化理解」「コミュニケーション」「異文化コミ
ュニケーション」は、すでに目新しくない言葉だが、
実はこれほど誤解されている用語はない。日本では政
府から財界、一般にいたるまで、「異文化」といえば
「英語」で、「コミュニケーション」といっても「英語
で話す」ことしか念頭にない。「異文化コミュニケー
ション」＝「英語」という思い込みを打ち砕くのは難
しそうだが、これからの世界で生きていくうえで、多
様な文化と言語に心を開いて向き合い、異質性に対し
て寛容になることは欠かせない。
　異文化に触れることは貴重な学びになり得るが、こ
れまでは「旅をする」ことが主で、仕事での海外出張
や駐在などのほかに、観光旅行や留学、海外での語学
研修などが通常の手段であった。ところが 2019年に
発生した新型コロナ感染症は瞬く間に世界中で大流行
し、なかなか収まる気配がない。いずれは終息するに
しても、コロナ後の世界は相当に変わっているはずで
ある。
　国際交流や異文化交流のあり方は、コロナ禍を機に
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各国で変革を迫られている。教育分野においても、同
様である。
　これまで日本は政府をあげて留学や海外研修を奨励
しており、正規カリキュラムに留学を組み込んで単位
化する高校や大学が急増していた。それらの教育機関
は、新型コロナ感染症拡大の影響で、海外に生徒や学
生を送り出すことが困難になり、大きな打撃を受けた。
海外に出かけての交流に代えて、オンラインでの異文
化教育を模索している学校も増えた。
　そこで本書では、ひとつの選択肢として、ドラマや
映画などの映像作品を活用しての異文化学習を提案す
る。現地に行かなくても、優れたドラマや映画には、
人間としての普遍性と同時に、その時、その場で生き
た人々の個別性が描かれているので、格好の異文化コ
ミュニケーション教材と考えられるからである。
　さらに言えば、映像作品では、相互行為としての言
語・非言語コミュニケーションの実相が反映されてお
り、台詞

せりふ

自体が対人コミュニケーション（interperson-

al communication）や対面コミュニケーション（face-to-
face communication）の生きた事例となる。そのよう
な台詞を理解するためには、背景となる文化や状況な
どのコンテクストが必須であることから、ある程度は
あらすじや場面についての説明も入れる。細心の注意
は払ったが、ネタバレになってしまった場合は、対話
を理解するための予備知識の提供が目的であるとお許
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し願いたい。

　2020年は世界各国で、新型コロナ感染症対策とし
ての緊急事態宣言により外出が禁止され、家で過ごす
ことを余儀なくされる事態が起こった。そのような
Stay Home（巣ごもり）のあいだに、爆発的な人気とな
ったのが韓国発の連続ドラマ『愛の不時着』（Crash

Landing on You）であった。世界中で、男女を問わず
若い世代から高年齢層、さらには有識者や各分野の専
門家をも魅了し、Twitterには多様な言語でのコメン
トがあふれた。日本でも 2020年の新語・流行語大賞
に選ばれ、『現代用語の基礎知識 2021』でも取り上げ
られた。2020年は「コロナ禍の年」として記憶され
るだろうが、その副産物として『愛の不時着』もアジ
アだけでなく欧米や中南米も含めた世界各地で人々の
心に残るはずである。
　2021年になっても『愛の不時着』人気が衰えず、
『愛の不時着』沼にハマり何度も繰り返して観る人た
ちが多いのには、いくつか理由があろう。
　ドラマとしての完成度の高さ、緻密な台本と巧みな
演出、映像と音楽の美しさ、圧倒的な存在感のヒョン
ビンをはじめ共演者ソン・イェジンや脇役に至るまで、
出演者の抜群の演技力。国を超えた愛を軸に、南北分
断の不条理と哀しみ、そのなかで生きている人間の姿
を克明に描いて多くの人たちの心に響いた。
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　加えて、愛する女性を命をかけて守るけれど、決し
て支配しようとはしないヒョンビン演じるリ・ジョン
ヒョクが、ポスト #MeToo時代の理想の男性像とし
て共感を呼んだ。男女が完全に対等であるジョンヒョ
クとセリの関係性、結婚という形式にこだわらない新
たな愛のあり方の可能性、ジェンダー、夫婦、親子に
ついて多様な視点がさりげなく提示されている。さら
に、このドラマは、異文化と邂

かい

逅
こう

した際に起こる事例
が豊富で、コミュニケーションの現実を見事にとらえ
ており、異文化コミュニケーションの教材としても傑
出している。

三角測量法
　英語文化だけに限定される異文化理解ではなく、複
数の言語と文化を通して日本を相対化しながら異文化
コミュニケーションを学ぶことができないかと考えた
際に浮かんだのが、質的研究で用いられる「三角測量
法」（triangulation）である。もともとは、ある地点を 2

つの別の地点から見て三角形を作り、周辺の位置関係
や形状などの地理を正確に測量することを指す用語で
ある。
　そこから、質的研究では、1つの研究方法で得られ
たデータを別の視点から検証することを意味する。例
えば、現地での参与観察から得られた結果を文献で確
認する、インタビュー調査を質問紙アンケートのよう
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な量的調査と組み合わせるなど、複数の研究方法によ
り仮説の信頼性を高めるのが目的である。
　文化人類学者の川田順造氏は、「文化の三角測量」
を提唱している。2つの文化を比較するのではなく、
3つの文化を取り上げ、参照点を 3つにして検討する
提案である。川田氏の場合は、日本とフランス、西ア
フリカの旧モシ王国が研究対象である。アジア、ヨー
ロッパ、アフリカの文化から人類の文化全体を考えよ
うとしており、「グローバル化と文化の多様性」の視
点から、きわめて示唆に富む内容である。
　この「文化の三角測量」を基盤に、英語以外の言語
も参照することで、「異文化理解」とは「他者理解」
であることを、実感していただきたいと考えた。
　扱う言語は、英語以外に、主として韓国ドラマから
コリア語（Korean）を取り上げる。『愛の不時着』では
韓国語と朝鮮語が使われているので、本書では南北の
両言語を合わせて「コリア語」と呼ぶ。韓国の言語だ
けの場合は、「韓国語」を用いることもある。「ハング
ル」は文字を指すので、音声言語を多く取り上げる本
書では使用しない。
　韓国ドラマを中心に取り上げたのは、日本にとって
は最も近い隣国であること、質の高い映像作品を多く
生み出しているのが理由である。
　2001年に文化人類学者である青木保氏が『異文化
理解』を岩波新書から刊行してちょうど 20年。青木

はじめに v
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氏が指摘した状況は、今も変わっていない。

　近隣国の中国や韓国を「異文化理解」の対象とし
て正面から捉えるという視点を、近代日本は持つこ
とができませんでした。もちろん、それらの国の歴
史と文化の研究は盛んにされましたが、現在的な強
い関心から「異文化」としてとらえる視点は、いま
だにはっきりと示されているとはいえません。私の
世代では中国語も韓国語も、一部の専門家を除き、
まともに学習する機会は学校で与えられませんでし
た。それらの国や社会で、人々がどのように暮らし、
何を喜び、何を悲しみ、どのように人生をおくり、
何に価値を見出すか、といった観点から「同時代
人」としての中国人や韓国人を見つめようとする努
力は、戦後の日本でも近年にいたるまでほとんどな
されないできたといってよいのです。これは不幸な
ことでした。私たちにとって「異文化」といえば、
ヨーロッパやアメリカを指すといってよかったので
はないでしょうか。もちろん、中国や韓国の文化は
私たちの文化と言葉も生活習慣も大きく異なってい
ます。その違いを正しく見ようとはしなかったのが、
いま大きなコミュニケーションの困難を生んでいま
す。何よりも「異文化」としてとらえることを通し
て、中国や韓国など近隣国との関係を正しくとらえ
相互理解に導く基礎ができることと思います。
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　この青木氏の言葉に強く共鳴するものの、私の専門
は英語であり、あとは大学時代に学んだスペイン語と
初歩段階のフランス語である。残念ながら中国語もコ
リア語も、「こんにちは」「ありがとう」の域にとどま
る。
　また、『愛の不時着』のドラマとしての秀逸さに脱
帽すると同時に、ヒョンビンの卓越した演技力に感嘆
し、過去の主演作も多く観たので、韓国ドラマはある
程度まで取り上げられるが、最近の作品が中心である
し、中国ドラマは 2015年の話題作『琅

ろう

哺
や

榜
ぼう

ИЙ麒麟
の才子、風雲起こす』（全 54話）しか観ていない。
　したがって本書では、海外ドラマや映画の原語およ
び日本語字幕と英語字幕、『愛の不時着』では台詞の
日本語訳も加えて、参照し引用した。さらに、必要に
応じて外国語の台詞を取り出すなどの方策で、日本語
と英語、そして他の外国語（コリア語／フランス語／
スペイン語）の三角測量を試みる。
　朝鮮半島の言語と文化については、ヒョンビン来日
時に通訳を務めたことのある日本語∋コリア語通訳者
の黄慈仙
ファン・チャソン

氏と、韓国文化論専門の山下英
よん

愛
え

・文教大
学文学部教授にご教示いただいた。また、通訳翻訳研
究者でスペイン語が専門の吉田理加氏にはスペイン映
画、同じく通訳翻訳研究者で中国語が専門の平塚ゆか
り氏には中国ドラマを、紹介していただいた［注］。

はじめに vii
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　海外との自由な往来が当たり前だったグローバル時
代から、世界は一変している。そのような状況に鑑み、
コロナ後の時代へ向けて、異文化コミュニケーション
を学ぶ新たな可能性を模索できたらと願っている。
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この本で参照したドラマと映画

ドラマ　『Vincenzo』（2021）、Bridgerton、Emily in Paris、
『Start‒Up』、『梨泰院

イテウォン

クラス Itaewon Class』、『サイコだ
けど大丈夫 It’s Okay to Not Be Okay』、『Run On』、『あ
る春の夜に One Spring Night』、『Ending Again』（ウエブ
ドラマ）、『青春の記録 Record of Youth』、『私たち、恋
してたのかな？ Was It Love?』（以上、2020）、『愛の不時
着 Crash Landing on You』、『椿の花咲く頃 When the

Camellia Blooms』、『ロマンスは別冊付録 Romance Is a

Bonus Book』（以上、2019）、『よくおごってくれる綺麗な
お姉さん Something in the Rain』、『キム秘書はいった
い、なぜ？ What’s Wrong with Secretary Kim?』、『アル
ハンブラ宮殿の思い出 Memories of the Alhambra』、
『Mr. Sunshine』、『 SKY Castle』、『恋のトリセツ

Breakin’ All the Rules』（以上、2018）、Anne with an ┺E┱、
『黄金の私の人生 My Golden Life』、『愛の温度 Degree

of Love』、『ピョン・ヒョクの恋 Revolutionary Love』、
『Because This is My First Life』（以上、2017）、The Crown、
『トッケビ Guardian』、『太陽の末裔 Descendants of the

Sun』、『1％の奇跡 One Percent of Something』（以上、
2016）、『ジキルとハイドに恋した私 Hyde, Jekyll, Me』、
『Kill Me, Heal Me』、『彼女はキレイだった She was

Pretty』、『こころに陽があたるまで Warm and Cozy』、
『琅

ろう

哺
や

榜
ぼう

ИЙ麒麟の才子、風雲起こす』（以上、2015）、
『未生
ミ セ ン

Misaeng』、『運命のように君を愛してる Fated to

この本で参照したドラマと映画 ix
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Love You』、『Pinocchio』、『ドクター異邦人 Doctor

Stranger』（以上、2014）、『相続者たち The Heirs』、『君の
声が聞こえる I Hear Your Voice』（以上、2013）、『Secret

Garden』（2010）、『彼らが生きる世界 Worlds Within』
（2008）、『雪の女王 The Snow Queen』（2006）、『私の名前
はキム・サムスン My Lovely Samsoon』（2005）、『Ire-

land』（2004）。

映画　Nomadland（2021）、『パラサイトИЙ半地下の家
族 Parasite』、The Professor and the Madman、Bombshell

（以上、2019）、RBG、On the Basis of Sex、『The Negotia-

tion』（以上、2018）、『Confidential／共助』、『Swindlers』
（以上、2017）、Ocho Apellidos Catalanes（2015）、Ocho

Apellidos Vascos、『王の涙ИЙイ・サンの決断 The Fatal

Encounter』（以上、2014）、The Lunchbox（2013）、『Late

Autumn 晩秋』、『愛してる、愛してない Come Rain,

Come Shine』（以上、2011）、The King’s Speech（2010）、『百
万長者の初恋 A Millionaire’s First Love』（2006）、Dances

with Wolves（1990）、Les Parapluies de Cherbourg「シェル
ブールの雨傘」（1964）など。

　この一覧は、すベて筆者が視聴し執筆の参考にしたものであ
る。本文で言及できなかった作品もある。記載されていても実
際に観ていない作品は「一覧」からは除外した。作品タイトル
は原則として原語とし、英語以外の作品には日本語タイトルか
日本語訳を入れた。韓国の作品は、英語タイトルを使用し、必
要に応じて日本語タイトルを掲載した。
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1　文化の定義

「文化」の理解
　「異文化理解」「コミュニケーション」「異文化コミ
ュニケーション」は、現代のキーワードである。2021

年より順次施行されている新学習指導要領においても、
小学校・中学校・高等学校を通して「外国語（英語）」
教育の目標は、1989年以来の基本方針を継続し、「情
報や考えなどを的確に理解したり適切に表現したり伝
え合ったりするコミュニケーションを図る資質・能
力」を育成することである。細かい文言は各段階で微
妙に違うものの、「外国語の背景にある文化に対する
理解を深め、聞き手、読み手、話し手、書き手に配慮
しながら、主体的に外国語を用いてコミュニケーショ
ンを図ろうとする態度を養う」（中学校）ことが基本で
ある（下線は筆者）。
　以前は、ユネスコ（UNESCO 国際連合教育科学文
化機関）が 1947年に提唱した Education for Interna-

tional Understandingが重視されていた。日本は 1956

年の国連加盟後に「国際理解教育」という訳語を用い
て、これを推進した。国際理解教育は、世界の人々が
国を越えて理解し合い、協力して世界平和を実現する
ことが目的であり、当時の柱は「相互理解」「東西理
解」「国連理解」であった。その後、1974年には「人
権」「環境」「開発」も含まれるようになった。

2
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　日本の初等教育では「総合的な学習の時間」の枠組
みで幅広いテーマを網羅し、小学校に「外国語（英語）
活動」を導入する場ともなった。

言語と文化の多様性
　このような動きとは別にヨーロッパでは、EU（欧
州連合）発足時から、統合だけではなく、言語と文化
の多様性を堅持することの必要性を明確にしており、
その思想は United in Diversity（多様性のなかの統合）
という標語に集約されている。
　ヨーロッパの政治経済における連合体である EUは、
全加盟国の公用語を EUの公用語として認める多言語
主義（multilingualism）を標榜している。通訳翻訳に多
大な予算を使いながら、英国離脱後の 2021年現在、
27か国が加盟し、24言語を公用語として認めている。
　そのようななか、欧州評議会（Council of Europe）は、
すべての EU市民が母語以外に 2つの言語を学習する
「複言語主義」（Plurilingualism）を提唱している［注 1］。
　その基盤となっている原理は、欧州評議会の意思決
定機関である閣僚委員会が 1982年に採択した、現代
言語に関する勧告の前文に謳

うた

われている。

　Considering that the rich heritage of diverse lan-
guages and cultures in Europe is a valuable common
resource to be protected and developed, and that a

1　「文化」とは何か 3
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major educational effort is needed to convert that di-
versity from a barrier to communication into a
source of mutual enrichment and understanding;

　ヨーロッパにおける多様な言語と文化の豊かな遺産
は価値のある共通資源であり保護され発展させるべき
ものであることに鑑

かんが

み、その多様性を、コミュニケー
ションの障壁から相互の豊穣と理解の源へ転換するに
は教育における多大な努力が必要だと考える。

　Considering that it is only through a better knowl-
edge of European modern languages that it will be
possible to facilitate communication and interaction
among Europeans of different mother tongues in or-
der to promote European mobility, mutual under-
standing and co-operation, and overcome prejudice
and discrimination;

　ヨーロッパにおける現代言語をよりよく知ることを
通してのみ、異なる母語を持つヨーロッパの人々の間
でコミュニケーションと相互行為を容易にすることが
可能になり、それはヨーロッパでの移動と相互理解お
よび協力を促進し、偏見と差別を乗り越えるためであ
ると考える。（以上、筆者訳）

　欧州評議会が言語政策にかかわるようになった契機
は、2008年に採択された「異文化間対話についての
白書」（White Paper on Intercultural Dialogue）である。

4
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　それ以来、欧州評議会は「文化的多様性の確保」
（Defence of Cultural Diversity）という視座から異文化
摩
ま

擦
さつ

を解決する方策を開発してきたが、やがて異文化
理解の促進をめざして言語政策にも取り組むようにな
り、それは複言語・複文化主義の理念と、それを具現
化する CEFR（欧州言語共通参照枠）に結実した。

「異文化理解」とは
　このようなヨーロッパでの動きに啓発され、昨今は
異文化理解への関心が深まっている。しかし「異文化
理解」とは、一般的に考えられているほど単純なこと
ではない。外国へ旅行したり留学したりすれば「異文
化体験」は可能だが、その体験が「理解」に結びつく
とは限らない。駐在などで長期間滞在しても、その体
験は出会った人々や遭遇した出来事から受けた印象に
過ぎないこともあり、その文化をどこまで理解したこ
とになるのかは疑問である。だからこそ欧州評議会は、
「異文化理解」を、教育を通して進めようとしている。
　本書では、コロナ禍の現実を踏まえ、誰もが自宅で
できる範囲の異文化学習を模索する。そのために、ま
ずは「文化とは何か」という根源的な問いから始める。

「文化」が指すもの
　「文化」が何を指すかを定義することは難しい。
　欧州評議会で「複文化主義」を策定するにあたって

1　「文化」とは何か 5



新書　異文化コミュニケーション
aa01523_h_01.ps : 0006 : 2021/7/6(09:29:20)

も、文化の扱いには苦労したようである。これまで
「複文化能力」（pluricultural competence）と「異文化能
力」（intercultural competence）の両方を使い、「学習者
が『複言語』になれば『異文化性』が養われる」（The

language learner becomes plurilingual and develops in-

terculturality）という説明をしてきた。
　しかし、「複文化能力」と「異文化能力」の違いが
明確ではなく、「文化能力」（cultural competences）、
「異文化能力」（intercultural competence）、「異文化の
気づき」（intercultural awareness）などの概念は抽象的
であり、その定義を同定するための構成要素について
は議論百出だったようで、言語のような参照枠を作成
するまでに至らなかったとされる。
　さらに、すべてを文化に結びつけてしまう文化本質
主義［注 2］は固定観念を生み、ステレオタイプを作り上
げ、偏見につながりかねない。
　「文化」がとらえにくいのは、人種と言語と文化が
1対 1の対応をしていないからであり［注 3］、周囲の自
然環境と人間のあいだに設けられた普遍性と、地理的
および歴史的な影響による個別性が混在するからであ
る。これを最初に指摘したのはルソー（Jean-Jacques

Rousseau）だと、レヴィ = ストロース（Claude L
л
evi-

Strauss）は述べている。
　「文化」を初めて定義づけたとされるイギリスのタ
イラー（Edward B. Tylor）は、次のように記している。

6
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　文化もしくは文明とは、その広い民族誌的な意味
においては、知識・信仰・芸術・道徳・法律・慣
習・その他、およそ人間が社会の成員として獲得し
た能力や習性の、複合的全体である［注 4］。

　レヴィ = ストロースは、「文化には、道具、制度、
習慣、価値、そして言語など、きわめてたくさんの事
物が含まれる」と説明している。
　クラックホーン（Clyde Kluckhohn）は、「文化とは、
後天的・歴史的に形成された、外面的および内面的な
生活様式の体系」（a system of explicit and implicit de-

signs for living）と定義した。

目に見えない文化
　異文化コミュニケーション研究のパイオニアである
ホール（Edward T. Hall）は、The Silent Language（1959）、
Beyond Culture（1976）において、「隠された文化」（hid-

den culture）に言及し、価値観や信条、さらには空間
と時間の使い方など、目に見えず意識にものぼらない
文化の重要性を説いた。
　「目に見えない文化」の存在が相互コミュニケーシ
ョンを難しくすることは、近年、多くの研究者が指摘
している。ホフステード（Geert Hofstede）は、文化を
玉ねぎになぞらえ、玉ねぎの芯にあるのが「生きてい
くうえでの前提」であり、外側に「象徴」「儀礼」「英

1　「文化」とは何か 7
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雄」などを「慣行」として布
ふ

置
ち

した。
　ひとりの人間が社会のなかで育っていく過程で自然
に身につけた文化は、自分では意識していないので他
人に説明できないが、深層に根づいており、無意識の
価値判断を左右する。具体的には、結婚や育児、家族
や友情のあり方、何をもって公平とみなすかなど、意
識していないだけに言葉で説明することがなく、結果
として表れる言動を相手に誤解されることもある。

日本人による「文化」の定義
　日本人による「文化」の定義も存在するが、ここで
は 2つだけ取り上げる。
　文化人類学を「全体としての人類文化の科学」と規
定し、日本で始まったばかりの研究を率いた石田英一
郎は、「文化の概念」について古典的な定義から世界
における研究の軌跡をたどり独自の見解に達する。
　石田は、「文化の機能」を、ほかの生物になぞらえ
「個体の生命を維持し、子孫の存続をはかり、集団の
安全を保障する」目的におく。そのような文化を構造
的に理解するため、文化の内容を「技術と価値の両面
をつうじて、人間の（1）意識の中にあるもの、（2）行為
の中にあるもの、（3）外界の物体の中にあるもの」の
3種類に分け、それらが「密接な有機的連関をもって
統合されている」と考えた。
　石田によるシステム図では、自然環境が人間を取り

8
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囲み、「文化」は「社会」「価値」「言語」「技術」から
成る。「技術の文化と価値の文化」が一定の構造的関
係として結ばれ、「社会と言語という二つの文化の範
疇」が、この両者を結合する働きを有している。石田
による「文化」の概念で重要なのは、構成する諸要素
が、構造的にも機能的にも、まとまりのある全体を形
成する部分としての役割を果たしている、と明示した
点であろう。

2　「普遍文化」と「個別文化」

普遍か、個別か
　国際関係の研究に文化と言語の視点を組み込もうと
考え、日本国際文化学会を創設した平野健一郎は『国
際文化論』において、これまでの定義を集約して、次
のように述べている。

　普遍的、抽象的には、文化は、人間がみずからを
守るために作り出して、周囲の自然環境と人間みず
からのあいだに位置させたものと理解される。しか
し、その自然環境は、具体的な「時と場所」によっ
て異なる。したがって、人間がその自然環境に対応
してみずからの周りに作り出す文化も「時と場所」
によって異なってくるはずである。地理的な隔絶と
歴史的な変化が特定のパターンをもった個別文化を
作り出すのである。

1　「文化」とは何か 9
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線引きできない文化
　「普遍文化」と「個別文化」の区別は、文化を考え
る際に重要であるが、どこまでが普遍的でどこが個別
なのかの線引きは意外に難しい。例えば「復讐」は普
遍的な人間の感情だからこそドラマや演劇などで取り
上げられるのだろうが、同じアジアの復讐劇でも、日
本、韓国、中国で微妙な違いが感じられる。ただ、個
別文化の違いを意識しても、外国文化として珍しがる
か、敬遠するか、所

しょ

詮
せん

は人間だから似たようなものだ
と異質性を無視したりしがちである。普遍文化と個別
文化が、明確に分かれているわけではなく、渾

こん

然
ぜん

と絡
み合っているので、やむをえない。その把握しにくい
現象を理解するうえで役に立つのが、テレビドラマ
『愛の不時着』である。普遍性と個別性の双方が巧み
に提示されている。
　『愛の不時着』が世界中で老若男女を引きつけ社会
現象にまでなった理由は、このドラマに誰もが自分の
こととして考えられる普遍性があったからではないだ
ろうか。それは、人間なら誰しも経験する愛や別れ、
親子の葛

かっ

藤
とう

、家族の絆であり、朝鮮半島の分断を扱い
ながらも、同様の「分断」は、昔も今も世界各地で存
在していることにあるのではないか。
　同時に『愛の不時着』では、北朝鮮（朝鮮民主主義
人民共和国）と韓国（大韓民国）の個別文化の対比が際
立っていた。特に、ドラマとはいえ、脱北者の証言を

10
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