


①知識の有無

コロナに対する
防疫意識を維持・向上させるには？

政策によって防疫意識が
②政策

昨今世界中で発生している未曽有のコロナ危機について、有効な対策が為された例
は少ないものの、私たちは国民の防疫意識の有無が危機解消の重大な要因となって
いると分析した。本ポスターでは、これを踏まえ、防疫意識の維持・向上に寄与し
ていると考えられる２つの要因について紹介する。

マスク着用の有効性感染症の怖さ

香港の例：
過去のSARSの経験

コロナが流行し始めた
時から多くの人が防疫
行動をしていた

アメリカの例：
マスク着用の有効性
の証明・周知

マスクする人が増えた

防疫意識の高さに影響しているものは...

下がる
日本の例：
もともと防疫意識が高かった

go to トラベル政策
の推進
旅行者が増えた
90%の人が旅行したいと考え
るようになった

欧米のマスク着用率の推移

上がる
日本の例：
政府や知事の
呼びかけ
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結論

・防疫意識はコロナを沈静化するための最重要な要因の1つ。
・防疫意識は政府が特別なことをしなくても上がることがあるし、元々低くても
防疫行動の有効性を啓蒙することで上がる。
・しかし、政府がコロナ対策の一環として計画的に遂行しているはずの政策が防
疫意識を低下させることもあるということに注意しなければならない。
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・政府を監視し対等な権力関係を維持する
・国民の意見を無視させない
・知らぬ間に生活が壊れないようにする
・政治的な思考を身につける

若者の政治参加を促すには

政府の政策決定に影響を与えるように
意図された一般市民の活動

①政治参加って何？ ②その機能は？

・自分の未来に関わる政策を左右できる
・同年代の政治家が若者を代表して意見する

・若者向けの政策が増える
・全世代の意見を取り入れた政治になる

④若者が政治参加するとどんないいことがある？

選挙
・投票で自分を代表できる政治家を選ぶ

・選挙に立候補し意見を主張する
（例）スウェーデン 19歳の候補者

→若者の意見を反映

デモ・抗議活動に参加
・投票では表せない意見があるとき
（例）2014年台湾 ひまわり学生運動

学生が国会を占領しブラックボックスによる
サービス業貿易協定に反対

→同年国民党の敗北に影響

政治団体あ

→若者の政治意識が高まり、
政治参加の敷居が下がった
→若者が出⾺したあああああ

③どのように影響を与えたの？

若者の政治参加を妨げるもの

香港大学｜ネコ,サキ 北海道大学｜サトミ,ショウキ

香港
学民思潮
2012年

⾬傘革命を提唱

スウェーデン
若者会

若者の民意を
伝える組織

台湾
台湾⻘年民主協会
若者に政治交流の
プラットフォームを

提供

⑤若者の政治参加を促すためには？

同年代の政治家の
不在

同年代で政治の世界で活躍して
いる人を見れば政治に向けられ
る若者の目も増えるのでは？

被選挙権の年齢を
引き下げる

若くして（10代や20代前半）政治家を志
す者ために門戸を開いておきたい

暗記中心の
教育

教育課程で政治について
自分で調べ考える機会が

少ない

今の政治について
授業で討論

主体的に政治について調べ話し
合う機会を与えることで

その後も政治に関わり続ける

政治の
悪いイメージ
どうせ変わらない
腐敗したもの

情報公開
説明責任
意見収集

政府の信頼感が増す
政治へのポジティブなイメージをつくる
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ブリタニカ国際大百科事典より

これら３つが相互に作用し合って若者の政治参加の増加が見込めると考えます。
私達はまず政治について調べそして自分の意見を持ち、積極的に政治に参加しましょう！

⑥まとめ



グローバル化が進む世の中で⾷⽂化
交流は⾃然と起こり、⾷⽂化は複雑
に⾏き来する。

↓
交じり合った⽂化が
本質を失うことも多い
---------------------
ここでは⽂化を保守する⽴ち場とし
てどのように⾷⽂化交流を⾏うべき
かを考える

本質を保ちながら⾷⽂化を
根付かせるために
現状 Situation

⾹港⼤学： けん ひとみ
北海道⼤学： 吉川⼤貴 郡楓芽

本質を保って⾷⽂化を根付かせる
↓

オリジナリティを失わず
に多様性を得ることができる
※⽂化は無形でありその本質を明確に定義することは
難しいがここではその⽂化のネイティブが共通認識と
して持っている概念とする

交
流
の
鍵
と
な
る
ロ
)
カ
リ
ゼ
)
シ
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に
注
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ローカリゼーションとは Localization

⾼

低

『明将寿司』
コーラゼリー寿司や⼩⾖軍艦
といった⽇本⼈なら誰でも違
和感を感じる寿司を提供して
いる

『三⽶三』
⾹港式のメニューもありなが
ら⽇本⼈がなじみやすい⾷材
を使ったものも提供している

『丸⻲製麺』
海外店舗においても⽇本と同
じ製法、原料で同じメニュー
を提供している

ローカリゼーションの有無と定着の成功率に相関は⾒られなかった
→ある条件を加えれば本質を保ったまま定着する可能性が⾼くなると考えられた

①材料を変えない
味や形式を変えても材料を変えなけれ
ば多くの場合本質は保たれると同時に
ネイティブの⽂化に根付いた安定感を
引き継ぐことができる

②⾷べ⽅を変える
現地の⼈になじみのある⾷べ⽅にするこ
とで挑戦しやすく好印象を与えることが
できる。場合によっては本質が失われる
リスクもある

どうすれば⾷⽂化は定着するか Road To Success

ローカリゼーションの程度とその例

例）韓国→⽇本 韓国料理の⾟さの度合い
⽇本で近年⼤⼈気の韓国料理は本場の味といっても
実際に韓国で⾷べられるものに⽐べて⾟さは控えめ
である。（味や形式の変化）しかし材料はほとんど
変えていないので韓国料理としてスムーズに⽇本で
受け⼊れられ、定着している。

例）⽇本→イタリア イカの塩⾟の調理⽅法
⽇本では主にごはんと合わせて⾷べるイカの塩⾟である
がイタリアではパスタに混ぜて（現地の⼈になじみのあ
る⾷べ⽅）⾷べることで現地の⼈にも受け⼊れてもらい、
実際にレストランなどでメニューとして出されている。
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による誤解を避けるためには？
香港大学 りお

ヘレン
北海道大学 呉意言

守本真依
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シチュエーション

うさぎ部長！
Bプランはどう
ですか？

それは難しいね…

難しいってことは
チャレンジだね！

これ絶対無理
だろう…

なぜ二人が思ってることが違う
のでしょう？

コンテクスト社会の違い
コンテクスト：文化、慣習、知識、価値観…

ハイコンテクスト社会 ローコンテクスト社会

言語より、お互いに相手の
意図を察し合うことが重要。

口に出さなくても
言葉の意味が伝わる

例：日本

・ コンテクストの共有性が高い
・ 特定なコミュニケーション形式

はっきり言わないと
伝わらない

例：欧米諸国

・ コンテクストの共有性が低い
・ 多様なコミュニケーション形式

きちんと正確に意図を伝え
る必要がある。

背景：単一民族国家
（クローズドな環境）
移民や人種が少ない

背景：様々な人種が住んでいる
価値観も多様

「それは難しいね」=
「ダメ」のことだよ！

日本人遠回しすぎ
じゃない？

うさぎ部長！
Bプランはど
うですか？

私はAプランの方が
現実的だと思うな

・ 曖昧な表現を避けて、
しっかり自分の意図を伝える！

トリ！この服
めっちゃ似合って
るね！

俺のセンスが悪いっ
てこと…？

いやーそんなこと
ないよー

なぜカエルはそう思ったのでしょう？

誤解を避ける方法

・ 相手が悪いと判断する前に、
理由を聞くか、
もしくはネットで調べてみよう！

・ 間違わないように確認する！

それはね…
どうして
トリが…

そうだよ。それはダメ
のことですか？

2003年に行われた実験：褒められた時、どう答えるか？

文化により対応の仕方が違う

①日本語話者

②英語話者

③アメリカの大学で

の日本語学習者

謙遜を示す傾向

賛同を示す傾向

日本語レベルの上昇に従い、
謙遜を示す傾向

このように、同じ状況でも、文化によって対応の仕方
が違うので、誤解を生じるかもしれない。

調
査
対
象

異文化コミュニケーション

かえるさん（25）
アメリカ出身

うさぎさん（40）
日本出身

トリさん（24）
日本出身


