
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
は

自
己
中
心
的
に
考
え
や
す
い

　

現
在
、日
本
の
み
な
ら
ず
、国
際
的
に
求
め
ら

れ
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
は
、「
異
文

化
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
」「
異
文
化
理
解
能

力
」と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
異
な
る
文
化
や
価
値

観
を
も
っ
た
人
と
も
、対
等
な
立
場
か
ら
意
見

を
言
い
合
え
る
よ
う
な
能
力
で
す
。
そ
れ
を
求

め
ら
れ
る
場
面
は
、身
近
な
と
こ
ろ
に
も
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、高
校
生
に
近
い
と
こ
ろ
で
言
え
ば
、

就
職
先
の
会
社
。「
昨
夜
は
勝
っ
て
良
か
っ
た

な
！
」と
い
き
な
り
話
し
か
け
て
く
る
お
じ
さ
ん

た
ち
の
プ
ロ
野
球
の
話
題
に
つ
い
て
い
け
る
か
。
職

場
に
溶
け
込
め
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
、こ
れ

は
決
し
て
小
さ
な
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
世

代
間
」と
い
う
異
文
化
の
問
題
で
す
。
あ
る
い
は
、

製
造
業
の
現
場
に
関
し
て
言
え
ば
、従
来
は
少
な

か
っ
た
女
性
が
増
え
ま
し
た
。
そ
こ
に
は「
ジ
ェ
ン

ダ
ー
」と
い
う
異
文
化
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

か
つ
て
製
造
業
で
は
、「
無
口
な
職
人
」は
プ
ラ

ス
の
イ
メ
ー
ジ
で
し
た
。
そ
れ
が
い
つ
の
間
に
か
、

無
口
で
は
就
職
が
困
難
な
世
の
中
に
な
り
ま
し

た
。こ
れ
を
も
っ
て「
か
わ
い
そ
う
」「
社
会
が
お
か

し
い
」と
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。し
か
し
、そ

う
と
は
言
い
切
れ
な
い
と
こ
ろ
が
、コ
ミ
ュニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
問
題
の
多
面
的
な
と
こ
ろ
で
あ
り
、難

し
さ
と
言
え
ま
す
。

　

と
い
う
の
も
、か
つ
て「
無
口
な
職
人
」が
認
め

ら
れ
た
の
は
、「
男
性
中
心
」で「
年
功
序
列
」の

世
界
だ
っ
た
か
ら
、ほ
と
ん
ど
し
ゃ
べ
ら
な
く
て

も
よ
か
っ
た
と
い
う
面
が
あ
り
ま
し
た
。
け
れ
ど

も
今
、現
場
に
い
る
若
い
女
性
や
外
国
人
に
と
っ

て
、「
無
口
な
職
人
」は「
怖
い
」と
見
ら
れ
か
ね
な

い
存
在
で
す
。「
無
口
な
職
人
」の
職
場
に
そ
う

し
た
社
会
的
弱
者
が
入
っ
て
き
た
場
合
、「
無
口

な
職
人
」は
既
得
権
益
者
、つ
ま
り
相
対
的
に
は

社
会
的
強
者
と
な
る
の
で
す
。
だ
と
す
れ
ば
、

「
無
口
な
職
人
」で
あ
っ
て
も
、お
茶
を
入
れ
て

も
ら
っ
た
ら「
あ
り
が
と
う
」と
言
葉
を
返
す
く

ら
い
の
気
遣
い
は
必
要
な
の
で
し
ょ
う
。

　

コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
は
、誰
も
が
自
己

中
心
的
に
考
え
や
す
く
、自
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
観
を
他
人
に
押
し
付
け
が
ち
に
な
る
と
い

う
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
ま
す
。
言
語
に
備
わ

る
本
質
的
な
問
題
で
す
が
、こ
う
し
た
点
は
常

に
意
識
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

文
／
荒
尾
貴
正（
本
誌
編
集
デ
ス
ク
）

平
田
オ
リ
ザ
が
語
る

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
教
育
」

ひらた・おりざ●1962年生まれ。16歳で高校を休
学し、1年半をかけて自転車による世界一周旅行を
敢行。帰国後、大学入学資格検定試験を経て国際
基督教大学に入学。在学中に劇団「青年団」を結
成。1995年、『東京ノート』で第39回岸田國士戯
曲賞を受賞。『わかりあえないことから～コミュニケー
ション能力とは何か』など、コミュニケーションに関す
る著作が多い。

劇作家・演出家
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター教授

平田オリザ氏

撮影／中岡邦夫
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Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
が
求
め
る

異
文
化
理
解
能
力

　

異
文
化
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
と
呼
ば
れ

る
よ
う
な
力
が
、こ
れ
か
ら
の
日
本
で
ま
す
ま
す

求
め
ら
れ
て
い
く
最
大
の
要
因
は
、少
子
化
問

題
で
す
。
こ
れ
は
労
働
力
問
題
と
言
い
換
え
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
経
済
を
支
え
る
た
め
に
不

可
欠
な
労
働
人
口
の
不
足
を
ど
う
補
う
か
。
現

実
に
は
、海
外
か
ら
人
々
を
受
け
入
れ
、そ
の
労

働
力
に
頼
る
以
外
に
あ
り
ま
せ
ん
。日
本
で
は
こ

れ
ま
で
外
国
人
の
比
率
は
と
て
も
低
く
抑
え
ら

れ
て
き
ま
し
た
が
、も
う
続
き
ま
せ
ん
。
30
年
後

に
は
、お
そ
ら
く
日
本
の
全
人
口
の
1
割
〜
2

割
が
外
国
か
ら
の
移
住
者
で
構
成
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
で
し
ょ
う
。「
多
文
化
共
生
社
会
」は
目

の
前
で
す
。ゆ
え
に
、文
化
や
宗
教
の
異
な
る
国

か
ら
来
る
人
々
と
う
ま
く
や
っ
て
い
け
る
よ
う
な

コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
力
が
、私
た
ち
全
員
に
必

要
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

 

「
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
」と
い
う
国
際
学
習
到
達
度
調
査

を
ご
存
じ
の
先
生
も
多
い
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
わ
ざ

わ
ざ
、Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ（
経
済
協
力
開
発
機
構
）と
い

う
経
済
の
専
門
機
関
が
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
を
行
う
の

か
。
そ
れ
は
世
界
が
、「
多
文
化
共
生
」と
い
う
ル

ー
ル
に
則
っ
て
動
く
社
会
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。多
文
化
共
生
と
は
、企

業
、学
校
、自
治
体
、国
家
な
ど
、お
よ
そ
ど
ん

な
組
織
で
も
、異
な
る
文
化
や
価
値
観
、宗
教

を
も
っ
た
人
々
が
混
在
し
た
ほ
う
が
、最
初
は
ち

ょ
っ
と
面
倒
く
さ
く
て
大
変
だ
け
れ
ど
も
、最
終

的
に
は
高
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
示
す
と
い
う
考

え
方
の
こ
と
。
そ
の
、「
最
初
は
ち
ょ
っ
と
大
変
」

と
い
う
部
分
を
、何
と
か
各
国
が
教
育
に
よ
っ
て

乗
り
越
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
、そ
れ
が
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ

の
最
大
の
眼
目
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

過
去
の
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
で
は「
落
書
き
問
題
」と
称

さ
れ
る
問
題
が
出
さ
れ
、話
題
に
な
り
ま
し
た
。

日
本
で
は
、落
書
き
は
悪
い
に
決
ま
っ
て
い
ま
す

が
、文
化
や
国
家
体
制
が
違
え
ば
許
さ
れ
る
局

面
も
あ
る
こ
と
を
こ
の
問
題
は
問
い
か
け
て
い
ま

す
。
例
え
ば
、独
裁
国
家
の
な
か
で
命
が
け
で
壁

に
書
か
れ
た
落
書
き
。
そ
れ
し
か
表
現
手
段
の

な
い
人
々
に
も
思
い
を
は
せ
る
と
い
う
能
力
こ
そ

が
、Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
が
求
め
る
異
文
化
理
解
能
力
の

本
質
で
す
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
育
は

人
格
教
育
で
は
な
い

　

日
本
人
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
低
い

と
思
う
方
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、そ
れ
は

違
う
と
思
い
ま
す
。
日
本
独
特
の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
文
化
を
、私
は「
わ
か
り
合
う
文
化
」「
察

し
合
う
文
化
」と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

柿
く
へ
ば　

鐘
が
鳴
る
な
り　

法
隆
寺

　

と
い
う
句
を
聞
い
た
だ
け
で
、多
く
の
人
が
夕

暮
れ
の
斑
鳩
の
里
を
思
い
浮
か
べ
る
。
こ
れ
は
大

変
な
能
力
で
し
ょ
う
。

　

か
た
や
欧
米
の
文
化
を
、私
は「
説
明
し
合
う

文
化
」と
呼
ん
で
い
ま
す
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
陸
続
き

で
隣
り
合
っ
て
い
る
た
め
に
、自
分
の
考
え
や
能

力
を
他
者
に
き
ち
ん
と
説
明
で
き
な
け
れ
ば
無

能
の
烙
印
を
押
さ
れ
る
よ
う
な
社
会
を
形
成
し

て
き
ま
し
た
。
日
本
の
文
化
と
欧
米
の
文
化
と

を
比
べ
て
、ど
ち
ら
が
正
し
い
と
か
、優
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

た
だ
、国
際
社
会
の
な
か
で
は
、私
た
ち
は「
少

数
派
」で
あ
る
と
い
う
自
覚
を
も
つ
必
要
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。今
後
、多
数
派
に
合
わ
せ
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
場
面
も
多
々
出
て
く
る
で
し
ょ

う
。
そ
れ
に
向
け
て
私
た
ち
は
、多
数
派
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を「
マ
ナ
ー
」や「
ス
キ
ル
」と
し
て
学

べ
ば
い
い
だ
け
だ
と
思
い
ま
す
。コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
教
育
は
人
格
教
育
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。マ
ナ
ー

や
ス
キ
ル
と
し
て
身
に
つ
け
ら
れ
る
も
の
と
、ま
ず

は
先
生
方
が
と
ら
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

で
は
な
ぜ
学
校
教
育
の
な
か
で
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
教
育
や
言
語
活
動
を
す
べ
き
な
の
で

し
ょ
う
か
？　
「
そ
ん
な
も
の
は
、昔
は
現
場
で

学
ん
だ
も
ん
で
す
け
ど
ね
…
」と
悪
気
な
く
仰

る
先
生
も
い
ま
す
。そ
の「
現
場
」と
は
、い
っ
た
い

ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
？

　

従
来
型
の
上
意
下
達
の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

で
あ
れ
ば
、そ
れ
を
学
べ
る
現
場
も
あ
る
で
し
ょ

う
。
し
か
し
今
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、対
等
な

人
間
関
係
の
な
か
で
、い
か
に
合
意
形
成
を
し
て

い
く
か
と
い
っ
た
能
力
で
す
。
こ
れ
は
現
場
で
は

な
く
、学
校
教
育
の
な
か
で
体
系
的
に
身
に
つ

け
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、ど
う
し
て
も
現
場
で
経
験
で
き
な
い
こ

と
も
あ
り
ま
す
。例
え
ば
今
、医
学
部
の
学
生
の

な
か
に
は
、医
師
に
な
る
ま
で
身
近
な
人
の
死
を

一
度
も
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
人
が
珍
し

く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
人
が
医
師
に
な
る
こ

と
は
、一
般
市
民
か
ら
す
れ
ば
不
安
な
こ
と
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
か
と
い
っ
て
、そ
の
学
生
に
向
か
っ

て
、「
と
っ
と
と
経
験
し
て
こ
い
！
」な
ど
と
言
え

る
で
し
ょ
う
か
？　

そ
う
い
う
場
合
に
は
、シ
ミ

ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
こ
と
な
ど
、学
校
な
ら

ば
何
ら
か
の
機
会
を
提
供
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

す
な
わ
ち
、社
会
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

す
。
か
つ
て
は
家
庭
や
企
業
や
地
域
社
会
で
学

べ
た
か
も
し
れ
な
い
こ
と
が
、今
は
困
難
に
な
り

ま
し
た
。
そ
う
な
っ
た
の
は
大
人
た
ち
の
せ
い
で

あ
っ
て
、子
ど
も
た
ち
の
せ
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

だ
か
ら
大
人
の
責
任
と
し
て
、ど
こ
か
で
補
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
学
校
教
育
の
新
し
い

役
割
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

伝
え
た
い
気
持
ち
は

伝
わ
ら
な
い
経
験
か
ら
生
ま
れ
る

　

こ
れ
ま
で
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
育
の
名

の
も
と
に
、ス
ピ
ー
チ
や
デ
ィ
ベ
ー
ト
な
ど
の
取
り

組
み
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。そ
れ
ぞ
れ
に
意
味

が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、そ
う
い
っ
た「
伝
え
る
技

術
」を
教
え
こ
も
う
と
し
て
も
、「
伝
え
た
い
」と

い
う
気
持
ち
が
子
ど
も
の
側
に
な
い
な
ら
ば
、技

術
の
定
着
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の「
伝
え
た
い
」と
い
う
気
持
ち
が
ど
こ
か
ら

来
る
の
か
と
い
え
ば
、そ
れ
は「
伝
わ
ら
な
い
」と

い
う
経
験
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
今
の
子
ど
も
た

ち
に
決
定
的
に
不
足
し
て
い
る
の
は
、こ
の「
伝
わ

ら
な
い
」経
験
で
す
。コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
育

の
問
題
も
、お
そ
ら
く
こ
こ
に
集
約
さ
れ
る
と
思

い
ま
す
。で
は
、ど
う
す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
？
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一
番
良
い
の
は
、体
験
活
動
だ
と
思
い
ま
す
。

障
が
い
者
施
設
や
高
齢
者
施
設
を
訪
問
し
た

り
、企
業
で
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
体
験
し
た
り
、

外
国
人
と
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
機
会
を

増
や
し
て
い
く
。
自
分
と
価
値
観
や
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
の
違
う「
他
者
」と
接
触
す
る
機
会
を
シ
ャ

ワ
ー
を
浴
び
る
よ
う
に
増
や
し
、な
か
な
か「
伝

わ
ら
な
い
」と
い
う
経
験
の
な
か
で
、た
ま
に「
伝

わ
る
」喜
び
も
味
わ
え
た
ら
良
い
で
し
ょ
う
。
た

だ
し
、こ
れ
ら
の
体
験
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
も

あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、「
演
劇
」を
用
い
た
教
育
の

役
割
が
出
て
き
ま
す
。

　

演
劇
は
、常
に
他
者
を
演
じ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
異
文
化
や
他
者
へ
の
接
触
を
、フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
の
力
を
借
り
て
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト（
疑
似
体
験
）

す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
こ
の
点
が
欧
米
に
お
い

て
、異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
育
の
中
核

に
演
劇
が
ず
っ
と
位
置
し
て
き
た
理
由
だ
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　

わ
が
国
で
は
２
０
１
０
年
度
か
ら
、「
コ
ミ
ュニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
教
育
推
進
事
業
」と
い
う
名
で
俳
優

や
演
出
家
、ダ
ン
サ
ー
な
ど
が
学
校
現
場
に
入

り
、教
育
に
協
力
す
る
活
動
が
全
国
で
広
が
っ
て

い
ま
す
。
年
間
約
２
億
円
の
予
算
で
、全
国
約
４

０
０
校
の
小
・
中
・
高
校
が
活
用
し
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、韓
国
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
も
っ
と
大
き

な
予
算
を
つ
け
た
施
策
を
開
始
し
て
お
り
、ア
ジ

ア
の
な
か
で
も
日
本
は
か
な
り
遅
れ
を
と
っ
て
い

る
の
が
現
状
で
す
。

早
期
離
職
者
を
出
さ
な
い
た
め
に

学
校
が
で
き
る
こ
と

　

就
職
し
て
も
早
々
に
会
社
を
辞
め
て
し
ま
う

若
者
が
い
ま
す
。「
自
分
に
合
っ
た
仕
事
じ
ゃ
な
か

っ
た
か
ら
」と
い
う
人
が
そ
の
な
か
に
は
多
く
い

ま
す
。そ
う
い
う
人
は
、「
会
社
は
変
わ
ら
な
い
も

の
」と
最
初
か
ら
決
め
つ
け
て
い
る
よ
う
で
す
。

「
会
社
は
変
わ
ら
な
い
も
の
」だ
か
ら
、「
全
部
自

分
が
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。で
も「
そ
れ

は
嫌
」。な
の
で「
辞
め
る
」。私
は
、こ
の
考
え
方

は
間
違
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
学
生
に
は
次
の

よ
う
な
話
を
し
ま
す
。

　

確
か
に
君
た
ち
個
人
に
比
べ
て
、企
業
は
大
き

い
。
で
も
、君
た
ち
の
入
社
す
る
会
社
の
部
署
の

最
小
単
位
は
、お
そ
ら
く
10
人
程
度
。
10
人
の

共
同
体
に
1
人
が
入
る
と
い
う
こ
と
は
、生
命
に

し
た
ら
10
％
の
細
胞
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
。
す

る
と
、相
手
も
確
実
に
変
わ
る
の
で
す
。相
手
も

変
わ
る
ん
だ
け
ど
、そ
れ
が
君
た
ち
に
は
見
え
に

く
い
だ
け
だ
と
思
う
―
―
。

　

つ
ま
り
今
の
若
者
は
、相
手
が「
変
わ
る
」と
い

う
感
覚
を
も
ち
づ
ら
く
な
っ
て
い
る
よ
う
な
の
で

す
。生
ま
れ
て
こ
の
方
ず
っ
と
停
滞
し
て
い
る
日
本

を
見
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
、一
番
大
き
な
理
由
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
こ
に
は
、教
育
が
果
た

す
べ
き
役
割
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
自
分
も
変
わ

れ
る
し
、相
手
も
変
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
感
覚

は
、コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
育
の
な
か
で
も
十
分
に

身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す（
談
）。

口
下
手
な
営
業
マ
ン
の
ほ
う
が

よ
く
売
れ
る
と
い
う
現
実

　

日
本
経
済
団
体
連
合
会（
経
団
連
）の
調
査
に

よ
れ
ば
、企
業
が
採
用
時
に
重
視
す
る
要
素
の

第
1
位
は
、９
年
連
続
で「
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

能
力
」と
な
っ
た
。
企
業
の
数
あ
る
職
種
の
な
か

で
も
、と
り
わ
け
高
度
な
話
術
や
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
能
力
が
求
め
ら
れ
そ
う
な
の
は
、商
品
を

売
る「
営
業
」で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
実

際
に
は
、そ
う
と
も
い
え
な
い
よ
う
だ
。

 

『「
し
ゃ
べ
ら
な
い
営
業
」の
技
術
』と
い
う
著
書

の
あ
る
渡
瀬
謙
氏
は
、小
・
中
・
高
校
と
一
貫
し

て
、ク
ラ
ス
で
最
も
無
口
な
子
ど
も
だ
っ
た
。一
人

で
い
る
の
が
好
き
で
、極
度
の
あ
が
り
症
で
も
あ

る
。
大
学
卒
業
後
に
メ
ー
カ
ー
に
入
社
し
、そ
の

後
、㈱
リ
ク
ル
ー
ト
に
転
職
。
自
分
ら
し
い
営
業

ス
タ
イ
ル
を
貫
き
、営
業
達
成
率
全
国
ト
ッ
プ
の

営
業
マ
ン
と
な
っ
た
。そ
し
て
現
在
は「
サ
イ
レ
ン

ト 

セ
ー
ル
ス 

ト
レ
ー
ナ
ー
」と
し
て
営
業
職
教
育

に
携
わ
っ
て
い
る
。
な
ぜ
内
向
的
な
性
格
の
ま
ま

で
、高
い
業
績
を
上
げ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

 

「
営
業
は
私
の
よ
う
に
、た
ど
た
ど
し
く
ボ
ソ
ボ

ソ
と
し
ゃ
べ
る
タ
イ
プ
の
ほ
う
が
売
れ
る
の
で

す
。こ
こ
数
年
さ
ま
ざ
ま
な
企
業
の
ト
ッ
プ
営
業

マ
ン
と
お
会
い
す
る
な
か
で
、そ
れ
を
確
信
し
ま

し
た
。
私
の
印
象
で
は
、豪
快
で
明
る
い
タ
イ
プ

よ
り
も
、お
と
な
し
く
て
線
の
細
い
タ
イ
プ
の
人

の
ほ
う
が
多
か
っ
た
の
で
す
」

　

お
し
ゃ
べ
り
で
、明
る
く
、元
気
な
営
業
が
売

れ
て
い
た
時
代
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、環
境
が
大

き
く
変
わ
り
、そ
う
い
う
タ
イ
プ
の
営
業
は
厳
し

く
な
っ
た
。
渡
瀬
氏
に
よ
れ
ば
、次
の
３
つ
の
環

境
変
化
が
今
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
。

❶ 

営
業
マ
ン
に
対
す
る
不
信
感
が
募
っ
て
い
る

お
客
さ
ま
が
増
え
て
い
る

ビ
ジ
ネ
ス
、科
学
技
術
、医
療
…

社
会
の
主
要
分
野
で
今
求
め
ら
れ
る
こ
と
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❷ 

欲
し
い
モ
ノ
が
な
い
、少
な
い
と
い
う
お
客
さ

ま
が
増
え
て
い
る

❸ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
選
ん
だ
り
、買
っ
た
り
す

る
お
客
さ
ま
が
増
え
て
い
る

ビ
ジ
ネ
ス
と
は

「
普
通
の
人
づ
き
あ
い
」

　

で
は
営
業
職
は
、ど
う
す
れ
ば
商
品
を
売
る

こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
？

 

「
営
業
は
、『
テ
ク
ニ
ッ
ク
』や『
粘
り
』が
重
要
と

思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、そ
れ
は
違
い
ま
す
。
営
業

と
は
、『
普
通
の
人
づ
き
あ
い
』で
す
。
目
の
前
の

人
と
ど
う
や
っ
て
信
頼
関
係
を
築
く
か
と
い
う

考
え
方
を
し
な
け
れ
ば
、商
品
も
売
れ
ま
せ
ん
。

私
が
営
業
職
の
指
導
を
す
る
際
に
は
、『
お
客
さ

ま
の
前
で
は
、で
き
る
だ
け
仮
面
を
脱
ぎ
な
さ

い
』と
言
っ
て
い
ま
す
。演
技
を
し
て
も
意
味
が
な

い
し
、う
そ
を
つ
い
て
は
絶
対
に
ダ
メ
で
す
」

　

こ
の
よ
う
な
主
張
を
裏
書
き
す
る
よ
う
に
、

こ
れ
ま
で「
粘
り
」「
根
性
」の
営
業
で
業
績
を
伸

ば
し
て
き
た
大
手
企
業
が
、業
績
不
振
を
理
由
に

「
粘
ら
な
い
」「
し
ゃ
べ
ら
な
い
」営
業
に
方
針
転

換
す
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
る
。
書
店
に
並
ぶ
営

業
ノ
ウ
ハ
ウ
本
の
傾
向
も
変
わ
り
、「
説
得
し
な

い
」「
お
願
い
し
な
い
」方
向
に
変
わ
っ
て
き
た
。

　

以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、営
業
職
は
し
ゃ
べ
る

こ
と
が
う
ま
く
な
く
て
も
、む
し
ろ
口
下
手
の
ほ

う
が
向
い
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
営

業
以
外
の
職
種
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
？

 

「
営
業
職
以
外
も
、私
は
基
本
的
に
同
じ
と
考

え
て
い
ま
す
。
ビ
ジ
ネ
ス
は
社
内
で
も
社
外
で

も
、人
と
の
信
頼
関
係
と
い
う
側
面
が
と
て
も

大
き
く
て
、『
普
通
の
人
づ
き
あ
い
』で
あ
る
こ
と

に
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
ス
キ
ル
や
テ
ク
ニ
ッ
ク
で

は
な
く
、い
か
に
本
音
で
し
ゃ
べ
れ
る
関
係
性
に

な
る
か
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
」

　

ビ
ジ
ネ
ス
全
般
に
お
い
て
は「
テ
ク
ニ
ッ
ク
的
」

な
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
よ
り
も
、お
互
い
の

「
信
頼
感
」を
醸
成
で
き
る
よ
う
な
、よ
り
ベ
ー
シ

ッ
ク
な
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
が
求
め
ら

れ
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

　

渡
瀬
氏
か
ら
最
後
に
、ど
う
し
て
も
伝
え
た
い

こ
と
が
あ
る
と
い
う
。

 

「
私
は
高
校
ま
で
、先
生
か
ら『
明
る
く
な
れ
』

と
言
わ
れ
続
け
て
き
ま
し
た
。
今
と
な
れ
ば
、良

か
れ
と
思
っ
て
言
っ
て
く
だ
さ
っ
た
と
わ
か
り
ま

す
が
、当
時
は
、そ
う
で
き
な
い
自
分
は
ダ
メ
な

人
間
と
い
う
劣
等
感
ば
か
り
募
り
ま
し
た
。
内

気
な
の
は『
悪
』で
は
な
い
、そ
れ
は『
個
性
』で

あ
る
と
、ぜ
ひ
認
め
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
」

科
学
が
人
を
幸
福
に
す
る

カ
ギ
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　

科
学
技
術
の
分
野
で「
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」

の
重
要
性
を
強
く
主
張
す
る
大
学
が
あ
る
。
国

立
の
電
気
通
信
大
学
だ
。

　

同
大
学
は「
総
合
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
科
学
」

の
確
立
を
目
指
し
て
い
る
。人
々
が
心
豊
か
に
、生

き
が
い
を
も
っ
て
暮
ら
せ
る
社
会
と
は
、「
コ
ミ
ュニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
」あ
ふ
れ
る
社
会
で
あ
る
。
そ
ん
な
信

念
の
も
と
、人
と
人
の
間
の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

だ
け
で
な
く
、人
と
自
然
、人
と
社
会
、人
と
人

工
物
と
の
間
に
も
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
す

る
と
考
え
、そ
れ
を
大
切
に
す
る
社
会
を
実
現
し

て
い
き
た
い
と
い
う
。
梶
谷
誠
学
長
は
、次
の
よ
う

な
思
い
を
語
る
。

 

「
科
学
技
術
が
真
に
人
々
の
役
に
立
つ
も
の
に

な
る
か
ど
う
か
は
、コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
か
か
っ

て
い
る
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
環
境
問
題
に
し

て
も
、原
発
事
故
の
問
題
に
し
て
も
、現
代
社
会

の
問
題
は
大
変
複
雑
な
た
め
、異
な
る
立
場
の

人
々
が
協
働
し
て
事
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
解
決

で
き
ま
せ
ん
。工
学
の
専
門
家
が
そ
の
立
場
だ
け

か
ら
も
の
を
語
り
、法
律
の
専
門
家
が
そ
の
立

場
だ
け
か
ら
も
の
を
語
る
。
各
々
の
立
場
を
守

る
と
い
う
点
か
ら
は
当
然
の
よ
う
に
も
思
わ
れ

ま
す
が
、そ
れ
で
は
全
体
を
見
る
視
点
が
な
く
、

解
決
の
糸
口
は
な
か
な
か
み
つ
か
り
ま
せ
ん
。
お

互
い
に
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
合
い
な
が
ら

全
体
を
見
よ
う
、総
合
的
に
判
断
し
よ
う
と
い

う
の
が
、『
総
合
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
科
学
』の

要
諦
で
す
」

　

商
品
開
発
に
関
し
て
も
、人
と
機
械
と
の
間

の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
う
ま
く
取
れ
れ
ば
、そ

れ
は
ヒ
ッ
ト
商
品
に
な
る
と
い
う
。

「
そ
の
好
例
は
、タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
で
し
ょ
う
。人

の
立
場
に
立
っ
て
ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
を
デ
ザ
イ
ン

し
た
こ
と
が
人
々
の
心
を
と
ら
え
、大
ヒ
ッ
ト
に

結
び
つ
き
ま
し
た
。
良
く
な
い
例
は
、家
電
の
リ

モ
コ
ン
。
あ
れ
だ
け
ボ
タ
ン
が
多
い
と
使
う
ほ
う

は
迷
い
ま
す
。ユ
ー
ザ
ー
の
視
点
を
入
れ
ず
、機

能
を
多
く
盛
り
込
み
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
い
う

技
術
者
の
一
方
的
な
思
い
込
み
だ
け
で
開
発
し

て
し
ま
っ
た
よ
う
に
映
り
ま
す
」

　

電
気
通
信
大
学
と
し
て
は
、実
践
的
な
技
術

者
教
育
を
行
い
な
が
ら
、そ
の
な
か
で
豊
富
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
会
を
設
け
、ど
ん
な
立

場
の
人
と
も
協
力
、連
携
で
き
る
よ
う
な
技
術

者
や
研
究
者
を
育
て
て
い
き
た
い
と
い
う
。

 

「
こ
れ
ま
で
科
学
技
術
の
世
界
で
は
、『
職
人
』

と
し
て
生
き
る
道
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の

道
は
、非
常
に
少
な
く
な
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
こ

れ
か
ら
は
技
術
を
身
に
つ
け
る
だ
け
で
な
く
、全

体
を
見
渡
し
、ま
と
め
上
げ
る
力
も
あ
っ
た
ほ
う

が
、学
生
の
た
め
に
も
望
ま
し
い
。国
に
と
っ
て
み

て
も
、日
本
の
技
術
は
十
分
、世
界
に
誇
れ
る
レ

ベ
ル
に
あ
り
ま
す
か
ら
、さ
ら
に
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
力
を
随
所
に
発
揮
で
き
る
よ
う
に
な
れ

ば
、か
つ
て
世
界
を
驚
か
せ
た
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を

ま
た
新
た
に
生
み
出
す
こ
と
も
決
し
て
夢
で
は

サイレント セールス トレーナー

渡瀬 謙氏

電気通信大学 学長

梶谷 誠氏
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な
い
と
思
い
ま
す
」

　

東
日
本
大
震
災
お
よ
び
原
発
事
故
を
経
て
、

国
も
科
学
技
術
を
取
り
巻
く
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ミ

ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ギ
ャ
ッ
プ
の
存
在
を
認
め
、そ
の

解
消
の
た
め
に「
科
学
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン

タ
ー
」を
設
置
し
た
。
ま
た
、科
学
コ
ミ
ュニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
研
究
す
る
大
学
院
も
増
え
て
い
る
。こ

れ
ま
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
無
縁
の
よ
う

に
思
わ
れ
た
科
学
技
術
の
世
界
に
も
、確
実
に

変
化
が
訪
れ
て
い
る
。

今
注
目
の

医
療
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　

科
学
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
並
ん
で
今
注
目

さ
れ
て
い
る
分
野
に「
医
療
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
」が
あ
る
。医
療
系
の
大
学
や
専
門
学
校
で
こ

れ
を
教
育
す
る
と
こ
ろ
も
増
え
て
い
る
。

　

安
全
、安
心
な
医
療
に
は
、正
し
い
情
報
伝
達

や
、医
療
者
と
患
者
の
間
の
信
頼
関
係
が
重
要

だ
。「
院
内
暴
力
」や「
院
内
ト
ラ
ブ
ル
」と
い
っ
た

も
の
も
、多
く
は
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
足
が
原

因
と
さ
れ
る
。「
チ
ー
ム
医
療
」と
い
う
か
た
ち
で

複
数
の
専
門
家
が
協
働
し
て
医
療
に
あ
た
る
に

も
、良
好
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
欠
か
せ
な

い
。
そ
う
し
た
医
療
分
野
の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
つ
い
て
、こ
の
分
野
の
著
書
も
多
い
、慶
應
義

塾
大
学 

看
護
医
療
学
部 

杉
本
な
お
み
教
授
に

寄
稿
し
て
い
た
だ
い
た
。
医
療
系
学
部
へ
の
進
路

指
導
に
つ
い
て
も
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
っ
た
。ぜ
ひ

参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い（
コ
ラ
ム
参
照
）。

「今日の発表でパソコンを使わせてください。ダメと言われてもボクが困る
ので言わないでください。お願いです」
　ある朝、こんなメールが学生から送られてきました。このようにはっきりと
物を言う人を、コミュニケーション学では「直情径行型」＊と呼びます。思っ
たことをそのまま口にするのが最善のコミュニケーションと信じているタイ
プです。

★
　この直情径行君は、まず「パソコンを使いたい」という意図を、そのまま
言葉にして教員に伝えます。そして「ダメと言われてもボクが困るので…」
と、かなり直接的なひとことを付け足します。
　これに対し、「あらまあずいぶんお偉くなったこと」と、教員が皮肉交じり
の返事をしたとします。直情径行君は、曖昧な発言を解釈するのが苦手で
す。そこで「先生の言っていることが意味不明だったので、仕方がないから
パソコン『あり』と『なし』の両方を準備しました」といった反応をして周囲を
驚かせたりします。
　高校の先生方向けの講習会で、このような直情径行型の高校生が増
えているという話をよく聞きます。日常生活のあらゆる場面で利便性が向
上し、電子機器が私たちの意図を酌み取り、先回りして欲求をかなえてく
れる時代です。光の届かない深海にすむ魚の目が退化するように、現代
に生きる子どもたちから、自分の意図を適切に表出する機能が失われつ
つあるのかもしれません。
　医療系の学部でも直情径行型の学生が増殖中です。曖昧さを苦手と
するこのタイプは、「唯一絶対の解」を求めて理数系科目に惹かれること

医療分野で求められるコミュニケーション能力
─理系秀才が医療系学部で路頭に迷わないために─

が多く、その極みとして医療系を志望します。また高校側も、社会要請上
「経済学部より医学部」「心理学科より看護学科」というように、医療系
の進路を勧めがちです。
　しかし実際のところ、直情径行型の学生は医師や看護師などの職
種には不向きです。白黒はっきりした理系のイメージとは裏腹に、唯一
絶対の解など存在し得ない世界で、不確実性との対峙を常に迫られる
からです。
　まず、患者の脈絡のない話から、治療に必要な情報をどうにか引き出さ
なければなりません。そのためには、他愛ない世間話をしたり、病歴や家族
構成のような話しづらいことを聞き出したりする力が求められます。
　また、誰かと話しながら、同時にそれとは違うことを頭の中で考える能力
も必要です。患者の訴えに耳を傾けつつ診断名や治療薬のことを考えた
り、処置をしつつほかの人に指示したりといった離れ業をこなさなければな
りません。
　さらに、グループで協働する能力も不可欠です。医療の高度化に伴
い、複数の職種が協力しなければ解決できない問題が増えてきました。
教育歴や価値観の異なる他医療職と、違いを乗り越えて協力し、患者
一人ひとりの事情に即した最善策を模索する根気強さや柔軟性が何よ
り重要です。
　医療系を志望する生徒の進路相談の際には、成績だけでなく、このよ
うな資質の見極めが肝要です。「経済学部を出ても商学部を出ても銀行
員になれる」非医療系学部とは異なり、医療系の場合、卒業後の職業は
入学と同時に決まってしまいます。臨床検査技師や臨床工学技士、診療
情報管理士など、医療系の職種は医師・看護師以外にも多数存在しま
すので、選択の幅を広げることで入学後の不適応を防ぐことができます。

★
　希望を胸に入学した医療系学部で、今年も直情径行君がまた一人、
学習困難に陥り、進路変更を迫られています。「高校時代は数学と物理
が学年トップだったのにもったいない」と思われるかもしれませんが、どうか
ダメと言わないでください。ボクだけでなく、ボクが将来診ることになる患者
も困るので…お願いです。

すぎもと・なおみ●国際基督教大学教養学部語学科
卒。イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校スピーチコミ
ュニケーション学科（現コミュニケーション学科）修士・
博士課程修了。2005年より現職。医療コミュニケーシ
ョンに関する多くの著作がある。

＊杉本なおみ（2013年）『改訂 医療者のためのコミュニケーション入門』精神看護出版

慶應義塾大学 看護医療学部 教授

杉本なおみ氏
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日
本
人
に
欠
け
て
い
る

国
際
標
準
の「
技
術
」

 

「『
単
語
』の
み
で
会
話
を
す
る
高
校
生
が
い
ま

す
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
、小
学
校
１
年
生
が『
先

生
、ト
イ
レ
』と
言
っ
て
い
る
の
と
同
じ
こ
と
な
ん

で
す
よ
ね
。
大
人
た
ち
が
要
求
し
て
い
け
ば
、生

徒
の
力
を
引
き
出
せ
る
ん
で
す
」

　

そ
う
語
る
の
は
、千
葉
県
松
戸
市
立
松
戸
高

校
の
岡
本
小
枝
先
生
。
岡
本
先
生
は
高
校
に
赴

任
し
て
、「
先
生
、プ
リ
ン
ト
」と
単
語
の
み
で
話

し
か
け
て
く
る
生
徒
が
多
い
こ
と
に
驚
い
た
。
そ

こ
で
事
あ
る
ご
と
に
、「
単
語
で
は
な
く
、き
ち
ん

と
文
章
に
し
ま
し
ょ
う
」と
言
い
続
け
た
。
す
る

と
、生
徒
は
誰
ひ
と
り
と
し
て
単
語
で
言
っ
て
こ

な
く
な
っ
た
。
教
師
が
辛
抱
強
く
求
め
て
い
け

ば
、生
徒
は
変
わ
っ
て
い
く
の
だ
。

　

岡
本
先
生
は
、中
学
教
師
時
代
に
も
同
じ
よ

う
な
体
験
を
し
て
い
る
が
、そ
れ
は
も
う
少
し
大

が
か
り
な
し
か
け
に
よ
る
も
の
だ
。
松
戸
市
は
２

０
１
１
年
度
よ
り
、小
学
校
と
中
学
校
で「
言
語

活
用
科
」を
実
施
し
て
い
る
。
そ
の
元
に
な
る
活

動
を
中
学
で
い
ち
早
く
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
の
が

岡
本
先
生
で
あ
る
。

　

言
語
活
用
科
と
は
、「
論
理
的
・
批
判
的
思
考

力
や
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
身
に
つ
け
、グ

ロ
ー
バ
ル
化
す
る
社
会
で
活
躍
で
き
る
児
童
生

徒
」の
育
成
を
目
指
し
た
教
科
。「
自
分
の
意
見

を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
」「
相
手
が
伝
え
よ
う

と
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
」と
い
う
目
標
の

も
と
、日
本
語
分
野
と
英
語
分
野
に
つ
い
て
、コ

ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
や
技
能

を
学
ん
で
い
く
。

　

岡
本
先
生
が
こ
の
活
動
に
取
り
組
み
始
め
る

源
流
と
な
っ
た
の
は
、企
業
で
海
外
勤
務
を
し
て

い
た
時
。
多
く
の
外
国
人
と
共
に
ビ
ジ
ネ
ス
を

展
開
し
て
い
た
が
、何
か
が
違
う
と
い
う
感
覚
を

も
っ
た
。
英
語
力
が
足
り
な
い
の
だ
と
そ
の
時
は

思
っ
た
。そ
の
後
、中
学
の
教
師
に
な
っ
た
時
、そ

の
か
ら
く
り
が
わ
か
っ
た
。

 

「
欧
米
で
は
論
理
的
思
考
や
相
手
に
わ
か
り
や

す
い
表
現
方
法
の
基
礎
と
な
る
技
術
を
小
学

校
段
階
か
ら
体
系
的
に
学
ん
で
い
く
の
で
す
。

そ
の
土
台
の
上
に
語
学
力
が
あ
り
、ビ
ジ
ネ
ス

会
話
の
基
礎
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
知
り
愕

然
と
し
ま
し
た
。
日
本
人
は
こ
れ
を
学
ば
な
け

れ
ば
、国
際
社
会
で
も
ず
っ
と
土
俵
の
外
に
い
る

こ
と
に
な
る
の
だ
と
痛
感
し
ま
し
た
」

　

そ
の
衝
撃
が
発
端
と
な
り
、言
語
活
用
科
を

誕
生
さ
せ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
っ
た
。

　

中
学
校
で
授
業
を
行
っ
て
い
く
と
、成
果
は

徐
々
に
表
れ
た
。
例
え
ば
生
徒
指
導
。「
も
の
ご

と
の『
事
実
』と『
意
見
』を
分
け
て
考
え
ま
し
ょ

う
」と
い
う
授
業
に
よ
っ
て
、ト
ラ
ブ
ル
を
回
避
で

き
る
生
徒
が
増
え
た
。
高
校
入
試
の
面
接
に
も

効
果
が
あ
っ
た
。「
志
望
理
由
は
２
つ
あ
り
ま
す
。

1
つ
は
〜
」と
い
う
具
合
に
、授
業
で
学
ん
だ
と

お
り
に
話
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
常
生
活
の
さ

ま
ざ
ま
な
場
面
で
生
徒
の
成
長
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
た
と
い
う
。

 

「『
言
葉
』と
い
う
翼
を
ど
の
よ
う
に
動
か
す
の

か
と
い
う『
技
術
』を
生
徒
が
学
び
、ど
こ
ま
で

も
自
由
に
飛
翔
し
て
も
ら
い
た
い
。
そ
れ
が
私
の

願
い
で
す
」

　

現
在
は
中
学
校
の
現
場
を
離
れ
、市
立
松
戸

高
校
の
教
壇
に
立
つ
。
今
後
は
高
校
で
の
言
語

力
育
成
に
力
を
入
れ
て
い
く
つ
も
り
だ
と
い
う
。

高
校
教
師
か
ら
高
校
教
師
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

私
た
ち
が
こ
れ
か
ら
や
っ
て
い
く
べ
き
こ
と

千葉県松戸市立松戸高校

岡本小枝先生

コミュニケーション教育推進会議が
定義する「コミュニケーション能力」
　コミュニケーション教育推進会議による審議経過報告
（2011年8月29日）のなかで、コミュニケーション能力を次
のようにとらえている。
「いろいろな価値観や背景をもつ人々による集団におい
て、相互関係を深め、共感しながら、人間関係やチームワー
クを形成し、正解のない課題や経験したことのない問題に
ついて、対話をして情報を共有し、自ら深く考え、相互に考
えを伝え、深め合いつつ、合意形成・課題解決する能力」
　すなわちこれは、「異文化コミュニケーション能力」「異
文化理解能力」の重要性をうたっていると言える。多文化
共生時代の21世紀においては、このコミュニケーション
能力を育むことがきわめて重要であるという指摘だ。

新学習指導要領で求められる
各教科における「言語活動」
　新学習指導要領のなかで、あらためて「言語活動の充実」が求められて
いる。言語活動とは、例えば次のようなことである。
●考えを深める場面で：ホワイトボードを使って話し合う、付箋を使って話し
合う、ペアで意見を交換する、など
●発表の場面で：立場を決めて討論する、製作物を使って発表する、生徒
が説明する、など
●書く場面で： ICTを活用する、新聞にまとめる、レポートにまとめる、など
　ただし、「言語活動を充実すること自体が目的ではなく、言語活動により、
各教科・科目などの目標に則し、基礎的・基本的な知識及び技能の修得、こ
れらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その
他の能力を育むことを目指すことに留意する必要がある」（言語活動の充実
に関する指導事例集）としている。
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コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は

分
か
ち
合
う
こ
と

　

三
重
県
立
飯
野
高
校
定
時
制
課
程 

進
路
指

導
主
事
の
鈴
木
建
生
先
生
は
、生
徒
を「
一
人
も

見
捨
て
な
い
」と
い
う
信
念
の
も
と
、こ
れ
ま
で

に
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
コ
ー
チ
ン
グ
、協
同
学
習

な
ど
あ
ら
ゆ
る
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
メ
ソ
ッ
ド
を

学
び
、教
育
に
取
り
入
れ
て
き
た「
コ
ミ
ュニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
達
人
」と
も
言
え
る
人
物
。
生
徒
と
つ

な
が
る
た
め
に
は
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
も
い
と
わ
ず
、

ツ
イ
ッ
タ
ー
を
フ
ォ
ロ
ー
し
、Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
ス
タ
ン

プ
や
絵
文
字
を
駆
使
し
な
が
ら
生
徒
の
コ
ー
チ

ン
グ
も
行
う
。

　

生
徒
と
対
面
で
話
し
合
う
時
に
は
、多
く
の

場
合
、お
互
い
の
間
に
ノ
ー
ト
か
Ａ
４
程
度
の
コ

ピ
ー
用
紙
を
置
く
。
そ
こ
に「
言
い
た
い
こ
と
」や

「
今
の
気
持
ち
」や「
浮
か
ん
だ
イ
メ
ー
ジ
」な
ど

を
文
章
や
図
で
描
き
表
す
よ
う
に
し
て
い
る
。

そ
う
し
て
話
す
べ
き
こ
と
を「
見
え
る
化
」し
、

「
共
有
」す
る
と
、問
題
を
客
観
的
に
考
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。そ
こ
か
ら
、「
ど
う
す
れ
ば
こ
の

問
題
を
解
決
で
き
る
だ
ろ
う
か
？
」と
い
う
質

問
に
入
っ
て
い
く
。

 

「
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
と
、対
話
や
会
話

と
い
っ
た『
空
中
戦
』を
想
像
し
が
ち
で
す
が
、私

は
む
し
ろ
、相
手
の
感
情
や
思
い
を『
共
有
』す

る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い

ま
す
」

　

コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を「
共
有
」と
と
ら
え
る

と
、コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
現
代
の
重
要
テ
ー
マ

と
な
っ
て
い
る
理
由
も
見
え
て
く
る
。「
共
有
」

の
反
対
概
念
は「
占
有
」だ
。
自
分
さ
え
良
け
れ

ば
、自
分
さ
え
豊
か
で
あ
れ
ば
と
「
競
争
」し
、

「
占
有
」し
て
き
た
時
代
か
ら
、「
協
同
」し
、「
共

有
」す
る
こ
と
が
必
要
な
時
代
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
か
。

 

「
そ
う
だ
と
し
た
ら
、と
て
も
良
い
時
代
に
な
っ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
私
の
高
校
時
代
は
、３
つ

の
高
校
の
生
徒
が
集
ま
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う

『
三
校
禁
』と
い
う
ル
ー
ル
も
あ
っ
た
ほ
ど
他
者
と

の
交
流
が
許
さ
れ
な
い
時
代
で
し
た
。そ
の
こ
ろ

に
比
べ
た
ら
、今
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
共
有
で

き
、分
か
ち
合
え
る
。
と
て
も
す
ば
ら
し
い
こ
と

で
は
な
い
で
す
か
」

　

そ
ん
な
時
代
に
協
同
学
習
や
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ

ー
ニ
ン
グ
が
求
め
ら
れ
、実
践
さ
れ
て
い
く
こ
と

は
自
然
な
流
れ
で
も
あ
る
。

　

鈴
木
先
生
は
06
年
ご
ろ
か
ら
協
同
学
習
を

取
り
入
れ
た
。そ
れ
を
見
て
、同
僚
の
Ｇ
先
生
も

や
り
始
め
た
。う
ま
く
で
き
る
よ
う
に
な
り
た
く

て
、毎
時
間
の
よ
う
に
お
互
い
の
授
業
を
見
せ
合

い
、放
課
後
に
講
評
し
合
っ
た
。

 

「
教
師
が
協
同
学
習
を
、協
同
的
に
学
び
合
う

こ
と
は
、と
っ
て
も
楽
し
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き

ま
し
た
。
そ
の
1
年
間
は
、今
も
鮮
明
に
思
い
出

す
、宝
物
の
よ
う
な
時
間
で
す
」

　

生
徒
も
成
長
し
た
。
鈴
木
先
生
に
よ
れ
ば
、

協
同
学
習
や
言
語
活
動
を
行
う
と
、生
徒
の

「
自
己
開
示
」す
る
力
が
強
ま
る
。
自
己
開
示
で

き
る
と
、自
分
や
他
者
の
苦
し
み
を
分
か
ち
合

う
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
。そ
の
よ
う
に
し

て
他
者
と
つ
な
が
る
力
は
、「
生
き
る
力
」そ
の

も
の
だ
と
鈴
木
先
生
は
考
え
る
。

　

た
だ
し
、生
徒
の
自
己
開
示
を
伴
う
授
業
に

は
、ル
ー
ル
設
定
も
必
要
と
い
う
こ
と
を
覚
え
て

お
き
た
い
。「
守
秘
義
務
」や「
話
し
た
く
な
い
こ

と
は
話
さ
な
く
て
い
い
」「
パ
ス
し
て
も
い
い
」と
い

っ
た
ル
ー
ル
を
生
徒
に
事
前
に
伝
え
て
お
く
ほ
う

が
よ
い
と
い
う
。

 

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
、自
己
肯
定

的
な
人
生
を
生
き
て
い
く
基
盤
が
で
き
る
よ
う

な
、心
の
筋
肉
を
鍛
え
る
授
業
が
で
き
た
ら
い
い

な
と
い
つ
も
考
え
て
い
ま
す
。そ
の
た
め
に
も
、ま

ず
は
わ
れ
わ
れ
教
師
が
つ
な
が
る
こ
と
が
重
要

で
す
。『
ど
う
す
れ
ば
課
題
を
解
決
し
て
い
け
る

か
』と
い
う
思
い
を
共
有
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、授

業
を
中
心
に
す
べ
て
の
教
育
活
動
を
展
開
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
増
す
と

よ
り
良
い
進
路
選
択
に
つ
な
が
る

　

福
岡
県
立
朝
倉
高
校
定
時
制
課
程 

教
頭
の

宮
原
清
先
生
は
、前
任
校
で
適
切
に
進
路
を
考

え
ら
れ
な
い
生
徒
に
対
し
て
、ど
ん
な
サ
ポ
ー
ト

を
す
べ
き
か
悩
ん
で
い
た
。
そ
の
時
頭
に
浮
か
ん

だ
の
が「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」の
問
題
。
進
路

を
考
え
る
こ
と
を「
拒
否
」し
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
生
徒
や
、成
績
が
良
く
な
い
の
に「
超
難
関

大
を
目
指
す
」と
言
い
出
す
生
徒
は
、も
し
か
し

た
ら
人
と
の
か
か
わ
り
が
少
な
い
の
で
は
な
い

か
？　

そ
れ
が
進
路
を
現
実
的
に
考
え
ら
れ
な

い
原
因
で
は
な
い
か
？　

コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

量
と
質
に
問
題
の
原
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
に
至
っ
た
。

　

そ
う
し
て
09
年
ご
ろ
か
ら
尺
度
の
開
発
に
着

手
し
た
。
試
行
錯
誤
を
重
ね
、現
在
は
３
つ
の
尺

度
を
採
用
。「
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
効
力
感（
自

信
）」「
社
会
形
成
意
識（
は
た
ら
き
感
）」「
進
路

不
決
断（
進
路
選
択
）」で
あ
る
。

　

コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
効
力
感
と
は
、「
対
人
関

係
の
自
信
や
抵
抗
の
な
さ
」を
示
す
も
の
で
、

「
積
極
性
」「
親
和
性
」「
高
社
交
性
」か
ら
な
る
。

社
会
形
成
意
識
と
は
、「
他
者
の
た
め
に
何
か
し

た
い
と
い
う
感
覚
や
自
ら
課
題
解
決
す
る
意

欲
」な
ど
を
示
す
も
の
で
、「
貢
献
性
」「
責
任
感
」

「
生
産
的
意
識
」か
ら
な
る
。進
路
不
決
断
と
は
、

「
進
路
決
定
に
関
す
る
不
安
や
難
し
さ
」な
ど

を
示
す
も
の
で
、「
進
路
決
定
不
安
」「
進
路
選

択
葛
藤
」な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

　

12
年
11
月
に
高
校
で
調
査
を
行
い
、１
１
２

三重県立飯野高校定時制課程
進路指導主事

鈴木建生先生

福岡県立朝倉高校定時制課程 
教頭

宮原 清先生
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３
人
分
の
デ
ー
タ
が
集
ま
っ
た
。
先
の
３
つ
の
尺

度
、言
い
換
え
れ
ば「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
自

信
」「
は
た
ら
き
感
」「
進
路
選
択
」の
間
に
は
、明

ら
か
な
相
関
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　

例
え
ば
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
自
信
」と

「
は
た
ら
き
感
」と
は
完
全
に
相
関
関
係
に
あ

り
、人
と
の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
自
信
の
あ
る

生
徒
は
、他
者
の
た
め
に
何
か
を
し
た
り
、自
ら

課
題
解
決
を
す
る
意
欲
が
高
か
っ
た
。

　

ま
た
、「
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
自
信
」と「
進

路
選
択
」と
の
関
係
で
は
、人
と
仲
良
く
で
き

る
人
ほ
ど（
親
和
性
が
高
い
）、進
路
選
択
に
不

安
を
抱
か
な
い（
進
路
決
定
不
安
や
進
路
障
害

不
安
が
低
い
）こ
と
も
わ
か
っ
た
。

 

「
は
た
ら
き
感
」と「
進
路
選
択
」に
つ
い
て
は
男

女
差
が
あ
っ
た
。
人
の
喜
び
を
自
分
の
喜
び
と

感
じ
る（
貢
献
性
が
高
い
）男
子
は
、目
標
が
明

確
に
な
り
や
す
か
っ
た（
進
路
障
害
不
安
が
低

い
）が
、女
子
は
相
関
が
な
く
、逆
に
貢
献
性
の
高

い
女
子
は
、進
路
を
決
め
た
い
意
志
は
強
い
も
の

の
進
路
選
択
で
悩
む
傾
向
が
あ
っ
た（
進
路
選

択
葛
藤
が
高
い
）。
こ
れ
は
現
場
で
の
実
感
と
も

合
致
す
る
と
い
う
。

 

「
女
子
の
進
路
に
ま
つ
わ
る
不
安
は
、私
は
プ
ラ

ス
だ
と
と
ら
え
て
い
ま
す
。
進
路
相
談
希
求
が

高
ま
り
、い
ろ
ん
な
人
に
相
談
し
始
め
る
な
ど
進

路
決
定
意
欲
が
強
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。コ

ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
自
信
が
な
い
と
、生
徒
は
進

路
不
安
す
ら
抱
き
ま
せ
ん
。
ゆ
え
に
、進
路
に
不

安
を
抱
い
て
い
な
い
生
徒
で
あ
っ
て
も
、決
し
て

安
心
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
」

　

現
在
、こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
使
用
す
る

高
校
が
福
岡
県
や
熊
本
県
な
ど
で
増
え
て
い

る
。
宮
原
先
生
は
、で
き
た
ら
入
学
時
か
学
年

初
め
に
調
査
を
行
い
、個
々
の
生
徒
や
ク
ラ
ス
の

状
況
を
把
握
し
、そ
れ
に
合
わ
せ
て
対
策
を
立

て
る
よ
う
な
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
。

　

例
え
ば
、コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
効
力
感
が
低
い

よ
う
で
あ
れ
ば
、ク
ラ
ス
に
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を

取
り
入
れ
た
り
、個
別
に
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
す
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

 

「
特
に
低
学
年
で
成
績
が
伸
び
悩
ん
で
い
る
よ

う
な
時
、キ
ャ
リ
ア
教
育
関
連
の
行
事
を
減
ら

し
て
補
習
を
増
や
す
前
に
、授
業
を
含
め
た
キ

ャ
リ
ア
教
育
の
質
の
検
討
が
欠
か
せ
な
い
と
私
は

考
え
ま
す
。
言
語
活
動
に
よ
る
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
活
性
化
さ
せ
る
活
動
を
増
や
す
こ
と
が

進
路
決
定
意
欲
の
上
昇
に
つ
な
が
り
、結
果
的

に
学
習
成
績
が
上
昇
す
る
可
能
性
が
高
い
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
す
」

■ 「コミュニケーションの自信」「はたらき感」「進路選択」に関する
 アンケート項目

【コミュニケーションの自信に関すること】

❶新しく出会った人には自分の方から話しかける／❷人に話しかけることが得意だ／
❸人と話をすることは苦手だ／❹人と仲よくなる方法を知っている／❺仲よくなりたい
と思った人には、自分の方から声をかける／❻つきあいにくそうに見える人であっても、
仲よくしてみたい／❼新しく出会った人ともよい人間関係を築くことができると思う／
❽話が合わない人であっても、それなりに会話をすることができる／
❾あまり話したことがない人とも話をしてみたいと思う／
10苦手なタイプの人とも、うまくつきあっていく自信がある／11つきあいにくそうに見え
る人に出会うと、距離をおきたくなる／12自分と合わないと思う人とは距離をおきたくな
る／13苦手なタイプの人とは上手く話せないと思う／14話ができないような苦手なタ
イプの人はいない／15相性が悪いと感じた人とは会話を避ける

【はたらき感に関すること】

❶人を喜ばせることが好きだ／❷困った人を助けることに喜びを感じる／❸困った人
を見かけると手助けしてあげたくなる／❹人の喜びを自分の喜びのように感じる／
❺子どもやお年寄りには優しくしたいと思う／❻始めたことは何とか最後までやり遂げ
たい／❼やり出したことを途中で投げ出すのは嫌いである／❽一度引き受けたら最
後までやり遂げたい／❾期限に間に合わないと思ったら、作業をやめてしまう／
10人に頼まれたことでも、引き受けた以上は最後までやるべきだと思う／
11自分で課題を見つけて解決していくことが好きだ／12他人に決められたことだけを
やるのでなく、自分で工夫したり改善することが好きだ／13達成できそうにない課題で
も何とか達成できる方法を見つける努力をしたい／14決めたことがなしとげられそうに
なくても、何とか達成できる方法を考えたい／15自分で問題点を見つけて解決し、物
事を進めるのが好きだ

【進路選択に関すること】

❶進路を決めることに対して不安がある／❷自分が望む進路を決められるかどうか心
配である／❸どのようにして進路を決めれば良いかわからない／❹具体的な進路をし
ぼりきれない（漠然としている）／❺進路を決めることの難しさを感じる／❻いろいろな
ことに興味があるので、どこを進路先にしたら良いかわからない／❼魅力ある進路がた
くさんある／❽可能性のある進路がたくさんある／❾いろいろと考えすぎて、自分に合
う進路が決まらない／10他の人の意見がいろいろとあるので、自分に合う進路を決め
られない／11進路の問題は重要なことなので、誰かと相談したい／12今までも重大な
問題は親などに相談してきたので、進路の問題でも相談したい／13自分ひとりで何か
を決めた経験が少ないので、進路について誰かと相談したい／14自分ひとりでは進路
を決めにくいので、誰かと相談や話し合いをしてみたい／15自分に合う進路を教えてく
れるような検査を受けたい／16希望する進路はあるが、それに親が反対するのではな
いかと思う／17思わぬことで希望する進路にいけないのではないかと考えてしまう／
18進路について、友達と意見が違うのではないかと心配である／19社会の変化や景
気の変動が、希望する進路に大きな影響を与えるのではないかと考えてしまう／20自
分の能力では希望する進路にいけないのではないかと思う／21進路の決定は、運や
偶然によって決まることが多い／22進路の決定は自分ひとりの力ではどうしようもない
／23自分の努力や能力よりも、他からの影響で進路が決まることが多い／24自分だ
けでは、進路は決定できない／25進路のために積極的に努力するよりは、チャンスを
待つ方がよい／26自分の興味や関心がよくわからない／27自分の能力や適性がよく
わからない／28進路先での生活（学校生活や職業生活）のようすがよくわからない／
29進路を決めるために必要な情報がない／30自分のことについても、進路先につい
ても、よくわからない／31今まであまり進路のことを真剣に考えたことがない／32将来
のことはわからないから、進路のことは考えたくない／33今の生活に満足しているの
で、できるならばこのままの生活を続けたい／34進学も就職もせずに、好きなことをして
いたい／35現在していること（趣味など）をなしとげたいので、進学も就職もしたくない
／36具体的な進路の希望はあるが、準備が十分でないので試験が心配である／37
進路の希望は明確なのだが、試験が難しそうなので自信がない／38希望する進路先
はあるが、準備が十分でないので、それが自分にとって最良かわからない／39進路に関
して準備が不足しているので、希望する進路先において自分が十分に活躍できるかど
うか不安である／40進路選択のための準備が十分ではなかったのではないかと思う

※上記に関するアンケート用紙は小誌サイトよりダウンロードできます。「コミュニケーション（コミュニケーション
効力感尺度）」と「はたらき感（社会形成意識尺度）」の集計方法もダウンロードできます。「進路選択（進路不
決断尺度）」の集計は、質問項目の１～５、6～10、…、36～40という5項目ずつを平均化してください。
※本テーマに関する宮原先生の研究論文もダウンロードできます。興味のある方は、ぜひご覧ください。

※ダウンロードサイト：リクルート進学総研 ＞＞ 発行メディアのご紹介 ＞＞ キャリアガイダンス（Ｎｏ.48）15




