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部下に成長してもらい、どんどん大きな成果を上げて
もらうことが、上司の重要な役割だ。そのために有効
な部下指導法として有名なのが「コーチング」だが、「試
してみたけど、うまくいかない」という人も少なくない。
その原因は、コーチングに対する誤解にあると、コー
チングの専門家である田近秀敏氏は指摘する。

取材・構成 林　加愛

相
手
の
話
を
聞
く
だ
け
が

コ
ー
チ
ン
グ
で
は
な
い

「
コ
ー
チ
ン
グ
」
と
い
う
も
の
に
つ

い
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
の
方
々

な
ら
、
な
ん
ら
か
の
知
識
を
持
っ
て

い
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
一
時
期
の
大
き
す
ぎ
た

ブ
ー
ム
の
せ
い
か
、
コ
ー
チ
ン
グ
に

関
し
て
、
い
く
つ
か
の
誤
解
が
生
ま

れ
て
い
る
の
も
事
実
で
す
。

そ
れ
ら
の
誤
解
は
、
大
き
く
数
え

る
と
四
つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
目
は
、「
要
は
『
聞
き
上
手
』

に
な
る
ス
キ
ル
で
し
ょ
う
」
と
い
う

思
い
込
み
で
す
。

確
か
に
、
傾
聴
は
コ
ー
チ
ン
グ
に

欠
か
せ
な
い
要
素
で
す
。
し
か
し
、

あ
く
ま
で
１
要
素
で
あ
っ
て
、「
聞

い
て
さ
え
い
れ
ば
Ｏ
Ｋ
」
と
い
う
も

の
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。

コ
ー
チ
ン
グ
は
、
１
対
１
の
会
議

で
す
。
議
題
の
共
有
、
目
的
や
目
標

の
確
認
、
現
状
分
析
を
経
て
、
問
題

解
決
に
向
か
う
と
い
う
会
議
の
構
造

は
、コ
ー
チ
ン
グ
も
ま
っ
た
く
同
じ
。

し
た
が
っ
て
、
コ
ー
チ
は
会
議
に
お

け
る
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
と
同
じ
役

割
だ
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
す
。

会
議
の
場
で
目
標
と
現
状
を
確
認

す
る
と
、
そ
の
間
に
は
、
ほ
と
ん
ど

の
場
合
、
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
は
ず
。

コ
ー
チ
ン
グ
で
も
同
じ
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め

か
ら
「
目
標
達
成
の
た
め
に
何
が
で

き
る
か
」
と
聞
か
れ
れ
ば
、
思
考
を

最
大
限
に
巡
ら
せ
る
で
し
ょ
う
。

こ
こ
で
言
う
質
問
と
は
、「
な
ぜ

○
○
し
な
い
ん
だ
？
」「
な
ぜ
○
○

し
た
ん
だ
？
」
と
い
う
よ
う
な
Ｗ
Ｈ

Ｙ
型
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

の
聞
き
方
で
は
、
部
下
か
ら
は
言
い

訳
し
か
返
っ
て
き
ま
せ
ん
。

コ
ー
チ
ン
グ
で
有
効
な
質
問
は
、

Ｗ
Ｈ
Ａ
Ｔ
と
Ｈ
Ｏ
Ｗ
で
す
。
現
状
を

共
有
し
て
か
ら
、「
で
は
、
こ
れ
か

ら
何
を
す
れ
ば
い
い
？
」「
ど
う
す

れ
ば
こ
れ
が
で
き
る
？
」
と
聞
く
こ

と
で
、
部
下
は
言
い
訳
で
は
な
く
、

こ
れ
か
ら
取
る
べ
き
有
効
な
方
法
へ

と
意
識
を
向
け
ま
す
。

質
問
は
、相
手
の
意
識
を
「
問
題
」

で
は
な
く
、「
未
来
」
や
「
解
決
策
」

に
向
け
さ
せ
る
、
切
り
替
え
の
ス
キ

ル
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

答
え
を「
引
き
出
す
」よ
り
も

「
一
緒
に
作
る
」イ
メ
ー
ジ
で

た
だ
し
、
質
問
が
有
効
で
は
な
い

相
手
も
い
ま
す
。

私
は
こ
れ
ま
で
様
々
な
企
業
研
修

の
場
で
、「
質
問
だ
け
し
て
、
答
え

を
言
っ
て
は
い
け
な
い
ん
で
す
よ
ね
」

と
何
度
も
聞
か
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が

三
つ
目
の
誤
解
で
す
。

ゴ
ル
フ
に
初
め
て
挑
戦
す
る
人

に
、「
ど
う
グ
リ
ッ
プ
を
握
れ
ば
球

を
飛
ば
せ
る
と
思
う
？
」
と
聞
い
て

部下の成果と成長を阻む
「コーチング」の4つの誤解

「教えずに話を聞くだけでいい」は間違い！

㈱日本チームコーチング協会取締役、モノリス㈱代表取
締役会長、(一社)全国チームコーチ連盟代表理事。
1957年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。チー
ムコーチングを開発し、多くの企業の組織変革を支援し
ている。研修運営可能な人材開発テーマは多岐にわたり、
様々な研修を30年以上にわたり提供してきた。また、
プロフェッショナルコーチとして、1990年以降、
1,400名以上を個別に指導してきた。公開セミナー「PHP
ビジネスコーチ養成講座」の講師なども務める。
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よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
モ
チ
ベ
ー
シ

ョ
ン
の
契
機
と
な
り
ま
す
。
つ
ま
る

と
こ
ろ
、
コ
ー
チ
ン
グ
と
は
、
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
出
す
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
な
の
で
す
。

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
は
２
種
類
が

あ
り
ま
す
。「
目
的
志
向
型
の
動
機

づ
け
」
と
「
問
題
回
避
型
の
動
機
づ

け
」
で
す
。

前
者
は
「
こ
れ
を
達
成
す
れ
ば
ど

ん
な
に
素
晴
ら
し
い
だ
ろ
う
」
と
い

う
高
揚
感
を
伴
う
意
欲
。
こ
れ
を
引

き
出
す
こ
と
は
、「
心
に
火
を
点つ

け

る
」
こ
と
と
言
え
ま
す
。

後
者
は
、「
現
状
の
ま
ま
で
は
大

変
だ
」
と
い
う
焦
り
。
こ
れ
を
喚
起

す
る
の
は
「
尻
に
火
を
点
け
る
」
ア

プ
ロ
ー
チ
で
す
。

両
者
と
も
大
事
で
す
が
、つ
い「
尻

に
火
」
の
み
に
な
っ
て
し
ま
い
、
い

つ
し
か
一
方
的
な
叱し

つ

咤た

激げ
き

励れ
い

に
な
る
、

と
い
う
失
敗
も
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。

た
だ
聞
く
だ
け
で
な
く
、
い
か
に

意
欲
を
良
い
形
で
引
き
出
す
か
を
考

え
て
対
話
す
る
こ
と
。
こ
れ
が
コ
ー

チ
ン
グ
の
ク
オ
リ
テ
ィ
を
大
き
く
左

右
す
る
の
で
す
。

意
外
と
混
同
し
が
ち
な

「
共
感
」と「
同
情
」

二
つ
目
の
誤
解
は
「
共
感
」
に
ま

つ
わ
る
も
の
で
す
。
相
手
の
言
う
こ

と
を
否
定
せ
ず
に
受
け
止
め
る
の
が

コ
ー
チ
ン
グ
だ
と
言
わ
れ
ま
す
が
、

「
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
、
わ
が
ま

ま
に
な
る
の
で
は
？
」「
実
践
し
た
ら
、

部
下
が
依
存
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」

と
い
う
声
も
聞
こ
え
て
き
ま
す
。

こ
れ
は
、
共
感
と
同
情
を
混
同
し

て
い
る
た
め
で
す
。
コ
ー
チ
ン
グ
に

お
い
て
、
同
情
に
は
さ
ほ
ど
意
味
は

あ
り
ま
せ
ん
。
相
手
と
一
緒
に
感
情

的
に
な
っ
て
も
問
題
解
決
に
は
な
ら

な
い
か
ら
で
す
。

共
感
と
は
、「
あ
な
た
の
感
情
や

立
場
を
私
は
理
解
し
て
い
ま
す
」と
、

相
手
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
承
認
す

る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
相
手
と
の
間
に
「
問
題
解
決

に
向
か
う
仲
間
」
と
し
て
の
信
頼
が

築
け
ま
す
。

信
頼
と
い
う
基
盤
が
あ
っ
て
初
め

て
、「
質
問
を
投
げ
か
け
る
」
と
い
う

ア
プ
ロ
ー
チ
が
機
能
す
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
質
問
に
よ
っ
て
、
相
手
と

と
も
に
行
く
べ
き
道
を
見
つ
け
出
し

て
い
く
―
―
こ
れ
が
コ
ー
チ
ン
グ
で

す
。か

つ
て
の
職
場
で
は
、
上
司
が
高

圧
的
に
指
示
や
命
令
を
下
し
て
部
下

に
従
わ
せ
る
、
と
い
う
手
法
が
主
流

で
し
た
が
、
こ
れ
で
は
部
下
の
ポ
テ

ン
シ
ャ
ル
が
発
揮
で
き
ま
せ
ん
し
、

仕
事
の
成
果
に
も
限
界
が
生
じ
ま
す
。

指
示
や
命
令
と
は
、
下
す
側
が
答

え
を
教
え
る
こ
と
。
一
方
、質
問
は
、

受
け
手
に
自
力
で
答
え
を
探
さ
せ
る

こ
と
で
す
。
信
頼
関
係
の
あ
る
相
手

コーチングに関するよくある誤解

も
、
わ
か
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。

最
初
は
、
当
然
、
答
え
を
教
え
た
ほ

う
が
い
い
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な「
基
本
行
動
レ
ベ
ル
」

の
部
下
、
つ
ま
り
、
新
入
社
員
や
キ

ャ
リ
ア
の
浅
い
社
員
、
そ
の
業
務
に

ま
だ
慣
れ
な
い
社
員
な
ど
に
対
し
て

は
、
コ
ー
チ
ン
グ
で
は
な
く
、
テ
ィ

ー
チ
ン
グ
と
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
必
要

で
す
。
最
初
は
手
取
り
足
取
り
指
導

し
、
Ｏ
Ｊ
Ｔ
に
入
っ
て
か
ら
も
傍そ

ば

に

つ
い
て
フ
ォ
ロ
ー
す
る
。
そ
う
す
る

こ
と
で
知
識
と
経
験
が
積
み
上
が
り
、

「
応
用
行
動
レ
ベ
ル
」に
達
し
ま
す
。

こ
の
段
階
か
ら
、
コ
ー
チ
ン
グ
を

少
し
ず
つ
取
り
入
れ
て
い
き
ま
し
ょ

う
。
教
え
つ
つ
、
必
要
に
応
じ
て
質

問
し
、
何
を
す
べ
き
か
自
分
で
考
え

る
こ
と
に
慣
れ
て
も
ら
い
ま
す
。

さ
ら
に
成
長
し
て
「
習
熟
行
動
レ

ベ
ル
」
に
な
れ
ば
、
コ
ー
チ
ン
グ
の

み
で
Ｏ
Ｋ
。
部
下
か
ら
教
え
て
も
ら

う
こ
と
も
増
え
て
く
る
で
し
ょ
う
。

誤
解
の
四
つ
目
は
、「
答
え
は
相

手
の
中
に
あ
る
か
ら
、
質
問
し
て
い

れ
ば
必
ず
引
き
出
せ
る
」
と
い
う
も

の
で
す
。

こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
コ
ー
チ
ン
グ
関

係
の
書
籍
に
も
よ
く
登
場
し
ま
す
が
、

こ
れ
ま
で
約
１
５
０
０
人
の
方
々
を

コ
ー
チ
ン
グ
し
た
経
験
か
ら
言
う

と
、
最
初
か
ら
答
え
を
持
っ
て
い
た

人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。
相
手
の

中
に
あ
る
答
え
を
引
き
出
す
と
い
う

コーチングにおいて、部下の話を聞く「傾聴」のス

キルは必須。しかし、目標と現状を明確にし、そ

のギャップを埋めるために何をどうすればいいか

を部下に考えてもらうことがコーチングであって、

「話を聞けばコーチング」というわけではない。

必要な知識や経験がなければ、考えても問題解決

につながらない。人を見て法を説くことが大事。

部下の能力に応じて、「ティーチング」が必要にな

ることもある。

部下に質問をして、考えてもらうためには、質問

をする上司が部下の感情や置かれている立場など

への共感を示すことが大切。ただし、共感と同情

は違う。感情的に同情したところで、問題解決は

できない。

「もともと部下の中にある答えを質問によって引

き出す」とよく言われるが、もともと答えを持っ

ている部下はほとんどいない。上司がファシリテ

ーターとなり、一緒に答えを作っていくというイ

メージで。

「部下の話を聞けばいい」

「部下に教えてはいけない」 「答えは部下の中にある」

「共感」と「同情」の混同1

3 4

2

● THE21　202005 号掲載



3

これからのリーダーは「これ」ができなきゃ！特集第2部

39 2020-05 38THE21

部下に成長してもらい、どんどん大きな成果を上げて
もらうことが、上司の重要な役割だ。そのために有効
な部下指導法として有名なのが「コーチング」だが、「試
してみたけど、うまくいかない」という人も少なくない。
その原因は、コーチングに対する誤解にあると、コー
チングの専門家である田近秀敏氏は指摘する。
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。
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。
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Ｏ
Ｋ
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よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
モ
チ
ベ
ー
シ

ョ
ン
の
契
機
と
な
り
ま
す
。
つ
ま
る

と
こ
ろ
、
コ
ー
チ
ン
グ
と
は
、
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
出
す
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
な
の
で
す
。

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
は
２
種
類
が

あ
り
ま
す
。「
目
的
志
向
型
の
動
機

づ
け
」
と
「
問
題
回
避
型
の
動
機
づ

け
」
で
す
。

前
者
は
「
こ
れ
を
達
成
す
れ
ば
ど

ん
な
に
素
晴
ら
し
い
だ
ろ
う
」
と
い

う
高
揚
感
を
伴
う
意
欲
。
こ
れ
を
引

き
出
す
こ
と
は
、「
心
に
火
を
点つ

け

る
」
こ
と
と
言
え
ま
す
。

後
者
は
、「
現
状
の
ま
ま
で
は
大

変
だ
」
と
い
う
焦
り
。
こ
れ
を
喚
起

す
る
の
は
「
尻
に
火
を
点
け
る
」
ア

プ
ロ
ー
チ
で
す
。

両
者
と
も
大
事
で
す
が
、つ
い「
尻

に
火
」
の
み
に
な
っ
て
し
ま
い
、
い

つ
し
か
一
方
的
な
叱し

つ

咤た

激げ
き

励れ
い

に
な
る
、

と
い
う
失
敗
も
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。

た
だ
聞
く
だ
け
で
な
く
、
い
か
に

意
欲
を
良
い
形
で
引
き
出
す
か
を
考

え
て
対
話
す
る
こ
と
。
こ
れ
が
コ
ー

チ
ン
グ
の
ク
オ
リ
テ
ィ
を
大
き
く
左

右
す
る
の
で
す
。

意
外
と
混
同
し
が
ち
な

「
共
感
」と「
同
情
」

二
つ
目
の
誤
解
は
「
共
感
」
に
ま

つ
わ
る
も
の
で
す
。
相
手
の
言
う
こ

と
を
否
定
せ
ず
に
受
け
止
め
る
の
が

コ
ー
チ
ン
グ
だ
と
言
わ
れ
ま
す
が
、

「
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
、
わ
が
ま

ま
に
な
る
の
で
は
？
」「
実
践
し
た
ら
、

部
下
が
依
存
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」

と
い
う
声
も
聞
こ
え
て
き
ま
す
。

こ
れ
は
、
共
感
と
同
情
を
混
同
し

て
い
る
た
め
で
す
。
コ
ー
チ
ン
グ
に

お
い
て
、
同
情
に
は
さ
ほ
ど
意
味
は

あ
り
ま
せ
ん
。
相
手
と
一
緒
に
感
情

的
に
な
っ
て
も
問
題
解
決
に
は
な
ら

な
い
か
ら
で
す
。

共
感
と
は
、「
あ
な
た
の
感
情
や

立
場
を
私
は
理
解
し
て
い
ま
す
」と
、

相
手
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
承
認
す

る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
相
手
と
の
間
に
「
問
題
解
決

に
向
か
う
仲
間
」
と
し
て
の
信
頼
が

築
け
ま
す
。

信
頼
と
い
う
基
盤
が
あ
っ
て
初
め

て
、「
質
問
を
投
げ
か
け
る
」
と
い
う

ア
プ
ロ
ー
チ
が
機
能
す
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
質
問
に
よ
っ
て
、
相
手
と

と
も
に
行
く
べ
き
道
を
見
つ
け
出
し

て
い
く
―
―
こ
れ
が
コ
ー
チ
ン
グ
で

す
。か

つ
て
の
職
場
で
は
、
上
司
が
高

圧
的
に
指
示
や
命
令
を
下
し
て
部
下

に
従
わ
せ
る
、
と
い
う
手
法
が
主
流

で
し
た
が
、
こ
れ
で
は
部
下
の
ポ
テ

ン
シ
ャ
ル
が
発
揮
で
き
ま
せ
ん
し
、

仕
事
の
成
果
に
も
限
界
が
生
じ
ま
す
。

指
示
や
命
令
と
は
、
下
す
側
が
答

え
を
教
え
る
こ
と
。
一
方
、質
問
は
、

受
け
手
に
自
力
で
答
え
を
探
さ
せ
る

こ
と
で
す
。
信
頼
関
係
の
あ
る
相
手

コーチングに関するよくある誤解

も
、
わ
か
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。

最
初
は
、
当
然
、
答
え
を
教
え
た
ほ

う
が
い
い
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な「
基
本
行
動
レ
ベ
ル
」

の
部
下
、
つ
ま
り
、
新
入
社
員
や
キ

ャ
リ
ア
の
浅
い
社
員
、
そ
の
業
務
に

ま
だ
慣
れ
な
い
社
員
な
ど
に
対
し
て

は
、
コ
ー
チ
ン
グ
で
は
な
く
、
テ
ィ

ー
チ
ン
グ
と
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
必
要

で
す
。
最
初
は
手
取
り
足
取
り
指
導

し
、
Ｏ
Ｊ
Ｔ
に
入
っ
て
か
ら
も
傍そ

ば

に

つ
い
て
フ
ォ
ロ
ー
す
る
。
そ
う
す
る

こ
と
で
知
識
と
経
験
が
積
み
上
が
り
、

「
応
用
行
動
レ
ベ
ル
」に
達
し
ま
す
。

こ
の
段
階
か
ら
、
コ
ー
チ
ン
グ
を

少
し
ず
つ
取
り
入
れ
て
い
き
ま
し
ょ

う
。
教
え
つ
つ
、
必
要
に
応
じ
て
質

問
し
、
何
を
す
べ
き
か
自
分
で
考
え

る
こ
と
に
慣
れ
て
も
ら
い
ま
す
。

さ
ら
に
成
長
し
て
「
習
熟
行
動
レ

ベ
ル
」
に
な
れ
ば
、
コ
ー
チ
ン
グ
の

み
で
Ｏ
Ｋ
。
部
下
か
ら
教
え
て
も
ら

う
こ
と
も
増
え
て
く
る
で
し
ょ
う
。

誤
解
の
四
つ
目
は
、「
答
え
は
相

手
の
中
に
あ
る
か
ら
、
質
問
し
て
い

れ
ば
必
ず
引
き
出
せ
る
」
と
い
う
も

の
で
す
。

こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
コ
ー
チ
ン
グ
関

係
の
書
籍
に
も
よ
く
登
場
し
ま
す
が
、

こ
れ
ま
で
約
１
５
０
０
人
の
方
々
を

コ
ー
チ
ン
グ
し
た
経
験
か
ら
言
う

と
、
最
初
か
ら
答
え
を
持
っ
て
い
た

人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。
相
手
の

中
に
あ
る
答
え
を
引
き
出
す
と
い
う

コーチングにおいて、部下の話を聞く「傾聴」のス

キルは必須。しかし、目標と現状を明確にし、そ

のギャップを埋めるために何をどうすればいいか

を部下に考えてもらうことがコーチングであって、

「話を聞けばコーチング」というわけではない。

必要な知識や経験がなければ、考えても問題解決

につながらない。人を見て法を説くことが大事。

部下の能力に応じて、「ティーチング」が必要にな

ることもある。

部下に質問をして、考えてもらうためには、質問

をする上司が部下の感情や置かれている立場など

への共感を示すことが大切。ただし、共感と同情

は違う。感情的に同情したところで、問題解決は

できない。

「もともと部下の中にある答えを質問によって引

き出す」とよく言われるが、もともと答えを持っ

ている部下はほとんどいない。上司がファシリテ

ーターとなり、一緒に答えを作っていくというイ

メージで。

「部下の話を聞けばいい」

「部下に教えてはいけない」 「答えは部下の中にある」

「共感」と「同情」の混同1
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