
子どもたちの幸せのために
大人たちの作戦会議



2 Prologue はじめに：「何のために」「何をするか」

一般生活者における永久歯全数（28 本）認知度調査
予防促進のための生活者とのコミュニケーション目標に関する考察

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科健康予防科学講座
蔵満正樹

■目的：
本調査および考察の目的は、次の三つである。
１．まず、生活者自身が、本来健康であるべき自らの歯の本数を知ってい
るかどうかを確認する。
２．さらに、８０２０運動を担う未来の歯科衛生士達が、生活者の気持ち
を知ると同時に、地域医療に対する意識を育む教育的活動を推進する。
３．予防を促進するための生活者への効果的なインフォメーション方法を
検証する。
■調査対象及び方法：
◇認知度調査
平成１５年１２月、宮崎歯科技術専門学校歯科衛生士科の１年生有志５２
名（学校長：稲田義仁）によって、宮崎県下の生活者５，２４８人から回
答を集めた。回答結果の詳細は後述の「集計データ」を参照。「健康な大
人の歯（永久歯）は、普通、全部で何本あるか知っていますか？」の質問
に対して、
１）２８本または３２本を知っていて回答した場合を「○」、
２）推測（当てずっぽう）で２８～３２の範囲の回答の場合を「△」、
３）知らない、または、不正解の場合を「×」として集計した。
また、調査終了後、調査担当者全員から、感想のコメントを集めた。

はじめに：Prologue

■戦略と戦術とは、目的と目標の明確化

「何のために」「何をするか」
　これからの戦略と戦術を考えるに際し、まず、2003 年に宮崎の衛生士校にお
いて実施した調査報告をさせていただきます。これは、当時教鞭をとっておられ
た鎌田先生が担当する学生たちとの協働作業です。（抜粋）

☆　☆　☆



3

Prologueはじめに：「何のために」「何をするか」

■結果：　全体で 5,248 人中、「○」1,258 人（24.0％）、「△」976 人（18.6％）
「×」3,014 人（57.4％）であった。
　性別ごとでは、男性 1,921 人中、「○」369 人（19.2％）、「△」371 人

（19.3％）、「×」1,181 人（61.5％）。女性 3,327 人中、「○」889 人（26.7％）、
「△」605 人（18.2％）、「×」1,833 人（55.1％）で、各年代ごとにも、男
性よりも女性の方が正しく認識している人の割合が多い。
　年代別には、６０歳以上が 13.2％と全体平均よりかなり低い値を示した
以外は、年代別の正解者比率には、大きな差はなかった。



4 Prologue はじめに：「何のために」「何をするか」

■考察：
　まず、認知度調査の結果を考察するにあたり、留意事項を挙げておく。
１．一般生活者が永久歯の全数を知っているかどうかの確認方法として、
２８、もしくは３２の回答を得て「○」としカウントした点について、知っ
ているか否か「Ｙｅｓ」「Ｎｏ」の回答集計よりは、認知度合を正確に把
握できるものと判断した。推測による回答は「知っている」ことにはなら
ないものとして、例え正解者といえども「△」評価とすることにした。
２．認知度調査の目的に、教育的かつ啓蒙的趣旨をも含めたことで、

（１） 意図的に協働体制（チームワーク）を積極的に考えるよう指示したこと
（２） 波及的に善意の調査協力者が拡大したこと
（３） 調査手法（直接面談、電話確認、Ｅメール）の混在、などから回答（○
か△か）の判断結果には、調査担当者ごとに差異があると考えられる。
３．宮崎県下の生活者５，２４８人に、２８本の自分の歯の再認識運動が
できた。未来の衛生士５２名が、調査活動を通して、以下の点において成
果が確認できた。
１．生活者との対話の大切さを理解したこと
２．衛生士という仕事の使命を再認識したこと
３．チームワークによる目標達成の喜びを得たこと（各自１００、全体目
標５，０００名の集計）
◇認知度調査結果の考察
　知っている人「○」が全体で２４．０％であったことについて、知って
いる人が多いのか少ないのか判断に迷う結果であったといえる。もちろん、
２４％とは少ないと言える。まったく知らないという人が６０％近いこと
は、疑う余地はない。たくさんの歯があるから、１本ぐらい無くなっても
かまわないと考える土壌になりはしないか？
◇一般生活者と医療従事者とのコミュニケーションギャップの要因
歯科における予防を促進するために、今後の生活者とのコミュニケーショ
ン・プラン策定に際し、コミュニケーション目標として「お口の中に２８
本の歯を」を生活者目標として掲げることが、予防意識や治療意欲を高め
るのではないかと考えられる。また、結果的に医療関係者の目標である

「８０２０」運動の推進に効果的な成果をあげるものと考えられる。
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はじめに：「何のために」「何をするか」 Prologue

■調査者感想
（調査をした衛生士学校の生徒の感想）

●だいたい知っている人もいたけれ
ど、知っている人が少なくて驚きまし
た。
●知らない人は驚くような数を言っ
たりして差が激しかったと思いまし
た。自分達は歯の勉強をしているから
知っていて当たり前だけど、普通の人
は全然知らないものなんだなーと改
めて実感しました。
●私も学校に来る前は何本あるか
知 ら な か っ た よ う な 気 が し ま す。
８０２０運動などと言われています
が、自分が本来何本の歯を持っている
か知らなければ運動の意味は無いと
思います。将来歯科衛生士という仕事
に就く者として、少しでも多くの人に
歯の数を始め、歯に関わる事を広げて
いけたらなあと思いました。
●クラス全員で何か一つのことに取
り組むのは初めての事だったので楽
しかったです (o^o^o)。
●アンケート調査をやってみて、歯の
数を知らない人が多いのにびっくり
しました。でも、一般の人の歯に対す
る関心がどれくらいなのかを知る良
い機会になったと思います。
●今回のアンケートの感想ですが
１００人に聞くということはとても
大変でした。(*´ ∀｀ *)
●予想していたよりも皆知らなくて
ビックリしました！中にはおもしろ
い答えもあって、アンケートをとって
いて楽しかったです♪
●案外みんな永久歯の数を知らな
かったという事にびっくりしまし

た。たくさんの人にきちんとした数を
知ってもらいたいと思いました。
●歯の数って知っているようで知ら
ないんだなぁ～と思いました。歯は
２８本あることを広めていくべきだ
と感じました！！
●歯の数を知らない人がたくさんい
た事に驚きました。中にはきちんと答
えられた人もいたけれど、10 代の人
などはあまり知らないみたいでした。
これからはたくさんの人に歯のこと
を理解して欲しいと思いました
●実は歯が何本あるのか知らない人
が多くて驚きました。しかも４０本と
答える人などもいました。アンケート
をした事により、より多くの人に歯の
数を知ってもらう事もでき、良かった
です。
●聞く人聞く人皆に全部説明しなく
ちゃいけなかったのが疲れました。
●最初は知っている人はかなり少な
いだろうな…と考えていましたが
知っている人が居たのに驚きました。
１００人集めるのに苦労しました…。
●今回の調査をして思ったことは、意
外とみんな知らなかったことです。
４０本と答えたり１０本と答える人
もいました。知り合いの後輩に聞いた
ところ 28 本と答えてくれました。そ
れは学校で家庭科で習ったそうです。
親知らずも合わせて 32 本ですよね？
とも答えてくれました。まず、歯の本
数を知ることは大切だと思うので広
めたいと思いました (^O^)
●１００人調査はすごーく疲れまし
た・・・簡単に思っていたけど、そん
なもんじゃなかったです！！けど友
達が聞いたみんなが協力してくれて



6 はじめに：「何のために」「何をするか」Prologue

嬉しかったです。
●知っている人はズバリ答えてくれ
たけど全然知らない人は５０本とか
びっくりする数が答えとして返って
きました！やっぱり知らない人は
まったく予想がつかないんだなぁと
思いました。
●私達がこれを本当に世の中に広め
られたら凄いと思います！！後、今日
の授業で鎌田先生に皆怒られました。
私も喋っていまた！すみせん m(__)m
先生の授業は毎回楽しいです。…今度
からは気をつけますのでまた、楽しい
授業お願いします m(__)m
●意外にみんな知らないもんだなぁ
と思いました。でも私も歯科専に入る
前は歯の数なんて考えたこともあり
ませんでした。歯の本数を知らないと
８０２０運動のことは知っていても
それがどれだけ大変なことかもわか
らないのでまず８０２０運動の前に
歯の本数を知ってほしいです。
●アンケートをとっていくにつれて、
知らない人は２０本とか言う答えが
返ってきてびっくりしました。知らな
い人は知らないんだなぁって思った。
知らない人がだんぜん多かった…い
い体験ができたと思う。
●どんな人が歯の数を知っているの
かが分かって、とても勉強になりまし
た。
●知らないという人が多かったで
す！８０本とか５０本とかいう答え
が返ってきたりして面白かったで
す！
●自分が思っていたよりも知ってる
人が多いなと思いました。
●知っている人がけっこういて驚き

ました。そしてアンケート作業がいか
に大変かが良く分かりました。
●頭が良さそうだった友達が意外と
知らなかったり、バカと思ってた友達
が知ってたりして楽しかったです！
●質問の内容を勘違いする人もいて
大変だった。本当に知らなくてすごい
数字もでたりした。
●予想していたより知っている人が
多かったので驚きました。
●返ってくる答えは人それぞれで
４０とか５０とかびっくりでした！
●知らなかった人も調査することに
よって少し関心を持ってもらえまし
た。
●協力してくださったバイト先の方
やれた友達や両親に感謝します (^-^)
●周りの人が協力してくれた事も
あって、最初の一週間で１７０を越え
たのに嬉しく思いました。また、調べ
る事があったらいつでも協力してく
れると言ってくれたので、友達のあり
がたさが胸にしみました。
●調べてみてみんな歯についてあま
り知らないんだなぁと思いました！
だからこそ私たち衛生士が歯につい
て教えていかなければならないなと
つくづく思いました！このアンケー
トをきっかけに日本中が歯について
興味をもってくれたら嬉しいなと思
います。　　　　　　　
                              （ 以上、抜粋）

※本調査結果は、後日、日本歯科新聞
に掲載されました。
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【発想資料】
８テーマ

戦略・戦術立案のための
「０歳からの口腔育成」

「何のために」「何をするか」を考えるために
幾つかのエビデンスから

発想のポイントを整理する。



8 Teama: 1 テーマ１：「誰のために」を考える

▲ NPO 活動の「Keep“0”」プロジェクト PR ポスターより
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Teama: 1テーマ１：「誰のために」を考える

●「二幕三場」３つの時機の親と子を支援する
１）第一幕　　：乳児の歯磨きをするお母さんを支援する
２）第二幕一場：自分で歯磨きをする幼児たちを支援する
３）第二幕二場：永久歯に生え変わる学童たちを支援する



10 Teama: 2 テーマ２：「うれしさ」を考える
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Teama: 2テーマ２：「うれしさ」を考える

●認定証・表彰状・感謝状等、心をカタチに
１）母親に（感謝の標を）
２）子どもたちに（健康博士の称号を）
３）関係スタッフたちに（貢献者の称号を）



12 Teama: 3 テーマ３：「やる気」を考える

●個性（個別的行動特性）とストレスとの関係
１）診療サイド　：ドクター、スタッフ
２）来院者サイド：子ども、親
※どんな言葉や刺激に、どんな反応をするかは、個別的である。
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Teama: 3テーマ３：「やる気」を考える

▲対話成功へのアドバイス（例）「AE タイプ」研修テキストより抜粋

▼【My Type】：AD, BD, AE, BE の４タイプ



14 Teama: 4 テーマ４：「やさしさ」を考える

■相手への「やさしさ」を組合せ別に考える
　個性が違えば、同じ状況なのに反応が違うわけですから、相手と自分が、
同質（似た者同士）なのか補完なのかが分かっていれば、少しは…反応
や行動の違いでハラハラ、ドキドキ、イライラ、ムカムカしたりせずに
すむわけです。　それより、もっとその先へいきましょう。つまり、もっ
と冷静に、もっと積極的に、相手のための行動や言動をするために、こ
こでは「やさしさ」について、あなたと相手の組合せ、つまり、チームワー
クの観点から考えて見ます。

▼「即、効く」やさしさ
同質…「応急処置的やさしさ」
　即効性のあるやさしさ、つまり、その
時すぐに効き目のあるやさしさとは、相
手の個性に合わせてあげることです。
　例えば、「ちょっとお待ちください」
と何気なく言いますが、“ 兎タイプ ” の

「ちょっと」は、“ 亀タイプ ” の「ちょっ
と」と比べると、異常なくらい「ちょっ
と」です。同じ言葉でも、意味が全く異
なることがありますので要注意です .
　初対面で仲良くなる、興味を持たせた
り、動機付けしようとするなら、相手の
個性を理解しておくと効率的です。

▼「あとで効く」やさしさ
補完…「予防対策的やさしさ」
　すぐにはわからない、あとでジワジワ
効いてくるやさしさとは、自分とは異な
る発想をする方からの思いやりのことで
す。先々のためのやさしさともいえます。
　例えば、“ 亀タイプ ” は、自由が大好
きでとてもリスキーです。石橋をたたい
て渡る “ 兎タイプ ” は、リスク回避の忠
告をしたくなります。個性の違いは、意
見が異なるために、「耳が痛い」「良薬口
に苦し」という関係ですので、結果を焦
らず、時間をかけて取り組む関係性。

いずれも、目的・目標の共有が前提条件

短期目標達成に有効な組合せ
短期限定目標を繰り返し達成する関係

長期広域目標をじっくり達成する関係
中・長期目標達成に有効な組合せ
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Teama: 4テーマ４：「やさしさ」を考える

●「同質」と「補完」２つのやさしさを処方する
１）すぐ効くやさしさ：初診時、カウンセリング、クロージング
２）後で効くやさしさ：長期診療、メンテナンス、予防、衛生
※処方箋（個別対応）は、心理学的ストレス・マネジメント



Teama: 516 テーマ３：「問診の仕組み」を考える

▲問診システム導入テキスト「Monsing7」より
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Teama: 5テーマ３：「問診の仕組み」を考える
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●来院者への個別対応を最適化する仕組みづくり
１）「まず聴く」問診（ヒヤリング）の仕組みをつくる
２）「すぐに活かす」個別対応（反応：レスポンス）する
３）「そして交信する」事例を共有（カンファレンス）する



Teama: 618 テーマ６：「ものがたり」を考える

▲からだとの対話のすすめ「２８本のチームワーク」より

第１話
歯並び

第２話
ブラッシング

第３話
しっかり噛む

第４話
むし歯騒動

第５話
歯茎の骨が溶ける

第６話
口が臭い

第７話
歯が痛い

第８話
歯が抜けた

第９話
乳歯の思い出

第 10 話
ストレス・ランキング

第 11 話
身体検査

第 12 話
全体会議
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Teama: 6テーマ６：「ものがたり」を考える

●予防とは、からだとの対話…で～す。
１）子どもたちが、自分の歯を思いやることが予防のはじまり。
２）子どもたちが、自分の歯と身体の博士に育って欲しい。
※「子ども歯学博士」「子ども健康予防博士」認定など



20 Teama: 7 テーマ７：「チームワーク」を考える

▲ NPO 活動の「チーム・プロファイリング」パンフレットより
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Teama: 7テーマ７：「チームワーク」を考える

●とある成功事例は、とある強みの発揮です。
１）院長個性をチェック：経営戦略・方針に影響大
２）スタッフ個性をチェック：サービス内容に影響
※無理をしないさせない、無駄を繰り返さない（個性とは強み）



22 Teama: 8 テーマ８：「採用と教育」を考える

▲学位論文「歯科スタッフの仕事に対する不満度に影響を与える個人要因」
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Teama: 8テーマ８：「採用と教育」を考える

●スタッフの個性とストレス状態をチェックする
１）現有スタッフの生産性を最大化する動機づけと教育
２）新規採用の採用基準と経営戦略とのマッチング
※経営方針に最適なチームづくり＝人材が育つ環境づくり（文化）



24 Epilogue クライマックスを考える

おわりに：「同意を増やす」ということ
◎目的と目標：「何のため」の同意か、「何をする」同意か。
◎短期と長期：「その時」の同意か、「ずっと」の同意か。
※目的と目標、短期と長期が一貫するスローガンとバロメータを考える。

■例えば…A 案

100 万人の親子が登録する学会へ
※ 100 は仮の値。真意は、続々と登録したくなる学会をイメージする。

Epilogue

＜省　略＞
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Epilogueクライマックスを考える

また会いたい人に、また行きたい処に。

■例えば…B 案

1000 万回のハイタッチを日本中へ
※ 1000 は仮の値。続々と認定を喜び合う声が広がっていく日本をイメージする。

＜省　略＞
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ⓒ NPO Catch Ball Club. 

　対話を話題にすると、必ず登場するキーワードが「キャッチボー
ル」です。相手とキャッチボールすることが大切だと言われて納得
した気になるわけですが、意外に、そのキャッチボールの仕方につ
いては語られることは少なく、また往々にして、キャッチボールの
仕方を勘違いして、間違っていることがあるようです。ご注意を。

■勘違いのキャッチボール
●勘違いその１・・・
　対話を始める前から、相手にどんな球を投げるかを考え過ぎるこ
とです。あれもこれも言いたくなって、一人で勝手に暴走すること
です。暴走の具合は人によって異なります。怒りが込み上げてくる
人や、不安だらけになる人、決め付けや思い込みが強いのでしょう。
キャッチボールする前に疲れてしまうパターンです。結局、会うこ
ともなく時間だけが過ぎていくことになりそうです。

●勘違いその２・・・
　ストライクを投げることを暗に要求する場合です。まさに、スト
ライクゾーンにグローブを構えて、「さあ、ここに投げて来い！」
と言わんばかりの状態です。しかし、自分がかなりストライクを強
要していることに、気づいていないのです。しかも、結構、このタ
イプのストライクゾーンは狭い。投げる方は、外したらどうしよう
と不安いっぱいになっていたりします。これはもう、キャッチボー
ルという仲間同士の対話作業ではなく、入団テストか試合本番です。
相手を評価したがる偉い人に多い勘違いといえます。もちろん、投
げたボールが、要求した通りのど真ん中のストライクでなければ、
やれ投げ方が悪いだとか、ガミガミとお説教が始まったりします。

正しいキャッチボールのすすめ
Coffee Break
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ⓒ NPO Catch Ball Club. 

●勘違いその３・・・
　ドッジボールになっている場合です。ドッジボールの「ドッジ」
とは、避ける（よける）という意味です。つまり、聞いていないふ
りをしたり、「右から左へ受け流したり…（もう旧いですが）」する
わけです。実に避けるのが上手くなって、そのうち、人と素直に対
話ができなくなってしまいます。もう、ボールを受け取るのが面倒
くさくなっているかもしれません。

●勘違いその４・・・
　お互いに、または、どちらかがキャッチボールしようとしている
ことに気づかない場合です。そもそも、キャッチボールすることの
喜びを知らない場合です。つまり、何がボールかもわからない状態
です。どちらかが声をかけても、無関心、無反応という状態となり、
もう、声をかける気持ちさえも無くなっていく悲しい状態です。
　そして、こんな状況を打開しようと、またどんなボールを投げた
らいいかを考え過ぎることになります。また、相手の気を引こうと
思って媚びたり、必要以上に優しくなったり…。いつしか、過保護
になっていきます。

■キャッチボールの達人へ

　さて、この「キャッチボール」の基本は、キャッチする側にあり
ます。つまり、いかに「キャッチ」できるか、どのように受けとめ
ることができるか、にあるのです。言い換えれば、どのように感じ
取れる自分であるかを確かめるのが「キャッチボール」なのです。

キャッチボールの基本は、いかにキャッチするか
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ⓒ NPO Catch Ball Club. 
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ⓒ NPO Catch Ball Club. 

　下手なインタビュアーほど、「何を聞くか」で必死になるものです。
せっかく、相手が応えてくれているのに、その回答にはおかまいな
く、すぐに自分が準備した次の質問を繰り出してしまうのです。結
局、相手の話を聴いていない。結局、自分本位なのです。いつまで
たっても成長しないマスコミ報道のミスリードやテレビ番組内容の
稚拙さは、自分たちの都合を優先しているからです。自分たちが下
手している理由がわからないのです。人材も育たない。「悪者探し」
のワンパターンを繰り返す報道のありさまは、人の話を聴く気が無
い自己満足の証拠です。

☆
　さて、対話の極意は、シンプルです。相手に「聴いていることを
伝えること」です。「あなたがおっしゃったことを、私は、このと
おりキャッチしましたよ」と反応することです。時には、感謝を込
めて、時には、感動を表わして…。対話のクライマックス（ヤマ）
がここにあります。人間関係の喜びがここにあります。ボーっとし
て余所を向いていると、大切な人との感動チャンスを失っていきま
すよ～ォ !(^^)!
　「聴き上手」は、やさしさ（ストレス・マネジメント）の基本です。

◆対話の極意

聴き上手のリアクション
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ⓒ NPO Catch Ball Club. 

●「うなずく」反応は、まず、何よりも素晴らしい反応です。首を
たてに振るだけですから、そんなに労力もいらないし、前もってむ
ずかしい知識を習得しておく必要もありません。例えば、腕組んで

「ん～」とうなればいいだけですから。しかし、人の話を聞いていて、
この「うなずく」ことさえしない人が、案外、多い。「そういえば、
あのとき、うなずいてあげてればよかったのか…」と、その程度の
ことなのに、うなずくことさえ忘れているのです。人にやさしくな
いのです。自分のことでいっぱいいっぱいなのかもしれません。

☆
●「♪幸せなら、態度で示そうよ」という歌がありますが、「聞こ
えたなら、態度で示せ！」ということですね。「態度で示す」にも、
いろいろ考えられますよね。それこそ、歌の文句じゃないけれど「手
をたたく」「足を鳴らす」のもよし。ともかく、相手に反応することが、
相手を元気にしていく、相手といい関係をもつ秘訣です。

☆
●口下手な人や、喋るのが好きでない人は、いままで、この態度で
示すのが下手な人が多い環境で育ったのではないかと思います。こ
れも、調査した結果ではありません。きっと、調査しても、素直な
回答は得られず、正しい結果をだすことは難しいでしょう。

 ◆対話の極意：聴き上手のリアクション

 Re1: うなずき返し
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ⓒ NPO Catch Ball Club. 

●「おうむがえし」は、相手の話すセリフの中から、興味ある言葉
を抽出し、疑問形で繰り返すことです。そのことについて、さらに
もう少し聴きたいと暗に促すという実に見事な技です。相手の言葉
を繰り返すだけですから、こんなに楽なことはありません。しかし、
それは、人の話をホントに聴いていなければできない「スゴ技」と
もいえます。逆に、ホントに聴いていることを相手に証明してみせ
る絶妙な合わせ技です。ですから、話す人にとっては、かなり嬉し
い反応となります。聴く人にとっても、完璧な鸚鵡返しが出来たと
きは、自画自賛したくなるはずです。それくらい感動的な返し技と
いえます。

☆
●それでは、ここで問題です。
　あなたは、次のどの聴き手の鸚鵡返しがいいと思いますか？
　　　患　者　「だ、だから、僕は、歯医者が大嫌いなんです！」
　　　聴き手１「『だから』って…？」
　　　聴き手２「『大嫌い』って…？」
　　　聴き手３「『歯医者』って…？」

☆
　それぞれ考えて、みんなで意見交換してみるのも面白いですよ。
なるほど～ぉ、という「腑に落ちた感」がみんなの感性となります。
もし、機会があれば、いっしょにキャッチボールしましょう。

 ◆対話の極意：聴き上手のリアクション

 Re2: 鸚鵡返し
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ⓒ NPO Catch Ball Club. 

●藤原和博著「人間関係」に、次のような記述があります。『情
報として価値があるのは「アッ！」「イイねえ！」「ウッソー！」

「エーッ！」「オおぉ！」という「ア・イ・ウ・エ・オ」に、小さな
感動を表す “ ！ ” のついたものだけだ（中略）。いろいろな “ ！ ”
を共有することで、エネルギーの交流が生まれる』と。「ア行！返し」
は、何かを感じた時に、まず、ア行を発声しよう！という反応キャ
ンペーンです（笑）。

☆
●日々多忙の中、現実的な対応策は、目に見えて影響のなさそうな
ところから手を抜くこと。また、不慣れなことは後回しにすること
ですね。そして、対話が減らされ後回しにされていく…。なぜならば。
対話は、気力も体力も必要とし、気後れしている間にタイミングを
逃してしまうからです。「対話は、生もの」だからです。取り戻せない。
その時その時に、全力であたるべき大事な仕事が、対話にあるとい
えます。

☆
●しかし、頑張ろうとすればするほど力んでしまうのも、対話が「力
仕事」であることの証明かもしれません。「力まず素直に」と思っ
ても、こんなに難しい力加減はありません。一度、いろんな段取り
を忘れて、「！」に「！」で応えてみて下さい。そこに気持ちを集
中させることが「こんなにも嬉しいことだったのか」と再発見され
るはずです。

 ◆対話の極意：聴き上手のリアクション

 Re3: ア行 ! 返し
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ⓒ NPO Catch Ball Club. 

●「そのまんま」反応とは、例えば「どう言えばいいのかわからない」
という状況になったときには、「いま、何と言ってあげたらいいか
わからないんだ」と言えばいいわけです。「そのまんまやないか～」
というツッコミが入るあのパターンです。そのとき、その混乱して
いる状態が、嬉しくてそうなら、「うれしくて～」と付け加えれば
いい。付け加えなくてもいい。「つらくて～」でも、「むずかしくて
～」でもいい。「そのまんま」を伝えられたら最高です。

☆
●何を言っていいかわからないから、何も言わなかったという場合
でも、「無視した」という反応を返すことになります。誰しも「い
い返事をしたい」わけですが、必ずしも「いい返事ができる」わけ
ではありません。要は、「いつもと変わらない正直な気持ちを、素
直に返すこと」を、「そのまんま返し」と呼びましょう。「そのまん
ま東」ではありません。

☆
○「いま、何と言って返せばいいかわからなかったぁ～」と声に出
した方は、正直で素直な方です。また逆に、思わず口を閉じて敢え
て無視するそぶりをされた方もいると思います。それもまた味のあ
る反応です。いずれにしても、反応は、ちゃんと相手に伝えること
です。
　なんだか、芸人の研修みたいですね。そうです。芸人は、皆、返
し上手なのです。

 ◆対話の極意：聴き上手のリアクション

 Re4: そのまんま返し
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ⓒ NPO Catch Ball Club. 

●あとがき

　Catch Ball Club では、人間関係におけるコミュニケーションギャップを回避
し、創造的な関係性を築くために、個性認識および最適組織編成を可能にした

「FFS（Five Factors and Stress）理論」（小林恵智教授：著）を、共通言語とし
て採用しています。
　FFS 理論に基づいた小林博士のメソッドの優位性は、第一に、各人が如何なる
個性を有しているかという、個性の強み「潜在能力傾向」を把握することにより、
自己実現を支援する適確な情報を提示できる点にあります。それはすでに、個性
別目標達成支援のための SEP プログラムとして、数多の人材輩出に活用されて
います。第二に、（これが他に例を見ない画期的な特徴である）各人の個性の関
係性を、短期・長期の戦略的組織編成に有効な情報として提示してくれる点にあ
ります。これは、米国・国防総省の組織最適編成に採用されていることがそのこ
とを裏付けています。
　本書をきっかけに、有意義な対話を広げていただけるものと確信すると共に、
Catch Ball Club の活動の方針である「対話によるチームワーク創造」「対話に
よる人材育成」へのご理解を賜り、皆さまの活力の一部ともなれば幸いです。

特定非営利活動法人キャッチボールクラブ・・・
 理事長　蔵満 正樹・・・

◇小林慧智博士：
組織心理学者、教育学博士、経済学博士
株式会社ヒューマンロジック研究所 相談役、社団法人経済同友会 幹事
組織人事監査協会会長、NPO 法人ヒューマンサイエンス研究所 理事
1950 年生まれ。国際基督教大学を経て、ウィーン大学哲学部卒。フロリダ州立
大学等で応用心理学を中心に研究に従事。特にストレス学説の提唱者ハンス・セ
リエ博士に師事し、モントリオール大学国際ストレス研究所において、性格とス
トレッサーの研究から FFS 理論を提唱。米国政府機関の依頼により、最適組織
のためのアルゴリズムを開発、実用化した。
◎著書：「コンビネーション・マネジメント」「企業ストレス解体新書」「企業マニュ
アル解体新書」「組織マネジメント解体新書」「ザ・ヘッダーシップ」「失敗しな
い結婚」他多数。

警告：Catch Ball Club の活動の一つである個性別成長支援、および、チームワー
ク支援は、このＦＦＳ理論に基づくものであり、ここで使用される言語、および
プログラムは、小林博士および Human Logic Laboratory, Inc. の許可を得て実
施しています。著作権その他の知的所有権は、表示のあるなしによらず、上記著
作権者、および、Catch Ball Club に帰属するものです。情報およびデータの利
用は、その他の二次利用は行うことができません。
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ⓒ NPO Catch Ball Club. 

To Team Manager
■「０歳からの口腔育成」大人たちの作戦会議
2017 年 3 月 5 日　初版
著　者 蔵満正樹／篠原ユキオ（漫画）
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チームワーク・プランナー　蔵  満  正  樹
Masaki Kuramitsu

◇学術博士
◇特定非営利活動法人キャッチボールクラブ 理事長

◇個性別目標達成支援スーパーバイザー／ヒューマンサイエンス研究所
◇パーソネル・アナリスト／組織人事監査協会

◇経歴／ 1957 年大阪生まれ。O 型、おひつじ座、ピーナッツ（CBC キャラ）。
　コンサートやミュージカルなどの音響ミキサー、演出マネージャーとして舞台制作。その後、
雑誌記者、出版編集、広告プランナー、制作ディレクターを経て、1990 年、システム開発会
社を設立。一般企業のＳＰプレゼンテーションシステム、医療現場のコミュニケーション支援
システムを開発し、人材教育と営業支援を行ってきた。1995 年、FFS 理論の開発者・小林惠
智博士と出会い、米国ペンタゴンで採用された組織最適編成プログラムのアナリスト資格を取
得。チームマネジメント（組織最適編成支援）と、セルフコーチング（個性別目標達成支援）
を実践。以降、医療におけるチームワークとストレスに関する研究を重ね、2006 年、長崎大
学大学院医歯薬学総合研究科にて、新庄文明教授の指導のもと、博士（学術）の学位を取得。
2009 ～ 2011 年、川崎医療福祉大学非常勤講師。2013 年春、NPO 法人 Catch Ball Club とし
て社会教育をテーマに活動開始。現在、各種チーム（医療・福祉・教育・一般企業）の対話支
援システムの開発と後進育成の研修を行っている。

◎著書：「The Bible of FFS Method」　
◎論文：「歯科スタッフの仕事に対する不満度に影響を与える個人
要因に関する研究」「歯科医院経営における経営管理姿勢と経営状
態、満足度との関連に関する調査」
◎開発：口コミ支援システム「Catch Ball System v10」、個別最適
対応のための問診システム「Monsing」、各種テーマ別・タイプ別
対話支援・Web サイト「TAIWA-NAVI」、治療メニュー作成ツール

「Menu321, MenuMaker」、「ずっと２８本 .JP」他
E-mail: kuramitsu@taiwa-navi.com
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