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パワーハラスメント行為6類型に
該当しなければよいのか？

上司も部下もパワハラの
正しい知識を身に付けよう

　パワハラ予防の第1歩は「正しい知識を身に付
けること」です。なぜなら、知識がなければ、知
らない間にパワハラの加害者になってしまう可能
性が高いからです。
　その知識は、上司や管理職だけが身に付ければ
いいというものではありません。部下も身に付け
ることが求められます。
　では、下記の①と②のケースを一緒に考えてみ
ましょう。

●「これってパワハラ？」 ①
　仕事のできる課長が、ノルマの達成できない部
下に対して、

「どうして、そんなこともできないんだ！」

と毎日のように他の従業員の前で怒鳴り散らして
いました。怒鳴り散らすことで、部下を自分の思
い通りにコントロールすることができ、なんとか

課のノルマを達成させていました。
　しかし、ある日、突然部下が出社しなくなりま
した。原因は「課長のパワハラに耐えられなくな
った…」とのことです。
　課長は「ノルマ達成のために、熱心に指導して
いただけだった」と弁明しています。

●「これってパワハラ？」 ②
　部下が寝坊をして大事な会議に遅れてきまし
た。大幅に遅刻してきた部下が悪びれる様子もな
く席に着いたとき、上司が皆の前で、

「まず、謝罪しろよ！」

と怒鳴ったところ、部下は上司に対して「これっ
てパワハラですよね」と一言伝え、席を外してし
まいました。部下から「パワハラ」と言われてし
まった上司はそれ以上、何も言うことができませ
んでした。
　後日、部下は「上司からパワハラを受けて、精
神的に傷ついた」と社内のハラスメント対応窓口
に相談しました。

タノシゴトコンサルティング株式会社
社会保険労務士こころざし経営労務事務所

代表取締役　社会保険労務士
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E-mail   shida@sr-kokorozashi.jp
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　都道府県労働局に寄せられる労働相談は 10 年
連続 100 万件超です。その中でも「職場内のい
じめや嫌がらせ」の相談はトップで、平成 30 年
度には 8 万件を超えました。もはや、社会問題
です。当然、従業員数が少ない企業は 1 人あた
りの役割が大きく、パワハラが起きたときの影
響も大きくなります。では、組織としてどのよ
うな対策を実施すればいいのでしょうか。本稿
で確認していきましょう。

※続けて、次頁「Case Study」をお読みください。

https://tano-shigoto.com
mailto:shida@sr-kokorozashi.jp
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1

正
し
い
知
識
と
は
… 

パ
ワ
ハ
ラ
の
定
義
と
6
類
型

ー Case Study ー

●「これってパワハラ？」 ① のケース

　このトラブルの原因は、課長に「パワ
ハラの基本的な知識が身についていなか
った」ことにあります。毎日のように他
の従業員の前で怒鳴り散らすことは、パ
ワハラの「精神的な攻撃」にあたります。
このことを知っていれば、もっと部下に
対して別のアプローチの方法があったの
ではないかと思います。
　課長は、熱心に指導していたつもりが、
知らない間にパワハラの加害者となって
しまったのです。加害者になってしまっ
てからでは「知らなかった」では済まさ
れません。このようなことが起きないよ
うに、まずはパワハラとはどのようなも
のか。正しい知識を身に付けることが予
防の第 1 歩となります。

●「これってパワハラ？」 ② のケース

　このケースも、前記した①のケースと同じように、
パワハラの「精神的な攻撃」にあたるのでしょうか？ 
どちらのケースも上司が他の従業員の前で怒鳴って
います。しかし、実は「怒鳴る＝精神的な攻撃」と
は限りません。指導の一環で、時には上司も叱ったり、
怒鳴ったりすることもあるでしょう。一方、部下は「怒
鳴ること、叱ることがパワハラ」のイメージを持っ
てしまっているために、「パワハラを受けた…」とい
うトラブルが起こってしまうのです。
　②のケースの原因は、部下が指導とパワハラの線
引きを理解していないことにあります。このような
ことが起こらないためにも、上司や管理職だけでな
く、部下にもパワハラの研修を実施することをオス
スメします。全社員が「パワハラとはどのようなも
のか」を、共通のモノサシを持ち測ることが大切な
のです。

　

パ
ワ
ハ
ラ
の
加
害
者
と
い
う
と
、
上

司
や
管
理
職
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
か
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
、
同
僚
や
部
下
で
も

加
害
者
と
な
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

　

職
場
に
お
け
る
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
と
は
、
改
正
労
働
施
策
総
合
推
進
法

に
よ
り
、
次
の
３
つ
の
要
素
を
す
べ
て

満
た
す
も
の
と
し
て
い
ま
す
。

① 

優
越
的
な
関
係
を
背
景
と
し
た
言
動

で
あ
っ
て

② 

業
務
上
必
要
か
つ
相
当
な
範
囲
を
超

え
た
も
の
に
よ
り

③
労
働
者
の
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る

こ
の
様
に
定
義
さ
れ
ま
す
。

　

パ
ワ
ハ
ラ
は
、
上
司
が
部
下
に
対
し

て
行
う
「
い
じ
め
」
や
「
い
や
が
ら
せ
」

を
イ
メ
ー
ジ
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
で

す
。
な
ぜ
な
ら
、
会
社
内
に
お
い
て
上

司
の
方
が
部
下
よ
り
も
立
場
が
上
、
つ

ま
り
、
力
関
係
で
見
れ
ば
上
司
の
方
が

部
下
よ
り
も
強
い
か
ら
で
す
。

　

パ
ワ
ハ
ラ
の
定
義
で
い
う
「
優
越
的

な
関
係
」
と
は
、
こ
の
場
合
「
職
務
上

の
地
位
」
に
あ
た
り
ま
す
。
上
司
の
方

が
、
地
位
が
上
な
の
で
こ
の
関
係
性
が

成
り
立
ち
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
「
優
越
的
な
関
係
」

と
は
「
職
務
上
の
地
位
」
だ
け
で
な
く

「
人
間
関
係
」
や
「
専
門
知
識
」
な
ど

の
様
々
な
優
位
性
が
含
ま
れ
ま
す
。

　

例
え
ば
、
以
下
の
行
為
も
パ
ワ
ハ
ラ

に
該
当
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

・ 

職
務
上
の
地
位
は
同
じ
同
僚
同
士
で

あ
っ
て
も
、
集
団
に
な
っ
て
個
人
を

無
視
す
る
よ
う
な
行
為

・ 

職
務
上
の
地
位
は
下
位
で
あ
っ
て
も
、

上
司
よ
り
専
門
知
識
や
技
術
力
が
あ

り
、
そ
の
優
位
性
を
利
用
し
て
上
司

の
指
示
を
聞
か
な
か
っ
た
り
、
バ
カ

に
す
る
よ
う
な
行
為

　

つ
ま
り
、
パ
ワ
ハ
ラ
は
必
ず
し
も
上

司
か
ら
部
下
に
行
う
行
為
だ
け
で
な

く
、
同
僚
同
士
や
、
逆
に
部
下
か
ら
上

司
に
対
し
て
も
あ
り
得
る
の
で
す
。
し
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2

最
も
大
切
な
の
は
組
織
内
の
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

図1　パワハラの6類型

図2　どちらのイメージで指導をしていますか？

※詳細は P11「図 1　パワーハラスメント行為 6 類型」参照

た
が
っ
て
、
誰
も
が
加
害
者
に
な
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
パ
ワ
ハ
ラ
の
定
義
で
は
「
業

務
上
必
要
か
つ
相
当
な
範
囲
を
超
え
た

も
の
に
よ
り
労
働
者
の
就
業
環
境
が
害

さ
れ
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
は
、
厚
生
労
働
省
が

示
し
て
い
る
「
パ
ワ
ハ
ラ
の
6
類
型
」

で
、
図
1
の
通
り
パ
ワ
ハ
ラ
に
該
当
す

る
行
為
を
列
挙
し
て
い
ま
す
。

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　

で
は
、
パ
ワ
ハ
ラ
の
基
本
的
な
知
識

を
身
に
付
け
れ
ば
、
問
題
は
解
決
す
る

の
で
し
ょ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、
パ
ワ

ハ
ラ
研
修
や
管
理
職
研
修
を
実
施
し
て

も
完
全
に
は
な
く
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
理
由
は
、
パ
ワ
ハ
ラ
の
原
因
は

人
間
関
係
の
こ
じ
れ
、
つ
ま
り
、
会
社

内
（
組
織
内
）
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
行
き
違
い
が
火
種
と
な
り
ト
ラ
ブ

ル
が
起
こ
り
、
そ
れ
が
後
に
パ
ワ
ハ
ラ

へ
と
発
展
す
る
か
ら
で
す
。

●
上
司
か
ら
部
下
へ
の

　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
取
り
方

　

例
え
ば
、
部
下
を
指
導
す
る
立
場
の

ケ
ー
ス
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
図
2

を
見
て
く
だ
さ
い
。「
仕
事
の
で
き
な

い
部
下
」
を
指
導
す
る
と
き
、
①
と
②

ど
ち
ら
の
イ
メ
ー
ジ
（
心
の
声
）
で
指

導
を
し
て
い
ま
す
か
。

　

こ
の
２
つ
に
は
、
相
手
を
「
モ
ノ
」

と
し
て
見
て
い
る
か
、「
ヒ
ト
」
と
し

て
見
て
い
る
か
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。

　

イ
メ
ー
ジ
①
の
「
ヒ
ト
」
を
「
モ
ノ
」

と
し
て
見
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
取
り
方
で
あ
れ
ば
、
仮
に
怒
鳴
ら

ず
に
指
導
し
た
と
し
て
も
パ
ワ
ハ
ラ
と

な
り
得
る
で
し
ょ
う
。

　

イ
メ
ー
ジ
②
の
「
ヒ
ト
」
を
「
ヒ
ト
」

と
し
て
見
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
取
り
方
で
あ
れ
ば
、
仮
に
怒
鳴
っ

て
指
導
し
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
ト

ラ
ブ
ル
に
な
る
可
能
性
は
低
い
と
思
い

ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
イ
メ
ー
ジ
②
の
よ

う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
取
り
方

を
し
て
い
れ
ば
、
相
手
に
必
ず
思
い
が

伝
わ
り
信
頼
関
係
が
構
築
さ
れ
て
い
き

ま
す
。

　

上
司
の
立
場
の
方
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
ト
ラ
ブ
ル
か
ら
パ
ワ
ハ
ラ
に

発
展
し
な
い
よ
う
、
次
の
ポ
イ
ン
ト
に

注
意
し
く
だ
さ
い
。

・ 

そ
の
部
下
に
日
頃
ど
の
よ
う
な
感
情

を
抱
い
て
い
る
か

・ 

部
下
を
「
モ
ノ
」
と
し
て
見
て
い
な

い
か

　

こ
れ
を
注
意
す
る
だ
け
で
も
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
取
り
方
が
大
き
く

改
善
さ
れ
ま
す
。

▶︎イメージ①
「おまえが仕事でミスをするから、オレの
評価まで下がるじゃないか！」

「なんでこんなに仕事ができないんだ！ 結
局オレが全部やらなきゃならないじゃない
か！」

▼

このように思いながら指導をしていると
パワハラ要因がかなり高い状態です

▶︎イメージ②
「このままじゃあなたのためにならない」
「この状態だと皆の足を引っ張ってしまい、
孤立してしまう。なんとか教育しないと」

▼

このように思っているのであれば
パワハラとなる要因は低いです

③人間関係からの切り離し

⑤過小な要求

①身体的攻撃

④過大な要求

⑥個の侵害

②精神的な攻撃
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パ
ワ
ハ
ラ
研
修
の
ス
ス
メ
と
「
褒
め
方
」「
叱
り
方
」

主
に
以
下
３
つ
に
な
り
ま
す
。

「
良
好
な
人
間
関
係
づ
く
り
」

　

研
修
の
受
講
に
よ
り
良
好
な
人
間
関

係
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
人
と
人

　

パ
ワ
ハ
ラ
研
修
を
実
施
し
て
も
知
識

を
伝
え
る
だ
け
の
内
容
で
は
、
ト
ラ
ブ

ル
が
増
え
る
だ
け
で
す
。
同
時
に
上
司

と
部
下
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研

修
」
を
推
奨
し
ま
す
。
研
修
の
目
的
は
、

●
部
下
か
ら
上
司
へ
の

　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
取
り
方

　
　

部
下
と
上
司
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
で
一
番
多
い
の
が
、
仕
事
の
話
だ

と
思
い
ま
す
。
上
司
が
部
下
に
す
る
仕

事
の
話
は
「
業
務
の
指
示
・
命
令
」
な

の
に
対
し
、
部
下
が
上
司
に
す
る
仕
事

の
話
は
「
報
・
連
・
相
（
報
告
・
連
絡
・

相
談
）」
で
す
。
こ
の
報
・
連
・
相
が

下
手
な
部
下
は
、
自
ら
パ
ワ
ハ
ラ
の
火

種
を
作
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

中
小
企
業
の
上
司
は
プ
レ
イ
ン
グ
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー
が
多
く
、
と
に
か
く
忙
し

く
働
い
て
い
ま
す
。
部
下
か
ら
し
て
み

れ
ば
、
慌
た
だ
し
く
働
く
上
司
に
声
を

か
け
に
く
い
と
き
も
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
重
要
な
こ
と
、
緊
急
な
こ
と
は
伝

え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

部
下
の
立
場
の
方
は
、
パ
ワ
ハ
ラ
の

火
種
を
作
ら
な
い
よ
う
、
報
・
連
・
相

の
際
に
次
の
ポ
イ
ン
ト
に
注
意
し
て
み

て
く
だ
さ
い
。

・ 

伝
え
る
内
容
を
ま
と
め
て
か
ら
「
報

告
・
連
絡
・
相
談
」
す
る

・
結
論
か
ら
伝
え
る

・ 「
今
、
少
し
お
時
間
よ
ろ
し
い
で
し
ょ

う
か
」「
少
し
相
談
し
た
こ
と
が
あ
る

の
で
す
が
」「
急
ぎ
で
お
伝
え
し
た
い

こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
」
と
い
っ
た

ク
ッ
シ
ョ
ン
言
葉
を
使
う

　

上
司
も
人
間
で
す
。
部
下
の
要
領
を

得
な
い
話
を
聞
か
さ
れ
て
イ
ラ
イ
ラ
は

募
り
ま
す
。
こ
れ
が
積
み
重
な
り
後
に

パ
ワ
ハ
ラ
と
な
っ
て
爆
発
、
実
は
、
そ
の

火
種
を
作
っ
て
い
た
の
は
部
下
な
の
で
す
。

の
心
を
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
い
い
企
業
風
土
づ
く
り
」

　

お
互
い
を
認
め
合
い
、
尊
重
し
、
笑

顔
あ
ふ
れ
、
思
い
や
り
の
あ
る
企
業
風

土
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
社
員
の
成
長
と
業
績
の
向
上
」

　

良
好
な
人
間
関
係
と
い
い
会
社
づ
く

り
を
基
軸
に
、
社
員
が
自
ら
成
長
し
、

業
績
の
上
が
る
会
社
を
作
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

い
ず
れ
も
上
司
と
部
下
と
の
関
わ
り

が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
、
人
間
関
係
が
良

好
で
、
風
土
が
良
い
会
社
は
、
パ
ワ
ハ

ラ
が
起
き
に
く
い
組
織
で
す
。

　

研
修
は
、
知
識
伝
達
型
よ
り
も
体
験

型
を
お
勧
め
し
ま
す
。
実
際
に
従
業
員

同
士
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
時

間
を
多
く
取
れ
る
と
効
果
的
で
す
。

●
相
手
を
「
褒
め
る
」
こ
と
を
学
ぶ

　

ち
な
み
に
弊
社
が
開
催
す
る
研
修
で

は
、
従
業
員
同
士
が
「
褒
め
る
」「
認

め
る
」「
感
謝
す
る
」
ワ
ー
ク
を
数
多

く
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。

　

褒
め
る
こ
と
は
、
簡
単
に
誰
も
が
で

き
る
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
「
大
人
だ

か
ら
」「
親
だ
か
ら
」
で
き
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
こ
と
で
も
学

ば
ず
に
で
き
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

褒
め
る
の
に
は
努
力
が
必
要
な
の
で
す
。

　

研
修
で
は
5
分
間
で
誉
め
言
葉
を
で

き
る
だ
け
書
き
出
し
て
も
ら
う
ワ
ー
ク

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
普
段
、
褒
め
る

こ
と
を
し
て
い
な
い
と
誉
め
言
葉
を
書

き
出
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
多
く
の

方
が
5
分
間
で
20
個
も
書
く
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
褒
め
る
こ
と
に
慣
れ
て
い

な
い
か
ら
で
は
な
く
、
褒
め
言
葉
の
語

彙
力
が
足
り
な
い
の
で
す
。

　

ワ
ー
ク
の
後
、
２
０
０
の
誉
め
言
葉

が
書
か
れ
た
シ
ー
ト
を
配
っ
て
読
み
上

げ
ま
す
。
そ
し
て
、
職
場
で
自
分
の
使

え
そ
う
な
褒
め
言
葉
を
メ
モ
し
て
も
ら

い
ま
す
。

　

社
員
を
ヤ
ル
気
に
さ
せ
る
た
め
に
、

顧
客
満
足
（
Ｃ
Ｓ
）
よ
り
先
に
、
社
員

満
足
（
Ｅ
Ｓ
）
の
向
上
か
ら
始
め
る
会

社
が
あ
り
ま
す
。
社
員
満
足
に
つ
な
が

る
仕
組
み
の
中
で
、
最
も
効
果
的
な
の

が
褒
め
る
こ
と
で
す
。
研
修
で
「
褒
め

る
こ
と
」
に
取
り
組
む
会
社
が
増
え
て
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め
て
効
果
が
あ
り
ま
す
。

　

最
低
で
も
年
に
4
回
は
、
従
業
員
同

士
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
取
れ
る

場
を
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。

【
ま
と
め
】

パ
ワ
ハ
ラ
の
一
番
の
予
防
策

　

厚
生
労
働
省
の
出
し
て
い
る
「
6
類

型
」
に
該
当
し
な
い
か
ら
パ
ワ
ハ
ラ
に

あ
た
ら
な
い
で
は
な
く
、
日
頃
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
取
り
方
に
問
題
が

あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
を
改
善
し
な
け
れ

ば
本
当
の
パ
ワ
ハ
ラ
予
防
に
は
な
り
ま

せ
ん
。

　

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
パ
ワ
ハ

ラ
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ト
ラ
ブ
ル

か
ら
始
ま
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
ト
ラ

ブ
ル
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
取
り
方
を
、
積
極
的
に

全
社
を
挙
げ
て
「
学
ぶ
」
こ
と
で
パ
ワ

ハ
ラ
の
起
こ
ら
な
い
職
場
が
構
築
さ
れ

て
い
き
ま
す
。

　

本
気
で
パ
ワ
ハ
ラ
を
予
防
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
「
組
織
内
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
円
滑
に
す
る
こ
と
」
に

注
力
し
て
く
だ
さ
い
。

っ
て
い
ま
す
。
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
い
こ

と
は
行
動
で
き
な
い
の
で
、
こ
の
叱
り

方
で
は
何
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

良
い
叱
り
方
と
は
、
具
体
的
な
行
動

改
善
を
示
す
こ
と
で
す
。
ち
ょ
っ
と
し

た
言
葉
の
使
い
方
で
す
が
、
図
3
〝
借

り
て
き
た
猫
〟
の
よ
う
な
叱
り
方
を
し

て
み
ま
し
ょ
う
。

　

上
司
が
感
情
的
に
、
執
拗
に
怒
鳴
っ

て
し
ま
う
と
「
パ
ワ
ハ
ラ
」
と
言
わ
れ

て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
正
し
い
叱

り
方
を
教
わ
っ
て
い
な
い
か
ら
な
の
で

す
。
部
下
を
叱
る
と
き
は
、
常
に
〝
借

り
て
き
た
猫
〟
を
実
践
す
る
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

い
ま
す
。
褒
め
言
葉
を
口
に
す
る
の
が

苦
手
な
人
は
、
相
手
を
認
め
る
言
葉
を

か
け
る
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
で
す
。

　

人
は
自
分
の
こ
と
を
「
認
め
て
も
ら

い
た
い
」
と
思
っ
て
い
ま
す
（
承
認
欲

求
）。
そ
の
気
持
ち
を
理
解
し
て
積
極

的
に
認
め
る
言
葉
を
か
け
ま
し
ょ
う
。

「
朝
、
い
つ
も
来
る
の
が
早
い
ね
」

「
遅
く
ま
で
頑
張
っ
て
い
る
ね
」

「
仕
事
に
ミ
ス
が
な
く
確
実
だ
ね
」

こ
の
よ
う
な
、
働
く
仲
間
か
ら
の
何
気

な
い
一
言
が
大
事
な
の
で
す
。

●
「
叱
り
方
」
に
も
気
を
配
る

　
「
認
め
る
」
こ
と
の
研
修
で
は
、
上

司
の
「
叱
り
方
」
に
つ
い
て
も
教
え
て

い
ま
す
。
叱
る
こ
と
も
相
手
を
認
め
て

い
る
行
為
の
ひ
と
つ
な
の
で
す
。
そ
の

ポ
イ
ン
ト
は
、
後
述
す
る
〝
借
り
て
き

た
猫
〟
で
叱
る
こ
と
で
す
。

　
「
ヤ
ル
気
が
あ
る
の
か
」
と
言
わ
れ

て
も
、
そ
の
ヤ
ル
気
は
目
に
見
え
ま
せ

ん
。
見
え
な
い
も
の
を
対
象
に
し
て
叱

ら
れ
て
も
、
部
下
は
何
の
こ
と
だ
か
イ

メ
ー
ジ
で
き
ま
せ
ん
。
仮
に
、
で
き
た

と
し
て
も
上
司
と
違
う
イ
メ
ー
ジ
を
持

●
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

　

時
間
が
何
よ
り
も
必
要

　

ま
た
、
毎
回
最
初
に
「
最
近
あ
っ
た

良
い
こ
と
」
を
グ
ル
ー
プ
内
で
話
し
合

っ
て
も
ら
う
こ
と
を
し
て
い
ま
す
。
良

い
こ
と
を
、
話
す
、
聞
く
こ
と
で
自
然

と
誰
も
が
笑
顔
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

良
い
こ
と
に
フ
ォ
ー
カ
ス
を
す
る
訓
練

に
も
な
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
普
段
あ
ま
り
話
を
し
な
い

他
部
門
、
他
部
署
の
人
た
ち
と
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
こ
と
を
繰
り
返

す
と
、
組
織
内
の
風
土
が
変
わ
っ
て
い

き
ま
す
。
会
社
が
、
従
業
員
同
士
が
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
れ
る
時
間
を

積
極
的
に
作
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る

の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研

修
は
、
単
発
で
行
っ

て
も
効
果
は
あ
り
ま

せ
ん
。
特
に
組
織
風

土
を
改
善
し
て
い
く

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
研
修
は
、
定
期
的

行
い
継
続
し
て
は
じ

〝借りてきた猫〟

「か」　感情的にならない

「り」　理由を話す

「て」　手短に

「き」　キャラクター（人格）には
　　　触れない

「た」　他者と比較しない

「ね」　根に持たない

「こ」　個別に叱る

※ 出典　株式会社ライフバランスマネジメント
　　　　研究所代表・渡部卓

図3　叱り方のポイント


