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自己紹介
1961年　東京生まれ
1983-2020年(22-59歳)　朝日新聞記者　主に社会部
　上智大学グリーフケア研究所　人材養成課程修了
　A級ロゴセラピスト (日本ロゴセラピスト協会)

東京大学大学院 情報学環　特任教授
武蔵野大学　客員教授
　他いくつかの大学で講師、いくつかボランティア

主な関心
　トラウマとジャーナリズム
　聴くこと

聞いたつもりだった私



インタビュー ?!
今日の話は

主に　これから始める人向け
　　　◎　個々人に聞く
　　　△　不特定多数に同じ質問
　　　　　(構造化インタビュー)

どんな質問なら答えたくなる ?1

一番大切なこと 〈聞く態度〉2

私はあなたのことをちゃんと
知りたい ! → 準備する

3

誠実に始めて、安全に終える。4



1. どんな質問なら
答えたくなる ?
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森ノオト
http://morinooto.jp/2021/08/11/yokohamamayor/

　2021年の夏休み、中学で宿題
が出た。
「横浜の未来について調べる」

　娘が初めに考えたテーマは
「ロープウェイ」。

　それより候補者にインタ
ビューしてみたら、とお父さん。
中学校の給食をどうするかも市
の課題になっていた。

　初めは「めんどくさい」と
思ったが……



 〈横浜市長選の候補者へ〉質問は6つ

初めはこの3問だけ　⇨  誰が考えた質問でしょうか?

①なぜ横浜市長選に立候補するのか。

②中学校給食は現在選択制デリバリー式だが、それを続けて
　いくのか。あるいは自校式、親子式、センター調理式に
　移行していくのか。その理由は。

③IR（統合型リゾート）は賛成か反対か。その理由は。
　賛成の場合は市民の多くが反対していることについて
　どう思うか。反対の場合は代わりの案は。



 〈横浜市長選の候補者へ〉質問は6つ

後から3問追加　⇨  誰が考えた質問でしょうか?

④横浜市長とはどういう仕事なのか。

⑤なぜ私たち（市民）は政治に興味を持ち、
　選挙に行く必要があるのか。

⑥●●さんは中学生時代、どんなことに興味を持ち、　
　どんなことを考えていたのか。

どの質問に答えたい?　どうして?
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④横浜市長とはどういう仕事なのか。
太田候補：　市民の幸せを第一に考えるのが横浜市長の仕事。
 
⑤なぜ私たちは政治に興味を持ち、選挙に行く必要があるの
か。
太田：　自分の考えに近い人を選ぶのが選挙です。
 
⑥中学生時代、どんなことに興味を持ち、どんなことを考え
ていたのか。
太田：　（私が子どもの時は）みんな貧乏で、
何もなかった。私は頭がよかったが貧乏で
高校に行けず、（中学校を出て働いて、その）
企業の中で勉強を教えてくれた（そして、
働きながら学び大学を出た）。
ぜひ、市政中継での私の演説を聞いてほしい。
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⑤なぜ私たちは政治に興味を持ち、選挙に行く必要があるのか。
田中：　同じ人間としてやってくれる人、信じる人に一票を投じ
る。一人の人間として尊重するが、全権委任するのではなく、違
うと思った時に違うと伝える。一人の人間として、今までの形の
（政治の）ベクトルから変えてほしいよね、という（思いを託す）
のが選挙。
 
⑥中学生時代、どんなことに興味を持ち、どんなことを考えて
いたのか。
田中：　小学校の時はかけっこが遅かったが、中学校になって
学校で3位になった。合唱部に入ってNHKのコンクールで3位
になった。中学校時代はモテモテだった。



インタビューは

取り調べ ではないが

おしゃべり でもない

本当に聞きたいの?

相手に関心を持つ

何が聞きたいの?

頭を整理する
質問案は口ずさんでみる

下調べしてきた?

準備がとても大切
名前は絶対に間違えない !

ちゃんと聞いてる?

聞く態度を意識する



2. 一番大切なこと　 

〈聞く態度〉



H.J.M.ナウエン『傷ついた癒し人　苦悩する現代社会と牧会者』
　西垣二一、岸本和世・訳、日本キリスト教団出版局、1981

　もてなしとは、客に注意を向ける能力のことである。これは
大層困難なことである。というのも、私たちは自分の欲求や心
配や緊張に心を奪われており、そしてこれらのことが、他者に
注意を向けるのに必要な、自分自身から距離を置くことを妨げ
ているからである。



“How I Cover Sensitive Stories: Tulip Mazumdar” 
in Jo Healey, Trauma Reporting, 2020, Routledge
 *英公共放送ＢＢＣのグローバルヘルス専門記者として 、西アフリカの
IS支部、イスラム過激派、FGM(女性器切除)、エボラ出血熱、マラリア、
結核、エイズなどを取材

　時間をかけることは大切だけれど、急ぎのニュースで締め切
りが迫っている場合は難しいかもしれない。
それでも、「相手とその部屋にいるときは、ちゃんとそこにい
て相手と向き合い、話に耳を傾け、人間らしい反応を示しま
しょう」。　　　　　　　　　　チューリップ・マッズンダー* 



聞く態度

目の前の相手に集中する

✓パソコンでメモを
とる場合は注意する

1

2

 　　　　　　　応答する

あいづち　「なるほど」
「へぇ」　うなづく……
聴いてますよ、という
メッセージ(態度)

反射　相手の話を繰り返す、
言い換えて確かめる

3 質問　エピソードを浮き彫りに
するために、さらに詳細を聞く
　その時の心の動きを聞く
　わからなかったところを
　　丁寧に確かめる　



聞く態度の実験
　(3人ひと組)

Aパターン
「最近、楽しかったこと、面
白かったこと」
・聞く人は絶対に
　リアクションしない!

Bパターン
「最近、頭にきたこと、残念
だったこと」
・聞く人はうなづくなど、
　適宜応答する

話す

聞く

観察す
る

時計係

ひとこと自己紹介する
３分ずつ話す



3. 私はあなたのことをちゃん
と知りたい !

　→　準備する 
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　わが大学の先生と語る
「人を感じ、人と寄り添うインタビュー」上間 陽子先生

　大学生協連合会　季刊「読書のいずみ」2017年　

「心を開かせる」ことは考えていない。
質問は、相手の文脈、文化にマッチして
いるかどうかが重要。
……
　汎用性があると思うのは、「私はあな
たに興味があって、ちゃんと知りたいと
思っている」ということ。

https://www.univcoop.or.jp/fresh/book/izumi/news/news_detail_20.html



どうすればそのひとの「正直な気持ち」や
「本音」を聞くことができるのですか？

　私はいままで一度も、人生のすべてを聞こうとか、隠された正直な
本音を引き出そうとか、思ったこともない。その時にたまたまお会い
した方から、ただほんの二、三時間のあいだ、そのとき気が向いたこ
とを語ってもらう、というだけのことだ。私たちが得られるのは、そ
のひとの人生の、ごくごく一部の切れ端、記憶の断片でしかない。

　そしてその、ほんの二、三時間の語りが、いかに豊かなことだろう。
私たちはそこから、歴史を、 社会を、そして懸命に生きる個人たちの
人生を垣間見ることができるのだ。

　　　　　　　　岸政彦『東京の生活史』(筑摩書房、2021)あとがき　
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生活史の
聞き取り

筑摩書房　https://www.chikumashobo.co.jp/special/tokyo_project/



『東京の生活史』どんな本?　書評から抜粋

◆“一対一”の言葉が照らし出す要約できない人生の時間
　　倉本さおり（書評家、ライター）　週刊新潮　2021.10.21.号

https://www.bookbang.jp/review/article/708879

　東京で生活している／していた人びと150人が語った話を、解説も説明もつけず、
ただ並べて作った本―前代未聞の試みといわれるゆえんはその構造にある。注釈や
プロフィールの類いは一切なし。聞き手は公募で選ばれた150人。彼らの名前はク
レジットされているものの、その聞き手がそれぞれに選んだ語り手の多くは、名前
も不明のまま「語り」だけが差し出される。

　例えば、コロナ禍で苦境に立たされた中国の留学生の話が、セクシャルマイノリ
ティであることの告白へとつながっていく。「話の流れの中で聞き手との関係性が
明らかになったり、思ってもみない方向に話がころがっていったりする部分に惹き
込まれたという感想が多い」と担当編集者はいう。
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https://book.asahi.com/jinbun/article/14446957

「じんぶん堂」サイトから

　(高校生)

(大学院生)



• そのテーマについて、わかっていること(記事データベースや、先
行研究の論文)

• 特定の人に聞く場合は、プロフィールや活動内容　
　(著名人なら、著書や記事は読んでおく)　

• 名前を覚える　絶対にまちがえない!　誤変換に気をつける!

• 質問文は、耳で聞いてわかるように

事前に調べる…… 何を?



• 論文や新聞記事を書くなら、「事実」を確かめなければならない

• 基本的なこと(固有名詞や年月日)は確かめて、違っていたら修正す
る必要がある

• 「あのとき」は何年何月?

• 本人が言うなら まちがいない?

• どのように、どこまで書くかはケースバイケース。その人が「どの
ように語ったのか」が大切になる場合もある(生活史調査など)

聞いた後でも……調べる



4. 誠実に始めて、安
全に

終える。
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聴くことは、大なり小なり踏み込むこと

▷相手も不安! 初めによく説明することが大切 (特に、話しにくい

    テーマの時)。調査の目的、どこでどんなふうに公表するか……

▷録音　原則として、相手の了解が必要

　録音失敗もある !  (充電を確かめておく)

　喫茶店は雑音が多い

　プライバシーに踏み込む場合は　スマホよりICレコーダー



作法

「人を対象とする生命科学・

医学系研究に関する 倫 理 指 針 」

　文科省、厚労省など　2023改訂

　トラウマに触れる質問は

「侵襲を伴う研究」に該当しうる

https://www.mext.go.jp/a_menu/lifescience/bioethics/sei

meikagaku_igaku.html 

1

2

 　　　　　　　研究の場合
　　倫理上大切なこと

参考)「科学の健全な発展のため
にーー誠実な科学者の心得ーー」　
日本学術振興会
https://www.jsps.go.jp/j-
kousei/rinri.html

十分な説明

自由意志に基づく同意
　同意はいつでも撤回できる。
　プライバシーにかなり踏み
込む場合は、「同意書」にサ
インしてもらうこともある。



• ゆっくり落ち着いて話す

• 相手の話を聞く　自分が話しすぎない

• 答えやすい質問から始める

• 自分の想像で判断しない。わからないことは確かめる (言葉を選ぶ)

• 余白の時間をつくるとよい
　例 「最後に、もし何か、言いそびれたことや
     お話しになりたいことがあればどうぞ」
　　　ただし構造化インタビューの場合はNG

インタビューする



繊細な話の場合
相手にとって「安心安全」な環境をつくる
*先回りしないで、相手に尋ねる。相手に選択肢を。

▷どこなら話しやすいですか?  　どう座りましょうか?
▷事前に説明していても、当日もう一度、説明する。あなたは何者か、名前は?
   なんのためのインタビューで、データをどう使うのか。
▷最初に、「無理に話さなくていいですよ」「途中でストップしても大丈夫」
 「休憩が必要なときは言ってください」などと話しておく。
▷ 「お答えになりにくいかもしれませんが」などと質問の前にクッションを。
▷最後に、言葉にしてくれたこと、話してくれたことに改めてきちんとお礼を!



Dart Center for Journalism & Trauma
性暴力報道のヒント

　あなたが報じるのに必要な論点についての話が終わったら、他に何
か付け加えたいことがないか相手に聞きましょう。そして、最も重要
なことですが、確実に、会話を「今、ここ」に、インタビュー相手が
安全だと思えることの議論に戻しましょう。

インタビューを
　　安全に終える



2012.5.23付　朝日新聞朝刊　(東京本社最終版)



Dart Center for Journalism & Trauma
性暴力報道のヒント　(河原訳)

　良いインタビューの秘訣は、積極的かつ非審判的態度で聞くこと
〈自分の経験や価値観、道徳で、決めつけたり、非難したりしない
で耳を傾けること〉
　簡単そうに聞こえるでしょうけれど、これは時間と労力をかけて
深めていくスキルなのです。



インタビューって

何が面白いの?



Dart Center for Journalism and Trauma
性暴力報道のヒント

インタビューを
　　安全に終える

事後処理

確かめる 書く

目の前の相手に集中する

(もう一度)説明する きちんとねぎらう

準備・調べる

質問を考える 固有名詞を間違えない



ありがとうございます
どうぞ、深呼吸を!


