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「
や
り
た
い
こ
と
は
何
で
も
や
る
」
を
モ
ッ

ト
ー
に
国
際
経
営
学
部
で
過
ご
し
た
３
年
間
は
、

す
べ
て
が
刺
激
的
だ
っ
た
。
例
を
挙
げ
る
と
、「
エ

ン
ジ
ニ
ア
イ
ン
タ
ー
ン
へ
の
参
加
」
や
「
学
部
広

報
誌
の
制
作
」
な
ど
に
取
り
組
ん
だ
。
ま
た
、
就

活
を
終
え
た
現
在
は
、
研
究
室
で
「
経
路
計
画
ア

ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
研
究
」
を
し
て
い
る
。
一
般
的
な

国
際
経
営
学
部
生
の
あ
る
べ
き
姿
か
と
問
わ
れ
る

と
疑
問
が
残
る
が
、
無
駄
だ
っ
た
経
験
は
一
つ
も

な
か
っ
た
。
現
に
、
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
系
企
業

で
の
就
活
に
お
い
て
は
、
社
会
科
学
系
専
攻
の
学

生
は
お
ろ
か
、応
用
科
学
系
専
攻
の
学
生
と
も〝
や

り
合
う
〟
こ
と
が
で
き
た
。
今
回
は
、
こ
れ
ま
で

の
挑
戦
が
ど
の
よ
う
に
就
職
活
動
へ
と
つ
な
が
っ

た
か
を
整
理
し
、
お
伝
え
し
た
い
。

一
人
目
の
先
生
と
の
出
会
い

こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に
挑
戦
し
て
き

た
が
、
講
義
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
。
入
学
し
て
ま
だ
間
も
な
い
こ
ろ
、
私
は
学

部
の
講
義
で
綿
貫
雅
一
先
生
と
出
会
っ
た
。「
講

義
で
あ
っ
て
も
ス
ー
ツ
を
着
て
い
る
」「
海
外
の

国
際
機
関
に
勤
務
し
て
い
た
」
と
い
う
事
前
情
報

を
得
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
先
生
の
第
一
印
象
は

正
に
エ
リ
ー
ト
そ
の
も
の
。「
自
分
は
講
義
に
つ

い
て
い
け
る
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
心
配
し
た
こ
と

を
覚
え
て
い
る
。

そ
ん
な
先
生
の
下
で
私
が
学
ん
だ
こ
と
は
、

「
他
者
へ
の
尊
重
」
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
立
場

や
背
景
の
相
手
で
あ
っ
て
も
、
一
個
人
と
し
て
対

等
に
接
す
る
先
生
の
姿
に
感
銘
を
受
け
た
。
今
後
、

社
会
人
に
な
る
に
あ
た
っ
て
、
先
生
こ
そ
自
分
の

め
ざ
す
べ
き
姿
で
あ
る
と
感
じ
た
。

私
が
綿
貫
先
生
の
講
義
に
「
学
生
ア
シ
ス
タ

ン
ト
」
と
し
て
半
ば
強
引
に
参
加
さ
せ
て
も
ら
っ

て
い
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
講
義
中
、
先
生
は

学
生
に
対
し
時
折
質
問
を
投
げ
か
け
る
。
そ
の
質

問
は
講
義
の
テ
ー
マ
の
性
質
上
難
解
な
も
の
が
多

く
、
履
修
を
終
え
た
は
ず
の
私
で
も
悩
む
く
ら
い

の
も
の
だ
。
そ
の
た
め
、
質
問
さ
れ
た
学
生
は
自

分
の
仮
定
を
織
り
交
ぜ
つ
つ
答
え
る
こ
と
に
な
る

の
だ
が
、
先
生
は
学
生
が
答
え
を
終
え
る
ま
で

し
っ
か
り
と
聞
き
、
最
後
に
は
建
設
的
な
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
を
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
常
に
温
和
な

雰
囲
気
の
中
で
議
論
が
行
わ
れ
、
円
滑
に
結
論
へ

と
導
か
れ
て
い
っ
た
。
就
活
を
終
え
た
今
で
こ
そ

わ
か
る
が
、
先
生
が
実
践
し
て
い
た
「
他
者
の
意

見
を
尊
重
し
、
そ
れ
を
よ
り
良
い
も
の
へ
昇
華
さ

せ
る
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
こ
そ
、
一
般
的
な
企
業

の
選
考
方
法
の
一
つ
で
あ
る
「
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
」
を
突
破
す
る
上
で
重
要
な
も
の
で

あ
っ
た
と
感
じ
て
い
る
。

二
人
目
の
先
生
と
の
出
会
い

私
は
現
在
、
中
村
潤
教
授
の
研
究
室
に
所
属

し
、
幸
運
に
も
研
究
室
の
代
表
の
役
職
を
与
え
て

も
ら
っ
て
い
る
。
中
村
ゼ
ミ
へ
の
所
属
を
決
め
た

理
由
は
、
研
究
テ
ー
マ
が
自
由
で
あ
っ
た
こ
と
と
、

中
村
教
授
の
経
歴
や
研
究
分
野
の
幅
の
広
さ
か
ら

「
こ
の
教
授
の
下
で
な
ら
自
分
を
高
め
ら
れ
る
だ

ろ
う
」
と
率
直
に
感
じ
た
こ
と
に
あ
る
。
私
の
予

想
通
り
、
い
や
そ
れ
以
上
に
、
教
授
か
ら
は
さ
ま

ざ
ま
な
知
識
や
技
術
を
学
ん
で
い
る
。
特
に
、
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
の
実
績
も
あ
る
教
授
の
下

で
の
活
動
は
、
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
業
界
の
就
活

で
最
も
重
要
な
「
論
理
的
思
考
力
」
を
身
に
つ
け

国
際
経
営
学
部
国
際
経
営
学
科
４
年

北
海
道
北
見
柏
陽
高
等
学
校
出
身

今い
ま
む
ら村	

心し
ん
ゆ
う祐

「
何
で
も
や
っ
た
」３
年
間
が 

就
職
活
動
の
基
礎
に
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る
絶
好
の
機
会
で
あ
っ
た
と
感
じ
て
い
る
。

代
表
と
し
て
の
最
初
の
仕
事
で
、
研
究
室
の

係
に
つ
い
て
決
め
る
際
、
最
適
な
係
の
人
数
を
求

め
る
必
要
が
あ
っ
た
。
当
初
、
私
と
も
う
一
人
の

代
表
は
「
大
体
○
人
く
ら
い
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い

で
し
ょ
う
か
？
」
と
い
う
風
に
、
感
覚
で
人
数
を

提
案
し
た
。す
る
と
、教
授
か
ら「
そ
れ
は
な
ぜ
？
」

と
指
摘
さ
れ
、
返
答
に
困
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が

あ
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
私
は
常
に
教
授
の
「
そ
れ

は
な
ぜ
？
」
に
答
え
ら
れ
る
よ
う
に
意
識
を
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
結
果
、
鍛
え
ら
れ
た
「
論
理
的

思
考
力
」
は
、
私
の
就
活
の
根
幹
を
支
え
る
基
礎

と
な
っ
た
。

エ
ン
ジ
ニ
ア
イ
ン
タ
ー
ン
の 

 

意
外
な
効
果

研
究
室
に
所
属
し
て
数
カ
月
が
た
っ
た
こ
ろ
、

私
は
教
授
の
紹
介
で
Ｉ
Ｔ
企
業
の
イ
ン
タ
ー
ン
に

参
加
し
た
。
任
さ
れ
た
業
務
は
、
自
社
開
発
の
ソ

フ
ト
の
機
能
開
発
。
趣
味
で
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を

し
て
い
た
程
度
の
私
に
と
っ
て
は
挑
戦
的
な
試
み

だ
っ
た
。
な
ぜ
、
経
営
学
部
生
な
の
に
エ
ン
ジ
ニ

ア
と
し
て
の
イ
ン
タ
ー
ン
な
の
か
と
い
う
と
、「
将

来
Ｉ
Ｔ
企
業
を
起
業
す
る
際
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
働

き
方
を
理
解
し

て
お
い
た
方
が

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

し
や
す
く
な
る

の
で
は
？
」
と

考
え
た
か
ら
で

あ
る
。
実
際
、

イ
ン
タ
ー
ン
で

業
務
を
行
っ
て

い
く
う
ち
、
実

務
レ
ベ
ル
の
会
話
に
も
つ
い
て
い
け
る
よ
う
に
な

り
、
就
活
に
お
い
て
も
こ
れ
が
一
役
買
う
こ
と
と

な
っ
た
。
面
接
で
Ｉ
Ｔ
リ
テ
ラ
シ
ー
を
問
う
質
問

を
さ
れ
た
際
、
私
が
イ
ン
タ
ー
ン
で
の
実
務
経
験

を
踏
ま
え
た
返
答
を
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
現
役

で
働
い
て
い
る
面
接
官
の
方
の
心
に
刺
さ
っ
た
よ

う
で
会
話
が
広
が
っ
た
。
つ
い
に
は
、「
正
直
言
っ

て
、
こ
こ
ま
で
深
い
話
を
す
る
学
生
は
あ
ま
り
い

な
い
の
で
、
つ
い
話
し
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
」
と
言

わ
れ
る
ほ
ど
、
面
接
に
お
い
て
他
者
と
の
差
別
化

を
図
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

イ
ン
タ
ー
ン
で
エ
ン
ジ
ニ
ア
と
し
て
の
実
務
経
験

を
積
ん
だ
こ
と
が
、
結
果
的
に
面
接
を
有
利
に
進

め
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

終
わ
り
に

こ
の
よ
う
に
、
一
見
関
係
な
い
よ
う
な
こ
と
を
し

て
い
て
も
、
そ
れ
が
う
ま
く
噛
み
合
っ
て
プ
ラ
ス
に

作
用
す
る
こ
と
が
あ
る
。
皆
さ
ん
も
、
や
っ
て
み
た

い
こ
と
に
と
り
あ
え
ず
挑
戦
し
て
み
て
は
い
か
が

だ
ろ
う
か
。
私
は
今
後
数
カ
月
で
、「
経
路
計
画
ア

ル
ゴ
リ
ズ
ム
」
に
関
す
る
論
文
を
執
筆
す
る
予
定

だ
。
数
学
は
小
学
生
時
代
に
１
０
０
点
満
点
の
テ

ス
ト
で
60
点
を
マ
ー
ク
す
る
ほ
ど
の
苦
手
分
野
だ

が
、
や
っ
て
み
た
い
の
で
挑
戦
す
る
つ
も
り
だ
。

国際経営学部教授　堀
ほり

	眞
ま ゆ み

由美

ご父母の皆さま、日頃より中央大学の教育にご理解、ご
支援をありがとうございます。

コミュニケーションのネットワーク化・デジタル化によ
り、ビジネスでのコミュニケーションは、対面・オンライン・
電話・手紙・メールなど多様化しています。世の中の変化
が激しい現在では、これまで以上にスピードが求められる
ため、その時に応じた最適なコミュニケーション手段を柔
軟かつ迅速に使いこなすことが求められています。

知識には、言葉等によりほかの人に伝えることのできる
知識（形式知）と、ほかの人に伝えることができない個人
内部の知識（暗黙知）があるといわれています。たとえば、

「自転車に乗る」「逆上がりができる」「職人の技」などは、
ほかの人にその方法を言葉などで伝えるのは難しく、実際
に教えてもらったことをみずから体験して初めて徐々にで

きるようになるものです。このように、経験や体験により
身についた知識は暗黙知と呼ばれます。

社会でさまざまな人々と良好な人間関係を築き、コミュニ
ケーションを取ることは、仕事を遂行するときだけでなく、
人生を生きるうえでもとても大切なことです。担当している

「ビジネスコミュニケーション」は、キャリア教育として位置
付けられており、グローバル社会におけるビジネス基礎力と
運用能力を学修する授業です。知識（形式知）だけでなく、
実践知として授業の中で講義内容を実践すること（暗黙知
化）を心掛けています。良好な人間関係を築くには、まずは
相手への思いやりや、周囲への気配りが求められます。身
だしなみや言葉遣い、ビジネスマナー、社内／社外文書や
メールの書き方、テレワークのマナー、国際プロトコル（国
際儀礼）等、いずれもビジネス社会で必須の講義内容です。

国際経営学部では、学生がグローバル社会で活躍できる
ために今後もキャリア教育のさらなる充実を図ってまいり
ます。

講義での形式知と暗黙知の融合

インターン先にて

GLOMAC Award表彰式にて
（プログラミングサークルでの貢献により受賞）
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