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社会福祉士、保育士。都道府県社会福祉協議会にて、法人の経営基盤強化や施設の運営に向けた支援のほか、当事者活動支援、福祉教育に
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プロフィール

コミュニケーション
︱向︱上︱委︱員︱会︱

　職場におけるコミュニケーション
能力の向上のためには、職場での経
験年数や役職などの役割にあわせて
段階的に能力を積み上げていくこと
が大切になってきます。今号からは、
職員を大きく新人・中堅・管理職に
分け、それぞれの立場で必要な能力
とその育成方法について、事例をご
紹介しながら解説していきます。

＊　＊　＊　＊　＊

　第１回目となる今回は、新人職員
に求められるコミュニケーション能
力について考えてみたいと思います。
新人職員と一口にいっても社会人経
験がない方もいますし、他の職場な
どを経験した方もいます。ここでは、
いわゆる新卒職員といわれる方々が
どのような能力を備えているのか、
また、能力を伸ばすために、職場内
でどのようなアプローチをしていけ
ばよいか考えてみましょう。

＊　＊　＊　＊　＊

　「サークルやボランティア活動など
に積極的に取り組んでいた学生は、
職場でのコミュニケーションも円滑
に図れると思い優先して採用してい
ます」
　とある高齢者福祉施設の理事長さ
んの言葉です。同じような思いで、
職員を採用されているところは少な
くないのではないでしょうか。
　確かにさまざまな人との関わりを経
験してきた人は、そうでない人に比べ
て人との接し方が上手でしょうし、会
話のバリエーションなども豊かです。

しかし、ここで注意したいのは、学
生時代に培ってきたコミュニケーシ
ョン能力が、そのまま社会人になっ
ても活かせるかという点です。学生
と社会人のコミュニケーションの本
質的な違いについて紹介します。

 相手との位置関係の違い
　学生同士は横の関係ですのでコミ
ュニケーションも対等です。しかし、
職場においては上司や部下など、「上
下」の関係が基本となります。さらに、
福祉や医療の現場においては、利用
者（患者）や家族とのよりよい関係
をつくるためにも、自分自身の立ち
位置を常に柔軟に変えながらコミュ
ニケーションを図っていく必要があ
ります。

主体の違い
　学生同士のコミュニケーションに
おける主体は「発信者」にあります。
自分が言いたいことを発信した結
果、反応がなかったり意見がかみあ
わなかったりした場合、そこで関係
を終わらせることができますが、職
場ではそうはいきません。意にそぐ
わない指示にも応えなければなりま
せんし、とくに福祉や医療の現場に
おいては、利用者（患者）や家族の
思いを汲みとってあげるよう配慮し
なければならない時があります。常
に「受け手」が主体となるコミュニ
ケーションに努めることが求められ
ます。

 会話の質の違い
　職場内におけるコミュニケーション
には、人間関係を円滑にするだけで
はなく「仕事の達成」といった大きな
目的が存在します。福祉や医療の現
場には、利用者（患者）の安心・安全
や健康、自立と社会参加、そして家族
の身体的・精神的サポート、地域福祉
への貢献などさまざまな目的があり
ます。こうした目的を明確にすると
ともに、目的を達成するために必要
な情報の共有や他の職員に協力を仰
ぎたい事柄などが、しっかりと伝わる
ようなコミュニケーションを取るこ
とができなければ意味がありません。

＊　＊　＊　＊　＊

　総じて、職場におけるコミュニケ
ーションは意識的に行わなければな
らない、また場面に応じて上手に使
い分けていく必要があることがおわ
かりいただけたかと思います。
　新人職員の皆さんには、入職後で
きるだけ早い時期に、こうした違い
を認識してもらうと同時に、能力を
高められるよう努めてもらいたいと
ころですが、入職当初は仕事のやり
方や職場のルールなど覚えることが
たくさんあって、自分だけの力で気
づき、研鑽することは難しいのが現
状ではないでしょうか。

＊　＊　＊　＊　＊

　次回からは、新人職員のコミュニ
ケーション能力を、職員皆で伸ばす
工夫についてご紹介していきます。
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