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要 旨 ： 本研究は 、危機対応 時の 現場に 情報を収集 し発 信す る機能 を持 つ 人 物 が存在 す る と、問題解決 に

資す る こ とを、地下鉄 サ リ ン事件 に 対応 し た聖 路加 国際病 院 の 事例 研 究 を通 じて 考察 して い く こ とが 目

的で あ る 。 サ リン 事件対応時に院内に 3 つ の 情報 の ハ ブが 発生 し機能 したこ とに よ っ て 、状況情報 を院

内に提 供 した の と同時に、手順情報 と し て 具体的な対応策を組織内に 示 し た。こ の こ とが同病院が成功

裏 に事件 に対応で きた鍵要因 とな っ た、危機対応 の 際には、現場 に ハ ブが 発生する こ と、そ して それ を

有用する こ とを念頭にお い て 対応行動 を組み 立 て る事 が 必要 で ある。
ハ ブ が発 生す るた めに重 要 な 3 つ

の 要素 とは 、「多くの 情報を得 る場 」 と 「情報 を発信 し よ う と い う意志 を も っ た 人間 」、「発 信 され た情報

を受容す る組織」 で あ っ た 。
「情報を得る場」に つ い ては 、物理 的に多 くの 状況情報を得 る組織環境をつ

くる こ とで あ っ た
。
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The 　Efficiency　of 　the　Hub 　of 　the　Human 　Network　at　the　Cris蠱s

　　　　　Situation：The 　case 　study 　of 　St．Luke ，s　hospital

Asako 　TAKADA ぐTaka¢ 』iho　University）

Abstract ： This　study 　focuses　 on 　the　emciency 　of 　the　infermation　hub　at　the　crisis　moment ．　Sし Luke’s

lntemational　Hospital　case ，　which 　had　effect｛vely 　responded 　to　the　chemicahe π orism 　known　as　the　Sarin　gas

attack 　on 　Tokyo　subway 　system 　that　was 　completely 　beyond　Ihe　sOope 　orthe 　assumption 　a1　that　time ．　The 　key

problem　solving 　drivers　were 　the　generation　 and 　 effective 　fi皿 ctioning 　of 　the　three　in丘b   ation 　hubs　that　had

provided　status　infbrmatlon　and ，　at　the　same 　time ，　had　indicated　procedural　infbmlation　such 　as 　thc　practlcal

countemeasures 　within 　the　organization ．　Managemcnt 　in　genera】should 　keep　｛n　their　minds 　that　any 　peninent

countermeasures 　 should 　be　built　into　such 　a　structurc 　to　readily 　accommodate 　the　generation　of 輪 mation

hubs　and 　utilize　and 　benefit什om 　their　respective 　activities ．　The 　three 　elcmcnts 　necessary 　f（）r　thc 　generaIion　of

hubs　were ： 1）　thc　creation 　of 　places　whcre 　a　good　deal　of 　information　is　channeled 　tO　and 　made 　availab 且e　to

crisis　fightcrs．2）the　availability 　ofpeople 　determined　to　transmit　and 　disseminate　information．3）the　existence

oforganizations 　receptive 　and 　responsive 　to　inf（）rrnation 　transmittcd．

Keywords ： Crisis　management ，　hub　of　thc　human 　network ，　organizational 　management ，1inkage，　inf（）rmation

CirCUIatOry 　SyStCm

2005 年 6 月 28 日 受付 ，
　2005 年 10 月 3 日 受理

47 一
N 工工

一Eleotronio 　Library 　



Japan Society for Management Information

NII-Electronic Library Service

Japan 　Sooiety 　for 　Management 　工nformation

危機対応時に おけ る 「情報の ハ ブj の有用性

1． はじめに

　 本研 究は危機対応時 の 現場 に情報を収集 し発信

す る機能を持 つ 人物 が存在す る と、問題解決に資

する こ とを、聖 路加 国際病院 の 事例研 究 を通 じて

考察 し て い くこ とが 目的で ある。危機 対応時 の 現

場 に情報を収集 し発信す る機能 を もつ とい うこ と

は、従来 の 危機管理研 究 の 流れ に お い て は あ ま り

関心が寄せ られて は こ なか っ た 。 こ の 機能の こ と

を本研究で は情報の ハ ブ と呼ぶ こ とにす る 。 伝統

的に危機対応 の鍵 要因 とされて きたの は、 ト ッ プ

が 強 い リ
ーダー

シ ッ プ を発揮 し て 有益な意思決定

を し
、 それ を現場が実行す るこ と で あ っ た。情報

の 流れ の 観点か ら言 え ば
、 情報を

一
度 トッ プ に集

中 し、そ の 後 ト ッ プ か ら現場 へ 指示命令の 形 で流

す こ とが
一般的 と され て きた。現場の 人 々 を中心

とし て 情報を循環 させ る 、即ち ハ ブ機能を持 つ と

い う図式で考える こ とはなか っ た。

　
一

方 で 今 日の ビ ジネ ス の 現 場に視線 を移 し て み

る と、 トッ プ が 中央集権的 に指揮 を とる とい うよ

りも、組 織が
一

体 とな っ て 危機に 対応す る こ との

ほ うが よ り重視され る よ うに な っ て きて い る。東

京 証券取引一部、二 部上 場 企 業対象
1
にお こ な っ

た最近の 調査 の 結果 で は、各社が危機 に際 して 重

要 と考え る こ とに っ い て 、二 っ の 要 素が 多 くあ げ

られ た 。

一
っ は 強 い 中央集権 トッ プダ ウン で 危機

に対処す るよ りも、現場の 社員の 自律的な行動 が

促進 され る こ と、第二 に 多 くの 情報 が錯綜す る 中

で 有効 な情 報 を組織 内で 共有す る こ とで あ っ た

（高田 ・横 田 投稿中）。

　伝統的な危機管理研究におい て は、全 て の 情報

を ト ッ プ に集中させ る トッ プ ダ ウン 型の 対応行動

が 推奨 され て き た に も か か わ らず 、
ビ ジ ネ ス の 最

前線で は 現場で 対応 し て い る人 々 が情報 の 共 有化

を行 うこ とが強 く求め られ て い る こ と との 乖離 が

浮 か び 上が る。 トッ プ に情 報 を収集 させ る の で は

な く、現場 の 人 々 が情報を収集 し発 信す る機能 を

もつ とい う視座 か らは今まで 研究が なされて こ な

か っ た。

2． 地 下鉄サ リン事件と聖路加 国際病院の 事例 に

つ い て

　 聖路加国際病院は 1995 年 当時 、誰 も想像 しな

か っ た薬物 を使 っ た テ ロ で あ る地 下鉄 サ リン事件

に際 して 、多くの 患者 を受 け入 れ病院を あげて治

療を行な っ た 。 同病院は医師 129 人、レ ジデ ン ト

　（研修医） 36 名、看護婦 477名 、看護助手 68 名

を含め総従業員数 は概算で 1100人 、病床数 520床 、

通常時で
一

日の 外来患者総数が 2000 人規模 の
一

般病院で あ る。

　 事例は次 の よ うな基準で 選択 された。聖路加国

際病院は事務職員と医療従事者、い わ ゆるプ ロ フ

ェ ッ シ ョ ナ ル 職員 の 二 種類で構 成 され て い る 。 彼

等は全 く想定外で あっ たサ リン を使 っ た薬物 テ ロ

事件 に 、 職種 の 区別無 く組織 をあげて対 応 した 。

本来、危機 にお け る組織活動に関す る事例情報は

入手 が 困難 で ある 。 特 に企 業等の 場合は 、「顧客や

社会に 対 し て 害悪を及 ぼす原因を組織 内に生 じさ

せ た こ とに よ る危機」 に つ い て 、 詳細な組織内事

例情報 を入 手す る の は 難 し い
。 サ リン 事件にお け

る聖路加 国際病院の 事例で は 予測 を超 える原 因 が

当事者外にあ っ た こ と、日本に お け る最初の 薬物

テ ロ 事件 へ の 対応 とい う こ とで 病 院側が詳細な対

応記録を残 して い た。そ し て 聖路加国際病院 の 研

究協力
2
に よ り、それ らの 閲覧 と当事者達 へ の イ

ン タ ビュ
ーが 可能で あ っ た 。

　 調査 は 事件発生後 6 年後に行 われ 、医師、看

護師、薬剤師、検査技師、事務職員、ボ ラ ン テ ィ

ア 等 の べ 30 名 に 対 し て の イ ン タ ビ ュ
ー

調査 、並

びに事件対応渦 中に彼 らが発 し た 通信文 書やメ モ

類の 解析 、 そ して救急セ ン ターに おい て 参 与観察

等を行い 、9 年後に追加調査 を行 っ た 。 時 間が経

過 した後 の調査で あっ たた め 、 当 時の こ とを記 し

たメ モ な どを見なが らイ ン タ ビ ュ
ー

に答 えて も ら

っ た 。事例 の 詳 細に っ い て は高田 （2003）を参照

され た い 。

経 営 情 報 学 会 誌
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2 ．1 事 例概 要

事件発生

　 1995 年 3 月 20 日朝の 通勤 ラ ッ シ ュ 時、オ

ウ ム 真理 教の 信徒が、東京 の 地 下鉄 6 路線 に 大 量

殺人 を 目的 として 劇薬で あるサ リ ン を散布 した。

当 日朝 8 時 25 分 頃 、聖路加国際病院 の 救急セ ン

タ
ー

で は、　 「地 ド鉄で 爆発事故」 との 内容で消防

庁よ り救急車 の 受 け入れを要請 され 、火傷や外傷

の 患者を想定 して 準備 を始めた。

　そ の 頃、救急受付で は 外来開始 を前に x 数人 の

被害者が 目を押 さえ吐 き気 と呼吸困難を訴 え次 々

にや っ て きた。患者達は 口 々 に 「地 ド鉄 で 事故 に

あ っ た 」 と訴えて い た n 彼 らには
・様に縮瞳症状

がみ られ、同様 の 症状の 被害者が救急車で 続 々 と

来院 した。

非 常事態宜 言と病院全体の 対応

　 8 時 55 分 、聖 路加国際 病院 と して は異例 の 救

急セ ン タ
ー

によ る ス タ ッ トコ
ー

ル （緊急呼 び出 し、

手の 空い て い る 医師や看護師は呼んで い る現場に

駆 けっ け なくて はな らな い ）がか か る 。 医師、看

護師 ら 300人 あま りが 治療に関わ っ た，t 病院内 の

動 きは大きく 二 種類に わか れ た 。 前線で の 医療行

為 の 役割 と後方で の 事務手続 き支援の 役割 で あ る。

事務セ ク シ ョ ン で は休 む間 もなく押 し寄せ て くる

新規患者 へ の 事務 手続 きに追われ、同時に 処 置室

に入 りき らな くな り廊 下の 椅子 に座 っ て い る 患者

へ の 介護 に追われ て い た 。 医事課で は T 氏 を中心

と し て 情報 の 発信 に努め て い た。

　治療は診療棟一一一
階 の 救 急セ ン タ

ー
、 廊 下待合 室 、

二 階 の 廊 下を含め た全 て の 診療科で行なわれ た 。

そ し て 重症患者は 隣接す る病棟に送 られ 、本来個

室で ある病室に 3，4 人 の 患者 が収容され た 。 そ

れ以 外の 患者は 、 診療棟廊下や 、 隣接するチ ャ
ペ

ル 内に 臨時に作 られ た簡易 ベ ッ ドで 治 療を受 け て

い た。病院の 建物全て野 戦病院の よ うだ っ た と多

くの 医師が 当時の こ とを表現 し た。

　内 科医師 C は 、後輩内科医師 の D
，
E と　

・緒に院

内 の 図 書館 に 行 き 、原 因 不 明 の 物質 に つ い て の 文

献を調べ 始め 分か っ た こ とを発 信 し始め た 。 C 医

師は こ の 行 動 の 理 由を 「治療 の 人 手 は お そ ら く 足

り る だ ろ うか ら、原 因 物質 に つ い て 誰 か が 調べ た

方が よ い と判断 し た 」 と述 べ た。又 、内科医長の

F 医師 も、手 書 き で 専門外 の 治療 を し な くて は い

けな くな っ た医師達 の 為に、B6 の 紙に 「原因物質

は特定で きて い ない が 」 と断 り を人 れ た上 で 当座

の 診療方法と診療 の 際に注意す る点 を箇条書きで

書き込 み 、それ を コ ピ ー
して 院内に 配 っ た 。 同 じ

内科 の 医師同 士 で あっ たが 、押 し寄せ て くる患者

へ の 対応 に忙殺 され て い た た め、お 互 い に個別 に

コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を とる時間はな か っ た。F 医

師 と C 医師 らは連絡 を取 り合 っ て情報 を発信 した

の で はな く、それ ぞれ 自発 的に情報 の 発信 を始め

て い た。

　9 時 20 分に 日野原院長は病院全体に非 常事態 を

宣 言 し、当 日外 来を中止す る こ とを明言 し病院全

体で 事 態 へ 対応する こ とを決定する。こ れ らに よ

っ て、ほ とん ど全て の 病院機能が被害者の 治療に

ふ りむ け られ た。9時 29 分に テ レ ビ ニ ュ
ース で 事

件を知 っ た信州 大学病 院の 柳澤院長か ら 日野原院

長宛 に 「そ の 症状はサ リ ン で あ る」 との 情報が入

っ た 。 10 時半過 ぎに 自衛隊 中央 病院 の 医 師 が 自

衛隊毒物対応 ハ ン ドブ ッ クを持参 して 応援 に来た。

その 中にサ リン 中毒 へ の 治療方法 の 章が あ り、す

ぐさまそ の 章が コ ピーされ院内に配布 され た 。 こ

れを受けて 図書室に 陣取 っ て い た C 医師 らは独 自

に 「サ リン 中毒患者 の 診 察 Eの チ ェ ッ ク リ ス ト」

を作成 し、同時に 治療の 方針や手順 、患者の ケ ア

の 方法が詳 しくかかれ た 「医師および看護婦
iil

へ ＃

1 」 を作成 し 、 手 分 け を して 院内 に 配 っ て 回 っ

た 。

原因をサ リン と断定

　事務セ ク シ ョ ン で は押 し寄せ て くる大勢の 患者

達の カ ル テ も作成 しな くては い けなか っ た 。 医事

課 の T 氏 や そ の 部 下で あ る U 氏 、W 氏、総務課 の

Vol ．14No ．3，　 Dec ，2005
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V 氏 な ど、問題 をみ つ ける と自分た ちの 手で新た

な手順を作 り上 げそ の 内容 を複数の 人間が病院内

を歩き回 り口 頭 で 指示 し確認す る とい う彳了動を と

っ て 、新 たな手順を浸透 させ て い っ た 。 11 時過

ぎに 、朝に出 した被害者 の 生理 検査 の 結果が で て 、

有機 リ ン 系毒物 であ る こ とが裏付け られ た。そ こ

で 救急セ ン タ
ーの A 医師 らは有機 リン 系中毒の拮

抗剤 で ある PAM （Pyridine　Aldoxime　Metiodite）を重

症患者 に 投与す るこ とを決定 し 、電 話で 院内 の

様 々 な部署に治療内容 の 指示を伝達 した 。 A 医師

と
一

緒に治療 に 当た っ て い た救急 セ ン タ
ー

の B 医

師は治療 が 行 われ て い る院内 の 全て の 場所 に 内線

電話 をか け PAM 投与 とそ の 具体的方法 に つ い て

指示 を し た 。

　 PAM は拮抗剤 の 性 質と して、有機 リン 系中毒

以外 の 患者に投与す る と重大な副作用が発 生す る

可能性があっ た こ と、また 、都会で はそ う 般 的

な薬品で はな い こ と
4
か ら、電話 を うけた 医師 の

中に は PAM 投与をい やが る者 も少なか らず い た。

PAM の 最初の 投 与か ら 30 分程度で 患者の 症 状に

効果が表れ た の で 、そ の 結果 を見て 、当初 、投与

に難色を示 して い た他 の 部署 の 医師 も投与を始め、

多 くの 患者 の 症状 に劇的な改善が 見 られ た。

収束

　PAM 投与後 、 目に見え て被害者 の 様態 は 安定

し始 めた 。 そ の 後 、 現場 の 医師達主催で数 回 の 院

内会議が開かれ た。そ の 場で どの よ うに し て 患者

を 退院 させ て い く の か 、症状 の 経過 を どの よ うに

見守 る の かに つ い て話 し合われ、その 結果 2 回の

検診 を経て 、軽症被害者か ら1幀次退 院させ る こ と

が決定 され た 。 退院 の 許可を 出すた め に
一斉に軽

症 患者を対 象に診察が 行われ た、そ の 際に 内科を

中 心 に 、退 院診察 の た め の チ ェ ッ ク リス ト と、入

院患者を誰が ど う分担す る か が記 され 「医師お よ

び 看護婦 へ ＃ 2 」 「同＃ 3 」 と題 され た メ モ が回覧

され た。午後 6 時 に 院長、副院長 ら幹部 が 聖路加

国 際 病 院 と し て の 現 状 に つ い て 記 者会 見 を行 っ

た。

　医療活動の 前線の 安堵感 と反比例 し て 、事務手

続 きの 現場で は混乱状態の 中に あ っ た。通常の 事

務処理 の 手順は全 く通用 しな い ど こ ろか 、あま り

に大量 の イ レ ギ ュ ラ
ー

処 理 を要求 された た め事務

の コ ン ピ ュ
ー

タ
ーシ ス テ ム は使 い 物 に な らな くな

っ て い た。

　T 氏 W 氏を中心 と し た医事課の グル ープは患者

の デ
ー

タ、そ して 労災が適用 され る で あろう事を

見越 して の 会計 の 手順作 りを行 い 、どの よ うに 事

務手続 きが流れ るの か を院内 に 口 頭で 周 知 して 回

っ た
。 新た に 決め られ た 手順 が 彼 等を通 じ て 発 信

され る過程で 、そ の 手順は 新 し い や り 方 と し て 公

式化 され 、受け入れ られ た 。
こ の 日、聖 路加国際

病院は 640 名 の 被害者を受け入れ 、そ の 内 llO名

が入 院 した。そ の 後
一

週間で 延 べ 1，410 名 の 被害

者 の 治療に あた っ た（内死 亡 5 名）。

3． 事例に おける発見と先行研究

3．1 事例における発見

　情報 の 流れ に 視座 をお き事例 を考察す る と聖 路

加 国際病院では以 下 の 事象が発 生 して い た．

情報の 循環と水平展開

　聖 路加 国際病 院は典型 的な 階層型 の 病院組織 で

あ る ． 専門科別 に部 門が わか れ 、 そ の 中で も臨 床

経験や研究に応 じて職位が存在す る．病院全体 の

組織 と し て は、多くの 専門科 の 上 に院長、副院長

な どの い わゆ る 「幹部会」 とよばれる トッ プ マ ネ

ジメ ン ト集団が存在す る。
一

般 に病院組織は専門

性 の 高 さか らセ ク シ ョ ナ リズ ム が 強 くな る 傾向が

あ る 。

　 し か し なが ら、聖路加国際病院の 地下鉄サ リン

事件の 対応に お い て は 、従来の 危機管理 研究で 指

摘 され て きた よ うな強 い トッ プ ダ ウン 式 の 対応は

行 われ て い なか っ た。情報が トッ プに 収集 し ト ッ

プが何 らか の 意思 決定 を して 階層組 織 の 末 端 へ と

伝達 され る上位 下達方式 とい うよ りも、む しろ現
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場 が 中心 とな っ て 対応 して い た。指示 を含めた対

応の 現場で の 情報 の や り取 りで は 、階層 組織 の 上

位職者か ら下位職者 に向け て の 情報発信 とい うよ

り も、組 織 内を職 位 や部 門 を関係 な く水平展 開 し

て 情報が広が り、組織内を循環す る ような動 きを

して い た、そ し て 、最 も特徴的だ っ た の が 、情報

が組織内に伝播 され る際に中心 となっ た少人数 の

グ ル
ープが 存在 し た こ とで ある。

情報を収集し発信するグル ープの 存在

　聖路加 国際病院 の 職員に 「サ リン 事件の 対応で

は どの よ うに働 い た の か 、誰かか ら具体的な指示

を うけた の か 」 に つ い て イ ン タ ビ ュ
ー

した と こ ろ、

不 特定多数か ら 「指示 を 出 して い た人 間」 として

複数 の 人 間 の 名前が共通 して語 られ た。同 時に当

時の こ とを 「非常に情報が錯綜 し て 混乱 し て い た

が、中心 となっ て やる人が現れて 皆で 、力を合わ

せ た 」 と表現する 者が多か っ た。若手 の 職員は共

通 して 「もともと聖路加 国際病院 の 職員は、こ の

よ うな異常時に頑張 っ て しま う傾 向が あ る 」 と自

分達 の 性質 に つ い て 述 べ て い た。

　そ こ で 改 め て 30 人余の 職員に 「あな た の 周 りで

地下鉄サ リン 事件で 中心 とな っ て 対応 した人物 は

誰で す か 」 とい う質問 を行 い 、院内で中心 とな っ

た 人物 の 抽 出 を試み た。同時に 、残 され た 当時の

メ モ や印刷物、事後に発表された多 くの 論文や報

告文の 内容か ら、当時中心 とな っ て 活動 し た と思

われ る人物 を抜き出し た。イ ン タ ビ ュ
ーの 際に 名

前が 挙が っ た人物 とメ モ 情報な どの 発信者は ほぼ

一
致 した 。 具体的 には救急セ ン タ

ー
の A ，B 医師 、

そ の 次に内科 の C ，D ，E，F ，G 医 師、医事課 の T 氏 、

W 氏 らの 名前 が抜 き出され た 。

　 さ らに 「中心 となっ て対応 した 1 内容に っ い て

詳 し く聞 くと、名前が挙が っ た 人 々 が様 々 な対応

策を打ち出 し、それを本人 もし くは周 りに い た人

間が 周囲に伝達 し、そ の 過程で 病院全 体 と して の

対応の 手順を共 有化 し て い た とい う趣 旨の こ とが

語 られ た 、 多く の 情報 を彼等が 収 集 し、ど の よ う

に対応す る の か に つ い て の 具体的な指示 を、 口 頭

やメ モ 、放送な どの 様 々 な情報 ツ
ー

ル を使 っ て 組

織内 に発信 し た と多 くの 職員 か ら認知 されて い

た 、

　次 の 段階 と し て 、名 前の 挙が っ た 人達にイ ン タ

ビ ュ
ー

をお こな っ た。その 際、備忘録な どを見な

が ら当 日の 動 きをで き る限 り思 い 出 して語 っ て も

らっ た。彼 らの 行動を分類 し又 、残 され て い る紙

媒体 に よる記 録 も同時に分析 して い っ た 。 す る と、

情報 が そ の 人 々 、場所 に集 ま りそ こ か ら新た に発

信す る とい う機能 を持 っ た グル ープは、大き く分

けて 二 つ あっ た。言 い 換 えれ ば院内に 三 つ の グル

ープ が ヒ記 の 機能 をもち活動 し た と考 えられ た。

第
一一

に原因不明の 疾病 に よる大量の 患者 の 治療方

法に つ い て 様 々 な角度か ら文献探索その 他 を行 っ

た内科の 若手医師達（CJ），E，F ，G 医師）を中心 とす

る も の で あ る 。そ し て 救 急 セ ン タ
ー

の 医師達

（A ，B 医師） と看 護師を中心 とす る も の 、医事課

職員で あ る 1 ，W 氏 を 中心 とす る グル
ープで あ

る e

　彼 らは病院 の 最前線に位 置 して様 々 な情報 の 発

信を行 い 、結果 として こ れ らの グル
ープの 存在が

地下鉄 サ リン 事件 の 対応 にお い て聖 路加国際病院

が組織 をあげて大量の 患者へ対応 し、均等な医療

行為をする こ とが 出来た大 きな原因で あ る と考え

られた。

3．2 発見と考える理 由 ：危機 管理 における先行研

究

　聖 路加国際病院 の 事例 でみ られ た以 上 の 事象は

どの よ うに 、危機管理研 究の 枠組みで理 解され る

の だろ うか。危機管理研 究で は 、 トッ プ が 多 くの

情報を集中 し て 得た後に 、意思決定 し、支持 と し

伝達 し、現場に 実行 させ る こ と、言い 換 えれ ば上

意下達形式 の 図式 で 組織 内 の 情報の 流れ を捉 え る

こ とが 多か っ た （大泉 1996 ；Myers ，1993） 。 多く

の 場 合 、 トッ プ を 中心 とす る危 機 管理 セ ン タ
ー

を

設置 し、そ こ に 様 々 な情報を収束 させ る。そ れ ら
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危機対応時にお け る 「情報の ハ ブ」 の 有用性

をもとに 、 トッ プが危機対応 の 方針 を意思決定 し

指示 し、現場がそれ らを受けて 実行する とい う枠

組みで あ る 。 情報を組織内に 伝播 させ る中央集権

トッ プダ ウン 型 の リーダーシ ッ プ の あ り方を中心

に議論 が なされ 、 情報の 流れ そ の もの に つ い て は

大きな関心 を寄せ て い なか っ た と言 っ て もよ い
。

　
一

方で ビ ジネ ス の 現場で は よ り対 応 の 現場 に近

い 人間が意思決定に参画す べ きで ある とい う考え

方 も主張 され る よ うに な っ た。変化が急激で あれ

ば あ る ほ ど、現場 か ら遠 い 位置に い る トッ プ の み

が リーダーシ ッ プ を持 ち新 し い 組織要素 の 創製を

担 うとす る の で は 、問題解決が 不 十分に なるはず

と い う視点 も持た れ る よ うに な っ た。 Mitroff＆

Pearson （1993）の S＆ P　500 企 業対 象 の 調査 で は 、

調査対象に なっ た会社 の 上級職 の 9 割ま で が 、危

機対応は トッ プ が監督すべ きだが 、そ の 意思決定

にお い て は 中間管理職 を参加 させ る べ きで ある と

した 。 Weick （1996）は コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン が密で

活気 の あ るチ
ーム を作 る こ とが、危機 に際 して 望

む よ うなア ウ トプ ッ トを出すために不 可欠だ と指

摘 して い る。武井 （1998）は 中央集権型 の リ
ーダ

ー
シ ッ プ の 重要性 に触れ つ つ も、迅速な対応の た

めに権限 を委譲する こ との 重要性 に つ い て 述 べ て

い る 。

　2001 年 に発 生 した米国同 時多発テ ロ 以降、危

機管理研究の 流れ では再 び 中央集権型 の 対応を重

視 す る傾 向 が み られ る よ うに な っ た 。 Argent

（2003）が 「緊急事態 で の 操 業は分権化 され るべ き

だが 、 意思決 定は決 して 分権化 され るべ きで はな

い 」 述 べ て い る の に 代 表 され る よ うに 、 現場 に権

限は委譲すべ き で あるが 企業の 進む べ き方向性 を

決 定す る よ うな重要な意思決定は 中央集権的に行

な う、と い う考え方 で あ っ た 。概 略 と し て は 、 ト

ッ プが 意思決定を し、現場がそれ を実行する とい

う枠組み で はある もの の 、現場 の 従 業員達の 危機

対応 へ の 積極的な関与 と意思決定 へ の 参加が不 可

欠 な要素 と して 所与の もの と され た。以 前にみ ら

れ た、中央集権型 トッ プ ダウ ン を求 め る の では な

く、組織全 体で 対応 して い こ うとい う主張であ る 。

こ の 背景 には Dutton，　FrosしWorline．　Lilius＆ Kanov

（2003）　らの 指摘に代表 され るよ うに 、同時多発

テ ロ の 渦 中にお い て 多 くの 企 業の 従業員達が 自発

的に 様 々 な援助行動や 、企業活動 を維持するた め

の バ
ッ ク ア ッ プ行動を行な っ た とい う多 く の 事実

が あ る 。 同時に 、Watkins＆ Baze  an （2004）が指摘

する よ うに、情報が トッ プ に収束す るときには歪

ん だデー
タ とな っ て しま う階層組織の もっ 構造的

弊害 も指摘 され た。

　 Mitrof「＆ Alspastan（2003） MiUroff（2005）の 研

究に代表 され るよ うに、危機発生を所 与の も の と

して 、 組織は定常時か らク ライシ ス セ ン ターを設

置 し、危機 を 予測 し
、 危 機に備 え 、 中間管理職以

上 を巻き込 ん で 組織全体 で 危機に備 え る体制を作

る べ きだ と い う考え方が 主流 とな っ た 。 組織メ ン

バ ー一
人

一
人 が職位に 関係な く、危機対 応に コ ミ

ッ トメ ン トする こ と、 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を潤滑

に し て 多 くの 情報を組織内に行 き渡 らせ る こ との

重要性 が強 調 され て い る。情報 の 流れ とい う視点

か ら言 い 直すな らば、従来の トッ プ ダウン 型階層

組織 にみ られ る
一・方向 に偏 っ た情報 の 流れ よ りも、

情報が組織内を循環す る構図の 方が よ り危機対応

にお い て有効で ある こ とが指摘 され た。

　 し か し なが ら、今まで 行われ た危機管理研究で

は聖路加国際病院の 事例で見 られた よ うな、情報

が組 織内 の 壁 を越 え て 上 下方向や水平方向 へ と

様 々 な方向に広 が っ て い く事象や、情報を収集 し

発信する グル ープの 存在などに つ い て は照明が 当

て られて い ない 。危機対応にお い て対応 の 現場に

近 い 部署が 中心 になる べ きだ とい う研 究はな され

た もの の 、現場で どの よ うに情報が拡散 し循環 し

て い くの か とい う視点 か らは 研究がな され て こ な

か っ た
。

よ っ て
、 聖 路加 国際病院で み られたよう

な、現場 に 自然発 生的に情報 を収集 し、発信する

グル
ー

プ が生 まれ これ が 中心 と な っ て 対応 し て い

た と い うこ とは従来 の 危機管理研究の 枠組み で は

説明 しきれなか っ た。
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3 ．3 　 事例で 発見した事象の 理論的考察

　 ネッ トワーク理論からの知見と援用

　
一

般 に 多く の 情報を収集 し発信 し て 、何 らか

の 影響を 全体に 与 える グル
ープや個人に つ い て は 、

情報 の 往来に視座 を置くネ ッ トワ ーク理 論 の 分 野

で 多く研 究 され て い る。他 と比 べ て 極 端 に 多くの

人や事象 との 繋が りを持 つ 人や場所 の こ とをネ ッ

トワーク 理 論で は ハ ブ と呼ぶ 。ハ ブは車輪 の 轂 の

こ と で あ り、IT ネ ッ トワ ーク で は ネ ッ トワ ー
ク の

ノ
ー ドが集約す る場所 の こ とであ る 。

ハ ブ ・ア ン

ド ・ス ポ ーク とセ ッ トで使 われ る こ とが 多い よ う

に 、航空 路、ネ ッ トワ
ー

ク など軌跡や情報がそ の

場所 （ハ ブ）に集約 され 、経由 し、そ の 後それ ぞ

れ の 方向 へ 進む。ハ ブはず ば抜 け て 多 く の 人 との

繋 が り を 持 つ 人 間 や グ ル ープ の こ と を 指 す

　（Barabasi，2002）Lt

　 情報 とい う観 点か ら言 い 直す な らば、ハ ブ は

ずば抜け て 多 くの 情報源 を持 ち、又 自らも情報源

とな る こ との で き る人 間や グル ープ の こ と で ある 。

聖 路加 国際病院 の 事例を考えるな らば、サ リン 事

件に 中 心 とな っ て 対応 した と多く の 職 員 か ら認 識

されて い た 三つ の グル
ー

プ は ハ ブ の 役割 を果 たし

て い た と考え る こ とが でき る c

　　ネ ッ トワ
ー

ク 理 論 で は 、 Watts＆ Strogatz

（1998）が示 した よ うに、情報 、人間、物流 、財 な

ど社会にお け るあ らゆ る シ ス テ ム をそ の 結び つ き

　（ネ ッ ト ワ ー ク ） か ら 捉 え よ う と す る 。

Watts（2003）は社会 を シ ス テ ム と し て とらえた 上 で 、

シ ス テ ム を構成 し て い る要素 の 結び つ き と い う視

点か ら、様 々 な社会ネ ッ トワ
ーク が あ る特定 の 条

件下で は （集団 同類志向で あ る こ と、個 人が 複数

の 集 団に属 し て い る こ と）、ネ ッ トワ
ー

ク同 士 に

こ れ らを結び つ け る最短 の パ ス が存在す る こ とを

示 し た。 Barabasi（2002）は 、社会 が ずば抜 けて 多

くの リ ン ク を持 つ ハ ブが存在す るネ ッ トワーク と、

非常に 少 な い リン ク （つ なが り） しか持たない ネ

ッ トワ
ー

ク が混在す る ス ケ
ー

ル フ リ
ーネ ッ トワ

ー

ク で あ る と し、社会にはずば抜 けて 多 くの リン ク

を持 ちそ こ を経 由 して情報 が 集団内に 爆発 的に 広

が る点 （ハ ブ）が必ず存在するこ とを示 した。

　 ハ ブ の 存在を人間同 士 の つ なが りに当 て は めた

研究 も多 くな されて い る。ハ ブを人 に当ては め る

と、非常に 多 くの 人間 と っ な が りを持つ 又 は持 つ

こ との で きる 人間の こ とを指す 。 安 田 （2004） は

「情報交換の ネ ッ トワ
ー

クが大きい 人は情報の収

集能力 ・発信能力の 双 方 を備 えた人材で あ り情報

伝 達 の 結節 点 （ハ ブ ） で あ る 」 と して い る。

Gladwell（2000）は ハ ブ とい う言葉 は使 わなか っ た

もの の 「どん な人 の 人 生経路に も友人や知人 を作

る並 はずれ た コ ツ を体得 して い る
一．一
握 りの 人が い

る」 と して、様 々 な情 報が彼 らを媒介者 と して 社

会に伝播 して い くこ とを示 した 。

　 ネ ッ トワ ーク 理 論で は ハ ブの 存在を所 与 と し

て 、どの よ うに ハ ブ が社会の 中で機能 して い る の

か を明 らか にする こ とに 関心 が 向 け られ て い た 。

「ハ ブ の 存在 が ど の よ うに 問題 解決 に資す る の

か 」 とい う視点か らか らよ り も、　 「ハ ブ が どの よ

うな機能 を持 ち、どの よ うに 社会 との 繋が りを持

っ て い る の か 」 と い う視点 か らハ ブ の 研 究 が な さ

れて きた と言 っ て よ い
。

ハ ブが危機とい う特定の

状 況 トで ハ ブ が ど の よ う に し て 発 生 し機能 し、問

題解決に役立 っ て い く の か に 焦点をあ て た研究は

今ま で な され て こ なか っ た。

4 ． 理論 的考察から導き出 した知 見 ：ハ ブの 果たし

た役割

4．1 情報の 収集と発 信

最初に 、ハ ブ機能 の 本質 で ある 「情報を収集 し、

自ら情報源 とな っ て 発 信する 」 とい う機能 に つ い

て 考察す る。ネ ッ トワーク理 論で は情報の 内容に

つ い て は 言及され て こ なか っ た が、本 事例で は残

され た記録 、メモ 、職員が事後に書い た備忘録や

手記、論文 と職員 へ の イ ン タ ビ ュ
ー

を基に発信 さ

れた情報に つ い て の 分類を行 っ た 。 そ の 際、中心

とな っ て活 動 して い た と され る 三 っ の グ ル ープ を

それ ぞ れ内科ハ ブ、救急 ハ ブ、医事課ハ ブ と呼ぶ
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こ とに した 。

　 分類 の 結果 、ハ ブ は 様 々 な情報 を収集 し、自

らを情報源 と し て 二 種 類 の 情報を発信 し て い た こ

とが明 ら か に な っ た 。

一一
つ は 「自分達がおか れて

い る状況 に 関す る情報」 と 「ど う対応 す るか と い

う手順に 関す る 情報」 で あ る 、 前者は状 況そ の も

の に 関す る情報で あ り、後者 は 自分達が これか ら

行 う対応行動に 関す る、意思 決定 を含 め た 情報で

あ る。こ れをそれぞれ状況情報 と手順情報と名付

けた。

状況情報の 発信

　 当時、聖 路加国際病院で は 診察室や待合室な ど

にテ レ ビ等が なく、病院外か らの 情報を得る こ と

が難 しか っ た。職員 へ の イ ン タ ビ ュ
ー

で 「サ リン

事件 の 概要をど の よ うに して 知 っ た の か 」 と の 問

い に多 くの 職 員が 「患者か らの 聞 き取 りや、病院

内で の 不 特定多数の や りと りで 知 っ た 」 と答えた

が 、事件の 概要 に っ い て は 「こ の よ うな 大が か り

な事件で あ っ た こ とは 、 家に帰 っ てテ レ ビ の ニ ュ

ース を見て 始め て 分か っ た 1 と述 べ て い た 。

　外部情報が 遮断 され て い た環境 に もかか わ らず

状況情報 は外部か らの 情報を知 り得 る部署や立場

に い た 人 間 に よ っ て 、 口伝 え で発信 されて い た。

多 くの 職員が 「ど の よ うに し℃何 が お きて い る の

か が わ か っ た の か 」 と い う問 い に 対 して 、 「救急

セ ン タ ーに様 子 を 見に行 っ て 状況の 把握 に努 め

た 」 「誰か が救急 セ ン ターに 行 っ て 聞い て きた こ

とを又 闘 き した 」 「遅番や事件 を聞い て駆 けつ け

たほ か の 職員に 聞 い た 」 と答 え て い る。そ して そ

こ で 知 り得た新 しい 状 況情報 は 、 口 頭 で 様 々 な部

所 へ と院内を速 い ス ピー
ドで循環 して い た。

　救急セ ン ター
はそ の 部署特性に よ り消防庁や警

視庁 などか ら多 くの 状況情報 が断続的に電話や消

防士 らに よ っ て もた ら されて い た。救急セ ン タ
ー

の 医 師達は 目前 の 重篤患者に掛か り切 りで 情報を

意図的に発信する こ とは なか っ たが 、医事課 ハ ブ

の T 氏が救急セ ン タ
ー

に常駐 して 、意図的に様 々

な状況情報を医事課職員の 口 を通 じて発信 して い

た 。 そ の 意味 で 、救急 ハ ブ と医事課 ハ ブが状 況情

報の 発信源 であ っ た とい え よ う。救急 ハ ブは 「状

況情報を得 る こ との 出来 る場所 j と し て の 院内に

認知 されて い たが 、実際に発信 して い た の は 医事

課 ハ ブ の メ ン バ ーで あ っ た 。

一
方 で内科 ハ ブ は患

者 の 症状に関す る情報は発信 し て い たが、何がお

き て い る の か と い う全体像 に つ い て の 情報 は発信

し て い なか っ た e

手11貭情報の発信 1ハ ブ機能の 本質

　 ハ ブ と され た グ ル
ープ や そ の 構成 メ ン バ ーが

「サ リン事件に 中心 とな っ て対応 した 」 と院内 で

認 知 され た理 由 を調 べ て い く と、対 応の 手順 の 決

定 と組織内 へ の 周知を行 っ て い た こ とで あ っ た 。

具体的 に は 、薬品投与に つ い て の 指示 、事務手 続

きに つ い て のや り方を決め たこ とが あげ られ た。

現場 に発 生 した こ れ らの グ ル
ープ が患者 へ の 具 体

的な対 応 の 手順 を決 定 し、それ を組織内に周知 さ

せ たこ とに よ っ て 、情報源 と して 組織内に認知 さ

れ、病院全体 としてみ た ときに病 院と して の 対応

の 方向性 を決 める基盤 となっ て い っ た。

　 状況情報の み を発信 して い た 部署が 院内には あ

っ た 。
コ メディ カ ル 部 門と呼ばれ る病院内の 臨床

調査部 門で ある 。 同部 門 の イ ン タ ビ ュ
ー

の 際 に

「手が 空 い た ときに （コ メデ ィ カル 部門 の 休憩室

に設 置 され て い た）テ レ ビ を見て 何 かす ごい こ と

が 発 生 し て い る と思 っ た 」 との コ メ ン トが 多 く聞

かれ た。 コ メデ ィ カ ル 部門の 休息室 にはテ レ ビ が

設 置 され て お り、手の 空 い た職員は フ ロ ア に出て

他 の 職員 と同様 に看 護補助 を行 い なが ら TV で 見

た情報を伝 え て い た 。
コ メデ ィ カ ル 部門 へ の イン

タ ビ ュ
ーで は 「フ ロ ア に出て TV で 得た情報は伝

えた 」 と の 発 言 は 多 く 聞か れ た が 「何 を し ろ 」 と

部所 外に指示 を した と い う発言は 聞か れなか っ た 。

コ メデ ィ カル 部門は TV に よ っ て 外部情報を得て 、

状況情報 とし て発 信 して い た が 、他 の 部署の職員

へ の イ ン タビ ュ
ー

で は 「対応 の 中心 」 と し て は 認
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知 され て い な か っ た。

　その理 由と して 以下が考え られ る。 コ メデ ィ カ

ル 部門 は 医師 に協 力 して 検査 結果 を 出す 部 署 で あ

る 。 そ の 結果 を 元に 医師は診断を下す。部署の 特

性 と して手順 の 作成に 関わ る材料（検査結果）を提

供す るが 、診断そ の もの を同 部門で 行な うこ とは

ない 。検査結果 を自ら手順情報に 変換 し て 院内に

流布する立場に はなか っ た 。 同部署が意思決定 を

す ると い うよ りも、医 師 の 意思決定 の ため の デー

タを検出す る とい う部署の 特性 が 、
コ メデ ィ カル

部門が 状況 情報の み を発信 し て い た こ とに 影響 を

与えて い た の で は ない か と考え られ る。 コ メ デ ィ

カ ル 部門の 例か らも、状況情報 よ り も手順情 報を

発信する こ とが ハ ブ として 認知され るため の 重要

な要素 とな っ て い た と推察で きる。

　救急ハ ブは原因物質がサ リン と分か っ て か ら、

PAM 投 与 を決 めそ の 分 量 、方 法 に つ い て 細 か く

指 示 して 同 っ て い た し、内科 ハ ブ は 専門領 域で は

ない 患者 を相手 に す る医師達 に 向けて 、サ リ ン 中

毒 へ の 処 置 の 手 順 を メ モ や 口 頭 で 院内 に 発 信 して

い た。医事課 ハ ブはイ レ ギ ュ ラ
ー

な 事務手続きに

つ い て ど の よ うに 処 理 す る の か そ の 手 順を常 に 決

定 し周知 して 回 っ て い た。手 順情報を受け取 っ た

各部署で は 、こ れ らの 情報 に 対す る問 い 合わ せ や 、

意見 な どをハ ブに示す こ とに よ っ て 、双 方向の 情

報 の 流れ が成 り立ち、組織内に情報 の 循環が 生ま

れ て い た。 ハ ブ か ら出 され た手順情報の 多 くは発

信者 と所属 が実名で 示 されて い た。 こ の 出 自を明

らか に した手順情報を継続 して 発信するこ とで ハ

ブ として 組織内 に認知 され て い く鍵要因 とな っ た

と考え られ る。別 の 言い 方 をすれば 、ハ ブが様 々

な情報源か ら収集 した状況情報を 手順情報 に変換

し、組織内 に発信 し、手順情報 の 情報源 とな る こ

とに よ っ て 、ハ ブ と して機能 して い っ た も の と思

われ る。

4 ．2 機動的な情報共有と情報循環

　 ハ ブが現場 に近い とこ ろに発 生 したこ とに よ っ

て 、状況 の 変化 に 応 じ て 捉 え意思決 定 し、そ れ を

部門の 壁 を越え て情報を循環 させ るこ とに優位性

が生 じた と考 え られ る 。
ハ ブ の 持 っ 多種 多様 な情

報源か ら様 々 な情報が収集 され 、それ を基に様 々

な意思決定が な され 手 順情報 と して 作成 された。

ハ ブ か ら発 信 された手順情報は、現場に遠 い と こ

ろ に い る上位職者か ら発信 された 「命令」 で は な

く、あ くま で も自分達に 近い 現場を知 っ て い る者

か ら の 「生 の 情報 」 で あ り 、 現 場 で 対応 して い る

多く の 職員に と っ て現状に即 した受 け入 れやすい

情報で あ っ た。受け取 っ た 情報を職員が 再 び院内

に 向けて 、口 頭や放送、電話、瓦版な ど多様な情

報 ツール を通 じ て 発信 し た こ とに よ り、病 院全体

とし て み たときに情報共有が院内で 迅速に そ して

機動的 に 行われ て い た。

4 ．3 手 順 の公 式化 の 過 程 を通 じて の 態 度変容の

促進

　 ハ ブ か ら発信 された 手順情報は 現場に お い て 取

捨選 択 され て い た。っ ま り、そ の ま ま鵜呑み に さ

れ る の では な く、情報 を受 け とっ た側 が 自分たち

の 目 前 の 状況 を鑑 み て 内容 を吟味 され 採 用 され て

い た 。 発 信 され た手順情報を 「叩き台」 と して 、

自分 達 で 咀 嚼 し て 新た に改訂 する対応 を行 い 、そ

の
．．一
連 の 過程 の 後に公 式な もの として い た。

　事務系 の 職員 の 現場 で は 、あまりに多 くの 患者

の 対応を迫 られた為に 、通常の 事務シ ス テ ム で は

事務処理 が 不可能 に な っ て い た。医事課 ハ ブが手

順情報 と して 定常状態 に使 われて い るカ ル テか ら、

臨 時 に作成 した 簡易 カ ル テ へ の 切 り替 え を院内に

周 知 しよ うと手 順情報 と して アナ ウ ン ス した。 こ

れ を うけ て現場 で は こ の 示 され た手順 情報 を検討

し、自分達に と っ て も、患者 に と っ て も最適な新

しい カル テ を現 場の 裁 量で作 り、そ れ を新 しい 手

順情報 と して変更 を加 えた 。 現場 の 多 くの 職員の

や りと りに よ っ て 、手順情報 が よ り現実に即 した

もの へ と改訂 されて い た。内科 ハ ブ か らの 処置情

報の メ モ が回 っ た後で も、それを鵜呑み にす るの
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で は な く、複数 の 他 の 医師達 と意見交換 を しなが

ら最終的な処置 を行 っ て い た。

　手順情報が院内に受 け入れ られ 、公 式な も の と

な っ て い く過程 にお い て、組織内 の 他の 職員の 対

応姿勢 が変化 して い っ た と多くの 職員が 語 っ た。

非常事態宣言が出 され、各 自の 目の 前に苦 しん で

い る多 くの 患者が病院中に横た わ っ て い た 。 そ の

ような状況下で 、次 々 と手順情報 が示 され て い た 。

手順 を試 し 必 要とあれ ば修正 を加 え る とい う一連

の 作業に各職員が 自発 的に関 わ る よ うに な っ て い

た とい う。 目前で 苦 し ん で い る患者 に治療をす る

た め に、そ し て 事務処理 を正 確に 行 っ て 後 で 患 者

が不利益 を被らな い よ うに 、組織 内で 密接に コ ミ

ュ ニ ケーシ ョ ン が と られ 、疑 問 を議 論 し、確認 し

あ うとい う部門 を超 えたや りと り が発生 し、それ

が 病院 をあ げて 行 っ て い る サ リ ン 事件 へ の 積極 的

な対応 を強化す る契機 とな っ た と考え られ る。

4 ．4 ハ ブの 存在が危機対応へ 与えた影響

　 地 下鉄 サ リ ン 事件 にお ける聖路加国際病院で は 、

対応 の 渦中に ハ ブが発 生 し機能 した こ とが有機的

な対応 の た め に 有益で あ っ た と考 え られ る。刻
一

刻 と状況が変化す る中、現場に近 い と こ ろに あ っ

た ハ ブが 迅速に 「現状 に即 した 」 手順情報を発 信

した 。 手順情報は発 信者 が明 らか に され 、発信者

が現場 を知 っ て い る とい うこ とと、情報の 受け手

が発信者を知 っ て い る と い うこ とで 情報 の信頼性

が担保 され現場で 実施 され た。その 上 で 、現場で

修正 と調整 を加 え て 実行す るこ とが可 能で あ っ た 。

ハ ブか ら発信 され る様 々 な情報 は 、想定外 の テ ロ

事件 の 発 生で情報 を求め て 飢餓状態に な っ て い る

職 員達に と っ て不 可欠な情報で あ っ た。それ故に

情報が 瞬 く間に院内をロ コ ミや メ モ な ど の様 々 な

情報ツ ール を使 っ て 循環 され る仕組み が 、
ハ ブ の

情報発 信を契機 に生 まれ た等 、
ハ ブの 果 た した役

割は大 き い
。

　 薬物テ ロ の 発生な ど当時の 日本で は全 く想 定外

の 出来事で あ っ た 。 大多数 の 職員は続 々 と運 ばれ

て来 る大勢 の 患者に 、ど の よ うに手 を付 け て い け

ばい い の か分 か らなか っ た。混乱状態の 中で 、ハ

ブ が発信 し続 けた 手順情報に よ っ て 、患者達に 必

要な治療 を大 きな不平等 なく行 うこ とが可能 にな

っ た 。

　も しも 、 従来 の 危機管理研 究 の 枠組 に従 っ て、

トッ プに 多くの 意思決定権を集中 し、上意下達の

情報の 流れ を持 っ て対応 した揚合 、こ の よ うな有

機的な対応が 可能で あっ た の か とい う点に っ い て

は非常に疑問で あ る。

　こ の 件に つ い て 、救急ハ ブ の B 医師はイ ン タ ビ

ュ
ー

に際 し て 、　 「も し も聖 路加 国 際病院 が 大学病

院の よ うに 、全 て に お い て 上位職者 の 意向を気 に

しな くて は い け な い 組 織だ っ た ら こ こ ま で 自由 に

か つ 積極的に職員が対応 す る こ とは で きなか っ た

だ ろ う。ま し て や、自分 の よ うな他部門 の 若手 の

職員が PAM の 投与 を他 の 部署に指示 する こ とな

ど不 可能だ っ た に違 い な い 」 と述 べ て い る。イ ン

タ ビ ュ ・一一を した多くの 職員が 、　 「何をする べ きな

の か 、又 （自分達が）実際に行 っ た行動が どの よ

うな結果に なっ て い る の か 」 と い う情報の フ ィ
ー

ドバ ッ クを受け取 るこ とで 、よ り対応 へ の 自信感

を深 め た と語 っ た。ハ ブ が様 々 な情報を収集 し、

それ を多様 な情報 ツール を使 っ て 院内に 隈無 く循

環 させ た こ とが 、職員の 対応 へ の積極的態度に影

響 して い た と考え られ る。

5． 実践の 為の 着眼点

　ハ ブ の 存在が有機的な危機対応 に資す るの な ら

ば、意図 的に ハ ブ を作 り出すに は どの よ うな環境

要件が必 要なの だ ろ うか 。ハ ブ は集団に お い て 発

生す るこ とは所与で あ っ た 。 よ っ て 、 経営者が ハ

ブの 発生 しや すい 状況 に つ い て の 理解を持 っ て い

た な らば 、 危機に際 して よ り有機 的に対応 を出来

る可能性が 高くなる と考え られ る。ハ ブ が生まれ

機能す るた め に は三 つ の 要素が不可欠で あ る 。 情

報 を得 る 「場」 と 「情報を発信 しよ うと い う意志

を持 っ た人 間」、そ し て 「情報を受け入れ る組織」

経 営 情 報 学 会 誌

一　56 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japan Society for Management Information

NII-Electronic Library Service

Japan 　Sooiety 　for 　Management 　工nformation

高田 　朝子

である 。 言い 換 えれば、経営者は こ の 三つ の 要素

を意識 して それ ぞれが 活動 しや す い よ うに 留 意す

る必 要が ある。

5．1 情報を得る 「場 」

　
一

般に 多くの 状況情 報が あ っ た 方が 状況情報 の

手順情報 へ の 変換 が行 われや すい と考え られ る。

そ の 意味 で 、物 理 的に 情報を得 やす い 部 署 の ほ う

が 、
ハ ブ が 発 生 し やすい 環境に あ る とい える 。 院

内で 歴史 も浅 く内科な ど と比 べ て 構成人数 も少な

い 救急セ ン タ ーが ハ ブ と し て 認知 され機能 し始め

た の も 、 救急セ ン ターが 院内で 最 も外部 の 状況情

報 を入手 しや すい 場所 だっ た こ とも大きな原因 の

．．一
つ で あ ろ う。

　 しか しなが ら、状況情報を 多く得 る 「場」 の み

で は 不 十 分で あ り、そ こ で 得た状況 強要を f 順情

報に 変換 し、　 「手順情 報 を発 信 し よ うとい う意志

を持っ た 人間」 が出た ときに 、場 が単なる情報の

収集場所 か ら、情報 の 発 信場所 へ と変化する と考

え られ る。

5 ．2 手 順情報を発信しようとい う意志を持 っ た人間

　ハ ブ機 能の 本質は 手順情報 の 発 信で あ っ た。自

分達が何を今や らな くて は な らい の か を考え、手

順情報 と して 様 々 な情報伝達ツ ール を通 じ て 何回

も発信す る とい う繰 り返 し に よっ て 、組織か ら情

報源 と して認 知 され て い た 。特徴的だ っ た の は こ

れ らの 手順情報 が必 ず発信者名 とと もに発 信 され 、

責任 の 所 在が 明 らか に な り、信用性が担保 され て

い た こ とで ある。

　では 、こ の 情報を発信 しよ うとい う意志を持 っ

た 人 々 には ど の よ うな特徴が あ るの だ ろ うか．彼

等 へ の イ ン タ ビ ュ
ー

にお い て彼等の 危機 対応の 姿

勢に共 通 の 要素 を見 る こ とがで きた。
一・

っ は 「病

院全体の 視点」 を持 っ て い たこ と、もう
．一

つ は 定

常状態か らの 院内人 脈 ともい うべ き人的ネ ッ トワ

ー
クを多く持 っ て い た点で ある。

メタ視点

　イ ン タ ビ ュ
ー

に お い て 「ど うし て 、情報 を発信

し よ うか と思 っ た の か 」 との 閤 い に 、　 「病院全体

の こ とを考えて （情報 を）発信 し た 」 と の 趣 旨の

回答が 異 口 同音にみ られた。

　 内科 の C 医師は 「病 院をあ げて 事態に対応す る

こ とが 決まっ て い た の で 、そ れ な らこの 大勢の 患

者を救急 セ ン タ
ー

が L とな っ て 対応 す る の は ス タ

ッ フ数か ら考えて も無理だ ろ うと思 っ た 」 と答 え、

病院内で歴 史が浅 く、内科 と比 較 して 小規模の 陣

営で あ る救急 セ ン タ
ー

が対応 の 中心 とな る よ りも、

人数が 多い 自分 達 の 部署が 中心 とな っ た 方が 、

様 々 な面 で対 応が潤 滑 に い くだ ろ うと考えた と語

っ た，、と こ ろが 、内科 ハ ブ に い た若手 医師た ちは

特に中核 にな ろ うとい う強 い 意識 はな く、　「文献

を調 べ た り、メ モ の ワープ ロ 打ちをし た ら、病院

の 皆 に役 立 つ に 違 い な い と思 っ て い た 」 と答 え

た 。

　 医事課 の T 氏 は、地 下鉄サ リ ン事件の 2 ヶ 月 前

に発 生 した阪神淡路大震災に 医療ボ ラン テ ィ ア と

し て 出向い た経験か ら、目 前 の 事 象 で は な くて 、

病院全体を見渡せ る視 点 を持 っ た 人間の 必 要性を

痛感 し て い た。局所的 な対応 は多数の 人 間が人海

戦術で や る こ とが 可能だが、全体をみ て足 りない

と こ ろ に物 資を供給 し た り、人 を移動 し た りす る

とい う行為をやる人 が必ず必要 になると して 、自

分 が 救急セ ン タ
ー前に位置 し て 動か なか っ た 。

　 対応 を考える際に 、目前の 事象 （部分）の み に

対応す る の で は なくて 、全 体 と して の 対応 の 視点

（メ タ視点） を持 ち、病院の
一
屓 と して 自分がや

る行動が病院全体で どの よ うに機能す る の か とい

う意識 を持 っ て い た。自分が何をすれ ば 全体 の 為

にな る の か とい う鳥瞰 した視点か ら自分 の 行動 を

考え、実行す る こ とに よ っ て全体最適 な行動 をと

っ た も の と考 え られ る。

定常状態からの 人的ネッ トワーク

　メ タ視点 を持 っ こ とを可能 に し た の が 、 各 自が
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危 機対応 時に お ける 「情報 の ハ ブ」 の 有用性

定常時か ら多 くの 人 的ネ ッ トワーク を病 院内に 持

っ て い た こ とで あ っ た。彼等 と コ ミ ュ ニ ケーシ ョ

ン を と り 、 何 らか の 相 互作用 を行 うこ とが可能 で

あ っ た点が指摘で きる 。 職員同士 に普段 か ら交 流

があ り、い きな り共 同で様 々 な対応 を しなくて は

い けなくな っ た際に 、過度 な躊躇や遠慮 をする こ

とな く、相互 作用を行 うこ とが可能 で あ っ た 。

　 内科 の C 医師は 自分 の 長 い 経歴 を振 り返 っ て 、

研
二

修 医 の 時か ら引き続 い て聖 路加 国際病院で あ り、

他部署 の 人 間を含め院内の 多くの 人 と顔 見知 りで

ある こ とを強調 し た 。 同様 に D 医 師や E 医師 ら他

の 内科 医師達 もイ ン タ ビ ュ
ーに 際 し て 、普段 か ら

聖路加国際病院で は他 の 大病院で 見られ る よ うな、

部署意識や縄張 り意識が少な く、復活祭やク リス

マ ス な どキ リス ト教系病 院な らで は の 様 々 な行 事

や 、部門 を越 えた症例 研 究 会 の 開催な ど、部署や

専門科を超えて 人的交流が ある と語 っ た 。こ れ に

付 け加 え て F 医師は 聖路加国際病院の 研修医養成

シ ス テ ム と して 、新人 の 時期に救急 セ ン タ
ー

を含

め他 部署 を回 る こ とが義務づ け られ る の で、自然

と顔 見知 りが多くな る と語 っ た。救急セ ン タ
ー

の

A 医 師や B 医師は救急 医 とい う仕事 の 性質上、常

日頃、自分か ら積極的 に他 の 専門診療科の 医師や

看護師達 と様 々 な交流 を持 つ よ うに して 、ど の 医

師 が どの 疾病 を専門 と して い るの か等 の 情報を意

識 的に収集す るよ うに して い る と語 っ た 。

　T 氏 W 氏 を始め とした 医事課 の メ ン バ ー
の 全員

が入職研修 （一般で い う新入社員研修）を始め と

して 多 くの 研修 を合同 で受 け、又事務系職員 の 中

で ロ ーテ
ー

シ ョ ン が存在 し 、 普段 か ら職員同 士 が

密 接な関係 が ある と述 べ て い る 。 特 に、事件発 生

前の コ ン ピ ュ
ーターシ ス テ ム の 入れ替えで頻繁に

シ ス テ ム ダ ウ ン が 発生 し、それに 対応 し た とい う

修羅場 体験 の 共有が 余計 に 、職 員 を 強 く結び つ け

て い た と語 っ た。

　顔見知 り程度の 関係 か ら仲が よ い とい う関係 ま

で 、そ の 結び つ き の 強 さの 差 は あれ 、定 常時か ら

多く の 人 的ネ ッ トワ
ー

クを ハ ブメ ン バ ーが持 っ て

い た こ とは 、発信 された情報の 信頼性 に影響を与

えた もの と推察す る
ρ

5．3 ハ ブの活動を可能にした 「組織」

自律的に動くことで罰せられない 組織

　 ハ ブ メ ン バ ー
は手順情報 を決 め る際 に、自分 の

所属す る部署の 上位職位者の 意 向を確認 し て い な

か っ た。医事課 ハ ブ の T 氏、W 氏は、　 「（ハ ブ機

能で は な い 職務上 の ）上位職位者 に 自分達が意思

決定 し た こ とを確認 な り承認 を得 ま した か 1 との

問い に対 して 、全 く相談だ の 承認 だの は考えなか

っ た と述 べ て い る。更 に 、　 「事態 に 対応す る た め

に 必 要な仕組 み を自分達が 作 っ て い る の で 、それ

が後で 問題に な る とは 思 わ な か っ た 」 と付け足 し

た。

　内科 ハ ブや救急ハ ブ の 医 師達へ の 同様 の 質問 に

お い て は、職業柄 、緊急時 の 医療行為に っ い て 上

司の 了解 を得 る必要が な い の で 承認を とるか否か

につ い て は 考えな い と答え た。そ して 治療方針 の

発信に つ い ては 、専門外 の 他 部署の 医師や 、経験

の 少 な い 医師 に対 して 自分達 の 立場 にお い て 当然

な行為で あり、何 も上司 の 許 可 を取る必 要などな

い と答えた。

　定常状態におい て 、聖路加 国際病院の 組織は 自

律的 に メ ン バ ー
が活動 する こ とに 対 して 、組織が

罰則規 定を設 けてお らず、　 「自由」 に個 人が活 動

する こ とに足枷 を持たな か っ た。こ の こ とが ハ ブ

が 自由 に 情報発信 をす る促進剤 とな っ た と考え ら

れ る 。

　松 井副院長は 当 日の 自分 の 働きを振 り返 っ て
、

「現 場 の 職員が 実に よ くや っ て くれ た。 自分は た

だ患者 さん が 沢山 い る フ ロ ア に立 っ て
、 何 もせ ず

に職員 の働 きをみ て い た。それぞれが 自分の 出来

る 範 囲 で
・
生懸 命や っ て い る の で 、副院長 の 自分

が何かする とか え っ て邪魔に な る と思 っ た 」 と語

り、病院内が指示命令で 対応 し て い た の で は なく

現場 の 職員 が 自律的行動で 対応 し て い た こ とを強

調 し、上位職者 が司令塔 とし て 動き回る よ りも、
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現 場 の 人 間 が 動 き や す い よ うに 配 慮 して い た こ と

が 語 られ た 。 ト ッ プ は マ ス コ ミ向け の プ レ ス リ リ

ー ス な どを
一
手 に 引き受け 、対外 的な顔 とは な っ

て い た が 、実質的な対応行動は 現 場に 任せ る と い

う環境 を意識 し て 作 っ て い た、

5 ．4 ハ ブ の 内部構造 ：フ ラッ トな関係

　 ハ ブ を構成 し て い た メ ン バ ー
は必ず しも組織 内

で の ヒ位職 位者 とい う訳 で はなか っ た v む しろ 、

若 手か ら中堅 と呼ばれ る年 齢層の メ ン バ ー
が 多か

っ た。

　 「メ ン バ ー間で ト位職位者、 ド位職位者の 意識

が あっ た の か 」 との 問い に 、二 つ の ハ ブ を構成 し

て い た メ ン バ ーは
一一

様 に 否定 した。例え ば内科 ハ

ブ で は C 医師 の 職位 が他の メ ン バ ー
と比較 して 高

か っ たが 、C 医師 は他 の ハ ブ メ ン バ ー
を指 示監 督

す る と言 うよ りも
一・
緒に 図書館 の 蔵書に埋 もれ 、

検 索 を行 っ て い た。当時最 も若 手 で あ っ た D 医師

は 「様 々 なサ リン 治療の 文献やデー
タを発見す る

と職位に 関係 な く、大量の コ ピーを と り、自ら院

内 に 配 っ て ま わ っ た 、先輩後輩、上司部 下 の 意識

は 全 くなか っ た 」 と述 べ た。医事課ハ ブ の コ ア メ

ン バ ー
で あ っ た T 氏 は 「色 々 な場 面で 適任者が 出

て きて色 々 な こ とを した とい う印 象です 。
こ の よ

うな大事件は経験 した こ とが あ りませ ん が、 コ ン

ピ ュ
ー

タ
ーシ ス テ ム ダ ウン の 際 の 事務 手続 きに

個 々 人 で 蓄積 し た ノ ウハ ウが あ っ て 、熟知 し て い

る もの が場面、場面で 自分 の 出番を見 つ け て い ろ

い ろや っ て くれ ま した 」 と述 べ て い る 。 意思決 定

を ヒ位職 位者 に ゆだ ね る と い う階層 組織 的な行 動

や、決 まっ た メ ン バ ーが 固定的に 意思決 定を行 う

よ うな硬 直的 な対応 は み られず 、意識 の 上 で は ハ

プ メ ン バ ー
は全 て フ ラ ッ トな関係 で あっ た と考 え

られる。

6 ． 提言

　
一

般 に セ ク シ ョ ナ リズ ム に 走る傾 向を指摘 され

が ちの 病 院組織 にお い て 、部門間 の 壁を越え て 連

携 し、1400 余 名 の 治療 を お こ な っ た 聖 路加 国際

病院 の 対応 は 高 く評価 され る 。本研究で 考察 し て

きた よ うに、サ リ ン 事件対応時に院内に三 つ の ハ

ブが発 生 し機能 し た こ と に よ っ て 、状況 情報を提

供 した の と同時に．到幀情報 と して 具体的な対応策

を組織 内に示 し た。 こ れ に よ っ て 病院 と して の 事

件 へ の 対応が 同
一一

方向に ま とま り、結果 と し て 病

院 の 許容 範囲 を超 えた大 量 の サ リ ン 中毒患者に 対

して の 処 置 を無事に行 う こ とが出 来 た。言 い 換 え

れ ば、ハ ブが 存在する こ とで 危機対応時 の 問題 解

決に 資 した と考え られ る、本研 究の ま と め と し て

実践 へ の 提言を述 べ る。本研究は病院 とい う空間

で 発 生 し、短期間で 収束 した
一
事 例を元 に した も

の で あ り、そ こ か ら得た もの を全 て 経営 の 現場に

応用す る こ とに は限界が あ るが、危機時に どの よ

うに して 行 fU　T・順を創 製 し対応 す るの か とい う点

にお い て、
一
般 の 経営組織に応用 可能な側面も多

くある と考えて い る。

　 まず、経営者は危機の 際に 、現場にハ ブ が 発 生

するこ と、そ して それを活用す る こ とを念頭に お

い て 対応 行動 を組み 立 て る べ きと考え る 。
ハ ブ が

発生す るため に重要な三つ の 要素 とは 、　 「多 くの

情報を得る場 」 と 「情報を発信 しよ うと い う意志

を も っ た 人間 」 、 「発信 され た情報 を受 容す る組

織」 で あ っ た 。　 「情報を得 る場 」 に つ い ては、物

理的に 多 くの 状況情報を得 る こ とが可能 な環境を

つ くる こ と が 必要 で ある。イ ン タ ーネ ッ ト等 の 情

報収集 ツ
ー

ル に ア ク セ ス しやす くす る と い う物理

的な環境に留意す る と同時に 、組織成員 の 意識を

目前の 事象だ け で は な く大 きな視 野に た たせ る こ

と、つ ま り、と か く内向きに な り が ちの 社員の 情

報収集 の ア ン テ ナ を 自分達 の 部 署内 の み な らず 社

内全体 、延 い て は社外に も向け させ る こ とで あ る 。

多くの 情報を様 々 な ソー
ス か ら得 る こ とに よっ て 、

ハ ブ発 生 の 活 動の 確率が 高ま る と考え られ るか ら

で ある e

　情報収集 の ア ン テ ナ を外に 向け、自分 達の 置か

れて い る状態をメ タ視点で 眺め るとい うこ とは、
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危機対応時の 突然出来 る もの では な く 、 定常時か

ら意識 してお く こ とが不 可欠で ある。常に 自分 と

自組織を客観 的に眺め る た め には 、自分 の職場や

目前 の 事象だ けに 焦点 を絞 っ て い るの で は な く、

様 々 な視点を持 つ こ とが重要で あ る。多角的な視

点 を得 るた めに も 、 多く の 情報 を得て
、 それ を比

較検討する とい う行為が必 要に なる。社員の 多く

が多種多様な情報 の ニ ュ
ー

ス ソ
ー

ス を社 内外 に 持

て る よ うな異 業種 交流や研 修な どの 仕組 み を作 る

こ とが望ま し い 。聖路加 国際病院 の 事例 で は 、ハ

ブ とな っ た職員の 多 くは事件発生前か ら院内に顔

見知 りの ネ ッ トワ
ー

ク を多 く持 っ て い た。ネ ッ ト

ワーク作 りに職員全 員が参加す る院内行事や 、誰

で も参加 で きる症例 研 究会 な どが活 用 され て い た。

同時に ハ ブ とな っ た職員達 は積極的に院外 で 開か

れ る学会や研修会に参加 して い るメ ン バ ー
で もあ

っ た。

　 「情報を発信 し ようとい う意志 を持 っ た人間」

が活動で きる よ うに す るた め に は 、こ れ らの 人間

が 陣頭に 出て活動を しや すい 組織環境で ある こ と

が 不可 欠 とな る e ネ ッ トワ
ー

ク理 論で なされ て き

た研究に よれ ば、ハ ブ は ある種の 集団にお い て は

必ず発生す る現象で ある。よ っ て 、彼等が活動 し

やす い 環境を維持す る もし くは 作 る こ とが経営者

に と っ て 必 要な こ とで あ り、環境 を整 え る こ とで 、

ハ ブ の 発生確率 を よ り高め る こ と が 可能で あ る と

考え る。

　聖 路加 国際病院に お け る 三 っ の ハ ブ の 構成 メ ン

バ ーは、手順情報の 発信に お い て も対応行動 の
一

つ
一

つ にお い て も、階層や 部署の 縛りをなく し て

自律的 に活動 し て い た。そ し て 、全員が 自分達の

采配 と行動に つ い て 、事後 、病院か ら何 らか の 罰

則 を うけ る こ とはな い と確信して い た 。 何 らか の

懲罰的措置が な い と い う安心感が 「情報を発 信す

る j とい う行動 を誘発 させ る の で は ない だ ろ う

か 。

　危機は 定常 と違 う 「切 り離 された状態」 なの で

は な く、定常状態の 延長上 に あ る。つ ま り、危機

が発生 した か ら とい っ て 定常状態 とはま るで 違 う

対応が 出来る の では な く、定常状態に培 っ た様 々

なネ ッ トワークや、各 自の 経験 が 危機対応時に生

か され る の で ある。よ っ て 現場 の 自律的な対応 を

突然危機対応時に 求め る の は 不 可能で あ り、定常

状態 か ら権 限委譲がな され る必要が ある e

　 「発 信 され た情報を受容す る組 織」 は 、 発信 さ

れ た 情報を状況 と照合 し て 取捨選 択 ・付加 し て い

く こ とが 求 め られ る。発信 され た手順情報は 、発

信源が明 らかに な っ て い た こ と で そ の 信頼性 が担

保 され て い た 。 発信者を 知 っ て い る こ とに よ っ て 、

その 情報を受け取 っ た人は 、発信者が 現在 どこ に

い て 、何を見て 、何 を意図 し て 発信 し て い る の か 、

行間 を読む こ とが可能に な っ て い た e 組織 の 他 の

構成メ ン バ ー
を部署を超え て 知 っ て い るこ とが、

情報を受容するた め の 大きな要素 とな っ て い た。

　 こ れ らの こ とか ら も、定常時か ら部門を超 え組

織内に コ ミュ ニ ケーシ ョ ン ネ ッ トワ
ー

クが作れ る

よ うな様 々 な機会 を作る こ とが有効で あろ う。自

分の 専門の みに縛 られるの で はな く、組織内に 広

範囲 の 「顔見知 り」 を作る こ とが重 要で あ る。部

門間 ロ ーテ ーシ ョ ン を頻繁に行 い 強制 的に個人 の

知人ネ ッ トワーク を広げ させ る機会 を設 け るなど

の 経営上 の 工 夫 も必要 となる。当然の 事 なが ら、

職員が 自律的に行動 し、情報発信 をする こ と で 後

に何 らか の 咎 を受けな い とい う安心感 を定常状態

か ら与え て お く こ とが 経営者 の 役 割 と考 える 。

7， 結語

　最後に こ の 研 究の 限界 と今後に つ い て 指摘 し て

お く。事例研究 とい う性格上、定性的なデー
タが

多く、事例数 も少ない た め に成果 の
一
般化には制

約 を持 つ 。病院 とい う専門職の 多い 職場 をと りあ

げたが 、こ こ で えた 知見 を
一

般企 業 へ の 応用す る

こ とが どの 程度可能なの か とい う点に つ い て、よ

り多 くの 事例研究が必 要 と考え て い る 。 本事例 で

は 危機対応の 期間が 比 較的短 い タイ ム ス パ ン で あ

っ た が、これが長期 に わ た る危機対応の 場合、ハ
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ヅ の 発 生 と そ の 活 動が ど の よ うに 変化す る の か に

つ い て の 視点 も重要で あ る と考え る、，

　
一
般企 業に お い て は 、どの ．よ うな環境 を っ くる

とよ りハ ブの 発生 が促 進 され る の か、ハ ブ同 十 が

並列 した場合 どの よ うな 関わ りか た を持 つ の か 、

本研究で は ハ ブ が問題解決 に資 した とい う結果を

得 る こ とが で きたが 、こ れ 以外 に お い て は、どの

要素が ハ ブ の 発生 と機能を阻 害す る の か等、研究

の 余地は多 く残 されて い る。そ し て 、本論の 定常

状態に お ける人的 ネ ッ トワーク が ハ ブ の 発生 に 重

要で あ る とい う指摘は、Baker（2000）が提 示 した ソ

ー
シ ャ ル ・キ ャ ピ タ ル の 概念に関連す る と考え ら

れ る。 ソーシ ャ ル ・キ ャ ピ タ ル とは 、個 人的なネ

ッ トワー
クや ビ ジネ ス の ネ ッ トワーク か ら得 られ

る ビ ジネ ス 、ア イデ ィ ア 、協力、情報な ど様 々 な

資源 の こ とを示 す。よ り研 究をすすめ て 、 ソー シ

ャ ル ・キ ャ ピ タル か らハ ブ が生 まれ る と い う 口∫能

性 も検討する 必 要が あ る と考え て い る 。
こ れ らの

視 点 か らの 研 究 と分析 も今後行 な う予定であ る。

今後 、様 々 な角度か らハ ブ に つ い て の 研 究を進め

明 らか に し て い く 予 定 で あ る。
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注

1
各 社 の 経営企 画 室 にむ け て 調査 をお こ な っ た e

2
聖 路加国 際病院 と筆者は守秘義務契約を結び 、

　個人 の プ ライ バ シ
ー

に関わ る部分 の 閲覧は制限

　されて い る 。

3
当時 「看護婦」 とい う名称 が 公式 なも の と し て

使 われ て い た。

4 …
般的に農村部の 病院で は 有機 リン 系農薬の 誤

　飲や 自殺 目的 の 飲用 の 患者 が搬 送 され て くるケ

　ー
ス が ある の で PAM が常備 して ある場合が あ

　っ た。
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