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ワー クに学習を埋め込 む ： ワ
ー クの研究に基づ くOJT の再考 †
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　 ワ
ー

ク の エ ス ノ メ ソ ドロ ジー
研究 は ，理 論 に依拠し ない で 「リア リテ ィ の 中の 業務 」 を理解す

る こ と を め ざす．そ の 結果， 1）特定 の 文脈 に おける学習機会を ワ
ーク の 詳細と関係づ けて 明 ら

か にす る と共 に ，
2 ）そ の 機会 が 誰 に向けて ，そ の 人 の ワーク と の 関係で い か に デザイ ン され ，

実現 され て い るの か を 明 ら か に す る こ とが可 能 に なる．こ れを救急医療 の カ ン フ ァ レ ン ス と プ ロ

ジェ ク ト評価会議 の フ ィ
ール ドワ

ー
ク に 基 づ く研究事例 を通 じて 示 した ．従来 OJT と

一
括 りに さ

れ て き た こ とを，こ うし た分析 の 対象とする こ との 意義を，職場 に おけ る学習 の 再考 ，特に学習

を業務 の 効果的な遂行 と関係 づ けなが ら 実現を考え る 上 で の 示唆を提示 し た．

　キ
ー

ワ
ード ：OJT ，学習環境，企業内教 育，質的研 究，協調学習，コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン

1． は じ め に

　組織に お け る C）JT （・ n　the　j。b　training）は，多くの

組織に お い て 何 らか の 形 で 実施 され て い る教育形態の

ひ と つ で あ る．し か し OJT と
一

括 りにする こ とで ，職

場 に おけ る 教育 と学習 と い う問題 が瞹昧な ままで ， ま

た実践につ い て の 記述 もほ とん どな され て い ない とい

う指 摘 もされ て い る （加登 2008，中原 20上0）．

　著者は病院や 丁T 企業な どで フ ィ
ー

ル ド ワ
ーク を 実

施 し，エ ス ノ メ ソ ド卩 ジー
の 観 点 か らワ

ーク に焦点 を

当て た分析 を行 っ て きた．具体的に は ，組織に おけ る

人 々 の ワーク （実践の なか の 業務） が 活 動 と して い か

に 組織され て い る かを ， 既存 の 理論 に 依拠する こ とな

く理 解す る こ とに焦点を当て て きた．ワーク を進め る

状 況 に お け る 知識 や 情報 の 利 用や 共 有 と い っ た点が

人 々 に よっ て どの よ うに経験 され て い る か を分析 で 明

らか に して きた ．そ の 中に は 「学習 の 機会 」 が どの よ

うに ワ
ーク の 中 に 埋 め 込 まれ て い る の か，と い う点 と

密接に関わ る もの が含まれ る．

　本稿で は ，OJT が教育 の
一

形態 と し て どの よ うに 捉

え られ て きた の か に つ い て 概観 L ，ワ
ーク に 埋め込 ま

れ た学習を実現す るとい う観点 か ら，ワーク の 研究 を

エ ス ノ メ ソ ドロ ジー
の 観 点 か ら行 うこ と の 意味 に つ い
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て 考察す る．

2， 0JT の 再考をめ ぐる議論

　2，1．　 学習方法 と して の OJT

　 こ れ 虫で 経営学 を 中心 と して ，OJT は も っ ぱ ら教 育

の 方法 と して 捉 え られ て き た の に 対 し て 〔寺澤 2005），

学習 の 観点か ら OJT を捉え直すとい う方向が あ る．中

原
・荒木 （2006） は，日本 の 人材 育成や職業教育の 施

策 が 「失 われ た 10年 」 を通 じ て 低 ドして きて い る こ と

を踏まえ，OJT に 限 らず，人 材育成 の 方法 をあらため

て 検討す る必要 が あ る と論 じて い る，そ の 上 で 「私た

ちが 日々 仕事をす る場所で あ り，同時に，知識 や技術

や ノ ウハ ウが 生 み出 され ，獲得され ，共有 され て い る」

現場 として職場 に焦点を当て る （中原 2010 ：22）．「職

場学習論 」と い う概念は ，「個人や組織 の パ フ ォ
ー

マ ン

ス を 改善す る 目的 で 実施 され る 学習 そ の 他 の 介入 の 統

合的な方法 」 と定義 され る，様 々 な定量データ を中心

に分析 して 職場学習 の 実態 を明 ら か に し，仕事 の ため

の 学習 を効果的 に 行 うた め の 実践的示唆を得 る こ とを

めざ して い る （荒木 2006＞，

　松本 （［9．　97）は，状況論に関わ る
一

連 の 研 究を レ ビ

ュ
ーした 上 で ，それ ら の 研究が，い か に OJT に関 して

示唆 を与 えて い るの か に っ い て考察を行っ て い る．第

一
に，ス キ ル の 獲得は ，職場の作業編成 の 方法や特性

に 依存 して い る とい う点，第 二 に ，ス キル の 獲得 は，

集団で 学習する こ とに よ っ て 効果 が 高 ま る 可能性 が あ

る と い う点，第三 に ，
「課題 の 具体性 1 は，学習者がす

で に もっ て い る知識 を活用 させ る形 となれ ばよ り効果
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が 高まる 可能性 が あるとい う点，第四 に，実踐を通 じ

て 学ぶ こ とで 実践 の 共同体 がある こ とを知 ると共 に，

熟練する に 従 っ て 共 同体 へ の 「成 員性 」 が 増 大 して い

く と い う点 で ある．こ れ らの 点 を踏 まえて ， QJT を学

習と し て捉え る上 で 状況論 が 有効 な示唆 を 与え る と結

論づ け て い る．

3． 埋め 込まれ た学習機会 と して の OJT

　3．1． 埋め込まれた学習と して の OJT 研究

　人 々 の 相 互 行為がな され る 状況 に 埋 め 込まれた現象

と し て 学 習 を 捉 え る 状況 論 の 考 え 方 （iA＞巳 and

WENGER 　199ユ，　 SUCHMAN ⊥987） を受け て ，学習環境の

デ ザ イ ン を行 う研究 （力［1藤 ・有元 2001＞や，ア クタ
ー

ネ ッ トワ
ーク理論 によ っ て 実践 に お け る学習の し くみ

を 可視化 する研究 が な され て い る （上 野 ・ソーヤ ー

2006）．

　OJT と 関連づ けて行われ た研究 と して 松本 （2003）
は ，経営組織で の 技能 の 形成にお い て，どの ような メ

カ ニ ズ ム が 存在 して い る の か とい う課題 の トに ， 生協

の 協同購入販売員，鋳鉄製造の 工 員，フ ァ ッ シ ョ ン デ

ザイナ
ー

等 の 職場 で フ ィ
ール ドワーク を行 っ て い る，

そ の 結果，0 ．ITを中心 と した 技能 の 獲 得 の プ ロ セ ス を

明 らか に し，状況論 と の 関係 を明 らか に しっ っ ，タ ス

ク と技能 の そ れ ぞれ の 特性 が ，技能形成に どの よ うな

影響 を与え る の か を 明 らか に し て い る．

　伊藤 （2009）は ，中原 らの 職揚 学習論を受 け ，
「現場

で の 学び 」 をい か に効果的にデザイ ン するか が重要 で

ある と した．そ れ は 「学習と仕事 の 境界線を超 えた人

材
．
育成 の 場 ゴ の デザ イ ン に他 な ら な い と し

，
20年所属

して い た企業 で 自身 がデザ イ ン した 営業組織 を対象に

フ ィ
ー

ル ドワ
ーカー

と して 調査 を行 っ た ．成員 が 必 要

に 応 じて チーム 内，そ の 上 の ユ ニ ッ ト内 で 協働 し て 顧

客の ニ ーズ に応え て い る こ とがイ ン タ ビ ュ
ー

か ら確認

され ， 業績向上 も確認 された．従来は個 々 人が単独 で

動 い て い たが，ユ ニ ッ トの
一．・

員 と して 働 くこ と自体が

学習課題 と な り，協働的実践 が促 された と考察する．

　3，2．　 ワーク の エ ス ノ メ ソ ドロ ジ
ー

研究

　職場 に 学習の 機会 を埋 め 込 む こ と を確実にす る こ と

を考 え る の で あれ ば，まず必 要な の はそ こ でな され て

い る業務に関す る 理解で あ ろ う．そ れ も，「実践 の 中の

業務」で ある 「ワ
ー

ク」 を理解する こ とが重要に なる．

エ ス ノ メ ソ ドロ ジー
研 究者は まさに 人 々 の

「ワ ー
ク」

を理解す る こ とに関心 を持 っ て お り，「ワーク と ワー

ク プ レイ ス 研 究」 と呼ばれる領域 で ，しば しば シ ス テ

ム の デザ イ ン と い う文脈 で 研究を展 開して い る．シ ス

テ ム を 埋 め 込 む 先 の ワ
ー

ク の 把握や ， シ ス テ ム の デザ

190

イ ン と い う ワ ーク が 一ヒな研 究 対 象 とな っ て い る

（SZYMANSK ［and 　WUALE 丶 2e11，　BuTTON 　and 　SHARROCK

2009，LuFF　o オ認 2000）．研究 で は 「ワ
ーク 」 が 実際に

い か に複数の メ ン バ ー
問 で どの よ うな知識や情報，ツ

ー
ル を用 い て 脇調作業 と して なされ る の か を，分業 し

て い て視点 が 異な る各メ ン バ ー
の 視点 か ら詳細 に 把握

す る こ とが め ざされ ，そ の際に は フ ィ
ー

ル ドワー
クの

手法が用 い られ る．理 論に依拠 し ない で ワ
ーク の 実践

を理 解す る こ と を め ざすた め ，学習 を含め ，特定 の 現

象 をあ らか じ め決め て焦点を当て る こ とを しな い とい

う点が，す で に レ ビ ュ
ーした フ ィ

ー
ル ド ワ

ー
ク研 究 と

異な る．

　あらか じめ特定 の現象 〔例えば学習等）に 焦点 を定

め な い で ，まずはそ こ で 行 われ て い る ワ
ーク 自体を広

く理解す る こ とか ら始 め る こ と の 利点 は ，様 々 な 現象

が ワ
ー

クに固有 の 形 で 組織 され て い る様子 が 具体的に

明らか になる こ とで ある．結果的 に学習 の 機会が ど の

よ うに ワ
ーク の なか に 埋 め込 まれ て い る か を 見 い だ す

こ と もあ れば，幹部 も部下 も学習の 機会 と した い と願

い なが らも，そ れ が で きな い ままに繰 り返 され て い る

こ とを見 い だす こ と もあ る．つ ま り，ワ
ー

ク の 研 究 か

らは 次 の よ うな こ とが わ か る，

（1） ワ
ー

クの 詳細 と学習の 機会が ど の よ うに関係 づ け

　　 られて い るか

  学習 の 機会 が誰に 向け て，そ の 人の ワ ー
ク との 関

　　係 で どの よ うに デザイ ン され て い る の か

　以
．．
ドで は ，ワ

ーク の エ ス ノ メ ソ ドロ ジー研究 の 事例

か ら，こ れ ら の 点 を明 らか にする．

4，　 ワーク に 埋 め 込 ま れ た OJT

　4．1． 救急 カ ン フ ァ レ ン ス に おける ワ
ー

ク の 研究

　著者 らは 大学病院の 第二 次救急医療セ ン タ
ー

にお い

て ，3 年間ほ ど断続的 に フ ィ
ー

ル ドワーク を行 っ た ，

搬送 され た患者を医師や看護 師 らが 受 け入 れ て 治療す

る場面や，毎朝実施 され て い たカ ン フ ァ レ ン ス も含め

て観察やイ ン タ ビ ュ
ー

を行 い ，録音 ・録画もし た．朝

の カ ン フ ァ レ ン ス は ，前 日か ら翌朝まで に 受 け 入 れ た

患者 お よ び 既 に 受け人れ て い た 患者 に 対 して 行わ れ た

治療全般に っ い て ，セ ン ター
長 の 医師が報告 を受 け る

場 で ある，そ の カ ン フ ァ レ ン ス に フ ィ
ー

ル ドワ
ーカー

と して 参加 し，デー
タ を詳 細 に 分析 す る と，「ケ

ー
ス 報

告 」 だけ で な く様 々 な活 動 が 多層的に な され るとい う

こ とが明 らか に な っ た （IKEYA　and 　OKADA 　2007，池谷

ほ か 2004）．

　具体的 に は ，ケ
ー．一

ス が報告され，セ ン ター
長 の 医師

が 情報を記入 した時点 で ，そ の 患者は 正 式に そ の 病棟
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に受け入れ られ た こ とに な る，セ ン タ
ー

長 は治療 の 詳

細に つ い て報告を受け ， 他 の 検査方法や 治療方法にっ

い て 提案を した り，別 の 診 断名 の 可能性 を指摘 し た り

して ，治療の 質の コ ン トロ ール も行 う．さらに
， 緊急

性が減 じ た患者 に つ い て は ， 他 の 病棟や 転院先 の 検討

を して い るか を確認す る こ とで，ベ ッ ド数 が 限 られ て

い る救急 の ベ ッ ドコ ン トロ
ー

ル も して い る，

　また ， 各ケ
ー

ス の 報告 を，治療現場 で は 周 辺 的 に 参

加 して い る新人医師に させ る こ とで ，新人医師が複数

の 点 で 自ら学 ぶ 機 会に な っ て い る とい うこ とが明 らか

に な っ た．治療現場 で は，新人医師は もっ ぱ ら上級 医

師か ら指示 を受け て動 い て い た．報告 の ための 準備 で

は ，治療 の 場面 で 医師 と 看護師らが どん なデ
ー

タ に 基

づ い て 何 を判断 した こ とで ，ど の 処 置が な された の か

につ い て ，後 か ら あ らた め て把握 して い る の が観察 さ

れ た ．実 際の 報告 場 面 で は ，他 の 医 師 が 理解で きる よ

うに
一

人 の 患者の 容態 と治療内容 を 「ケ
ー

ス 」 と して

語 る こ と は どうい うこ とな の かを，セ ン タ
ー

長 が ケ
ー

ス の 報告を新人 医 師 と共 に 作 り上 げな が ら 示す こ とも，

カ ン フ ァ レ ン ス で し ば し ばあ っ た．

　同時に ，報告内容をセ ン タ
ー

長 が理解 す るこ とは 重

要 で あ る．内容 を 基 に 治療 の あ り 方が 適切 か ど うか を

判断し なけれ ばならな い し，容態 に よ っ て は セ ン ター

か らの 転床や転院 を検討 しなけれ ばな らな い か らで あ

る ．さらに，カ ン フ ァ レ ン ス 後に 回 診 をす る ために も，

事前 に 個 々 の 患 者に 関す る情報を把握 し て お くこ と は

重要 で あ り，そ の 意味 で新人医師 に よる報告は，まさ

に 業務の な か に 埋 め 込 まれ て い る と言 える．

　 こ の 分析結果 を学習の 機会 の デザイ ン と い う観点 か

ら考察す る と，以下 の 二 点が導かれ る．一・
つ は ，カ ン

フ ァ レ ン ス は，そ れ 自体 業務 で あ り，そ の なか で は報

告 の み な らず，患者受け入れ の 承認行 為，治療 の 質 の

コ ン トロ
ー

ル
，

ベ ッ ドコ ン トロ ー
ル も同時 に な され ，

そ れ に 結び つ い た 形 で 新入 の 報告準備 と報告そ の もの

を通 じ た学習 の 機会が デザ イ ン され て い る 点 で あ る．

っ ま り，
ワ
ー

クの 研究 を通 じ て，学習の 機会 をそ の 易

で の ワ
ーク と関係 づ け て 理解で き る よ うになるとい う

点で ある．

　 も う
一つ は，学習 の 機会 とい うも の が ，新 人 の 医 師

に の み提供され て い る とい うわけ で はな い と い うこ と

で あ る ． トッ プ の 医師 は ，様 々 な質間を しなが ら，チ

ー
ム に よ っ て す で に な され た 治療を 精査 し，必要が あ

れば別 の 可能性 を指摘 し た り，新た な検査を指 示 し た

りす る．それ を通 じて，チ ーム の 医師らもまた学習 で

き る機会 とな っ て い る こ とが 指摘 で き る，
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　4．2．　 プ ロ ジ ェ ク ト評価会議に お け る ワ
ー

ク の 研究

　ワーク の 研究を進 め る な か で は ，埋 め 込 まれ た学習

の 機会を見い だすば か りで は ない ．そ の 場面 に 参与す

る 成員 が 潜在的 に 学習の 機会 で あ る と見 な して い て も，

メ ン バ ーが 互 い に そ の 機会を見い だす こ とが な い まま

に 進 め られ て い る こ とが分析 で 明 らかになる場 合 が あ

る．以 下 で は ，あ る IT 企 業 で の フ ィ
ー

ル ドワ
ーク に 基

づ い て 分析 の 対 象 と した プ ロ ジ ェ ク ト評価会議 に っ い

て 述べ る （VtNKHUYZEN 　 and 　IKEyA　2011）．こ の 会議 は ，

プ ロ ジ ェ ク トマ ネジ ャ
ーが進行中 の プ ロ ジ ェ ク トにつ

い て 報告 を行 い ，問題 を 共有 し，そ れ を受 けて 管理職

がプ ロ ジ ェ ク トの 進行状況お よ び リス ク を評価する こ

とを 目的 とし て 行 わ れ る会議で あ る．

　フ ィ
ー

ル ドワ
ーカーと し て 会議 に 同 席 し，会話デー

タやイ ン タ ビュ
ーの 分析で 明 らか に な っ た こ とは，以

ドの 点で あ る．管理職 は 「プ ロ ジ ェ ク トの 状況 が 本 当

に は ど うな っ て い る の か 」，っ ま りプ ロ ジ ェ タ トマ ネジ

ャ
ー

の 報告 以 上 の こ とにつ い て 理解 し よ うと，報告を

厳 し く精査す る．他 方で，報告する側は ，何か を問題

と し て 提示す る に は，対策案も提 示 する とい う前提 が

あ る と理 解 して い るた め，対策案を出せ な い 問題に つ

い て は ，会議 で 提示 し ない ま ま に 報告を行 っ て い た，

　プ ロ ジ ェ ク トに っ い て
一

番よ く知 っ て い る の は プ ロ

ジ ェ ク トマ ネジ ャ
ーと して の 自分だ ，

と い う自負 を持

つ
一

方で ，助言を得た い とい う気持 ちが プ ロ ジ ェ ク ト

マ ネ ジ ャ
ー

との イ ン タ ビ ュ
ーで は示 された．しか し報

告内容を精査 され るば か りで リス ク に 対 処 す る た め の

助言な どを得る こ とが 難 しい と い う認識で あ っ た．他

方幹部側 は，リス ク を把握する た め の情報共有が容易

に で きな い た め，報告 を精査する こ とに 懸命 に な っ て

しまい
， 部下 の 教育の 機会 と した い の に そ れ が で きな

い と考え て い た．っ ま り，双方 とも会議 に 対 し て 不満

足 で ，参加 者も学習機会が失われ て い る と認識 して い

た．

　 し か し こ の 失われた学習機会 とい う現象は，プ ロ ジ

ェ ク トマ ネ ジャ
ー

に とっ て の 学習 と い う問題 に とどま

る もの で は な い こ とが ，ワ
ーク の 分析 を 通 じて 明 らか

とな っ た．っ まり，プ ロ ジ ェ ク トマ ネジ ャ
ーが報告す

る 際 に ，解決策 が なくて も，問題 を共有で き る ように

す る こ とは，プ ロ ジ ェ ク トマ ネ ジ ャ
ーの 学習機会を提

示す るだけで なく，問題を解決す る 糸 口 を見 出す 可能

性を高め る こ と に もな る，こ れ は管理職 に とっ て も，

リス ク を 早 く か ら認 識 し，そ れ に 対処 で きるよ うにな

る．また，
一

緒に会議に参加 し て い る プ ロ ジ ェ ク トメ

ン バ ー
や ，営業職など に と っ て も学習の 機会 とな り得

るで あろ う し，管 理 職 に と っ て も，自分 で は 経験 し た
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こ との な い 新たな閙題 に 出会い ，プ ロ ジ ェ ク トマ ネ ジ

ャ
ーと の や り と りを通 じて学ぶ こ と もあ り得 る．こ の

よ うに会議 の 参加者 が 経験 して い た 「失わ れ た学習機

会」 を ワ ーク と 関係づ けた 中で 見 る と，複数 の 参加者

の 学習機会 が 各 自 の ワーク を 効果的 に 行 うこ とと密接

に関わ る こ と が 明 ら か に な っ た ．上 記 の 分析 を踏まえ

て 会議進行 の 方法を著者らはデザイ ン し，実際 に 試行

した （VINKHuYzEN　ancl ［KEYA 　2011）．

　　　　　　　 5． お　わ　り　に

　 ワ
ー

ク の エ ス ノ メ ソ ドロ ジー
研 究 は，理論 に依拠 し

な い で 「実践 の なか の 業務」を理解する こ と をめ ざす．

そ の 結果，特定 の 文脈 におけ る 学習機会を ワ
ーク の 詳

細 と関係づ けて 明 らか に す る だ けで な く，そ の 機 会が

誰に 向け て，そ の 人 の ワ
ー

ク との 関係 で どの よ うにデ

ザ イ ン され て い る の か を明 らか にす る こ とが 可 能な こ

とを二 つ の 分析事例を通 じ て 示 し た．従来 OJT と　
一
括

りに され て きた こ と を，こ うした分析 の 対象 とす る こ

とは ， 職場で の 学習を再考し，学習 と業務 の 効 果的な

遂行 とを関係 づ け て 実現す る
一
助に な る と考え られ る．
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