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イ ノ ベ
ー

シ ョ ン の普及

エ ベ レ ッ ト・ロ ジ ャ
ーズ 著　 三 藤利雄訳　翔泳社 2007年刊

市川　新 （流通 経済 大学 ）

1，　 は じ め に

　私 は．最 近，エ ベ レ ッ ト ・ロ ジ ャ ーズ 氏 （1931−2004）

が逝 去 され て い た こ と を知 っ た，そ こ で ，社 会 科学系 の 大

著の
一

つ と して 知 られ て い る ロ ジ ャ
ーズ著 『イ ノ ベ ーシ ョ

ン の 普 及』 を 精読す る こ と に し た，1983 年秋，南 カ リ

フ ォ ル ニ ア 大学安全 シ ス テ ム 管理大学院緊急意思決定 シ ス

テ ム 研 究施設 に 所 属 して い た 際 旧知 の コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ

ン 大学院 ウ ィ リ ア ム ・ダ ッ トン 准教 授 （現 在，オ ッ ク ス

フ t 一ド大学 イ ン ター
ネ ッ ト研究所長）か らゼ ミ の ゲ ス ト

として 招か れ た．意 思 決 定時 の 情 報行 動 に 関す る研究 に役

立 つ で あ ろ う と の こ とで あ っ た ，こ の ゼ ミ に は ス タ ン

フ t 一ド大 学ロ ジ ャ
ーズ 教 授 も参加 して い た，ロ ジ ャ

ーズ

教授が 「シ リ コ ン バ レー居 住者 に お け るパ ソ コ ン の 普 及

過程」 を話題に 取り上 げた こ とを思 い 出す，

　本 稿 の 目的 は，ロ ジ ャ
ーズ教授 の 危惧 を ゲー

ミ ン グ の 研

究者 や 実践 者 に伝えた い こ とに あ る．本 書 の 「ま え が き」

に 次の よ うに 書かれて い る．

　第 5 版の 本書で は なお
一

層批判的立場 で ある．第 1版

刊 行以 来 40年 以 上 経過 し，普及研究 は 成長 を遂げ，広

く認知 され 賞賛 され て きた．そ の
一

方で ，建 設 的 と破 壊

的 な批 判 を浴び て きた．その 原因は，多くの 研究者 に よ

る 研 究分 野 の 範囲 や 調 査方法 を 定義 す る 方法が型 に は ま

り，視野の 狭い 研究方法に ある．共通の テ
ー

マ を研 究 す

る た め の 知 的 なパ ラ ダ イ ム 周 辺 に 形作 ら れ る 研 究者 間

ネッ トワ
ー

クに 依存 し始め る と，研 究 者は不必 要 な まで

に 調査研究 を限 定 し，そ の 中 で イ ノ ベ ー
シ ョ ン 普 及 過程

を研 究 す る よ うに な る．こ の よ うな接 近 方法 の 標準化 は

研 究の 知的 進歩 を限 定 す る．（p．vi か ら要 約 〉

　私 は，1973年 に，東 京 大 学 教 授 関 寛 治 氏 （1927−1997）・

上 智 大 学教 授武者小 路公 秀氏 （元 国連大学 副学 長 な ど ） ら

の 国 際 関 係 ゲ
ー

ミ ン グ に 遭 遇 した．こ れ が 縁 で ，1989年

に は，日 本 シ ミ ュ レーシ ョ ン ＆ ゲーミ ン グ学 会 発起 人 に加

え て い た だ い た．振 り返 れ ば，こ の 研究領域 を 40 年近 く

観察 して きた こ と に なる．本書 を精 読 しな が ら，ロ ジ ャ
ー

ズ 教授の 危惧 は ，私 た ち は 気づ い て い な い が，こ の 分野 に

も当 て は まる の で は な い か と考え始 め た．

2． イ ノ ベ
ー

シ ョ ン の 定義

　 イ ノ ベ ーシ ョ ン と は，個 人 あ る い は何 らか の チ
ー

ム に

よっ て ，新 しい と知覚 さ れ た 着想 （翻 訳 で は ア イ デ ァ，原

著で は idea，本 稿 で は 着想 に 統
一

す る ），習慣，あ る い は

対象物で あ る．イ ノ ベ ー
シ ョ ン は 個体や 組織 に 対 して 新 た

な代 替 案 あ るい は問 題 解 決 の た め の 方 法 を提 示 す る．し

か し，新 た な着想 な ど が そ れ まで よ り も優 れ てい るか ど う

か とい う確率 は ，初期 の 段階 で 確実 に 知 ら れ る こ と は な

い ．イ ノ ベ ー
シ ョ ン が 生 み 出 す不確実性 に 対処す る た め，

個 人 は そ れ に 関 す る 情報 を求 め る べ く動機づ け ら れ る．

（P、viii）

　 イ ノ ベ ー
シ ョ ン の こ の 定義 は，未来 との 対話の 場で ある

ゲーミン グ シ ミ ュ レーシ ョ ン に等価変換で き る，

　普及 研究の 対象 は 技術的 イ ノ ベ ーシ ョ ン で あ る．技術 と

は，こ うあっ て ほ しい と思う成果の 達成 に 関 わ る 因果関係

に複雑性 が 内在す る と き に こ れ を減 じる手段 的 な活 動 の た

め の 綿密な計画で あ る．技術が すべ て 情報で 成 りた つ ，政

治 思 想，宗教 的 観念 ある い は政 策 な ど は，観察可能性が

低 く，普及 速度 は遅 い とい う，技術 は不 確実 性 を減 少 させ

る 方法で あり，因果関係を示す情報 に よ っ て可 能 に なる と

い う，　（PP ，17−19）

3． イ ノ ベ ーシ ョ ン採用者の カ テ ゴ リー

　著 者 は，イ ノ ベ ー
シ ョ ン の 時 間的 採 用 率 の 変化 に 基 づ

き、革新性 と採用者 カ テ ゴ リ
ー

を提案 して い る．

　革新 性 と は，社 会 シ ス テ ム に 属す る 他 の 成員 と比 べ て ，

新 しい 着想を相対 的 に早 期 に 採 用 す る 度 合 い を い う （p ．

214），革新性 は，認識や 態度の 変化 だ けで な く，明 白な行

動 の 変 化 を示 す指 標 とす る．多種多様 な （本書 に は 多数の

研 究 事例 が 紹 介 され て い る） イ ノ ベ ー
シ ョ ン に お い て ，時

間軸 に 沿 っ て，採用 者数を累 積 して い くと，傾 斜 度 合 い は

事 例 ご と に 異 な る が．全 体 と して は S 字 型 曲線 を示す と

い う．頻 度 を基 準 にす れ ば，正 規 分 布 を示 す こ と に な る．

　著 者 は，イ ノ ベ ー
タ の 分類モ デ ル と し て 正 規分 布が 援用

で きる と して い る．そ して ，図 1 に 示 す よ うに，5 分類 を

提案 し て い る （pp．220
−235）．

  イ ノ ベ ータ （lnnovators）

　革新 性 を最 も もつ 2．5％ を イ ノ ベ ー
タ と い う，イ ノ ベ ー

タで あ る ため に は，前提条件が あ る と い う．

　まず複雑な技術的知識 を理 解 し活用 す る能 力 が 必 要 で あ

る．イ ノ ベ ー
シ ョ ン を初め て 採用す る こ と に な る の で ，高

度 な不確実 性 に対 処 で き る能力が なけれ ば なら ない ．一
方

で ，イ ノ ベ ー
シ ョ ン が うま くい か ない と きの 挫折 を受け入

れ る覚悟が い る．イ ノ ベ ー
タ は，自己の 社会 シス テ ム の 境

域外か ら イ ノベ ーシ ョ ン を採用 とす る．こ の よ うな性格を

もつ た め，所属す る社会で は，尊敬の 対象 と な ら ない 可 能

性が あ る．
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図 1 革新性 に 基づ い た採用者 カ テ ゴ リ
ー

（p．229）

  初期採用 者 （Early　Adopters）

　革新性 で ，イ ノ ベ ー
タ に 続 く 13．5％ を初期採 用 者 と い

う，自 己 の 社 会 シ ス テ ム 内に お け る存在 を認 め られ て い る

可 能性 が 高 い ．多 くの 人 々 は ，イ ノ ベ ー
シ ョ ン に つ い て の

情報 を初期採用者 か ら入手 し よ うとする ．革新 性 は そ れ ほ

ど先進 的 な い た め，杜 会 シ ス テ ム に お け る 多 くの 人 た ち の

役 割 モ デ ル を演 じる こ と に な る．そ れ ゆ えに 尊敬 の 対象に

な る とい う．

  初 期 多数 派 （Early　Majority）

　 初 期 採 用 者 に 続 く 34％ を初期多数派 とい う．全 体 の 3

分の 1 を 占め る．初 期 多数派 は，イ ノ ベ ー
シ ョ ン 普 及 過程

で の つ な ぎ役 と い う重 要 な役割 を果 た す，社会シ ス テ ム の

対人 ネ ッ トワ ーク に お ける 相互 連絡役 を演 じて い る 、先行

す る こ と は な く，慎重 な意思 を も っ て イ ノ ベ ーシ ョ ン を採

用 す る，

  後期多数派 （Late　MajQrity）

　後期多数派 は，社会 シ ス テ ム の 成 員 の 半数が 採用 した後

に，イ ノ ベ ーシ ョ ン を採 用 す る，初期多数派 と同 じ よ う

に，全体 の 3 分の 1 を 占め る．後期多数派が イ ノ ベ ーシ ョ

ン の 採用 を納 得す る こ ろ に は，社会 シ ス テ ム の 規範 は 間違

い な く好意的 に なっ て い る．つ ぎに 定義 され る ラ カ
ードを

含め て，後期 の 採用者 に は，余剰資源 が少 な い の で，イ ノ

ベ ーシ ョ ン を採用 して も安全 で ある と感 じる 前 に，そ れ に

対す る不確実性の 大部分 を取 り除い て い る必 要が ある とい

う．

  ラ ガード （Laggards）

　最後 に イ ノ ベ ー
シ ョ ン を採用する の が ラ ガードで あ る．

多 くは，社 会 シ ス テ ム 内の ネ ッ トワ
ーク に お い て孤立 して

い る．参照 時点 は過去 で あり，意思決定 は遡 っ た観点か ら

なされ る，こ れ ら は，ラ ガードの 立 場 か らす る と，資源 が

限 られ て い る こ とか ら合 理 的 で あ る．ラ ガ
ー

ドに と っ て

は，採用以前 に確実性が な けれ ば な らな い とい う．

　 こ の よ うに分類 され る 特質に つ い て ，社会経済的特質，

人 格，コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 行動 を 取 り上 げ て い る （pp ．

239−245），

　 そ の 中 で．意外 な こ とに，年齢 に 関 して は．初 期 の 採 用

者 と後期 の 採用者 の 間に 相違は 認め られ な い 立場 を 表わ し

て い る．さ らに 意外 な こ とは，初 期 の 採 用 者 が後期 の 採 用

者 よ りも大 きな構成単位 に所属 して い る こ とで ある ，た と

え ば，小規模大学 よ りも大規模大学 に 所属 して い る初期 の

採 用 者 が相 対 的 に多い ．イノ ベ ータで あ る た め の 重要 な特

質 と して ，他 の 人の 役割に 自らを投影する 能力 が認 め られ

る ．さらに ，初期 の 採用者の 方が，抽象的概念に 対処する

能力 が 高 い ，後 期 の 採 用 者 は，仲 間 が イ ノ ベ ー
シ ョ ン を採

用 して い る状況を観察 で きる の で ，抽象的概念 に 対処する

能力 を そ れ ほ ど必 要 と しな い ．初 期 の 採 用 者 の 方 が 社 会

シ ス テ ム の 中 で 対 人 ネ ッ トワ
ー

ク を介 して 高度に連結 して

い る とい う，

　初 期 の 採 用 者 と後期 の 採 用 者 との 問 に は，こ の よ うに，

社 会 経 済 的 地位 ，人格 ，コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン行動 に お い て

差異が あ る．5 つ の 採用 者分類 ご と に 異 な っ た コ ミ ュ ニ

ケ
ー

シ ョ ン チ ャ ン ネ ル あ る い は メ ッ セ
ージ を使 用 す る戦 略

が 必 要 に な る こ と を例 示 して い る （p．251）．

4， イ ノ ベ ーシ ョ ン採用 の 決定過程

　著者 は，「人 は もの ご と を行 っ て か ら は じ め て 学 ぶ ．な

ぜ な ら知 っ て い る と思 っ て い て も，試 して み る ま で は確 信

を もつ こ と は な い か らで あ る，」 と い う名言 を 紹 介 して い

る （p．83）．

　 イ ノ ベ ー
シ ョ ン の 採用 とは，す で に 述 べ たが，本質的に

不 確 実 性 と 向き合 うこ とで あ る．そ の
一

連の 過程 と して ，

5段階 モ デ ル を紹介 して い る （pp，86
−118）．

  知識段階

　 イ ノ ベ ー
シ ョ ン 決定過程 は，個人 が イ ノ ベ ーシ ョ ン の 機

能を理 解す る こ とか ら始まる．

　第
一

の 知識 は，「そ の イ ノ ベ ー
シ ョ ン は何 か 」 とい う気

づ きの 知識 で あ る．気づ きの 知識 は，個 人 に対 して，第二

お よ び第三 の 知識を探 し求 め る よ うに 促す．

　第二 の 知識 は，「その イ ノ ベ ーシ ョ ン が どの よ うに 動作

す る の か」 とい う，そ れ を活用 す る た め に必 要 な知識で あ

る．イ ノベ ー
シ ョ ン の 試行や 採用 の 前 に，

’圏
卜分な第二 の 知

識 が 得 られ な い と き は，採 用 の 拒 否 や 中 断 を 起 こ しや す

い ．

　第 三 の 知識 は，「その イ ノ ベ ー
シ ョ ン は なぜ 動 作 す る の

か」 とい う，機 能 的原 理 に 関す る知識 で ある．原 理 的な知

識がなくて も，イノ ベ ー
シ ョ ン を採用 で きるが，誤用 す る

可 能 性が 高 くな る．

  説得段階

　 こ こ で ，説得 とは．受け手 を誘導す る こ とで は な く，個
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人 の 態度形成 や変化を意味す る．知識 段 階 は認 知問 題 で あ

り，説得段階は感情問題 で ある．

　 イ ノ ベ ーシ ョ ン に対 して 好意 的 な い し非好意的態度 を形

成する と きに は ，そ れ を試 み る前 に，現 在あるい は将 来 の

状 況 に 着想 を当て は め て み る．擬似的な試行 は，仮説的な

い し反事実的に 考える 能力を必 要 とす る．

  決定段階

　 決 定 とは，イ ノ ベ ーシ ョ ン の 採否 を選択す る 活動 で あ

る．そ の 結果 は，採 用 か拒 絶 に な る，イ ノベ ーシ ョ ン の 採

用時の 不確実性 に対処する に は ，基本的に，試 してみ る こ

とで あ る．分 割 して 試 行 が可 能な イ ノベ ー
シ ョ ン は相対的

に早 く採 用 され る．自分 で試行せ ず，他 の 人 に よ る試 行 も

含 まれ る、

　な お，知識段 階 ・説得 段 階 ・決 定 段 階 と進 行 す る決 定過

程 は，文化に 依存す る ．つ まり，個人主義的文化圏 （著者

の 米国 文化 圏）と集 合 的 文化圏 （日本 な ど） に よ っ て 異 な

る こ とが 指摘 され て い る．

  導入段階

　導入段 階 とは，個 人 が イ ノ ベ ー
シ ョ ン を使用 に 供す る 段

階で ある ．こ の 段階で は ，情報処理 か ら行 動 へ の 質 的転 換

が と もな う．イ ノ ベ ー
シ ョ ン は 最 終 的 に は 制 度 化 さ れ，採

用者の 日常業務 の
一

部に な る．そ して ，着想 の 独 自性が 失

わ れ ，導入段 階 が 終 了す る ，

　 イ ノ ベ ー
シ ョ ン は，導 入段 階 に お い て ，利用者 に よ っ て

変更 あ る い は 修 正 され る こ と が あ る，人 か ら入 へ 普 及 す る

過 程 で 変化 し，進化する ．こ れ を再 発 明 と呼 ん で い る （原

著 で は，Re−lnvention．意 味 的 に は 再帰的着想 の あた りの

方が 適訳 に 思 える ）．

　 著 者 に よれ ば，従来，普及研 究者 の 間 で は ，採用 者 は イ

ノ ベ ーシ ョ ン を受動 的 に 受 け 入 れ る の で あ っ て ，主 体 的 に

修正 す る とは 認識 さ れ て い な か っ た ．現 在 で は，イ ノベ ー

シ ョ ン は，普 及 す る 過 程 で 変化す る もの で あ る，とい う認

識に 基づ い て 研 究が 進め られ て い る と い う．再 発 明 と い う

概 念 を導入 する こ とに よっ て ，た とえ ば，次の よ うな新 た

な 仮説 が 設 定 され て い る．

　 再 発 明の 度合が 高 まる とイ ノ ベ ー
シ ョ ン の 採用 速度 が早

くな る，あ るい は，イ ノ ベ ー
シ ョ ン の 持続可能性 の 度合 い

を高まる な ど で あ る，

  確認段階

　確 認 段 階 で は ，す で に 行 っ た イ ノ ベ ー
シ ョ ン 決定 を 強化

する 情報 を探 し求め る．一
方，誤使 用 した結 果，中 断が 起

こ る こ と が あ る．後期 の 採用者は，初期 の 採用者 よ りもイ

ノ ベ ー
シ ョ ン の 中 断が 起 こ りや す い とい う，

　 こ の よ うな陵 階 が 認 識 され る よ うに な っ た の は，異 な る

段階 ご とに，異なる コ ミュ ニ ケーシ ョ ン チ ャ ン ネル と情報

源 か ら イ ノ ベ ー
シ ョ ン の 情報 を 得て い た こ とが調 査研 究 に

よ り明 らか に され た た め とい う （p．121）．初期の 採用者が

イ ノ ベ ー
シ ョ ン を採用する 際に，対 人 的接触 は そ れ ほ ど必

要 で な い と見 られ て い る，それ に 対 して ，変化を好まな い

後期 の 採用者 に は ，対 人 的ネ ッ トワ
ーク か らの 後押 しが 必

100

図 2　双方向 イ ノ ベ ーシ ョ ン 採用 率 （p．309）

要 だ とい う （P．139）．

5．双 方 向イ ノ ベ ーシ ョ ン 普及 に お け る ク リ テ ィ カ

　 　 ル マ ス

　 ク リテ ィ カ ル マ ス （criしica！mass ），あ るい は臨界質量 の

概 念 は物理 学 に 基 づ き，人 間の 行動 を理 解す る 基本 に な る

（p．315），普 及 過 程 研 究 に お け る ク リ テ ィ カ ル マ ス と は ，

双 方向 イ ノ ベ ー
シ ョ ン （電 話 ，フ ァ ッ ク ス ，電 子 メ

ー
ル ，

な どの 双 方向 メ デ ィ ア ）の
一

層の 普及 が そ れ 以 降 に 自己維

持 的 に な る 点 の こ とで あ る （p，309−311）．図 2 に 示 す が，

社会 シ ス テ ム の 十分 な数の 人 々 が イ ノ ベ ーシ ョ ン を採 用 し

た 結 果，そ れ 以 後の 採用 速 度 が 自己 維持的 に な る 点 に 生 じ

る．こ の S 字 型 の 普 及 曲線 の 10％ か ら 20％ の 採 用 率 に 達

す る と 自己維持的 に な る （p．16）．

　双 方 向 性 とは，コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン 過 程 の 参加 者が 相互

の 会話の 中で ，役割 をや り と り し，会 話 を コ ン トロ ール で

きる 度 合 と定義 され る．相互 の 会話で は，一
連の や りと り

の 中で ，メ ッ セ ージ は蓄積 され つ つ ，次の メ ッ セ
ージ に 影

響 を与 え る．役割の や りと りとは，あ る 人 が 別 の 人の 立 場

に た っ て 感情移 入 で きる能力の こ と と され る．

　双方向 イ ノ ベ ー
シ ョ ン は，初 期の 採 用 者 が 後期の 採用 者

に 影響 を及 ぼすの み な らず，逆進的な相互 依存過程を通 じ

て，後期 の 採 用 者 も初 期 の 採用 者 に 影響 を及 ぼす とこ ろ に

特徴があ る．つ まり，採 用 者 が 加 わ る ご とに，双 方向 コ

ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン の 効用 はすべ て の 採用者 に とっ て 増大す

る こ とを意味す る．採用 速度 は，ク リテ ィ カ ル マ ス 前 で は

非常 に 緩漫，後で は 加速す る．

　 こ の よ うな社 会 シ ス テ ム （集団組織）の ク リテ ィ カ ル マ

ス に 対 し て ，個 人 の 閾 値 とい う概 念 を 導 入 す る （pp ．

323−329），閾値 は，人が あ る 活動 に加 わ る と して，そ の 時

点まで にそ の 活動 に参加 して い な くて は な らい 人 数 （閾値

は 0 か らの 整数 に なる ）をい う．そ うす る と閾値が 0 の 人

が い な けれ ば普及者 はい ない こ とに なる．あ る い は普及過

程 に お い て ，閾値 に不 連続点が あ れ ば，そ の 時 点 で 普及 は

停止 す る．こ の 概念は，採用 に関す る閾値 は社会 シ ス テ ム

内部 の 成 員 ご とに異 な っ て お り，S 字型普及曲線や 採用者

カ テ ゴ リー正規分 布を生 じさせ る，こ とを示 し，重要 で あ

る．
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6． チ ェ ン ジ エ ージ ェ ン ト

　今 まで 採 用 者 を 中心 に著 者 の 論点を紹介 して きた．採用

者 の 属 す る社会 シ ス テ ム の 外側か ら影響力 を行使す る 専門

家が チ ェ ン ジエ
ージ ェ ン トで ある，

　あ る具体 的 な イ ノ ベ ーシ ョ ン プロ グ ラ ム の 普及 を試 み る

主体 をチ ェ ン ジエ
ージ ェ ン ト機関，その プ ロ グ ラ ム が想定

して い る対象者 を ク ラ イ ァ ン トと い う．チ ェ ン ジエ ージ ェ

ン トは，エ
ージ ェ ン ト機 関が 望ま しい と考える方向に ク ラ

イ ア ン トへ の 影響を及 ぼ す個人に なる （p．338）．

　チ ェ ン ジ エ
ージ ェ ン トの 役 割 が 整 理 さ れ て い る （pp ．

343−345）．  ク ラ イ ア ン トが 自 ら行動を変える必要がある

こ と を気 づ か せ る 手助 け，  ク ラ イ ア ン ト との 情報交換 を

す る 関 係 を構築，  ク ラ イ ア ン トの 問題 点を分 析，  クラ

イ ア ン トの 関心 が イ ノ ベ
ー

シ ョ ン に 向か う動機づ け，  ク

ラ イ ア ン トの 変化 した い 気持 ち を行動 に 転換 ，  ク ラ イ ァ

ン トの イ ノ ベ ー
シ ョ ン採用 の 強化 ，で あ る．チ ェ ン ジ エ

ー

ジ ェ ン トの 最終 目標 は，ク ラ イ ア ン トに 自己再 生 的な 行動

を促す こ とか ら，ク ラ イ ア ン ト自身が チ ェ ン ジ エ
ージ ェ ン

トに な る よ うに 仕向ける こ とで あ る ．最 後 の 役 割 と して，

  ク ラ イ ア ン トとの 関係 を終結 し 自立 した 状態 に 移行する

方法 を探 る こ と に な る ．

　 こ の よ うな役割 の もとで ，クラ イ ア ン トの イ ノ ベ ーシ ョ

ン 採用 を確実 にす る要 因 も次の よ うに 分 析 さ れ て い る．

　 ク ラ イ ア ン ト主導 の チ ェ ン ジ エ
ージ ェ ン トは フ ィ

ード

バ ッ ク志向が 高 く，ク ラ イ ア ン トの ニ ーズ を最優 先 して 普

及活動を行 い ，信頼 され て い る （p ，350）．

　こ の 信頼性 に は 2 種類 あ る とい う （p．363）．能力信頼性

と は ，コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 源ある い は チ ャ ン ネ ル が 知 的 で

熟達 して い る 度合 い で 示 され る．無難信頼性 とは，コ ミ ュ

ニ ケーシ ョ ン 源ある い は チ ャ ン ネ ル が 信頼 し うる と知 覚 さ

れる 度合 い で 示 され る．理 想 的 な チ ェ ン ジエ
ージ ェ ン トの

場 合 ，能力信 頼性 と無難信頼性が均衡 して い る．具体的 に

は，チ ェ ン ジ エ
ージ ェ ン トが 杜会的 な特 性 と して，ク ラ イ

ァ ン トと同類 的 で あ り，普及 され る べ きイノ ベ ー
シ ョ ン に

関 して は異 類 的 で あ る こ とが よい と され る，

　社会シ ス テ ム の 内部か らは，イ ノベ ータ ほ ど革新的ない

特定の 人 た ち が オ ピニ オ ン リ
ー

ダ
ーと して の 機能 を果 たす

（pp ．36−37）．オ ピニ オ ン リーダーは，対 人 コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン の 中心 に 位置 し，フ ォ ロ ワ
ー

の イ ノ ベ ー
シ ョ ン に 対

する 行 動 の モ デ ル に なる とい う．社会的 な模範 に な る と い

う役 割 を担 っ て い る こ とか ら，そ の 革 新的 な行動 は 多 くの

他の 成員 に よ っ て 模 倣 され る こ と に なる．それ ゆ え に．普

及 活 動 を行 っ て い る チ ェ ン ジエ
ージ ェ ン トに よ り，使 い 古

され て し まうこ とあ る とい う，

7． お わ り に

　原 著 の 本文 は約 480 頁 で あ る．全 ll章 に 及 ぶ が ，訳書

に は 全 9章 し か な く，2 章分 の 約 100 頁が 割愛 さ れ て い

る、訳 書 に は 割愛部分 の 要点 を整 理 して 紹 介 し て い る の

で ．自己の ゲー
ミ ン グ の 研 究 や実 践 の 着想 を得 る に は 訳書

で 十 分 で あ る．しか し，論 文等 に 引用 す る 場合 は ，原 著 の

確認 が必 要 で ある．そ れ で も原書 の 豊富な文献 リス トは そ

の まま掲載 されて い る こ とは ありが た い ，

　本書 に は 多数 の 事例 が取 り上 げ あ げ られ て い る，そ の な

か に は，ゲーム 設 計 の 着想 に つ なが る もの もある ．引用文

献 を 確認 して い た と こ ろ，「共有地 の 悲 劇 」の 基 本 文献 を

発見 で き，喜 び を覚えた．

　本稿 は，難問に直面 して い る ゲ
ー

ミ ン グ の 研究者 や 実践

者が 本書 に 関心 を持 っ て い た だ け る よ うに 関運 度 の 高 い 部

分 を紹 介 した もの で ある．した が っ て，部分的紹介に と ど

め た．本書を読まれ る場合，各章の 完結度が 高い の で （章

間で は 冗長度が 高い こ とか ら，訳 者 が 2 章分 を割愛 し，そ

れ らの 要 点 を 全体 に 分 配 で きた こ と に なる），次の 章順 に

進 まれる と よい で あろ う．

　第 1 章で 全 体 像 な い し鳥瞰 図 を獲得する．第 5 章で 採用

者 の 分類 モ デ ル に つ い て 吟味する ．第 2 章で イノ ベ ーシ ョ

ン 自体 を理解する ．第 3 章で イ ノ ベ ー
シ ョ ン 採 用 に 至 る決

定過程 を理解する ．第 6 章で 双 方向 コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン モ

デ ル を理 解 す る．第 7章で チ ェ ン ジ エ
ー

ジ ェ ン トの 機能 を

フ ァ シ リテータ，ク ライ ア ン ト をプ レ
ー

ヤ
ー

に 重 ね て 吟味

する ．さ らに チ ェ ン ジエ ージ ェ ン ト機 関 を プ レ
ー

ヤ
ー

の 社

会 的 役 割 と そ れ に 対 応 した ゲ
ー

ム 概念説明書 に 類推すれ

ば，ゲ
ー

ミ ン グ の デ ザ イナ と フ ァ シ リテ
ータ には 重 要 な着

想 が 見 い だ せ る で あ ろ う，第 4 章で 採用 速度 を理 解 し て お

く．第 1章か ら第 7 章まで ，個人 の 普及過 程 を主 題 に して

い る ．第 8 章で 集団組織 に お ける 普 及 過 程 を理 解 す る．

　最後 に 倫理問題に も触れ て お きた い ．普及研 究 には イ ノ

ベ ー
シ ョ ン 寄 りの 先 入 観 が あ る とい う （p．97）．イ ノ ベ ー

シ ョ ン は す べ て の 成員が 採用す る べ きで あ り，そ れ が 早 け

れ ば 早い ほ ど よ い と い うもの で あ る．私た ち に も注 意 すべ

き思 い 込み が あ る の で あ ろ う．第 9 章で は，イ ノ ベ ーシ ョ

ン の 採用 後 に，個人 あ るい は 社会 シ ス テ ム に 生 じる 変化の

分 類 を試 み て い る，倫理 に 関 わ る 視点 で 分析 さ れ る と よ

い ，

　 ゲ ーミ ン グの 研 究 と実践 の 視 野 の 拡大を 目指す会員 に ，

蓄積の 豊富 な分野 の 先行研究書 と して 推薦 した い ．
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シ ョ ン，マ
ーケ テ ィ ン グ と経 営．地 理

　 学，一・般杜会学 な ど

・
普及研 究 の 類型

第 3 章 　普及研究 の 成 果 と難 点

・普 及 研 究 の 現 状
’普及研究 の 難点

イ ノ ベ ー
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