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　本 書に お い て、著者達 は 「『知識資産 』 を、組

織経営 に必要 な知識 、 情報 、 技術 、 ノ ウ ハ ウ 、 ド

キ ュ メ ン ト、 知的財産権や企業文化 まで含 む資産

の 総称 とす る。そ して こ れ らを人 と組織 の イ ン タ

ラク シ ョ ン に よ り創造、活用す る こ と に よ り、企

業価値 、』 企 業 パ フ ォ
ー

マ ン ス の 向上 を 目指 す マ

ネ ジメ ン トを知識資産経営 と呼ぶ 」 と した 上で 、

企 業 ア ン ケー ト調査お よび ヒ ア リ ン グの 結果 に基

づ い て、日本企業の 知識資産経営の 実態 を明 らか

に す ると ともに 、ア メ リカ に お ける トレ ン ドと比

較 して い る 。

　本書 は 、問題意識 に 応 じて 、以下 の 7 章か らな

る構成を とっ て い る 、

　第 1 章知識資産経営の 系譜 と本研究の 枠組み

　第 2 章知識資産経営 は生産性へ の 効果 を持つ の

　　　　か ：企業調査 データに よる分析

　第 3章 知識資産経営は組織成果、社員満足度 を

　　　　高 め る の か ：社員調査 データに よる分析

　第 4 章 日本企業 にお け る知識資産経営の 実践

　第 5 章米 国に お け る知識資産経営の トレ ン ド

　第 6 章知識資産経営を支え る情報シ ス テ ム

　第 7 章 日本企業 の IT ス トッ ク水準の 評価

　第 1 章で は 、 1990 年代初め の ドラ ッ カ
ー

の

主 張 に まで 遡 っ て ナ レ ッ ジ ・マ ネ ジ メ ン トに 関す

る議論 を概観す る とともに 、著者達が 強調す る知

識資産経 営を 6 っ の フ ォ
ーカ ス に 整理 して い る。

すなわ ち  ナ レ ッ ジ ・プ ロ セ ス 、  規en　・信頼 ・

ソ
ー

シ ャ ル ・
キ ャ ピタル 、  個 人 と組織の イ ン タ

ラ ク シ ョ ン、  ゴ ール 設定 とイノ ベ
ー

シ ョ ン 、 

IT ＆対面 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン （nonIT ）に よ

る
「
つ な が りの 知 識共有 」、  企 業 シ ス テ ム とし

て の 全体観で あ る 。
こ れ らの 6 っ の フ ォ

ー
カ ス を

基 に 「知識資産経営発展段階説 」 を提示 し、そ の

測定尺度を提示 して い る 。 第 2 章以降の 議論は こ

の 枠組み に 基づ くもの で あ っ て、そ の 意味で 、こ

の 章は本書全 体 の 評価 に関 わ る重 要 な 内容 を も

つ 。評者は 、著者達が 言 う 「知識資産経営発展段

階説 」 は まだ か な り荒削 りの もの で あ る とは い え、

そ の 中で 特に 「個人 の 意識成熟度」 と 「個人 ・組

織 の イ ン タ ラ ク シ ョ ン 度」 の 2 つ 側 面に 注 目 して 、

ア ン ケ
ー

ト調査の 質問項 目に ま で 落 と して い る点

を評価 した い 。

　第 2 章 と第 3章 は、著者達が 2007 年に 上場

企業 を対象に して 行 っ た 「日本 企業の 知識経営に

関す る ア ン ケ
ー

ト調 査 」 の 結果を分 析 し た もの で

あ る。その うち第 2 章 は 、ア ン ケー ト調査の うち

経営企画部門 ・情報シ ス テ ム部門を対象と した結

果か ら、日本企業 に お ける知識資産経営の 実態 と

考 え方 を紹介す る と ともに、知 識資産経営が生 産

性 に ど の よ うな効果 を もつ の か を分析 し て い る。

結論の うち、日本 「企業 は 、既存 の 知識の 社内流

通の 促進 とい う観点か ら知識資産経営 を重視 して

い る もの の 、知識資産 に 関す る 意識 ・認識不足 や
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知識資産経営の ノ ウ ハ ウ不足 か ら、知 識資産 が活

用 しきれて い な い 企業が 多 い 」 とい う指摘は、大

変興 味深 い 。第 3 章で は、上記 の ア ン ケー ト調査

の うち個人 対象調査の 部分 を用 い て 、 知 識資産経

営 に つ い て の 社 員 の 取 り組 み を見 る と と も に
、

「
個人 の 意識成熟度」

「個人 ・組織 の イ ン タラクシ

ョ ン 度 」 や ＆対面 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン （nonIT ）

に よ る
「
つ なが りの 知識共 有」 が 組織成果や 社員

満足度 に 対 して どの ような効果 をもつ か を分析 し

て い る。こ の 部分 の 結論 と して 、 「経済環境 の 変

化 に よ っ て変容 させ て きた 日本型経営 シ ス テ ム の

強 み で あ る 、組織 の 規範 やメ ン バ ー相互 の 信頼、

そ して 個人 に対 す る支援環 境 な ど の コ
ーポ レ

ー

ト・
ソ
ーシ ャ ル ・キ ャ ピ タル の 真価 を再 評価す る

必要が あ る こ と、また知識 ・成果 の 共有 に関 して

IT ＆対面 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン （nonIT ）の 双

方 を積極的 に 実践す る い わ ば 『つ な が る KAM

（Knowledge 　Asset　 Management ： 知識資産経

営）』 が 求 め られ て い る 」 と い う示唆は 傾聴 に 値

す る。

　 その ほ か、第 2 章で は 不均一分散 に関 する修正

を行 っ た最小二 乗法 を用 い た生 産性分析、第 3章

で は 「個人の意識成熟度 」 や
「個人 ・組織の イ ン

タラ ク シ ョ ン 度 」 の ス コ ア と社員満足度 との 関連

性分析な どを 、 統計手法 を用 い て 行 っ て い る 。 そ

れ ぞれ興味の ある結果 を得て は い る もの の 、た と

えば 第 2章の 生 産性分析の 結果 を見 る と決定係数

は 必 ず し も高 くは な く、
一

定 の 留保が 必要で あ る 。

い ずれ に して も、こ の 2 つ の 章に お い て 、 IT と

同時 に対面 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン （nonIT ） の 活

用の 必 要性 を強調 して い る点 は、注 目に値す る。

　第 4 章 は、日本企業 3 社 に 対す る ヒ ア リン グ結

果 に基づ い て 、各社の 知識資産経営の 特徴 とそれ

を支え る経営要素に つ い て考察を加えて い る 。 そ

の結 果、知識資産 経営 に 関す る実践が、形式知の

蓄積 に 特徴 づ け られ る初期 の ナ レ ッ ジ ・マ ネ ジ メ

ン トの 限界を超 え て 、知識創造 プ ロ セ ス へ 進 み っ

っ あ る こ とを明 らか に し、こ れ ら 3社 の 知識創造

プ ロ セ ス に 共通 して 「知識、あ る い は 知識の もと

とな る情報 は 、組織 と顧客の イ ン タ ラ ク シ ョ ン か

ら生 まれて い る」 こ とをあ げて い る。た だ し 「そ

の 知識か ら新た なサ
ー

ビ ス や商品 を生 み出 し て い

くプ ロ セ ス は 、各社 に 固有の もの 」 で あ り、

「
そ

れ ぞ れ 固有の 知 識創 造の ス タイ ル とな っ て い る 」

こ とに 注 目 して い る。 した が っ て、 「
ワ
ー

ク プ レ

イ ス や 王 T の 活用 な ど、個別 の 要素を部分 的に他

の 企業 に応用 す る こ と は 可能か も しれ な い が 、 個

別の 取 り組 み だ けを模倣 し て も、業務特性や 知 識

創造 ス タイ ル が 異なれ ば、同 じ結果 を生み 出 さな

い 可能性 が あ る 」 と注意 を して い る。 こ の 点 は、

ま さ に こ れ まで 多 くの 企業が 試み て 失敗 を重 ね て

きた点で あ り、きわ め て 重要な指摘 で ある。

　第 5 章で は 、 ア メ リカ の 先進企業の 事例か ら 、

知識 資産 経営の最新 の トレ ン ドを紹介 して い る 。

そ の トレ ン ドの 考察か ら得 られ た 「組織 が 知識 を

抱え込む だ けで は な くて 、 そ の 知識資産 を他組織

と共 有す る こ とも、知 識資産 を最大限 に 活用 し、

組織 パ フ ォ
ーマ ン ス を高め、企業価値を 向上 させ

るた め の 方法の 1つ に な りつ つ あ る」 とい う知 見

は 、第 4 章の 指摘 と合 わせ て 、日本企業 に と っ て

大 きな示唆 となる で あろう。

　第 6章は、日本の 自治体の 道路維持管理業務支

援シ ス テ ム を例 に とっ て 、知識資産経営 を支 え る

情報シ ス テ ム の あ り方 に っ い て 論 じ て い る 。 そ の

中で、特 に 注 目す べ きは 、集 め られた業務 データ

をデータマ イ ニ ン グの 手法を用 い て 得 られ た結果

は 必 ず し も
「新た な知識 」 とな る訳 で は な くて 、

「マ イ ニ ン グ結果か ら何か 有益 な知識 ・知見を得

る に は 、業務担 当者が 業務 知識 を用 い て そ れ を

『解釈す る プ ロ セ ス 』 が ど うして も必要 だ っ た 」

とい う点で あ る。こ の 点 は、 こ の 章 の 著者が 指摘

して い る ように 、 人工 知能の 「フ レ
ーム 問題 」 と

も関わる根本的な問題で ある。こ れは、現在、消

費者問題 に 対する関心 が 高 ま っ た結果 、 消費者庁

の 設置が 決 ま り商品に 関す る事故情報や ヒ ヤ リ ・

ハ ッ ト情報 の
一一L

元管理 が 目指 され て い るが、そ の

シ ス テ ム に も当て は まる大 きな問題で あ る。

　第 7 章 は 、 星T 資本 を そ の 他の 資本 と区別 して
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書 評
一 『知 識資産経営 と組織パ フ ォ

ー
マ ン ス ：人 材

・知 識 ・ICT の 融 合 の 時代』

固有の 生産要素 とみ な して 、生産関数 を用 い て 全

要素生産性お よび各生産用 の 非効率性 を測定 した

結果で ある。その 際、確率的 フ ロ ン テ ィ ア分析を

用 い る な ど、分析手法 として は、こ の章は 他の 章

と比 べ て か な りテ クニ カ ル で は あ る と は い え、そ

の 結果 は妥 当な も の で あ ろ う。 具体的に
「 IT 資

本の 限界生産力は （他の生産要 素 と比較 して ）相

対的に高 くな っ て お り、今後 よ り投入量を増やす

こ と に よ っ て 大 き な 生 産性 ヒ昇が 期待 で き る こ

と 」
「 IT 資本 を ハ

ー ドウ ェ ア と ソ フ トウ ェ ア の

2 つ の 側面に 分けて 見た場合、ソ フ トウ ェ ア 資本

の 方が よ り大 きな限界生産力を持 っ て お り、ソ フ

トウ ェ ァ資本が相対的 に不足 して い る現状が 示唆

された 」 とい う結論 は、評者が過去行 っ た分析の

結果 とも
一

致す る もの で あ り、大変興 味深 い 結果

とな っ て い る。

　以 上 を ま とめ て 、本書の 内容の 特徴 として 、 以

下 の点が あげられ る。

（1 ）経営学 的 ア プロ
ー

チ に よ る組織 行動分析、

経済学的ア プ ロ
ー

チ に よ る 生産性分析 、工 学 的ア

プロ
ー

チ に よ る 知識 ・情報シ ス テ ム の 提案 と い う

融合的なア プ ロ
ーチ を用 い て 実証的 な分析 を中心

に行 っ て い る。

（2 ）　 事例研究に お い て 、日本 と ア メ リカ の 比

較 、日本 の 自治体の 最新事例 を盛 り込 んで い る 。

（3 ）　 独 自の 仮説 を構築した上で 、ICTの 普及

が 進ん だ現在 の 状況 を踏 まえっ っ 、対面 コ ミ ュ ニ

ケ ーシ ョ ン （nonlT ）を盛 り込ん だ知識 ・情報共

有の あ り方を検討 し、今後 の 日本 にお ける経営シ

ス テ ム の あ り方の 提案を行 っ て い る 。

　 こ れ らは 、 本 書を こ の 分野 に お け る大変ユ ニ ー

クな書物 と し て い る
。 ま た

、 個 々 の 章 の 内容 も、

そ れ ぞれ新た な知見 を付け加 え る もの として 、こ

の 分野 に貢献 し て い る と評価で きよ う。た だ し、

問題点 として 、個 々 の 章が か な り独立性 の 高い も

の となっ て お り、一冊 の 書物 と して の ま とま りが

十分で ない こ と、した が っ て 全体 と して の 結論が

必ず しも明確で な い こ と、さ らに それぞれ の 章に

お ける仮説 の 妥当性 お よび分析結果 に 関する 吟味

が 必 ず しも十分 で な い こ とが あ げられ る 。

　最後に 、評者 として は 、 L記の 問題点を克服 す

る こ とに よ っ て 、個々 の 章の 内容 をよ り
一

層深 め

て そ れ ぞれ を 1 つ の 学術論文 と して 完成 さ せ る こ

と、そ の 上 で 本書が 「知識資産経営 」 分野 の 体系

的な書物 として よ り完成度 の 高 い もの に ま とまる

こ とを期待 した い 。
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