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1． は じめ に

　企業や 組織 の 改革 ，
技術開発 な ど に お ける 長期

的な方針 （ス トラテ ジ ー）の 決定 ，ある い は構造

的な転換 を評価 する こ とは，従 来か らの 大 きな課

題 で あ る［2］一［5］．特 に ， 長 期化す る構造不況 の 現

状 や経済 の グ ロ
ーバ ル 化 の 中で は

，
こ の よ うな ス

トラテ ジー形成の 重要性が た か まっ て い る ．

　本論文で は，ス トラテ ジー形成に つ い て，進化

と進歩 と い っ た視 点か ら分析 を進め ，い くつ か の

事例 を分 析す る．こ の 場合 ， 最 近，多 くの 議論が

な され て い る複雑系 の 理論 を視 野 に 入れ なが ら述

べ て い く［1］．す なわち，進化と進 歩とい っ た語彙

レ ベ ル の 問題 で は な く， 組織 や 技術が転換 され て

い く過程 をど の よ うに表現す るか ，ある い は こ れ

ら に 共通 す る枠組み は何 か を分析 して い く．

2． 進化 と進歩

　複雑系の理論 は ， 遺伝的 ア ル ゴ リズ ム な ど 遺伝

的手法 ，
フ ラ ク タ ル ，カ オス

，
ニ ュ

ーロ ダ イナ ミ

ッ ク ス な ど，さまざまな要素か ら構成 され て い る

と言 え るが ［11｝［13］， そ の 中で も遺伝 的手法は 多

くの 分野 で 応 用 され
， 成果 を あげ て い る ［6］一［8］．

その 意味につ い ては，あと で 述べ るが
，

こ こでは，

本論文で用 い る進 化 と進歩 と い う語 彙に つ い て 説

明 して お く．

　進化 （evolution ）は 簡単 で 下等 な ものか ら複雑

で 高等 な状態 に 進 んで い くこ とと解釈 され る ．進

歩 （progress，　advance ）は 次第に 良 くなる こ とを

意味する ．

　 日本語で は進化 と進歩 は 同 じよ うに用 い られ る

ケ ース もあ るが，明 らか に進化 の 概念は複雑系 の

理論，特 に ， 遺伝 的手法 に対応 する もの で あ る と

言 え る．遺伝 的手法の 中で も遺伝 的ア ル ゴ リズ ム

で は
， 数値が 羅列 され ただけの 個体 の 交差処理 に

よ っ て 複雑 な方程式の 解 な どを求め る こ とがで き

る．これ に対 して ，進歩 と は段 階的な改善や 改良

を意味す る こ とが 多 く，定 め られた枠組 み の 中で

の 変化 ，転換 で ある ．

　もちろ ん
， 進化 と進歩 と い う語彙が用 い られ る

状 況 に よ っ て は
，

こ の よ うな解釈は適当で は な い

か も しれ な い が ， 本論 文で は ，以 上 の よ うな定義

で話 を進 め
， 特 に ，進 化 の あ り方，方法論 に つ い

て分析 を行 う．

　企業 や組織 ，技術分野 に お ける進化 の 概 念で ，

役割を果 た す もの と し て ，次の よ うな もの が あ る

で あ ろ う．

（1）知識や 方法 な どの 表現形式
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（2）環境 ，外部入力

（3）意思決定の 評価 シ ス テ ム

（4）知識 や方法の 再 編成機能

　最初 の 表現形式は ，現在，所有 して い る 知識や

組織 の 形態 を数値や 文字で 表 した もの で あ り，製

品で は機械要素，プ ロ グ ラ ム などに 当た る．次 の

環境 ， 外部入力 は，現在の 表現形式で 実現 さ れ る

行動や 製品 を動作 させ る場 合 に 必要 とな るデ
ー

タ

で あ り，評価 シ ス テ ム は
，

こ の よ うな動作 を実施

した場 合に
， 市場や社 会 な どか ら得 られ る利益 ，

名声な どを点数 づ け した もの で ある ．最後の 再編

成機能 とは
， 評価 され た結果 を受けて ， よ り良好

なパ フ ォ
ー

マ ン ス を持 つ 表現形式を作 りだす機能

で ある ．こ の 機能を改善する方法に は多数の もの

が あ る と考 えられ るが ， 改 善 され た 表現形式が ，

それ 以前の 表現形式か ら得 られ る と こ ろ が進化 の

意味す る とこ ろ で あ る ．

　 こ の よ うな 進化 の 概 念 の 例 として ， 図 1 に 環境

か らの 入力 を考慮 した LCS （Leaming 　Classifier−

System）の構成 を示す （正確 な意味 に つ い て は参

考 文献 ［9］［10］参照），LCS で は知 識 や技 術 な ど の

表現形式は個 体 と よばれ ，
一

定の 長 さ の 数値で 表

現 され て い る．条件部 は環境か らの 入力 との 照合

を行 い
，

マ ッ チ ン グ の 度合い の 高い 個体 は ，そ の

ア クシ ョ ン 部 にある 行動 を実行する権利 を得る，

こ の LCS では ，環境か らの デ
ー

タ入力 に適合 する

個 体に 多くの 点数が与え られ る．こ れ をク レ ジ ッ

トと よ ぶ ．評価 シ ス テ ム を用 い て ，こ れ らの ク レ

ジ ッ トを個体 ご とに求め る．

　 知識 の 再編成 を行 う遺伝的ア ル ゴ リズ ム （GA ：

Genetic　Algorithm）の 部分 で は ，個体の 中で ク レ

ジ ッ トの 高 い もの をペ ア と して 選択 し
， 図 2 に示

す よ うな交差処理 をほ どこ して ，新 しい 個体 （子

供 ：offspring ＞ を生成する ．図 2 （a） は ビ ッ トの 並

び で 表 現 され た個体 ご と に評価値 f（x ）を求め る

状 況 を示す ．図 2（b）は交差処理 を，図 2（c）は

突然変異の 処理 を示 す．

　 新規 の 生 成さ れた 子供の 個体 は，ク レ ジ ッ トの

高い 親 の性 質を受 け継 い で い る こ とが期待 され る．

個 体の 集合 （プ
ー

ル ）の 中 の個体数 を一定 に保 つ
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た め に
，

ク レ ジ ッ トの 小 さ い 個体 は こ れ らの 生成

され た個体で 置き換 えられ．る．LCS
，
　 GA の 有効

性 は多 くの 応用例 で 実証 され て い るが ，
こ こ で は

省略す る［6］一［10］．

　　　　　　　　　償鮎．

　 　メッセ
ージリス ト

図 t．LCS に よる進化 の 説明
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（C）突然変異

　 　　図 2．遺伝的 ア ル ゴ リ ズ ム
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3． 進歩に お け る個体の 多様性

　 進化が 成功 する ポ イ ン トの 1つ に
， 個体 の 多様

性が あ る ．GA に お い て も個 体の パ タ
ー

ン が ほ ぼ

同 じよ うにな っ て しま うと，これ以 上 の 個体 の 改

善は行 わ れない ．こ の よ うな状況 を回 避する た め

に，GA で は 個体 の
一

部分 を別の 要素 に 置 き換 え

る ，い わ ゆる突然 変異 をほ ど こ す．

　 こ れ は ， 社会 にお け る進歩，活性化 を議論す る

場合 に も論 じ られ る こ とで あ り， 同 じよ うな性格

を もっ た 個人や グ ル ープか らは ，新 しい 展開が生

まれない こ と ，
こ れ を回避する た め に新 し い 別の

性格 を もっ た個 人 ，グ ル
ー

プ を迎 える こ とが 実行

され る．ある い は，企業 の 場合 に は
， 社員の 解雇，

経営 ト ッ プ の 交代と い っ た ドラ ス チ ッ クな形態を

とる こ ともある．

　 こ の ように，現在 まで の個体 とは異なる性格の

個体 を容易 に 取 り入れ る こ とが で きる こ とが進化

の 重要 なポ イ ン トとな っ て い る．

　 更 に，こ の よ うな多様性を保証する 方法 と して

共進化 （co −evolution ）の 概 念 を用 い る こ とが あ

る ，LCS の 構 成方法 を例 に とっ て説明 する と，1

つ の 個体の プ
ー

ル だ けに 注 目 して 遺伝 的ア ル ゴ リ

ズ ム を適用する 方法が 従来の 方法で ある ．こ れ に

対 して ，こ の よ うな個体の グ ル ープを複数構成 し

て お き，そ れ ぞ れが独 自に個体 の 最適化 を進 め な

が ら
一

定期 間ご と に ，こ れ ら の 個体 グル ープを代

表する 個体 の 情報 を相 互に交換す る方法であ る．

　 こ の こ と に よ り，1つ の 個体 グ ル ープの 中で 進

化を行 うよ りは，よ り少な い 個体数で 効 率的 な最

適化が達成 で きる こ とが分か っ て い る．企 業や 組

織 に関 して言 えば，そ れ ぞ れ の 独 立 す る 企 業 グ ル

ー
プ の 知識や 方法の 代 表値 を，

一
定時期 ご とに交

換 する こ と に 相当する で あろ う．

4。 情 報通 信技術 に おけ る進化

　 こ れ ま で 述 べ た進化 の概 念 を用 い て，現在の 情

報通信技術の 進化 に つ い て論 じて み る．情報通信

は毎年改善 され て い る の で ，総体 と して は進歩 で

あ るが
， 内容的に は従来の 電話網 を基本とする ネ

ッ トワ
ー

クがイ ン タ
ーネ ッ トに よ り置き換え られ

て い る．こ の よ うな状況 を予想 する こ とは
， 少な

くとも 20年前は不可能で あ っ た ．

　 電話網 を構築す る 技術 の 基 本は
， 音声を束ねて

（多重化 して ），で きるだけ多 くの ユ ーザ へ の サ ー

ビス を提供す る こ と に あ り， 階層構 造を した大規

模 シ ス テ ム を形 成す る こ とにある．NTT が優先的

に 整備 をすすめ て きた ISDN （lntegrated　Service

fbr　Digital　Network ） な どの デ
ー

タ通信 に対応す

る サ
ービス も，こ の よ うな音声 を基 本 と した 多重

化 に よ り実現 され て い る．

　 こ れ に 対 して イ ン タ ーネ ッ トで 用 い る ネ ッ トワ

ーク は
， 基本的 に 1 つ の 端末か ら 1 つ の 端末へ の

直接 的 な接続 を実現 す る もの で あ り，多重 化 とは

逆 の概 念で あ る．また ， ISDN で構 想 された デ
ー

タ伝 送 にお け る 制御 の レ ベ ル が ，大 き く 7 階 層

（い わ ゆる ISO プ ロ トコ ル ） に分 かれて お り複雑

で ある の に 対 して ，イ ン タ
ーネ ッ トの 制御 方法

（TCPIIP プ ロ トコ ル ）で は
，

こ の 階層は わずか に

3 つ で あ り簡単化 されて い る 。

　現在，NTT をは じめ とする電話会社 は従来の 電

話網へ の 投 資を ス トッ プ して お り， 将来は イ ン タ

ーネ ッ トを基本 として，い わ ゆ る IP ネ ッ トワ
ー

ク

に よ りサ
ービ ス を行 う方向 へ と転換 して い る ．将

来 は電話 に よ る 音声 の 伝送は ，イ ン タ
ーネ ッ トの

デ
ー

タ伝送 の 1つ の 形態 と し て 副 次 的 に な され る

で あ ろ う．

　電話網に お ける ISDN は進歩の 究極の 姿で ある

と言 えるが ，
こ れか らは IP ネ ッ トワ

ー
ク の 姿は生

成 され ない ．

　 イ ン タ
ー

ネ ッ トが大学 ある い は商業 ベ ース で本

格 的に 利用 さ れ は じめ た の は ，1990年にお ける ソ

連な どの社 会主義国の 崩壊 と，こ れ に と もな う米

国 内の 軍事利用 ネ ッ ト ワ ーク で ある ARPAnet の

公 開に ある と さ れ て い る ．更 に
，

こ の 前後，従来

の 大型 コ ン ピ ュ
ー

タ （汎用 コ ン ピ ュ
ー

タ）にか わ

っ て研 究室 ベ ー
ス で 高度処理が可 能なシ ス テ ム と

して UNIX マ シ ンが普及 をしは じめた時期 に も一

致 して い る ．UNIX マ シ ン にお い て は ，最初の 時

期か ら コ ン ピ ュ
ータ に よる計算 とあわせて ，

コ ン
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ピュ
ー

タどうしの 通信 に力点が 置かれて い た こ と

も注 目され る点で ある．

　 こ の よ うな，従来 とは異な る コ ン ピュ
ー

タネ ッ

トワ
ー

ク の 開放 ，
こ れ に と もな うコ ン ピ ュ

ー
タ問

の 通信 を前面 に押 し出 した コ ン ピュ
ータ の 利用形

態 の 要 求が
，

ネ ッ トワ ーク を取 り巻 く新 しい 環境

で あ っ たと言 えよ う，UNIX マ シ ン にお ける オペ

レーテ ィ ン グ シ ス テ ム の 基本要素 と して イ ン タ
ー

ネ ッ ト ・プ ロ トコ ル が組 み入れ られ た の は当然の

事 と言 える．従来 とは異 なる異質な もの へ の 対応 ，

お よび利 用形態の 開発 は
，

コ ン ピ ュ
ー

タ ・ネ ッ ト

ワ
ー

ク の 世界 に おける 進化 と言 える で あ ろ う．

　
一方 ，

こ の 時期 の 汎 用 コ ン ピュ
ータ

，
こ れを も

とに した コ ン ピ ュ
ータ ・ネ ッ トワ ー

ク は どの よ う

にあ っ た かを分析す る と，こ の段階で は こ こ で 定

義す る進歩の最 高の 段 階にあ っ た と言 える ．

　す なわち
，

コ ン ピュ
ー

タ間 の 通信は ，最初に 通

信 の 回線 を確保 し，そ の デ
ー

タ伝送の 誤 りを何 回

に も ， 何層に もわ た りチ ェ ッ クす る方法 で あ り，

国際的 な標準 も定め られ て い る．しか も
，

こ の標

準 とは別 に， コ ン ピュ
ー

タ ・メ
ー

カ の シ ェ ア確保

の た め の 独 自プ ロ トコ ル が設定 され ， 異な る コ ン

ピ ュ
ー

タ ・メ ーカ の 機器問の 通信は困難を きわ め

て い た ．

　現在 の TCPIIP プ ロ トコ ル は相手の コ ン ピ ュ
ー

タ を選 ば な い ．しか も， 誤 り制御は 最小 限 の 機能

だ けを実現 する 明快 なもの であ る．こ の よ うな進

化 と進歩の ギ ャ ッ プの 拡大の 結果 、 現在で は コ ン

ピ ュ
ー

タ ・ネ ッ トワ
ー

ク の 通信 プロ トコ ル は ほ と

ん ど UNIX ベ ー
ス で実施され て い る．金融機 関や

官庁 など，汎用 コ ン ピ ュ
ー

タ の 大手 ユ ーザの コ ン

ピ ュ
ー

タ間通信 は
， 疑似的に TCPIIP に変換 して

送信 され て い る の が 現状で ある．

　進歩 と進化の 関係は，こ の よ うに情報通信の 世

界で も見 る こ とが で きるが ，進化の 過程で 従来の

技術が どの ように生か され た か を分析 して お く必

要があ る．本論文で は，こ の よ うな進化の 過程を

遺伝的手法 として説明 したが ， コ ン ピュ
ータ ・ネ

ッ トワ
ー

ク の 場合 もそれが 当て は まる と言える．

　通 信の プ ロ トコ ル の 3 階層 は OSI の 7階層 を簡
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単 化 し た もの で あ り，遺 伝 的手法 に お ける 部分

（schema ）を残 した 交差処理 で ある ．　 UNIX マ シ

ン の オ ペ レ ー
テ ィ ン グ シ ス テ ム の多 くの 部分 に は

，

現在の パ ソ コ ン の WINDOWS に 共通す る もの が

多 い ．また
，

パ ケ ッ ト交換 の 方法 （ル
ー

タ構成）

は従来の軍 事ネ ッ トワ
ー

ク の 技術か ら引 き継 い で

い る．

　 もう一方で 注 目す る こ とは，こ の よ うな進化 を

実現す る技術の レ ベ ル に つ い て で あ り， 結論的に

は ，1）従来の 技術 の 転用が多 い こ と，2）政府な

ど の 強力 なバ ッ クア ッ プな しに は実現 しな い ，3）
知 的所有権など の 問題が付 随す る ， 点であ る．

　最初の 技術の 転用 に つ い て は ，進歩が成 され る

段階で は技術 は改良され るが ，進化の 初期で は こ

れ は目的で は な い ．UNIX マ シ ン製造の 代表企業

で あ る SUN の コ ン ピ ュ
ー

タ構成は業界で 最 も普

及 して安価で利 用 しや す い 部品 に よ りなされ て い

る ．2番 目の 政府 の バ ッ ク ア ッ プに 関 して は
， 現

在の イ ン タ ーネ ッ ト技術 にお け る米国主導 の 状況

を
， 日本は 初期に見抜 けなか っ たこ と， 米国では

民間 主導で イ ン ターネ ッ ト応用が 推進 され た背景

で
， 大規模 な政府援助が な され た こ とが改め て技

術ギ ャ ッ プ を固定化 させ た と反省 され て い る ．

　第 3番 目は当然 の こ と で あるが ，技術進化の 過

程に おける 知的所有権の 確保は，明確 な国家方針

とな っ て い る ．

5． 新製品開発 と企業行動

　企業 に とっ て 新製品を市場 に送 りだす こ とは大

きな使命で ある．その ための 企業 の ス トラテ ジ
ー

に は さ まざまな側 面が あ り，こ れ らすべ て を論 じ

る こ とは で きな い の で ，こ こ で は組織 や グ ル ープ

の再編成に つ い て 述 べ たい ．なお ，以下 の 分析で

は文献［14］を参考に した．

　新製品開発にお い て 重要 なキー
ワ
ー ドと して

，

コ ア コ ン ピ タ ン ス の 形成が あげ られ る．すなわ ち

市場で の 優勢な競争力の 基礎 となる基本技術 を確

立 す る こ と の 重要性で ある． コ ア コ ン ピタ ン ス 形

成 にお ける企業の 比較分析の 事例 と して
， 日本の

NEC と米国 の GTE の 例 が ある ．　 NEC は 1970年
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代 に 今後 の デ ィ ジ タ ル 化の 進展 を に ら ん で C＆ C

と い うス トラテ ジーを重要課題 と し，その ため の

ト ッ プ の 委員会の 発足 ， 半導体製品 を コ ア事業 と

して 位置づ ける こ と，プ ロ ジ ェ ク ト制の 採用 と事

業部 の 利害調整 をす る委員会の 発足 など
， 従来 の

技術 ，機構 を再 編成す る方針を確立 して い る．

　 同 じ時期 に GTE で は
， 今 後の 情報化 を重 要課

題 として位置づ ける議論 は行れ て い るが， こ れ を

推進 す る具体 的な組織 変更は 実施 され て い ない ．

特に ，従来か ら所有 して い る コ ア技術に つ い て の

認識 は なされ て い るが
，

こ れ を部 門 を超 えて 活用

す る こ と，あ る い は ビ ジネス ユ ニ ッ ト （SBU ：

Strategic　Business　Unit）を再編 す る こ と もな さ

れ て い な い ．こ の 結果 ， コ ア 技術 は SBU 内部 に

残 存す る こ と に な り，結果的に は分散化，ある い

は他企 業へ の 流失 と い う事態 に い た り，企業が弱

体化 して い る．

　 こ の 比較分析 で 重視 されて い る こ とは，技術の

継承や発展 の ため には ，こ の コ ア とな る組織が 外

部 と交流す る こ と
， 更に は全部の 社員 に コ ア コ ン

ピ タ ン ス を認識 ，浸透 させ る過 程が重 要で あ る点

で ある ．コ ア 技術を 1 つ の 部 門で 高度化 し発展 さ

せ る こ と は ，い わば進歩 で あるが ，こ れ を，進化

す な わ ち，異 な る技術 や集 団と交 差 させ る こ と に

よ り新 しい 展開が 生 まれ る こ と が
，

こ の 事例か ら

も示 されて い る ．

　 こ の よ うな コ ア コ ン ピ タ ン ス に 関す る 認識は 多

くの 企業で共通す る こ とで あ り，すで に事例研 究

も多い と思 わ れ る． しか し，実際 に企 業で 採 用 さ

れ る段 階で は多 くの 困難性が と もな うこ とが ， 同

時 に示 される ．

　 こ の 困難性 の 克服の 条件 を ， 進化の 視点か ら分

析 する と
， 遺伝的操作 の シ ス テ ム と して 紹介 した

LCS に共通する多 くの こ とが らが 存在する．もち

ろ ん ，人工 的 なシ ス テ ム と人 間の 組織 とは異 なる

こ とは 留意す る必 要が ある．

　新製 品の 開発 に お い て
， 自社の コ ア技術 だけを

重視 す る ス トラ テ ジ
ー

の 有効性 を疑問 とする研究

事例 も報告 され て い る ．米 国の 大手油圧 メ ーカ で

あ る Vickers社 は，世 界的 な企 業 と して知 られ て

お り，
1994 年 当 時 は約 800万 ドル で あ る ． しか

し，もと もと，1億 ドル 企 業 で あ り，1980
，

1990

年代 に 大 き く業績 を悪化 させ て お り，現在で は 1

つ の 企業グ ル
ープの 傘下に ある ．

　 Vickers社 が業績 を悪化 させ た大 きな理 由 と し

て次の こ とが あげられ て い る ．

（1） シ ーズ 指向の 製 品開発

　セ
ー

ル ス と技術 との 対 立
，

意見の 相違 に よ り技

術 で は シ ーズ 指向の 開発 だけが実施 され，管轄 す

る副社長 も別で あ り，情報 と分析が 交差 され る こ

とは ない ．

（2）マ
ー

ケ テ ィ ン グ と製品開発 の 乖離

　長 い 歴史 をもつ 製 品 ， 企業の 名声 に安住 し ， 製

品開発は なされずに ，顧客指向の 製品が 重視 され

た こ と．

（3）量産製品へ の 特化

　量 産 製品 をか か え て い るた め ，後 発メ ーカや 後

発国 に よる参入，価格競争 に劣勢 とな っ て い く．

（4）電子制御 へ の 対応 の 遅 れ

　市場 で は ，伝統的 な油圧 制御機器 は構成が容易

で安価な電 子 制御へ と移行 して い た が，あ くま で

も コ ア 技術 に こ だ わ る 製品 開発 を行 っ た こ と．

　 こ れ ら の 分析 に よ り，Vickers社 の 方針 を コ ア

コ ン ピタ ン ス の 再編 成 と位置づ けられ，油圧技術

と電子制御の 統合化，電気製品 にお ける複合製晶

の 提供 と して再 ス タ
ー

トが な された ． しか し，
こ

の 結果 にお い て も ， 著 し い 企業業績 に回復 が な さ

れ な い まま，企業に 買収され る こ と とな っ た ．

　こ れ ら の こ とは，企業 に おける進化，交互作用 ，

他社 との 共進化 の 課 題 を示 す例 と して分析 で きる

であ ろ う．すな わち
，

企業の 組織再編 をすばや く

実施す る こ と
， 市場 と製品開発 を結合す る こ とな

どの 基本的な課題 を実施する こ とが ，い か に困難

で あ るか と い うこ と
， 自社 の コ ア コ ン ピタ ン ス の

有効性 を常 に他社 との 情報 交換 ，市場情報の利用

に よ り実施す る こ と の 必要性 で あろ う．

6．知 識マ ネジメ ン トと進化

　われ わ れは，2002 年 3月に，「イ ン タ
ーネ ッ ト時

代 の 新製品開発 と知識 マ ネ ジ メ ン ト」 に関する企
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業ア ン ケー トを実施 して い る，こ の ア ン ケ
ー

トに

よ り，企 業の 知識 マ ネジ メ ン トに 関す る現状 と課

題 を分析す る予定 で あるが ［15］，
こ の

一
部 に つ い

て
， 本論 文の テ

ー
マ で あ る進化 と進歩 に関 する デ

ー
タが 存在する の で

，
こ れ を引用 して 分析 を行 う．

　 表 1 に は
， 今 回 の ア ン ケ

ー
トの 概要 を示す．表

2 に は ，以下 で用 い る ア ン ケ
ー

トの 回答項 目を示

して い る ．こ の よ うな ア ン ケー トは それほ ど頻繁

に実施 されて は い な い こ との ほ かに ，近年 ，
イ ン

タ
ー

ネ ッ トを通 じた企業間の 連係が 著 しく進展 し

て い る こ と を念頭 に お い て い る ．

　企 業や組織の 進化 と本 ア ン ケ
ー

トと の 係 わ りに

つ い て は
， 次の よ うな こ とが分析 の ポ イ ン トとな

るで あろ う．

（1）市場の 情報 をどの よ うに反映 して い る か

　進化 を論 じる場合の 企業事例 と して あげて い る

ように ，市場調査 と製品開発，技術開発の 乖離が

大 きな問題点 とな っ い る．

（2）知識 マ ネジ メ ン トへ の 取組体制

　組織の 進化を は か る ため に は ，
一

部の 担当者だ

けで は実現 はで きず，全社 的な委員会な どの 形成

が不可 欠で あ る ．

（3）知識の 流通 と組織

　従来 なか っ た知識 や組 織 と の 交互 作用 に よ り，

新 しい 製品 ， 技術 が 生 まれ る可能性 が拡大す る．

（4） イ ン タ ーネ ッ トの 位 置づ け

　従来の 情報通信 とイ ン タ
ーネ ッ トとの 大 きな違

い は，そ の オープ ン 性 にあ り，自社内部 ある い は

特に他社 との 交互作 用 が進展 して い る か ど うか が

ポ イン トとな る．

　 現時点で は
，

こ れ らの 結果 に つ い て の 統計的な

分析 は 行わ れ て い な い が
， 表 3 〜 6に 示 す ク ロ ス

表か ら，次の よ うなこ とが言 えるで あろ う．

（1）開発状況 に応 じた組織編成の 頻繁な組み換 え

　 他社 に先駆 けて 市場へ の 参入 をめ ざ して い る企

業は
， 組織 編成 を頻繁 に実施 し て い る企 業 に 多

い ．知識 マ ネジ メ ン トの 視点 か ら言 える こ と は
，

知識 の 交差 ， 組織 の 交差が新技術開発に 有効で あ

る こ とを示 して い る．

（2）知識 マ ネ ジ メ ン ト実施企業の 市場認識

　 まず ， 市場の 情報 を新製 品 開発 に 利用する 傾 向

に つ い ては t 知識 マ ネジ メ ン トを実施 して い る企 業

ほ ど熱心で あり， 特 に ， イ ン タ
ー

ネ ッ トを通 じた製

品情報の 提供，ユ
ー

ザ の 反応の 分析が進ん で い る．

従 っ て，進化の 視点か ら企業行動 を分析す る場合 ，

い わ ゆ る外部環境 か らの 入力 を処理 す る機能 ， 環

境 へ の 働 きか け を行 う企 業 は，自社 に お け る知識

の 創造，流通 に も熱心で ある こ とが分か る．

（3）知識 マ ネジ メ ン ト企業の 動 きの 早 さ

　次 に，当然の こ とで ある が，知識 マ ネジメ ン ト

を実施 して い る 企業 の ほ とん どが ，推進す る 委員

会 を形成 してお り，自発的 な企業 の 進化 の 形成は

意味が な い とも言え る ．知識 マ ネジ メ ン トの 推進

は企業 の 進化をもた らす と同時 に
， 組織 の 再 編や

要員の 再配置 をと もな うの で ，こ れ に付 随す る方

針 の 明確 化が求め られ る．

表 1　 ア ン ケ
ー

ト調査 の 概要

対象 「日本の 会社 79000」（東洋経済社）所収 の 製造業 よ り無 作 為抽 出

調 査方式 質問票を製 品開 発 関 連 部門 に 送付 回収

有効回答数 500社 へ の 送 付，83社 （回収率 16．1 ％）

表 2　今回の分析に用い た項目

製品開発の 基本方針 市場特性，開発方針，評価手法，成 功 要因，成功率，体制，特徴

イ ン タ
ー

ネ ッ ト活用 情報共有，製 品開 発 で の 活 用，研 究 で の 利用 ，
ブ ラ ン ド管理 へ の 応 用

知 識 マ ネ ジ メ ン ト政策 知識 の 源 泉 ，効果 ， 実施理由，未実施理由，実施条件 ， CKO 設置

情 報 イ ン フ ラ の 活用 利用状況，組織 改革 との 関連，人 的資源管理，実践の 内容
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（4）情報 イ ン フ ラ の 利用

　知識の管理，流 通に つ い て は さまざまな工 夫が

行われ てお り，情 報イ ン フ ラ を活用す る方法が提

案 され て い る こ とが よ く分か る ． しか し
，

こ れ ら

の イ ン フ ラ的 な側面 とは対照的 に，例 えば，他の

部門で 開発 された 技術 や こ れ に関連 す る知識 を活

用 して 新製品 を開発す る な どの 方向性 は ，や や 少

ない と言える．

7． む すびに か えて

　本論 文で は ，ス トラテ ジ
ー形成 にお ける進化 と

進歩 に つ い て ， 敢 えて 工 学 的な図式で ある遺伝的

手法 を中心 と して 議論 した ．工 学 と社会 シ ス テ ム

で は分野 が異 な り，違 っ た分析手法が 必要 で ある

こ とは言 うまで もな く，今後，，こ れ らの展 開が必

要で あ ろ う．また ，遺伝 的手法は確か に ，与え ら

れた条件の もとで の 最適 な解 は与えるが，例 えば
，

鉄鋼業にお け る生産調整 を考慮 した計画 な ど，最

適で な くて もよい 場合，環境変化が激 しい 場合に

は適 さない こ とが 分か っ て い る．こ の よ うな場合

に は
， 人間や組織の 有する 知識 をマ ネジ メ ン トす

る方法論 を活用す る必 要が あろ う．

　今後 ，
イ ン タ

ーネ ッ ト時代 を重視 した分析 を進

め る予 定で ある ．

）1
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表4　知識 マ ネジメ ン ト実施，未実施企業の技術認識の差異 （5段 階評価 の 平均値）

（すべ て 5 ％有意 で 平均値の差が 存在す る）

実施企業 未実施企 業

将来の 技術動 向が 流動的 ， 技術革新 が 期 待 で きる 3，74 3．06

新製品開発や技術開発 が 競争 の 鍵 で あ る 4，58 4．17

表 5　知識 マ ネジメ ン ト実施 ， 未実施企業 の 研究開発認識 の 差異 （5 段階評価 の 平均値）

（すべ て 5 ％ 有意 で 平均値 の 差が存在する）

実施企 業 未実施企業

他社と の 共 同 開発 に おけ る 情報伝達 の ス ピー
ドア ッ プ 3．00 2．89

製 品 開 発 期 間 の 短 縮 化 3．11 2，47

表 6　知識 マ ネジメ ン ト実施，未実施企業 の 情報 イ ン フ ラ利用 の 差異 〔5 段階評価 の 平均値）

（す べ て 5 ％有意で 平均値 の 差が存在す る）

グ ル ープ ウエ ア イ ン トラ ネ ッ ト

実施 企業 3，63 4，37

未実施企業 2．92 3．59
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