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　企業社会 に お け る情報化の 進展 を研究対象と した 「経営情報論 」 に は，旧来 の 経営学 に 基 づ い た

教育 ・研 究方 法 と学際的な そ れ とが ある．本稿 で は後者 に 注目 し， 各 々 ， 経営学を専門 とす る立場，
情報技術 を専門 とす る 立場，関連領域 で ある社会学を専門 とす る 立 場 か ら，こ の 領域 に お ける 研究 ・

教育 の 課題 と展開の 可能性 に つ い て 考察 した ，

　そ の 結果，経営学を専門 とす る 立場 か ら は，高度情報化社会 に お い て 情報 シ ス テ ム 監 査 の 重要性
が 高 まっ て お り，研究 ・教育に お い て も，公表 さ れ て い る経済産業省の 「シ ス テ ム 監査基準」， 「情
報セ キ ュ リテ ィ 監査基準」 の 検討な どの視点が 不可欠 で あ る こ と，ま た 教育 に お い て ， 例 え ば具体

的な企業の決算書を利用す る な ど した情報読解力養成の 必要性 が あ る こ と な ど，実務 に注 目し た知
見が 得 られ た．他方 ， 情報技術 を専門 とす る 立場 か らは ， この領域に お ける研究 に ， 通常の 発想 と

は逆 に 「ビ ジ ネ ス へ の 応 用が情報 シ ス テ ム を発展 さ せ た 」 とい う視点が必要で ある こ と ， ホ ロ ン概
念が ア ナ ロ ジーと し て 組織論 に もつ 意味に見られ るように ， 生物学な ど他 の科学の 研究成果 も 隋

報」を媒介項と して 経営学へ の応用可能性 をもつ こ とが 示 さ れ た．ま た ， 社会学 か ら は 「ナ レ ッ ジ ・
マ ネ ジ メ ン ト」 とい う経営学 の 新 しい 領域 に お い て，人間の集団的心理過程 に ま で 立 ち 入 っ た検討

が 必要 と さ れ て お り，そ こ に社会学の 貢献 可能性の あ る こ とが 示 さ れ た．

キ ーワ ード ：経営情報 ， 情報技術 ， 経営 シ ス テ ム
， ナ レ ッ ジ ・

マ ネ ジ メ ン ト

　　　　　
management

　information　systems ，　information　technology ，
　rnanagement 　system ，

　　　　　 knowledge　 management

1　 は じめ に

　「経営情報論」は ， 企業社会に お い て 情報化 が進展す

る な か で起 こ る 現象を対象 と す る ， 新 し い 学問領域で

あ る．方法論 と して 2 − 1 に お い て 説明 さ れ る よ うに

旧来 の経営学 に 基 づ くもの と，学際的な も の との 二 つ

が あ る．社会科学に お い て は ， 研究対象 として の社会

現象 と， 分析枠組 と し て の 諸 理 論 とが組み 合 わ さ っ て

各 々 の 研究領域 を形成 して い る が ， 本稿 で 注 目す る 学

際的な方法 の場合，完成 さ れた
一

つ の 理 論体系が 既 に

存在し て い る わ け で は な い ．学際的な方法論 に 基 づ く

「経営情報論」 に お い て も， 分 析枠組 の 中心 とな っ て

い る の は経営学分野 に お け る蓄積だが ，対象の性質上，

研究 を進 め る た め に は 従来 の 経営学 に 加え，情報関連

の 技術的 な 知識 と
， さ ら に経済学 ・心理学 ・

社会学 ・

科学方法論 な ど の領域で 蓄積 さ れ て き た 知見 との 総合

が必要 と さ れ る．

　以上 の ような認識の も とで，本稿で は前半の 2 − 1 ，

2 − 2 で 経営学 を専 門 とす る立 場 か ら見 た こ の 領域 に

お け る研究 の特徴と教育上 の 留意点 に つ い て 論 じ， 後

半 の 3 で は情報技術 を専門とす る立場 か ら見た 研究の
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展望 ，
4 で は関連領域 の ひ と つ で あ る社会学 の 同領域

へ の 貢献の 可能性 に つ い て，論 じて い く こ と とす る．

　なお 本稿は ， 各項 目共通 の 参考文献 と して ，同分野

に 関す る 最新 の テ キ ス トで ある大阪市立大学商学部編

の 『経営情報』 （有斐閣刊，2GO3）を検討 した上 で 執筆

さ れ た ．その 他 の 参考文献 に つ い て は，各項毎に 記す

こ と と す る．

2　 経営学を専門とす る立場 か ら

2 − 1　経営情報論と情報 シ ス テ ム 監査 ：

　　　　『経営情報論』の課題

　経営情報 シ ス テ ム 論 の 講義担 当者の 1 入 と し て 私見

を述 べ て み た い ．多 くの 経営 ・商学系 の 大学で は 「経

営情報 シ ス テ ム 論」 な る科 目が 設置 さ れ，講義が行わ

れ て い る．そ の 内容 を検討す る と大 き く二 つ に 大別 さ

れ る．一
つ は 旧来の 経営学者 に よ る1950〜1960年代の

EDP の 経理 事務へ の 導入 に よ る ， 事務 の 機械化 ・合理

化を視点 とす る事務管理論 を先史 と し て展開さ れ ， 引

き続い て 登場す る 経営情報 シ ス テ ム （MIS ），意思決定

シ ス テ ム （DSS ），戦略情報 シ ス テ ム （SIS）の概念 ・役割

を中心 に 講議す る場合 と，情報の 定義 を検 討 した 上 で ，

企業の 業務 や情報化社会 との 関連 に お い て そ の 技術的

な 問題 を含め て 広 く学際的 に 講義す る場合が考え られ

る．

　大阪市立大学商学部編 の 『経営情報』 は後者の視点

か ら現代 の 最先端の動向を取 り入 れ た斬新的 な 「経営

情報論」 とい うべ きで あ り，そ の 基礎理論を解明し，

新し い 経営情報 の 学問分野 の 体系化 を試 み た 画期的書

物 で あ る とい えよ う．し か し ， は しが きで 書か れ て い

る よ う に 「情報 を マ ネ ジメ ン トで き る希有 な人材 と し

て 活躍 す る こ と を希望す る」ならば常 に 情報 シ ス テ ム

に お い て も．監査 の 視点 を 忘 れ て は な らない ．

　経 営行為は何ごとも監査さ れ る こ と を前提 に その 対

応 に 準備 しな け れ ばな らない こ と は言うまで もな い ．

ほ と ん どの業務が情 報 シ ス テム で 処理され る現 代 に あ

っ て は ，高度1青報化社会 の 均衡 あ る発展に は情報 シ ス

テム の 監査 が 必要 で あ る．例 えば，2002年 4月 に 引 き

起 こ され た わが 国 3大都市銀行の合併 （みずほ フ ァ イ

ナ ン シ ャ ル グル ープ ） に 伴う情報 シ ス テ ム の 移行 に 際

して，大 きな情報シ ス テ ム の障害が 発生 し，大 き な社

会問題を引き起 こ した．こ れ は情報 シ ス テ ム 部門の プ

ロ ジ ェ ク トマ ネ ジ メ ン ト （広義 の 内部統制） と それ を

第三 者の視点 か ら監査 する内部監査 に 欠陥 が あ っ た た

め と も考え ら れ る，さ らに 監査役監査に お い て も， 情

報 シ ス テ ム は 会社の 主要な機能を果た して い る の で ，

情報 シ ス テ ム に 関連す る意思決定 の よ うな取締役 の業

務執行 に つ い て は監査範囲 に 含 め る べ き で あ る．こ の

場合 ， 情報 シ ス テ ム の移行問題 の か な りの 部分が経営

の 問題で あ っ て技術 の 問題 は薄い よ う に 思 う．

　 したが っ て ，本書の 課題 と して は情報 シ ス テ ム の 監

査 に つ い て も十分 な検討が必要 と思わ れ る．と りわ け ，

わ が国で は経済産業省か ら「シ ス テ ム 監査基準」や 「情

報 セ キ ュ リテ ィ 監査基準」等が 公表され て お り， 最低

限 そ れ らの 意義 の 検討があ っ て もよ か っ た の で は な い

か と考え る．ち な み に 同種の テ キ ス トとして，例え ば

　『経営情報 シ ス テ ム 』
1］

， 『経営情報論 ガ イ ダ ン ス 』
2 ），

　『経営情報論』
3｝

で は 1章ま た は 1節を割 い て ， 情報 シ

ス テ ム の 監査問題 の 重要性 を説明 し て い る．幸 い 本 学

社会情報学科の カリキ ュ ラ ム で は ， 「経営情 報 シ ス テ ム

論」と は 別 に 「シ ス テ ム 監査論」を開講 し て い る の で ，

そ の 教育 目標の 連携 と本書を参考に した 授業内容の 精

査が今後必要 と さ れ る．

2 − 2　 「経営情報シ ス テ ム論」を担当する立場か ら

　本学 で 「経営情報 シ ス テ ム 論」を担当し て い て ，
こ

の 講義 の あ りか た に つ い て 考 え さ せ ら れ る こ とが 多

い ．

　こ の 講 義の内容 に つ い て は，本来 ， 経営情報 と は何

か ，企 業に お い て 経営情報シ ス テ ム を どの よ うに構築

す る か ，そ し て 企業内の 惰報伝達が どの よ う に 行 わ れ

る か な どが 講義 の 基本内容で あ ろ う と思わ れ る．しか

し社会情報学科の専門科目 と して 考 え た 場合，こ の 科

目を違う視点 か ら取 り扱う必要 が あ る と思 う．

　本学 の情報文化学部に は ， 情報文化学科 と 社会情報

学科 の 2 つ の 学科 が あ る．両学科 の 情報教育に お い て

そ れ ぞ れ の 特色が 何 か と い う と，情報文化学科が 情報

の 発信
・伝達 の 分野 に 重点をお い て あ る の に対し て ，

社会情報学科 は ， 情報 の 解読や利用 の ほ うが よ り重視

さ れ る とい える．この よ うに考える と ， 「経営情報 シ ス

テ ム 」 の 講義は ， 企業経営 に お い て あ らゆる ソー
ス か

1）宮川公 男編 著 『経 営情 報 シ ス テ ム L第 2版 ］』，中央経済社， 1999年．

2）佐原寛二 編著 『経営情報論 ガ イダ ン ス 』， 中央経済社，1996年．

3）遠 山暁，村 田潔，岸　眞理 子 『経 営情 報論 」，有斐 閣，2  03年．
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「経 営 情 報 論 」 の研 究 ・教育 に 関 する 論考

ら情報 を収集 し ， そ れ らの 情報 の もっ 意味 を理解し た

うえ で ， 企業経営 に どの ように 活用 す れ ば よ い か を講

義の 基本 内容 と して も よ い の で は な い か ．企業経 営 に

関す る情報 は，自社 の情報 は もち ろ ん の こ と ， 競争他

社や協力企 業の情報 も含 ま れ て い る．そ して 情報 の ソ

ー
ス は，新聞や 雑誌 な ど マ ス メ デ ィ ア か らの も の も あ

れば，企業 が自主的に提出した もの もある．社会情 報

学科の 学生 が 将来実社会 に 出て求め られ る能力 の 1つ

は，経営情報の読解力で は な い か． こ の 情報 の 読解 力

の 中で ， 特 に ，企業の 決算書類 に つ い て の読解力 は社

会情報学科卒業生 に と っ て 必要 な学力 で あろう．決算

書 は 企業情報 の 宝庫 とい え る。決算書 を見 れ ば，そ の

企 業 の 概 ね の 経営状況を判断す る こ とが で き る．も ち

ろ ん そ の た め に 基本的な会計知識が必要で あ る．た と

え ば，講義 で は ， キ リ ン ビ ー
ル と アサ ヒ ビー

ル を と り

あげ ， 2社の経営状況を比較 した こ とが あ る．本学 の

学生 に と っ て は，2社は ど ち ら も有名な ビール メーカ

ーで あ り， 代表的な製品 は そ れ ぞ れ に
一

番絞 り とス
ー

パ ード ラ イが あ る ぐ ら い は知 っ て い る よ うで あ る．し

か し経営実態に つ い て は，あ まり知 ら な い の が 実情 で

あ る．ビー
ル を製造 し販売す る本業に お い て は ， ア サ

ヒ は キ リ ン よ り収益性が高い ．そ れ に は い ろ い ろな原

因 が あるが， 1 つ 重要 な原因 は キリ ン が ア サ ヒ よ り販

売費
一

般管理 費 が 多 くか か っ て い て ， 製造原価 もアサ

ヒ よ り多 い 点 に あ る．営業費用 が多か っ た 1 つ の 理由

は ， キ リ ン は従業員人数 が多 い た め で あ る．売上 で は ，

キ リ ン の 売上が ア サ ヒ よ り約 2割 ぐらい 多 い が ， 従業

員人数 で は ， ア サ ヒ の 2 倍以上 で あ り， しか も平均年

齢は ， アサ ヒ より約 2歳も上 回 っ て い る．一
方 ア サ ヒ

は ， 本業で は キ リ ン よ り収益性 で 上 回 っ て い る が，有

利子 負債 が 多 く， 営業外費用 が 多 くか か っ て い る の で ，

結果 として経常利益で は キ リン に 負け て し ま う．こ れ

は ， 財務 の 安定性が い か に重要 か を示 して い る．

　 こ の ように ， 講義で 身近 に あ る企業の 実例を 取 り上

げ ， 企業経営の 実態 を比較分析す る こ と に よ っ て ， 学

生 も講義 に対し て興味を持 っ よ うに な っ た．この 講義

を担当 して ， 1 つ 考 え さ せ られ る こ と は
， 高度な内容

の 講義 をす る よ りも， 学生 に とっ て 関心 が あ り そ うな，

そして ， 実社会 に 出て か ら確実 に 役 に 立つ よ うな勉強

を させ る こ とが ， 非常 に 重要 で あ る ， と い う点で ある．

3　情報技術 を専門 とする立場か ら見た展望

3 − 1　 「情報シ ス テ ム 」と企業経営

「情報 シ ス テ ム 」の 企 業経 営 へ の 応用 は ， 20世紀初頭

まで 企 業活動 に お け る 「必要悪」 と さ れ て い た情報処

理 （事務処理） を，1950年代以降 に は 「有 用性」 の あ

る情報管理 で あ る と認識 さ せ た （大阪市立大学商学部，

2003）．そして ， 1960年代の EDPS （Electronic　Data
Processing 　System） の 普及 ， 197 〜8〔，年代 の第 2次

OA （Of’fice　Automation）ブー
ム

， ダ ウ ン サ イ ジ ン グ

と分散処理 に よ る EUC （End 　User　Computing）の
一

般化 を経て ， 情報 シ ス テ ム は，業務 を効率化す る と い

う働き に よ り 「経営資源 」（ヒ ト・モ ノ ・カ ネ ） の
一
種

で あ る と み な さ れ る に 至 っ た．例 え ば CAD （Com．

puter　 Aided　Design）／CAM （Computer　 Aided
Manufacturing） の利 用な どが こ の背景に あ る．さら

に ， 198 年代後半 か ら90年代に か けて ，〈 情報 〉 を 単 な

る経営資源 で は な く （ヒ ト ・モ ノ ・カ ネ と異なる第 4
の 経営資源 として）「戦略経営資源」と捉 え る見方 が

一

般化 し て きた （前出）．こ れ に は データ ベ ー
ス の 戦略的

利用やイ ン ターネ ッ トを は じ め と するネ ッ トワーク コ

ン ピ ュ
ーテ ィ ン グ の 普及が背景 に あ る．

　 こ の よ うに ， 「情報シ ス テ ム 」の 企業経営に お け る位

置づ け は，コ ン ピ ュ
ー

タ 技術 の 発 展 を背景 に ，時代 と

と も に 変化 し て き た．こ れ は，一
見す る と 「情報技術

の発展が ビ ジ ネ ス の ス タイ ル を変 えて きた 」と見 える

し，それ は事実で あ ろ う．し か し，企業経営 （ビ ジ ネ

ス ）へ の応用 が進ん だ結果 ， 「情報 シ ス テ ム 」へ の 要望

が 顕在化 し，新 た な 要 求仕様 と な っ て フ ィ
ードバ ッ ク

さ れ た ， 即 ち 「ビ ジ ネ ス へ の 応 用 が情報シ ス テム を発

展 さ せ た」 と見 る こ と もで き る．

　例 え ば ， ソ フ トウ ェ ア 開発の分野 で は ， ビ ジ ネ ス 分

野 で の 利用 を前提 と した シ ス テ ム の 信頼性 と開発効率

の両者を実現す る ため の 方法論 と し て の ソ フ トウ ェ ア

工 学 （Software　Engineering）が 196  年代以降 に起 き ，

そ の 研究成果 （特 に 構造化 パ ラ ダイ ム に よ る開発方法

論） が 1970年 か ら80年 に か け て 実践 さ れ る に 至 っ て ソ

フ トウ ェ ア 産業 の 発展 に 貢献 した経緯が あ る．そ の 後

も，ソ フ トウ ェ ア 産業界か ら の 要求 を受け て ， オ ブジ

ェ ク ト指向 パ ラ ダ イ ム や ネ ッ ト ワ ーク コ ン ピ ュ
ーテ ィ

ン グな ど新たな技術や状況に応 じ るべ く研究が行わ れ

て い る，企業経営を前提 に して 情報技術が 発達 した 例

は，他 に も，株式相場予測や ビ ジ ネ ス モ デル ・経営戦

略 ・情報戦略 ・宣伝な ど の 企業活動 を前提 と し た知識

表現 や 戦 略 モ デ ル が情報科学分野 で 研究 され る など枚

挙 に 暇が無 い ．

　ADSL や FTTH に代表さ れ る ブ ロ
ードバ ン ドの家

庭用ネ ッ トワーク へ の 普及 が
， 企業間の み な らず個人
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対企業 ・個人 対個人 の 電子商取引 （バ
ー

チ ャ ル モ ール

や ネ ッ トオ
ー

ク シ ョ ン な ど） と い う新た な ビ ジ ネ ス ス

タ イ ル を誕生 させ た
一
方 ， 逆 に信頼 で き る ビ ジネ ス の

実現 に必要な ，
セ キ ュ リテ ィ

ー ・電 子 認 証 な ど の 情報

技術 が 次 々 と重要な研究テ ーマ とな っ て，暗号 理論な

ど理 論分野 の 研究 に ま で 影響 を 与 え て い る．今後 も，

携i帯電話， モ バ イ ル メ デ ィ ア ， IPに よ る メ デ ィ ア ミ ッ

ク ス
，

ユ ビ キ タ ス コ ン ピ ュ
ー

テ ィ ン グな どの 情報技術

がもた らす新た な経営 ス タ イ ル が情報 シ ス テ ム の 発展

に 寄与 し て い くだ ろ う．

　 もち ろん，情報技術 は ， 経営 （ビ ジ ネ ス ）の み で は

な く，医療 ・教育 ・科学技術 な ど幅広 い 分野 に応用 さ

れ て い る．した が っ て ，
〈 情報 〉 が こ れ らの様々 な 分 野

の 架け橋 と な っ て，経営 の 分野 の 発 展に も貢献す る と

期待 で き る．以 下 に ， 「生物 （生命科学）」 の 分野 で の

研究成果が く 情報 〉 の 仲介 を得 て 「経営」に応用が期

待で き る例 に つ い て 考察す る．

3 − 2　生命シ ス テ ム と経 営シ ス テ ム の ア ナ ロ ジー

　　　　 （〈情報 〉 が仲介）

　1970年代 か ら80年代に か けて 知識処理 シ ス テ ム を中

心 と し た AI （Artificial　Intelligence， 人 工 知能）ブー

ム が産業界を巻 き込 ん で 起 き，「フ ァ ジ ィ 制御」「ニ ュ

ーロ コ ン ピ ュ
ータ」な どが そ れ に 続 い た． こ の うちニ

ュ
ー

ロ （ニ ュ
ーラ ル ） コ ン ピ ュ

ー
タ は ， 生物の 神経細

胞 （ニ ュ
ーロ ン ）の 情報伝達 モ デル を利用 して 学習機能

を実現 す る も の で あ る．そ の 他 に も， GA （Genetic

Algorithm，遺伝 的 ア ル ゴ リ ズム ）の よう に，何 らか の

問題解決 をめ ざす情報処理 シ ス テ ム に 生命活動 由来 の

ア イ デ ア が利用 され る例は多い ． こ れ らは，複雑 で ヒ

ュ
ー

リス テ ィ ッ ク な解決を要求 さ れ る よ う な 問題 に対

す る ア プ ロ ーチ として ， も と も と複雑系 で あ っ て 実 に

巧妙 な し くみ を も つ 生命 シ ス テ ム を模倣 ・応用 しよう

とい う試み で ある．長い 進化の 過程で 獲得 さ れた 生命

の シ ス テ ム は ， 必 ず し も最適 で な い に せ よ ， 生命維持

に十分な機能 を有し ，
か つ 個体 と し て 種 と し て 環 境変

化 に 対応 し う る柔軟性 を兼ね備え て い る。遺伝情報 だ

けで な く， 生命 シ ス テ ム に は
一

見無駄 な情報領域 が 存

在す る場合が多い ．脳 の構造 と機能は ， ホ ロ ン （全体

子）と い う概念 で 説明 さ れ る よ うに ，局所的な素子 （ニ

ュ
ー

ロ ン ） の集合体 で あ りなが ら記憶などは素子 と ／

対 1 に は対応 せ ず（1　bit単位 の コ ン ピ ュ
ー

タ と は違 っ

て）構造全体で 成 り立 っ て い る．複雑な社会活動を行

う企業 （ビ ジ ネ ス ） の 組織や戦略 の モ デ ル と し て，こ

うした 生命 由来の ア イ デ ア を取 り入れた もの が提案 さ

れ つ つ あ る．経済成長期 に は ， 無駄 を排 して 効率化 を

目指す組織論 や 戦略論が 主 で あ っ た が ， 変革期 の ビ ジ

ネ ス モ デル として は，冗長性 （redundancy ）をもつ 組

織や柔軟性 の あ る戦略が 必要 と され る．サ イ バ ース ペ

ー
ス と呼ばれ る よう に 情報空間自体が生命的 な柔軟性

をもつ に 至 っ た 現代 で ， 複雑系 をなす企業活動 に 対 し

て，新し い 柔軟な シ ス テ ム が 期待 さ れ て い る．オブ ジ

ェ ク ト指 向や エ
ージ ェ ン ト指向な ど を取 り 入 れ た構

造 ， さ ら に は分散 ・協調型 の 戦略な ど く 情報 〉 の 新 た

な発展 が 企 業形態の 新た な形 の 提案 に 繋が る と考えら

れ る．

4　社会学を専門 とす る立場か ら ：

　　ナ レ ッ ジ ・マ ネジメ ン ト研究と社会学

4 − 1　 ナ レ ッ ジ ・マ ネジ メ ン トと は何か

　前項 で も述べ られ た 通 り， 経営学 は当初 ， 労務管理

の手段 と し て の 「事務処理 を如何 に効率化す る か ，

つ ま り直接 ， 生産 ・販売などの 主要活動 に関ら な い 副

次的業務 に か か る コ ス トを如何 に抑え る か ，とい う観

点 か ら出発 し た． こ れ は い わ ば 「事務 『必要悪』観」，

「情報 『必要悪』観」 に も とつ い て い る．しか し今日

で は，事務 の結果生 み出 さ れ た 「情報」 そ れ 自体 が 価

値 の 対象とされ関心 が集ま っ て い る （大阪市立大学商

学部，2003）．そ の た め ， 有用な情報を如何に して組織

内で 生 み 出 し， また ，利用 す る か ， その た め に最適な

組織の 構造，人 員 の 配置，評価 ・
人事の あ り方な どが

議論の対象 と さ れる よ うに な っ た．そ こ で は，従来知

られて き た，例え ば生産 の 効率化 を 図 る た め の 「トヨ

タ の カ ン バ ン 方式」 の よ うな ，
モ ノ の 流れ に 焦点 を 当

て た生産管理 的発想を超 え，人間 の 心理 的過程に まで

立 ち 入 っ た検討 が 必要 と さ れ る に 至 っ て い る．

　 と こ ろ で ，人間の 心理 と組 織 の 機能と の関係は ， 従

来か ら社会学で は 主要 な 研究対象 の ひ と つ で あ っ た ．

ま た ， 人員配置や評価 ・人事 の 適正 化を図る上 で 必要

と さ れ る，人間の 集合行動 に 関す る知見 も，心 理学 と

並 ん で社会学の領域 で 多 くの蓄積があ る．近年 の 情報

化 に 関す る 経営学に ， 社会学 か らの 引用が し ば し ば見

られ る の は こ う した 理 由 に よ る と思 わ れ る．つ ま り，

経営学が 「情報化」 を取 り こ む 必要性 が 生 じた時 に ，

同時 に 社会学の こ の領域 で の 有用性 も生 じ た の で あ

る．

　 経営情報論 に対 す る社 会学の 貢献が殊 に 見込 まれる

領域 と して 「ナ レ ッ ジ ・マ ネ ジ メ ン ト』 が あげられ る．
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「経営情報論」 の 研 究 ・教育 に 関 す る論考

これは「1990年代以 降グ ロ
ーバ リゼ イ シ ョ ン が加速 し，

産業や 国境 を越 えた
，

い わ ゆ る 「メ ガ ・コ ン ペ テ ィ シ

ョ ン 」が激化 す る中で，新た な製 品 ・サ
ービ ス や新 た

な技術 の 開発 な ど
， 企業に よ る新た な 「知識』（knowl ・

edge ）の 創造を継続的に促進す る こ とが，経営 の情報

化の 重要 な 目的」と な っ た こ と を受 け，「現在そ の 中核

的 な ア プ ロ ーチ と し て取 り組み が 進 め られ て い る」領
．

域 で あ る （前出p．235）．日本 の経営学者，野 中郁次郎

が 提 ［1昌した 「組織的知識創造」（organizational 　knowl −

edge 　creation ）の 理論 は，従来資本主義経済を動 か し

て きた労働 ， 資本 ， 土地に 代わ り，最重要な経営資源

と し て 「知識」 へ の 関心 が高ま る な か で ，世界的 に 注

目さ れ て い る．野 巾ら に よ る と ナ レ ッ ジ ・マ ネ ジ メ ン

ト と は 「知識 の 創造，浸透 （共有 ・移転），活用 の プ ロ

セ ス か ら生 み出さ れ る価値 を最大限 に発揮さ せ る た め

の ，
プ ロ セ ス の デザ イ ン

， 資産 の整備，環境 の 整備 ，

それ らを導 くビ ジ ョ ン と リーダーシ ッ プ 」 で あ り ， そ

の理論的基盤をなす の は ， 組織の 情報処理 シ ス テ ム モ

デル
， 組織学習，自己組織化組織 ， 組織的知識創造 の

理 論 で あ る （前出 p．235〜p．236）．

　 こ の中の組織的知識創造 の 理論 で は ， 組織 に お け る

知識創造 の た め の 必要条件 と し て，  組織 の 意図 の明

確化 ，   組織内の個人 や 集団 へ の 自立性の付与，  ゆ

ら ぎ と創造的 カ オ ス の 創造 ，   情報 の 冗長性 の 確保 ，

  最小有効多様性の 確保，があげられ て い る （前出 p．

247）．こ れ らが 必要 と され る の は，と りわ け知識労働

に お い て ， 個人 や グ ル ープ の 組織に対す る コ ミ ッ トメ

ン ト とモ テ ィ ベ
ー

シ ョ ン を維持し な が ら，根本的 に新

し い 発想を 生 み 出 し続 け る た め の組織運営の あ り方

が ， デ リケー
トな問題だ か らで あ る．こ こ に は，  の

情報 の 冗 長性の 確保 （が 組織 内 の 暗黙知 の共有に 役立

ち，状況 に 応 じた リーダーシ ッ プ ；潜在的指揮 の 冗長

性，を 可 能 とす る），に 見 られ る よ うに
， 従来の 「効率

性」 を追及す る組織運営の常識 と は異 なる考 え方 が 含

まれ て い る．

4 − 2　 知識労働 と社会学の 貢献可能性

　 以．ヒの よ うな 知識創造 の た め に 経営 を考 え直す文脈

の 中 で ， 近年， 知識 労働者 の モ テ ィ ベ ー
シ ョ ン を如何

に し て醸成す る か が ひ とつ の 興味深 い 論点 と なっ て い

る．そ こ で 示 さ れ る の は，20世紀初頭に フ レ デ リ ッ ク・

ウ ィ ン ズ ロ
ー・

テ イ ラ ーが 行 っ た イ ン セ ン テ ィ ブ 研究

に よ る そ れ と は異 な る 結論 で あ る．最近出され た論文

で は，従来の イ ン セ ン テ ィ ブ ・シ ス テ ム が 前提 と して

きた 経済学の 「効用最大化」の 仮説 ， つ ま り，理 論上

人間 は 自己 の利益 を合理 的 に 計算 し て 行動 す る と され

て き た 考 え 方，の 見直 し が 主張さ れ て い る （W ．チ ャ

ン ・キム ，レ ネ・モ ボル ニ ュ ，2003）4）．こ の 論文で は，

人 間 は結果 だ け に 満足 す る の で は な く，プ ロ セ ス （過

程〉 の公正 さ も満足感 に 対 して 等 しく重要 で あ る，と

い う社会学 の 知見を踏 ま え て ， 「分配 的公 正 」（Distribu−

tive　Justice＞と 「手続き的公正」（Procedural　Justice）
との 二 つ の 公 正 さ の 基準 を 峻 別 し，ケー

ス ス タデ ィ か

ら 知識労働者に と っ て 後者が と りわ け重要で ある こ と

が 主張 さ れる．

　 人間の 行為を解釈す る上 で の 過程重視の考え方は，

筆者が 専 門 とする社会運動論研究 に お い て も，70年代

後半 か ら展開 さ れ て きた 見方 で あ る．社会運動論研究

で は ， 人 々 が なぜ社会運動に参加す る か，その 動機付

け の 解明 に焦点を当て る研究方法が定着し て お り，数

多 くの 質問紙調査 ， 対面調査 を含む実証研究 が 行わ れ

て きた．社会運動論の ひ と つ で あ る 資 源 動 員論は，合

理的行為仮説 に基 づ い て 人 々 が社会運動 へ の 参加 を決

定す る 動機 の 分析を行 っ て きたが ， 実 は そ れ ら が 示 す

知 見 の ひ とつ は ， 人 々 は結果 と して 経済 的な利潤 を得

る こ とだ け を 日標に行為す るわけで は な い
， と い う点

に あ る （そ の た め
， 社会学の こ の 領域 で は， 「合理的行

為」 とは どの よ う な行為 か に つ い て の議論が つ い て 回

る）．ま た，社会運動論研究 の 中 で ，連帯資源 の 機能 の

分析が為さ れ て き た が ，それ に よ る と連帯 に は，動員

に か か る コ ス トを低減 させ る，帰属意識 に よ り忠誠心

を醸成す る等の機能 に 加 えて ， こ れ ま で に な い 新し い

価値観を生 み 出すため に 必要不可欠な 「社会化の や り

直 し の 揺籃」と い う潜在的 な 機能 もあ る と考え られ る．

注） 上 で 触れ た もの の 他，杜会学 の 同領域 へ の 貢献 に 関 し て 参考 と な る研究 方法 と し て，国内 の 主要 な情 報関連企 業の研究所 の 立 地 に

　 関す る調査が 挙 げ られ る．これ に は，研 究所研究 員 を対象 と す るイ ン タ ビ ュ
ー

が 含 まれ，例 え ば神奈川 県 相模 原 市の NEC 中央研究

　 所 の 研 究員 に 対 す る イ ン タ ビ ュ
ーか ら は ．研究 員の ラ イ フ ス タ イル と，同研究所が首都圏に 立地 す る必然性 と の 関係が 示 唆 さ れた

　　 （北川 隆 吉，井 上 治 子 　他，1997 ）．S エ

4〕 「フ ェ ア ・プ ロ セ ス ：信頼 を積み 上 げる マ ネ ジ メ ン ト」，W ．チ ャ ン ・キム ，レ ネ・モ ポル ニ ュ 著，『Harvard 　Business　Review　4 モ

　　チ ベ ーシ ョ ン の 行 動科学」， 2003．4
5） 『現代 日本 の 社会 変動 と地 域 社会 の 再編』北illwa吉，井上 治テ　他，平成 8年度文部省科 学研 究費補助金研究成 果報告書，19Y7．3
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こ れ は ， 連帯が 人 々 に 新 し い ア イ デ ン テ ィ テ ィ を与え

る か ら こ そ イ ン セ ン テ ィ ブとな る こ と を 意味 し， イ ン

セ ン テ ィ ブ研究 に 新 た な 局面 を開 く と と もに，知識創

造 の た め の条件研究に 対 して も示唆的 で あ る と 思 わ れ

る．

　人 々 の 関心 の 焦点が ， 「経済的な分配」か ら別 の 点 に

移 りつ つ あ る こ と は，豊饒 の 時代の 帰結 で あ ろ う．と

りわけ知識創造に関る労働者 に お い て そ の 傾向 が 強 い

こ と は ， 今後 の 経営学 の 展開に お い て 注 目され る必要

がある．社会学に お い て も， 新 しい 知識 の 創造，新 し

い 価値観の 創造 が 可能 とな る社会的条件の解明 は終わ

っ て は い な い ． こ れ は 今後 の 社会 に お い て 望 まれ る民

主主義の制度 ， 秩序の あり方を考え る中で，こ れ か ら

ます ます 重 要と な る 問題 で あ る．こ うし た社会学 の 研

究が ， 経営情報論 の よ うな新 しい 社会科学 との 相 互 乗

り入 れ に よ っ て ，

一
層進展 して い くの で は な い か と思

わ れ る．

5　 おわ りに ：

　　「経営情報論」教育 ・研究の 展望 に つ い て

　「経営情報論 」教育
・研究 は，本学情報文化学部に お

ける研究 ・教育に と っ て 欠 か せ な い 「情報化 の 企業社

会 に お け る現状」に 関す る認識 を得 る の に役立 つ と い

う こ と に留ま らず ， 情報化社会 に お い て 情報技術 の 進

歩が今後 ，人間社会 に ど の ような変容 ， 変質を もた ら

し得 る か を考察す る上 で も，た い へ ん興味深 い ．か つ

て 蒸気機関 と い うひ とつ の 技術上 の 発明が ， 工 場の成

立 を介 し て ， 人間の 労働 の あ り方 を変 え，日常生活を

時間の 観念 の よ うな根本に至 るまで変化させ
， 資本主

義社会 の 性質を決定付 けた よ うに ， 今 H の 情報技術 の

発展 もまた，予期せ ぬ ほ どの 大 きな ， 決定的 な 影響を

人間社会 に 与 え る で あ ろ う こ と が予想され て い るか ら

で あ る．経営情報論は ， 経営学 が与え る 内側 の 視点 か

らの 極め て具体的 な変化の観察 と ， 他 の 分野 か ら得ら

れ る包括的な性質把握の た め の サ ジ ェ ス チ ョ ン と を 統

合す る こ と に よ り，今後新 し く創 られる社会 を占うた

め の
， 新 し い 科学 と な りうる広が りを持 っ て い る よう

に 思わ れ る．

付記 ：なお ， 本稿 は 平成ユ5年 5 月か ら 7 月 に か け て ，

本学情報文化学部教 員各位の参加 を得て 実施 さ れた

「経営情報論研究会」に お い て 得られ た 知見 を踏 ま え

て 執筆 され た ．業務 ・研究に お忙し い 中ご参加 い ただ

い た諸先生方 に 心 よ り謝意 を表し ま す．
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