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1 C S R とは

日本経団連 は
,

2 00 3 年 1 月 1 4 日 の
『
多国籍企業 に 求め ら れ る社会的責任 に 関す る研究会報

告書』 で C S R に 対す る 関心が 高ま っ て きた背景を以下の よう に 述 べ て い る｡

1 . 企業を取り巻く環境 の 変化

(1) 企業活動 の グ ロ ー バ ル 化 に 対す る N G O や 途上 国の 懸念

(2) 消費者行動 の 変化

(3) 投資家 か ら の 評価

(4) 従業員の 意識変化

(5) 法制化 に向けた動き

2 . C S R に関す る 国際基準 ･ 規格 の 現状と問題点

1 . 急速 に増加す る 国際基準
･ 規格

2 . 国際統
一

基準 ･ 規格 と 文化
･

社会的背景 の 違 い

3 . 国際標準化機構 (IS O) に よ る 規格化 の 動向

IS O は
,

政府 の 規制 に よ ら ず, 民間が 自主的に 国際基準 を作成 し,
こ れ に基 づ い て 各企

業 が社内体制を整備す る こ と の 中心的な役割を担 っ て き た｡ I S O の マ ネ ジ メ ン ト ･ シ ス テ

ム 規格 と して は
,
9 0 00 s ( 品質管理) ,

1 4 0 00 s (環境) が 有名 だ が , 現在, C S R に 関す る規

格化 の 是非 に つ い て 検討 が 進め ら れ て い る｡

東京商工 会議所 H P は
, 不信, 不透明な時代 だ か ら こ そ と C S R の 重要性を 以 下 の ように述 べ

て い る｡

｢ 企業 と い うも の は 社会 の
一

部 で あり , 社会 に役立 つ こ と に よ っ て の み 成り立 つ 存在 だ ｡ あ
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● 論 説

な た の 会社の 理念 や綱領 に もそう書か れ て い る｡

その 根底 に は 当然 , 社会 と 企業と の 信頼と い う粁を前提と して い る は ずで ある ｡ しか し
, 今

や そこ に 大きなギ ャ ッ プがある よ う に 感 じ る｡ 全 て の 企業人は 同時 に社会 に お け る生活者 で あ

るが , 企業人 と して の 視点 と 生活者 と して の 視点は 同 じ レ ベ ル に ある だ ろうか ｡ 自分 の 勤 め て

い る会社を
一

人の 生活者 と して 信頼 で きな い 人も少なくな い か もしれな い ｡ もは や 売上 高や 従

業員数な ど の 企業規模 が 信頼 の 指標 に なり得な い こ と は誰もが 知 っ て い る｡ 企業不信 の 表現 と

して ｢ 顔が 見えな い ｣ と い う言葉も多く見か ける ｡ 果 た して 企業 は どうす れ ば 信頼を得られ る

の か｣ ｡

㈱経済同友会 が 20 03 年 3 月 に まと め た 『｢
市場の 進化｣ と社会的責任経営』 と い う企業白書

で は
,

わが 国に お ける C S R の 典型的な考え方 は
,

以下 の 通り で ある と 分析して い る ｡

｢ ● C S R と は , 社会 に 経済的価値を提供す る こ と で あ る｡

( ⇒ 専 ら企業 の 持 つ ｢ 経済的｣ 責任を ｢ 主｣ と 考えて い る｡)

● c s R とは
,

利益を社会 に還元 し, 社会 に貢献す る こ と で あ る｡

( ⇒ c s R を ｢ コ ス ト｣
｢
フ ィ ラ ン ソ ロ ピ ー

｣ と 考えて い る ｡)

● C S R と は
,

企業不祥事を防ぐた め の 取り組 み で あ る｡

( ⇒ c s R を ｢ 義務的取り組み｣
｢
法令遵守｣ と考えて い る ｡) ｣

同自書 は 上記 3 点を ｢ い ずれ も C S R の
一

部 で あ るが , その 本質を表 して い な い ｣ と 断 じて い

る｡ そ の 理由の 第 1 は ｢ 企業 の 持 つ 経済的責任を主 (社会的責任を従) ｣ と 考え, 第 2 は ｢ C S R

を コ ス ト
,

フ ィ ラ ン ソ ロ ピ ー

｣ と 考え, 3 は ｢ C S R を義務的取り組 み , 法令遵守｣ と 考えて い

る と述 べ て い る｡ C S R は
, 社会 の 持続可能な発展 と と も に

,
企業 の 持続的な価値創造 や競争力

図1-1 2 つ の C S R と倫理
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c s R には 企業外 と の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン に留ま らず,
企業内にお け る組織体制の 構築な ども含まれ る o

c s R に は
, 最低限 の 法令遵守はもと より , 事業 と密接な関係 を有する製品

･ サ ー ビス の 安全確保 , 地球環境 ･ 廃棄物リ サイ ク ル 対策を含

めた 環境保護 , 労働環境改善 , 労働基準の 遵守
.

人 材育成
,

人 権尊 乱 腐敗防止
,

公 1Ⅰ二な競争
,

地 域貢献など
,

更に地域投資やメセナ 活

軌 フ ィ ラ ン ソ ロ ピ
ー ( 社会貢献) など様々 な 活動に及ぶ ため . 強 い 倫理性が 求め られ る .

C S R は , 国や 地域の 価値観 , 文化 , 経済 , 社会事情に よ っ て 多様で あ るが
, 共 通項は倫確 であ る o

C S R の 内容 . 取組に 関しては
,
企 業の 自主性 ･ 多様性 と戦略的取組が重要であ る o

c s R の 信頼惟を支え る取組で 最も重要なもの は . 情報開示 と説明責任 ,
ス テ ー クホ ル ダーに よる評価と ス テ

ー

ク ホ ル ダ ー

と の 対話であ る
｡
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企業と の 協働 に よ る地域 づくり推進事業調査報告書 ○

向上 に も結 び付く ｡ そ の 意味で
,

企業活動 の 経済的側面と社会
･ 人間的側面 は ｢ 主｣ と ｢

従｣

の 関係 で は なく, 両者 は 一

体 の も の と して 考え られ て い る ｡

近年の 社会構造 の 複雑化 に よ り, 企業 の 事業活動 に よ り影響 が 及ぶ 範囲が 広ま っ て きて い る｡

ま た, C S R の 認識が 社会的な広が りを見せ る 中で , 人 々 の 考え方, 価値観等も多様化 し つ つ あ

る｡ その た め
, 今まで ス テ ー ク ホ ル ダ ー と して 考えて い ない 相手まで ス テ ー ク ホ ル ダ ー と して

捉え
, 対応して い く こ と が必要となる場合が 出て きて い る ｡ 例えば 競合企業な どは

,
こ れま で

で あれ ば あくま で事業上 の 競争相手 で あり, 相手企業 に 配慮す る こ と 自体が事業上 の マ イ ナ ス

と 考えら れ る こ とが多か っ た は ず で ある ｡ しか し, 当該業界 の 市場 に お ける 公正取引の 観点 か

ら見 れ ば
,

競合企業 と の 関係 に も考慮す る必要 が あり
,

ス テ ー ク ホ ル ダ ー と して
一

定の 対応す

る こ と が 必要 と な っ て い る｡

今後 の 企業経営 に お い て は
, 時代 の 潮流を考えれ ば地域社会 に 配慮 しな い 経営 は社会的 に 認

め ら れ なくなり, 地域と共 に発展す る と い う考えを企業理念と して 考慮 して 行か ざる を得なく

な る と考え られ る｡

現在 で は C S R を実践す る こ と が世界的な潮流 と なり
,

コ ン プ ライ ア ンス
,
地球環境等を中心

に C S R を考慮 しな い 企業活動 は
,
ある 意味で は 許され なくなり つ つ あ る｡ こ れ ま で は

,
こ うし

た C S R に 対応 した動き は大手企業を主と して 進 め られ て きた が
,
近年で は 部品

･ 資材 の 調達先

な ど の
, サプ ライ ･ チ ェ

ー

ン に 組み 込まれ て い る 中小企業 に も要請され る ケ
ー

ス が 日立 っ て い

る ｡ 特 に最近で は
, グ ロ

ー バ ル な事業展開を行 っ て い る大手企業 か ら部品
･

資材調達先 ( サ プ

ラ イ ヤ ー ) に対 して 人権
,
環境問題等を中心 に , C S R 調達 (C S R を考慮した 対応を行う企業 か

図 卜2 C S R と 文化創造
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● 論 説

ら の 調達) - の 対応を要請 さ れ る傾向 が 強くな っ て い る｡ こ れ に 伴 い
,

中小企業 に お い て も

C S R の 実践を考慮 した事業活動 が事実上不可欠 に な っ て き て い る ｡

ヒ ア リ ン グ対象 に した 大垣市 の ㈱ デ リ カ ス イ トで は
,
C S R 的発想 で 地域 の 企業を コ ラ ボ レ

ー

ト させ なが ら地域 の 活性化をデ ザイ ン して い る｡

大垣商工 会議所を中心 に動 い て い る C S R 的発想 は ,

｢ まち づ くり｣ か ら ｢ く ら しの 場 づ くり｣

へ と実践活動を展開して い る ｡ デ リ カ ス イ ト㈱ の 堀社長 は
,

商工 会議所 の 活動を通 じて
,

水都

と言 わ れ る大垣 の 水を利用した お 豆腐 の 開発 ⇒ こ の お 豆腐を使 っ た ｢
夕銅御膳｣ の 開発 ⇒ お 豆

腐 に薬草の 産地 の 伊吹山の ヨ モ ギを入 れ た ｢ お 豆腐｣ の 開発 ⇒ ｢
ヨ モ ギ の 入 っ た 油揚｣ の 開発

⇒ ｢ い なり寿司｣ の 開発 = 〉大垣を ｢ い なり寿司 の まち｣ に す る と い う活動を行 っ て きた ｡ 堀社

長を中心 と した活動 は ｢ まち づ くり｣ を企業 の 社会的責任 の 観点か ら追及 して い こ うと す る発

想 に た っ た も の で あ る｡ 商工 会議所 が 地域 の 大学 や 自治体 ( 大垣市) を巻き込み ながら美術館

を作り 上 げ,
60 歳か らの 大学院を設計 し て C S R を展開して い る ｡

図 ト3 堀社長 の 考え る C S R の 観点か らの
｢ ま ちづ くり｣ か ら ｢ くら しの 場づ くり｣

｢ 1

EP :
･

･

･

･

:

A

･!E
荏 : こ の 図は

,
デ リ カ ス イ ト㈱ の 堀社長と ヒ アリ ン グ しなが ら三 重大学渡連研究室が 作 っ た もの であ る｡

2 東京都商 工会議所葛飾支部の メ ンバ ー

の C S R に対する考え方

1 ) ヒ ア リ ン グ

A ) C S R に つ い て の ヒ ア リ ン グ : 2 00 7 年 8 月 2 6 日 山重㈱会長 北 武洋氏 (東京都漬物

事業協同組合専務理事 : 東京商工 会議所 C S R 委員) の お 話

北会長 の お話 は ｢ 倫理法人会｣ に所属す る と 言う こ と もあ っ て C S R を企業戦略 に組 み 込むと

い う観点か ら非常 に示唆 に 富むもの で あ っ た｡ 経営者 の モ ラ ル が企業 の 理念形成 に重要な意味

を持 つ と 言う こ と を長時間に 渡 っ て 力説す る もの で あ っ た ｡
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企 業と の 協働 によ る 地域 づ くり推 進事業調査報告書 ◎

【こ の ヒ ア リ ン グ の ポイ ン ト】

企業 は適者生 存 . 不 適者淘汰されるの で モ ラ ル が必要 で す ｡ ⇒ 企業経営者の モ ラ ル

産地 はタイで す ｡ 現地 で , 徹底 した有機栽培 を指導 し て い ます｡ ⇒ 環境問題

点業 は
,

土 を深く掘らなくな っ て い ます｡ 土 作りは 特 に 重要 で す｡ ⇒ 環境問題

東京都 の CS R の 提案の ポイ ン トは
,

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を上 位 に した
.

工1
21 C は , ネ ッ トワ ー

クの 時代で フ ァ ブ レ ス を前提 に する と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が重要

B) C S R に つ い て の ヒ ア リ ン グ : 2 00 7 年 9 月 7 日 ア メ リ カ か ら 帰 っ て き た ば か り の ベ ン

チ ャ
ー ビ ジネ ス を立ち上 げた ば か り の 社長 の ヒ ア リ ン グ

rI】小 企 業 に C S R を行 っ て も ら う た め に は
, C S R を行う N P O を作 る の は どう だ ろ う か ? ?

1 企業 で は 資金 が 少 なく て も
, 何 1 0 社も集 ま れ ば イ ン パ ク トが 強くな る と 言う認識 が 必 要 で

ある ｡ N P O が
,

ど の セ ク タ ー (部門) にお 金を出す の か を選択 で き る よう に す る ｡ そ の 仕組み

を作 る 研究を や っ た ら どう だ ろ う か ?

図 2
-

1 C S R を 追求す る N P O の デ ザ イ ン

【こ の ヒ ア リ ン グ の ポイ ン ト】

企業が資金を出 し て NP O を作るo 中れを戦略的に 投資する 日大きなうねり に して い く

( 4 1 )



● 論 説

C ) c s R に つ い て の ヒ ア リ ン グ : C S R に 関する キ ヤ ム ブ レ ー ン社長 太田 実氏 ( 東京商 工

会議所葛飾支部評議員) の ヒ ア リ ン グ

太田 社長は , 東京商工 会議所葛飾支部 の 中で は異色 の 存在 で あ る｡ か なり早く か ら C S R を

戦略的に 生か す と 言う観点 か ら B C P ( B u sin e s s C o n ti n uit y P la n)
･ B C M ( B u si n e s s C o n ti n uit y

M a n a g e m e n t) の 発想 で 事業経営をさ れ て い る｡ その た め 多くの 関連企業 と緩 や か な連携を保

ちなが らリ ス ク ･ マ ネ ジ メ ン トを行 っ て い る 会社 で あ る ｡ そ の た め 民主的な観点 か らの ガ バ ナ

ン ス を実践 して い る｡ ( ㈱ キ ヤ ム ブ レ ー ン の ホ ー ム ペ ー ジ参照)

【こ の ヒ アリ ン グのポイ ン ト】

社旦の モ チ ベ ー シ ョ ン をあげる｡ ⇒
企業連携をコ ン トEj - ルする組扱が重要 ｡

喬客演足度をあげる｡ ⇒ 経営倫理

Kid
'

s サ イ ト作成 ･ 提供も CSR である ｡

生産性向上

q ガJ け ン ス

⇒ 人材教育

D) c s R に つ い て の ヒ ア リ ン グ : 葛飾商工 会議所会員 に ｢ C S R 活動 で 中小企業 に必 要なもの ｣

と 言う間を発 し て ヒ ア リ ン グ した も の

集ま っ て い た だ い た方 々 か ら の 発言の ポイ ン ト は
,

以 下 の よ うなもの で ある ｡ C S R を認識 し

て い な い 経営者の 方 々 や 認識 し て い て 実践 に う つ さ れ て い る方 々 と 色 々 で あ る ｡ 異な る 地域 の

研究会 と 三 重県の 研究会の ジ ョ イ ン トも必要 で あ る ｡ そ の 役割を三 重大学 M O T が 担う こ と は

可能 で あ る｡ 両地域 の 比較研究か ら
,

企業 の C S R の 普及を考え て い く 必 要性を提案 し た い ｡

東京 で の こ の 会議 の 後, C S R を企業戦略 に 位置 づ け よ う と す る 動きが 中小 企 業 の 中 で 出て き

た ｡ 三 重県 で も中小企業を巻き込 ん だ C S R 研究会 の 組織化 が 必 要 で あろ う｡

｢
P L M ( P r o d u ct L if e C y cle M a n a g e m e n t) の 動き｣ をお 諸 に な っ た デ ジ タ ル シ ア タ ー の 五 十

嵐社長 は
,

三 重大学 M O T の 非常勤講師と し て 2 0 07 年度 に招碑 し て お り
,

こ の 地域 の 経営者 に

その 講義 ビデ オを配信 して い る｡
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【こ の ヒ ア リ ングの ポイ ン ト】

人は
.

力 で あり , 人財は宝で ある ｡ ⇒
子どもに r もの｣ を作る楽しみを与 える .

従業具に 教育 の 時間 を与える｡

コ ン プ ラ イ ア ン ス

全員参加型の 運営 ∃

人材教育

⇒ 人材教育

人材教育

経営倫理

ガ バ ナ ン ス

｢ も の づくり｣ の おも し ろさを知 っ て い る人材 の 育成

コ ス ト削減と品質向上 ⇒
PLll (P r o d u c t L i f e C y c l e M a n a g e m e n t)

⇒ 人材教育

生産性向上

の 動 きが産 業界 に はある｡ ⇒ 環境問題

E) こ れ ら の ヒ ア リ ン グ か ら見え て く るも の

東京商工 会議所葛飾支部 の メ ン バ ー

と の 会議 で は
, 中小企業 は大 企 業 ほ ど人的資源 が な い の

で
, 社員 の 教育 シ ス テ ム が 必要 で あ る こ と

, 生産管理も我流 で や っ て い る 場合 が 多 い の で

M O T の よ うなもの が ある と , 使える の で は な い か と い う意見が 多く見 ら れ た ｡ 実際,
三 重大

学 M O T の 講義を S k y p e と F r e s h V oic e を利用 し て 企業 に 向け配信 して
, 共同研究と 従業員教

育の 効果 とを調査 して い る ｡

図 2- 2 M O T を使 っ た実験 の 概 念 図
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● 論 説

3 三重県内の中小企業 の C S R の考え方

1 ) ヒ ア リ ン グ

A) C S R に つ い て の ヒ ア リ ン グ : 2 0 07 年8 月 2 5 日 三 重県中小企業家同友会 高橋事務局

長

三 重県中小企業家同友会 の 高橋事務局長 は
,

県内企業 の 内実を知 っ て お られる の で
,

まず第

1 に ヒ ア リ ン グ した ｡

【こ の ヒア リ ン グの ポイ ン ト】

従 業 帥 人生 を 削 ､
っ て い るから , 溝 足鹿を上 げな けれ ばならな い⇒ モ ラ

ー

L

ル ア ツ プ ⇒
雇用JE任と は

,
従 兼A を人Ⅶと して扱 っ て い るか

,
意見 が書重されて い るか

産 紬 光 を耕捷 的に 推進 ⇒ 地域活性化

中小企 業の 柑 ま,
｢ 地域 との 共 存｣ とい う発想が 王事 ⇒ 地域活性 化

B ) 2 00 7 年 9 月 3 日 : 宮崎本店 宮崎社長 C S R に関す る ヒ ア リ ン グ

宮崎本店の 宮崎社長 は
,

C S (消費者満足) ･ E S (従業員満足) を追求 し て お り, I T 百選企業

に選定され て い る ｡ C S R に も造詣が深 い と い う理由か ら ヒ ア リ ン グさ せ て い た だ い た｡

【こ の ヒ アリ ングの ポイ ン ト】

ES (従業且満足) = C S (消手者溝足) で ある. ⇒ 従業且溝足 鹿の 重要 性の 紬

ラベ ル に r 社会に 干献で き る会社を目指す｣ と い う言葉を入れ た⇒社会的認 知 度の ア ッ プ

芸芸冨…警
b

&

{

;≡;.:.

1t

fa .=

*

詣 イb=;.

9

.i
* t

h

J L

,

g

l b

T

f
?

る

q 分析力 の 重 要 性什報を共 有化 して 社且に公 開しますと分析力が ない と 非常に辛し

c sR と は
.

リ
ー ダ ー シ ッ プで しか ガバナ ン ス が で きない

中小 企 業で も地域 の 住民が誇りに 患 う企 業に なり た い

ガバナ ン ス と 言う発 想

地域の 宝と して の 企 業

c) 20 07 年 9 月 1 9 日 : 旭電気 C S R ヒ ア リ ン グ 前 田社長 工 場見学を含 み 6 時間

旭電気 の 前 田社長 の と こ ろ は, 高密度 の モ
ー タ ー

の 巻き線 の 加 工 して い る ｡ リ ニ ア モ
ー タ ー

や ト ル ク の 高 い モ
ー タ ー

の 巻き線加 工 と い う点で は
, 最先端を走 っ て い る 企業 で ある ｡

女性を工 場長 に し た り,
ア ラ イ ア ン ス で 理論武装をや る と 主張し非常 に 興味 の あ る経営を

や っ て い る ｡ 企業倫理も ハ ツ キ リ して お り , 従業員全員が ｢
うそは い わ ぬ｣ と名刺 に刷り込ん

で い る ｡

( 4 4 )
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【こ の ヒ ア リ ン グの ポイ ン ト】

決れない よ うになるた め に は
,
JL 適生 産をや るこ と だ｡ ⇒ 経済的価値の 甲

⇒ 企業倫理先代 の時代か ら
,

｢ うそは い わぬ｣ と言う言葉を名刺に 刷り込ん で い ます｡

巨大化 する の がデメ リ ッ トに なる時代が来る｡

｢ こ こ は こ うある べ き｣ と 自己 主張で きるこ と ｡

女 性が伽きや す い 場所は
,

男性も働きや す い
｡

ア ラ イ ア ン ス を組ん で 理 論武装 して い く ｡

経済価値の 提供

コ ミ ュ ニ ケ - シ ョ ン カ

社会干献

経済的価値の 提供

D) 東海テ ク ノ ㈱ 市田社長 2 0 07 年 9 月 2 0 日

東海 テ ク ノ ㈱ の 市 田 社長 の と こ ろ は
, 環境分析 / 測定, 飲料水分析 , 作業環境測定を行 っ て

い る会社 で あ る｡ 3 5 周年記念 に ゴ ア の ｢ 不都合な真実｣ を上 映した り,

｢ B C P 構築と対応事例

セ ミ ナ ー

｣ を開催 して い お り C S R の 取り組み に は他社を寄 せ 付けな い も の があ る｡

【こ の ヒア リ ングの ポイ ン ト】

Ki d
'

s サイ トの 仕組 み は 必要 で ある｡ ⇒ 子どもも ス テ
ー

クホル ダ
ー

環境間 配 生産性をあげるシス テ ム を考えると言う発想は重要だ｡ ⇒ 持続的社会

E) こ れ ら の ヒ ア リ ン グ か ら見え てく る もの

三 重県 の 中小企業 の ヒ ア リ ン グ は
, 中小企業家同友会 に企業選定をお 願 い した ｡ 旭電気 と宮

崎本店 は
,

先進事例 で あ る と い え るが,
こ の レ ベ ル まで 三 重県 の 中小企業を持ち上 げる 施策 が

必要 に なる ｡ C S R フうミ企業の 経営戟略構築上 非常 に重要で あり , 2 1 世紀 に生き残 る た め に は,
こ

の 2 社 と 三 重県以外 の 先進事例 の 徹底 した 研究と 大企業 と 異な る C S R の 戦略論的性格 の 勉強

会を組織化す る こ とが 必要 に なる ｡ 新製品を開発 した り
,

オ ン リ ー

ワ ン の 製品を開発す る た め

に は C S R 的発想 で企業経営を行わな い と生き残 れ な い こ とを産
･

官
･

学 の 研究会で 行う こ と が

求め ら れ る ｡ そ の 場合,
三 重大学 M O T に 集ま る ル

ー ズ フ ィ ッ トな研究 グ ル
ー プ をま と め な が

ら強 い リ
ー

ダ
ー シ ッ プを揮え る ｢ あすの 三 重 の 産業を考え る会 (仮) ｣ の ような組織 が必要 に な

る｡
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図 3-1 ス テ
ー

ク ホ ル ダ
ー

C S R ( 企 業の社会的責任) に つ いて

c s R とは､ 企業を取り巻く様々 なス テ
ー

クホル ダ
ー ※との 交流を通 じて ､ 良質な製品

.

サ
ー ビスを

提供するという本来の 事業を基本 に ､ 社会規範として の 法令遵守 はもとより､ 環境保護や地域活

動などに 積極的に取り組む ことで
､
企業自身 の み ならず環境 ､ 社会の 健全 で持続的な発展 に寄

与する企業行動 である｡

※ ステ
ー クホル ダ ー

: 消責者 ､ 投資家 ､ 従 業員､ 地域 住民 ､
N P O

､ 政府など

ス テ
ー

クホル ダ
ー

との 交流を通じた

C S R へ の 取組

｢ 平成1 8 年度中部地域 にお ける パ ー

トナ
ー シ ッ プ に 基 づ く C S R 活動調査｣ ( 社団法人地域問

題研究所) に お ける ヒ ア リ ン グ の まとめ に お い て 地域問題研究所 は以下 の よ う に 企業 の C S R

活動を総括 して い る｡

｢ わ ずか 30 例の 調査結果をもと に
,
広範 に わ た る C S R 活動 の 分析を お こ な い

, 結果を定義す

る こ と に大きな意義 は 見出せ な い が
, 簡単なまと め を以下 に付記す る｡

(1) 各企業に ほ ぼ共通 して い た の は
,

C S R 活動 と い う特別な認識 は持 っ て お ら ず, 企業理念

や 経営者の 思 い か らス タ ー ト した 活動 が , C S R 活動 に 結実して い る と い う こ と で あ っ た ｡

『結果と して の C S R 』 ,
あ る い は 『本業 - C S R 』 と い う傾向が 強く

,
大企業 の C S R と の 大

きな違 い が 見 ら れ た ｡

(2) 環境分野 にお ける ネ ッ ト ワ
ー

ク を中心 と した 選定で あ っ た た め, 取り組む分野 と して は

環境保全活動が 大多数で あ っ た ｡ 環境を核 と して , そ こ か ら従業員, 地域を巻き込 ん で の

C S R 活動 へ と 発展 して い る例 が 多か っ た ｡ しか し
,

中に は 障害者雇用, 労働環境整備t
マ

イ ノ リ テ ィ の 支援な ど に取り組む企業も散見 さ れ た ｡

(3) 企業業績 は お お む ね好調 と 見受けられ た ｡ た だ し
,

好調な業績を背景 に C S R に 取り組

む と い う こ と で は なく
,

C S R - の 取り組 み 結果 が 目 に見えな い 信頼 や 共感を生 み
,
業績 に

結 び つ い て きて い るよ う だ ｡ ま た
,

活動 の 成果 が 業態変革 や 新規部門立ち上 げの き っ か け

に な っ て い る例も多く見受け られ
,

注目 に値す る ｡

( 4 6 )
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(4) 活動 の 対象とな るス テ ー ク ホ ル ダ ー は 顧客, 従業員, 地域社会 が ほ とん どで ある ｡ 取引

先か らの 要請や サ プ ライ ･ チ ェ
ー ン の

一

環と して取り組 む 『受身の C S R 』 は
,

ほ ぼ事例中

に は見受けられなか っ た｡

(5) 取り組 み の き っ か けと して
, 経営者 が 中小企業家同友会や 青年会議所等 の 活動を通 して

影響を受けて い る 例が多くあ っ た｡ また
,

N P O ,
N C O , 地域社会と の 連携も独自 の ル

ー ト

で す で に関係 が持 た れ て おり
,

相当数の 事例 が 見 ら れた ｡

(6) 経営者 の 意見 と し て は C S R に対す る肯定派 が 圧倒的で あり, 活動成果の 裏付 けを感 じ

る と と も に
, 経営者 の 高 い 社会意識も感 じられ た ｡ カ タ チ で は な い

,
心 の 伴 っ た C S R の 実

践 が見られ , その 地 に足 の 着 い た取り組み 姿勢 に は感動すら覚え る もの で あ っ た ｡ ｣

2 ) 三 重県中小企業団体中央会の 調査 (平成 1 7 年) か らの ま と め

『
社会的要請事業調査研究事業報告書』 ( 平成 1 7 年,

三 重県中小企業団体中央会) は
, 社会的

要請事業 に つ い て は
,

｢
本来 の 業務 ( 企業 の 収益性 と つ なが ら な い) と 直接関係 の な い 取り組 み

で あ る と認事故して い る｣ こ とを分析して い る (P ･ 6
,

P ･ 9) ｡ しか し
, 取り組み 理由か ら見 る と

,

｢ 社会的要請事業 に 取り組む こ と に よ り, 自社 の 事業 に何らか の よ い 影響 が もた らされ る こ と

を期待 して い る｣ と 言う こ とを分析して い る (P . 8) ｡

社会的要請事業 は
,

企業サイ ドか ら見 る と
,
負担 に つ なが る だけで なく,

メ リ ッ ト は少な い

の で
, 企業が行う こ と の 意義 ･

意味 が 見 い だせ な い と考えて い る と 分析 して い る (P . 21) ｡ 取り

組み 理由を見 る と
,
I S O 1 4 0 00 取得 に力を入れ て い る た め

, 客先 に 求 め られ た
,
地域住民 と の コ

ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を深 め る た め , 人間と し て 当然 の 行 い で あ る と い う こ とをあげ て い る (P .

35) ｡

図3 -

2 C S R は儲 けに 繋が ら ない か ?

｢ C S R は
,
儲けに つ な

がらな い｣ と言う意見

｢ 創造 的破】衰｣

の よう な パ ラ ダ

イ ム を変え られ

る よう な何 ら か

の 仕掛 けをする

と言う発想

儲 か る よ う に な る

と認識 さ せ る ｢ デザ

イ ン｣ が政策 の 背後

に 必要
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3 ) 三 重県の 中小企業 の S W O T 分析

図3- 3 の S W O T 分析を行 っ て み る と C S R に 関す る 戦略的 な取り雑 み が 遅 れ て い る こ と が

わか る ｡

S W O T 分析 の 弱点 に 関 し て は, 他地域 と の 連携を促進 しなが ら 三 重県 の 中小企業 の C S R に

関す る 認識の 低 さを解消す る政策が 必要 に な る｡ 中小企業 の 経営者 や 従業員 に 環境経営 の 重要

さを認識 して もらう た め に, 後述す る よ うな三 重大学 の M O T を利用 して もら う た め の 方法論

を考え る こ と も課題 に な る ｡ 既 に述 べ た葛飾商 工 会議所会員 に C S R に つ い て の ヒ ア リ ン グを

行 い 同時に勉強会もや っ た例 か らも分 か る よ う に, C S R に 目を向けて い た だく人的ネ ッ ト ワ
ー

ク と情報ネ ッ ト ワ
ー ク の 構築が 必要 と な る｡ ま た , 経営品質活動を C S R 活動 に転換 さ せ る施

策も研究課題 にな る
｡ 前 に も書 い た よう に ,

三 重大学 M O T に 集ま る ル ー ズ フ ィ ッ トな研究 グ

ル
ー プをまと め な が ら 強 い リ ー ダ ー シ ッ プ を揮え る ｢ あすの 三 重 の 産業を考え る 会 (仮) ｣ の よ

う な組織 が 必 要 に な る ｡

図 3-3 S W O T 分析

荏 : 三重 大学渡速研究室 & 渡遠ゼ ミ 作成

三 重県農水商工 部 で は
, 以 下 の よう に C S R を捉え

,
地域社会 の 発展 に 向けた 戦略を考えて い

る ｡ その 場合, 後述す る よ う に ｢ イ ン セ ン テ ィ ブ｣
｢ トラ ス ト｣

｢ コ ネ ク タ｣
｢
仕掛け｣ が 必要 に

なる ｡
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企 業と の 協働に よ る地 域 づく り推進事業調査報告書 争

図 3-4 三 重県農水商 工 部 と C S R

多様 な 主体 が 参 画 し ､ み んな で 支 え る社会 の 形 成( 新 しい 時 代 の 公) と,

｢ 人 間 力｣ ､
｢ 地域 力｣ ､

｢創 造 力｣ とい っ た 文 化 力 の 向 上 に よ る地域 社 会 の 発 展

※ ス テークホ ル ダー.消 辛者 ､ 投資 家 , 従業 且 ､ 地 土或住 民 ､ N P O
､ 政 府など

｢ イ ン セ ン テ ィ ブ｣

｢ トラス ト｣ ｢ コ ネ ク

タ｣ ｢ 仕掛 け｣ を検討

す る

三 重大学渡連研究室 で は
,
以~F の よ う な ス タ ン ス で C S R の 研究を行 っ て い る ｡ 以 下 は

,

｢ リ
ー

デ ィ ン グ産業展 み え2 0 07 ｣ で提示 した パ ワ
ー

ポイ ン ト で あ る｡

C S R は , 企業をより強くするための 武

器になりうる

･ C S R という動きは今後 , 企 業の 存続に対してより厳
しい要 求を突きつ けてくる可 能性がある｡

｢ その 重要
性に気づく頃に はすで に勝敗は決ま っ ている｣ とも
い われる｡

･ 環境問題対策そのものもC S R の
一

部と考えられて

い る｡ C S R を良く知るこ と｡ その 上で
,

これをどう捉え

るか ｡

･ C S R が｢ コ スト｣ や｢ 業務負担の 増加｣ で はなく
,
実は

企業をより強くするための 武器になりうると言う認識
が重要 ｡

企業 戦 略 の 観 点 か

ら C S R を 考 え た い

と い う提 案で あ る
｡

荏 : 作成は 三重大 学渡遵研究室

以 下も
,
C S R を戦略的に 取り親 ん だ 事例 と して

｢ リ ー デ ィ ン グ 産業展 み え 20 0 7 ｣ で 提示 した

パ ワ
ー ポ イ ン ト で ある ｡

( 4 9)



● 論 説

荏 : 作成 は三 重大学渡達研究室

4 C S R を使 っ て何ができるの か - C S R と新 し い 時代の ｢ 公｣
-

c s R と い う発想 の 中に , 商品の 売買か ら保守サ ー ビス
,
問 い 合 わ せ ヤ ク レ

-

ム へ の 対応な ど
,

個 々 の 顧客と の す べ て の や り取りを
一

貫 し て 管理す る こ と に よ り実現す る C R M (C u st o m e r

R ela ti o n shi p M a n a g e m e n t) と い う発想を取り込ん で い く こ と が 必要 に なる こ と が あ る｡ C R M

は
, 顧客の ニ ー ズ にき め細 か く対応す る こ とで

, 顧客 の 利便性 と満足度を高め
,

顧客を常連客

と して 囲 い 込 ん で 収益率 の 極大化をは か る こ と を目的と して い る ｡ 顧客個人や コ ミ ュ ニ テ ィ と

や り取りを しなが ら商品開発す る など
,

企業 の バ リ ュ
ー チ ェ

ー

ン そ の もの に 組み 込ん で しまう

の が 次世代 の C R M で ある と い える ｡ そ の 場合
,

ス テ ー ク ホ ル ダ
ー

･ リ レ
ー シ ョ ン シ ッ プ ･ マ

ネ ジ メ ン トが 要請さ れ る よ う に なる ｡ ス テ ー ク ホ ル ダ ー を企業 の C S R シス テ ム の 中 に取り込

む に は
, それ なり の ノ ウ ハ ウ や 経験が 必要 と な っ て く る｡

( 5 0 )



企業と の 協働に よ る地域 づく り推進事業調査報告書 ●

図 4
-

1 ス テ
ー

ク ホ ル ダ ー
･ リ レ

ー

シ ョ ン シ ッ プ ･ マ ネ ジメ ン ト
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こ の 報告書 で は
,

ス テ ー ク ホ ル ダ ー ･ リ レ
ー シ ョ ン シ ッ プ ･ マ ネ ジ メ ン トを行 っ て い く組織

は
,

三 重県が 提唱す る ｢
新 し い 時代 の

『
公』｣ の 方針をよ り具体的な形 で 推し進 め 官

･

民
･

その

他多く の 主体を運営 の 中 に取り込み ,
ガ バ ナ ン ス と い う発想か ら緩 や か な連携を追求す る もの

として提案した い ｡

｢ 新 し い 時代の 公｣ と ｢ 地域 に 存在する 誇 れ る企業の 創出｣

『｢ 新 し い 時代 の 公｣ 推進 に向けた 検討結果 (最終案) : 平成 1 7 年2 月』 の 中で
, 県民と行政

の 関わ り の 有無 に つ い て と 言う項目で 次 の ように述 べ て い る ｡ (2 9 - 3 0 ペ ー ジ ｡)

｢ 公 (公共領域) を担 い 手と して の 行政 と県民 の 関わ りが 有 る か 無 い か と言う視点か ら A
,
B

,

C の 3 つ の 領域 に分けます｡

図 4
-

2
-

A 新 しい 時代の ｢ 公｣

行政が主と し て 担う領域 多様な主体 が担 う領域

( 51 )



● 論 説

A . B . C の 領域 の 区分は
,
固定的で あ る とは 限 らず, 県民 の 活動 や

,
状況等に よ っ て 絶えず変

化す る も の と 考える 必要 が あります｡ B l は行政が 主体 と なり, 県民が 参加参画協力す る領域

で す ｡ こ の 領域 は県民 の 参加, 参画 に よ り事業 の 効率性 が 高ま る よう に取り組 み ます｡ B 2 の

領域 は
,

県民 と行政が そ れ ぞれの 役割を分担す る 領域で す ｡ こ の 領域 で は県民 と 行政 が 目的
,

目標を共有 して双方 の 役割分担 ･ 責任分担, 成果の 帰属等を明確に して 取り組 み ます ｡ B 3 は
,

県民が主となり行政が 支援 して い る領域 で す｡ こ の 領域 で は
, 県民 が 活動 の 主体 で ある とと も

に 実施主体 と して 活動 します｡

行政が 主と し て担う領域 は
, 民間や 多様な主体 の 力が 強まれ ば 図 4-2 B の よ う に減 っ て い く

し
,

そ れ ら の 力が 弱ま れ ば
, 図 4-2 C の ように増大す る も の で あ る｡

図 4
-

2 B 行政 が主 と して 担う領域 が減少する場合

行政 が 主 と して 担う領域 多様な主体 が 担う領域

A . B . C の 領域 の 区分 は
, 固定的 で あ る と は 限 らず, 県民 の 活動 や , 状況等 に よ っ て絶えず変

化す る も の と 考え る 必要 が あ る ｡

｢
地域 に存在する 誇 れ る 企業 の 創出｣ と い う ス タ ン ス をと る

産業施策と は
,

B 2
,

B 3 の 領域を C S R の 発想を利用 しなが ら, うまく設計す る こ と で あ る｡ こ

の 考えを C S R 型産業施策 シ ス テ ム に ブ レ
ー ク ･ ダ ウ ン し て み る と以下 の よ う に な る｡
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召モ菓と の 脇侶引こよ る 地域 づ く り推進I
I

JJ. 菜調 査報･:
1

;
-

潜 ●

園 4-3
｢

新 し い 時 代 の 公｣ 型 の C S R T坦産 貰 施 策 シ ス テ ム の 概 念 樹

回 J-) B ･ (
1

J l 境 界領

域 を ′ ､
ソ キ リ さ せ f L

t

て 上 VJ ｢ /
レ キ シ 1 ル

; = ネ ッ ト ワ ー
'
} 囲 を

設 計 で き る 上 う に rf

る こ と 5 く ホ イ ン ト で

方' る

■
" m " M "

J i
-

･1 ミ
1 i

･ - - - i

三 宅県 がIi =

.
L
: L て 担 う 領域 多様 な主 体 が 担

:
) 海 域

[ ン セ ン 111 1
･-/ ト ラ

ス ト
.

｢ ネタ タ

.
什掛け

i/
,

JjZ ､!Jk にな る

複雑な 同 港 に対

応 す るた め に 多様

性 を設 計 す る こ と

が C S R 的 政策 に

な る
｡

r'
.. テ

ーケ ホ ノL //-
･ リ ン-Ll

ン ノ ノ 7 .
マ ネ ン ノ ン F･ が 三. 賀

囲 413 の
｢
新 し い 時代の 公 ｣ の フ レ

- ム ワ
ー

ク を示す カ マ ボ コ 巧望の 国で は .

一

定の 枠組 み の

中 で の 活動 と な りZ製完的 にな っ て し まう の で
,

こ の ｢ 新 し い 時代の 公｣ 型運営 シ ス テ ム の も つ

有妙陛 何 能経 と ス ケ ー

ル) を政一削別 二表現す る た め . 後述する ネ ッ ト ワ
ー

ク 同が 必要 に な る__
.

社会的 シ ス テ ム で は . 7 n p u t はl･rL] じ で も ,
シ ス テ ムl

^
j の 犠能 を 変え る こ と に よ っ て O u t p u r を .

人きく変 え る こ と は 可 能 で あ る′

=
､ C l o s e d S y s t e m を O p e n S y s t c ITl に す る こ と で 構造 は あま り

'

& 化 させ なく て も, 俄能を大きく変化さ せ る こ と は ")L能 に な る ヒ ア リ ン グ で 比た宮崎本J占の

( 5 3 )



● 論 説

ような ｢ 地域 に存在す る誇 れ る 企業創出｣ と い う産業施策 は
,

ク ロ ー ズ ド化 して い た民間企業

を オ ー プ ン化 した 企業 S y s t e m と して 再設計 し, そ の 中に 地域 S y st e m の
一

部を取り込 ん で い

く こ とで もある ｡

シス テ ム 論 の 発展形態 で あ る図 4-4 と 図 4-7 の よ う に ネ ッ ト ワ
ー

ク 論的に 見 る と
, 組織 は

,

構造が 同じで も機能を変化させ る こ とが で きる の で
, 境界領域が ハ ツ キ リ しな い の で よ り フ レ

キ シ ブ ル に ネ ッ ト ワ ー ク 図を設計出来 る こ とに な る｡ その ネ ッ ト ワ ー ク 図に 機能 と構造を落 と

し込ん で み る と ｢
新し い 時代 の 『公』｣ の 戦略 が提案 で き る ように な る｡ 無限集合 で は 必然的に

多元的な価値観を包 み 込む マ ル チ ･ エ ー ジ ェ ン ト (多元主体) の 世界 に な るか ら
, 統

一 さ れ た

価値観 に基 づ く最適化 は不可能で あ る｡ ま た 無限集合 で あ る か ら名前 に よ る 個別管理 は で き

ず
,

ユ ニ バ
ー

サ ル なル
ー

ル に基 づ い て 秩序を保 つ ほ か は な い ｡ オ ー プ ン ･ ネ ッ ト ワ
ー ク 的発想

は
, 多元的な価値観を包 み 込 み なが ら秩序と調和を め ざす と い う意味で

,
21 世紀型 の C S R モ

デ ル の た め の 新 し い 運営方式 に 最も適して い る もの と 言え る ｡

21 世紀型 の ビジ ネス
･

モ デ ル は
,

W e b 2 . 0 に代表さ れ る ように, 無料部分 ( 限界費用 が 限り

なく ゼ ロ に近 い) と 有料部分を組 み合 わ せ る もの と 考えられ る｡ C S R の モ デ ル も こ れ か ら大き

く離 れ る こ と は で きな い ｡

図 4
-

4 シ ス テ ム 論的発想と ネ ッ ト ワ
ー

ク論的発想

2 1 世紀の C S R モデル

ポイントは

1 二し
有料部分 + 限界土用ゼ ロ に近 い 部分を如何 に設計するかだ

図4- 5 はイ ン タ
ー

ネ ッ トの 概念図の 自律
･

分散
･

協調 モ デ ル で ある ｡ こ れ を コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ

ン の 結節点を重要視す る ネ ッ ト ワ ー ク 論 に発展させ た もの が図 4-6 で あ る ｡ 図 4-7 は , そ れ を

三 重県 の 政策の ｢ 新 し い 時代 の
『
公』｣ の ス キ ー ム に 落 と し込ん だもの で あ る｡

( 5 4 )



企 業との 臨 軌 二よ る地域 づくi) 推進事業調査報告書 ●

図 4-5 自 紳
･

分散 ･ 協 調 シ ス テ ム の 構 造

分 散性 . 自律性
.

協調(再統合)性を

富む進んだ生 産シス テム

● 卯 舟 板禿など の 缶r1 ( セJ し)

▼
､

-

. /

-

I T ネ･ソト ワーク網

図 4- 6 自律 ･ 分散 ･ 協 調 ネ ッ ト ワ
ー

ク の 槻能

･ G

機 能 を 考 え て 関

連 性 u ) あ る 所 を

結 び つ け ろ . 1

囲 417
｢
新し い 時代の 公｣ 塑 の

｢ 地 域 に 存在す る 誇れ る 余業のaJ] 出｣ シ ス テ ム の 概念図

i r
. + { ' '~_屯 叫 f; 澄を 2

) 貞 る 仝
ノ' 上 ∵ こ 蟻 ㈹ と主筆l鼓岨

｢ 自律的産業政策の 並進｣ .

｢
7
'

-[f.'力ある 地域産業の 振興｣ ,

｢ 知恵 と 知識を呼び込 み 生か せ る 地域

づ くり｣ と い う産業施策の た め に は . 気心 の 知れ た 仲間が 必 要で あ る こ と が 色 々 な事例 で 紹介

され て い る
二 関西 に は ｢京都試作工 房｣

｢ 神戸 ア ド ッ ク｣
｢ ナ ニ ワ 企 業[ .g 地｣

｢
ロ ダ ン 2 1 ｣

｢
H I T ｣

と い っ た よく知 ら れ た ビ ジネ ス ･ ネ ッ ト ワ
ー

ク が あ る
_

J こ れ ら に 共通す る の は背景に 何 ら か の

親織が あり
. その 中 で 信頼感を は ぐく ん で き た 仲間同 上 だ と い う こ と で ある ｡ 例えば ｢

京都試

( 5 5 )



● 論 説

作_
r二房 ｣ の 12 祉 の 杜 氏 は . 若 い 頃 か ら 京都機It-

r

f 連 ( 機械 金 鳩 中 小 企業-# 年 連 絡 会) の メ ン ′ ー

と し て 活動 し
. 気心を知 り合 っ た 仲間 で ある . , そう い っ た 群 が な い と こ ろ に ビ ジネ ス ･ ネ ッ ト

ワ - ク は 容易に 生まれ な い よ う に 見え る: . M O T の 講義の た め に ヒ ア .) ン グ した 京都試作ネ ッ

ト の11仁義で あ る一株最 上 イ ン ク ス の 鈴木社長は ｢
京者E機 首連 で は リ ー ダ ー

シ ッ プを発揮 し な が ら

個 々 の 企業をまとめ て い たが. ネ ッ トワ
ー

ク が 京都試作ネ ッ ト 京都試作工 房と発展す る に 従

い
. 民 主 的な ガ バ ナ ン ス か ら の 意思 決定積構 に 変化 し て い る｣ と 述 べ て い る, , 三 重県内 の ヒ ア

リ ン グ で 開く こ とが で きた ｢ C S R を活用 し て地域 に 存在する 誇 れ る企業を創出｣ す る た め の コ

ン セ プ ト が 阿4- 8 に 示 すも の で あ る. ｡

図 418 魚 い リ
ー

ダ
ー

シ ッ プ と C S R コ ン セ プ ト を持 つ
｢ 新 L い 時 代の 公｣ 型 シ ス テ ム

注 : こ If) 回 は 誰 か が 力 を抜 い た ら 転ん で L 壬
:
) こ と を 示 L て い る

_.
改革77] 期 の 段 階 で は

.

強 い リ-
// 一 シ ソ-/ C

r
) 下 に

. 自 律 ･ 分散 ･ 協調 型 ガ J ( ナ ン ス ,r) コ ン セ 7
■トで 動 く

｢

新 L い

時代LT ) 公｣ 型o ) シ ス テ ム 構 築に 向 汁 て 努力が 必 要 で あ る こ と を 示 L て い る ′

.

症 : ｢ あ 十 の 三 重 の 産 業を 考え る 会 ( 仮) ｣ トi .

｢ 統 治 L な い 碇 泊J I ) よ
:
) な新 L いIH バ ナ ン

ス の ))
'

法 を研 究 L な が ら C S R を 企業戦 略の 中に 組_み 込 む こ とを 議 論 し . 二 電県 内 の 中小 企

築を 指 導 L て い く 組 織 に な る こ と が 期待 され ろ . そ れ( t ~折 L い 時 代LT) 『公』｣ U ) 理 念 を 産

業 政 宗 と L て 具 附 ヒす る もV ) で もあ る ,

江 : 作 成は 二 重 人学 捷 題研 究 室

C S R と C R 及 び 県の 施策 の 関係 は . 囲 4-9 の よ う に 示す こ と が で き る､ そ こ で は . 県の 行う

産業政策と N O P や N G O 等 の 行う こ と が で き る 活動を ス テ
-

ク ホ )i , ダ - ･ リ レ ー

シ ョ ン シ ッ

プ ･ マ ネ ジ メ ン トの 観点か ら 分解で き る能力 の 必要性をホ し て い る .I, と 同時 に
,
こ の ネ ッ ト ワ

ー

ク の 中 に ｢ 破壊伯イ ノ ベ ー

タ
ー

｣ を組 み 込む こ と で もあ る こ と も示して い るo

破壊的イ ノ ベ ー

シ ョ ン と は . ク レイ ト ン . ク リ ス テ ン セ ン が 提唱 し て い る も の で あ る ､ ク T)

ス テ ン セ ン は
, 多く の 業界 に つ い て の

'

)〉析結果を示し.
D i git 之11 E q ui p m e llt C o r p o r a ti o n ( D E C )

に 代表 さ れ る か つ て の 優良企繋 が ト ッ プ の 軽か ら落ちる の は .
一競合他社 が 強く な っ た た め で は

( 5 6 )



企業と の 協働 によ る地域 づ くF) 推進部莱調査献キー;1
1
ミ
=

●

なく･ む し ろ 一 見取 る に 足 ら な い よう な, あ ま り 貿 の 高く な い ソ
.
) ユ

ー

シ ョ ン を提供す る 新 規

参 入企業 が現 れ た た め だと結論 づ ける ｡ 大手企業は 一般的 に 要求度の 高 い 顧客 の ニ ー ズ に応

える た め , よ り高権能な商品の 開発に)J を入 れ る -
, こ の 性能向上 を求め る 絶 え 間な い 努力 を,

ク リ ス テ ン セ ン は ｢
持続的イ ノ ベ ー

シ ョ ン｣ と 呼 ん で い る｡ 技術進歩の レ ベ ル が 顧客 の 実際 の

ニ ー ズ と活用能-)J を は る か に 超 え る と . 行き過ぎが菓 削 二出 る c 新興企業に
.
よ り安く単純 で .

高橋能 を 必 要と し な い 顧客か ら 見 れ ば 十分 な性能 を 持 つ 商品 を提供す る 構会 を 与え て し まう

と. ク
.) ス テ ン セ ン は 分析 L こ れ を ｢ 破壊n() イ ノ ベ ー

シ ョ ン ｣ と 名 づ けて い る,
:

ク .) ス テ ン

セ ン の 考 え に よ る と. 新規参 入 食 業 は 低価格帝 の 市場 に 一度枇 を お ろ せ ば , そ の 製品 を改善 し

て シ ェ 7 を拡大す る こ とが で きる ｡ 場合 に よ っ て は
.

rh
'

場 ト ッ プ の 企業を追 い 落とす こ ともあ

F) 得 る と い う の だ
｡ 破壊的イ ノ ベ ー

タ
ー と は . 設計や 発想 の rEl

に
｢ 創発｣ の 発想 を組 み 込 む こ

と で もある ｡

ネットワ ーク時代 と ユ ビキタス 時代 ( ｢ L) - チ ( ン グ r
;f 2L

i 頓 1 + え 2 川 )7 ｣ で 紗 (' L た , り 一ホ イ ン ト)

E = =三三コ

l

軌条と い う 用 語は
. 研究面 か ら 言え ば

.

｢
ある も の の 探求｣ に 終始 して き た従来の 狭 い 認識科

学の 枠を超え て
.

｢
あ る

N

ベ き
"

も の の 探求｣ を行う新 し い 設計科学をEJ 指す べ きと い う意図が

あ る , 設計と 計画 の 鼓も大きな遠 い が
.

｢
創発｣ を受 け 入れ るか 否か で あ る,I . 創発とは ,

｢
設計の 実践｣ 一 例え ば ｢

施~｢ ｣
｢
実装｣ な どの 局所的な動きが 寄 か

) 集まる こ と で ,

きの 禽和と は異 な る 高度 で 複雑な全体秩序 が 立 ち上 が

え た構造の 変化や . チ

笹型些

単な る 動

る 現象 で ある ㌻

_
, そ こ か ら は .

｢ 計画｣ を超

明して い な い 創造が 誘発さ れ る 可能性 が 畠 い の で ある o

い つ どん な 形で 起 こ る か 分か ら な い 現象 で
.

画｣ は創発を
,

i
･

け 入 れ な か っ た の で ある ‖

し か し創発 は .

こ れ を 事前 に 把握す る こ と は で き な い
u 従 っ て

｢
計
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● 論 説

図 4-9 C S R と C R (7) 位~r軍づ け お よ ぴi[
;
1

.- の 施術

ii: :
7
/ 碇大学i僅過 研究 室 作 成

こ の 発想を利ITl す る と . N P O の 活動 を 支援 しなが ら . C S R の 発想か ら コ ミ ュ ニ テ ィ
･ ビ ジネ

ス を立 ち L Lf て 軽業活性化を岡る こ と もl ･[ 能 に な る. 三 重県 の 産業政策 へ の 取り組 み を通 じて

製品
･ サ - ビ ス の 向_

1･
.を図る た め に は

,

｢
破壊的 イ ノ ベ - ク ー

｣ を組 み 込み な が ら 以 下 の よ うな

課題 を 追求す る こ と に な る L ､

● 産業界と教育界と の 連携

･

_
上某高校

･

高専 の カ
r
) キ ュ ラ ム 改善

( 58
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企 業と の 協働に よ る地 域 づ くり推進事業調査報告書 ●

･ イ ン タ ー

ン シ ッ プ 制度な ど学校 と地域企業 と の 交流を拡大

･ 工 程管理 ･ 生産管理 の カイ ゼ ン 活動を追求す る た め の 共同研究

･ M - E M S を工 程管理 へ 生 か すた め の 方法の 共同研究

●地域企業に お ける 職場活力 の 改善努力

･

職員 の 能力開発 や 処遇改善 に よ る活力あ る職場 づ くり

図 4
-

1 0 中小 企 業群 に
｢破壊的イ ノ ベ ー

タ
ー

｣ を組み 込 むス キ ー

ム

図 4-11 は
,
M - E M S 取得 と C S R を関連 づ けた も の で あ る｡ そ の 場合,

｢ 破壊的イ ノ ベ ー タ ー

｣

的モ ジ ュ
ー

ル を組 み 込 む こ と を考えなけれ ば な らな い ｡ 21 世紀型 の C S R モ デ ル は 限界費用 が

ゼ ロ に 近 い モ ジ ュ
ー

ル と 有料 の モ ジ ュ
ー ル を組 み 合 わ せ る も の で ある こ と は既 に 述 べ た ｡ 図

4-1 1 は
, 再 チ ャ レ ン ジ 予算 で 大学 の 講義を無料 に しなが ら

, 有料 の 共同研究を進め る こ と で 環

境問題を解決 しなが ら C S R の 意識を高 め 同時 に 生 産性向上 に 向けた コ ン サ ル を行う こ と を示

して い る｡

( 5 9)



● 論 説

図 4
-

l l M - E M S 取得 に 関連づ け た施策 ⇒

中小機 構 中部 支部

授 業料減免 措置 : 再 チ ャ レ ン ジ予算

M
･

E M S を取 得 し

た中小企 業

M
･

E M S を取 得 し

用 と して い る 中小

企業

補助 金
外 部資金 の 増加

c s R を企 業の 戦略と して 使う ｡

基 本は, 生 産性向上
｡

み え環境県 民運 動協議会

三 重 大学 M O T

企 業 の 実態 分析

て , 合理 化 , 生産

上 をア ドバ イ ス

商工 会議 所連 合会 : 万 博

ネッ ト L で講 義を流す

現 代 G P で 高

島 平 再 生 プ ロ

グ ラ ム を 展 開

し て い る 大 東

文 化 大 学環 境

創 造 学部と 環

境経営 学 の 講

義を交換

I C E T T

環境経営をや

っ て も儲け に繋

が ら な い と言 う

意見

■ ■

パ ラ ダイ ム チ ェ ン ジ

共 同研 究 で 儲

か る体質 に 中小

企業 を変換する

地域 の 活性化

M O T の 講義は
,
高い 評価を得て い る

図 4- 9 は C S R 活動が C R 活動 に繋 が る こ とを示 した もの で あ る が
,
図 4-1 2 は

, C R 活動が 結

果的 に C S R 活動 に繋が る こ と を示 した も の で あ る｡ C R の 側面か ら生産面 の カイ ゼ ンを行 い
,

c s R の 各側面 の レ ベ ル ア ッ プ を図 る た め の 政策を検討す る ｡

( 6 0 )



企 業と の 協働 によ る 地域づ くり推進事業調査報告書 ●

図 4
-

1 2 C R と CS R の ジ ョ イ ン ト

C S R は
,
戦略的 マ ネ ジ メ ン ト その も の で あ ると 言う主張 が各種 の 報告書 で なさ れ て い る ｡ 例

えば
,

以下 の よ うな発言が 多く見 ら れ る｡

｢ ･ 従 来は 取引関係 や 環境 へ の 対応 が 中心で , 地域貢献 と い え ば企業 に被害を及 ぼ さな い

程度 の 対応 に と どめ て い た が
,

最近 は従業員 の 利益も考えて い ますか と い う よ うな詰もで

て き て, 最低限 の レ ベ ル を ど こ に置く か , ど こ まで カ バ ー す るか と い う こ と が 課題 と な っ

て い る｡

( 6 1 )



● 論 説

･ コ ン プ ラ イ ア ン ス だ け で なく, C S R の 対象項目と して 多く の も の が 出 さ れ て お り, 企

業 と して は
,

と り こ ぼ しの な い よ う に大事なと こ ろ か らや っ て い く こ と が 必要｡

･

本格的 に C S R に 取り組 ん で い る企業 は
, ま だ 1 0 - 20 社く ら い しか な い ｡

･

環境I S O で は基準を守れ ば い い が , C S R は マ ネ ジ メ ン トそ の もの で , 業界の 平均 の ベ -

ス をなる べ く超え る よ う に した り, 前年を超え る ような普段 の 努力が 必要と い う話 に なる ｡

･ C S R は
, 各企業 が どの ような分野 に ウ ェ イ トを置くか が重要で あ っ て

,
自社 は こ こ が

強 い
,

こ こ は特徴 だ と い うもの を洗 い 出す必要 が あ る｡

･ 全体 と し て
, 環境 は強 い が 女性雇用 は 不十分 で

,
ガ バ ナ ン ス の 仕組み は あ っ て も十分

で は な い
｡

･ 地 方の 老舗 で こ れ ま で 生き残 る た め に や っ て きた こ と は 何な の か , そ の 特色を C S R と

し て 捉える こ と が 必要で あ る｡

･ C S R と い う認識 は なく と も, 経営者 の 特色が あれ ば, それ も C S R の 成功事例 と して 見

せ て い く こ と が 必要 で あ る
｡

･ C S R と い う言葉が 浸透 し つ つ ある が , C S R に 取り組む こ と が どの よ う に プ ラ ス に な る

の か を示 して い か な い と い けな い ｡

･ C S R の 精神を い か に社内に 浸透 さ せ るか が 課題 で あ っ て
,

そ の 場合
,

ト ッ プ の 理解 が

重要 で あ る｡ 社員 に ,
ど の ような意識を持 っ て 仕事を して も らう か と い う こ と だろ う｡

･ コ ン プ ライ ア ン ス をまじめ にや っ て い る と こ ろ は少な い ｡

･ C S R で N E E T (働 か な い 若者) や少子高齢化 に対応す る こ と は 望ま し い ｡ ｣

図 4-1 3 は
, C S R を戦略的 に使う時 の シナ ジ ー 効果を出す た め の 産業政策の 流 れ を図示し た

もの で ある ｡

図 4
-

1 3 蛍蛭略 的 に C S R を使 っ た産業政 策の 流 れ

( 62 )



企業と の 協働 に よ る地域づ くり推進事業調査報告書 ○

生産管理や 工 程管理 の カイ ゼ ン と関連づ けた産業施策｣ が必要な の は, 以下 の ような ヒ ア リ

ン グ の 事例か ら も ハ ツ キ リ す る｡

C S R と 地域の 活性化 に関する 問題提起

地域貢献 は C S R の 重要な分野 の ひ と つ で あり,

｢
新 し い 時代 の

『公』｣ の 観点 か ら も
,

地域訣

題 の 解決や 地域 の 活性化 に向けた新 し い 取り組み の 創出が 期待され て い る｡ 現在 ,
三 重県 にお

い て は 中山間地域な ど条件不利地域 にお ける 農山漁村地域 の 活性化が, 重要な課題 の ひ と つ と

して 位置 づ けられ て お り, 中で も最近 ｢ 限界集落｣ と い う言葉 に象徴され る ように, 若者 の 流

出に よ り高齢者 ばか りとな っ た集落 に対す る 状況把握 や 営農 ･ 生活面 で の 支援策 に つ い て , 早

急な検討 が必要 にな っ て い る｡

こ の ような状況を打破 し, 地域を活性化す る た め に は
,

C S R を利用 して 農業
･

林業
･

漁業を

パ ラ ダイ ム チ ェ ン ジを含む改革をお こ なうた め に は
,

｢ 破壊的イ ノ ベ ー タ ー

｣ 的モ ジ ュ
ー

ル を組

み 込み
, 農産漁村地域 に パ ラ ダイ ム チ ェ ン ジを含む改革を起 こ す こ と が有効 で あ る｡ また

, 地

域 の 活性化 の た め に は
, 若者 と 高齢者 に優し い 地域 の 設計 が 必要 に な る｡

例えば, 南伊勢町で 企画 して い るも の に
,

｢ か らすみ｣ 体験 ツ ア ー が あ る ｡
｢ 『か らすみ』 を作

る 漁師さ ん + 船宿 + 民宿 + 伊勢市の 観光｣ をセ ッ ト に して い る｡ こ の 地域 は
,

ボ ラ が大量 に捕

れ る た め こ の 素材を生か す こ と を考えて い た ｡
｢ か らす み｣ は完成ま で に 1 ケ 月 か か る｡

｢ か ら

すみ｣ を作 る作業を した後 ,
1 ケ月 ほ どの ケ ア が 必要で ある ｡

｢ か らす み｣ だけで は季節限定的

すぎる の で
, 地元 と協議した ら

, 旬 の 魚を使 っ た ｢ く ん製｣ を作 る シナ リ オ を提案して き た ｡

以下 の ように N P O 等を中心 に 議論 の 流れ を設計す る こ と が で きれ ば ｢ 破壊的イ ノ ベ ー タ ー

｣

的モ ジ ュ
ー

ル の 組 み 込み は成功 で あ る｡

概念的な プ ラ ン を提 案す るq 詳 細設 計q 修正 日更 に レ ベ ル ア ッ プ し た詳 細設 計

( 6 3)



● 晶 説

図 4- 1 4 地j或 の7 .1
'

硝令古間題 の 解fjt と 高齢 者 と1
'

.

=

･芹を 呼 び 込 む 施策

i主: 二重 大学 人 文学 部 結 迎研究 字 作成

セ ン ト レ 7
'

◆~~

~◆ 船

名 古屋 ミ ニ 近 鉄

大阪 三 :こ 近鉄

自家 用 軒 ノ ア ー

パ ス ツ 7
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図4
-

1 6 付加価値商品を目指すと は何か

付加価値商品を目指して

南伊勢町が 実験的に 行 っ て い る ブ ラ ン ド化戦略 は , 消費者が 判断して ｢
素晴 ら し い ･

美味 し

い ｣ と言 っ て も ら えなけれ ば 意味が な い う共通認識の も と で 動 い て い る の で あ る｡ それ は, ど

こ に で もあ る も の で は ,

｢ 伊勢 と い う ブ ラ ン ド｣ で は
, 数週間 しか 持 た な い と 東京 の ア ン テ ナ

シ ョ ッ プ の お 客さ ん か ら言 わ れ た の を キ ッ カ ケ に考え直 した こ と に あ る｡ その た め , 旬 ご とに

付加価値を付け る ブ ラ ン ド ･ マ ネ ジ メ ン トが 要求され ると認識した｡

図 4-1 6 と図 4-1 7 は
,

ブ ラ ン ド ･

マ ネ ジ メ ン トを適切 に行うた め の N P O を設計し
, 集客交流

産業を創り上 げて い く こ と にな る こ と を示 して い る｡ また
,

こ の 両図 は
,

企業 の 資金を集め て

運営されて おり ,
コ ミ ュ ニ テ ィ

･ ビ ジネス を立ち上 げる こ と で ｢
地域 づ くり｣ に 寄与 で きる 仕

組 み を作 る こ と が で き る こ と を示 して い る｡

( 6 5)
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図 4-17 三 重 丸ご と ブ ラ ン ド化計画

農業 ･ 林業 ･ 漁業 の 活性化 にお い て は
, 県 は 地域 の 組織化を行 い

, 企業 の ニ
ー ズ と マ ッ チ ン

グ さ せ る と 言う方向が 全国的 に模索 さ れ て い る ｡ 上 記 の 図 4-1 7 は , 農業 ･ 林業
･

漁業の 改革 の

た め に ｢ 破壊的イ ノ ベ ー タ ー

｣ を構築す る ス ケ ル ト ン を示すもの で ある ｡ そ こ で は
,

｢
地域特性

を生 かす た め に民俗学を利用 した シ ナ リ オ づ くり｣
｢ 農業分野 に お け る ロ ボ ッ ト技術｣

｢
新商品

開発｣
｢ 日 本 の 村 が 有す る魅力｣

｢
人材育成｣

｢
情報を早く受発信す る シ ス テ ム ｣

｢ 農業支援型

N P O 法人｣
｢ 都市 と 地方 の 連携｣

｢ 色 々 な セ ク タ ー か ら の 要求 の マ ッ チ ン グ｣
｢ コ ミ ュ ニ テ ィ

･ ビ

ジネ ス ｣ 等を研究 ･ 設計す る こ と に なる ｡ 全国 で の 販売競争 に 勝 て る 強 い 特産品を つ く る た め

に は
,

全国 の 消費者 ニ ー ズ や 市場動向の 情報が 重要と な る ｡ 特 に消費者 ニ ー ズ 情報を集中 し て

い る 大都市で の ニ
ー ズ調査 が 重要 で ある ｡ そ の た め に は

, 消費者 ニ ー ズ 情報を収集 し, そ の 情

報を随時事業者 に提供 して い く こ と が 課題 と なる ｡ 情報収集 に より , 事業者 が 的確 で 迅速 に意

( 66 )
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志決定 が で き
, 常 に新 し い こ と に挑戦す る事業者 へ とや る 気を起し

, 自らの 事業を主体的 に持

続的発展させ て い く ような体制を つ く る こ と が 課題と な る ｡ そ の 場合 , 図 4- 7 で 示 した ｢ イ ン

セ ン テ ィ ブ｣
｢ トラ ス ト｣

｢ コ ネ ク タ｣
｢
仕掛け｣ の デザ イ ン を検討す る こ と が 重要な課題とな る｡

特 に, 地域活性化法 の 動きを活用 した事例 の 研究も必要 に な る｡ 例え ば
,

経済産業省 の ま と

め た事例 の
一

部 に は
,
以下 の よ うなもの が あ る ｡ こ れ ら を徹底 して研究し

,
三 重県 コ ミ ュ ニ テ ィ

フ ァ ン ドの 活用等を行 い なが ら
,
C S R の 観点か ら農林漁業を基盤 に した 新 し い 地域課題解決型

コ ミ ュ ニ テ ィ
･ ビ ジネ ス 事業創出に つ なげ地域活性化 に役立 て て い く施策を検討す る必要が あ

る ｡

表 4
-

1 地 域活性化法の 認定事例 の
一

部

地域 名 事業名 事業概 要
地域 資源

( 3 類型)

北海道 牛尿 バ イ オ活性液 を活用 した環境

牛尿 バ イ オ活性液の 特性 を活か し

て
, 農地 .

牧場や飲食店等の 厨房
の 消臭

.

抗菌を押 さ え, 持続効果

の 高い 環境浄化液を開発 . 販 売す
る○

牛尿 バ イ オ活性液

北見市 浄化液の 開発 ( 鉱 工 業品)

北海道 ホ 夕 テ の 煮汁を活用 した地域 ブ ラ

ホ 夕 テ ガ イ に よ る 燥抽漬の 製品化
の 過 程 で 発 生 し た煮汁を 活用 し

て
,
脱 塩

, 精製 ( お りを取り 除く) ホ 夕 テ ガイ

北 見市 ン ド商品化 し新 しい 旨み と 柔ら か い 味の特徴
の ある 和

.

洋
.

中華に 使え る 総合
調味料と して 開発 . 販 売する

○

( 農林水産物)

北 海道 昆布 ( 釧路 長昆布) を活用 した押
し寿司 用昆布, 昆布締め 用昆布の

開発及 び販 路開拓

釧路 長昆布の 特性で あ る 柔らかく

加 工 し易さ を活か して
, 当社で は

この 豊富な天 然資源 の 有効活用 に コ ン プ

釧路市 着目 し道内生 産 で は初め て の 押 し

寿司用 昆布
.

昆布締め用昆布の 開
発 と販 路 開拓を行うo

( 農林水産物)

北 海道

小樽市

小 樽 ガ ラ ス の 技術 を活 用 し た着

小 樽ガ ラ ス の 技術特性を活か し
,

こ れま で に な い
,

多彩な色を組み

合わ せ
, 切 子 ( き り こ) や サ ン ド

小樽 ガ ラ ス

( 鉱 工 業品)
色 . 切子 加工 等を施した 耐熱性硬 ブ ラ ス ト加工 を施した

,
デ ザイ ン

質ガ ラ ス 食器 の 開発 性に 富ん だ, 新 しい 用 途の 耐熱性
硬 質 ガ ラ ス 食器 を 開 発 し販 売す
る ○

北 海道
函館産 ｢

ガ コ メ コ ン ブ｣ を発酵さ

せ た醸造 コ ン プ 酢の 開発 と 販路開

描

函館市 の 地 域 資源 で あ る ガ ゴ メ

( 昆布) の 特性 を活か して , 自社

独自 の 特許製法に よ り醸造 した,
ガ ゴ メ

函 館市 香りと 旨味があ りt
ミ ネ ラ ル バ ラ

ン ス に優れ た ｢ コ ン プ 醸造酢｣ を

商 品化し販路 を 開拓 す る
○

( 農林水産物)

荏 : 詳細 な表は
, 別冊資料編 に掲載 して い る｡
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三 重 県 C S R 達 成 企 業 リ ス トの 作 成

マ ル チ ･ ス テ ー ク ホ ル ダ ー と い う発想 か ら ア メ リ カ の K L D の 作成 し て い る ｢1 00 B e st

C o r p o r a t e C iti z e n s 2 0 D 7 ｣ の よ う な 調査研究 の 1

-

1E
'

. 来 る 横間 ( N P O o r 人
′

?
I

: の 研究室) を作 り .
三

重県阪 C S R の 基準を達成した[rt 業を表彰す る r

/
こ れ が 設計で き れ ば

,
C S R を巧

'

i 暗的 に 利用 す

る 政 策 に必 要な
｢ イ ン セ ン テ ィ プ｣

｢
ト ラ ス ト｣

｢
コ ネ ク タ｣

｢
仕掛 け｣ を満)i で き る こ と に な る r

評価す る 内容 は . 以下 の よ う なも の が 考 え ら れ る
｡

′

_亘
; 輝念と実践の 元離を埋 め る コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン
,

/2 社会純情報の 開示. し喜:1 グ ロ ー バ ル な 事

業民間 に マ ッ チ ン グ し た C S R もキ動 .

(二
Ii

/
･顧客満足 臥 萱雇11J , 6 社会貢献 ∴ fl 環境

特 に 環境PLl
'

J 題ぬ い 閏 L て は , 輯近産業界で P L M ( P r o d u c t Lif e C y cl e M a r l a g e m e n L) の 動き

が 本格化し て い る こ と を 考える と
. 部.与占や男凱

[

.L

T

. の 壌棄処理 の 問題にf対す る耽り組 み が 射程の 中

に 人 っ て く る .
二

浜松信金は . 地域文化や 産業紹介の た め の C S R マ ガ ジ ン の 『は ま し ん C S R マ ガ ジ ン ij a ! J

を 発行 し て い る , こ の よう な マ ガ ジ ン の 内容 を レ ベ ル ア ッ プ し た もo ) を作り L げ る こ と が 臼標

に な る こ

図 4-1 8 l o o B e s t C o r p o r a t ぐ し
､

iti z e n s 2 O O 7

7 T イ( .

･ E ll ■ 王 事 r=
L･ 巳丘Js 了._

一
て~~~づ 且 ツ~,

>

_
I .

ヘ ルプ･ 払■q
4
1

J
l
■ d Ll 叩 I J l.

■､
■ p 亡⊂. m " t J こ.;- ■q J 4 .

･
. ゝ = h L h = L u･/

= で b " L h = ) 1 W■7 u Dl . . = 加 . トh l

･ ･ ･

･ ､

■

C(虻)
r / T

l
J . - -

･ 芋
こ:こ

. _
.

._ . ,
. 甲

K L D 研究解析株式会祉 は. ilモ業を に 登 録す る た め の 機関投資家 の 社会的な研究 で あ る L , 88

年以 降. 帝開設資家. 管 理 職. 理事.
コ ン サ ル タ ン ト ア ド バ イ ザ

ー

に 依存 して 品質や 専門件

を K LI) と L て 運営 して い る . . 特 色の 1 つ は . 巌人の 独~;I-
, 系

企 業 の 研究 ス タ ッ 7 をも っ て い る

こ と で あ る : K L D の f-I P は . 次の よ う に 述 べ て い る 二.

｢
私た ち K I _Ⅰ) の 使命は , 3 つ あります,

:

-
i
-

製品の イ ン デ ッ ク ス を提供する 世界的 な研究 と の 校合を容易 に す る た め の 畷境 , 社会
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的な要因と ガ バ ナ ン ス の プ ロ セ ス に投資 します｡

② 企業責任 の 基準か ら製品や サ ー ビ ス を定義す る｡

③ 私 た ちの ビ ジ ョ ン を達成す る た め に は
,

より公平 で持続可能な大企業 の 説明責任をも

ちます ｡ ｣

こ の ような仕組 み を構築す る こ と で
,

企業 の C S R 活動 へ の 取組を促して い く こ と が で き る

と考え られ る｡ こ れ は
, 各事業所 が P L M (P r o d u c t Lif e C y cl e M a n a g e m e n t) を追求 しなが ら

C S R 活動 の レ ベ ル を毎年上 げて い く こ と の 出来 る 仕組 み を研 究す る こ と で もあ る｡ C A D や

P D M (P r o d u ct D a t a M a n a g e m e n t) だ けで なく
,

E R P
,

C R M
,

S C M や 既存 レ ガ シ ー シ ス テ ム

などとつ なぐた め の 知識や , 製造業全般 の 業務 ノ ウ ハ ウ が 必要 に な る の で
, そ の 達成度合 い を

検証す る た め に も M O T が 重要な役割を果 た す こ と に な る｡

総括 -
｢
新 し い 時代の

『
公』｣ と い う観点 か らの検討 -

米国企業 の A M B プ ロ パ テ ィ
･ コ

ー

ポ レ ー シ ョ ン の 企業文化も
,

C S R を考える 上 で参考 に な

る ｡ A M B の ホ
ー

ム ペ ー ジ は, 企業倫理 の 重要性を以下 の ように述 べ て い る ｡

｢ 私 た ちの 継続的な成功 に 欠か す こ と の で きな い 要素 で す｡ 私 た ちの ブ ラ ン ドの 価値を高 め
,

投資家の 皆様 に 最大限の 利益をもた らせ る よう努力し つ づ ける こ と に喜 び を感じなが ら
, 仕事

に従事 し て い ます｡ また 実務 だ けで はなく,
A M B は キ ャ リ ア の 向上 と 発展を支援 し

, 活発な

地域社会活動や 慈善活動を策定しt 社内指導教育を提供す る と とも に
, 協調的な職場環境 の 構

築 に取り組 ん で い ます｡

当社 の 事業 は 1 98 3 年来大きく発展 し て きま した が
, 中核とな る価値 は 変 わ りま せ ん ｡ こ の

価値 の 中核 に は
,

以下 に示す
『I C R E A T E 』 と い う哲学があります｡

I nt e g rity (誠実さ)

事業 の 構造 は
,
I n t e g rit y ( 誠実 さ) の 基盤 の 上 に 成り立 た なけれ ば なりませ ん ｡ 私 た ち の 言

葉 は
, 私 た ち の 鮮 で す｡

C u st o m e rs ( お 客様)

C u s t o m e r s ( お客様) の ニ ー ズ に応え る こ と こ そが
, 成功 へ の 道な の で す｡

R e s u 什s ( 結果)

私 た ち の 行動 の す べ て が
, 確実な R e s ults ( 結果) を生み 出 します｡ プ ロ セ ス ( 過程) そ の も

の の た め に
,

プ ロ セ ス に 従事す る わ けで は ありませ ん ｡

E x c e ‖e n c e (優位性)

今 日 の 使命は
,
E x c ell e n c e ( 優位性) を追求す る こ と で す｡ 明 日 の 使命 は

,
そ れ をさ ら に 高め

る こ と で す｡

A c c o u nt a bilit y ( 説明責任)

当社組織 に属す る ひと り ひ と りが A c c o u n t a ble で ある (説明責任を負 っ て い る) 必要が あり
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ます｡ 当社組織 に属す る 誰もが
,

互 い に尊敬 し, 信頼 しあ っ て い ます｡

T e a m w o rk ( チ ー ム ワ
ー ク)

私 た ちは T e a m ( チ
ー

ム) で す｡ オ ー プ ン に対話 し
,

お 互 い の 考えや 意見 の 多様性を尊重 し

ます｡

E nt r e p r e n e u rs hip (起業家精神)

E n t r e p r e n e u rial な ( 起業家と して の) リ ス ク を負う こ と で
, 価値を高め ます｡ 間違 い を恐れ

ず, 誤りを認 め
,

そ こ か ら学 び ます｡ ｣

三 重県 で は C S R 活動を戦略 と して 捉え ｢ 三 重県型 C S R ｣ を推進して い く こ と を県民 や 産業

界 に 提案 して い く こ と に な る｡ そ の 場合 に
,

企業 (組織) 倫理 の 教育が 必要 に なる事は A M B

の 例か ら も言うまで もな い こ と で ある ｡

第1 の C S R 戦略で ある 倫理教育 の 部分 は, C S R の 根幹 と も言える 部分 で あり, 現在 ,
三 重県

経営品質協議会等 に よ る 三 重県企業の 経営品質の 向上 に 向けた取組な どを進め て い く ほか
, 今

後,
M O T ( M a n a g e m e n t of T e c h n ol o g y) 教育か ら の ア プ ロ

ー チ な ど
, 企業 の 主体的な取組を

様 々 な角度か ら支援 して い く こ とが 望ま れ る ｡

図 5
-

1 2 つ の C S R と多様 な主体の 担う領域

第 2 の C S R 戦略 は, 環境経営と M O T ( M a n a g e m e n t of T e c h n ol o g y) を ジ ョ イ ン トす る こ と

で あ る｡ 三 重県 の 推進 して い る M - E M S を M O T と ジ ョ イ ン ト させ る こ と で 環境政策 だ けで な

く
,

生産管理や 工 程管理 の カイ ゼ ン と 結 び つ け,
1 + 1 - 3 とな る ような シ ナ ジ ー

効果を発揮

させ る組織 と は何か を検討す る こ と で ある ｡

( 7 0 )
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図 5
-

2 戦略的に C S R を使 っ た産業政策の 流 れ

第 3 の C S R 戦略は
,

広義 に と ら えた C S R を利用して 農林漁業 の 事業発展 に つ なげ る仕組 み

を作り上 げる こ と で あ る｡ 多様化す る観光誘客 に お い て
, 地域 (地元) で しか

"

出会えな い
"

"

体験 で きな い
''

｢ 食 ･ 風土｣ が 満喫 で きる 宿や 店 が多く点在 し て い る 三 重県内を ｢
旬 の 食材｣

･

｢ 宿｣
･ ｢ 飲食店｣ で

"

つ なげ る
' '

こ と で ｢ 観光旅情 の まち｣ を つ く る こ と
,

｢
食｣

｢
遊｣

｢
憩｣ を

テ ー マ に掲げ, 地場産業等を素材 に して
, 体験観光な どに よ る域内観光圏を形成す る まちを デ

ザイ ン す る こ と等が 考え られ る ｡ ま た
,

その 発展的目標 の ひ と つ と して は
, 地域活性化 に 関連

する コ ミ ュ ニ テ ィ
･ ビ ジネス の 創出が 考え られ る｡ 新 し い 発想 で ビ ジ ネス

･

モ デ ル を構築で き

る よ うな破壊的イ ノ ベ ー タ ー に なりう る 人材を各地域 で 確保 ･ 育成す る 仕組 み作りや
,

企業 と

地域 の マ ッ チ ン グを行う場の 設定等に つ い て 検討を進め る必要が ある ｡

図 5-3 地域 の 産業振 興

罰illl
( 7 1)



● 論 説

第 4 の C S R 戟略 は
,

C S R に取り組 む企業が 多様な主体 が 担う領域 で 活動す る た め の 枠組 み

を提示す る こ と で ある ｡ 多様な主体が 担う領域 で 企業
,

地域, 行政が 協働 で きる 分野 は多岐 に

わ た っ て い る ｡ こ れ ら の 分野 で の 協働を促すた め に は
, 活動 メ ニ ュ

ー を作成 し
,

提示す る こ と

が 重要 と なる ｡ さ ら に , 協働事例を ホ ー

ム ペ ー ジ等 で 広く紹介 して い く こ と でイ ン セ ン テ ィ ブ

を与える こ と も
,
多様な主体 が担う領域 で の 活動 の 活性化 に は 必要 で あ る｡ さ ら に

,
C S R は 企

業 が よ り強くな る た め の 戦略的 マ ネ ジ メ ン ト で あ る と の 観点 か ら, 将来的 に は
,

三 重大学

M O T ( M a n a g e m e n t of T e c h n olo g y) が 中立的な立場 か ら C S R 達成企業 リ ス トの 作成 と顕彰等

を行うな ど
,

企業 の 持続的発展 に向けて イ ン パ ク トの あ る仕組み の 構築 に つ い て研究して い く

こ と も重要で ある と 考えられ る ｡

ま た ,
こ れ らを実現す る た め に は

,
企業が 中心 と な っ た C S R 活動 に 関す る ネ ッ ト ワ ー ク の 構

築 と こ の ネ ッ ト ワ ー ク を活用 した 企業 の 主体的な C S R 活動 の 向上 に向けた 交流 の 活性化 が 重

要となる ｡ そして
,

こ の 交流 にお い て , C S R 達成企業 リ ス トの 活用 や優良事例 の 顕彰 が 企業 の

主体的な取組と して 実現され るな か で
,

三 重大学 M O T が中心的な役割を果 た す こ と が 理想型

で ある ｡ さらに
,

三 重大学 M O T が研究を進 め るうえ で は
, 県下 の 中小企業を い か なる 方向に

導 い て い く の か と い う県 の 産業政策との すりあわ せ が 必要で あ る こ と は言うまで もな い ｡

図 5
- 4 C S R と P- D - C- R- A サイ ク ル

そ れ ぞ れ の

領域 で の 達成

度 を検証 し
,
リ

ス ト 化す る 仕

組み の 設 計(デ

ザイ ン) を研 究

す る｡

三 重県の 役割

三 重県で C S R 活動を推進 して い く に あた っ て
, 行政が 果 た す役割 は 3 つ ある と 考えら れ る｡

まず, C S R フう‡
, 企業 の 存続 に対す る 重要な要因と して重 み を増すなか

, 特 に取り組み が 遅れ て

い る 中小企業 に対 して
, 普及 ･ 啓発を行 っ て い く必要が ある ｡ そ して

,
もう

一

つ の 役割 は
,

こ

の 報告書の メ イ ン テ ー マ で もあ る ｢ 新 し い 時代 の 公｣ の 観点か ら
,

企業と 地域住民 の 取組 の 橋

渡 しを担う こ と で あ る｡ 産業政策 と は 直接関係な い が
, 県民 や 市民 に 対 し て

, 普及
･

啓発を行 っ

て い く必要が ある ｡ 県民 ･ 市民 は
,

C S R を広義 に と らえ る と ス テ ー ク ホ ル ダ ー を構成す るも の

で ある か ら何 ら か の 形 で取り組み が 必要なもの で あ る｡

( 7 2 )
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図 5
-

5 2 つ の C S R と県 の 役割

2 つ の C S R

｣ ■ ｣ ■

中小 企 業に 対 す

る普及 ･ 啓 発

｢ 新 し い 時 代 の

『公』｣ の 観点 か ら
,

企 業 と 地 域 住民 の

取組 の 橋渡 し

県 民 や 市 民 に 対

す る普及
･ 啓発

こ の 報告書 で は 三 重県型 C S R を推進 して い くうえで の 4 つ の 戦略を提案 し た｡ こ れ ら 4 つ

の 戦略 は
, 住民 ,

企業, 大学, 及び 行政 が連携 し て
, 新し い 時代の 公をよ り具体的 に実現して

い く た め の 有力な ツ
ー

ル と なりう る と 考え て い る が
,

こ の 戦略 が 効果を発揮す る た め に は
, 行

政 が 地域と企業, 企業 と大学と い っ た 連携をうまく コ ー デ ィ ネ
ー

トす る こ と が
,

必須条件 と な

る｡

今後,
こ の 4 つ の 戦略を具体化す る た め の 仕組 み に つ い て

, 検討を進 め て い く こ と に なる が
,

特 に地域 の 活性化を目指す第 3 の 戦略 に お い て は
,

地域と企業を マ ッ チ ン グ して い く場を県 と

して ど の ように設定 して い く か が, 重要な鍵 に なる と 考え ら れ る｡

また
,
C S R は 企業が よ り強くなる た め の 戦略的 マ ネ ジ メ ン トで あ る と の 視点 か ら

, 行政と し

て C S R の あり方を規定す べ きで は な い が
, 新し い 時代 の 公 と し て の 取り組み を促進す る 意味

か ら
,
C S R 活動 に取り組もう とす る 企業 に対して

, 行政が担う領域 へ の 協力 や
, 多様な主体 で

担う領域 で の 活動 メ ニ ュ
ー 等を

, 行政側 か ら提案 し て い く こ と も必要 で あろ う｡

C S R は企業の 存続 に 不可欠な要素で ある だ けで なく, 環境保全 や 地域 づ くり, 地域課題 の 解

決等 に も重要な役割を果 たす活動 にな っ て い く と 考え ら れ る た め
, 今後も展開方向等 に つ い て

研究を進 め て い く必要 が あ る｡

こ の ような戦略を進 め る こ と に よ り,
企業が 戦略的に C S R に取り組む こ とで 企業価値を高

め て い く と と も に
, 多様な主体 が担う領域 で の 活動を活発 に し

, 新 し い 時代 の 公 の 実現を目指

すと い う好循環を生み 出 して い ける と 考え ら れ る｡
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● 論 説

県の 役 割

図 5
-

6 三 重県で の C S R 活動の 促進 に 向けた 4 つ の 戦略

促進するC S R 活動 目指す姿

菅企

a
E3
a

代 値
の の
公 向

宗主
現

こ の 研究報告書 は, 平成 1 9 年度 に三 重県と お こ な っ た C S R に 関す る 調査研究 の
一

部 で あ る｡

こ の 研究報告作成 に 当た っ て は
, 農水商工 企画室 の 南勝人民 (注 : 現在 は

,
政策部地域 づ くり

支援室 に在籍) か ら適切な助言 い た だ い た ｡ また
,

こ の 報告書 の 作成 に 当た っ て は 企画室 の 皆

様 に は署内で さまざまな角度 か ら議論を い た だ い た ｡ 企画室 の 皆様 の ご助言なく して は
,

こ の

報告書 の レ ベ ル は
, 高 い も の に は な ら なか っ た ｡ 記 して 感謝 した い ｡

以下 , 今後 の 検討課題として 議論 した 資料を添付 して おきた い ｡

資料

参考資料 1 ;

農業と C S R

G A P 手法 ( G o o d A g ric ult u r al P r a c tic e) と は
, 農業者自 らが , (1)農作業 の 点検項目を決定 し

,

(2) 点検項目 に従 い 農作業を行 い
, 記録 し, (3)記録を点検

･ 評価 し, 改善点を見出 し
,
(4) 次回 の

作付け に活用す る と い う
一

連 の ｢ 農業生産工 程の 管理手法｣ ( ク ロ ス チ ェ ッ ク 手法) の こ と で あ

る ｡ G A P 手法 ( 農業生産工 程管理手法) は
, 農産物 の 安全確保 の み な ら ず, 環境保全

, 農産物

の 品質 の 向上
, 労働安全 の 確保等 に 有効な手法 で ありt

こ の ような生産工 程 の 管理手法を我 が

国の 多く の 産地
･

農業者 が 取り入れ , 自 ら の 営農
･ 生産条件や 実力 に応 じて 取り組む こ と が

,

安全な農産物 の 安定的な供給t
環境保全, 農業経営 の 改善

･ 効率化 の 実現 に つ なが る もの で あ

る｡ ま た , 生産 さ れ た 農産物 の 安全性や 品質の 確保等 に つ い て 消費者 ･ 食品事業者等 の 信頼を

確保す る 上 で も有効な手法 と な る｡
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図 4
-

1 9 G A P と関連 づ けた施策 ⇒ 基本 は海外に 通 じる 製品の 生 産と付加価値向上

三 重県経営品 質協議会

授 業料減免措置 : 再 チ ン ジ予 算

G A P を 目 指す 農

業者

管理 手 法 の 取得

を 目指 そ う と して

い る農協等の 団 体

外国 の 大 学 外 部資金の 増加

国際規格 (標準) に

あ う基 準 を研究す る

AI B
,

コ
-

シ ヤ 認 定
,
等 々

三重県が M O T 支援 :

三重県の C S R 事業 の

一 環

大学院生生の 増加

農業問題 に 関す る三

重大学 M O T

農業者 ･ 農協の 実 態分 析

を して
, 合理化 ,

生産 性

向上 をア ドバ イ ス

地 方 と 都 市 と の 連

携 か ら 地 方 と 外 国 と

の 連携 - ( か つ て リ
ー

ジ ョ ン ･

トウ
･

リ
ー

ジ

ョ ン と 言 わ れ た も の

の レ ベ ル ア ッ プ)

トレ ー

サ ビ リ

テ ィ を目 指 して

も儲 けに 繋が ら

ない と言 う意見

■ ■

ダ イ ム チ ェ ン ジ

共 同 研 究 で 儲

か る 体質に 農

業者 の パ ラ ダ

イ ム チ ェ ン ジ

地域 の 活性 化

国際化 に対応

高齢化
,

料

作 放 棄 地

問 顔 等

農 業 政 策

の 検討
,
農

業 経 営 の

基 盤 強 化

策

参考資料 2 :

農業問題 に関す る M O T で の 研究課題 生物資源学部と 検討課題

我 が 国に お い て 2 0 05 年1 0 月 27 日 に｢
経営所得安定対策大綱｣ が 決定され た｡ こ れ ま で の

｢
価

格｣ 政策 か ら ｢
所得｣ 政策 - の 転換を目指し ｢ 戦後農政を根本か ら 見直す｣ 大改革 で あ る｡ 限

定 され た担 い 手を対象と した 直接支払 い 政策 と, 農地, 水
, 環境 と い っ た ｢

面｣ を対象と した

直接支払 い 政策 の 両者を合 わせ た 形で
, 直接支払 い 政策 へ の 転換 が宣言さ れ た ｡ こ の 農政改革

が
, 農業現場 で 実際 に どの よ う に 運用 さ れ

,
そ れ に よ り農家及 び集落 は ど の よ う に変化す る の

か
, 農地減少 に 歯止 め は か か る の か , 農地を農地 と して 保全 しそ れ を と りまく自然資源 を維持

す る こ と は可能なの か , を M O T で研究す る こ と にな る ｡

経営所得安定対策大綱 の 目的 は 以 下の 通り で あ る｡

○我 が 国農業 の 構造改革を加速化す る｡

O W T O に お け る 国際規律 の 強化 に も対応 し得 る対策と す る ｡

○品目別 に講 じ られ て い る 経営安定対策を見直 し
, 施策の 対象 と な る担 い 手を明確化 した 上

で
, その 経営 の 安定を図る 対策 に転換す る ｡
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図 資料1 M O T 講義配信実験

て
ー

ー -
-

- ト 業界情報 の 収集

T V 会議 で 知 り合 い に な る

企業内研修 十
-

フ T
業界情報

共同研究 の 実施 イ ン タ ー ン シ ッ プ の 実施

紀北町商工 会 の 作 っ て い る 以 下 の ような
, 各月 ごとの 地図は , 農業観光観光

･

産業観光 へ の

ヒ ン トを示すもの で あ る｡
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⑳ 論 説

参考資料 3

図 資料 3 経営品質と 関連 づ けた施策 ⇒ 基 本 は 生産性向上

追記

本稿 の 校正を行 っ て い る 8 月 2 9 日 に 中部経済産業局管内で も ｢
農商工 連携 の 委員会が 開催

さ れ た｡ 報告書の 図4-4 示 し た よ うな
, 省庁を横断 した ネ ッ ト ワ

ー ク型 の 政策 が 動き始 め た ｡

ネ ッ ト ワ
ー ク の 外部性 に 依拠 しな が ら地域社会を活性化 し て い く こ の 政策提案を行う こ と が 大

学の 使命 に な る こ と は 間違 い なさそう で ある ｡
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