
The Japanese Society for Quality Control

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Sooiety 　for 　Quality 　Control
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1．は じめに

か つ 柔軟 に 改良
・
改革 して い か なければ ならな い 余地

も多い ．

　戦後 ， 目本が 世界 に 冠 た る工 業立 国 と して ，そ の 地

位 を確 立 して きた 要素 の
一

つ に 通産省工 業 技術院，

（財）日本規格協会な ど を中心 に推進 さ れ た 工 業標準化

の 活動 が あげ られ よ う．こ うい っ た国家 レ ベ ル で の 標

準化推進活動 は 政府主導の もと様々 な分 野 に お い て 推

進 さ れ， 日 本 の 戦後復興 と産業 の 発展 に 大 き な 役 割 を

果 た して き た．ま た ， こ れ に 呼応する形 で 個 々 の 企 業

に お い て も，標準化 の 活動 は 「朴 内標準化」 と し て 品

質管理体系 の 重要な 位 置 を占め ， 品 質保証 お よび 経済

的 ・効率的生 産達成 の た め の 有力 な道具立 て として 広

く普 及 ・導入 さ れ て い っ た．

　 しか し，バ ブ ル 崩壊後，日本 の 企業 を取 り巻 く経営

環境 は 大 き く様変 り し，価値観 も含 め 思想
・パ ラダ イ

ム
・
方法論 などの 変革 が あらゆ る面 で 要求 され る よ う

に な っ て き た．当 然 ， TQM の 重 要 な 構成要素 の
一

つ

で ある
“
標準化

”
も，今 や こ うい っ た 変化 へ の 対応 や

変革 か ら逃れ られな い 状況下 に あ る．も ち ろ ん，
t
標準

化が 本米的に保有す る 考 え方や方法論 の 中 に は，今後

とも有効 か つ 有益 な要素 も多々 含 ん で お り，それらを

きち っ と 継承 ・活 用 し て い く］二夫 も 忘 れ て は な ら な

い ．

　 しか し， こ れ か ら の 企業 に と っ て 真 に 役 立 つ 道 具 立

て に して い くに は ， 時代が要請する ニ
ーズ に合 せ 大胆
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2 ． 企業を取り巻く環境変化と標準化

　 で は ， 現在 企業 を取 ウ巻 く経 営環境 に は ど の よ うな

変化 が 起 き，それ らの 変化 は標準化 の 思想 や 方法論に

ど の よ うな変 革を迫 っ て い る の で あ ろ うか ．以 下，そ

の 代 表 的 な もの を幾 つ か 列挙 して み よう．

　／）　社員 の 価値観／倫理 観の 多様化 に伴 い ，日本の

特 微だ っ た 性 善 説 的 ア プ ロ
ーチ に 綻 び が 見 えて きた

，

標準化 の べ 一
ス は や は り性善説 を貫 くべ き な の か ， そ

れ と も欧米 的な 性悪説で い くべ き な の か ？

　2） 知 の 蓄積／伝承／活用／創造 が で き る か ど うか で

企業 の 生死 が 決 ま る
一

方，現場 か ら 高度 な専 門技術
・

技能 を持 っ た ベ テ ラ ン が 消えて い く時代 とな っ た，そ

うい う時代に 求 め られ る 標準化 の 役割 は ？

　3）　中途採用／派遣社貝／外躙入 な ど雇用 環境が 変化

す る中， 従来の よ うに時間 を掛 け て教 育す る余裕 が な

くな っ て き た ，多様 な人材 を使 っ て 業務 の ア ウ トプ ッ

トを短期間 で 保証する た め の 標準化 は ？

　4）　 あらゆ る シ ス テ ム が よ り高度化 ／複雑化／複合化

す る に 従 い ，人間 の 犯す ミス が 重大事 故 に 繋 が る ケー

ス が 増 えて きた，ヒ ュ
ー

マ ン ・
エ ラー

を防止 す る た め

に 有 効 と な る標準化 と は ？

　 5） 将 来の 生 き残 弓 を賭け企業 の 海外 進 出／グ ロ
ー

バ ル 化 が 進 ん で い る，文化／言語 を異に する 世 界 で 日

本 と同 じ ア ウ トプ ッ トを保証す るた め の 標準化 とは ？

　6） ISO か ら会計制度 まで 様 々 な グ ロ
・一バ ル ス タ ン

ダー ドが 日本 企 業 を外 か ら規 制す る時代 と な っ た，そ
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うい う時代 に 適 した社内標準化 の 進 め 方 は ？

　7）　製 品 の ラ イフ サ イ ク ル が ます ます娵期化 し，失

敗 を前提 と した再発防止型の 標準化 で は 対 応 で き な く

な っ て きた ， 未然防止型 の 標準化 は ど う進め た らよ い

か ？

　8＞ IT革命 の 進 展 に 伴 い
， 従来 の 仕 事 の 仕 方や 仕

組 み が 大 き く変 わ っ て い く，IT に よ っ て 標 準化 の 考

え方や 管理 の 仕組 み は ど う変る か ， また ど う変 え るべ

きか ？

　9） BPRIERP な ど 組織／機構 の 改革 が 多 くの 企 業

で 進行 して い る，こ うい っ た 大改革進行下 で ，
晒
維持

”

を前提 とした 標 準化 の パ ラ ダイム は ど う変 え て い か な

けれ ばならない か ？

　10） ソ フ ト ウ ェ ア 1サ ー ビ 幻 公 共 団体／医療 な ど

TQM の 対象分野 が さらに 多様化 し て き た ， 製造業 を

中心 に 発展 し て き た 標 準化 の 考 え方 や 仕 組 み を ど う新

し い 分野 に 適合 させ て い くか ？

　 11） 標 準化が 必要 な の はむ しろ申小 企 業で ある．

中小企業 で も活用 で きる手軽 で便利な標準化 とは ？

3．具 体的な内容

　以上 ， 経営 環 境 の 変 化 か ら 21 世紀 に お け る 標 準化

の 切 り 口 を述 べ た が ，執筆 内容／執筆者な ど を考慮 し，

夲特集 で は 以下 の 章だ て で まとめ るこ ととした．

　3．1 総説 ／標準 ・社内標準化

　社内標準化に対象を絞 っ て，様 々 な 時代背景 や 経営

環境 に よらず普遍的 に 共 通す る 標準化 の 基本 的 考 え

方
・思想 に つ い て 総合 的 に 解説 し，こ れ ら を 踏 ま えて

企業 が どの ように考え ， 行動 して い か なけれ ば な ら な

い か を論 じ て い た だ く．
“

表
”

準化 （既 存 の や り方 を

その まま標 準 とする） と
“
標
”

準化 〔最良 の 方法を見

つ け て 標準 とす る） の 違 い ，さ らに は 標準化 の ベ ー
ス

は性善説か 性悪説か 性 弱説 か な ど に つ い て も触 れ て い

た だ く．

　32 　経営環境の変化と標準化

　標 準 化 の 基本的考 え方
・思想 ・方法論 などを現在 お

よ び 近未来を見通 した 時 の 経営環境変化 と対比 し， 従

来 の 考 え方
・
思想 を活か しな が ら，

こ れ らの 環境変化

に対応 した こ れ か ら の 標準 化 は ど うあ るべ き なの か ，

また，経 営環境 の 変化 を克服す るた め の 標 準化 の 取 り

組 み 方 や 推 進 方 法 は ど うあ るべ きなの か な ど に つ い て

総合 的 に 解説 して い た だ く．
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　3．3 知の 蓄積 ・伝承 ・活用 ・創造 ：個人 ノ ウ ハ ウ

　　 の 形式知化

　人材 の 流動化 ・多様化 が ますます進行す る中で，個

人有技術 ・技能 を持 っ た 人達が 社 内か ら姿 を消 しつ つ

あ る．人／組織／製品 などに 蓄積 さ れ た
“

暗黙知
”

を企

業の 財産 と して 如 何 に
“
形 式知

”

化 して 伝承
・活用 す

るか ，さ ら に 新 た な
“
知
”

をどう創造 して い くか ， そ

うい っ た
“
知 の マ ネ ジ メ ン ド が 問 わ れ る時代 と な っ

て い る．従来個 人 に 帰属 して い た ノ ウ ハ ウ を 標準化す

る こ と の 重要性 を論 じ，そ れ に 対す る取 り組 み の 事

例
・
方法論な ど に つ い て 解 説 して い た だ く．

3．4 多様な人材 を活す た め の標準化 と教育 ・訓練

　教育
・
訓練期間が 十分 とれ ない 中，様々 な人材を使

っ て 仕事をす る ， 異質 な人 を集め て プ ロ ジ ェ ク トを進

め るな どの 活動 が 増えて い る．多様化す る人材 に対 し

て 如何 に 短期間 で 標準 をマ ス ターさせ ，問題 の 少 な い

立 ち上 が りを実現する か が 企業 に と っ て 重要 な課題 と

な っ て い る．こ の よ うに 人 に 絡む 標 準化 の 問題 を教

育 ・訓練 と い う切 り 口 か ら サ
ー

ビ ス 産業 の 分 野 に 絞 っ

て 取 り上げ ， そ の 取 り組 み 事例に つ い て 紹 介
・
解 説 し

て い た だ く．

3．5 標準化対象を絞 っ た ス リム な標準化
一

初 め て

　　 標準化 に取 り組む人たちへ

　日本 の 企 業 の 90％以上 を占め る と い わ れ る 中小 企

業 に と っ て，今 の 大 企 業中心 の 社 内標 準化 の 思 想／体

系 ／体制／進 め 方 は 本 当 に 適 して い る の か．少 人 数 に よ

る効率的な組 織運営 が 強 く求め られ る今 日
， 標準化す

べ き もの を必要最小 限 に 絞 っ た 取 り組み や 簡便な維持

管理 の 仕組 み な ど が求め ら れ て い る．ど の ような視 点

で標準化すべ きもの を絞 り，また 維持管理 の 業務 を軽

減す る か
，

そ の 考 え 方 と方 法論 に つ い て ，い くつ か の

中小企業 に お け る 成功例 を含 め解説して い た だ く．

　3．6　開発期間を短縮する標準化 ・共通化

　製品の 開発期間 が 短縮化す るに伴 い ，個 々 の製品 ご

と に 失敗
・
学習 を繰 り返 すこ とが 許 さ れ な くな っ て き

た．開発期間を実質的 に 短縮 して い くに は ， 従来 の 製

品開発 や 他 社 の 失 敗 ・成功 経 験 を未然防 止 の 立 場か ら

仕組み の 問題 として 学習する こ とに よ っ て最適 な方法

を見 い だ し， それ を開発 プ ロ セ ス と し て 標準化す る と

ともに ，製品 ご とに 戦略的 な視点 に 立 っ た テーラーリ

ン グを行 い なが ら計画
・管理 する こ とが 重要 な課題 と

な っ て い る，以上 の 観 点 か ら開発プ ロ セ ス の 標 準化 に
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つ い て ，その 考え方や 方法 を事例 を交 え解説 して い た

だ く．

　 3．7　1T を活用 し た金型生産社内標準化

　仕事 に IT を活用 する こ と が 増 え る に 従 い ，文 書形

式 に よらな い 標準化，す なわ ち，最初 の 段階 か ら標準

に 従 っ た仕事が 自然 と なされ るように シ ス テ ム を設計

して い く動 きが 増 えつ つ あ る．標 準 の 維持 管理 も含

め ，IT を駆 使 した 最先端 の 標準化 の 取 り組 み事例 に

つ い て ご 紹介 して い た だ く．

うと して い な い こ と が 大 き な一
因 とな っ て い る．

　グ ロ
ーバ ル 化 が進 む 今 円，国際規 格 を無視 した 社 内

標 準化は あ りえな い が ， 国際規格 を賦与 の もの と し て

そ の 表面的な部分 に だ けに こ だわ っ て い た の で は 本質

を見失 うこ とに な る．ISO ／TC 　l76の 設立当初 か ら 20

年余 り品質保証 ・
品質管理 の 圈際規格 の 制定 に か か わ

っ て きた 経 験 をも とに ，国際規 格 制定 の プ ロ セ ス の 実

情
・
実態を解説 して い た だ き，国際規格 を ど の ような

立場 で 読 む べ きか ，ま た 活 用 すべ きか を提 言 して い た

だ く．

　3．8　グ ローバ ル 化が進 む中で の標準化

　国際整合に関 して 日本 企 業 が 直面 して い る 課 題 の
一一

っ に ISO　9000’s が あ る．　 ISO　9 OO’s の 2000年 改訂 が

発行 さ れ て
一

年余 り立 っ た が そ の 有効活用 とい う意味

で は 必ず し も うま く進ん で い な い ．こ の 原因 として は

様々 な もの が 考 え られ る が，利用者で あ る企業 ・審査

登録機関 ・認定機関 が 最終的 に 発行 さ れ た 国際規格 の

字面 の み を追 い か け ， そ の 制定の プ ロ セ ス を理 解 し よ

　以 上 ，本特集で は
“
経営環境 の 変イL

”
をキーワー

ド

として ，

“
標準化

”
と い う占 くて新 しい 問題 を

昆

祉 内

標準化
”

と い う範疇 に 絞 っ て 再 考す る こ と に よ ワ，
“
標 準化

”
に お け る 現状 の 課題 と将来へ の 展望 を議論

して い くこ と と した．

　現在 ， 自社 を取 り巻 く経営環境 の 激変に 戸惑 い ，そ

の 対応 に 苦慮す る多 くの 企業 に と っ て ，本特集 が 多少

と も参考に なれ ば 幸 い で ある，
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