
会長就任あいさつ

会長就任にあたって
──変わらないために変わり続ける──

Message from the President :
To Not Change is to Continue Change

森川博之

1．変わらないために変わり続ける

経営者などがよく使うフレーズです．歌詞にも使われ
ています．禅問答みたいなよく分からないフレーズです
が，前半の「変わらないもの」が企業のパーパス（存在
意義），後半の「変わり続けるもの」が事業を成功させ
るための方策と理解すると，何となく理解できます．
「変わらないもの」が大切にされるようになってきた
背景として，VUCA と言われる「Volatility：変動性」
「Uncertainty：不確実性」「Complexity：複雑性」「Am-
biguity：曖昧性」の時代になったことを挙げることが
できます．不確実性が高く将来の予測がとても難しく
なってしまいました．
ロードマップを引くことができず，試行錯誤を繰り返

しながら前に進んでいかざるを得ません．企業では社員
一人一人がリーダシップを発揮していくシェアドリー
ダーシップが必要となります．そのため，多くの企業が
「変わらないもの」としてパーパスを策定しています．
「何のために自社は存在するのか」という問いに対する
答えがパーパスです．
環境の変化や企業への期待の変化に対応することが

パーパスを策定する目的です．パーパス経営とは常に変
化し続ける経営です．世の中の変化をしっかりと把握
し，その変化に対応する大胆な決断をしていくことが，
大きな変革につながります．
環境が変化としたとしても，企業姿勢をぶれさせず，
社員が一丸となって柔軟に変化に対応できるようにする

とともに，事業の方向転換をスムースに行っていかなけ
ればいけません．
また，些細な差別化競争や顧客価値を考慮しない技術

開発から抜け出し，本来の事業目的に立ち返り，価値の
創造につなげていかなければいけません．
セブン銀行のサイトには，“未来の芽は，いつもお客

さまの想いの中に生まれる…（中略）…それが私たちの
原点．時代とともにお客さまの想いが変化し，多様化し
ても，私たちの姿勢は「変わらない」．そして，そのた
めに私たちは「変わり続ける」”とあります(1)．
「人はなぜ生きるのか」というのも永遠の課題ですが，
企業と同様に，学会もなぜ存在しなければいけないの
か，どのように変わり続けなければいけないのかを問い
続けていかなければいけないと思っています．
情報通信は，社会・経済活動を支える基盤の構築や良

質な生活空間の実現に中心的な役割を果たしています．
農業分野では，農業の果たすべき役割がとても幅広く

定義されています．「食料・農業・農村基本法」第 3
条(2)には，「国土の保全，水源のかん養，自然環境の保
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全，良好な景観の形成，文化の伝承等農村で農業生産活
動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供
給の機能以外の多面にわたる機能（以下「多面的機能」
という．）については，国民生活及び国民経済の安定に
果たす役割にかんがみ，将来にわたって，適切かつ十分
に発揮されなければならない．」とあります．
情報通信も，豊かな生活，持続可能な社会づくり，我

が国の国際競争力の維持向上を支える基盤整備，災害な
どを含む社会的諸問題への解決，文化の伝承など，農業
に劣らない多面的機能を有します．
また，土木学会も，「宣言：公益社団法人への移行に

あたって」の中で，「私たちの生きるための条件や環境
を形作る様々な諸要素を，整え，建設・維持・管理し，
運用することを通じて，地域の活力と国力の増進を図
り，人々の安全を保障し，文化・芸術の発展を目指す総
合的な営みが「土木」である」と土木を定義していま
す(3)．
このような幅広い領域を支えるために，土木学会の調

査研究部門には，「計画」「建設技術マネジメント」「環
境・エネルギー」「分野横断」などの分野があります．
また，社会のクリティカルな問題の解決への専門的・直
接的支援を機動的に行うことを目的として社会支援部門
を設置し，「司法支援特別委員会」「減災・防災委員会」
「インフラメンテナンス総合委員会」「豪雨災害対策総合
検討会」「地盤検討会」などが活動しています．
情報通信インフラも，現代の人々の生活を支えるとと

もに，将来の人々にも多大なる恩恵をもたらす社会基
盤・システムです．これらを総合的に運営（設計，工
事，運用，維持管理）することは電子情報通信学会に課
せられた使命です．情報通信エンジニアリング分野の健
全なる発達を図る機能を具備し，社会の発展に寄与して
いくことも考えなければいけません．

また，通信障害が社会に与える影響も格段に大きくな
りました．電子情報通信学会として社会に正確な情報を
発信していくことも考えなければいけません．
正解はありません．会員の皆様や社会のいろいろな

方々と一緒に，電子情報通信学会がすべきことを考え続
けていきたいと思っています．

2．ものが売れない（2000 年頃）

私が大学院生だったとき，電子情報通信学会にはとて
もお世話になっていました．多くの諸先輩方とフランク
にお話する機会を与えて頂き，研究の裏側の世界なども
お教え頂きました．
当時と今とで，環境は大きく変わってしまいました

が，電子情報通信学会は当時の延長線上のままかもしれ
ません．もちろんコアとなるところは変えずにきちんと
維持し続けることが大切です．一方，環境の変化に応じ
て学会の一部が変わること，新しい世界に飛び出してい
くことを考え続けることも大切だと思っています．
私が学生の頃の 1990 年前後は，日本のエレクトロニ

クス産業が世界を席巻していた時代です．研究開発に投
資し優れた技術を開発すれば，事業につながった時代で
す．
できるだけ情報量の少ない映像符号化方式の開発，よ

り高速な通信技術の開発，より高速かつ低消費電力の半
導体素子の開発など，定量的な性能指標を軸とした研究
開発にしのぎを削っていた時代です．顧客自身が性能を
求めていたことから，性能を良くすることが新たなユー
ザ体験の創出につながり，事業にもつながっていきまし
た．
しかし，その後，少しずつ流れが変わっていきます．

2000 年頃，企業の方々と「なぜ，ものが売れなくなっ
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てきているのか」を議論したことがあります．急激な技
術革新で技術が顧客要求を上回るとともに，商品ライフ
サイクルが短くなり，研究開発のコストダウンが進みつ
つありました．また，ディジタル化で水平分業化が進
み，‘もの’の個性の希薄化も進みました．ものが売れ
なくなってしまったのです．
ICT がそこそこ「日用品化｣(4)してしまったのです．

もちろん現在の性能を飛躍的に向上させる技術開発や革
新的な新技術の研究開発は引き続き必要であるものの，
従来の延長線上の性能軸だけで成果を「売り込む」こと
は以前に比べてとても難しくなってしまいました．
顧客にわくわくして頂く，うなって頂く，驚きを与える

などといった魅力品質が求められるようになりました．
建築の分野が参考になるかもしれません．建築学では

構造設計が基盤分野となります．構造上必要な耐力を備
えるように建築物を設計する分野で，構造力学などが基
盤技術となります．
しかし，建築物は本来人間の多様な営みに密接に関係
するものであることから，使いやすく，安全で快適な，
かつ感動を与える空間や環境の創造にも重点が置かれる
ようになりました．意匠設計と呼ばれる分野です．
人間による使われ方（機能），技術，美を総合的に勘

案することが求められ，構造や材料といった工学的な側
面のみならず，デザインや建築史などといった芸術的・
文化的・社会的な側面も重視されるようになりました．
フランスの有名な建築家であるコルビュジェの言葉を借
りると，「住むための機械」といった側面のみならず，
「人間にとって欠くことのできない静逸を心にもたらす
美の場」といった側面にも重きが置かれるようになった
のです．まさに魅力品質です．
最近話題の ChatGPT も良い例かもしれません．公開

から僅か 2か月で 1億ユーザを突破という驚異の数字を
たたき出した ChatGPT ですが，根底にある技術は全く
新しいものではないと開発者自身が語っています(5)．
ChatGPT は InstructGPT と同じ言語モデルを従来のや
り方で微調整したものですので，開発者にとっても予想
外のヒットだったようです．ポイントは，会話データを
追加したことと訓練プロセスを調整したことです．顧客
に驚きと感動を与えた裏側にあるものは，ものすごい技
術ではなく，調整力なのかもしれません．魅力品質を追
求するにあたって考えさせられる事例です．
工業経済社会から情報経済社会に移行したことで，コ

ミュニケーションコストが大幅に低減し，知識が一瞬の
うちに伝搬し，資本をかけずに技術開発することができ
るようになったことも大きな変化です．技術の民主化と
も言える現象です．従来は資本のある大企業でしかでき
なかった技術開発を，誰もができるようになりました．
そのため，技術革新のスピードが速くなり，ライフサイ
クルが短期化するとともに，知識の高度化・専門化が進

み，主導権も供給側から需給側に移っていきました．
このような大きな環境変化の真っただ中に我々はいま
す．正面から真摯に向き合っていかなければいけないよ
うに感じています．

3．無形資産時代の価値創造

大きな環境変化の背景に，経済において無形資産が大
きな影響を及ぼしつつあることを挙げることができま
す．米国の S&P500 に採用されている企業の市場価値
を要因分解すると，84% が無形資産であるとも言われ
ています．
無形資産とは，研究開発，人材，デザイン，組織文

化，ブランドなど物的な実態の存在しない資産のことで
す．工場や設備などといった有形資産への投資は減少
し，ソフトウェアや研究開発などの無形資産への投資が
拡大し続けています．
無形資産の特徴は「独り占めできない」ことにありま
す(6)．工場内の機械であれば，工場に出入りできないよ
うにして他の人に機械を使わせなくすることができます
が，無形資産は誰もが利用できてしまいます．インター
ネットの普及に伴い，知識の普及は加速され，一瞬のう
ちに知が全世界で共有される時代となってしまいまし
た．インベンション（技術）のハードルが相対的に低く
なり，イノベーション（顧客・社会）のハードルが高く
なったことも，無形資産に価値がシフトしつつあること
に起因しています．
企業価値の源泉が無形資産に変わりつつある中，世の
中に遍在する無形資産を目利きし，上手に組み合わせて
恩恵を得ることが競争優位に立つために欠かせません．
経済学者シュンペンターのいう「新結合」とも言えるか
もしれません．一つ一つの無形資産をテトリスのパーツ
と見立てるならば，パーツを見つけ，うまく取り込み，
適切に回転させて，ぴったりと当てはめる力が価値の源
泉です（図 1)(7)．
技術も一つのパーツです．企業や人も一つのパーツで

す．一つのパーツだけでも価値はありますが，それを上
手に組み合わせることで，価値は更に高まります．グー
グルの android OS も DeepMind の AI も，外に存在し
ていたパーツを組み合わせたものです．マイクロソフト
は Open AI というパーツを見事に当てはめました．テ
トリスのパーツの一つ一つに共感し，つないで，巻き込
む能力が価値創造につながる時代です．
模倣というとネガティブな印象もありますが，勝者は
巧みに模倣しています．無形資産だから模倣できるので
す．米グーグルのクリック課金は GoTo 検索エンジンを
模倣したものと言われています．ウーバーの最初のサー
ビスは営業用自動車免許を持つドライバー運転のプレミ
アムサービス，リフトの最初のサービスは相乗りマッチ
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ングサービスでしたが，どちらもサイドカーのサービス
を模倣して今のサービスになりました．
アップルは模倣の達人かもしれません．革新的な PC

だったマッキントッシュは，伝説のゼロックスパルアル
ト研究所の成果に着想を得ています．自ら技術開発した
ものは多くないと言っても言い過ぎではありません．技
術の「オーケストレーター」，まさにテトリスのパーツ
を回転させて組み合わせる手腕が卓越しているのがアッ
プルです．
研究開発の多くは，単一のパーツを作るものと位置付
けることができます．これに対して，価値創出に資する
ためには，単一のパーツを作り上げるのみならず，世の
中に遍在する多様なパーツを目利きし，組み合わせて価
値の創出につなげることも考えなければいけません．無
形資産が経済の主役になりつつある中，価値創出に資す
る取組みをも電子情報通信学会に取り込み，社会に貢献
していくことも大切なのではと思っています．

4．固定概念とマイオピア

英国のフィンテック（金融と情報技術を結び付けたビ
ジネス）ベンチャーのタンデムという企業が「銀行の窓
口サービスを考えるために」作成した面白いビデオがあ
ります．
パブが銀行の窓口のようにサービスをしたらどうなる

のかを示したビデオです．客がビールを注文しようとす
ると，「番号札をお取り下さい」と言われるところから
始まります．自分の番号が来てカウンターに行ったら，
「担当者を呼んできます」と言われ，待ち時間にアン
ケートの記入を求められ，最後の支払い時にはビール代
金に加えて手数料までとられるというビデオです．
パブも銀行の窓口も客にサービスすることは同じなの
に，サービスの仕方が全く異なります．言われてみれば
当たり前のことですが，日常生活の中でこの違いに気づ
くことはありません．
Kaggle は，機械学習の賞金付きコンペティションの

ポータルサイトを運用しています．企業や政府が出した
課題に対して，全世界のデータサイエンティストが腕を
競い合うコンペティション情報を列挙したポータルサイ
トですが，2017 年にグーグルが買収しました．ポータ
ルサイトの運用を介して，全世界の優秀なデータサイエ
ンティストの情報が自然に集まってくることに価値を見
いだしたのです．優良な人材データベースが Kaggle の
強みになったのですが，私自身，言われてみるまで気づ
きませんでした．
経営学者のピーター・ドラッカーの言葉に，「イノ

ベーションに対する最高の賛辞は「なぜ自分は思いつか
なかったか」である」というものがあります．言われて
みれば当たり前であることに，人はなかなか気づきませ
ん．知らぬ間に型にはまった考え方をしてしまっていま
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図 1 ぴったりと当てはめる力 様々なパーツを組み合わせることで，
価値が生まれる．技術も企業も人も一つのパーツである(7)．



す．
そもそもシュンペーターはイノベーションを「慣行軌

道の変更による重心の移動」と表現しました．今までの
「普通」のやり方や考え方を変えたところに革新があり
ます．
マーケティング分野にはマイオピア（近視眼）という

言葉があります．セオドア・レビットが 1960 年に提唱
した概念で，マイオピアに陥って失敗した事例として鉄
道会社やハリウッド映画産業を取り上げています．
鉄道会社は，自社の事業を「鉄道業」という狭い範囲
で考えてしまい，「輸送業」という大きなくくりの中で
位置付けることをしませんでした．膨大な資本と顧客を
有していた最大規模の企業であったにもかかわらず，自
動車運送や航空運送などを取り込むことができず，衰退
していきました．
ハリウッド映画業界は，テレビが登場しても自身を

「映画事業」という狭い枠に閉じ込め，テレビと顧客の
奪い合いをしてしまいました．「エンターテインメント
業界」と定義していれば，新たな市場を取り込めたかも
しれません．
工学は，「数学，自然科学の知識を用いて，健康と安

全を守り，文化的，社会的及び環境的な考慮を行い，人
類のために（for the benefit of humanity），設計，開発，
イノベーションまたは解決を行う活動｣(8)です．人類の
利益のためになる活動であれば何でも電子情報通信学会
に取り込んでいくことを考えてもよいかもしれません．
先に述べた情報通信エンジニアリング分野を取り込む

のもあり得ます．また，政策や制度設計に寄与する知見
を蓄積しておくことも大切かもしれません．電力効率や
通信効率の観点からデータセンターをどのエリアに配置
すればよいのかという問いに答えられるようにしておく
ことも必要かもしれません．通信障害にどのように向き
合えばよいのかを提言としてまとめて社会に発信し続け
ることも必要かもしれません．情報通信産業の発展に資
する産業政策的な提言も国に出してもよいかもしれませ
ん．
多くの研究開発プロジェクトが PoC（Proof of Con-

cept）を実施しただけでとどまっている実情の背景を研
究することも大きな意義があることかもしれません．当
たり前のことですが，PoC は，顧客や社会のハードル
を越えるための通過点です．社会実装に向けては PoC
に続くステップが大切ですが，多くの研究開発プロジェ
クトが PoCでとどまってしまっています．
「スマート・イナフ・シティ」というタイトルの本が
あります(9)．あまたのスマートシティプロジェクトが全
世界で実施されていますが，全てうまくいっていないと
痛快に言い切っています．最新技術を使えば都市を最適
化することは明らかであるのに，全く社会に展開されて
いないことを滔々と語っています．本の帯には「テクノ

ロジー企業の安請け合いによる夢の技術に踊らされては
いけない！？」とあります．
技術を生かすも殺すも人次第ということを忘れてはい
けないというメッセージです．技術と技術を使う人との
関係を探り，価値創出にまでつなげることのできる取組
みの共通点を明らかにする研究も面白いかもしれませ
ん．失敗の事例を集めて分析することで，将来の失敗確
率を減らし，産業競争力の強化に寄与することができれ
ばすばらしいです．
我々を取り巻く環境は容赦なく変わり続けます．電子

情報通信学会の起源は 1917 年に創立された電信電話学
会です．まだ 100 年しかたっていません．100 年後の
2123 年の電子情報通信学会は現在とは全く異なる姿に
なっているかもしれません．電子情報通信学会は変わり
続けるはずです．将来の学会の姿を一人一人が夢想する
プロセスの中で，ヒントが出てくるかもしれません．
学会は，本質的に中央集権型組織ではなく分権型組織

です．人々が創造力を発揮しやすいのは秩序よりも柔軟
性を重んじる分権型の環境です．従来の秩序を破壊し，
経済的なインパクトを与え，環境が変化しても生き残る
のが分権型組織です(10)．皆さんお一人お一人に「学
会って何のために存在するんだっけ？」「100 年後の学
会はどうなっているんだろう？」と考えて頂くことが，
強い電子情報通信学会につながっていくはずです．

5．ディジタルの大海原へ

インターネットやスマートフォンの登場で社会は大き
く変わったものの，まだまだ初期的な段階にいるにすぎ
ません．ディジタルが社会の隅々にまで入り込むこと
で，あらゆる事業領域の変革が促され，産業構造，経済
構造，社会構造までもが大きく変わっていくことになり
ます．現在の世の中の在り方は過渡的なものであり，
ディジタルで新しいビジネスの余地が必ず生まれるとい
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うマインドでもって，新しい産業や社会制度の確立を目
指していかなければいけません．
悩ましいのは，どのように変わっていくかを予測でき

ないことです．
洗濯機の登場で，家事労働の負担が大幅に減ることは

明白でしたが，洗濯機が社会に与えた影響はこれにとど
まらなかったと言われています．衛生観念が大きく変
わったことで，毎日洗濯するようになり衣類市場が一気
に増大したことも，社会に極めて大きな影響を与えまし
た．今から振り返れば当たり前のことですが，「洗濯機
で衛生観念が変わり衣類の需要が増える」ことを洗濯機
の登場前から認識していた人は誰もいなかったはずで
す．
ウォール街やビジネススクールを産み出したのは蒸気

機関だとも言われています．蒸気機関によって生み出さ
れた巨大な鉄道会社が巨額の資金や多くの中間管理職を
必要としたことから，ウォール街やビジネススクールが
生まれたとの文脈です．しかし，蒸気機関が登場した時
点で蒸気機関とウォール街やビジネススクールを結び付
けることができた人は誰一人いなかったはずです．
これからどのように変わっていくのか定かではありま

せん．しかし，ディジタルがあらゆる産業を変革してい
くことは確かです．情報通信技術が汎用技術（General
Purpose Technology）であるためです．ディジタルで
地域中小企業の生産性を向上させることができれば，地
域経済の活性化のみならず，日本経済の成長・発展に資
することもでき，全く違った光景が見えてくるはずで
す．電子情報通信学会が，新たな社会構築に向けた動き
を後押しし，豊かな日本や世界を次の世代に残すドライ
バーとなるようお手伝いしたいと考えています．
2018 年に京都大学で全分野結集型シンポジウム「学

会を問う─学会って意味なくない？」が開催されまし
た(11)．「参加者が固定化して顔見知りばかりになってし
まっているのでは」「学会を守ることが目的になってし
まっているのでは」「上下の分離，分野間の分離が激し
くなっているのでは」「アリバイづくりの場になってし
まっているのでは」「大学院生のデビュー戦だけになっ
てしまっているのでは」「何のために研究をやるのかに
関する議論の場になっていないのでは」などの意見が飛
び交ったようです．
電子情報通信学会にも当てはまる点が多いかもしれま

せん．我々の分野に限らず，どの分野であっても学会の
在り方を改めて見直していく時期に来ているのかもしれ
ません．
ディジタルは経済の構造を過酷なまでに変えていきま
す．COVID-19 で今まで当然と考えていた土台が崩れ
落ち，未来を先取りしたディジタル社会の壮大な実験が
始まり，ディジタルシフトが加速しています．
後戻りすることなく，ディジタルシフトを加速し，社

会や産業や経済の仕組みそのものの再定義を進めていか
なければいけません．COVID-19 で得られた気づきを
も大切にしながら将来を深く洞察し，社会，産業，生
活，地方の変革に電子情報通信学会こそが寄与し続ける
ことができればと思っています．
電子情報通信学会の理事会メンバーには「上」の方々
が多いですが，理事メンバーが主役ではありません．皆
さんお一人お一人が主役です．かけがえのない大切な存
在です．皆さんお一人お一人のために理事会メンバーは
働きます．お力添え頂けるとうれしいです．よろしくお
願い致します．
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