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研究成果の概要： 
本研究は、同族企業の後継者選定プロセスにおいて、持続的成長のための長期的投資と両

立する社会的情緒資産（Socioemotional Wealth、以下 SEW）のあり方について考察すること

を目的にしている。地域における同族企業の分析に、多様な利害関係者の永続的利益の追求

につながる拡張的 SEW 概念を導入し、後継者選定プロセスの変容を記述した試論である。 
 
１．研究開始当初の背景 
同族企業において、次世代への事業承継は、重要な問題の一つである（Gersick et al.,1997）。

同族企業における事業承継の特徴は、創業一族の中で後継候補者が限定されていること、ま

た、家族間の場合に感情的な結びつきが伴うことである。それ故、その性質として、非同族

企業における経営者交代よりも複雑であることが指摘されている（Le Breton-Miller et al., 
2004）。  
一方、不確実性が増大する今日においては、地域の同族企業経営者にとっても、その持続

的成長を図るための戦略的意思決定が益々重要となり、中でも世代を超えた長期的投資判

断が求められる機会も増している。しかしながら、創業家の情緒的ニーズを満たすことと新

規事業創出などの長期的投資はトレードオフの関係性に陥りがちな傾向性を持つ。本研究

においては、当該トレードオフ関係を解消し、両者両立を図る後継者選定プロセスのあり方

を示すことで、地域同族企業の持続的成長に寄与したいと考えた。 
 
２．研究の目的と仮説 
本研究では、日本における地域同族企業の後継者選定プロセスにおいて、長期的投資と両

立する SEW のあり方について考察することを目的とした。同族企業の事業承継に関する先

行研究レビュー結果をまとめると以下の通りとなる。 
保守的な戦略を取ることが多い同族企業においても、イノベーションを続けることで永

続性を確保しているファミリー企業も少なくない（奥村他、2010）。同族企業経営者の承継

期待と戦略的投資決定との関係において、子供以外の人物が事業承継をしてくれるだろう
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との期待は、子供に対する期待よりも、より長期的投資を促進する（井口、2020）。地域社

会と密接に関連している企業は、その関係性が長く続くことで、あたかも家族のような強い

紐帯が形成され、そのソーシャルキャピタルこそが競争優位の源泉であるとする（Minichilli 
et al., 2014）。社会的情緒資産理論においては、多様な利害関係者の永続的利益の追求につな

がる拡張的な SEW という概念が提起され、ファミリービジネスの本来的な強みは、それに

基づく永続的な利益に資する行動に依拠するとしている（Miller and Le Breton-Miller, 2014）。
また、文化人類学的研究からも、「家」は必ずしも親族関係や出自、あるいは、血縁に縛ら

れるものではなく、むしろ、より広い人を取り込む社会的、経済的、そして、感情的な結び

つきであることが指摘されている。「家に属する」とは、仕事を基盤とする企業体との個人

的な関係であるとし、「家」は単なる経済的単位ではなく、幅広い社会活動を支えるものと

の見解がある（Nakane,1983; Pelzel,1970; Bachinik,1983）。 
以上の先行研究から、長期的投資により永続性を図る同族企業は、地域社会との紐帯を形

成することで、従業員との拡張的な SEW を形成するとの仮説を創設した。 
 
３．研究の方法 
仮説を検証するために、東京都と京都北部の地域に所在する同族経営企業２社の経営者

にインタビューを実施した。富士陸送株式会社（東京都大田区）の山本由起子代表取締役

社長には、Zoom にて 2020年 7月 21 日 19:00-20:45、7月 28 日 19:00-20:45 の２回にわた

り、亀井、渋谷、板倉にてインタビューを実施した。井上株式会社（京都府福知山市）の

井上大輔代表取締役社長には、同社社長室にて 2020年 10月 19 日 13:30-15:00 に、亀井、

渋谷にてインタビューを実施した。 
 
４．研究成果と今後の課題 
長期的投資により永続性を図る同族企業は、地域社会との紐帯を形成することで、従業員

との拡張的な SEW を形成するとの仮説は２つのインタビューから支持される結果となっ

た。そして、それは承継プロセスに、必ずしも血縁に限定しないとの選択肢を提供している。

しかしながら、上記結果は、未だ日本の地域における同族企業 2 社の定性調査からのもので

あり、先端事例研究の域を出ていない。今後、事例研究を国内外で積み重ねると同時に、定

量的な調査を実施し検証を継続していきたい。 
 
５．主な発表論文等 

  2021年 10月に欧州にて開催される CENTERIS2021(International Conference on ENTERprise 
Information Systems)へ投稿予定。 
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