
1．研究の背景と目的

　2015 年に国連サミットで採択された SDGs
（Sustainable Development Goals：持続可能 な 
開発目標），そして，年金積立金管理運用独立行 
政法人（GPIF）が，国連責任投資原則（Principles 
for Responsible Investment：PRI）へ 署名 し
た影響を受ける形で拡大した ESG 投資等，日
本においても，国際的な動きが後押しする形で，
企業が社会的課題解決を通じて，企業価値を高
める取り組み，すなわち，企業による社会価値
創出の機運が高まっている．
　実際，日本最大級の会員制ビジネスデータ
ベースサービスの日経テレコンによると，社会
価値創出に取り組む企業経営に関する記事は，
年々増加の傾向にあり，2020 年現在の年間記
事数は，5 年前の 2015 年の年間記事数と比較
すると，約 9 倍にまで増加している1）．
　しかし，社会価値創出に取り組む企業経営の
あり方を表す際，用いられる用語は多岐に渡り，
統一されていない．例えば，SDGs が採択され
た 2015 年 9 月以降，2020 年 12 月現在 ま で の
記事を抽出した場合，SDGs 経営：57 件，サス
テ ナ ビ リ ティ経営：15 件，ESG 経営：76 件，
CSR 経営：35 件，CSV 経営：4 件 と 複数存在
する．
　それぞれの経営を表す用語には，どのような
違いがあるのだろうか．学術的視点においても，
サステナビリティや ESG 報告で使用される用
語に統一性が欠けていること（Johnstone-Louis 

and Love，2021），SDGs や ESG，CSR と いっ
た用語が適切に位置づけられていないために，
企業で混乱が発生していること（松田，2021），
氾濫しているサステナビリティの用語や取り組
みについて，縦断的かつ倫理的に分析を行う必
要性があること（DesJardins，2016） 等，サス
テナビリティに関する用語が，統一した見解に
至っていない点について，複数の指摘が見られ
る．
　企業の行うビジネスが，社会にどのようなイ
ンパクトを与えるかについて，広くステークホ
ルダーに理解してもらうためにも，統一した見
解に基づき，ステークホルダーと共通理解を図
ることが求められる（高浦・藤野，2022）．そ
こで本稿は，社会価値創出に取り組む企業経営
に関する先行研究を体系的に整理し，各経営
を表す用語2）について考察することを目的とす
る．
　本稿は，本節も含めて 7 節から構成される．
第 2 節では，企業の社会価値創出の分析フレー
ムワークに関する文献レビューを行い，本稿で
用いる分析フレームワークを表す．第 3 節では
研究方法を表し，続く第 4 節では，文献データ
ベースを用いて，社会価値創出に取り組む企業
経営に関する先行研究を条件に基づき抽出し，
クラスター分析等の定量分析を通じて研究動向
の把握を試みる．第 5 節では，前節で定量分析
を行った中から，類似の主張が 2 本以上見られ
る先行研究を対象として，さらに条件を絞り定
性分析を行う．第 6 節では，第 2 節で表わした
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分析フレームワークに基づき，先行研究の分析
を行い，各経営を表す用語について考察する．
最後に，第 7 節で本稿の結びを表していく．

2．�社会価値創出に取り組む企業経営の分析フ
レームワーク

　先述の通り，SDGs の採択や PRI への署名
等，グローバルの潮流も後押しする形で，企業
が社会価値創出を行うことに対する機運が高
まっている．一方，どのようにサステナビリティ
を経営戦略の根幹に捉え，取り組めばよいか分
からない等，多くの企業が，社会価値創出への
対応に苦慮している現状が見られる（Epstein 
and Roy，2001；KPMG，2018；グ ローバ ル・
コンパクト・ネットワーク・ジャパン（GCNJ）
と地球環境戦略研究機関（IGES），2018；モニ
ターデロイト，2018）．
　これまで，企業の社会価値創出の成功要因を
導出すべく，複数の研究者によって分析フレー
ムワークが提示されてきた．Epstein and Roy

（2001）は，17 年以上の期間を掛けてリサーチ
を行い，企業活動の社会的および財務的インパ
クトの両方を含む，分析フレームワークを表し
ている．このフレームワークは，次の 5 つの主
要なコンポーネントで構成されている．①企業
および事業部門の戦略（経営戦略，競争優位の
獲得等），②サステナビリティへの取り組み（従
業員教育，認証取得率，各種サステナビリティ
プログラム等），③サステナビリティパフォー
マンス（二酸化炭素排出量，女性従業員の割合
等），④ステークホルダーの反応（ブランドイ
メージ調査，信用格付け，アワード受賞実績等），
⑤財務パフォーマンス（ROI，EVA 等）である．
　米国における，企業と社会論の代表的テキス
トを著した Post et al.（2002）は，企業がステー
クホルダーに及ぼす影響として，①経済的競争，
②倫理的期待と公共的価値，③政府の役割と公
共政策，④環境，⑤技術と新しい知識といった
5 つの要素に注目し，企業の社会価値創出に関
する分析を行っている（松野，2019）．

　Labuschagne et al.（2003）は，複数 の 組織
が絡み合う中，企業がサステナビリティ活動を
行い，社会的および財務的インパクトの両方を
計測するには，①自社指標（従業員教育，行動
指針，環境対策，多様性等），②マネジメント
指標（マネジメントシステム，財務パフォーマ
ンス，コンプライアンス等），③ステークホル
ダー，パートナー＆プロダクト指標（サステナ
ビリティパフォーマンス，倫理性，レポーティ
ング，情報開示等）の 3 つの視点から分析を行
う必要があると指摘している．また，分析結果
を情報開示することは，企業がサステナビリ
ティへどのように取り組んでいるか，地域社会
や政府等が理解する上で，重要なことであると
主張している．
　Lozano （2013）は，53 の欧州企業のサステ
ナビリティレポートを用い，そのレポート内容
を，①経済面（顧客 と 株主），②環境面（二酸
化炭素排出量等），③社会面（従業員教育，コ
ミュニティ活動等），④経済面と環境面（エコ
プロダクトの開発・展開等），⑤環境面と社会
面（コミュニティと環境問題，コミュニティと
ダイバーシティ問題等），⑥経済面と環境面と
社会面（サプライチェーン・マネジメント，災
害と復興等）の 6 つの側面から分析している．
その結果として，サステナビリティレポートに
おいて，情報のカバレッジが低い業界が見られ
る点を指摘している．
　Perrini and Tencati（2006）は，企業がステー
クホルダーのニーズを理解しながら，組織のパ
フォーマンス傾向を，継続的にモニタリングす
るためのフレームワークとして，持続可能性
評価報告 シ ス テ ム（Sustainability Evaluation 
Reporting System : SERS）を用いている．こ
のシステムは，1）サステナビリティレポーティ
ングシステム，2）統合報告システム，3）KPI
の設定の 3 つのコンポーメントで構成されてお
り，1）サステナビリティレポーティングシス
テムを構成する①社会レポーティングでは，倫
理方針，社会的課題解決を通じて生み出された

（2）
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経済価値，政府・地方自治体も含めたステーク
ホルダーとの関係性等を分析する必要があると
し，②環境レポーティングでは，環境会計にお
ける分析の必要性について言及している．
　また，ESG の要素を組み込む，サステナブ
ル投資に関する記事は年々増加の傾向にあり

（石田，2022a），社会価値創出に取り組む企業
経営を考える上で，無視することのできない，
重要な位置付けとなっている．GPIF も，「ESG
投資において考慮される ESG 課題と SDGs の
ゴールやターゲットは共通点も多く，ESG 投
資が結果として，SDGs 達成に大きく貢献す
ることになる」（GPIF，URL）と言及してお
り，ESG 投資を始めとするサステナブル投資
と SDGs の関係性は，それぞれ表裏一体である
としている．
　以上を整理すると，サステナブル投資も含め，
社会価値創出に取り組む企業経営に関する先行

研究において，分析フレームワークとして用い
られている項目は，主に，次の 6 つの領域に分
類できると考える．①戦略・マネジメント（マ
ネジメントシステム，サプライチェーン・マネ
ジメント等），②サステナビリティの取り組み

（従業員教育，企業倫理等），③サステナビリティ
パ フォーマ ン ス（環境指標，社会指標等），④
ステークホルダー関係（ステークホルダー・エ
ンゲージメント，情報開示等），⑤財務パフォー
マンス（企業価値，サステナブル投資等），⑥
公共政策（公共政策への対応）である．
　従って，本稿では，社会価値創出に取り組む
企業経営に関する先行研究を，表 1 に表した 6
領域に基づき体系的に整理し，先述の 5 つの経
営を表す用語，すなわち，SDGs 経営，サステ
ナ ビ リ ティ経営，ESG 経営，CSR 経営，CSV
経営について考察を行うこととする．

（3）

表 1　社会価値創出に取り組む企業経営の分析フレームワーク

①　戦略・マネジメント
マネジメントシステム
競争優位の獲得（エコプロダクトの開発・展開等）
サプライチェーン・マネジメント
②　サステナビリティの取り組み
従業員教育
企業倫理，ガバナンス，コンプライアンス
③　サステナビリティパフォーマンス
環境指標（二酸化炭素排出量等）
社会指標（女性従業員の割合等）
④　ステークホルダー関係
ステークホルダー・エンゲージメント
情報開示 / レポーティング
⑤　財務パフォーマンス
企業価値，企業評価
サステナブル投資
⑥　公共政策
公共政策への対応

　出典： Epstein and Roy（2001）, Post et al., （2002）, Labuschagne et al. （2003）, Perrini1 and Tencati（2006）, Lozano （2013） 
を参考に筆者作成
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3.　研究方法

　本稿では，社会価値創出に取り組む企業経営
に関する先行研究の文献レビューを行い，文献
レビューで見出された内容を，表 1 の分析フ
レームワークに基づき分析し，5 つの経営を表
す用語について考察する．
　 文献 レ ビ ュ ー の 方法 と し て，Callahan

（2010）は，論文に記述する事項を次の通り示
している．①文献がどこで発見されたか，②い
つ検索したか，③誰が検索したか，④どのよ
うにキーワードを組み合わせて文献を見つけた
か，⑤キーワードの組み合わせごとにどれくら
いの記事数が出現し，最終的にどれほどのカウ
ント数となったのか，⑥なぜ，それらの中から
特定の論文が選択されたのか，の 6 つである．
これら 6 つの事項に従い，先行研究の動向を把
握するため記述分析（定量分析）を実施した後，
さらに条件を絞り，内容分析（定性分析）を行う．
　本稿 は，① Web of Science3）か ら 該当 す る 
キーワードが含まれる論文を抽出，② 2022 年
1 月 11 日 に 検索4），③筆者 が 検索，④ SDGs  
AND Management（SDGs 経営）， Sustainability  
AND Management（サステナビリティ経営），
ESG AND Management（ESG 経営），CSR 
AND Management（CSR 経営），CSV AND 
Management（CSV 経営）を キーワード と し
て検索5），⑤論文数は表 2 で表示，⑥出現頻度
が多い用語6）を含み，企業を主な研究対象とす
る論文の中で，類似の主張が 2 本以上の論文で
なされているものを選択し，内容分析を行う．

尚，内容分析を行うにあたり，先述の表 1 を用
いる．

4．先行研究の記述分析

　本節では，先行研究の動向を把握するため，
抽出した論文の定量分析として，ジャーナル分
析や，キーワードのクラスター分析等を行う．
尚，前節の検索条件に基づき抽出を行った結
果，各キーワードを含む論文数は表 2 の通りで
あり，総数は 1,773 本であった．

4.�1．発行年別の動向
　発行年別論文数 の 動向 は，図 1 に 表 す 通
り で あ る．全体論文数 は 年々増加 の 傾向 が
見 ら れ，内訳 と し て は，Sustainability AND 
Management の キーワード を 含 む 論文 が 計
1,184 本と一番多く，全体の 66.7% を占めてい
る．
　Creating Shared Value（共有価値の創造：CSV） 
の概念は，2011 年に Porter and Kramer（2011） 
に よ っ て 提唱 さ れ て い る が，CSV AND 
Management のキーワードを含む論文は，そ
の 6 年後の 2017 年から見られるようになっ
た．また，2015 年 9 月に SDGs が国連サミッ
ト に て 採択 さ れ た こ と を 経 て，SDGs AND 
Management のキーワードを含む論文は，そ
の 2 年後 の 2017 年 か ら 出現 し て い る．ESG 
AND Management の キーワード を 含 む 論文
は，2017 年から増え始めており，これについ
て は，2016 年 の EU 職域年金基金指令 の 改正
による，ESG 要素を投資判断に組み込む意向
の高まりが影響していることが示唆される．

4.�2．ジャーナル系統別分析
　抽出した論文が掲載されたジャーナルは，計
386 種類に上る．これらジャーナルの発行者が
Website に掲載している，ジャーナルの目的・
対象分野を確認したところ，大きく 16 の系統
に分類された．①経営学全般，②サステナビリ
ティ経営，③戦略論，④組織論，⑤会計，⑥サ

（4）

表 2　論文抽出結果

キーワード 論文数
SDGs AND Management 90
Sustainability AND Management 1,184
ESG AND Management 23
CSR AND Management 468
CSV AND Management 8
総　数 1,773

　出典：筆者作成
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プライチェーン・マネジメント，⑦企業倫理，
⑧ファイナンス，⑨マーケティング，⑩企業と
社会，⑪アントレプレナーシップ，⑫公共政策，
⑬教育，⑭人的資源管理論，⑮技術経営，⑯そ
の他7）である．
　ジャーナルの系統別分析は，図 2 に示す通り
である．経営学全般に該当する論文が 26％（458
本）と最も多く，次いでサステナビリティ経
営の 13％（235 本），三番目がサプライチェー
ン・マネジメントの 10%（178 本），四番目が
組織論の 8％（140 本），五番目が企業倫理の 7％

（120 本）である．

4.�3．キーワード別ジャーナル系統分析
　キーワード別にジャーナル系統を分析した結
果は，図 3 に示す通りである．全てのキーワー
ドを含む論文の掲載先としては，経営学全般系
統のジャーナルが高い割合を占めている点が共
通して見られる．
　SDGs AND Management の キーワード で
抽出 し た 論文 は，49 種類 の ジャーナ ル に 掲
載されているが，経営学全般系統のジャーナ
ル の 次 に，教育系統（24%）の 割合 が 多 く，
Sustainability AND Management においては，
323 種類のジャーナル中，サプライチェーン・
マネジメント（14%）やサステナビリティ経営
系統（11%），ESG AND Management は 23 種
類のジャーナルのうち，サステナビリティ経営

（17%）や 企業 と 社会系統（13%），CSR AND 
Management は 171 種類 の ジャーナ ル 中，サ
ス テ ナ ビ リ ティ経営（18%）や 企業倫理系統

（13%），CSV AND Management は 8 種類 の
ジャーナルのうち，マーケティング系統（25%）
のジャーナルへの掲載割合が，それぞれ多くを
占める．
　このように，Sustainability AND Management 
のキーワードを含む論文は，323 種類と最も多
岐に渡る分野のジャーナルに掲載されているこ
とが見出された．

4.�4．キーワード別クラスター分析
　本節では，タイトル・抄録語句の出現頻度
を設定し，5 つのキーワード別に文献のクラス
ター分析を行い，先行研究の構造を俯瞰する．
　クラスター分析とは，「データ以外にあらか
じめ基準を設定することなく，データの集まり
をいくつかのグループに分ける方法」（宮本，
1999，p. 1）である．本節では，分析ツールと
し て，VOSviewer（version 1.6.17: van ECK 
and Waltman，Leiden University）を用いる．
VOSviewer を用いてクラスター分析を行うこ
とにより，先行研究の動向や，キーワードご
とに用いられている用語の傾向を視覚化し，
キーワードごとにその特徴を概観することが
可能になると考える（van ECK and Waltman，
2021）．
4.�4.�1．抽出語
　表 3 は，5 つ の キーワード 別 に，抽出語上
位 10 位を示したものである．各キーワード特
有の抽出語として，SDGs AND Management
で は，goal （95），policy（23）， Sustainability 
AND Management においては，supply chain

（117）， society （81），indicator （73），ESG 
AND Management で は，governance （19），
CSR AND Management は，perception （63），
sustainability （55），CSV AND Management
においては，value（14）等が挙げられる．
　ま た，2 つ の キーワード の 間 で 共通 す る
抽出語 と し て は，SDGs AND Management
と Sustainability AND Management 間 の
sustainable development，Sustainability AND 
Management と CSR AND Management 間 の
effect，information，SDGs AND Management
と ESG AND Management 間の impact 等が挙
げられる．
4.�4.�2．クラスター
　図 4 から図 8 は，VOSviewer を用いて，5 つ
のキーワード別に抽出した用語の共起ネット
ワーク，すなわちクラスターを作成したもので
ある．これにより，抽出語だけでは捉えきれな
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　出典：筆者作成
図 3　キーワード別ジャーナル系統分析

　出典：筆者作成
図 1　発行年別論文数

　出典：筆者作成
図 2　ジャーナル系統別分析
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表 3　5つのキーワード別抽出語（上位 10位）

SDGs AND 
Management

Sustainability
AND Management

ESG AND 
Management

CSR AND 
Management

CSV AND 
Management

順位 語 頻度 語 頻度 語 頻度 語 頻度 語 頻度
1 goal 95 firm 207 esg 21 effect 147 value 14
2 framework 38 effect 152 governance 19 sample 111 csv 14
3 study 34 supply chain 117 impact 14 evidence 85 business 7
4 sustainable 

development
30 information 108 firm 12 article 67 corporate social 

responsibility
6

5 originality value 27 evidence 106 paper 12 implementation 65 N/A
6 design method 

approach
25 project 90 study 12 perception 63 N/A

7 business 25 sample 89 N/A concept 61 N/A 
8 data 24 society 81 N/A information 55 N/A
9 impact 24 sutainable 

development
74 N/A sustainability 55 N/A

10 policy 23 indicator 73 N/A market 51 N/A

　※ 出現頻度 10 回以上の用語を対象とする（CSV AND Management に関しては 2 つしか該当が無いため，出現頻度 6 回以上の
用語を対象とする）．詳細は注 6 を参照．

　出典：筆者作成
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　出典：筆者作成

図 7　CSR�AND�Management におけるクラスター

　出典：筆者作成

図 8　CSV�AND�Management 論文のクラスター
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い，用語同士の関係性や，データの集まりを視
覚化して捉えていく．
　SDGs AND Management は，3 つのクラス
ターで構成されている．赤クラスターは goal，
issue，education，sustainable development，
緑クラスターは policy，target，impact，青ク
ラスターは framework，stakeholder 等の用語
を用いた論文を中心に構成されている．最出現
頻度用語の goal を中心として，issue，target，
stakeholder 等の用語が強い繋がりを見せてい
る．
　Sustainability AND Management においては，
最多となる 7 クラスターで構成されている．赤ク
ラ ス ターは，project，solution，advantage の
用語を用いた論文を中心に構成され，黄クラス
ターは，society，education，青クラスターは，
evidence，information，sustainability report，緑
クラスターにおいては，firm, effect，financial 
performance，environmental performance，紫ク
ラスターは supply chain，水色クラスターは，
sustainability management，competitiveness，
オレンジクラスターは，construction，decision 
maker といった用語が含まれる論文を中心に
構成されている．最出現頻度用語の firm を軸と
して，supply chain，effect，evidence 等の用語が
強く繋がっている．
　また，ESG AND Management においては，1
つのクラスターのみが確認された．
　CSR AND Management で 抽出 さ れ た 論文
は，3 つのクラスターで構成されている．赤ク
ラ ス ターは sustainability，concept，knowledge， 
legitimacy，青クラスターでは，implementation， 
perception，consumer，reputation，緑クラスター 
では，effect，CSR performance，information，
disclosure 等の用語を用いた論文を中心に構成 
されている．最出現頻度用語の effect を中心に，
consumer，reputation，CSR performance 等
の用語が強い繋がりを見せている．
　CSV AND Management の 対象論文数 は 最
も少なく，クラスター数も 1 つのみである．

　このように，Sustainability AND Management
は，クラスター数が最も多く，他キーワードよ
りも研究対象が多岐に渡っている．一方，ESG 
AND Management は，1 クラスターのみと範囲
が限定的である．CSV AND Management も，
1 クラスターのみ，かつ，対象論文が最も少な
く，キーワードが広く普及している様子は見ら
れない．

5．先行研究の内容分析

　本節では，定量分析では捉えきれない，論文
で言及されている内容を深く掘り下げ，分析す
る．内容分析を行うにあたり，具体的に対象と
する論文としては，前節のクラスター分析の際，
出現頻度上位 10 位以内の用語が抄録に 4 つ以
上含まれ，企業を主な研究対象としている論文
であること，また，各カテゴリー内において，
類似の主張が 2 本以上の論文でなされているも
のを中心に取り上げる．

5.�1．SDGs�AND�Management 論文の内容分析
　SDGs AND Management に お い て は，条
件に該当する 52 本の論文の中で，ビジネスス
クール等におけるマネジメント教育が，2030
年までに SDGs で示された 17 のゴールを達成
する上で重要であることを指摘する論文が， 
16 本 と 最 も 多 い（Rosenbloom et al.，2017;  
Calazans et al.，2019; Christ and Burritt, 2019;  
Zhigue-Luna and Sanmartin-Ramon, 2019;  
Herrmann and Rundshagen，2020; Molthan-
Hill et al.，2020 他）．
　次に多い論文としては，投資と企業価値に関す 
る 4 本（Schramade，2017; Miralles-Quiroset  
et al.，2019; Cunha et al.，2020; Tewari et al.， 
2020），情報開示 3 本（Rosati and Faria，2019;  
Pizzi et al.，2020; Zemanova and Drulakova,  
2020），パート ナーシップ 3 本（van Zanten and  
van Tulder, 2018; Anderson and Ratiu, 2019;  
Castillo-Villar, 2020），SDGs パフォーマンス評 
価 3 本（Ferro et al.，2019; Mansell et al.，2020;  
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Muff et al.，2020），イ ノ ベーション 2 本（von 
Geibler et al.，2019; Ranabahu，2020），ガバナ 
ン ス 2 本（ Sankaran et al.，2020; Paz and 
Cuenca, 2020），その他分類の研究8）と続く．
　このように，企業が SDGs 達成を目指し行
動する上で，教育が重要であること，また，
SDGs と企業価値の関係性に言及する研究が見
られることが特徴として挙げられる．

5.�2．�Sustainability�AND�Management 論文の
内容分析

　Sustainability AND Management で 条件
に該当する 92 本の論文の中において，14 本
と一番多くを占めるものが，サステナビリ
ティ情報開示について論じている研究である

（Garegnani et al.，2015; Rajnoha et al.，2017; 
Ben-Amar et al.，2017; Davey et al.，2017; 
Lau，2019 他）．
　次いで，サステナビリティパフォーマンス評価
方法に関する研究 10 本（Padua and Jabbour，
2015; Lam and Dai，2015; Sharma et al.，2015; 
Gualandris et al.，2015; Pryshlakivsky and 
Searcy，2017 他），サステナビリティパフォー
マンスが，財務パフォーマンスにプラスの影
響を与えるとする先行研究が 9 本（Testa and 
DʼAmato，2017; Weber，2017; Croom et al.，
2018; Thai and Jie，2018; Ganda，2018 他），サ
プライチェーン・マネジメントに関する研究 8 本

（Meckenstock et al.，2016; Neumuller et al.，
2016; Shafiq et al.，2017; Davis-Sramek et al.，
2018; Silva et al.，2019 他），投資 4 本（Dobbs 
and van Staden，2016; Liu et al.，2018; Hsiao 
and Kelly，2018; Alcaraz，2020），教育 3 本（Seto-
Pamies and Papaoikonomou，2016; Borges et al.，
2017; Fonseca et al.，2018），組織論の分野におけ
る 研究 3 本（Lo and Fu，2016; Belwalkar et al.，
2018; Pathak et al.，2020），その他分類の研究と続
く．
　また，サステナビリティと CSR の位置付けや，
サステナビリティの定義について言及している論

文も見られる．Seto-Pamies and Papaoikonomou
（2016）は，サステナビリティは CSR と密接に
結びついているが，サステナビリティは CSR
より時間的範囲が広く，さらに，CSR が経済
価値の創出を補完的な位置付けとしているのに
対し，サステナビリティは企業と社会の関係を
より強固なものとし，社会価値の創造を通じて
経済的繁栄が起こると指摘している．同様に，
Fonseca et al.（2018）も，サステナビリティ
の概念は，ステークホルダー・エンゲージメン
ト，企業倫理等，CSR と同じ概念を備えながら，
さらに社会価値の創造を通じて経済価値創出を
行うものと位置付けている．Lin et al.（2017）
も，CSR をサステナビリティの一つのキーコ
ンポーネントと位置付けている．
　このように，サステナビリティ経営では，サ
プライチェーン・マネジメントを始め，広い範
囲で研究が展開されており，また，CSR 経営
より長期的な視点に立ち，CSR の概念を包括
しながら，さらに，社会価値の創造を通じて経
済価値創出を行うものと位置付けられているこ
とが示唆される．

5.�3．ESG�AND�Management 論文の内容分析
　ESG AND Management で 条件 に 該当 す る
17 本の論文について，その特徴を下記に表す．
　企業の財務パフォーマンスと，ESG パフォー
マンスが高い関連性を持っていると指摘する研
究 が 5 本見 ら れ る（Isaksson and Woodside，
2016; Kolbel et al.，2017; Blank，2019; Velte，
2019; Guo et al.，2020）．一方，企業 の 財務 パ
フォーマンスや戦略と，ESG パフォーマンス
が関連性を持っていないと指摘する研究も存在
す る（Rees and Rodionova，2015; Nitescu and 
Cristea，2020）．また，経営陣の在職期間が長
くなるにつれて，ESG 開示の質が低下する等，
非財務情報の開示に関する研究が 4 本見られる

（Tamimi and Sebastianelli，2017; McBrayer，
2018; Esch et al.，2019; Hsueh，2019）．
　Hsueh （2019） は，投資家を意識した ESG に関
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する積極的な情報開示は，企業価値を考える上
で重要である点について言及している．Blank

（2019）も，投資家や経営陣等は，ESG が企業
価値に与える影響を深く理解する必要があると
し，ESG と企業価値の関係性について言及し
ている．
　このように，企業の財務パフォーマンスと
ESG パフォーマンスの関連性については議論
の渦中にあり，統一した見解には至っていない．
しかし，ESG 投資を始めとするサステナブル
投資を意識した非財務情報開示のあり方が重要
性を増し，ESG 経営に関する研究の中で論じ
られる傾向が見え始めている．

5.�4．CSR�AND�Management 論文の内容分析
　CSR AND Management で 条件 に 該当 す る 
15 本の論文おいては，CSR パフォーマンスが 
企業価値を高めたり，企業ブランドを持続可 
能なものにすると指摘する先行研究が 3 本見
ら れ る（Sial et al.，2018; Long and Lin，2018; 
Varyash et al.，2020）．ま た，倫理的 リーダー
シップ と 組織 の 腐敗防止 の 関係性等，企業倫
理に関する論文が 3 本（Buchanan，2018; Al-
Reyaysa et al.，2019; Tafolli and Grabner-
Krauter，2020），さらに，企業が CSR をマネ
ジメントする上で必要なシステムや体制につ
いて言及する論文が 2 本（Asiaei and Bontis，
2016; Garcia-Sanchez et al.，2019 他），そして，
その他分類の研究が続く．
　このように，CSR パフォーマンスが企業価
値等とポジティブに影響し合っていることや，
CSR 経営を行う上で，倫理的リーダーシップ
や，マネジメントシステムが重要な位置付けで
あることに関する言及が見られる．

5.�5．CSV�AND�Management 論文の内容分析
　CSV AND Management で条件に該当する
論文は 2 本である．Hovring（2017）は，CSV
における緊張と対立の構図を指摘している．一
方，Chen et al.（2020）は，オンラインリサー

チを行った結果，一般市民は従来の CSR より
も，社会価値と経済価値両者の創出を目指す
CSV の方に期待を寄せているとする結果を導
いている．
　このように，社会価値と経済価値両者の創出
を目指す CSV は複雑であり，緊張と対立を孕
むこと，しかし，利益を生み出すアクションが
限定的になりがちな CSR よりは，社会価値と
経済価値両者の創出を目指す CSV の方が，ス
テークホルダーの求心力になると期待されてい
る点が特徴として見られる．

6．考　察

　SDGs AND Management （SDGs 経営），
Sustainability AND Management（サステナビ
リ ティ経営），ESG AND Management（ESG
経営），CSR AND Management（CSR 経営），
CSV AND Management（CSV 経営）の キー
ワードを含む先行研究で論じられている，主な
テーマについて内容分析を行った結果を，表 1
の分析フレームワークに基づき分類し，表 4 の
通り表す．
　サステナビリティ経営は，該当数 10 項目と
一番多く，次に SDGs 経営の 9 項目と続く．各
経営を表す用語を含む研究に共通する点とし
て，企業価値，企業評価を重要なテーマとして
位置付けている点が挙げられる．
　また，SDGs 経営に関する研究からは，教育
を重要なものと位置付け，グローバル・ガバナ
ンスの下，企業のサステナビリティ活動を推進
している経営のあり方が特徴として挙げられ
る．
　サステナビリティ経営に関する研究は，サプ
ライチェーン・マネジメントに関する言及が比
較的多く見られること，さらに，CSR 経営よ
り長期的な視点で，幅広い範囲に渡り，より多
くのステークホルダーを考慮しながら社会的課
題に対応し，企業価値向上に取り組む経営のあ
り方と言える．
　CSR 経営に関する研究では，社会的責任や

（12）
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倫理性を重要な要素として，組織における倫理
的リーダーシップや，マネジメントシステムの
重要性を問う研究が複数見出された．
　ESG 経営に関する研究では，ESG に関する
情報開示 や，ESG 投資 に 関 す る 言及，ま た，
CSV 経営は，社会価値と経済価値両者の創出
を目指すことで，ステークホルダーの求心力に
なることが期待されている点について言及が見
られる．
　今回，企業を主な研究対象とする先行研究の
分類を行ったという影響もあるが，企業の社
会価値創出の文脈において，企業と公共政策
の関係性に関して論じている文献は，今回の
分析条件下では該当がなかった．「資本主義を
元の軌道に戻せるかどうかは公共政策次第だ」 

（Pucker，2021，p. 143: 日本語訳，2021，p. 109） 
という指摘が見られることからも，公共政策と

社会価値創出に取り組む企業経営の関係性に関
する研究の拡充が，今後期待される．

7．結　び

　本稿では，社会価値創出に取り組む企業経営
の分析フレームワークで示した，6 領域に基づ
き先行研究を分析し，SDGs 経営，サステナビ 
リティ経営，ESG 経営，CSR 経営，CSV 経営の 
5 つの用語について考察を行った．統一した見
解の示されていない中，分析フレームワークを
表して，社会価値創出に取り組む企業経営に関
する先行研究を分析し，各経営を表す用語につ
いて考察したことは，サステナビリティと企業
経営の研究分野において，新たな学術的示唆を
提供したものと考える．また，実務面において，
企業がステークホルダーと共通理解を図って活
動を進めていくためにも，社会価値創出に取り

表 4　社会価値創出に取り組む企業経営の分類9）

①　戦略・マネジメント SDGs ※ サス※ ESG ※ CSR ※ CSV ※
マネジメントシステム ✔ ✔

競争優位の獲得（エコプロダクトの開発・展開等） ✔ ✔

サプライチェーン・マネジメント ✔

 ②　サステナビリティの取り組み
従業員教育 ✔ ✔

企業倫理，ガバナンス，コンプライアンス ✔ ✔ ✔ ✔

③　サステナビリティパフォーマンス
環境指標（二酸化炭素排出量等） ✔ ✔ ✔ ✔

社会指標（女性従業員の割合等） ✔ ✔ ✔ ✔

④　ステークホルダー関係
ステークホルダー・エンゲージメント ✔ ✔ ✔

情報開示 / レポーティング ✔ ✔ ✔

⑤　財務パフォーマンス
企業価値，企業評価 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

サステナブル投資 ✔ ✔ ✔

⑥　公共政策
公共政策への対応

　※ SDGs=SDGs 経営，サス = サステナビリティ経営，ESG=ESG 経営，CSR=CSR 経営，CSV=CSV 経営．
　出典：筆者作成

（13）
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組む企業経営を表す用語について，それぞれが
持つ意味を示したことは重要である．
　企業価値や企業評価を重要なテーマと位置付
けている点が，5 つの経営を表す用語を含む研
究において，共通して言及されている点である
ことが導出された．さらに，SDGs 経営は，国
際目標の達成に向けて，教育を持って企業にサ
ステナビリティ活動を浸透させる経営，サステ
ナビリティ経営は，CSR 経営より長期的な視
点で，幅広い範囲に渡り，かつ多くのステーク
ホルダーを視野に入れて企業価値向上に取り組
む経営，ESG 経営は，ESG 投資を始めとする
サステナブル投資を考慮した経営，CSR 経営
は，倫理性が問われる経営，CSV 経営は，社
会価値と経済価値両者の創出を積極的に目指す
経営といったように，それぞれの用語が異なる
特徴を持つことも見出された．
　また，今回は該当する文献が見当たらなかっ
た，企業の社会価値創出の文脈における，公共
政策と企業の関係性に関する研究の拡充が，サ
ステナビリティと企業経営に関する研究の進化
を考える上でも，必要とされる点も導き出され
た．
　研究課題としては，今回はキーワードで抽出
された論文のタイトルや抄録を概観し，頻出度
の高い用語を含む論文の内容に関する分析に留
まったことが挙げられる．今後は用語の頻出度
のレベルを一段下げたその他の論文について
も，内容分析を行うこととする．同様に，今回
対象となっていない日本語論文についても，分
析対象とする必要がある．また，今回は学術論
文を対象として各用語を整理し，その特徴につ
いて検討を行ったが，企業のサステナビリティ
レポート等，実務レベルにおいて使用されてい
る用語も対象として，今後，分析を行う必要性
が挙げられる．さらに，時間の経過とともに，
各用語が，学術論文や企業のサステナビリティ
レポート等で論じられる際，その意味合いに変
化が発生するか，追跡調査が必要であることも，
今後の研究課題とする．

注

1）キーワードは，SDGs 経営，サステナビリティ
経営，ESG 経営，CSR 経営，CSV 経営で検索．
その総数として，2015 年は年間 9 記事，2020
年は年間 78 記事だった．

2）各経営 を 表 す 用語 と し て，SDGs 経営，サ
ス テ ナ ビ リ ティ経営，ESG 経営，CSR 経営，
CSV 経営を用いる．

3）254 の専門分野にわたる 1 億 6,100 万件のレ
コードを収めた引用データベース．

4）2022/1/11 に Web of Science を用いて，筆者 
が検索．尚，SDGs AND Management は，2022/ 
7/12，CSV AND Management は，2022/12/14
に筆者が検索．検索期間は，2015 年 9 月から
2020 年 12 月で設定．

5）経営に該当する用語としては，Management
（三省堂，1992；Linguee，URL） を 用 い る．
尚，SDGs management，CSV management
は 該 当 無，ESG management は 4 件，CSR 
management は 15 件と該当する文献が僅かな
た め，本稿 で は，各用語 AND Management
でキーワード検索を行い，文献を抽出する．ま
た，2 つ以上の用語に重複して論文が検出され
た場合には，抄録に含まれる用語数が多い方に
分類し，重複を回避する．そして，科学的根拠
に基づく計画に沿った原著論文を対象とするた
めにも，Web of Science において，Article に
登録された論文に絞り込みを行う．さらに，企
業経営に関する論文を対象とするために，Web 
of Science の 詳細絞 り 込 み オ プ ション に て，
Business，Management，Business Finance に
絞り込んだ論文を対象とする．

6）クラスター分析では，抽出した論文のタイト
ル及び抄録において，出現頻度が 10 回以上の
用語 を 対象 と す る（CSV AND Management
に関しては，10 回以上に該当するものが 2 つ
しか無いため，出現頻度 6 回以上の用語を対象
とする）．また，本稿では，クラスター分析の
結果，出現頻度上位 10 位以内 の 用語 が，要約
に 4 つ以上含まれている論文を，内容分析の対
象とする．

7）環境学，看護学，システム科学，心理学等が
含まれる．

8）各カテゴリー内において，類似した主張が 2
本以上見当たらない論文を，その他分類の研究
とする．

9）第 5 節において，内容分析の対象となった論
文が該当する．

（14）
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