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就職協定 の 変遷 と規制 の 論理

一 大卒就職に おけ る 「公正」 の 問題一

中 村 高 康

は じめ に

　本稿の 目的は ， 就職協定とい うル ール を取 り上 げ，現在の 大卒就職 メ カ ニ ズ ム を支

え る社会的 コ ン テ ク ス トの 性質を明 らか にす る こ とで ，大卒就職研究に 新た な視点を

提供す る こ とを 目的 とす る 。

　就職協定 は マ ス コ ミに よ っ て 「有名無実」 の レ ッ テ ル を張 られ て きた とい う こ と も

あ り，
こ れ まで 研究対象と して 扱われ る こ とは あま りな く， また扱われ て も周縁的に

言及 され る に止 ま っ て きた 。 しか し，
こ の よ うな状況は就職協定 とい うル

ー
ル が社会

に と っ て 何の効果 も持た ない こ とを必ず しも意味 しない
。 か っ て M ． ウ ェ

ーバ ーは

「泥棒は ， 自分の 行為を隠す と い う方法で ， 実は 自分の 行為を刑法の 効力に 従わせ て い

る」（Weber 訳書　197251 頁）と語 っ たが ， この こ とは就職協定 に も当て は まる 。 企

業 ・大学 ・学生は協定期日前の 活動を公 にす る こ とを は ばか る とい う方法で ， 実は 自

分の 行為を協定 の 効力 に従わせ て い る の で あ り， 逆に い えば協定 の 存在が彼 らの 活動

形態を一定の パ タ
ー ン に 秩序づ けて い る の で あ る 。

つ ま り， 就職協定が大卒者の 就職

・ 採用競争の 中で 持 っ て い る意味 は，われ われ が常識で 考え るほ ど小 さい もの で は な

く， 本稿が就職協定を取 り上げ る基本的な関心 もそ こ に 存在す るの で あ る。

　 しか し， 就職協定を取 り上 げる際に は，そ の 社会 に対す る
一

時点 で の 効果の みに 注

目した の で は，そ の 成立 理 由を も機能か ら遡及 的に 想定す る機能主義的議論 と同様 の

トー ト ロ ジ
ー

に 陥 る可能性が あ り， ひ い て は就職協定そ の もの が もっ 社会的な 意味を

矮小化 して しま うお そ れが あ る 。
そ こ で 本稿で は就職協定が 現在 の よ うな形を とる に

至 っ た その 変遷 の 歴史を検討す る こ とで ，大卒就職 の ル ー一ル と して の 就職協定が持 っ
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社会的な意味を 抽出する こ とを 目指す 。

　そ の 際， 本稿で は ， 就職協定が変化 した時点に お い て そ の 変化を生み 出 して きた規

制の 論理 を明 らか に す る こ とに 力点 をお く。
こ こ で い う 「規制 の 論理」 と は，何 らか

の 規制 を実施す る際に 規制 を行 う当事者 たちが規制実施 と い う事実 に与 え る理 由付 け

の こ とを指 して い る。 この よ うに 「規制の 論理」 を定義 した場合，就職協定 の 規制の

論理 それ 自体は協定変更の 本来の 意図を必 ず しも反映す る もの で は な く， 単な る タテ

マ エ に す ぎな い と思 わ れ るか もしれ な い
。 しか し， 公正 な競争の た めの ル ール 変更を

あ とづ ける た めの 論理 は， そ の 「公正 さ」を社会に 承認 して もらうた め の言 明な の で

あ り， そ れ は と りもな お さず社会が 公式 の場 で 受容 し うる 「公正 さ」 の 内容を示 して

い ると考え られ る。 した が っ て
， 規制の 論理 の 分析は

， 意図が 実際の ル ール と して 実

体化 され る プ ロ セ ス の 分析で あ る と同時に その ル
ー

ル を可能 とす る社会的条件 の 分析

な の で あ り， こ れ を明 らか に す る こ とは，社会 の 「公正 さ」 の 在 り方が 大卒就職の 場

面に どの よ うに 組み込 まれ て い るか を明 らか に す る もの に ほ か な らな い の で あ る。 そ

して ，
こ の よ うな ル

ー
ル 成立 の 社会的条件の 検討は ， 就職協定 とい うル ール の 効果を

従来の 認識よ りも広い 歴史的 。 社会的文脈 に位置づ け る こ とを可能 と し， 今後の 大卒

就職 の動 向を占ううえ で 重要な視点を提供 しうる もの と考え る 。

　そ こで 本稿で は以下の よ うな手順で 考察をすすめ る こ とに す る。

（a ） まず，先行研 究を整理 しな が ら学歴問題 と して の 大卒就職研 究が今後検討す べ き

　 課題を 取 り ヒげ ， そ の 課題 に 答え る手掛か りと して 就職協定を取 り上 げ る こ との重

　 要性を指摘す る。

〔b〕 次に ， 就職協定の 変遷の 歴史を ， 規制の 論理 に 注目して 各年度 ご とに 検討す る。

　 規制の 論理 を抽出す る際の デ
ー

タ と して は ， 文部省の 通 達 な どの 公式文書 ， 各種会

　 議等の 決議 ， 新聞の 報道 に 見 られ る関係者 の 言説を利用す る。
こ れ らは い ずれ も公

　 に な る こ とを想定 され た言説で あ り， そ の 論理 の 分析か ら何が社会的に 受 け入れ可

　 能な 「公正」の 内容 と見な され て い たか が明 らか に さ れ る で あろ う。

（c） さ らに，当事者 の 意図 ・ 規制 の 論理 ・実際の ル ール の 三者 の 関係 の 変化 を検討す

　 る。 これ に よ っ て ，就職協定 とい うル ール が もっ 歴史的変化の 特徴を と りだ し， そ

　 の 変化 の 特徴が示す社会的意味を抽出す る。

　以 上 の よ うな手続 きを踏む こ とに よ っ て ，学歴問題 と して の 大 卒就職研究 に 対 して

新た な展開の 方向が示唆 され るで あ ろ う。
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就職協定の 変遷 と規制の論理

1． 大卒就職 問題 と就職協定

〔1） 大卒就職研究と学歴問題

　従来 ， 大卒 の 就職研究 は主 と して学歴社会の 問題 と して 語 られ て きた ω
。 なぜ な ら

ば ， 大卒者の 就職機会 の偏 りこ そが学歴獲i得競争を生 み出す大 きな要因の
一

っ で あ る

と見な されて い る （Dore 訳書 1990）か らで あ る。 こ う した理解 の もとに，既存の 大

卒就職研究は （その 執筆者の 専門の 多様性 に もかか わ らず）ほ とん ど同様の ア プ ロ
ー

チ が と られて きた 。 例えば，隅谷 （1969）， 神代 （1971）， 小池 ・渡辺 （1976） とい っ

た 経済学者 らに よ る分析 も， 天野 （1984）をは じめ とす る教育社会学者 に よ る分析 も，

就職関連デ ー タか ら大学属性と企業属性を掛け合 わせ て 移動 の 構造 を把握す るとい う

手法が と られ て お り， こ こか ら大学間格差な どを指摘 して きた の で あ る。

　 もちろ ん 大卒就職を学歴問題 と リン クさせ て い く こ とに対 して は異議を唱え る理由

は な い
。 む しろ問題 とな るの は学歴問題 と して大卒就職を語 る際の 変動の 視点の 不十

分さで あ ろ う。 今田 の い う 「学歴社会の 時系列分析」 の必要性 （今田　1983）は大卒

就職研究に お い て も当て はま る 。

　 と ころ で ， こ うした変化を組み 込ん だ学歴 と職業の 研究 は全 くな され て い な い わ け

で は ない
。 近藤 （1987）の 時点間比較分析 ， 山内 （1989）に よ る教育と職業の 対応関

係 の 時系列分析な どで は 変動 の 把握が試 み られて い る。 しか し， そ うい っ た一
連の 研

究 は量 化可能 な変数の み を扱 う数量的分析が ほ と ん どで あ り ， 大学か ら職業 へ の 移行

に関わ る 数量化で きな い 事象の 変化に っ い て は こ れま で 十分 な検討が な され て こなか

っ た
。

っ まり ，
こ れ まで の 大卒就職に 関する議論は ， 量的に 把握 しうる就職 ・ 採用 の

「結果」に視点を集中させ るあ ま り， そ の 結果に対 する社会の 受 け とめ 方 ・ 反応の 変化

か ら社会の 変化を読み 取 る視点を欠い て い た の で ある 。 しか し，学歴 社会の 将来を 占

ううえ で 重要 な視点 は ， 学歴 に よ る差異 に対 して 社会が どの よ うな反 応 を示すか とい

うこ とに もあ る と考え られ る
。 もちろん

， 学歴社会の 変化は産業構造や 人口 動態な ど

の 変化 と も重要な 関わ りが あ るで あ ろ うが ， それ と ともに学歴 に よ る不平等 とい われ

る事態 を人 々 が どの よ うな条件に よ っ て 受 け入れ て い るの か を明 らか に す る こ と は ，

学歴社会の 正 当性 の 問題 と して 吟味に 値する論点 で あ る と考え られ る。

（2） 「就職埼定」 を取 り上 げ る意味

　人 々 が 大卒就職問題 に お い て 学歴 に よ る差異 を どの よ うに 見 る の か ， と い う問題

は，実際の 就職活動の プ ロ セ ス の 中で そ の 差異 を どの よ うに 感 じるか とい うこ と と密
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接に関わ っ て い る。 例え ば ， オ イル シ ョ ッ ク後 の 不況期に 指定校制の 復活が問題 とな

っ た こ とが ある （大学職業指導研究会　 1989）。 しか し，
こ れ が問題化 した理 由に つ い

て は， そ れ以前 の学校推薦制で は 当事者 に 「指定校 と い う問題が 意識 され な か っ た」

の に 対 して ， こ の 時期に は 自由応募が定着 して きたた め に 学生が 「企業の 門前 まで 行

っ て
…

（略）
…

形式 的な理 由で シ ャ ッ トア ウ トされ る の は腑 に落 ちな い」（大学 セ ミナ

ー
ハ ウ ス　 1976，7頁）とい う形で 問題 が ク ロ ーズア ッ プされた側面が ある。

こ の よ う

に実際の就職 ・採用活動 の 形態 と社会の 学歴問題 に対す る反応 は大き く関わ っ て い る

とい え るの で あ る。

　 したが っ て ， 社会の 受け とめ方の 変化 を探る に は実際の 就職 。 採用活動の 形態を吟

味す る必要が あ るが， こ の実際の 就職 ・ 採用活動の 形態を大 き く規定 して い るの が
，

就職協定で あ る。 も っ と も就職協定 は こ れ まで マ ス コ ミに よ っ て 「有名無実」の レ ッ

テ ル を張 られ て きたため ， 「大 き く規定 して い る」とい っ て も実感 と して 伝わ らな い か

も しれ な い
。 しか し， 就職協定の 影響力 の 大きさ は割合身近な と こ ろ に顕著に 現れて

い る 。 例え ば ， 以下 の 言説に あ る よ うに ， 大卒者 の就職 ・採用活動を形容す る 「水面

下」 とい う言 い 回 しで ある。

　「就職活動が 水面下 に な っ て い る状態 な の で ， 学生 は 自分の 受 けた い と こ ろ の 試

験が い っ あ る の か もわか らない 」 （都内某私立大学就職担当者の 弁）。

　 こ の 「水面下」 とは明らか に 就職協定を意識 した表現で あ り， 大卒就職 ・ 採用の 具

体的活動が就職協定 を強 く意 識 した形 で 行われ て い る こ とを示 して い る 。 言 い 換え れ

ば，協定遵守の タ テ マ エ を崩せ な い た め に生 じる 「水面下」 の 活動 こそ が 就職協定の

た ま もの とい え る の で ある 。

　今日の 就職 ・採用活動で は こ うした 「水面下」の 活動が重要な要素とな っ て い るの

も事実で あ る。 例え ば，大卒就職の プ ロ セ ス の 中で 第一の ス テ ッ プと され る資料請求

は が きの 送付 は公 に は文字通 り資料を請求 する だ けの もの で あ る が ， 通常 これ は企業

に学生 自身 の 名前を エ ン ト リ
ー

させ る役割 を もっ て い る と されて い る 。 こ れ は 「水面

上」で は動 けな い 企業が希望学生 の デ
ー

タを （場合に よ っ て は次の 情報を伝達す る経

路を）「水面下」で 確保す る こ とを意 味 して い る 。 ま た ， 現在そ の重要性を増 して い る

とい わ れ る OB 訪問 もそ う した水面下の 活動 と して と らえ られ る 。
　 OB 訪問 は現在で

は非公式な 形 で しか行 われ な い た め， い っ だれが ど こ で 会 っ て い るか が全 くわ か らな

い ま さに 「水面 下」 の 活動で あるが、 こ れが企業の 採用選 抜に 利用されて い る。 そ し
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て ， こ う した仕組み はま さに就職協定の 変更 ・ 強化の 歴史の 中で 生 じて きた こ とが明

らか に され て い る （苅谷 ・沖津 ・吉原 ・近藤 ・中村　1993）。 さ らに は ， 企業の採用方

法が 面接重視 に な っ て い る とい われて い る （岩内　1993）が ， これ も 「協定前 に集団

的な試験をす る こ とを社会的に 憚 られ る」た め に 「選考方法が 限 られ て 」 くる こ と と

関係が あ る こ とが指摘 され て い る （荒井　1988，16〜 17頁）。
こ の よ うに 現在 の 大卒就

職メ カ ＝ ズ ム の 重要な部分 が 「水面下」 の 仕組みで あ る以 上 ， それ を検討 す る際 に は

就職協定 そ の もの の 特質を理解 して おか な けれ ば な らな い の で ある 。

2． 規制の 論理 と ル ール の 関係の継時的分析一
就職協定の 場合

一

（1） 就 職協定の 変遷 と規制 の論理

　就職協定 は 就職 ・採用期 日の 設定を柱 とす るル ール で あ る 。 こ の 期 日設定 の 目的は

採用の 早期化 を防ぐ こ とに あ る と考え られ て い る 。 そ して 早期化の 防止 は，大学に と

っ て は学生を勉強させ る こ とが で き，企業 に と っ て は採用 コ ス トをお さえ られ る とい

うメ リ ッ トが あ るか ら， 就職協定 は存在す るの だ とい わ れ る （島田 ・清家　 1992）。 し

か しなが ら， この よ うな理 解 は就職協定 の 機能的理解 に す ぎず ， しか も現在
一

時点 の

み の 説明に止 ま っ て い る。 実際， こ れ まで の 就職協定の 歴史 は必ず しも採用の 早期化

防止の 手段 と して 決定 され て きた とは い え な い側面が ある 。 少な くと も就職協定の 変

更を行 う際に は様 々 な 目的がか らん で い たの で あ る。 以 下で は就職協定が特 に問題化

した 時期に 焦点を しぼ り
（2）

， そ こ に見 られ る様々 な規制の 論理が ど の よ うに就職協定

を変化 させ て い っ たか を見 るこ とで ，現 在一時点 の 機能 に 止 ま らな い 就職協定 の 歴史

的特質を明 らか に す る  
。

　（a） 就職協定の 成立 （昭和 28年）

　最初の 就職協定 は前年 の文部，労働両省次官名に よ る通達が 下敷 きとな っ て い る 。

この 前年 の通達 の 背景 に は ， 厳 しい就職難と企業の 採用競争 の 共存が あ っ た。 そ れ に

加えて ， 新制大学 の 最 初の 卒業生 と旧制大学 の 最後の 卒業生が 同時 に 就職市場 に なだ

れ こ む年で もあ っ た 。 こ うした状況の 中で ， さ らな る採用の 早期化や 大卒失業の 増加

等 の 混乱 を懸念 した文部省 が中心 とな っ て ， この 通達 が 出 され た の で あ る 。 しか し，

こ の通達 は就職時期の 実態 を十分考慮 した もの で はな か っ た ため に 機能せ ず，そ こで

次年度 に は再三 に わ た っ て 文部省主催 の 就職懇談会が 開か れ ，大学団体 と 意見が交換

され ， 初 め て の 大学団体申し合わせ に よ る就職協定が成立 した の で ある 。

　就職協定 を成 立 させ た論理 は ， まず 「大学教育 の 保持」 の 論理で ある 。
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　「近年 ， 就職試験 の 時期が次第 に早 くな り， 大学 の教育効果を低下 させ る傾向が 見

られ るこ とは，各大学にお い て も重大な関心を持 っ て お られ る こ とと存 じます 。

…」

（文部省大学学術局長 「卒業予定者の 就職に 関 し大学が 求人側 に推 薦を開始す る時

期に っ い て （通 知）」昭和28年 7 月 6 日 ， 日本私立大学連盟　1992，付属資料よ り）。

　 とこ ろが ， 具体的な期 日の 設定 ，
つ ま り10月 1 日に推薦開始の 日が設定 され た理 由

は 「大学教育の 効果」を維持す る とい う理由だ けか らで はな か っ た。 私立大学連盟 の

資料に よれ ば ， 10月 1 日 を主 張 した私立大学連盟 と 10月 15日を主張す る国公立大学と

の 葛藤が あ っ た こ とが指摘 され て い る （日本私立大学連盟 　1992）。 私大連盟が 10月 1

日を主張 した理 由は ， 「多 くの 学生 をかか えて い る連盟加盟校が ， っ み残 しを出すまい

とす る配慮 か ら， 日数に あ る程度の 余裕 を もちた い」（同上
，
7 頁）た め で あ っ た とい

うの で あ る 。
つ ま り， この 就職難 の 時期 に，大量の 学生 を就職市場に 送 りだ さな けれ

ばな らない 大規模大学に と っ て ， 推薦解禁 日を10月15日か ら 10月 1 日へ と 「早期化」

させ る こ とは， きわめて 現実的な要求で あ っ たの で あ る。

　っ ま り， 大学団体の 申し合わ せ に よ る最初の 就職協定 は
， 「大学教育の 保持」の 論理

の 背後 に実際に 大学教育の 効果を維持す るとい う目的だ けで はな く，大卒失業の 回避

な どの 現実的な 目的 もか らん で い た もの と言え る。 これ は就職難と激 しい 採用競争 の

共存，私立大学側 （特に 大規模大学を抱え る私立大学連盟）の 発言力の 高 ま り ， と い

っ た状況 に適応す る性格の もの で あ っ た 。

　〔b） 1ヨ経連の 野放 し宣言 （昭和37年 4 月）

　昭和30年代 に は景気が 回復 し始め
， そ れに 伴 っ て採用の 早期化が再 び問題 に な っ て

きた 。 そ して ，昭和 35年の 岩戸景気 の 時期に はい る と ， 企業の 採用意 欲 も著 しく高ま

り， 「青田買 い」 とい う言葉が登場す るまで に な っ た 。 こ う した経緯か ら 「守 られ な い

協定」を ど うす るか が問題 化 した 。 この よ うな状況の 中で 昭和 37年 日経連が 「野放 し

宣 言」を し， 協定 は大学側だ けの 申 し合 わせ とな る
。

　 日経連が 申 し合わ せ を や め た理 由は以 下の よ うに語 られて い る 。

　「守れな い よ うな 申し合わせ をす る こ とは教育上お もしろ くな い し， また 日経連

と して も責任が もて な い の で ，こ の 際，申 し合わせ は やめ るこ とに した 」（前田 日経

連専務理 事の 話　朝 日新聞　昭和37年 4 月 19日）。

守られ な い こ とが 「教育上 お も しろ くな い 」 と表現 され る こ と は そ れ 自体就職協定
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の 性質を示 して い るとい え る 。
こ こ で は協定問題が教育問題 と して 語 られ て い る 。 し

か し， そ の 背後に あ っ た もの は ， 日経連 がお さえ きれ な い ほ ど企業側の 採用意欲が最

高 に高 ま っ て い た こ と，「青 田買い 」とい う言葉が登場 し，ル
ー

ル 違反 へ の 社会的批判

が高ま りっ っ あ っ た こ となどが考え られ るの で あ る。

　も っ とも，
こ うした 日経連の 「野放 し宣言」 は就職協定の 全面廃止 に は い た っ て い

な い 。 就職協定が（a）で 示 した よ うに 「大学教育 の 保持」を公式の 目的 とする倫理規定

の よ うな意味合 い を もっ て 成立 した た めに 大学側や文部省が タテ マ エ を崩せ なか っ た

こ と ， あ るい は 「70％以 上の もの が十月以降に 就職が きま っ て い るとい う点か らみ て ，

申 し合わ せ は む だで はな い はずだ 。 」（笠木文部省大学学術局学生課長 の話　朝 日新聞

昭和37年 4 月 19日） とい う言説が 示すよ うに，協定の 持 つ
一

定の 抑止効果に よ っ て あ

る程度は混 乱を避 け うる と い う認 識の あ っ た こ とが，大学団体の みの 協定 を成立 させ

た と推察され るQ

　（c＞ 協定の 変更 と中央雇用対策協議会の 参加 （昭和 48 年）

　就職戦線 は 40年不況で
一

息 つ い た が，翌 41年か ら46年 あた りに か けて は 再 び採用選

考期日が前倒 しとな り，
一
部 で は大学 3年生の うちに採用通 知が 出る とい う事態 も生

じた。 「誰の 目に もこ れ は異常な 事態」 （原田　 1982
，

42頁） とと らえ られ ， 閣議報告

され る まで に社会問題化 して い っ た 。 これ に対応 して ， 労働省 ・文部省 も行政指導 を

含め た是正措置を検討 しは じめ
， 協定 は労働省 ・ 文部省 ・ 経済35団体を含む中央雇用

対策協議会の 決議 とな っ た。 協定 は以後 この 決議 と大学側の 申 し合 わせ をあわせ て

「就職協定 」 とい うこ とに な っ た 。
こ の 問題 は閣議 で は以 下の よ うに語 られて い る 。

　「近年大学卒業予定者の 採用選考時期 は年 々 早 ま っ て お り，卒業の 一年以 上 も前

に採用が内定す るよ うな実情に あ り， 国として もこ れを放置す るこ とは で きな い 」

（10／27閣議報告要 旨， 日本私立大学連盟　1992
， 付属資料）。

　こ こ で は 「異常事態の 改善」 とい う論理 で あ り， 素直に読め ば 「大学教育 の 保持」

の 論理 ともつ な が っ て い る 。 この 背景 と して 考え られ る の は ， 不況の 深刻化で 企業側

と して は採用数の 面で も採用手続 きの 面で も負担を軽減 した い とい う意図で あ る。 当

時 の 新聞 で も， 企業側の 青田買 い 自粛 の 動 きに つ い て 「過 当競争 の 当事 者 が 身動 きで

きな くな っ て しま っ て い る」（朝 日新聞　昭和47年 8 月 3 日）状況 を指摘 して い る
。

こ

う した状況 の 中で上 に示 した よ うな 「大学教育の 保持」の 論理 か ら生 じた各方面の 改

革の 動 きは ， 企業に と っ て まさ に 「渡 りに舟」で あ っ た 。
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　以 上の よ うに ， こ の 時の 就職協定 は，基本的に は 3 年生内定 とい う 「異常事態」を

防 こうとい う 「大学教育の 保持」 の 論理 が推進 力とな っ て い るが ， これ と採用 コ ス ト

の 削減 とい う目的が結び っ くこ とで ， 結果的に労働省や 中央雇用対策協議会の 介入 を

許す形 とな り， 5／1 ・ 7／1協定が 成立 した の で あ る 。

　（d｝ 協定変更 と内定取 り消 し問題 （昭和5 年）

　昭和 48年 の 協定 に よ っ て ， 説明訪問 5月 1 日 ・選考内定 7 月 1 日で 比較的落ち着

い て い た就職市場で あ っ た が ，
オ イル シ ョ ッ クに よ る不況で 内定取 り消 し， 自宅待機

が 社会問題化 し，
こ れ に 対す る批判が 吹 き出 した 。 こ の 事態 に 対処す るた め

， 今度は

労働省主導で 協定期 日が求人活動 9 月 1 日 ・就職試験 11月 1 日解禁へ と大幅に繰 り下

げられた 。

　 こ こ で の 問題は
，

な ぜ 内定取 り消 し問題が就職協定期 日の 繰 り下 げに つ な が っ たか

と い う こ と で あ る。 そ もそ も内定取 り消 し問題 は就職協定 の問題 と して は 全 く認識さ

れ て い なか っ た 。 それ よ りも， 内定取 り消 し等を行な っ た 企業に抗議す る こ と ， 被害

者 とな っ た 学生をど うす るか とい う こ とが最大の 問題 で あ っ た 。 しか し， 問題 が大 き

くな り，行政側 が対応 を迫 られ る よ うに な る と論理 に ズ レが生 じて きた 。 そ の こ とを

端的に 示す の が，労働大臣の 見解 に代表され る 「協定繰 り下 げ論」 で あ る。

　「大学卒業者 の 場合，試験 日と実際に 就職す る期日が離れ す ぎて お り， そ の 間に 社

会情勢が 大 きく変わ る こ と もあ り うるの で ， 試験 日を繰 り下 げるよ う中央雇用対策

協議会に はか るつ も りだ」 （長谷川労働大 臣国会答弁　昭和50年 2 月26日朝日新聞

よ り）。

　 こ う した協定繰 り下 げ論 に つ い て ，企業側 と して は，「現在の 経済情勢で は ， 7 月ま

で に 来年度 の 新採用予定者数を確定す る こ とが 困難で あ る とい うこ とな どを理 由と し

て
， 求人活動開始時期を秋に繰 り下げた い との 意向」（文部省大学局学生課　1975

，
40

頁）で あ り，労働大 臣の 見解 はま さに 企業側の 意 図を代弁す る もの で あ っ た 。 こ うし

た企業側の 「内定取 り消 し防止」の 論理 に よ る協定の 繰 り下 げは ， 実 は大学側がかね

て か ら主張 して きた 「大学教育の 保持」の 論理 と も自動的に リ ン クす る もの で あ っ た 。

な ぜ な ら， 就職 ・ 採用時期が早 くな り大学教育 に悪影響が で る の を防 ぐた め に就職協

定 が作 られ た こ とに な っ て い るか らで あ る 。 理屈 の上 で は解禁 日は遅 い ほ うが よい と

い うこ と に な る。 労働省は こ の 点を簡潔に 表明 して い る 。
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　「採用内定取 り消 しを 防止で きる うえ ， 教育上の 効果 も大 きい 」 （昭和 50年 3 月 8

日　朝 日新聞 よ り）。

　こ こ に い た り ， 企業の 「内定取 り消 し防止」 の 論理 は 「大学教育の 保持」 の論理 を

取 り込み ，協定変更 の 強力な推進 力とな りえ たの で あ る 。 「大学教育 の保持」とい う規

制の 論理 も 「内定取 り消 しの 防止」 とい う規制の 論理 もい ずれ も就職協定 とい う単
一

の ル ール に 状況次第で 取 り込 まれ うる こ とを示 して い る の が ， こ の 時期の 協定変更で

あ っ た 。

　（e） 協定遵守委員会の 設置 （昭和 53年 12月）

　 10 ・ 11協定が 3年続 い て 定着 し， また景気が 回復 に向か っ た こ ともあ り ， 協定 をめ

ぐる 議論は再び 「協定違反」「青田買い 」に 向け られ る こ とに な っ た
。

そ こ で 協定の 引

き締 め策 と して 登場 したの が，「決議遵守委員会1 で あ る 。 こ の 委員会で は，労働省が

実行機関 とな り，
ル ール 違反 の 実情調査を行 い

， 協定違反の 程度に応 じて 「注意」「勧

告」「公 表」の段階的な制裁措置が と られる こ とに な っ た 。

　 こ う した協定遵守 の た め の 規制 に つ い て ，文部省 は以下 の よ うな立場 を示 して い

る Q

「文部省 と して も協定の 遵守に 乱れが生 ず れば ， 学生 も浮き足立 ち教育上 も好ま

しくない 影響を及 ぼ すの で ，協定 の実効を確保する た め，関係者の 自粛 を強 く希望

して お り
…

」 （文部省大学局学生課　 1979
，
60頁）。

　文部省 の 立場 は ， 協定が守 られな い とい うこ と自体が 「学生が浮き足立」 つ た め に

「教育上」好 ま しくな い，とい うもの で あ る 。 そ こ に は従来の 協定に おけ る 「学生の 勉

学に 専念 で き る期間 をで き るだ け長 く確保 しよ う」 （文部省大学局学生課　 1979， 60

頁）とい う論理 とは 違 っ た教育問題 と して の 規制の 論理 が組 み込 まれ て い るが， そ の

背景 に は ，
ル ール 違反 とい う事実 その もの へ の 批判が激 しくな っ た こ とが ある 。 例え

ば ， 1978年 10月28日 の朝日新聞で 「就職協定 い まや空文　大企業が違反」 とい っ た記

事が
一

面 ト ッ プで 報 じ られ た こ とな ど は ， 労働省を は じめ 多 くの 関係者を刺激 した は

ずで あ る 。 こ う した 「ル
ー

ル を守れ 」 とい う批判が こ の 遵守 委 員会 の 設 置 を行 な わせ

た 直接的な原因 と考 え られ る。

　 こ の 就職協定遵守委員会の 設置は は じめ て 違反 に 対す る制裁を決定 した点で 画期的

な もの で あ っ た
ω

が ， そ れ は 日経連 ・労働省 ・文部省 ・大学団体等 へ の 社会的批判 を
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避 け る た め の 「ル ール 遵守」の 論理 の 強化で あ り， こ れ が 「教育上好ま しくない 事態

の 回避」 とい う論理 に取 り込 まれ た とい うこ とが で きる 。

　（f） 労働省の 撤退 （昭和 56年）

　1980年代 に 入 る と， オ イ ル シ ョ ッ クの 後遺症 もな くな り，企業側は採用 に
一

層力を

入れ る よ うに な っ た 。 そ れ に と もな っ て 採用の 時期は早期化 し， 「青 田買い 」 もさ らに

問題化 した 。 こ うし た状況 に対 して ，労働省は 「行政 の 公平性 を失い か ね な い 」と し

て ， 就職協定 に 薩接的に 関与 して い くこ とを昭和 56年限 りとする こ とを表明 した 。 こ

れ に よ り， 昭和57年度か らは労働省抜 きの 協定 （「自主協定」 と も呼ば れ る）とな っ た

の で あ る。

　労働省 は撤退の 理由を示す文書の 中で 以下の よ うに 述 べ て い る 。

　「…ル ー ル は遵守す べ きで あ る と して ， 真面 目に 採用活動や 就職活動を続 け る企

業や学生 は不利を こ うむ り， 特 に ル
ー

ル に 従 っ て 活動を続 けて きた学生は ， 社会へ

の 第
一

歩 の就職問題で 大 きな っ まず きを味わわ されて い る 。

…」（労働省 「大学等卒

業予定者の 就職協定 に 関す る労働省の 見解」， 日本私立大学連盟　1992
， 付属資料）。

　協定を守る もの が不利 に な る とい う状況が行政の 公 平性を失わ せか ね な い た めに 撤

退す る とい うの で ある 。 こ こ で 注 目され るの は ， 「特 に 」と して わ ざわ ざ強調 され て い

る部分で あ る。 労働省は企業 よ りも学生 を 「社会 へ の 第
一

歩」 とい う点で 重視 して お

り， こ れ はか つ て 日経連が撤退の 時 に示 した 「学生 の 保護」 と い う論理 と同様の もの

で あ る。
こ の よ うな社会 に受 け入 れ られ やすい論理 を強調 す るこ とは撤退を行 ない や

す く したで あ ろ う。 しか し， 労働省撤退 の 背景に は ， 青田買い を抑制で きな い 労働省

自身へ の 批判を避 ける意図（5〕や撤退直後に 混乱が生 じた ら職業安定法改正な どに よ り

労働行政の 影響力を伸ばそ うとい う意図が噂 され て い る
（6）

。

　それ に 対 して ， 大学側の 反応 は 以下 の 資料 に示 され て い る 。

　「…い わ ゆ る 「就職協定」に つ い て は，学校教育の 適正 な 実施及び就職 の 機会均等

の 確保等 の 観点 か ら，そ の存続が必要不可欠…
」（大学 ・高専 「就職協定 に 対す る大

学 ・ 高専 閲係 11団体の 考え 方」， 日本私 立大 学連 盟 　1992
， 付属資料）。

　以上 の 資料が 明 らか に 示す よ うに ， 大学側の 反論 は こ れ まで も言わ れて きた 「大学

教育の 保持」や 「機会均等」 とい っ た論理 を繰 り返すに と ど ま っ て お り， 労働省 の 指
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摘 した問題点を受けて い な い
。 しか し， 結果か ら見 るな らば ， 大学 の こ うした論理 は

自主 協定 と い う形で 受け人れ られ るこ とに な っ た 。 こ の 背景 に は就職協定が採用早期

化の 防止 に
一定の 効果を上 げて きた とい う認識や大学 ・企業の ス ケ ジ ュ

ール 上 の 目安

が必要だ っ た こ と もあ るだ ろ う。 さ らに，当事者に と っ て 重要 だ っ たの は職業安定法

改正の 噂で あ っ た と考え られ る。 例え ば ， 日本私立大学連盟 と業界団体 との 懇談会 で

は 「万一
混乱が 起きれ ば労働省は法改正 も辞さ な い とい っ て い るこ とか らも， あ くま

で も協定 は守りぬ くとす る決意で
一

致」 した （日本私立大学連盟　1992
，
21頁）と い

わ れ て お り，大学 と企業 の 協力 に よ る 自主協定 は，職業安定法で 認 め られて い た 自由

を守 るた め に 成立 した側面 もあ る。

　以上の よ うに ，
こ の 時期の ル

ー
ル を支 え る規制の 論理 は，従来か らあ る 「大学教育

の保護」「機会均等」とい う論理 に職業安定法の 維持 とい う意図が重な っ た もの で あ っ

た 。 そ して ， 労働省が 撤退の 際 に示 した 「ま じめ な学生 の 保護」の 論理 は黙殺 され る

こ とに な っ た 。
つ ま り， こ の 自主協定の 成立 は ， 従来の 規制の 論理 の 再認識 と職業安

定法改正 へ の 危機感 に 支え られ て い たの で あ る 。

　（9） 臨時教育審議会 と協定変更 （昭和 61年）

　昭和61年度の 協定 は 10年続い た 10 ・ 11協定を改あ ， 8／20 ・ 11／1協定 とな っ た 。 こ の

時期は ， 青田買い の 風潮が大変ひ ど くな っ て きて お り， 10 ・ 11協定へ の 見直 し論が高

ま っ て い た 。 そ う した折に 日経連松崎専務理 事の 「協定廃止論」が飛び 出 し， さ らに ，

臨教審が学歴偏重是正 の観点か ら青 田買い の 防止を強 く働きか けた。
こ の よ うに ， 景

気の 回復， 青田買い の 悪化 ， 「協定廃止論」， 臨教審答申と い っ た要因が重 な っ て ， 協

定が変更された
。

　 で は協定 その もの は どの よ うな理 念で 変更 された の で あ ろ うか 。

　 臨教審で は ， 以下 の 資料 に 示され る論理で 青 田買 い の 規制 を主張 して い る。

　「…企業 ・ 官公庁に お い て は… （略）…次の 諸点に わ た り ，

一
層積極的に 努力 して

い くこ とが望 まれ る。
1）特色 あ る教育を行 っ て い る学校を適切 に評価 し、また ，有

名校の 重視に っ な が る就職協定違反 の 採用 （青田買 い）を改め ， 指定校制を撤廃す

るな ど就職の 機会均等を確保す る と と もに ， 特定 の学校に過度に 偏 らな い
， 多様な

学校か らの 採用。

…
（略）」（臨時教育審議会 「教育改革 に関する 第

一
次答 申』）。

　こ こ で は就職協定違反 は 「有名校の 重視」す なわ ち学歴社会 の 問題 と して 語 られ て

お り， そ の 意味 で 臨教審 は協定期 日の 問題 に 「学歴 社会是正 」の 意 味を積極的に 付与
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した とい っ て い い 。 そ して ，結果か ら見 るな らば こ う した臨教審の 論理 は協定の 変更

の 起爆剤とな っ たの で あ る。

　例えば ， 協定期 日の具体的設定 に関 して 見て み る と ， この 時の 変更で は短大 ・ 高専

と 4年制大学の 間で の 対立が 報 じられて い る （朝日新聞　昭和60年11月30 日）。 要する

に ，
4 年制大学側は夏休み の 有効利用を 目指 して 八 月解禁を主 張 した の に 対 して ， 短

大 ・高専側は在学期間の 短 さか ら繰 り上 げに 反対 した とい う もの で あ る 。 4 年制大学

側 も短大 ・ 高専側 もい ずれ も教育的配慮 に立脚 した 提案を して い るとい え るが ， 結果

と して は 大学側の 主張が強行され ， 短大と高専は従来どお りとい う分離型の 協定とな

っ た 。 こ う した動きの 背景と して は ， 文部省 ・臨教審の 影響力の 増大があ っ た とい え

る 。
っ ま り， 文部省は 「「学歴社会の 弊害の是正」を求 め る臨教審の 答申に沿 っ て 」「有

名校の 重視 に っ なが る 「青田買 い 」を改 める 新協定をつ くろ う と した 」（日本私立大学

連盟　1992，38頁）の で ある 。 「文部省，臨教審筋か らは，8 月20日案で や っ て ほ しい 」

とい われ ， 「文部省案 こ そ守れ る就職協定案で あ る と強 く主張」（「中央雇用対策協議会

座長 と して の 口上 書」， 日本私立大学連盟　 1992， 付属資料）された た め に，企業側の

中央 雇用対策協議会 は協定か ら一
歩退 き，文部省 ・ 大学サ イ ドに 下駄 を預 け る格好 と

な っ た の で あ る 。 そ の結果，協定期 日に 関 して は 文部省案に 基づ く日程 とな っ た。

　以上の 経緯を見 る と，
こ の 時の 協定 は ， 期日の 設定問題 に 関 して結局文部省 と 4 年

制大学側が夏休み の 有効利用 とい う 「大学教育の 保持」の論理を武器 と して ，期日繰

り上 げを強行 し， 短大 ， 高専側の 「教育の 保持」の 論理 を駆逐 した格好に な っ て い る 。

こ の動 きを引 き起 こ した 考え方 は 「学歴社会是正」 （あ るい は 「機会均等」） の 論理 と

い え るが， そ の 背景 に は臨教審の バ
ッ クア ッ プ に よ る文部省の 影響力の 増大が あ っ

た
。

　（h） 協定変更 （昭和62年）

　昭和61年度の 協定 は比較的守 られ た と言 われ て い た
。 しか し， 8 月20日の 解禁 と同

時に 各企業が
一

斉に 動 きだ し， 短期決戦 とな っ た 。
こ れ に伴 う混乱 へ の 反省か ら， 8／

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し

20説明会開始， 9／5訪問 。 選考開始， 10／15内定開始の 三 段階方式 と な っ た
。

　 こ の 時， もっ と も問題 とな っ た の は，短期間に就職先 ・ 採用者が決ま っ て しま っ た

た め に双 方に ミ ス マ ッ チ が例年 よ り多 く生 じた とい うこ とで あ っ た 。

　「この 弊害 （引用 者注 ：短期決戦の 弊害 の こ と）と して ，学生 に と っ て 企業研究が

不十分 と な っ た こ と ， 企業 に お い て 学生 の 適性 ， 能力を十分見極め られ なか っ た こ

とが指摘 され て い る」 （文部省就 職問題懇談会 『昭和 62年 度就職協定 「第 一次試
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案」』， 日本私立大学連盟　1992，付属資料）。

　こ う した事態 は企業 に と っ て も学生 に と っ て も避け るべ き こ と と見 な され た 。 しか

し， こ の 事態 の 解決法を め ぐっ て は
， 大学側の 提案 した 「大学主催 の 企業説明会」 を

中心 に展開 した 。 そ の 主張 は 「学生の 保護」の 論理 で あ っ た 。

「学雄が十分 に企業研究 を行 うこ とが で き るよ う企 業等 の 説明期間を新規 に設 け

る等の 改善を図 り
…

」（文部省高等教育局学生課　1987
， 9 頁）。

　こ れに対 して ，企業側は あ ま り積極的で は なか っ た （例え ば，あ る都市銀行人事担

当者は 「企業側に は あ ま りメ リ ッ トは な い し，全国の 大学か ら注文が きて も応 じきれ

な い だ ろ う」と述 べ て い る 。 朝 日新聞　昭和62年 6 月 11EI）。 また ， 大学側 の 事前の ア

ン ケ
ー

ト調査 で は ， 公立大学協会 や短大協会は全 く実施 しない とい う回答 が寄せ ら

れ ， また 「企業説明会」必 要論の 先頭 に た っ て い た私立大学連盟の 内部 で も確実に 実

施す るとした の は 8大学の み で ， 「検討中」と した大学に 再ア ン ケ ー トを求める とい う

状況 で あ っ た （日本私立大学連盟　1992）。

　さ らに ， こ の 企業説明会 は機会均等の 点で 問題 が あ る こ とが指摘 さ れ て い る （朝 日

新聞　昭和 62年 6 月30日）。
っ ま り， 企業に きて もらえ る大学 ときて もらえ な い 大学，

大学 に 呼ん で もらえ る企業と呼ん で も らえな い 企業 ， とい っ た格差 が必然的に 生 じて

くる ， とい うの で あ る。

　こ の 「企業説明会」 は短期決戦の 解決策と して 登 場 して きた が ， そ れ は必 ず し も当

事者 の ニ
ーズを反映す る もの で はな く， また 「機会均等」 とい う過去の 協定 の 理念 と

も矛盾す る もの で あ っ た 。 しか し，結果 と して は こ の 「企業説明会」 は実施 さ れ る こ

と に な り，協定 は三 段階方式 とな っ た。 こ の こ と は 「機会均等1 の 論理 が退 け られ ，

「学生の 保護」 の 論理 を従え た 「短期決戦回避」 の 論理 が優先 され た こ とを示 して い

る 。 これ は採用の 早期化防止 とは 全 く異 な る 「短期決戦の 防止」 を指向して い る点 に

お い て ， 内定取 り消 し問題の ときの 決定 パ ター ン と類似 して い るとい え るだ ろ う。

（2＞ ル ール と して の就 職協定
一そ の歴史的特質一

　以 上 の 検討か ら明 らか な よ うに ， 就職協定 とい うル ール の 内容とそ れ を決定する 際

に 用い られ る規制 の 論理 の 関係 は 時期 に よ り状況 に よ っ て 変化 して お り， 現在の 協定

が 果 た して い る機能か ら過去 の 協定の 目的を説明す る こ とはで きな い 。 したが っ て ，
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就職協定の 性質を把握す るた め に は ，時間の 流れ の 中で そ の変化の 特徴を と らえ な け

れ ばな らな い
。

　第
一 に

， 協定期日が 変更 され る と きに は ， そ の と きそ の ときで 問題化 して い た社会

状況 を解決する とい う意図が含まれ て い る。 その た め，就職協定 は社会状況に反応 し

て極 め て敏感 に動 くル ール で あ るとい え る。 例え ば ， 最初の 協定期日は大卒失業の 回

避 とい う目的に よ っ て やや 早め の 時期 に設定 され た （昭和28年）。 大学 3年生 に まで 青

田買い が 及ん だ時期に は，そ の 問題 を解決す るた め に労働省や中央雇用対策協議会が

の りだ し，5fl ・ 7／1協定を成立 させ た （昭和48年）。 ま た ，
オ イ ル シ ョ ッ ク時には協定

は内定取 り消 しの 予防の 手段 として 扱 われ た （昭和50年）。 また ， 臨教審 の 影響を強 く

受けた時期に は学歴社会是正 とい う意図が 協定の 変更を促 した （昭和61年）。 あ る い は

短期決戦が 問題化 した 時期に は，学生の 企業研究期間を設 け る ため に三段階の 協定が

実施 された （昭和62年）。
こ の よ うに ， 就職協定 は単に 「採用の 早期化」を防止す るた

め だ けで はな く，
そ の 当時の就職問題を解決す る手段 と して 決 め られて きた側面が あ

る。
こ う した就職協定 の 性質は，法的規制の よ うな

一
貫性 はな い が 時代状況 に対応で

き る柔軟なル ール と して成立 して きた こ とを示 して い る 。

　第 二に，各時期 に お ける様々 な規制 の 論理 は 「学生を守 る」「大学教育を守 る」 とい

っ た教育的な主張
ω との リン クを試 み る傾向があ る 。 こ1れ は あ る意図が ル ー

ル と して

実体化 され る条件を示 して い る。
こ の こ とは就職協定が 成立当初か ら 「大学教育 を守

る」 とい う論理 を正 式の 目的と して 掲 げて い た こ と，相対的に弱 い立場と見な され る

学生 を協定決定場面で 欠い て い るた め に 当事者同士の 利害調整 の ル ール とい うよ りぽ

む しろ倫理 的な ル ール と して の 側面を強 くも っ た こ とと関わ りが あ るだ ろ う。
い ずれ

に せよ ，
こ う した どの よ うな論理 に も接続可能な曖昧な看板 をかか げた こ とは ， 結果

と して 様 々 な論理 が就職協定に取 り込 まれ る要因の
一

つ とな っ た 。 例え ば，採用早期

化の 防 止は学生 に 勉強させ る期間を確保す る とい う 「教育的」主張で あ り， 内定の 取

り消 し防止 も社会に第一歩を踏み 出す学生へ の 「教育的」主張で あ り， 夏休み の 有効
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 も

利用 も 「教育的」で あ り， 短 期決戦の 防止 も 「教育的」で あ っ た 。
っ ま り，「大学教育

を守 る」 とい う曖昧な看板 は就職協定が様々 な 目的を もち なが らも，

一
貫 した 目的を

も っ ル ー
ル と して の 装い を もっ こ とを可 能に して い る 。

　 以上 の 特徴を総 合する な らば 以 下の よ う に な る で あ ろ う 。 就 職協定 は こ れ まで た び

重な る変化の 歴史を歩ん で きた 。 そ れ は あ る特定の 理念 に よ っ て ， あ る い は あ る特定

の 利害に よ っ て 動い て きた もの で は な い
。 そ れ は そ の ときそ の ときの 就職問題を解決

す る とい う意図が就職協定 とい う一
っ の ル ール の 中で 反映 した もの で あ っ た 。 しか
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し， それ は本来な らば ル ール と して の 体裁を欠い た もの で あ っ た 。 それ が一
貫 した ル

ー
ル としての 装 い を もっ こ とを可能に したの は ， 就職協定が成立当初か らも っ て い た

「教育的」な理 念で あ り，そ の 理念 に 様々 な意図をね じ込 む規制の 論理の 巧み さで あ っ

た
。 就職協定 とい うル ール の 変化 は以 上の よ うな特徴を も っ て い た の で あ る  

。

表 1　就職協定の 変遷 と規制 の 論理の 関係

年度 ル ール の 変化 規制の論理 変更の 意図 背景 大卒就職者数
判

昭和28

（1953）

就職協定の 成立

10／ 1 推薦開始

「大学教育 の 保

持」

大卒失業 の 回避 就職難と採用競

争が共存

約 7 万人

（1963）

昭和37

（玉962）

日経連の脱退 →

大学の みの 協定

「守 られ な い ル

ー
ル は教育上お

も しろ くな い 」

批判の 回避 「青 田 買 い 」 と

い う表現の 登場 約 12 万人

昭和48

（1973）

労働省 ・中央雇

用対策協議会の

参加 → 期日繰 り

上 げ

「国 と して 放置

で きな い」

（＝ 「大 学 教 育

を守る 」）

異常事態 （3年

内定） の 改善

採用 コ ス ト削減

好況→

採用競争激化
約 23 万人

1昭和50
看
1（1975）

1

協定期日の 繰 り

下 げ → 9／ 1解

禁

「内定取 り消 し

を防止 で き る う

え ，教育上 の効

果 も大きい 」

内定取 り消しの

予防

採用時期の 延期

オ ィ ル シ ョ ッ ク

→ 内定取 り消 し

問題
約 23 万人

昭和53

（1978）
1

協定遵守委員会

の 設置 → 制裁措

置

「協定 の 乱 れ は

学生 も浮足立 ち

教育上好ま し く

な い 」

批判の 回 避 景気の 回復
ル ール 違反 へ の

批判 の 高ま り
約 28 万人

1

：昭和561

（1981）

労働省 の 撤退 →

「自主協定」

「ま じ め な 学生

の 保 護」v 鼠 「大

学教育 の 保持」

と 「機会均等」

職業安定法の 存

続

好況 →

「青 田 買 い 」問

題 化

　　　　　　　i

1

　 約 29 万人

昭和 61

（1986）

期日 繰 り上 げ→

8／20 解禁

「有 名 校重視 に

っ な が る協定違

反を改 め る」

学歴社会 の 是正

文部省 の 勢力拡

大

臨教審答申 ・好

況 ・青田買 い 約 30 万人

昭和621

（1987）

三段階方式 → 企

業説明会 の 実施

「学生が 十分企

業研究を行な え

る よ うに」

短期決戦 の 回避 短期決戦 → ミ ス

マ ッ チ 約 30 万人

＊ 1…文部省 「学校基本調査」各年度よ り

3． 結論お よ び展 望

　本稿で は， こ れ まで 就職協定 の 変遷 に っ い て ，意図 と ル
ー

ル とそ の 両者 を っ な ぐ規

制の 論理 に 焦点を あ て て 分析 して きた 。 そ の 結果，そ の と きそ の と きで 全 く異 な る 当

事者の 意図 は，「学生を守 る」 「大学教育を守 る」論理 を取 り込ん だ 規制の 論理 に 媒介
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される こ とで ， 単
一

の ル ール の 変化 とい う形 をな しえ た こ とが 明 らか に され た 。

　で は ， こ う した分析視点は大卒就職研究に とっ て どの よ うな イ ン プ リケ ーシ ョ ンを

もつ の か 。

　第
一

に ，前節で 明 らか に さ れ た就職協定の 変化の 特質か ら直接的に 読み取れ る点 と

して ，大卒就職に お け る 「公正」 な る もの の 不安定 さを挙 げる こ とがで き る 。 就職協

定 は公正 な就職 ・ 採用活動の ため の ル ール とい う こ とに な っ て い るが ， そ の 「公正」

の 内容 は時 に よ り状況 に よ っ て 変化する と見て よ い
。 ある ときに は内定取 り消 しが

「不公正」 と して 規制の 対象 に な り，またあ る と きは学歴偏重が 「不公正」の 中心 的な

位置 を占め る。
こ の よ うに 大卒就職 に お け る 「公正」は多様 な内容 を包含 して い るが ，

さ らに そ れが教育的言説を従え る こ とに よ っ て 説得力を増 し，
ル ー ル の 変更に 対する

社会的承認 を取 り付けて きた とい え る 。 っ まり，就職協定 は，大卒就職 に おい て 「公

正」 と見な されて きた もの の変化を体現 して い る とい え るの で あ る。

　第二 に ， しか しな が ら就職協定 は，そ れ 自体が大卒就職 に お ける 「公正 」な る もの

の 変容を示 して い るの み な らず ， 就職メ カ ニ ズ ム に 影響を及ぼ す こ とに よ っ て 社会が

問題視す る 「不公正 」の 内容を間接的 に規定 して きた と考え られ る 。 就職協定と い う

ル
ー

ル が 変更 された り強化 された りす る際 に は ， 企業と学生 は双方と も探 り合い の 中

で 「水面下」の 活動 が活発化す る 。 こ う した こ との繰 り返 しは ， 就職 ・採用活動 に お

い て 「イ ン フ ォ
ー

マ ル な繋が りが 強調され る」（荒井　 1988，18頁）とい う事態を生む 。

そ の 典型 は苅谷他 （1993）が 指摘 した OB 経由の 就職形態で あ る 。 こ の よ うに して 就

職協定の 変化 は就職活動 を水面下 に押 し込 め るこ とで ， か っ て 企業の 前で
一部の 大学

の 学生だ けが門前払い を くわ された ときの よ うな 明示的な大学間格差 の 実感を当事者

たち に感 じさせ な くして い る可能性が あ る。 つ まり，就職協定の 変化 は就職 メ カ ニ ズ

ム の 変化 を生 み出 し， その こ とが当事者 の 公正観 に 変化 を引 き起 こ して い る可能性が

あ る の で あ る 。 そ して ， こ う した当事者 た ちが 「能力主義管理 」 「実力主義」 「人物重

視の 採用」 な どとい っ た言葉を耳 に す る と き，大学間格差 は 「不公正」 と して規制の

対象 とな りに くくな っ て い る とい え るか も知れ な い
。

　 以一Eの よ うに ， 就職協定 は二 重の 意味で 大卒就職 に お ける 「公正」の 問題 に 深い 関

わ りを持 っ て い る と考え られ る
。

そ して ， こ の 「公正 」な る もの （社会が公正 とみ な

し て い る もの ）が どの よ うな内容 を持 ち どの よ うな変化 の 傾 向を示 して い るの か とい

う問題 こ そ ， 今後の 大卒就職 を ， ひ い て は今後の 学歴社会を 占う うえで 重要な論点で

ある とい え る の で は な い か 。 本稿で は，就職協定 の 変遷 と規制 の 論理 の 関係を検討す

る こ とで ，大卒就職場面に お け る 「公正 」な る もの が社会的状況 に よ り変化 して お り，
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「公正」 の変化が ル ール の 変化を支え る と同時に ， 逆 に ル ー一ル の 変化 が さ らに 「公正 」

に変化を及ぼす とい う関係 にあ る こ とが示唆された 。 こ の結果 は ， 学校間格差に対 し

て 人 々 が そ れ を 「不公正」 と受け とめ る か ど うか が状況 に よ っ て 変化す る可能性を も

示 して お り，その 点で 大卒就職 に お ける学歴問題 の 今後 をと らえ るた め の 方向を与え

る もの で あ る 。 こ の よ うに ， 就職協定を は じめ とす る就職 ・ 採用 ル ール の 規制 の 論理

の 分析は ， 大卒就職研究 に新た な視点を提供 し うる もの とい え るの で あ る 。

　本稿の 分析は
， 仮説的に 述 べ るに とどま っ た部分 も多い が ， 以上の よ うに学歴問題

と して の 大卒就職研究の 新たな展開 の 方 向を示唆 して い る 。 しか し，そ う した研究が

実を結ぶ ため に は ， 就職協定以外の ル ール に つ い て 把握す る こ と ， それ らの ル ール が

就職 メ カ ニ ズ ム に 何を もた ら して い るか を実証 的に 明 らか に す る こ と等 ， 問題 は残 さ

れ て い る 。 これ らの 問題 に っ い て は，今後の 課題 と した い
。

〈注〉

（1） 実際 に は ， 大卒就職 の 問題 は学歴社会と い う文脈を離れ て 議論され る こ と もあ り

　うる 。 例え ば，雇用情報 に 着 目 して 大卒者の 就職メ カ ニ ズ ム を分析 した重里 （1981）

　の 研究や就職指導組織 と初期キ ャ リア に つ い て 実証的 に明 らか に した 日本労働研究

　機構の 研究 （1992）な どが あげ られ る 。 しか し， こ れ らの 研究 に おい て も， 学歴や

　学校間格差 とい う変数 は部分的に 導入 され て お り， 実質的に は大卒就職研究は学歴

　問題 を 中心 と し て 語 られ て きた と い っ て よ い
。 な お ，

こ の 点 に つ い て は，竹 内

　（1989），矢野 （1993） も同様の 指摘を して い る。

（2｝ 本稿で は紙面の 都合 L全て の 就職協定の 変化の 時期 は取 り上げて い ない
。 また ，

　 ご く最近 の変化に っ いて は現在資料収集の 段階で あ り，今後の 課題 と した い 。

（3） な お， 各時点で の 就職協定の 背景に 関す る記述 は ， 大学職業指導研究会 （1989），

　平野 （1991），原 田 （1982），ダイヤ モ ン ド ・ ビ ッ グ社編集部 （1986）， 日本私立大学

　連盟 （1992）等を参考に して い る。

（4〕 決議遵守委員会の 実際の 措 置は ， 表 2 の よ うな形で 行わ れた 。 た だ し，
こ の 決議

　遵守委 員会 は 後の 労働省の撤退 （昭和56年 ll月） に伴 っ て 廃止 され ， それ以降 は制

　裁措置は 行なわ れ な くな っ た
。

（5） 昭和 56年 11月 10日 の 朝 日新聞で は ， 小 さな記事で は あ るが 「青田買 い に 及 び腰処

　分」 とい っ た記事が報道 され て お り， ま た同新聞 （昭和56年 11月27日）で は撤退 に

　関す る解説記 事の 中で ， 当時労働省の 処分に対 して 「及び腰で ，企業 に 甘 い 姿勢」

　と の 批判が高ま っ て い た こ とを指摘 して い る 。 さ らに ， 日経連 の松崎氏 に よれ ば，
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表 2 制裁措置の 実態

期　凵 内　　容
　　　 　　　　 ｛一一

54年 10月 2 日 38社 に 注意措置

54年 10月26日 5社に注意措置

55年 8 月13日 5 社に注意措置

55年 9 月 17日 15社 に 注意措置，5 社 に 勧告措置

55年10月29日 7 社に注意措置

56年 14社に注意措置，17社 に勧告措置

（ダイヤ モ ン ド・ビ ッ グ社編集部 1986，よ り作成）

　労働省 は 「何を して い る の だ と ， し ょ っ ち ゅ う問題に な り，国会で も議論 され 」て 、

　と うと う撤退を宣 言した の だ （松崎　1983， 39頁）， と説明 して い る 。

（6） 例えば ， 日本 リクル ー トセ ン ター 『月刊 リク ル
ー一

ト』 1982年 4 月号 を見よ。

〔7） 苅谷 に よ れば，通常教育的な もの と思 わ れ て い るの は 「『生徒で あ る了供た ちの た

　め 』を思 っ て 行 われ る こ との 一
切で あ る」とい う （苅谷　1991

，
41頁）。 本稿が こ こ

　で 用 い る 「教育的」 もこ の よ うな恣意性 と曖昧性を備え た 「学生 ・ 教育の た め」 ¢）

　言説を形容す る もの で ある。

（8） こ こ で 挙 げた特徴
一

特 に 「教育的」 に関す る　 は，苅谷 （1991）が指摘 した高卒

　の 協定に見 られ る 「教育 の 論理」 の 介入 とは異 な っ て い る 。
こ こ で は ， 教育機関側

　の 意 図に かか わ らず 「教育的」 な言説が 見 られ る の で あ り， 高卒 に比 べ て 大卒の 場

　合 に は 「教育的」営み とは相対的に切 り離 され て い る と見て よい
。 む しろ大卒 の 就

　職協定はか な り形式 的に 「教育的」言説を規制の 論理 に 要求す る とい え る 。 しか し，

　 こ の こ とは社会が 大卒就職問題 に っ い て も 「教育的」な る言説 に かな りの 正当性 を

　与えて い る こ と の 証拠で もあ る 。
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