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　近代 日本におけ る資格制度 と工 業化
一

電気事業主任技術者検定制度の 導入過程 に着目 し て 一

新谷 康浩

1．　 は じめ に

　本稿 は技術者を と りあげて 資格研究 に新たな視点 を示す こ とを ね らい と して い る 。

こ こ で 技術者をと りあげるの は ， こ れ まで の 資格研究で 対象 とさ れて きた医師な どの

資格で は説 明で きな い問題が そ の 他の 多くの 資格に あ り， それ が技術者の 資格を検討

す る こ とに よ っ て 説明で きる と考え られ るか らで ある。 医師な どの 資格は資格を取得

すれ ば無条件 に そ の 職業 に従事で きた が ， この よ うな 資格は一
部 に す ぎず ， 多 くの 資

格は資格を所持 して い た と して もそ の 職業に就 くこ とがで きる とは限 らな い 。 そ の場

合 ， 職業と資格 ， 学歴 の関係 は単に 誰に 資格を与え るか とい う問題 だ けで な く，資格

所持者 の 中で 誰が その ポ ス トに 就 くか とい う問題 もお こ る 。

　橋本（1992）は医師の 資格を と りあげて い る 。 そ れ に よ る と， 帯大出身の 医師が は じ

め は漢方医を医師か ら排除 し， 西洋医が十分な人数を得 る と， 次に帝大卒 の 医師が 正

規の 医学教育を受 けず に国家試験 に よ っ て 医師 と な るル ー トを廃止 す るた め に国家試

験の 廃止を は か っ た とい う。 また天野 （1982，
184− 186頁）に よ る と資格試験 は特定 の

職業に っ くため の バ イ パ ス と して の 側面を もっ て い たが ， そ れは公教育制度が発展

し，学歴主義が 進行 した こ とに よ っ て 徐々 に狭 め られ た とい う。 医師 の 試験制度廃止

や，弁護士 ， 中等教員の 試験 に よ る資格取得の 困難が例 と して と りあ げ られて い る 。

彼 らはこ れ らの 資格を ポ ス ト配分 の 装置 と して の み捉えて お り， 資格を誰 に与 え るか

と い う点を問題 に して い るにす ぎない
。 資格 とポ ス トの 関係を検討す る場合 に は こ れ

らの 資格を対象に す るこ とはで きない
。

東北大学大学院
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　 さて 資格をと りあげる場合， その 資格が誰に と っ て ど の よ うな意味を もっ て い るの

か とい うこ と も問題 とな るで あろ う。 橋本 （1992） らは資格を高学歴 の もの が既得権

益 を守 る手段 と して と らえ て い る。 しか し資格を取得 しよ う とす る人 に と っ て み れ

ば
， 資格 は そ れ をめ ぐる獲得競争 へ の 誘因とな るで あろ う。 しか も必ず し もそ の 仕事

に就 け ると は限 らない 資格の 場合に は ， その 資格を求め る競争が なぜ生 じる の か と い

う問題がで て くる 。 こ こか ら低学歴 の もの が なぜ資格を求め よ うとす るの かが課題 と

して 設定で きよ う。

　 こ れ まで 技術者の 研究で は主 に高学歴の 技術者に の み関心が集ま っ て い た 。 技術者

の 研究は主に 2 つ の 側面か ら行われ て きた 。 1 っ は 日本で 急激な工業化が な しえ た理

由を説明す る点 か ら， もう 1 つ は技術者 に な る こ とが ど の程度社会上昇移動や階層の

維持及び再生産を可能に したの か とい う社会移動の 問題か らで あ る。 これ らの 研究に

おい て主 に焦点 が当て られたの は帝大卒 や高等工 業卒の 高学歴の 技術者で あ っ た 。

　天野 （1965） は労働経済学的手法を用 い て 日本の 工 業化を担 っ た者の 中で ア カ デ

ミ ッ クな技術者群を とりあ げ ， 彼 らの 詳細 な分析を行 っ た 。 だ が もう
一

方 の プ ラ ク

テ ィ カ ル な技術者群の 存在を指摘 しなが ら， こ れ らの プ ラ ク テ ィ カ ル な技術者に っ い

て は どの よ うな 形 で養成され て きたか とい う点まで 議論が な され て い な い
（1｝

。 ま た天

野 （1965）や麻生 （1991， 279−301頁）は帝大卒や実業専門学校卒 の エ リ
ー

トに つ い て

社会移動と技術者の 関係を検討 して い るが ， それ は あ くまで も 「上 （高学歴）の 」 も

の を扱 っ て い るに す ぎな い
。

　 も っ と も先行研究 に お い て 低学 歴の 技術者 に 関心 が 寄せ られ なか っ た わ けで は な

い
。 岩内 （1991，

163頁）はプ ラ クテ ィ カ ル な技術者養成の うちで 企業内教育に着 目 し，

そ れが当時不足 して い た中等教育 レ ベ ル の 機能の 一部を代替 した と指摘 して い る 。 だ

が そ の 学校数の 不足 とい う認識 は当時の 工業関係者の 言説 か ら導 き出され た もの で

あ っ て （岩内　 1991， 51頁）， 実際 に どれ ほ ど不足 して い たの か とい う点 は 不明で あ

る。 岩内の 研究 で は中等 レ ベ ル の 中心 的存在で あ っ た私立 の 各種学校で の 教育の 評価

が 不十分で ある 。 また 中村 （1971） は昭和 10年前後の 旧制中学卒業者の 追跡調査 に基

づ い て 最終学歴別 に 世代間職業移動をみ た と こ ろ ， 大学 ， 高専卒業者よ りも実業学校

卒業者に 上昇移動率が高 く， 高等教育の 中で は帝大以 外の 大卒 ， 実業学校 の 中で は工

業学校卒業者の 上昇移動率が高か っ た とい う実態 を示 した 。 これは実業学校卒の 技術

者が社会上昇移動 ル
ー

トと して
一

番大 きな移動性 を持 っ て い た とい う事実 を示す もの

で ある 。

　 で は こ の よ うな低学歴 の 技術者 は い か に して 「上昇」 へ 駆 り立て られ た の で あ ろ う
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か 。 1 つ の 視点 と して上述 した資格獲得競争が挙げ られ よ う。 低学歴 の 技術者 はい か

に して 資格獲得競争へ と巻 き込まれ て い っ た の か 。 その 際彼 らは資格 に どの よ うな意

味づ けを行 っ て い た の で あろ うか 。

　そ こ で 本稿で は基幹産業 と して 最 も重要 な産業 の 亘っ で あ っ た 電気産業 を と りあ

げ ， そ の分野 の 資格で ある電気事業主任技術者の 資格 の 導入過程に着目す る。 電気産

業を と りあげた の は それがコニ業化を支え た基幹産業で あ っ た点の 他 に ， 資格が存在 し

た点
2）

， また デ ータに よ っ て電気産業全体に お ける主 任技術者 の 学歴別構成の 変化を

知 る こ とが で きる点か らで もあ る。

　以下の 構成 は まず第 1 に産業全体 に おける電気産業の 位置づ け と電気事業主任技術

者資格の 特徴 ， 及 び実際 の主 任技術者の 職務 を概観す る。 第 2 に 電気産業に お け る主

任技術者の 学歴構成の 変化を量的デ ー タに基づ い て 明 らか に す る 。 第 3 に帝大卒 と工

手学校 レ ベ ル 卒の 技術者の こ の ポ ス トに 対する そ れ ぞれ の 意味づ けを分析す る。 最後

に以上の 分析に基づ い て 資格研究へ の イ ン プ リケ
ーシ ョ ン を示 し， 今後の 課題を提示

す る
〔
％

2． 電気産業 と主任技術者

（1） 電気産業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
’

　電気産 業は当初主 と して 都市 へ の電灯供給の 役割を果た して い た が ，次第 に動力源

と して の 電力 の重要性 が高 まっ て い っ た 。 そ して 動力 と して の 電力の 普及 が まさ に電

気産業を基幹産業へ と押 し上げて い っ た の で ある 。 その 動力利用 の初期段階で は 中山

間地で の 自然 の 落差を利用 した水力発電が用 い られ た 。 明治 23年 の足尾銅山に お け る

動力源 と して の 電力使用 な どが そ の 典型 と して 挙 げられ よ う。 動力 と して の 電力 は ，

遠距離送電が技術的 に可能 に な っ た こ とで 他産業 の産業立地上 の 障害 を取 り除い た。

例え ば初期工 業化 の 基礎で あ っ た紡績産業は その 立地を動力源で ある水力が得やすい

中山間地 に限定 され て い たが ，遠距離送電に よ っ て よ り立地条件 に恵 まれ た平野部で

の大工場経営が 可能 に な っ た 。

　世界的 に は蒸気機関の 発明が産業革命を引き起こ す原動力とな っ て い っ た が ， 日本

で は石炭開発が 不十分で あ っ た点， 石炭の 輸送 コ ス トが かか っ た点 などか ら こ れ らの

産業発展の 初期 に お い て 動力の 電 力依存が強 ま っ て い っ た の で あ る 。

　こ の変化を示 したの が 以下に 示す電化率 （総馬力数に 占め る電動機馬力数の 割合）

で ある 。 明治39年 に は電化率が9．4％ にす ぎなか っ たの が，水力発電の 発展 に よ り電気

料金が低廉化 した こ と に よ り大正 5 年に は電化率が 36．3％，汽力 率 （蒸汽機関馬力数
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の 割合）が 40．1％ とほ ぼ拮抗 し， 大正 6年に は電化率が 51．3％と汽力率の 20．1％を凌

駕 した 。 第 1次大戦後の 経済停滞期に お い て も原動力需要の 停滞は汽力の 停滞に よ っ

て お り， 昭和 4 年に は電化率が88．9％ に達 した （栗原　 1964
，
254頁）。

つ ま り 「動力

エ ネ ル ギーの 一
元的供給」を担うこ とが で きたの で あ る （大淀　 1979）。

　電気が基幹産業足 り得たの は ， 単に 動力と して 重要視されたの みな らず ， 電力が結

果 と して 他工業の 大規模化を図 る契機とな っ た こ とに よ る 。 こ の よ うに電気産業は特

定の
一

産業 とい う位置に と どま らず ， 国家の 基幹産業 と して の地位を築 き上 げ， す べ

て の 産業の 発展 の 基本で あ っ た とい え よ う。

　 の み な らず電力産業の 発展 は 自産業の 大規模化を も促 した 。 これを事業所数の 変化

　　　　　　　　　　　　　　　 図 1　 事業所数 の推移
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0

明 治36　　 明治40　　 明治44　　 大正 4　　 大正 10　 年

　　　明治38　　 明治42　　 大正 2　　 大正 6　　 大正 12

（注）　大正 8 ， 9年 はデータ欠落 。

　　　 鉄道事業所 は数値 が 低 い た め図示 して い な い
。
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図2　電圧 別事業所数の推移

0

明 治 41 明 治 43 大正 元 大 正 3　大 正 5　大 正 7　大 正 11 大正 13 年

（注）　 大正 8
，

9 年は データ 欠 落 。

　　　 特別高圧 1 は 25000V 未満，特別高圧 2 は 25000V 以 E。
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か ら示す と ， 当初は発展産業 と して 中小事業所が多数設立 され たが ， 長距離送電 が可

能に な っ た こ とに よ り電力圏とい うブロ ッ クが成立 し， 各 ブロ ッ ク で 中小事業所が大

事業所 に吸収 され て い っ た 。 供給事業所 は明治40年代 か ら大正 10年 まで 毎年 2桁 の 事

業所数増加が み られ た が ，そ れ以 降減少 に転 じた （図 1， 図 2）。 昭和 3 年 に は 5 大電

力 （東京電力， 宇治川 電気， 大同電力， 日本電力，東邦電力） の 発電量 は64％を 占め

た （長岡編著　1988
，
119頁）。 だ がそ の

一
方で 中小事業所 もひ しめ き合 っ て い だ％ こ

の ほ か に電気事業所か ら供給 を受 けるの み な らず 自家用 と して 発電 を行 うもの もあ っ

た 。
こ の よ うに，電気産業 に は少数 の大事業所 における発電の 集中 と中小事業所の 乱

立 と い う二 重構造が 存在 した
。

そ の 後昭和 5 年以降の 昭和恐慌は電力産業の 経営を圧

迫 し， それ を受けて 電力統制の 動きが 開始 され た
。 昭和 7年に 電力連盟が 結成 され会

社間で の競争が終止符を打 っ
一方で 昭和 13年に は電力管理 法が成立 し， 翌 昭和14年に

は電気事業は国策会社で ある 日本発送電 に統合 された
ca｝

。

　 こ の 事業所の 統合， 国家管理化は主任技術者の ポ ス トを減少 させ る こ とに な り， 結

果 と して そ の 資格の 性格を も変容させ る こ とに な る 。

’

  　電気事業主任技術者資格の特徴

　 まず主任技術者の 法的根拠 を示す 。 主任技術者 に相 当す る職務が は じめて 法的に 規

定され たの は電気営業取締規則 （明治 24年警察令第 23号）で あ る。 こ の第 6 条で 「相

当ノ 学識経験ア ル 技術長ヲ置」 くこ とが 規定 され て い た
。 主任技術者とい う呼称が 法

的に 規定 され た の は電気事業取締規則 （明治29年逓信省令第 5号）か らで ある 。 これ

らは い ずれ も主 任技術者 （技術長）の 条件と して 「学識経験ア ル 」 こ とを規定 して い

るに す ぎなか っ た 。

　電気事業法 （明治44年法律第 55号）成立 に よ り， 電気事業 は こ れ に 基 づ くこ とに

な っ た 。 主任技術者 は電気事業法関係命令の 1 っ で あ る電気事業法施行規則 （逓信省

令第25号） の なか に そ の 規定が盛 り込 まれた 。 また こ の年 に成立 した検定制度 も， 関

係命令の 1 っ で ある電気事業主任技術者資格検定規則 （逓信省令第27号） に規定 され

て い た 。 ちなみ に こ の 電気事業法に よ っ て ， 自家用電気事業 は こ れ以 降電気事業の 範

囲外 とな り， そ の 呼称 も自家用電気工作物施設者 とな っ た 。 そ れ に伴い 自家用電気工

作物は 自家用電気工 作物施設規則 （逓信省令第31号） に よ っ て 法的位置づ けを与え ら

れ る こ と に な っ た 。 自家用電気工 作物の 主任技術者に つ い て もこの なかで 法的 に規定

され たが ， それ は電気事業主任技術者の 規定 に準 じた もの で あ っ た 。

　こ の 資格の 特徴 と して 以下 の 3 点を示す こ とがで きる 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 69
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　第 1 に，学歴 と等級 の 関係 で ある 。 こ の 資格 は表 1 に示 した よ うに等級区分が あ り，

それ に よ っ て就業可能な事業範囲が 規定 され て い だ 6b
こ の 等級に対 し大正 2 年以降

学歴 に よ っ て 資格が 無条件に付与され た
。 概略的に 示せ ば，帝大卒が 1級，高等工 業

卒が 3級 ， 実業学校程度 の 学校卒が 5級 とな っ て お り， それ以前の 卒業生 にっ い て も

同様の 資格が与え られ た 。 しか し必ず しも資格の 等級が学歴 に よ っ て代替 され たわ け

で はな い
。 表 2 の 検定合格者数に示 したよ うに検定に よ っ て 学歴 に 対応す る等級以上

の 資格を所有 して い た もの が か な りい た。

　第 2 に ， 検定 の 方法 は試験 と銓衡 の 2種類で あ っ た。
こ の うち試験は筆記試験 と口

述試験 ， 銓衡 は書類審査に よ っ て行 われ た 。 この 両者 は試験 が電気 に 関する知識 ， 銓

衡が現場で の 経験を審査する もの で あ っ た
。

そ の 性格上 ， 銓衡 は実際に 主 任技術者 と

して働 い て い る もの を追認す るた め の 検定で あ っ た と考え られ る 。 表 2 に 示 した よ う

に ， 大正 10年 ごろを境 に検定合格者に しめ る銓衡合格者の 割合は減少 して い る。
こ れ

は電気事業所数 の 増加が頭打 ちに な っ た時期と対応 して い る。

　第 3 に
，

こ の 資格は主任技術者の 職務の 独占資格で あ っ たが，資格所持者数がそ の

ポス ト数を上 回 っ て い た％ その 結果 ， 資格所持者が必ず しもその 職務に っ くとは限 ら

な か っ た 。 ポ ス トの数 は事業所の 数 とほ ぼ対応 して い た。 とい うの は電気事業法施行

規則に よ っ て 各事業所 に主任技術者の 設置が義務づ けられ て い た ため で あ る
｛8］
e

（3） 主任技術者の 仕事内容

　で は資格獲得 に よ っ て 彼 らが 目指そ う とした主任技術者の 職務は い っ た い どの よ う

な もの で あ っ たの か 。 そ もそ も主任技術者制度が明治29年 の 電気事業取締規則の 中で

作 られ たの は ， 当時の 電気技術者の 地位が極めて 弱 く事業首脳者の 意向に よ っ て 解任

さ れ る こ とが 少な くなか っ た た め ， 「特に主 任た る技術者が安ん じて そ の 職責を尽 し

得るよ うに」 とい う意図か らで あ っ た （電気事業主 任技術者制度五 十周年記念事業委

員会　1965
，
4 頁）。

で は い くつ か の 資料か らそ の職務 を類推 しよ う。

　まず主 任技術者 の 職務と して 2種類存在した こ とが わか る 。 第 1 は事業所 あるい は

発電所の 開業の 準備の 際に電気技術者の 長と して 技術面か ら事業所の 開業 まで の 責任

を負 うもの で あ る。 事例
9切 下線部に 示 した よ うに，電気供給事業所数の 増加 して い た

時期に これ を担 っ て い た技術者が い た こ とが わか る 。

72

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soolety 　of 　Eduoatlonal 　Soolology

〔事例 1〕

〔事例 2 〕

工 学士　 1．S

明治 7年生まれ

　　33年 7 月

40年

44年 6 月

近代日本に お け る資格制度 と工 業化

工学士　O ．K

明治 9年生まれ

36年 7 月

37年 12月

38年 ll月

40年

大正 6 年

帝大電気卒

鶴岡水力電気株式会社技師長　（33年 9 月開業）

王子製紙株式会社土木兼電気係長　（44年 12月開業）

九州水力電気株式会社技師　　（31年開業）

　　　　　　　　 → 技師長へ 昇格

帝大電気卒　安曇電気会社技師長　（37年 9月開業）

志願兵

多治見電灯所　（39年10月開業）

日本窒素肥料会社技師

名古屋電灯会社技師長　（22年12月開業）

鬼怒川水力電気会社技師長　（大正元年開業）

　 しか しこ の よ うな職務を担 う主任技術者 は
一

部にす ぎなか っ た 。 資格試験に よ っ て

っ くこ とが で きた主任技術者の 主な職務は ，
い っ たん営業を始め た事業所の 電気機械

の保守点検を担 うこ とで あ っ た。 当時電気は危険な もの と して 認識 されて い た。 電気

事 業所の 災害故障件数 は大正 5 年 を例 に とる と 1事業所当た り年平均 5．2件の 災害故

障が発生 して い た
ae

。
こ の 状況 か ら考 え る と主任技術者 の 日課 は，い っ 起 こ るかわか ら

ない 災害故障に 対処す る こ とよ りも， む しろ災害故障をな る べ く防ぐよ う電気機械の

保守点検を行 う こ とで あ っ た と考 え られ る。 その た め主任技術者は 「工 事竣成後は高

い月給 を取 っ て ， 唯機械 の番人 を して居 るの み とい う様に見 られ る」 こ ともあ っ た 。

こ こか ら主任技術者が 「会社経営の 枢機に参 して ， 抱負を述 べ
， 若 しくは重役 の 誤 り

を忠告す る こ と は，
一

般に は先ず六 ケ しい 」 と思 われて い た 。 そ の た め主任技術者は

「さ は らぬ 神 に た た りな しの 筆法で ， 会社の 利害 に は比較的超然主義の 態度 に 出る。 成

るべ くは口 を きか ぬ
。 自己管掌の 範囲外 に は なる べ く出 しゃ ば らぬ

。 従 っ て太平無事

の 間 は 技術者 は 有れ ど も無 き が如 し
，

と見え る の も怪 しむ に 足 らぬ 」 （オ
ーム 社

1919，67頁） とい うよ うに職権の 範囲が 限定 さ れ て い た 。 な お主任技術者 は技術に 関

す る書類図面 に 書名捺印が求め られ たが （電気事業法施行規則第 4 章第43条），こ の よ

うに 企業 の 下 に技術者が 位置 した こ とか ら技術的見地で 問題が あ る場合で あ っ て も事

業所 の 論理を優先 して 政府の 検査 に通 す よ うに書面 の ごまか しを求め られ る こ と も
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あ っ た （オー ム 社　1919
， 67頁）。

3． 主任技術者の 学歴構成

　 以下で は主任技術者の 就業状況を量的デー タに基づ い て 確認す る。 こ こで 中心 的に

用い るデ ータは逓信省電気局あ 『電気事業要覧』各年度版で あ る。 こ の 資料は電気事

業全般に わ た る最 も基礎 とな る統計資料で あ り， 主任技術者の 量的状況を把握す るた

め に最 もふ さ わ しい もの で ある と考え られ る 。

　 この 資格 の第 3 の 特徴と して と りあ げ た資格所持者の 過剰は ， 実際の 主任技術者の

就業状況 に どの よ うに反映され て い た の で あろ うか 。 以下で 2 つ の仮説を立て て それ

を検討 した い
。 1 っ は こ こで 「等級イ ン フ レ」と呼ぶ もの で ある 。 こ れ は 「高い 等級を

持 っ 人が そ れ以下 の 等級相当の 事業所 の 主任 とな る こ とに よ っ て ， 低い 等級 を もっ も

の が排除 され る」 とい う もの で ある。 もうひ とつ は 「学歴 イ ン フ レ 」 と呼ぶ もの で ，

これ は 「高 い学歴 を持つ 人が そ れ に見合う レ ベ ル よ り低い事業所の 主 任 とな る こ とに

よ っ て ， 低い 学歴 の もの が排除 され る」 とい うもの で ある 。

　仮説の 検証 をは じめ る前 に主任技術者の ポ ス ト数 と対応 して い る事業所数の 推移 を

示 そ う。 図 1及び図 2 で 示 した よ うに 明治末か ら大正期に か けて 自家用 と高圧供給 の

事業所数が増加 して い た 。 そ こ で こ の よ うに 急増 した事業所で 誰が主 任技術者 とな っ

た か に着 目 して み よ う。

　で は 4 級主任技術者に対応する低圧供給， 高圧供給 の事業所数 と 4級，
5級， 6級の

主 任技術者数を比較 して ， そ こで 「等級イ ン フ レ」が あ っ たかどうかをみ て み る （図

3）。 4 級 は高圧供給事業所に 見合 っ た等級で あり， こ れ によ っ て 急増 した高圧供給事

業所の 主任技術者がよ り高い 等級 の 者に よ っ て 占拠され て い っ たの か ， それ と も等級

相応 の 者に よ っ て 占め られ て い た の か を示すこ とが で きる。 図 3 に よ る と当初こ れら

の 事業所 に しめ る 4級以下の 主任技術者の 比率は大正 5 年 に は 95．4％ と圧倒的に これ

らの 等級で 占め られ て い たが 次第 に そ の 比率が低下 して い っ た こ とが わか る。 しか し

大正 13年に お い て もまだ81 ，3％ とか な りの 割合を 占めて い る 。
っ まり低圧供給 高圧

供給事業所で は， それ に相応 した等級の もの が ほ とん どの主 任技術者の ポ ス トを占め

続け て い た とい え よ う。 こ こか らそ れ ほ ど 「等級 イ ン フ レ」 は起 きて い な か っ たの で

は な い だ ろ うか と思 われ る 。
こ れ に つ い て は以下で 学歴 と等級 の 関係 を分析す る こ と

で さ らに 検討 を加 え る。

＊ 図 3 の 計算式

　（該当事業所の 4級，5 級，6 級の 主任技術者　／　該当事業所数）
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図 3　 高圧 ， 低圧 供給攀業所にお ける四級以下の 比率

％

100806040200

大正 5　 大正 6　 大正 7　 大正 10　 大正 11　 大正 12　大正 13 年

（注）　 大正 8 、 9 年 は データ欠落 。

　　　　 図 4　 学歴別 主任技術者構成比

％

60

40

20

0

明治 42　 明治 44　 大正 2　　 大正 5　　 大正 7　 大正 13　 年

　　　明治43　 大正元　　大正 4　　大正 6　 大正 10　 大正 14

　（注 ｝　 ・大正 3 ，8 ， 9 ，11，12年 はデータ欠落 。

　　　　・その他高等工 業は ， 帝大選科 ， 外国大学，明治専門学

　　　　 校，旅順工 科学堂の 合計。

　　　　・
工 手学校程度は．大正 2 年 までは工 手学校，その他電

　　　　 気学の 合計 。

　次 に 学歴 に 着 目して み る 。 図 4 の 学歴別主任 技術者構成比に よ る と帝大卒の 主 任技

術者 は大正元年に は 35°／e を 占め て い たが大正 13年に は 16％ に ま で 低下 して い る 。 高等

工 業 は 同 じ時期に 26％か ら18％ に 低下 して い る
。

一方で 工手学校程度の 学校卒業者は

38％ か ら49％ へ と増加 して い る。
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　も っ と も実数で は図 5 に示 した よ うに 帝大卒が一
定数を占め続 ける 。 工 手学校程度

の 学歴の 主任技術者が増加 した こ とに よ り， 相対的 に帝大卒の 比率が低下 したの で あ

る。 これ は特定の 事業所で は帝大卒が独占を続けたが ， そ れ以 外の 事業所に はほ とん

ど帝大卒が主任技術者 として就職 しなか．っ た こ とを示 して い るの で は ない だ ろ うか 。

　そ こ で 帝大卒が特定の 事業所を実際に 独占した の か ど うか を明 らか に す るた め に事

業種類 ごとの 学歴構成 を示す 。 図 6a か ら図 6c は事業別 （電気供給， 電気鉄道 ， 兼営）

に 学歴構成比 の 変化 を示 した もの で あ る 。 図 6a に よ る と電気供給事業は検定制度導

入以 前の 明治42年に は帝大が 46％ を占め て い た が大正 6年 に は 17％ に 減少 して い る 。

その
一
方で高等工 業は同時期に 3％ か ら19％ へ 増加 し， 工手学校程度 も 5 割程度を占

め続けた 。 電気鉄道事業は帝大が 87％ か ら27％ へ と大幅に減少 し，それ を埋め合わせ

る よ うに高等工業 が 7％か ら45％ へ と増加 した （図 6b）。

一方で 兼営事業で は帝大 が 6

割以上を維持 し続 けた （図 6c）。 こ の よ うに事業の 種類に よ っ て学歴構成の 変化に は

違 い が あ る。 電気供給事業に つ い て は 高圧の 事業所数が急増 した こ とに よ りそ れ に見

合 っ た等級 （4級） の 資格を もつ 工手学校程度の 学歴層が半数程度を 占め 続けた と考

え られ る 。 電気鉄道事業 は元来高等工 業卒業の 技術者が多 く （内田　 1979）， 次第 に主

任技術者 も高等工 業卒 が 占め る よ うに な っ て い っ た と考え られ る 。

一方， 兼営事業で

帝大卒が 多数 を占め続 け た の は兼営事業が他の 事業 に比べ て よ り彼 らに 見合 っ た もの

で あ っ た か らで あろ う。 兼営事業は等級の 基準 とな っ て い た 電圧 の み な らず ， 資本金

に おい て も他 の 事業に比 べ て 大規模な もの で あ っ た 。

　で は大 正 6 年を例 に と っ て 学歴 と事業所の 規模 との 関係 をみ て み よ う。 帝大 は 1

級，高等工 業は 3 級 を無条件 に付与 され たが ， それ に 見合 っ た事業所に 従事 して い た

の は どの く らい い た の か。 表 3 に よ ると 1 級相当の 事業所に 占め る帝大卒の 比率は

88％ を占め て い た が，帝大卒の うち 1級相当の 事業所 に主任技術者 と して 従事 して い

たの は44％ に す ぎなか っ た。 また高等工業卒の 主任技術者の 中で 4 級以下に 相当す る

事業所 に従事 して い る割合が 63％ に もの ぼ っ て い る。
つ ま り帝大卒や高等工 業卒 とい

う高学歴者で は学歴に見合う以下の 事業所の 主任技術者に な る もの が過半数を占めて

い た 。 だが ， 4級相当以 下の 主任技術者が こ れ ら高学歴の 者に よ っ て 占め られた わけ

で は な く， これ らの 事業所で は工 手学校程度の 低学歴 の 者が大多数を 占めて い た。 こ

の よ うに事業規模 か らみ る と学歴間の 階層構造は 明確 に み られ た
。

そ の うち こ の 時期

に 急増 した 4 級相当の 事業所の 主任技術者 は 高等工 業卒業者 と工 手学校卒の 検定合格

者 に よ っ て担 われ て い た とい え よ う。

　で はそ れぞ れ の 学歴 を もっ もの が どの 程度の 等級を もっ て い たの か 。 表 4 に よ る と
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図 5　 学歴別主任技術者数

人

数

明 治42　 明 治44　 大正2　　大正 5　　大正7　 大正 13　年

　　明 治 43　 大正元　　大正 4　 大正 6　 大正 10　 大正 14

（注）　 ・大正 3
， 8t9 ， 11， 12年 は デ ー

タ欠落 。

　　　
・その 他高 等工 業は，帝大選科，外国大学 ． 明治専門学

　　　校，旅順工科学堂 の 合計 。

　　　
・工 手学校程度は ， 大正 2年 まで は工 手学校，その 他電

　　　　気学 の 合計 。

大正 14年時点で 工手学校程度の 者は88％が 4 級以下で ， 彼 らが 3級以上の等級を得る

の はか な り困難 で あ っ た と考え られ る 。 高等工業卒業者も半数以上が 3 級に とどま っ

て い た 。
つ ま り学歴 と等級の 関係 に っ い て は学歴 に対応 した 等級以上 の 資格を もっ 主

任技術者 もい たが ， 学歴間の 階層差が そ れに よ っ て 逆転す るまで に は至 らなか っ た と

い え よ う。

　以上 の デ
ー

タか ら明 らか に な っ た よ うに
， 主任技術者の 資格制度が もた らした帰結

は ポ ス ト が 増加す る 中で 低学歴の 者 を 中小事業所 の 主 任 技術者 に就 かせ た こ とで あ

る 。 資格 の 供給過 剰に もか かわ らず高い 学歴や資格を持 っ もの が低い 学歴や資格を持

っ もの を排除 した わ けで はなか っ た 。 で は なぜ この よ うな 「すみ わ け」 が成立 しえ た

の で あ ろ うか 。 次に 学歴別に こ の 職務に 対す る意味づ けを比較 しよ う。
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図 6a　 事業別学歴構成比

電 気供給
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　明治42 明 治43 明 治44 大 正元 大正 2　 大 正4　大正 5　大正 6年

　（注 ）　 ・大 正 3 年は デ
ー

タ欠落。
　　　　・その 他高 等工 業 は ，帝大選科，外属大学，明 治専門学

　 　　 　 　校，旅順 工科学 堂 の合 計。
　　　　・工 手 学校 程度 は，大正 2年 まで は工 手 学校，その他電

　 　　 　 　気学 の 合計。
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図 6b　事業別学歴 構成比

電 気鉄 道

0

　明治42 明抬43 明 治44 大正 元 大正 2　大正 4　大正 5　 大正6 年

（注〉　・大正 3年 はデータ欠落。
　　　・その 他 高等工 業 は ，帝大 選科，外国大 学，明 治 専門学

　　　 校鑒旅順工科 学堂 の 合計。
　　　・工 手学校程度は ，大正 2 年 まで は工 手学校．その 他電

　　　　気学の 合計。

図 60 　事業別学歴構成比
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兼営

明抬42 明治 43 明 治44 大 正 元 大正 2　大正 4　大正 5 大 正6 年

（注 ）　 ・大正 3 年は デ ー
タ欠 落。

　　　・
その 他高等工 業は ，帝大選科，外国大学，明治 専 門学

　　　 校，旅順エ 科学堂の 合計。
　　　・工 手学校程 度 は ，大 正 2 年 まで は 工 手学校，そ の 他 電

　　　 気学の 合計。
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表 3　事業所等級 と学歴 （大正 6年）

事業所等級 帝大 高等工業 その 他高等工業 工 手学校程度 そ の他 合計 （人数）

1級相当 87．743

．5

7．03

．6

3．54

．9

1．80
．4

0．00
．0100

．010
．7

（57）

2 級相当 59．122

．6

29．511

．7

4．54

．9

6．81

．3

0．00

．0100

．0

　 8．3
（44）

3 級相当 32．816

．5

4L421

．6

13．819

．5

10．32

．5

1．73

．6100

．010

．9
（58）

4 級相当 7．814
．8

26．953

．2
1L46LO 50．246

．4

3．728

．6100

．041

．2
（219）

5 級相当 3．12

．6
8．27
．2

4．19

．8

72．430

．0

12．242

．9100
．018
．4

（98）

6 級相当 0．00

．0

5．42

．7

0．00

．0

82，119

．4

12．525

．0

豆00．010

．5

（56）

総計

（人数）

2L6

正00．0

（115）

20，9100

，0

（111）

　 7．7100

．0

（41）

44．5100

．0

（237）

　 5 ．3100

．0

（28）

100．0100

．0

（532）

（532）

上 段　横％ （事業所等級別学歴構成比）

下段　縦％ （学歴別事業所等級構成比）

『電気事業要覧』大正 7年　532−533頁 「77，電気事業主任技術者数」 よ り作成

表 4　学歴 と等級 （大正 14 年）

学歴 1種 ・1級 2 級 2種 ・3 級 4 級 3種 ・5 級 6級 合計 （人数）

帝大 100，0683 0．00

．0

0．00

．0

0，00

．0

0．00

．0

0．00

．0100

．015

．7
（123）

高等工業 3L725
．0

12．751
．4

55．649

．7

0．00
．0

0．00
．0

0．00
，0100

．018
，1

（142）

そ の他高等工業 13．34

．4

L72

．9

85．032

．1

0．00

．0

0，00

．0

0．00

．0100

．0

　 7．6
（60）

甲種工 業学校 0．Oo

．o

0．00

．0

0，00

．0

14．73

．7

82，414

．7

2．91

．2100

．0

　4．3
（34）

工 手学校程度 0．61

、1

4．342

．9

6．915

．1

34．389

．6

36．667

．0

17，470

．9100

．044

．6
（350）

そ の 他 2．61

．1

1．32

．9

6．63

．1

11．86

，7

46．118

．3

3L627

．9100

．0

　9，7
（76）

総計

（人数）

22．9100

．0

（180）

　 4．5100

．0

（35）

20 ．3100

．0

（159）

17．1100

．0

（134）

24．3100

．0

（191）

11．0100
．0

（86）

100．OlOO

．0

（785）

（785）

上段　横鰐 （学 歴別 等 級構成比）

下段　縦 ％ （等級別学歴構成比）

「電 気事業要覧』昭和 2年 881頁 「54．電気事業主任 技 術者数 （其 二 ）」 よ り作成
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4． 「逓試受験熱」 と主 任技術者観

　帝大卒と工 手学校 レ ベ ル 卒の 技術者はそれぞ れ主任技術者の 職務に どの よ うな意味

づ けを行 っ て い た の で あろ うか 。 まず帝大卒 の 技術者 に と っ て 中小事業所 の主任技術

者 は魅力的な もの で はなか っ た 。 これ は日本電気協会第27回総会で 主任技術者の 銓衡

検定 に つ い て の 建議案が検討 され た 際に 「小さ い電気事業者が主任技師を呉れ う と云

ふ の が 澤山 に あ りますが，一 向に行 くと云 う もの はな い，夫れは主任者に な らな くと

も大会社に居 る方が 宜い と云ふ人が多 い 為め で ある」（日本電気協会　1911， 44頁）と

い っ た認識が あ っ た こ とか ら もうか がえ る。

　一方工手学校 レ ベ ル 卒の 技術者 は， この 資格 を得 よ うと して 激 しい競争 を行 っ て い

た こ とが表 2 の 2種 ，
3種の 資格試験 申請者数か らうか が え る 。 こ の こ とか らこ の 試

験専門の 受験産業 も登場 した。
こ の 検定制度導入 とほぼ同時期で あ る明治40年に 開設

された電機学校に お ける通信教育
α

や 大正 14年 に 創刊 された受験雑誌 『逓試』
ca

はその

合格者数を競 っ て い た。 また電気科 を開設 した各種学校 も多数存在 した 。 こ れ らの 教

育の大部分 は私立で あ っ たた め ， その 存立 は需要の 大 きさ に かか っ て い たが， こ れ ら

の 教育 を支え る だ けの 需要が存在 した こ とは こ の 検定を受けて 主任技術者を 目指す も

の が多数存在 した こ とを示 して い ると考え られ る。

　 こ の 状況を当時の 言説か らみて み よ う。 工 学博士 の 伊藤杢二 は 厂日本 の電気教育特

に電気技術者試験検定を目的とす る向の 各種の 学校が本邦各地 に設立せ られ て 隆盛で

あ る こ とは誠に結構」 だが 「学生の 多数が単に技術者試験の 検定 と云 う事に の み重 き

を 置い て 」い るの はよ くな い と受験一辺倒の 電気教育を批判 した。

一方それ に 対す る

反対意見 と して 「今 日の実業教育 ， 就中工 業教育の 内で 電気工学位普及徹底 して居 る

もの は ， 先ず少な か ろ う。 此種の学校の 電気科は大繁盛 ， 而 も是 に反対 に公立の 工業，

市立の 補習学校の 案外繁盛せ ぬ と言ふ ，何 と言ふ 皮肉な事で はな い か 。 （中略）東京で

の 此種学校の 繁盛振は到底文部当局 の 御役人や 所謂教育者の 想像 も許 さぬ 程素振 しい

もの で あ る。 恐 ら く東京だ けで 内輪に 見て も萬を以 て 数へ られ る もの と思 はれ る」 と

その 教育の 成功 を主 張する もの もい た （逓試社　1926
，

197− 198頁）。
こ の 受験教育に

対す る賛否の 如何に 関わ らず， 「逓試受験熱」が高い とい う状況認識 は共通 して い た 。

　 で は な ぜ 「逓試受験熱」が生 じたの か。 彼 らが こ の 資格を求 あ た の は ， 先に 示 した

よ うに電気産業が基幹産業 と して 占め て い る位置の 重要性か らで はな か っ た ろ うか 。

しか しこ の よ うな 積極的意味あ い だ けで 彼 らが 競争 に駆 り立て られ た理 由を語 る こ と

は片手落ちで あろ う。 彼らに と っ て主 任技術者の ポ ス トとは ， 単 に 「ささやか な 出世
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の 手段」 と い うの み な らず高級技術者と職工 の 間に 挟まれた 中途半端な地位か ら雇用

状況が不安定で あ っ た 職工 に なん と して も転落 しまい と するた め の ポ ス トで はなか っ

た ろ うか 。 こ の よ うな切羽詰 ま っ た 危機感が体を壊 して まで 働 きな が らも受験勉強に

明け暮れ て い く人を生み 出した の で あろ う。 渋沢 （1953 ，
39頁）の 回顧談に よ る と 「当

時夜学校へ 通 っ て い た方を沢山技工 と して 御世話 した こ とが あ っ た
。

こ れ らの 諸君が

主 任技術者の 資格を得 よ うとされて
一
般に好学の 良風が あ っ て 結構で あ っ たが ，

一
面

に は優秀 な 生徒が 受験に夢中に な っ た為め に病気 に罹 り， 終 に試験 に は合格 した もの

の 斃れ た もの も少な くなか っ た
。 また 病気に か か らぬ 迄も元気を沮喪す る者 も屡々 見

た」 とい う。

　けれ ど もこの 「受験熱」 は そ れ だ けで 生 じた わ けで はな か っ た 。 対象時期の 範囲外

で はあるが ， こ の 資格が 主任技術者に な るた め だ けで な く， 官庁や 大事業所 に お け る

昇進 に 際 して も
一

定 の 役割 を果 た した側面 もあ っ た
ua

。 限定 され た事例 で はあ るが ， 2

種合格が職員層 へ の 昇格基準に な っ て い たの で はな い か と思 わ れ る。 その 後主任技術

者の ポ ス トが減少 した昭和期に お いて 検定試験 は む しろ こ の 昇進 の ため の道具 とされ

た 。 こ の よ うに 能力認 定 に よ る昇進 の 道具 へ と性格を 変容せ ざ るをえ な か っ た こ と

が ，結果的に は こ の 資格の 意義 を存続 させ る こ とに な っ た
。

　 〔事例 3 〕　 明治40年生 まれ→ 大正 13年実業学校卒業→ 大正 15年逓信省技工 → 昭和 2

　　　　　年逓試 2 種合格に よ り技術員に 昇格 → 昭和 7 年 1 種合格

　〔事例 4 〕 明治39年生 まれ → 大正 11年電機学校卒業， 逓試 3種合格→ 大正 13年同校

　　　　　高等科卒業，逓信省電気試験所試験員 → 大正 15年逓試 2種合格に よ り技術

　　　　　員に 昇格 → 昭和 2 年逓試 1種合格に よ り技手に昇格

　 〔事例 5 〕 明治37年生 まれ → 大正 8 年高等小卒， 九州電気軌道会社入社 → 大正 12年

　　　　　独学で 逓試 3 種合格→ 大正 13年逓試 2種合格 に よ り職員に 昇格 → 昭和 5年

　　　　　逓試 1種合格

5．　 おわ りに

　資格 は正規 の ル ー ト以外 の 人 々 に
一

定 の ポ ス トを開放す る装置 とな る。
こ れ らの

人々 に どの よ うな ポ ス トが開放され るかが その 資格の 性格を決定す るの で あ る 。 電気

事業主任技術者 の 資格の 場合，結果 と して 工 手学校 レ ベ ル 卒 を中心 とした低学歴の 者

を中小事業所の 主任技術者 に就かせ た 。 これは ア カ デ ミ ッ クな技術者 に と っ て は魅力

の ない ポ ス トで あ っ た が ， プ ラ ク テ ィ カ ル な技術者を結果的に ひ きつ けた 。

　こ れ を デ
ー

タか ら示す と ， 大事業所 に は帝大卒 の 技術者が ， 中小事業所 に は工 手学
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校 レ ベ ル の 低学歴 の 技術者が主 任技術者とな っ て お り， 学歴 に よ る 「すみわ け」がみ

られた 。 これ は帝大卒が増加 し彼 らの みで 主任技術者 の ポ ス トを独占可能な数を占め

るに い た っ て も， 工 手学校 レ ベ ル 卒が主任技術者数全体の 半数程度 を 占め続 けた点か

ら もこの 「すみ わけ」は続い て い た
。 帝大卒 ， 高等工 業卒の 高学歴者はそ の学歴 に見

合 っ た以 下の 事業所の 主任技術者 とな る者が 多か っ た が
， 工 手学校 レ ベ ル の 卒業生が

彼 らに よ っ て 主 任技術者の ポ ス トか ら排除され た わ け で は なか っ た 。
こ の こ とか ら

「学歴 イ ン フ レ」は存在 しなか っ た とい え よ う。 また 4級相 当以下の 事業所が そ れ に見

合 っ た等級の 者 によ っ て 占め られて い た こ とか ら 「等級 イ ン フ レ」 もなか っ た といえ

るだ ろ う。

　主 任技術者は必 ず しも事業所の 経営方針を左 右す る実権 を握 っ て い た わ けで はな

く， 単 に電気 に 関す る責任を担 っ て い た にす ぎな い
。 しか も電気の 事故の 責任 は署名

捺印した こ とに よ っ て すべ て 主任が負うこ とに な っ て い た こ とか ら
，

か な らず しも割

の あ う職務で あ っ た とは い え な い
。 しか し電気機械の 保守点検 とい う仕事 は電気事業

所の み な らず あ らゆ る企業で 求め られ た もの で あ り， こ の 資格を も っ て い れ ば 「く

い っ ぱ ぐれが な い 」 とい う認識を低学歴の 者に植え つ け たの で は ある ま い か 。
つ まり

こ の 資格 は彼 らに 満足 な生活保障を 与え る とい う期待を持 た せ た の で はな い だ ろ う

か。 しか も基幹産業で ある電気産業 に従事 して い るこ と も精神的 に彼 らを支え て い た

の で はな い だ ろ うか 。 も っ と もこ の 点は他産業の 資格 と比較す るこ とで 検証 すべ きで

あ ろ う。

　 な お先行研究 で は 曖昧で あ っ た プ ラ ク テ ィ カ ル な技術者群 の 養成 は電気事業主 任技

術者に 関 して は工手学校を は じめ とす る私立各種学校卒業生が母胎 とな っ て い た 。 公

立の 甲種工 業学校卒業生 は無条件に 5級の 資格が付与 され た に も関わ らず 『電気事業

要覧』か ら見 るか ぎり主任技術者 とな っ て い る もの の ご く一部を占め るにす ぎなか っ

た。

　本稿で は資格 の供給過剰 に も関わ らず ， 低学歴 の者が ほ ぼ資格の等級 に見合 っ た事

業所 の 主任技術者 の ポ ス トに 就い て い た こ とをデ
ータか ら示 した 。 これ は この 職務の

性格や そ の ポ ス トに 対す る学歴間の 認識 の違 い が あ っ た た めで は な い だ ろ うか 。 もっ

と も認識面で はまだ十分な考察が な され た とい うわ けで はな い 。 こ れ に は他 の 資格と

の 比 較に よ っ て こ の よ うな 「受験熱」が こ の 資格に特有の もの で あ っ たの か ど うか を

検討す る こ とが必要とな るで あ ろ う。 ま た本稿で は企業側が ど うい っ た経緯で こ の資

格 を採用 や昇進の 手段 と した の か と い う企業側か らの 視点に つ い て は考察 して い な

い
。

こ の 視点は現在 「人 材の 再活用」が叫ばれ る中で 資格が どの 程度採用や昇進 の 手
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段とな るか とい う問題ともっ な が っ て くる と思われ る。
こ の 視点か らも近代B 本に お

ける資格制度を よ り体系的に捉え る こ とが今後の 課題 とな ろ う。

〈注〉

（1） こ こ で プ ラ クテ ィ カ ル とは現場で 実際に 技術を運用す る もの を さ し， 理論的活動

　を中心 とす るア カ デ ミ ッ ク と対概念 をなす 。
こ れ は天野 （1965） の 区分に基づ い て

　い る。 また資格 とは特定分野 の 職業に従事するた めの 能力を証明す る もの を い う。

  　こ の 他に戦前か ら存在 した資格と して は無線通信士， 火薬類作業主任者な どが あ

　 る が電気事業主任技術者の 資格が 合格者数か らい っ て も最 もメ ジ ャ
ーな資格で あ っ

　 た とい え る。
な お当時の 資格制度全般 に わた る研究 は こ れ まで 行われて お らず今後

　 そ の 体系的研究が望 まれ る 。

〔3） こ こで は大正期まで を対象とす る 。 とい うの はそ れ以 降事業所数 が頭打ち とな っ

　 た点 ， また逓信省 の み な らず各政党 ， 事業者団体な ど もそれ 以 降の 時期に電気事業

　 の 国家管理 を図ろ うと計画 した 点 ， な どか らそ れ まで の 事業数の 拡大期 と は この 資

　格の 持 っ て い た意味が異な っ て い た で あろ うと思 われ るか らで あ る
。

こ の よ うな変

　化が 生 じたの は第 1次大戦後の 恐慌に よ っ て 過 剰電力が生 じ， その 結果電力会社の

　 独 占が進ん だ ため で あ る。

（4） 電圧を事業所規模の 基準と した場合， 大事業所を特別高圧 ， 中小事業所を高圧及

　 び低圧の 事業所 とする こ とが適切で あ る と考え られ る。 そ うす ると中小事業所数は

　 明治， 大正期を通 じて 全事業所数 の 9 割程度を 占め続 け た （「電気事業要覧』よ り算

　 出）。

（5） こ こ まで の 電気事業史の 記述は主 に栗原 （1964 ，
23− 305頁）に よ る 。 また通商産

　 業省 （1979， 3−146頁）， 逓信省 （1941，
112− 158頁）， 日本工学会 （1995，311−361頁）

　 等 も参照 した 。

  　電気事業所 には電気供給事業 ， 電気鉄道事業 ， 兼営事業の 3 種類が あ っ た。 兼営

　 事業 とは電気供給事業 と電気鉄道事業 の両方を兼営 して い る事業で あ る 。

一
方自家

　 用 とは個々 の 事業所の 仕事に 使用す る電気 を自分の 事業所で つ く っ て い た もの で あ

　 る 。 デ
ータの 関係上本稿で扱 うの は開業電気事業所の み で あ り，未開業電気事業所，

　 及び自家用の 事業所 は扱 わな い 。

　　 また こ の 資格の 区分の 呼称 は級別区分が 「等級」， 大正 10年改正以降の 種別 区分が

　 「種別 」 とな っ て い るが ， 本稿で は呼称を便宜上 「等級」 に統
一 して使用す る。

（7） 大正 2 年か ら10年 まで の 検定合格者数 6，105名 は ， 同期間 の 自家用 を含む事業所
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　増加数 2，375の 2．6倍 もあ っ た こ とか ら，資格所持者の 供給過剰が進 ん で い っ た と考

　え られ る。

（8） 主任技術者に は 兼任 も認 め られて い た が そ れ ほ ど多い もの で は なか っ た 。 とい う

　の は そ の 仕事の 性格上 ， 事業所の 近 くに 常駐 して い る こ とが 求め られ て い た た め で

　あ る。

（9） こ の 事例は加藤木 （1918，
1982−2002頁）に よ る。 こ の なか で と りあ げ られて い る

　電気事業主任技術者29人の 勤務先を事業種類別 に示す と， 特別高圧供給事業所 11人

　（大IE　7 年該当事業所数63の 17．5e／．）， 特別高圧兼営事業所12人 （同16の 75．0％）， 特

　別高圧 自家用電気工作物 3人 （同26の 11．5％）， 高圧 自家用電気工 作物 2人 （同93の

　 2．2°／。 ）， 他 1人で あ る。 こ の こ とか らこ の デ
ー

タ は 主 に 大事業所 の 主任技術者で

　あ っ て ， 大多数を 占め る中小事業所 の 主 任技術者 はと りあ げ られて い ない こ とが わ

　か る。 こ の うち事例として とりあげたの は，事業所開業前に主任技術者 とな り， 開

　業直前あ るい は開業直後 に他の 職場 に転 出 した もの で あ る。

ae） 大正 5年の 電気事業所数は 546で あ っ た 。

一方こ の年の災害故 障件数は 『電気事業

　要覧』に よ る と全 部送電中止が 358件，

一
部送電中止が 1

，
875件， 送電不完全が 31件，

　そ の他 の災害故障が 592件 で 総計 2，856件 の 災害故障が 起 きて お り， 1事業所平均で

　5．2件とな っ た 。

qD 明治 43年 に 開始 さ れ た こ の 制度 は講義録 に よ る もの で t 添付 の 試験問題 で 平均点

　が合格点 に達 した場合 に修業証書を， さ らに希望に よ っ て 卒業試験を受 けさせ ると

　 い う もの で あ っ た （電気学校　 1933， 31−32頁）。 また 電機学校で は大正 3 年以降 ，

　通信教育の 他に電気雑誌 と して 『OHM 』を出版 して い た 。
こ れ は逓試 の 問題解答の

　み な らず さ まざ まな電気に関す る内容を掲載 して い た （電気学校　 1933
， 64− 70頁）。

（12） 逓試 と は電気事業主 任技術者検定試験の 通 称 で あ る。 逓信省が 行 う国家試験で

　 あ っ た こ とか ら当時 こ の よ うに呼ば れて い た。

（13） こ の 事例 は 『逓試』 に よる 。 昭和 5年か ら昭和 7年まで の 1種合格者の 略歴 が掲

　載 されて い る 11名 の うち ， 昇進 と資格等級 の関係が示 され て い る もの 3 名をと りあ

　 げた 。
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