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■　書　評　■

今田幸子 ・平田周一 　著 （奥田健二 監修）

『ホ ワ イ トカ ラ
ー

の 昇進構造』

明治大学 岩 内 亮
一

1　 重層的 な昇進構造

　 こ の 本 は 製造業 OLL 社 （仮名） の 男

性 ・事務職 と技術職の 7，937名を対象に

して ， その 経歴を集計分析 した結果を主

要 な材料 として 書かれた もの で あ る。 日

本的キ ャ リア の 謎， ピ ラ ミ ッ ドの 謎，年

功昇進 の 謎 ， 職務 ロ ー
テ

ーシ ョ ン の 謎 ，

日本的キ ャ リア の 検証 ， 結論 と展望な ど

の 7 つ の 章に よ っ て 構成され て い るが，

関心 の焦点 は何 とい っ て も
“

昇進
”

っ ま

り組織内の 縦の 移動で ある。 男子の ホ ワ

イ トカ ラ
ー

層の 昇進過程が ど うな っ て い

るか を量 的分析 を通 して 明 らか に して ，

次 の よ うな結論が導 き出されて い る 。

　  初期キ ャ リア の 段階で 適用 さ れ る

ル ール は一
律年功型 と呼ばれ る。 大卒者

は 5年目まで ，
そ して 大学院修了者は 3

年 目まで は 例外 な く同 じ資格 に まで 昇格

され る。

　  中期 キ ャ リア に お い て 適用 さ れ る

ル ー ル は昇進 ス ピ ー ド競争型 と呼 ばれ

る 。 大卒で は 6 年 目の主事 1級 の 資格へ

の 昇進 （正確 に は昇格）の 段階で ，上位

へ 昇 格 す る者 とそ うで な い 者 に 分 か れ

る 。 6年 目以降の 早い 時期に お い て ， 昇

格年数 の 差は小 さ く， よ り上位 の 資格の

段階で はそ の 差 は大 きくな る 。 しか し係

長 ， 課長で も， 昇格 ・昇進 が早か っ た者

も遅か っ た 者が 同
一

資格 に 並 ぶ こ とが あ

り， ト
ー

ナ メ ン ト競争で は ない 。 これが

昇進 ス ピ ー
ド型 昇進 と呼ば れ る ゆ えん で

あ る 。

　  後期キ ャ リア に適用 され る ル ール は

トーナ メ ン ト競争型 と呼ばれる 。 課長以

降の昇進の 段階 に お い て は ， 昇進 の差が

よ り明確 に な り， なか に は昇進 しない で

滞留す る者も出 る。 課長昇進の フ ロ ン ト

ラ ン ナーは，次長，部長 におい て も昇進

が 早 く， 課長 昇進 時 が 遅 い ミ ド ル ラ ン

ナ
ー

や フ ォ ロ ワ
ーズ はそれ よ り上位の昇

進 に お い て フ ロ ン トラ ン ナ
ー と逆転す る

こ とは非常 に 困難で ある 。 筆者 らは これ

を重層的な選抜に 基づ く昇進構造 と呼ん

で い る。

　 こ こ で OLL 社の 資格制度 に つ い て 若

干の 説明を して み よ う 。 資格区分 は 大 き

く担当 ， 主務 ， 主 事 ， 主 管 ， 管理 職格 と

分 け られ て い る。 各資格区分 の 内部 はさ

らに 級 （ラ ン ク） に分け られ
， 担当は 5

級 か ら 1級 まで 5 段階， 主務は 1， 2級 の

2段階 ， 主 事 も 1
， 2級 の 2段階 とな っ て

い る。 主管 に は級分 けが な い
。 管理 職格

は ， 係長格 ， 課長格 ， 次長格 ， 部長格 と

4 つ の 資格 に分 け られて い る。 そ して 課

長格以 上 に は等級 区分 が つ け られ て い

る 。 すなわ ち課長格 は 1お よ び 2等級，

次長格は 3 お よ び 4 等級，部長格 は 5 お

よ び 6等級 とな っ て い る 。 しか も さ らに
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複雑な点は ， 係長格か ら部長格に い た る

管理職の 4 つ の 資格と役職 との 相応関係

で ある 。 役職 は マ ネージ ャ
ー
系列 （班長 ，

室長く 工場長 〉 ， 部長）， ス タ ッ フ 系列

（主任部員 の み）の 2系列が あ り，マ ネー

ジ ャ
ー系列の 3 っ の 役職 と係長格 か ら部

長格 に い た る 4 資格が パ ラ レ ル で は な

い
。 例え ば次長格 の 資格保持者は役職，

班長，室長 ， 部長の どれか に任ぜ られる

の で ある 。 室長は係長格か ら部長格 に い

た る 4 つ の 資格保持者に よ っ て 任ぜ られ

る 。 と こ ろ が ス タ ッ フ 系列 は部下を もた

な い主任部 員一本で あ り， 係長格か ら部

長格に い た る 4 っ の 資格保持者 と も役職

上 は主任部員に 位置づ け られ て い る。
こ

れ ら資格 ， 役職 ， 等級の 関係 は 複雑で あ

るが 図を見れ ば容易 に理 解で きる 。 なお

筆者 らは昇進の 集計分析に あ た っ て 資格

系列を 用 い て い る 。 こ れ は OLL 社の 資

格制度が ユ ニ ー
ク な もの で あ る が ， 係長

格以一ヒの 昇格が 昇進過 程を分析す る の に

好都合で あるか らで あろ う。 とい うの は

係長格か ら部長格 まで が 4 っ の 資格 区分

に よ っ て 構成 されて い て ， 競争的な昇進

状況を観察 する の に適 して い るか らで あ

る と考え られ る 。

2　 職務 ロ ー
テ

ー シ ョ ン の 分析

　職務移動 は横 の 移動で あ る とと もに ，

従業員の キ ャ リア形成の 面で も重要で あ

ると する観点か ら， まず職務間の 移動頻

度が扱わ れ る 。 職務分布，職務分類の 幅

に よ っ て 移動の 距離が異 な る ため，職務

の 大分類 ， 中分類 ， 小分類 ごと の 移動が

検討され るが ， 最終的に は大分類の 職務

間移動 ， 職務内移動が 問題 と され る 。 そ

の 移動が ， 事務職 と技術職 との 間で ， ま
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た学歴 に よ っ て異な る こ とが明 らかに さ

れ た 。

　 つ い で 職務 内容 ， 移動の 中味をよ り詳

細 に み る た め に，す べ て の 移動 を合算す

る統合職務移動表が作成される。
こ れ は

移動元職務 と移動先職務の ク ロ ス 表で あ

る。 統合職務移動表か ら職務別同職率 と

流 出率 が 算 出 され る。
こ の 職務 別 同職

率，流出率が大卒事務職，大卒技術職に

つ い て 対比 され る 。

　 さ らに， ある職務か らあ る職務へ 移動

す る傾向が，他の 移動 と比 べ て 強い か弱

い か とい う職務間の 関連 の 強 さを知 るた

め に ロ グ リニ ア 分析を用 い て 職務移動 の

構造が検討 され る 。 そ の結果 と して ， 職

務移動の レ ジ ー ム は，「同
一

職務内で の

移動 と職務間 の ラ ン ダ ム な 移動 との 合

成」 とい え る。
こ の 傾向は事務職 に よ り

明確で あ り， 技術職 で は ラ ン ダム な移動

が相対的に少な い
。

　著者 らは ， さ らに部長の 長期 に わ た る

キ ャ リ ア を洗 い 出 して ，
キ ャ リア

・パ

タ ー
ン を 析 出 して い る 。 そ れ は一

貫型

（完全
一

貫型 と不完全一
貫型 を含む），移

籍型 （完全移籍型 と不完 全移籍型を含

む）， 流動型の 3 っ の 型で ある 。 こ の 3 っ

の 型 の 分 布 は ，

一
貫 型 33．7°

／。 ， 移 籍型

38，9％ ， 流動型 27．4％ とな っ て い る。

3　 多様な解釈の 可能性

　最後の 章 「日本的キ ャ リア の 検証」で

は ，   イヴ ェ ン ト ・ヒ ス ト リ
ー
分析，  

大卒者の 昇進過程 ，   職務間移動 と昇進

の 3 点 に っ い て 分析を加 え て い る。
こ こ

で は新 た な 資料の 追加 に よ っ て ， 大卒者

の 課長 に昇進す る ま で の ス ピー ドが それ

以 降の キ ャ リ ア に 重要性 を もっ こ と ， 職
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務移動 は フ ァ ジ ィ な構造を示すが遅 れて

課長 に な る者 ほ ど昇進時に 職務移動がお

きて い る こ とな どが 明 らか に さ れ て い

る 。

　 以上 ， こ の 本の 紹介に か な りの 紙幅を

費や して しま っ たが ， それ で も説明の 足

りな い と こ ろ が あ る こ とを お そ れ て い

る 。 昇進 に 関す る問題は，学歴主義 ， 社

会的選抜，企業社会に お け る地位の 分配

な どの 観点か ら
， 本学会の 多 くの 会員の

関心の 的とな っ て きた。 この 本 は
一

企業

を ケ ース に して
“

生 の 人事デ
ー

タ
”

を子

細 に 分析 し， 三層 の 昇進 ル
ー

ル が存在 し

て い る こ とを確認 して い る点で 貴重 な 業

績で あ る。 1 つ の ケ ース 分析で あ るが 日

本の 企業の 昇進管理の 典型を ， こ こ に み

て と る こ とが で きよ う。 しか しい くっ か

の点で 著者 らとは異な る観点か ら異な る

解釈を加 え る こ と も可能で あ る と考え ら

れ る。

　第 1 に OLL 社の 昇進 の 実態が 日本の

大企業全体の な かで どの よ うに 位置づ け

られ るか が問わ れ る。 1975年 ごろは多 く

の 大規模製造業企業が 大胆 な組織改革 を

断行 した 時期で あ る 。 第 1次石油危機 の

直後で 生産調整が あ り ， 人事制度 も改定

され た 。 い くっ か の 企業は課長制度を廃

止 した 。 と こ ろが非製造業の あ る業種で

は石油危機 の 影響 が 少 な か っ た。 OLL

社お よ び同社 が 属す る業種が 日本 の産業

全体の なか で どの よ うに位置づ け られ る

か 。 新 しい 人事制度 と昇進管理 シ ス テ ム

が ど う変わ り，そ の後 どの よ うに運 用 ・

改変 され て ル ール が形成 され た の で あろ

うか 。 課長職を廃止 した が 資格名に 課長

格が 明示 され た の は い つ で あ り， なぜで
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あ っ た の か。
こ れ らを明 らか に すれ ば昇

進ス ピ ー ド競争型が明確化 した背景を説

明す る こ とが で きよ う。

　 第 2 は資格， 役職，等級との 関係で あ

る 。 企業内資格制度の 歴史の な かで 1970

年代中後半に は職能資格制度を採用する

企業が 出現 した が
， 多 くの 企業 で は資格

は給与 との 結び っ きが 強か っ た。 当時 ベ

ビ ーブーマ ーが30歳台に 集中 し管理 職候

補者が大量 に滞留 して い た 。 そ の 候補者

を あ る段階の 資格に 昇進 させ ，管理職位

就任に待機 させ っ つ 非管理 職者 に給 与で

遇 して い た。 OLL 社 で は 円高が進行 し

っ っ あ っ た 1986年に 給与 を資格か ら分離

す る制度改革 が とられた よ うで あ るが
，

そ の 理 由は ど こに あ っ たの か 。 著者 らは

報酬体系が威信 （資格），権限 （役職），

賃金 （職能） の 三 元構造 と して ル ール 化

され て い る と結論づ け られ て い る 。 職能

加給の 比率が高 い賃金体系が導入 されて

い る と して も， 昇給の た め の 査定 と昇格

昇進の た め の 査定 を明確 に分離 して い る

企業 は少 ない 。 た だ し業種 に よ っ て は昇

格昇進 の た め の試験を課 して い る企業 は

か な り増え て きて い る 。 最近 で は非管理

職者の 残業手当が激減 して い る 。 とす れ

ば役職 に加給が つ い て くる と解す る方が

妥 当で はな い の か 。 OLL 社で は 資格上

の課長格〜部長格に 等級を設 けて 経済的

な報酬 を与え て い ると され るが ， そ こ で

は等級数が少な い ため，資格 と等級 を区

別 して ，前者で 威信を賦与 し後者に よ っ

て 給与面で 処遇す る とは判断 し難い 。 も

し OLL 社 の 人事部が ， 資格 に威信 的要

素 しか認 め な い とすれ ば ， 人的資源管理

の 基本が問われ る で あ ろ う。 職能資格制
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