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日本型経営システムにおける労働管理

吉 田 和 男

1日 本の労働者は何故モラールが高いか

日本 型 経 営 シ ス テ ムの 中 で,一 括 支 払 い賃 金 で あ る年功 序 列 賃 金 で あ り,終

身雇 用 制 度 で 身分 が 安 定 して い る とす れ ば,な ぜ,労 働 者 は働 くのか とい う疑

問が 生 じる。 一 般 に,労 働 者 を働 か せ る に は,労 働 へ の イ ンセ ンテ ィブ あ るい

はサ ンク シ ョン を提 供 しな けれ ば な らない 。 そ して,労 働 密 度 を上 げ,よ り水

.準 の 高 い 労働 の た め に教 育 ・訓 練 に参 加 させ,よ り高 い技 能 ・知 識 を発 揮 させ

る こ とが経 営 に と って重 要 で あ る。 す なわ ち,賃 金 は労 働 を引 き出 す イ ンセ ン

テ ィブ構 造 そ の もので あ る。 ま た,労 働 密 度 が 低 い 者 に は解 雇 に よ って サ ン ク

シ ョ ンを与 え る こ とで労 働 密 度 を高 くす る。 しか る に,年 功 序 列 賃 金 ・終 身雇

川制 度 は,典 型 的 な場 合 は年 齢 働 続 年 数)と い う全 く外 生 的 な パ ラメ ー ター

を基 準 と して 賃 金 が 支 払 わ れ,...殻 的 な イ ンセ ンテ ィブ構 造 を持 って お らず ,

解 雇 とい うサ ンク シ ョン もな い。 この 考 え方 か らす れ ば,年 功 序 列 賃 金 ・終 身

雇 用 制 度 は,労 働 を 引 き出す こ とに矛 盾 す るの は 明 白 で あ る。

伝統 的 な経 済 理 論 にお け る労 働 の イ ンセ ンテ ィブ は賃 金 で あ り,労 働 を引 き

出す た め の基 本 とな る。 この こ とは,労 働 の 目 的 は賃 金 で あ る こ とか ら明 らか

で あ る。.企業 内 の 賃 金 が 労働 市場 に お け る賃 金 と裁 定 関係 にあ る こ とは労 働 を

引 き出 す 基 本 で あ る。 こ こで は,企 業 内 の労 働 者 の モ ラ ー ルが 低 けれ ば,企 業

ぱ市 場 で よ リモ ラー ルの 高 い 労働 者 を雇 うこ とが 有 利 に な り,現 在 の労 働 者 を

解 雇 す る こ と とな る。 労働 市場 の条 件 よ り良 い 条 件 を オ フ ァー して い る企 業 で

は,労 働 者 は 首 を切 られ な い ため に,一 生 懸 命 働 くこ と にな る。 企 業 は労 働 意
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欲 の少 な い 労働 者 の首 を切 り,よ り意 欲 の 高 い労 働 者 を導 入 す る 自由 が あ る こ

とで 労 働 者 の モ ラー ル は維 持 され る。 首 を切 られ る こ との恐 怖 はモ ラー ル を 高

め ざ る を えず,ま た,労 働 に応 じて賃 金 を支払 う制 度 で あれ ば,労 働 者 は よ り

大 き な 賃 金 を 求 め て モ ラ ー ル を 高 く し,よ り ょ く働 く こ と に な る。Katz

(1986),Stiglitz(1986),Weiss(1990).な どの 主張 す る効 率 賃 金 仮 説 の 前 提 は 労働

者 の モ ラ ー ル は賃 金水 準 に依 存 す る こ とで あ る。す なわ ち,賃 金 とい う アメ と

解 雇 とい う ムチ が 労働 者 を働 か せ る イ ンセ ン テ ィブ とサ ンク シ ョ ンに な り,こ

れが 資 本 主 義 的 経 済 の 高 い効 率 の基 本 に な って い る。

ま た,企 業 は労 働 者 を管 理 す る こ とに よ っ て よ り高 い モ ラー ルを労 働 者 か ら

引 出 し,高 い効 率 を得 る こ と に な る。企 業 が 労 働 者 の モ ラ ー ル を高 く維持 し,

生 産 の 効 率 を 上 げ る た め に は,マ ネ ジ ャー を 置 き,労 働 者 に よ りモ ラー ルの高

くな る よ うな 仕 事 を与 え る と共 に,労 働 の状 況 を モ ニ ター して,的 確 に勤 務 状

況 を査 定 す る こ とに よ っ て賃 金 を操 作 して,モ ラー ル の維 持.を図 る こ と にな る。

しか しな が ら,日 本 型 経 営 シ ス テ ム にお い て は,内 部 労 働 市 場 が外 部労 働 市

場 か ら分 断 さ れ て お り,両 者 の 問で 裁 定 され る こ とは な い。 した が って,労 働

者 は モ ラー ル が 低 い こ とに よ っ て首 を切 られ る心 配 は な い。 また,賃 金 の 支払

いが 年 功 に よ って 支払 われ る ので,賃 金 が 労働 を 引 き出す 力 は弱 い 。 た と え,

他 社 よ り高 い 賃 金 を 受 領 して い て も,解 雇 され る こ とが な い ので 自 由 にそ れ を

享 受 で きる。 貨 幣 的 な 賃金 が働 い て も働 か な くて も同 じで,し か もモ ラー ル が

低 くて も解 雇 され な い の で あれ ば,労 働 の 質 が低 下 し,企 業 全 体 の 労 働 モ ラー

ルが 低 くな る こ とは伝 統 的 な理 論 か らの 判 断 で な く と も容 易 に推 察 され る。

しか しなが ら,言 うま で もな く,日 本 の労 働 者 の モ ラー ルは他 の諸 外 国 と比

較 して高 く,生 産 性 の 高 さ は比 較 す る まで も ない 。 ま た,労 働 の モ ラー ルの 高

さ は製 品 の質 に極 め て 大 きな影 響 を与 え,日 本 の 労働 者 の モ ラー ル の高 さが 日

本 製 品 を高 品 質 と し国 際競 争 力 の源 泉 に な っ てい る こ とは 万 人 の認 め る とこ ろ

で あ る。

日本型 経 営 にお け る賃 金 の イ ンセ ンテ ィブ要 素 と して は ブル ー カ ラー を.含め
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て ボ ー ナ ス制 度 の 存 在 や プ ロモ ー シ ョ ンに伴 う長 期 的 な利 益 を 上 げ る こ とが で

きよ う。 しか レ,こ れ で 十分 な説 明 とは言 え ない 。 吉 田(1995A)で 示 した よ

うに,日 本 の 年功 賃金 が制 度 的 な利 益 を生 じ,保 険 機 構 と して機 能 す る。 そ し

て,そ の 差 は 小 さ く と も相 対 的 に よ り大 き な所 得 を享 受 で きる の は社 内 にお け

る プ ロモ ー シ ョンに よ っ て社 内 分 配 にお け る有利 な取 扱 を受 け る こ と に よ る競

争 も考 え られ る。 吉 田(1994>.の 示 す 「講 」 で あ る派 閥 に認 め られ るた め に努

力す る こ と も あ る。 また,ボ ー ナ ス に よ る分 配 は貨 幣 的 な イ ンセ ンテ ィブ機 能

を 持 つ こ とは 間 違 い が な い。 しか し,こ れ らを も って 労 働 者 が 総 体 と して モ

ラー ル が 高 い こ と を主 張 す る に は無 理 が あ ろ う。 また ,お そ ら く日本 型経 営 シ

ス テ ム を さ ま ざ ま な諸 外 国 に導.入した と きに 同様 の効 率 を得 られ る保 障 は な い。

日本型 経 営シ ス テ ム と 同様 に,平 等 を重 ん じ,労 働 に対 す る貨 幣 的 な イ ンセ ン

テ ィブ の小 さ い社 会 主 義 諸 国 で は労 働 の モ ラー ルが 著 し く低 か った こ とを考 え

る と,平 等 が 高い モ ラ ー ル を生 む こ と もあ りえ ない 。 なぜ 日本 の労 働 者 は よ く

働 くのか を伝 統 的 な経 済 学 の議 論 で 解 明 す る こ と は非常 に難 しい。 と もか く過

労 死 まで 引 き起 こす 労働 へ の志 向 を貨 幣 的 イ ンセ ンテ ィブに よ る合 理 性 か らは

説 明 で きな い こ とに な る。 一 般 的 な議 論 は 終 身雇 用 に よ っ て育 まれ た 企 業 へ の

忠 誠 心 とい う こ とに な る。 しか し,日 本 の労 働 者が なぜ 忠 誠 心 が 高 い の か儒 教

道 徳 の せ い で あ ろ うか 。 中 国 や 韓 国,ベ トナ ム は 日本 よ わ もっ と儒 教 的 で あ る

の に 日本 の労 働 者 の よ うに高 い モ ラー ル を維 持 して い る よ うに思 え な い。 ま た,

欧米 人 に は忠 誠 心 が な い のか,な ぜ 終 身雇 用 は忠 誠 心 を 高 め る の か,等 々 の疑

問 に答 えね ば な ら ない 。 シ ステ ム のあ り方 と関 連 さ せ て 分析 しな けれ ば意 味 の

ない こ と とな る。

HB本 型労働管理

日本 企 業 に お け る労 働 管 理 の あ り方 は,欧 米 の もの と は大 き く異 な る。 吉 田

(1993>,(1995B)の 示 す よ うに,日 本 企 業 の管 理 職 は直 接 的 な 労働 者 の管 理

は殆 ど行 わ ず,そ の ほ とん どが 職 場 の 労働 者相 互 間あ るい は各 セ ク ター 間,職
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揚 間の 調 整 の仕 事 が 中心 とな る。 欧米 に顕 著 な ヒエ ラ ル キー ・シ ス テ ム に お け

る直接 的 な 監視 ・管 理 と比 較 す れ ぼ,各 現 場 の労 働 者 の 自主 性 を重 ん じて全 体

の 効 率 を高 め よ う とす る。 実 際,管 理者,経 営 者 の仕 事 の ほ とん どは シ ス テ ム

の 企 画 で もな け れ ば,労 働 の 直 接 管 理 で もな い。 管 理 者 の 意 識 の 中 心 は働 きや

ず い 環境 づ く りで あ り,そ の様 な環 境 の結 果,高 い 労 働 の 効 率 性 が 生 まれ る。

そ して,職 場 の 長 は そ の職 場 の代 表 と して 他 の 職 場 との調 整 に 当 た る こ とは 一

般 的で あ る。 自分 の 部.下が他 の部 局 と相 克 を起 こさ な い で,現 場 が 円滑 に動 け

る よ うにす る のが 「長 」 に期待 さ れ た職 務 で あ る。 欧 米 の よ うな労 働 者 に対 す

る指 令 と監 視 を 中心 とす る 「長」 で は な い。

また,賃 金 も労 働 市 場 で 決 ま る労 働 の価 格 で な く,.吉 田(1995A)で 示す よ

う な 「講 」 に お け る 「山分 け」 で あ り,直 接 的 な.インセ ンテ ィブ構 造 に は な っ

て い ない 。 濱H・ 公 文(1982)の 指 摘 す る よ うに,日 本 型 集 団 主 義 と して追 求

す るの は 集 団 の利.益を経 由す る個 人 の利 益 で あ る。

欧 米 の経 営 管 理 論 は管 理 す る者 と労 働 者 の 間の 上 下 関係 に 重 点 を お き,労 働

者 相 互 間 の相 互作 用 を無 視 して きた。 労 働 者 は確 か に 賃 金 に よ っ て労 働 市 場 か

ら雇 わ れ,管 理 者 の司 令,す な わ ち,情 報 管 理 の 下 に 労働 を提 供 す る こ とに な

る。 しか し,現 実 の労 働 にお い て は管 理 者 か らの 情 報 と同 様 に 労働 者 間 の情 報

が 重 要 な役 割 を果 たす こ とが 日本型 経 営 シ ステ ムの 特 徴 で あ る 。

青 木(1.984)は 経 営 者 は株 主 と労 働 者 の レフ リー で あ る こ とを指 摘 して い る

が,経 営 者,特 に部 門 に責任 を持 つ.E級 管 理 者,中 間 管 理 職 に とっ て は,株 主

と労働 者 の 関係 に留 ま らず,労 働 者 間,特 に部 門 間 の レフ リー で あ る こ とが 日

本 型 経 営 シス テ ム の特 徴 で あ る。 この様 な 日本 型 経 営 の 管 理 に 対 す る考 え方 を

西 欧 流 の ヒエ ラル キ ー ・シス テ ム に求 め て も意 味 が な い 。

また,赤 岡(1989)の 示 す よ う に,ヨ ー ロ ッパ にお け る新 しい企 業 シス テ ム

の分 析 と して ボ ルボ ・カ ル マ工 場 の研 究 が あ る。 これ は伝 統 的 な 資 本 家一 労 働

者 の対 立 図 式 を 脱 し,共 同行 動 の シ ス テ ム と して新 しい経 営 管 理 を 求 め よ う と

す る もの で あ る。 吉 田(1993)(1995A)の 示 す 「講 」 は,そ の リー ダ ー は 世



日本型経営システムに将ける労働管理(383)5

話 役 で あ って,調 整 が 主 た る仕 事 と な る。 そ こで は,自 発 的 な人 々 の 集 ま りに

よ って 形 成 さ れ る 。 日本型 経 営 シ ス テ ム は ス ウ ェー デ ンに お け る コー ポ ラテ ィ

ズ ムの 経 営 を 超 え て,吉 田(1995B)の い う 「ホ ロ ン型 経 営 シ ステ ム」 とな っ

てい る。 そ こで,日.本 型 経 営 シ ス テ ムの 特徴 を協 調 を軸 に シ ステ ム の特 性 を検

討 す る こ とが必 要 とな る。

す なわ ち,日 本 型 経 営 シス テ ム に おい て は,構 成.貝問 の 自発 的 な係 わ りが 重

要 とな る。 経 営 管 理 シ ステ ムが ネ ッ トワ ー ク型 で労 働 者 間 の共 通 情 報 を基 礎 に

自発 的 な調 整 が 行 わ れ る とす れ ば,問 題 は労 働 者 が どの 様 な姿 勢 で 仕 事 に向 か

うか の 問題 と な る。 事 実,管 理 職 の仕 事 の大 半 が 部 下 の 「や る気 」 を高 め る こ

とに おか れ る。

IIIIsingモ デル

そ こで,労 働 者 が 職 場 内 の 自発 的 な調 整 関係 を前 提 と して行 動 す る シ ス テ ム

を 考 え る た め,Isingモ デ ル を導.人す る こ と とす る。Ising(1925)に よ っ て 始

め られ たIsi㎎ モ デ ル は,物 理学 にお い て磁 性 体 の研 究 か ら始 ま り,広 く物性

研 究 や ニ ュー ロ ・コ ン ピ ュー ターの 研 究 に用 い られ て い る モ デ ルで あ る(こ の

ア イデ アはLenzに よ っ て 与 え られ た も ので あ る が,Isingモ デ ル を含 め,磁

性 体 モ デ ル に つ い て の 詳 しい説 明 はEllis(1985),深 尾(1987)を 参 照)。 これ

は図 ユの よ うに,鉄 や コバ ル トの よ うな強 磁 性 体 が 磁 力 を持 つ の は,磁 性 体 の

要 素 の磁 力 の方 向が 一 致 してい るた めで あ 図1磁 力のない場 合

鍛 離 離醗糠 葺 ℃鋼禁 論
つ こ とに な る。 一 旦,磁 力 を持 つ と各要 素

は近 隣 の要 素 の磁 力 に よ って拘 束 され,一 磁力 のあ る場合

定 の方 向 に維 持 され る。 この よ うに して,S[■NS[6S[-NS[-N

SIS[]■NS[]■hS〔-■NS[]■NIN磁 力 を維 持 す る こ とに な る
。 す なわ ち,各

SEMNS園NS■NS□N

要素間関係が磁力を作ることとなる。これ
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図2

磁力の強 さ

第156巻 第5号

.は 図2の よ う な ヒ ステ リ シ.スを示 す こ

とに な る。

この構 造 の ア ナ ロ ジー と して,要 素

間 関係 に よ る拘 束 に よ って 一定 方 向 に

自己組 織 化 され る メ カニ ズ ム を考 え る。
N

鵬 の強 さ い ま・ よ り簡 単 で 日本 型 経 営 シ ス テ ム

の現 実 的 なモ デ ル と して適 用;り.能な も

の を考 え るた め に,第 ∫番 目の労 働 者

の 状 態 変 数 をx,と す る。 この 状 態 変

数 は,二 つ の状 態 が あ る とす る。 す な わ ち,

紛={一1,1}(1)

で あ る と し,1は,労 働 者 の モ ラ ー ルが 高 く ・生 懸 命 に働 こ う とす る状 態 を示

し,一1は モ ラ ー ルが 低 く怠 け よ う とす る状 態 を示 す もの とす る。 企 業 全 体 の

労働 者 の確 率 分 布 が モ ラー ル を示 し,平 均値 が 高 い こ とが 労 働 の密 度 を高 くす

る こ と にな る。

企 業 に雇 用 され る労 働 者 は全 員 でN人 い る と して,そ れ ぞ れ の労 働 者(今,

ゴ番 目 とす る〉 が 彼 を 取 り巻 く労 働 者 と の 関 係 か ら作 る ポ テ ン シ ャル 関 数 弄

(す なわ ち,企 業 の 中の 緊張 度 や 不 快 度 の水 準)を

弄=Σ ノ鼠 銑 一π髭)2一μ石馬(2)
た

とす る。 す な わ ち,第1項 に つ い て は,自 分 以 外 の者,第k番 目 の者(こ れ

はi以 外 の全 て の 者)が も し,自 分 と同 じ行 動 を とれ ぼ,差 し引 きゼ ロ とな る。

異 な れ ば,4と な って 正 の 値 とな る 。 す な わ ち,周 辺 と 自分 の 行 動 にギ ャ ップ

が あ る と第 ユ項 は大 き くな る。 す な わ ち,労 働 者 間 の姿 勢 の不 一 致 度 の 大 きさ

を 示 す こ と とな る。 他 方,第2項 につ い て 見 れ ば,自 ら の行 動 に 対 してHと

い う評価 が 与 え られ る。H>0で あれ ば,彼 の積 極 的 な行 動 が評 価 さ れ る こ と

に な る。 これ は,賃 金 な どの 貨 幣 的 イ ンセ ンテ ィブで あ っ て も よ く,非 貨 幣 的

な報 奨 で あ って も良い 。 これ は基 本 的 に 個 人 を 組織 論 理 に結 びつ け る もの とな
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る。教 科 書 的 な 労 働 イ ンセ ンテ ィブ を考 え る と,み=0,瓦>0と した ポ テ ン

シ ャル関数 の最 小 化 が そ の モ デ ル とな る 。す なわ ち,モ ラー ルを 高 め る た め の

制 度 的 な イ ンセ ンテ ィブが 労 働 を 引 き出 す 。 ここで,日 本 型 経 営 シ.ステ ムの特

徴 と して の労 働 者 相 互 間で の協 調 行 動 を 考 え る と,第(2>式 第1項 に お い て近

隣 の労働 者 と同 じ値 を と る よ うに行 動 す る こ とが 適 当 とな る。 す な わ ち,あ る

労働 者 に とっ て,周 りの 労働 者 と状 況が 異 な る こ と を避 け よ う とす る こ とが行

動原 理 に あ る もの とす る。 こ こで,ゐ 北>0で あ る と,こ の よ うな 協 調行 動 の結

果,第(2)式 の値 は小 さ くな る。

こ こで 簡素 化 の た め第(2)式 にお け る各 労 働 者 の各 反応 パ ラ メー ター の大 き

さ(す な わ ち,ノ 傭,昂 の 大 きさ)を 同 一 と仮 定 す る,す る と,企 業 全 体 で の

ポ テ ンシ ャ ル関数 ノ(の の大 き さ は

∫(皿)=Σ ノ}(切=ノ Σ Σ(朗 一∬κ)2一μHΣ 朗(3)
ヨ ヨ を ま

とな る。 こ の関 数 の値 を最 小 化 す る よ うに,全 体 の シス テ ム が動 くこ と と.なる。

.第1項 は労 働 者 は労働 者 間 で の相 互 作 用 の 合 計 で あ り,企 業 内で の協 調 の程 度

を示 す 。 す なわ ち,労 働 者 が まわ りの労 働 者 の 様 子 に 合 わ せ全 体 に モ ラ ー ルが

高 い と きに は1自 分 もモ ラー ル を 高 め る とい う協 同 行 動 を行 う と,ポ テ ンシ ャ

ル 関数 ∫は小 さ くな る。 もち ろ ん,他 の 人 が 「さ ぼ って い る」 とき の.協調 行 動

は 「さ ぼ る」 こ とで あ り,自 分 が 一 生 懸 命 に仕 事 を す るの は浮 き上 が っ てい る

こ と に な っ て ∫を 大 き くす る こ とに な る。 賃 金 な どの 労 働 の制 度 的 イ ンセ ン

テ ィブで あ り,第2項 で は,モ ラー ル を高 め る と ノは小 さ くな る。 先 の よ う に,

第(1)式 か らわ か る よ うに,各 変 数 の絶 対 値 は い ず れ に して も1で あ る ので,

第(3.)式 の 第1項 を展 開す る とそ の 中 の ∬轟 以外 の 項 は全 て の もの が 定 数 と

な る。 した が って,こ の定 数 を 除 いて,第(3>式 は

∫@)=一 ノΣ Σ崎媒 一μHΣ 躍」(4)
　 を ご

と簡 単 に な る。 そ して,置 蕨 が 同符 号 で あ れ ぼ1,異 符 号 で あれ ば 一1で あ

る と ころが ら,各 要 素 の協 調 関係 が 強 けれ ば 第(4)式 の 値 は 小 さ くな り,競 合.

関係 が 強 くなれ ば大 き くな る。
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IV状 態の確率分布

ここで,第(4)式 を最小にしょうとする 「協調の原理」が組織にとってどの

ような意味を持つかを検討する。まず,各 労働者の状態変数が一定の確率分布

にあ ることを考 える。そこで,要 素数1Vが 十分 に大 きい数である として

Gibbs分 布を考える。すると,状 態の平均の確率分布は

去 ・x・{一・∫ω}.(・}

(ただ し,Zル=Eexp{一 η八 切}で 分 配 関 数 で あ る。 ただ し,∫(の は非 負 で
ゴ

定 値 関 数 で な い。)

に よ って 与 え られ る、 マ ク ロ の情報 しか 与 え られ ない 時 ,ミ ク ロ状 態 の 主 観 確

率 を推 論 す るに は,与 え られ たマ クロ情 報 に矛 盾 しな い範 囲で で き る限 りば ら

ま くこ とが 望 ま.しい こ とに な る。 従 って,マ ク ロ情 報 の範 囲で エ ン トロ ピー を

最 大 に す る こ とで こ の関係 が 求 め られ る。 この仮 定 を お くこ とで,今,問 題 と

な って い る各 要 素 に お け る確 率 分 布 に 関す る情 報 す な わ ち ミク ロ的 な状 態 が 分

か らな い と きで もマ ク ロ情 報 を得 る こ とに よ って そ の ミクロ構 造 を推 論 す.るこ

とが で きる。 す なわ ち,マ ク ロ情 報 と ミク ロの確 率分 布 の 関係 は エ ン トロ ピー

最 大 化 の必 要 条 件 か ら求 め る こ とが で き る。 これ がGibbs分 布 で あ る。 も と

も とGibbs分 布 はFokker-Plank方 程 式 が 釣 合 条 件 を 満 た す 定 常 状 態 を示 し

て い る。 個 人 が 状 態1か 状 態 一1か の い つ れ か に あ る ので,い ず れ の方 向 に

もス イ'ッチす る確 率 が 等 し くな って い る状 態 で あ る。 す な わ ち,観 察 さ れ る平

均 的 な状 態 が マ ク ロ的 な 情 報 で あ り,こ れ は釣 合 状 態 にあ る ミク ロ的 な構 造 の

反 映 で あ る。 そ こで,先 の モ デ ル で この1'と 一1の 確 率 分 布 を考 え る と,労 働

者 が 周 りの 状 況 を見 な が ら 自ら の行 動 を調 整 して行 くの で,そ の過 程 はい ず れ

収 束 して 行 く.先がGibbs分 布 とな る。

また,Gibbs分 布 は
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∂Eσ(の)
=一logZN(6)

∂η

∂2y(プ(
τ))=logZ,v(7)

∂η2

とい うマ ク ロ情 報 との 関係 を持 つ 。 これ を活 用 す る こ とで,労 働 者 の平 均 的 な

モ ラー ルの 状 態 を 定式 化 で きる。

そ こで,第 が番 目 の者 が 隣接 す る要 素 との 関係 を全 体 の 平均 に対 す る 関係 と

同一 と見 る こ との 近似 を行 な う。 す な わ ち,

∫(∬)=一 ノΣ{Σ 銑諏+μ 地 」=一 Σノξ崎一 Σμπ鍛(8)
直 κli

と し,こ こで,ξ=(1/N)Σ 銑 とす る と第(5)式 の分 配 関 数 は
A

ZN(η)=nEexp[η σξ灘i十 μ撫`)]「エ8.

=REexp「(レ ξ+A)澱,](9)`-i
=[2cosh(レ ξ十A>]κ(10).

と表 現 す る こ とが で き る。 第(9)式 の 関係 か ら,Zの 対 数 をAで 微 分 す る と

∂logZ

r7A一 苧 ・・(11)

とな る。 従 って,崎 の 平 均 値 は

FN∂logZOA(・2)

で あ り,第(6)式 とな る。 一 方,.こ れ を第 〔10>式の 関係 を代 入 して解 く と

ξ=tanh(YS+A).(13)

とな り,元 の 関係 で 表 現 す れ ば,

ξ=tanh(η ノξ+ημ月「)(14)

とな る。 こ こで,平 均値 に関 す る均 衡 点 を求 め る こ とに な る 。す なわ ち,シ ス

テム は協 調 の原 理 に よ り.こ の平 均 値 の均 衡 点 に向 か って 自 己組 織 化 す る こ と
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と な る 。

第156巻 第5号

V平 均値 の均 衡

そ こで,労 働 者 の モ ラー ル を示 す 変数 πゴの平 均 値 は 第(14)式 の 解 に な り,

一定 の値 を持 つ こ と にな る。 どの よ うな初 期状 態 にあ ろ う と も,最 終 的 に は こ

の均 衡 点 に落 ちつ くこ とに な る。

い ま,H=0〔 賃 金 に よ る イ ンセ ンテ ィ.ブが 存在 し な い ケ ー ス)を 考 え る。

これ は賃 金 ゼ ロ を意 味 す るの で な く,賃 金 が.括 払 い で あ る こ とを意 味 して い

る。 す な わ ち,典 型 的 な年 功 賃 金 は この ケ ー ス とな る。 こ こで に,第(14)式 の

左 右 を2つ り方 程 式 に分 け,両 者 の 交 点 を解 と して図 示 す る。す なわ ち,こ の

解 は右 辺 の ハ イ ポー ボ リ ック ・タ ン ジ ェ ン トの 曲線 と45。の 直線 との 交 点 で 示

され る。 こ こで,右 辺 の 曲線 の 形 状 を決 め るの は ノ と η の 値 が 重 要 な役 割 を

果 た す 。/nが 小 さ い時 に は 図3の よ う に 曲線 の ね じれ は 小 さ く,解 は一 つ

で あ り,0と な る。 こ こで は,勤 勉 と怠 け の確 率 が 同等 にあ るた め,そ の平 均

値 で あ る ⑪が 最 も確 率 の 高 い もの とな る。!,77が 大 き くな る と図4の よ う に,

曲線 の ネ ジ レが 大 き くな り,3.つ の 交 点 を持 ち,ξ の値 は(一 β,0、B)の3

図3」;ワ が小 さ い時

ξ

図4J;η が 大 きい時

一 β

1

1

闘

1

0111

1

脚

I
I
I
I
I
I
I

B
ε

↑

}
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つ の値 を取 る こ とにな る。

均 衡値 が3つ あ る場 合 には,0は 不 安 定 で あ るが,一B,β は安 定 均 衡 点 と

な る。 従 っ て,.ノ と η の 大 き さ如 何 で あ るが,労 働 者 間 の 相 互 作 用 の結 果,

二 つ の方 向い つ れ か に 自己 組 織 化 運 動 と して収 束 して行 くこ と にな る。 この よ

うに,労 働 者 は協 調 行 動 を 通 じて 高 い モ ラー ル の状 態(あ るい は 低 い モ ラー ル

の状 態)へ と 自己 組 織 化 し全体 は一 定 の方 向 に向 か わ され る。 す な わ ち,管 理

者 に よ る指.示が な い の に 労働 者 は 自 ら一 定 の行 動 様 式 を作 る こ と とな る。 相 互

依 存 の 強 さ の パ ラ メ ー ター で あ る ∫が 大 き く協 調 行 動 が 強 けれ ば 人 々 は 身近

な人 へ の協 調 に よ って 序 々 に一 定 方 向 に拘 束 され る こ とに な り,モ ラー ルが 高

い か あ るい は低 い 状 態 を選 択 す る こ と にな る。 一 方,η は分 散 で あ るの で 組織

の活 動状 況 を示 す 指 数 で あ り,こ れ が 大 きけ れ ば ア ク テ ィブ に変 化 して い る こ

.とを意 味 す る。 ア クテ ィブ な組 織 は相 互 依 存 性 を よ り大 き く引 き 出す こ と に な

る。 この水 準 の高 い組 織 で は,ゆ ら ぎが 高 い モ ラー ル(ま た は低 い モ ラ ル〉 を

選択 す る こ とに な る。 第 〔14)式で 示 され る よ うに,平 均 場 が 個 人 の行 動 に影 響

を与 え て い る の で,個 人 の行 動 が 生 む 平 均 場 が 個.々の 行 動 を拘 束 す る とい う

フ ィー ドバ ックが 生 まれ る こ ととな る。

もと も と,吉 田(ユ995B:)が 示 す よ うに,日 本 型経 営 シ ス テ ム は労 働 者 聞 の

相 互 情報 交 換 と.各要素 自発 性 を重 要 視 す る組 織 で あ り,労 働 者が 自 ら 自己 組 織

化 に よ って モ ラー ル を形 成 して 行 く。 しか しが な ら,同 時 に,自 己 組 織 的 にモ

ラ ー ルが低 くな る場 合 もあ る こ とに 留 意 が 必 要 で あ る 。 これ は 同盟 罷 業 的 な状

況 で あ り,組 織 全 体 が 沈 滞 化 す る状 況 で あ る 。 か つ て,戦 後 の 日本 が 労 使 の 泥

沼 の 労働 闘争 に 明 け暮 れ,労 働 に対 す るモ ラー ル も低 か っ た。 しか し,一 転 し

て,極 め て高 い モ ラー ル を持 つ 組 織 に転 化 した の は そ もそ もこ の よ う な労働 者

間 の相 互.作用 が強 い性 向,組 織 で あ った こ とに よ ろ う。高 モ.プー ルか 低 モ ラー

ルか ど ち らが 選 ば れ るか は偶 然 の 要 素 が 大 きい こ とに な る 。

ヒエ ラル キー の 上 か らの 指 令 を重 視 す る ノ の値 が 小 さい 欧米 型 シ ス テ ム の

場 合 に は,こ の労 働 者 の相 互 依 存 関 係 に よ る効 果 は ニ ュー トラ ル と な る。
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vi賃 金 の イ ンセ ン テ ィ ブ機 能

前 節 で はH=0と して,賃 金 の イ ン セ ンテ ィ ブ機 能 を 無 視 して,労 働 者 間

の 相互 作 用 に よ る もの だ けを考 え て きた 。 こ こで ,外 部 か らの 評価 で あ る賃 金

の機 能 を加 味 して モ ラー ル の形 成 を考 え る。

〔1)相 互作 用 の強 い 場 合(!,oの 大 きい場 合)

労 働 者 間 の相 互 作 用 の強 い 場 合 に は,先 に 述べ た よ うに,3つ の 解 が 生 じる

こ とに な る。 こ こで,賃 金 の機 能 を 加 味 す る と,賃 金 が 正 の イ ンセ ンテ ィブ を

持 つ こ とは 間違 い な い の で,H>0で あ り,図5の 様 に,Hは 曲線 を左 側 ヘ シ

フ トさせ る。 この た め に高 い モ ラー ルに あ る 解 の み とな り,平 均 値 の 均 衡 は1

に近 くな る。 す なわ ち,大 半 の 労働 者 は 高 い モ ラー ルで 労 働 を行 う こ と にな る。

も し,図4の モ ラー ル の 低 い 方 の解 一8に あ っ た 時 に,こ こで 賃 金 が 高 くな

る と ク リテ ィカル ・ポ イ ン ト ∬>H*で 一 β の解 が 消 滅 す る。 これ は,も し,

低 い モ ラー ルの状 況 にあ った と きに,賃 金 が 上 昇 して 行 く とあ る時 に急 に モ ラ

ー ル が高 い8「 に ジ ャ ンプす る こ とを示 して い る
。 先 に述 べ た 日本 の高 度 緯 済

成 長 期 に お け る労 働 者 の モ ラー ル の 図5相 互作用の大 きい場合

上 昇 を示 唆 す る もの で あ る。 これ は,

賃 金 とい う イ ンセ ンテ ィブ機 構 が 労

働 を組 織 化 す る た め に は速 効 性 は低

い が,あ る 時 点 で突 然 変 化 を引 き起

こす こ とに な る。

逆 に,モ ラ ー ル の高 い領 域 で の解 一β.

Bgは 賃 金 が 低
下 した 場 合,イ ン セ ン

テ ィブが 大 幅 に縮 小 して,モ ラー ル

.の低 い領 域 で の解 に ジ ャ ン プす る こ

と も考 え られ る。 この よ うな カ タス
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トロ フ ィー を引 き起 こす ご.とは,こ の労 働 時 間 の 相互 作 用 が 強 い 場 合 の 組 織 の

特 徴 とな る。 一 般 に見 られ る様 に,企 業 で 相 対 的 に賃 金が 低 下 す る と急 に企 業

全 体 の モ ラ ー ルが 低 下 す るの は,.Hが 低 ドす る こ と に よ る効 果 で あ る 。

(2>相 互 作用 の 弱 い場 合(Laの 小 さい場 合)

相 互 作 用 が 弱 く解 が 一つ しか な い場 合 につ い て見 る。Hの 上 昇 に とも ない,

図6の 様 に,解 は右 方 向 に移 動 し,A点 の よ うに モ ラー ル は ヒ拝 して行 く。逆

にHが 低 くな れ ば・ 平 均 的 な モ ラー ル 図6相 互作用 の弱い場合

の水 準 は低 くな って行 く。相 互 作 用 の大

きな場 合 の よ うな ジ ャ ン プを 引 き起 こす

よ うな こ と に は な ら ない 。

先 に述 べ た効 率 賃 金 仮 説 な どの 一般 的

な経 済 理 論 にあ る よ うに,賃 金 イ ンセ ン

テ ィブ の大 きさ に応 じて全 体 の平 均 的 な

モ ラ ー ルは スム ー ズに決 ま る こ と に な る。

す なわ ち,伝 統 的 な経 済 学 は労 働 者 の相

互 関係 を無視 す る こ とに よ って 成 立 して

い た 。

1

1

1

1
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VII隷 属 原 理

伝統 的 な経 済 理 論 にお い て は,欧 米 型 の経 営 シ ス テ ムは 労働 者 を 「管 理 」 す

る ヒエ ラル キ ー シス テ ム と して 理解 され る。 上 級 管 理 者 は 現場 労働 者 に イ ンセ

ンテ ィブ を交 換 し℃,企 業 の意 図 を 実現 して行 くこ と にな る。 ま た,市 場 か ら

与 え られ る価 格 と い う情 報 が 企 業 の行 動 を決 め る。 そ の 企 業 行 動 が 市 場 に

フ ィー ドバ ック され 全 体 が 整合 的 に な る よ うに調 節 され る。

しか し,日 本 型 経 営 シ ス テ ム で は 吉 田(1995A)の 示 す よ う に,賃 金 は

「講 」 員 に対 す る 「山分 け」 で あ り,一 括 賃 金 と して イ ンセ ン テ ィブの 効 果 は
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極めて小さい。 ところが世界的にも非常

に高い労働密度を実現 しているのは,.伝

統的理論では説明されないところである。

労働者のモラールを維持 しているのは

職場の空気であ り,社 会の 「場」によっ

て意思決定が行われることを示 している。

これは労働者が管理者の指令 と監視だけ

で行動 しているのではないことを意味 し

ている。すなわち,管 理者ではなく職場

(前節の平均場)が 労働者を監視 し評価

していることになる。

この 様 に,日 本型 経 営 シ ス テ ムが 人 々 に動 機 付 け る メ カニ ズ ムは 欧 米 型 の 管

理 シ ス テム全 体 と部 分 の関 係 は個 人 主義 を前 提 とす るハ イ ア ラー キ ー ・シス テ

ム とは 大 き く異 な っ た もの と な り,図7の よ うな構 造 を持 つ こ ζに な る 。す な

わ ち,労 働 者 間 の相 π 依 存 の 強 い ネ ッ トワー ク型 の シ ステ ム で は,人 々 は 自 ら

形 成 す る場,平 均 的 な状 態 に支 配 さ れ る こ とに な る。 個 人 は 管 理 者 に支 配 さ れ

て い るわ け で は な く,自 発 性 を持 った仕 事 を行 う独 立 した 意 思 決定 を行 っ て い

るが,個.人 が お 互い に支 配 し,支 配 され る とい う関 係 にな る。 これ は,図7の

よ うな場 を支 配 者 とす るハ イ ア ラー キ ー ・シ ス テ ム と理 解 す る こ とが で き る。

この 関係 をHaken(1983)は 隷 属 原 理(SlavingPrinciple)と 呼 んで い る。

す な わ ち,ミ ク ロ変 数 間 に強 い相 互 作 用 が あ る と き,ミ ク ロ変 数 は 短 い時 定 数

で平 衡 状 態 に移行 しよ う とす る。 一 方,秩 序 変 数 は 長 い 時 定 数 で安 定 に 向か う。

この 時 定 数 の 違 い に よ っ て,ミ ク ロ変 数 の 安 定 へ の 動 きは秩 序 変 数 の 影 響 に

よ って 阻害 され る こ とは な い。 す なわ ち,ミ ク ロ ・レベ ル で は常 に定 常 的 に な

る 。 これ らの条 件 の 下 で シス テ ム全 体 の 挙 動 は秩 序 変 数 だ け に よ っ て示 され る

こ とに な る。 す なわ ち,ミ クロ変 数 の状 態 が 決 め る秩 序 変 数が ミク ロ変 数 を制

御 して状 態 が 決 定 され て行 く こ とに な る。 す な わ ち,全 体 は部 分 が 決 め,部 分

し

E
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は全 体 に よ って 決 め られ る とい う構 造 に な る。 これ は,先 に述 べ た 強 磁 性 体 の

性 質 を示 して い る 。 この様 な シ ス テ ム は特 に外 部 か らの力 が働 か な くて も自 ら

秩 序 を形 成 して 行 くとい う 自己組 織 系 を形 成 す る こ と にな る。 日本 企 業 にお い

て高 い 生 産 性,高 い 品 質 を 維持 して きた メ カ ニ ズ ムは 情報 を共 有 し,労 働 者 の

協 調 と自発 性 を重 視 す る 日本 型 経 営 シ ス テ ム 自身 に依 存 して い る と解 釈 され る。

VIII日 本的組織の優位性

以 上 見 て きた よ うに,労 働 者 相 互 間の 影響 が大 きな組 織 で は,管 理 者 に よ る

監 視 よ り労働 者 間 で の 相 互依 存 関係 が モ ラー ル を高 め て生 産性 を高 くす る こ と

に な る。 これ に適 度 な イ ンセ ンテ ィブが 加 わ る こ とで,安 定 的 に モ ラー ル を維

持 す る こ とに な る。 青 木(1984)の 指 摘 す る よ う に,日 本 型経 営 シス テ ム は人 事

に関す る管 理 を本 部 にお き,直 接 の管 理 者 の監 視 機 能 は低 い 。分 権 的生 産 と集

権 的 人事 管 理 が 青 木 の モ デ ル.であ る。 しか し,こ れ と も関 連 す るが 労 働 者 間で

の協 同行 動 を引 き出 す こ とに な る。 一 般 に言 わ れ る よ うな企 業 に対 す る忠 誠 心

で は,身 近 な 関係 者 か ら の スモ ー ル・リピ ュ テー シ ョン を動 機 に高 い モ ラ ー ル を

維 持 し て い る と解 さ れ る。 ま た.終 身 雇 用 制 度,企 業 内 組 合,フ リ ンジ ベ ネ

フ ィッ ト,ロー テ ー シ ョン,不 完全 な分 業 シ ス テ ム,ア フ ター5の 付 き合 い な ど 日

本 型 経 営 シス テ ム は 労働 者 の一 体 感 を強 め,相 互 作用 を大 き くす る こ と にな る。

これ に 対 して,欧 米 型経 営 シ ス テ ムで は現 場 が 管 理 者 に よ っ て支 配 され,労

働 者 は管 理 者 を 見 て 労働 す る こ と と な り,分 業 に よ り労 働 者 間が 分 断 され て い

る こ とが 労働 者 間 の相 互 作 用 を低 下 させ る こ とに な り,同 じ賃 金 で もモ ラー ル

は低 い こ とに な る 。 日本型 経 営 と は反 対 に,労 働 者 を分 断 して 競 争 を強化 す る

こ とに よ って効 率 を高 め よ うとす る。 これ らは市 場 の 力 に よ って モ ラー ルを高

め る こ と とな る が,た だ,賃 金 格 差 を大 き くす る こ とに よ って 効 率 的 に機 能す

る。 これ は 労働 者 間 の分 断 を強 め る こ と にな って矛 盾 を引 き起 こす こ と にな る。

特 に,ア メ リカ に お い て は,多 様 な人 種 の 存 在,度 重 な る レイ ・オ フ な どに

よ って 労 働 者 間 の 異 質性 が 強 くな り連 帯 観 が 薄 れ て きた こ とは,労 働 者 の相 互
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関係 を弱 く して,モ ラ ー ル を低 下 さ せ る こ とに な る。

日本企 業 に お け る労 働 者 の モ ラー ルの 高 さ を説 明す る の に企 業 に対 す る患 誠

心 とい うよ うな無 意味 な議 論 を行 う こ とを避 け る必 要 が あ る。経 営 シス テ ム と

の 関 係,賃 金 の イ ンセ ン テ ィブ機 能 との 関係 な どを明 らか にす る こ とがで きな

い 。 ま た,.今 後 の変 化 を明 らか にで きな い。 日本 型 経営 シス テ ムを改 革 す る際

に も,イ ンセ ンテ ィブ構造 だ けで な く,相 互依 存 効 果 につ い て の配 慮 が 必 要 と

な る。 安 易 に賃 金 制 度 を 変 え る こ と は,日 本型 経 営 シ ステ ム の特 徴 を弱 め る こ

とに な りか ね ず,十 分 な工 夫が 求 め られ る5
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