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会 社 人 間 の 閉 塞 感

自己実現的人事管理のパラドクスー.一.

松 山 一 紀

は じ め に

か つ てWhyte[1956]は もっぱ ら組 織 の た め に働 き組 織 に帰 属 して い る人 を

organizationmanと 呼 ん だ 。 ま た,太 田[1999]は 「自 分 が 所 属 す る組 織 に

対 して コ ミ ッ トし,組 織 か ら獲 得 す る誘 因 あ る い は報 酬 に よ って 主 要 な 欲 求 を

充 足 す る者(26ペ ー ジ)」 を 「組 織 人」 と定 義 づ け て い る。 産 業 化 が 進 展 し,

企 業 が 社 会 の 中心 を 占め る につ れ て,人 間 は組 織 との 関 係 で 類 型 化 さ れ る よ う

に な った 。

ま た,組 織 へ の 帰 属 が特 に これ まで の 日本 の 場 合,全 人 格 的 な 組織 へ の 没 入

(津田[1987])と い う極 端 な形 を とる傾 向 にあ った こ とは 周 知 の 事 実 で あ ろ う。

日本 的経 営 の 特 質 と さ れ る 集 団..L義 や 経 営 家 族 主 義(間[1963]).と は,ま さ

に企 業 を生 活 共 同体 と して捉 え る と ころ にそ の 本 質 が あ り,共 同 体 と して存 在

す るが 故 に,個 人 は 全 人格 的 な献 身 を企 業 に提 供 しな け れ ば な らな か っ た。.好

.む と好 ま ざ る と に関 わ らず,個 人 は そ の 空 気(津 田[1994])の 中 で 生 活 せ ざ.

る を得 な か った ので あ る。

近 年 盛 ん に議 論 さ れ る こ との多 くな った 心 理 的 契 約概.念に依 拠 すれ ば,そ れ

は関係 的契 約 が 日本 企 業 と個 人 との間 に結 ば れ て い た た め で あ る と解 釈 す る こ

とが で き るで あ ろ う。 票[2002].の 整 理 に よれ ば,関 係 的契 約 とは契 約 の期 間

が 定 め られ て い な いか ま た は長 期 的 な 契 約 で あ り,そ の範 囲 は全.面的 か つ 包 括

的 で,.さ らに こ う した契 約 は曖 昧 で 観 察 が 不 可 能 で あ る とさ れ て い る。
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「会社 入 間」 と は こ う した 曖 昧 で 全 面 的 な契 約 を基 礎 と した 日本 的経 営慣 行

の 中で 誕 生 した ので あ る。 田 尾[1998ユ に よれ ば,会 社 人 間 とは 「会 社 に過剰

に の め り込 みす ぎて,健 常 な 自我 概 念 を維持 で きな くな った 人 間類 型(9ぺ.「

ジ)」 で あ り,そ の表 現 に は病 理 的 な意 味 が 込 め られ てい る。 事実,21世 紀 を

迎 えた 日本 に おい て 会 社 人 間 の メ ンタ ル ヘ ル ス は危 機 的 状 況 を 迎 え て い る と

言 ゲ とも過 言で は な い。 過 労 自殺 が 記 録 的 な数値 を 示 し.政 府 は識 者 を集 めて

対 策 を講 じ始 め た。 過 労 死 を巡 る訴 訟 も年 々増 加 し,司 法 当 局 の判 断 も傘 業 に

と って 厳 しい もの と.なりつ つ あ る(松 山[2002])。 しか し,問 題 は こ う した顕

著 な例 に隠 れ て,依 然 と して 多 くの会 社 人 間が 閉塞 感 に苛 まれ て い る とい う こ

となの で あ る。

本 稿 の 目的 は 現代 日本企 業 に お け る会 社 人 間 の閉 塞 感 に焦 点 を定 め,こ の よ

うな閉 塞 感 の 原 因 を 説 明 す る こ とに あ る。 特 に,企 業 の 人的 資 源 管 理 に原 因 を

求 め,現 代 日本 企 業 の 人 的 資 源 管 理 が 自己実 現 思 琿 を そ の理 念 と して い る こ と,

そ して,そ の 自己 実 現 思 想 が 人 的 資源 管理 に応.用さ れ る こ とで,組 織 の 入 間 が

む しろ 閉塞 的 状 況 に陥 って しま った こ とを社 会 的 自我 論 を援 用 しなが ら解 き明

か して い く。 た だ し,近 年 盛 ん に 論 じられ て い る イ ンセ ンチ.イブ政 策 と して の

ボ ラ ンテ ィア休 暇 や 企 業 にお け る社 会 貢献 活動 につ い て は あ ま り触 れ ない 。 む

しろ,自 己実 現 思 想 その もの の 企 業 に お け る位 置付 け につ い て論 じて い くつ も

りで あ る。 最 後 に こ う した 閉 塞 感 を払 拭 す るた め の さ さ やか な提 案 を行 っ て本

稿 を 閉 じ る こ とにす る。

置 現代 日本企業における人的資源管理

1現 代日本企業における人的資源管理理念

経営学のテキストによれば,現 代企業における人的資源管理の理.念は,1960

年代に行動科学者たちによって確立された自己実現理論を基礎と.している。半

世紀近 くが過ぎた今日でもそれは変化 していない。事実,現 代口才企業の多.く

が人事方針や.人材教育の理念 として,こ の自己実現を標榜 しているのである。

膨



欝繋__淵 瀬__
述べている。「業務を通 じ,各 自がその能力を最大限に発揮 し自己実現がで き

るよう,機 会の公平 と公正な評価に努め,誇 りと自信の持てる,明 るい組織風

嫡 嫡』. 上 を 目指 しま す 。」1,また(株)京 セ ラ は教 育研 修 制 度 につ い て 説 明 す る 中で,

「社 員 一 人 ひ と りの成 長 ≡ 自 己実 現 と京 セ ラは 考 え ます 。 そ して 自己実 現 とは,

社 員.一入 ひ と りの 自立 的(自 律 的)な 取 り組 み に よ って達 成 さ れ るべ き もので

す 。従 って京 セ ラで は 『自 己実 現 の手 助 け をす る』 もの と して教 育 制 度 が 構 築

さ れ て い ま す」2:と述 べ て い る。 さ らに キ リ ン ビ ー ル(株)は 教 育 計 画 の柱 の 一.

つ と して.「個 人 の意 欲 を支 援 す る キ ャ リ ア開発 シス テ ム」 を挙 げ,次 の よ うに

説 明 して い る。 「キ リ ンは く個 人 の 希 望 〉 と く会 社 の 期 待 〉 との調 和 を キ ャ リ

ア開発 の 目 的 と して い ます 。 つ ま り,自 己 実現 を.求め る社 員 の意 欲 と,長 期 ビ.

ジ ョン達 成 を 目指 す キ リ ン との ベ ク トル の一 致 を促 す こ とで,〈 自己 の 成 長 が

会社 の 成長 につ なが る〉 仕 組 み を作 りあ げ よ う と して い る ので す 。」鋤

これ らの 方針 に 共通 してい るの は,社 員個 人 の欲 求 に対 す る配 慮 と,あ くま

で も社 員 の 自 己実 現 は組 織 に お け る仕 事 を 通 じて達 成 され る と考 え られ て い る

点 で あ る。 特 に社 員 個 人 に配 慮 して い る姿勢 は 従来 の 日本的 経 営 を想 起 す れ ば,

大 きな 変化 と言 わ ね ば な ら ない 。 そ れ は,集 団 主義 こそが 日本 的 経 営 にお け る.

特 徴 の 一つ に他 な ら ない か らで あ る(例,尾 高[19841)。 もち ろ ん集 団 主 義 を

と って い るか ら とい って,従 業 員 個 人 が完 全 に 集 団 の 中 に埋 没 してい る とい う.

こ とは なか っ たが,先 に示 した よ うに経 営 理念 や 人事 方 針 に おい て社 員個 人 に

言 及す る とい う こ と は考 え られ な か った の で あ る。 こ う した 意 味 にお い て 自己

実 現 的 人事 管 理 と は従 業 員個 人 を 尊 重 し,そ の地 位 を認 め,自.律 を求 め ば す る

が 自由 を も与 え る とい う特徴 を帯 び て い る こ とがわ か る、,

Dヤ マハHP2002年12月29日 現在入手 ロ1.能。 〔http=〃www.四maha、cDjp〆corporatbn/infor.

mati肌/illf.(01.htmD

2)衰 亡ラHP2002年12月29H現 在入手可能。(hr甲ノ〆www.kyoc巳m.c白.jp/recruit![raining/in-

dex.h血、[)

3)キ リンHP2002年12月29日 現在 入手可能。(htしp:!/www.kirin.co.jp/company/recruir/com-

pang/talent.hnnD
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第1表 松 ド電器の人事方針

〔107)21

旧人事 方針(1957年)

1)松 ド電器の経営 方針 を1分 に徹底

させな ければな らない

2)よ い粋営の根幹 は人で ある ことを

知 らなけ'ればな らない

3).人 事 には誠意 と大 きな愛情 とがな

ければ ならない

4>権 力で 人を使わず,理 解 と信頼 に

よって人 を動か さな ければな らない

5>人 を育 てるには適切 な要望 をワえ

なけれ ばならない

6)権 限を サえ,責 任 をもたせなけれ

ばならない

7)よ い経営 には従業員の和親一致の

協 力が なければ ならない

松 卜.電器内部資料より

新人事方針(1988年)

1)人 事の基本

2)求 め る社員

① 経営基本方針の実践者

② 自主 自立の挑戦者

③ その道 を究め る専門家

④ 豊か な個性 の持ち主

⑤ 広.い視野 を持つ国際人

3).人 を預か る者 の基本

① みずか らの人間性 の向 ヒを

② 人が育つ組織 ・風 土を

③ 個 人意欲の喚起 を

④ 適切 な要望 と活躍 の場の提供を

⑤ 多様性 の実現 を

⑥ 人を活かす評価 を

⑦ 健全 な労使 関係の.発展 を

「管理者のための人材育成必携」より

2松 下電器の人事方針

ではここで日本的経営の代表格 とも言える松下電器を事例にとり,人 事方針

が半世紀近 くを経ていかに変化 しているのかみてみよう。

松下電器は毎年1月 に社長による経営方針発表会を開催する。旧人事方針は

1957年 に実施された経営方針発表を受けて.多 時の人事本部長である高橋荒太

郎氏が定めたものである。方針の根底には,当 時の社長である松下幸之助氏の

思想が脈々と流れている。そして新人事方針はそれから約30年後の1988年 に改

定されたものである。当時の社長は4代 目の脊井昭雄氏,相 談役 に退いていた

松下幸之助氏が亡 くなる前年のことである。

第1表 に新旧人事方針の項目のみを併記 した。 どちらも概観 しただけで時代

を反映した内容であることがわかる。旧人事方針が制定された当時といえぼ,

日本全体が戦後復興後の経済成長に足を踏み入れたばか りの頃である。国民の
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生 活 は依 然 と して 不 安 定 で あ った 。 こ れ ら の項 目か らだ けで はわ か ら ない.が,

.方 針 の 中で,ヒ 司 は 「部下 の 生 活 の安 定 に強 い 責 任 を感 じな けれ ば な らな い」

と謳 わ れ て い る こ とか ら もそ れ は窺 え る。 強 調 した い の は,あ く まで も こ こで

従 業 員 はあ ま り個 人 と して扱 われ てい ない とい う こ とで あ る。個 人 の 自主 性 や

発 意 とい った もの は ほ とん ど無 視 され てい る。 部 下 を育 成 す るた め に は,部 下

個 人 の 意 思 を確 認す る ので は な く,.ヒ 司 が 「適 切 な 要望 」 を与 え る こ とが 必 要

で あ る とさ れ て お り,個 人 は部 下 と して の 地位 しか与 え られ てい な い。.

一 方新 人事 方針 で は
,す で に項 目の な か に さ え 「個 人」 の二 文 字 が 見 られ る。

方 針 内 容 を見 て も,「 部 下 」 と 同程 度 に 「個 人」 の 記 載 が あ る。 そ して何 よ り.

特 筆 す べ き は,旧 人 事 方 針 で は 部..ドを預 か る上 司 の心 構 えが その 主 内 容 で あ っ

た のが,新 人事 方 針 で は 上 司 の心 構 え だ けで な く3従 業 員 個 人 の 心構 えにつ い

て も触 れ られ て い る点 で あ る。恐 ら く 「自主 自立 」 や 「.豊か な個性 」 とい う表

現 は 旧人 事 方 針 で は 考 え られ なか ったで あ ろ う。 そ して,上 司 の心 構 え につ い

て も,旧 人事 方 針 と同様 に.「適 切 な要 望 」 とい う表現 が用 い られ て は い るが,

同 時 に,「 個 人 意欲 の 喚 起 」 の重 要性 が謳 わ れ て い る の で あ る 。 この 個 所 は本

稿 に お い て最 も重 要 な の.で,そ の 内 容 につ い て 少 し引 用 して お こ う。 約300字

に及 ぶ 文 章 の最 後 は次 の よ う に締 め く く られ て い る。 「部 下 の個 人 と して の 生

き 甲斐 と社 員 と して の働 き甲斐 が 一 致 す る よ う,そ の成 長 意 欲 を尊 重 し,自 己

実 現 を図 らせ る よ う努 め な け れ ぼ な ら ない 。」 つ ま り部 下 の意 向 を 考慮 せ ず,

独 善 的 な判 断 の もと に職務 を与 え るので は な く,あ くまで も部 下 個 人の 内.発的

意 欲 に 基 づ い て 仕 事 を与 え な くて は な らな い と して い る の で あ る。 「成 長 意 欲

の尊 重 」 と明 記 され て い る通 り,従 業 員 個 人 の欲 求 に配 慮 した 人事 方針 とな っ

て い る こ とが 理 解 で き るで あ ろ う。 日本 的 経 営 を代 表 す る松 下 電 器 で さ え,人

事 方 針 にお い て従 業員 の 「自己実 現 」 を標 傍 して い る こ とが わ か る 。

11自 己実現的人事管理 とは何か

ここで改めて自己実現的人事管理について整理しておく。自己実現的人事管
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理 とは,.マ ズ ロー に よ って 確 立 さ れ た 自 己実 現 思 想 を ベ ー ス に行 動 科 学 者 た ち

が 経 営 管 理 と して 応 用 開 発 し#も の で あ る。 まず マ ズ ロ ー の 自己 実 現 思 想 に つ

.い て簡 単 に触 れ,続 い て 行 動 科 学 者 が い か に経 営 管 理 と して展 開 して い った か

につ い て概 観 して い く。

1マ ズローの 自己実現思想

.人 的資 源 管 理 に対 す るマ ズ ロー の 貢 献 は,そ の 自己実 現 思 想 の体 系 化 にあ る。

そ.して 自己実 現 を理 解 す るた め に必 ず 触 れ て お か ね ば な ら ない のが 欲 求 階 層 論

で あ る。欲 求 階層 論 とは大 き く二 つ の 考 え 方 に よ って 成 り立 っ て い る。 一 つ は,

「人 間 とい う もの は,相 対 的 にあ るい は 一段 階 ず つ段 階 を 踏 んで しか 満 足 しな

い もの(Maslow[1954],邦 訳40ペ ー ジ)」 で あ る とい う人 間 観 で あ る。 人 間

が 満 足 を求 め る生 き物 で あ る こ とは言 うまで もな い 午 とだ が,だ か ら と㌧.・っ て

.人 間が む や み や た ら と様 々 な満 足 を追 求 して い るか とい う とそ うで は な い。 人

間 とい うの は,少 しず つ しか 満 足 で きない とい うの が マ ズ ロ』 の考 え方 な ので

あ る。

今 一 つ は,「 い ろ い ろ な 欲 求 間 に は 一種 の優.先序 列 の 階 層 が 存 在 す る 励 磁,

邦 訳40ペ ー ジ)」 とい う考 え 方で あ る。 満 足 を得 た い とい う人 間 の 心 の あ り様

を欲 求 とい う言 葉 で表 現 した うえで,様 々 な欲 求 が 無 秩 序 に存 在 す るわ け で は.

な い とい う前 提 をマ ズ ロー は置 い て い る。 そ して,漸 次 的 に しか 満 足 で きな い

人 間 の欲 求 構 造 は,階 層化 さ れ て い る とい うのが 基 本 的 な 考 え 方 とな って い る 。

こ こで 欲 求 の階 層 とは,低 次 欲 求 か ら,.食 欲 や 性 欲 を満 た した い とい う 「生

理 的欲 求」,安 全 ・安定 ・保 護 を求 め よ う とす る 「安全 の欲 求」,家 族 ・子供 ・

恋 人 な ど を求 め よ う とす る 「所 属 と愛 の 欲 求 」,自 己 尊厳 や 他 者 か らの承 認 な

ど を得 た い と願 う 「承 認 の欲 求 」,そ して 後 述 す る 「自 己実 現 の 欲 求」 とい っ、

た5つ の欲 求 に よ っ て構 成 され て い る。 これ らの欲 求 は充 足 され る こ と に よ っ

て そ の 姿 を消 し,代 わ っ て新 た な 高 次欲 掌が 姿 を現 す 。 当 然 の こ となが ち,低

.次 欲 求 が常 に優 勢 で あ り,十 分 充 た さ れ な けれ ば,消 失 す る こ と は ない 。 そ の
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場 合,い つ ま で も人 間 は低 次 欲 求 に支 配 され る こ と にな り,高 次 欲 求 が姿 を現

す こ とは 不 可 能 に な る。 人 間 の基 本 的 欲 求 は そ の相 対 的優 勢 さ に よ り階層 を構

成 して い る の で あ る。

さ て以.ヒが 欲 求 階 層 論 の概 略 で あ る。 自己実 現 は ま さ に これ らの 階 層 の 頂 点

に君 臨 す る最:高次.欲求 と して位 置 付 け られ てい る。 で は 自己 実 現 欲 求 とは どの

よ うな欲 求 な ので あ ろ うか。

マ ズ ロ ー は 自己 実 現 欲 求 を次 の よ うに 説 明 して い る。 「この 言葉 は,人 の 自

己 充足 へ の願 望,す なわ ちそ の 人が 潜 在 的 に も って い る も.のを実 現 しよ う とす

る傾 向 を さ.して い る。 この 傾 向 は,よ りい っそ う 自分 自身 で あ ろ う と し,自 分

炉 な りうるす べ ての もの にな ろ う とす る願 望 とい え るで あ ろ う」。従 って,「 人

は 自分 に適 して い る こ と を して い な い か ぎ り,す ぐに(い つ もで は ない に して

も)新 しい 不 満 が 生 じ落 ち 着 か な くな.って くる」 ので あ り,そ れ ゆ え.「人 は,

自 分 自 身 の 本 性 に 忠 実 で な け れ ば な ら な い」 とい う こ と に な る の で あ る

(胤 話,邦 訳72ペ ー ジ)。

2行 動 科学者 たちの理論

他者 か らの承 認 と自尊 感 情 に充 た され て 初 め て現 出す るの が 自 己実 現 欲 求 で.

あ り,成 長 を求 め る 人 間 に必 要 不 可 欠 な 欲 求 で あ る こ とが 理 解 で きた。 行 動 科

学 者 と呼 ば れ る 人た ち は この 自己 実現 思 想 を巧 み に摂 取 す る こと に よ って独 自

の経 営 管 理 理 論 を編 み 出 して い った の で あ る』 こ こで は最 も中心 的 な役 割 を果

た した とされ る マ グ レ ガー.とアー ジ リス を取 り上 げ よ う。

〔1:)マ グ レガー の 理論

マ グ レガ ーの 理論 は,ゴ ズ ロー と同様 に 「人 間 は絶 えず 欲 求 を もつ 動 物 で あ

る(McGregor[1960],邦 訳41ペ ー.ジ)」 とい う人 間観 を 前 提 と して い た 。 そ

して,マ ズ ロー の.欲求 階層 説 の骨 格 部.分を全 面 的 に受 容 し応 用 して い ったの で

あ る。 マ グ レガ ー は 言 う。 「社 会 的 欲 求 の 上 に(低 い 次 元 の欲 求 が そ れ な りに

満 た さ れ た 後 で な けれ ば通 常 は人 を動 か す力 とは な らない とい う意 味 で)経 営
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者 に と.って も,だ れ に と って もい ち ば ん重 要 な欲 求 が あ る。 それ はr自 我 の 欲

求 』」 で あ る と(め 鼠,邦 訳44ペ ー ジ)。 マ グ レ ガー が マ ズ ロ ー と異 な るの は,

こ の よ うに マ ズ ロ ー の言 う承 認欲 求 を 自我 の欲 求 と して,自 己実 現 欲 求 よ りも

重 視 した点 で あ ろ う。 先 に見 た よ う.に,マ ズ ロ ー の 自己実 現 思 想 は多 少 難 解 さ

を孕 ん だ概 念 で あ る。 非 現 実 的 な 側 面 もあ り,批 判 に さ らされ る こ と も多 い 。

そ うい う意 味 に おい て は,自 己 実 現欲 求 よ り も承 課 欲 求 に焦 点 を当 て て 理 論化.

した方 が よ り現 実 的 だ とい う こ とに な る。 一般 的,日 常 的 な社 会 活 動 及 び組 織

活 動 特 に労 働 生 活 にお い て は,他 者 か ら承 認 され る こ とが 最 大 の 喜 びで あ り,.

ま た,そ れ に よ って 得 られ る 自尊心 ま た は,自 尊 感 情 の高 ま りこそ が,日 常 世

界 に 生 き る個 人 が 得 る こ と の で き る最 大 の 満 足 な の で あ る。 つ ま り,マ グ レ

ガ ー は マ ズ ロ ー の欲 求 理 論 を極 め て常 識 的 な範 囲 内で,経 営 管 理 理 論 へ 応 用 し

た とい うこ とに な る。 そ れ がY理 論 な の で あ る。

Y理 論 は,労 働 に お け る人 間賛 歌 を歌 い.ヒげ た もので あ る。 従 来 の心 理 学 が

病 理 的側 面 ばか りを探 究 す る闇 の 心 理 学 で あ る こ とに辟 易 し,心 の健 康 的 か つ

積 極 的側 面 を探 究 す る こ と に よ って,光 の 心理 学 を構 築 しよ う と した マ ズ ロ∵.

と同様 に,マ グ レガ ー も また,労 働 に対 す る人 間 の積 極 的側 面 の存 在 を明 らか

に し,強 調 した ので あ った。 マ グ レ ガー は言 う。 「仕 事 で 心 身 を使 うの は ご く

あ た りま えの こ とで あ り,遊 びや 休 憩 の場 合 と変 りは な い(拍 鵡 、邦 訳55ペ ー

ジ)」、と。 そ して統 制 した りお どか した りす る こ とだ けが,管 理 手 段 で は ない

と戒 め るの で あ る。 こ う した 考 え方 は当 時 も現 在 も,ま た洋 の東 西 を問 わ ず,

企 業経 営 者 に対 して極 め て大 き な魅 力 を与 え続 けて い る 。

② アー ジ リス の理 論

アー ジ リス もま た,マ ズ ロー や フ ラ ンク ル とい った 人 間性 心 理 学 の代 表 的 研

究 者 か ら影 響 を 受 け た行 動 科 学 者 の一 人 で あ る。 こ こで は ア ー ジ リス思 想 の特

徴 と して,彼 の パ7ソ ナ リテ ィ論 を取 り ヒげ て み た い 。 自己実 現 的思 想 の特 徴

は 何 よ りもまず,人 間個 人 の尊重 を基 点 と して い る と ころ に あ るが,ア ー ジ リ

ス の 思 想 に は そ れが 貫 か れ て いた 。 そ して 彼 に と って 人 間個 人 の尊 重 とは,人
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間 を全 体 と して 捉 え る とい う こ とに他 な ら なか った ので あ る。 この こ とは アー

ジ リス の次 の 言葉 に端 的 に表 さ れ て い る。 「経 営 者 は単 に手 を雇 うの で は な い 」

「彼 らはい つ も.全体 の 人 を雇 う」(Argyris[1957],邦 訳 脚 注)。

こ う した個 人 にお け るパ ー ソナ リテ.イの全 体 性,す なわ ち 全体 と して の 人 間

を重 視 す る姿 勢 は,組 織 や 組織 成 立 の条 件 と も言 え る課 業(労 働)分 化 を否 定

す る こ とに な る。 なぜ な ら,課 業 を 分 化 し,技 能 の 専 門 化 を 進 め て い け ば,

「自我 を含 む 成 長 の 過程 か ら生 ず る 多 くの部 分 の独 自の 組 織 を実 現 し よ う と,

絶 えず,努 めて い る」 人 間 の パ ー ソナ リテ ィに お け る 自己 実 現傾 向 が 無視 さ れ

る こ とに な るか らで あ る。 ま た,仕 事 の.専門化 は,個 人 に対 して 「心 理 的 な意

味 が 少 な い よ うな,よ り複 雑 で な い 」 能 力 を使 うよ う要 求 す るが,そ れ は結 局,.

そ の個 人が 自 己実 現 を禁 じ られ る とい う こ と を意 味 す るか らで あ る 励 磁,邦

訳 工0〔1-101ペー ジ)。

この よ うに アー ジ リス は,人 間 性 尊 重 の 原理 に立 っ て,人 間 は 「何 が で き る

か 」 で評 価 され る ので は な く,「 何 で あ るか 」 で 評 価 され るべ きで あ る と言 い,

人間 が 能 力 の集 合 体 で あ るか の よ う に見 な す こ とを 戒 め る 。彼 に よれ ば,多 く

の経 営 者 が,部 下 の べ ー ソナ リテ ィは分 割 す る こ とが で きる とい うこ とを仮 定

して い る が,そ れ は誤 った観 念 で あ る。 ま た逆 に,技 術 的 にす ぐれ た,客 観 的

か つ 合 理 的 な指 導 者 は,部 トを評 価 す る際 に,自 らの 強 い 感 情 に か られ る こ.と

を避 け よ うと して,パ ー ソナ リテ ィ と仕 事 と を切 り離 して 考 え よ う と努 め て い

るが,そ れ も間 違 って い る。

ア ー ジ リス に よれ ば,パ ー ソナ リテ ィを無 視 す る こ と も,分 割 す る こ と も人

間性,つ ま り 「自己 を実 現 してい る有 機 体 」 と して の 人 間 を損 な う こ とに な る。

従 っ て,「 全 体 の 自己 」 を評 価 す る こ とが 重 要 で あ り,そ う した 環 境 を創 出す

る こ とが 望 ま しい とい う こ とに な る ので あ る。

3自 己実現的人事管理 がもた らしたもの

言 う まで も な く,労 働 とは ・種 の隷 属 的 行 為 で あ る。 た とえ ホ ワイ トカ ラー
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と言 え ど も,企 業 組 織 に雇 用 さ れ て い る以 上,多 か れ 少 なか れ そ の管 理 下 に置

か れ,指 示 命 令 を受 け る。 労働 は苦 役 で あ り,労 働 者 は生 活 の た め にや む な く

労 働 に従 事 す る。 こ う した 考 え 方が 行 動 科 学 が 登 場 す る まで は 二股 的 で あ った

と言 え る、.,テイ ラー の 科学 的管 理 法 は,労 働 者 の 外 発 的 欲 求 に着 目 した管 理 法

で あ るが,と りもな お さず それ は労 働 者 に とって の.イ ンセ ンテ ィブが 労 働 内部

に は存在 しな い と考 え られ て い たか らに ほか な ら ない 。

しか し,こ れ ま で 見 て きた よ うに マ ズ ロー を始 め とす る これ ら行 動 科 学 者 た

ちの 貢 献 に よ って,.労 働 は労 働 者 に お け る喜 びの 源 泉 と して認 め られ る よ うに

な り,労 働 者 は組 織 の 中 に おい て全 体 と して扱 わ れ,幾 ば くか の 自由 と尊 厳 を

獲得 す る よ うに な った ので あ る。 自己 実現 的 人事 管 理 が 行 動 科 学 の勃 興 か ら 半.

匿紀 近 くを経 た現 在 もな お その 輝 き を失 って い な い理 由 は こ こに あ る。 で は,

な ぜ こ う した 人 的資 源 管 理 が 存在 す る に もかか わ らず,会 社 人間 は閉 塞 的 状 況

に さ い な まれ てい る ので あ ろ うか 、,とい うよ りなぜ 企 業 人 は会 社 人間 にな って

しま った ので あ ろ うか 。

III自 己実現的人事管理のパラ.ドクス

ここでは,会 社人間における閉塞的状況の原因を探求するために」社会的自

我論を援用する。社会的自我論を概説 した後に,改 めて行動科学者による自己

実現的人事管理論を批判的に検討 していく。

1社 会 的.自我 論

人 間 は様 々 な 生活 領 域 と関わ りなが ら生 きて い る。 そ の 個 人 を,.自 己 の心 的

内 部 に 目 を向 け垂 直 的か つ 構 造 的 に分 析 しよ う とす るの で は な く,あ くま で も

外 界 に位 置す る生 活 領 域 と の関 わ りか ら水 平 的 に捉 え よ う とす る の が,Mead

[1934]を 嚆 矢 とす る社 会 的 自我 論 の立 場 で あ る。 船 津[1995]に よれ ば,人

間 は 自 らが 関与 して い る様 々 な 生 活 領 域 に お け る,複 数 の他 者 か らの期 待 を

「 一般 化 され た他 者 」 の期 待 と して ま とめ あ げ,組 織 化 した うえ で,こ の 一般
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化された他者の期待 との関連において社会的自我を形成する。つま り会社人間

とは軽営者,管 理者,同 僚,部 下とい.つた複数の他者からの期待を.「会社」 と

いう一般化された他者の期待 として組織化 したうえで,こ の一般的他者である

「会社」 との関連に.おいて形成された社会的自我 といえるのである。

しかしここで強調 しておきたいのは,社 会的自我論において自我は生活領域

の数だけ存在するということであり,前 述した会社人間という自我 も複数存在

する自我のうちの一つに過 ぎないという点である。つまり,現 代においてどれ

だけ企業が社会の中心にあり,労 働が生活の中心に位置しているとしても,あ

くまでもそれは一部にしか過ぎないということなのである。 ミー ドの思想を労

働者の行動分析に応用 したDubinetal,[1975].が,現 代都市社会 という複雑

な環境に生きる個人を,mu-tip-e.selfcitizenと 呼んでいることか らもそれは窺

える。

では,こ うした社会的自我論の見地から自己実現的人事管理を考察してみる

ことに しようo

2企 業労働 に回収 されて しまった自己.

(D自 己 実 現思 想 に お け る 自 己 と は

そ もそ もマ ズ ロ ー は 自 己実 現 とい う.概念 にお い て どの よ うな 自己 を想 定 して

い た の で あ ろ うか 。彼 は 自 己実 現 の欲 求 を 「自分 が な りう るす べ て の もの に な

ろ う とす る願 望」 と表 現 して い た。 こ こか ら彼 の 想 定 して い た 自己 が,企 業 人

や.会社 人 間 の み を指 して い た と は到 底 考 え られ な い 。企 業 人 と して の 自我 は あ

くまで も多 くの 自我 の うち の一 つ にす ぎ ない 。 社 会 的 自我 論 の見 地 か ら言 え ば,

マ ズ ロー は 会 社 を一.般 的他 者 と は考 えて い な か った 。 マ ズ ロー の 想定 す る一 般

的 他 者 は 世.界そ の もの で あ っ た はず で あ る。 こ う考 え るな らマ ズ ロァ の 自己実

現 概 念 を,企 業労 働 を 管理 す る た め の経 営 管 理 論 に応 用 す る1祭に,細 心 の注 意

が 必 要 とな る こ とは容 易 に理 解 で き るで あ ろ う。 す な わ ち,1960年 代 に活 躍 し

た 行 動 科 学 者 た ち は こ れ ら の点 に あ ま り注 意 を払 わ な か った。 とい うよ り管 理
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的 側 面 のみ に淫 目 しす ぎて い た とい う こ とな ので あ る。

(2)行 動 科 学 批 判

マ グ レガー はY理 論 に よ っ て労 働 者 に労 働 の 喜 び を ヲ・えた 。 そ れ ま で受 動 的

な地 位 しか 与 え られ て い なか っ た労 働 者 に,主 体性 及 び 自発 性 が認 め られ,も

は や 労 働 は 苦役 で は な くな っ た ので あ る。 こ う した 意味 に お い て マ グ レガ ーの

貢 献 は 大 きい 。 しか し 「企 業]標 に向 か って 努 力 す れ ば 直 ち に この最 も重 要 な.

報 酬(自 我 の欲 求や 自 己実 現 の欲 求 の 満足 一 筆 者加 筆)に あ りつ け る こ と にな

る の で あ る(McGregor[19601邦 訳,55ペ ー ジ)」 とまで は言 え な い の で はな

い だ ろ うか 。.自己実 現 を可 能 にす る個 人 の潜 在 能 力 が なぜ1企 業経 営 に適 合 す

る と断 言 で き る のか 。 こ こ に この 自己 実現 的 人事 管 理 の陥 穽 が あ る。 明 らか な

よ うに,マ ズ ロ ーの 考 え る 自己 とマ グ レガ ー の想 定 して い る 自己 には大 きな 隔

た りが あ る。 そ して これ らの こ とは ア ー ジ リス にお い て よ り明確 に な る。

アー ジ リスが 唱 え る,人 間 の 自 己実 現 傾 向 及 び全体 と して の 人 間(パ ー ソナ

リ テ ィ)の 重 要性 に つ い て は言 を待 た ない 、,問題 は これ らが組 織 との関 係 に お

い て 論 じ られ る中で 生 じてい る。 まず パ ー ソナ リテ ィの分 割 につ い て考 えて み

よ う。 果 た して アー ジ リ.スの言 う よ う に1満 足 を 組 織 の 外 部 に 求 め る こ とが.

パ ー ソナ リテ ィの分 割 を意 味 す る こ と にな るの だ ろ うか 。 これ は逆 に言 えば ,

満 足 は全 て組 織 労 働 の 中 に求 め な くて は な らない とい うこ と を意 味 して い る。

つ ま り,人 間 は労 働 生 活 に全 て を委 ね な くて は な ら ない とい う こ とで あ る。 し

か しパ ー ソ ナ リテ ィ は,家 庭 や 地 域 とい った 様 々 な:生活 領 域 との 関 りの 中 で そ

の全 体 性 を維 持 す る もので あ る。 この よ うに,労 働 組 織 とい った 唯..一の 生活 領

域 の 中 にパ ー ソナ リテ ィを 閉 じ込 め て しま うこ と こそ,パ ー ソナ リテ ィの分 割

に他 な らな い ので は な いだ ろ うか 。 む しろ,ア ー ジ リス の 言 うパ ー ソナ リテ ィ

の 分 割 は,役 割 の創 出 とい った,人 間 が 広 く社 会 と関 って い く中で 獲 得 して い

くパ ー ソナ リテ ィ.の発 現 機 会 の 多 様 化 と して 捉 え な お すべ きで は な い の だ ろ う

か。

次 に,パ ー ソ ナ リテ ィの 無 視 に つ い て で あ る。 人 間 のパ ー ソ ナ リテ ィが 仕 事

...珍
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と完 全 に分 離 で きる とは到 底 思 わ れ な い 。仕 事 を遂 行 して い く過 程 にお い て,

必 ず や そ の 人 間 の パ ー ソ ナ リテ ィは あ る 程 度 表 出 す る もの で あ る 。従 って,

パ ー ソナ リテ ィを無 視 す る こ とは 不 日∫能 で あ る 。 しか し,だ か ら とい って,仕

事 の評 価 に お いて も,全 体 の 自己 を そ の 対 象 と しな けれ ば な ら ない とい う こ と

.に は な らない 。 こ の点 に関 して も,前 述 の議 論 と同 じこ とが 当 て は ま る。 つ ま

り,仕 事 に お いて 全 体 の 自己 を 評価 す る とい うこ とは,仕 事=自 己 とい う図 式

が成 立 す る こ とを意 味 し,先 ほ ど と同 じ く,自 己 は仕 事 の 中 に埋 没 して し ま う

こ とに な るか らで あ る、 さ らに 言 え ば,組 織 に お い て パ ー ソナ リテ ィ評 価 を行

う こ とは,従 業 員 に対 す る全 人 格 支 配 の 契機 を生 じさせ る こ と に も な りか.ねな

い。

(3〕 能 力 主 義 管 理 批 判

さ らに こ う した 行 動 科 学 的 管 理論 を か つ て の 日本が ど の よ う に摂 取 した の か

を見 れ ば,本 来 の 自己 実 現 概 念 が い か に企 業 労 働 に よ って 取 り込 まれ て しま っ

たか が よ くわ か る。

高 度 経 済 成 長 の 入 り口 に 差 し掛 か って い た 当時 の 日本 に は,大 き な問 題 が 二

つ あ った 。 一 つ は, 、技 術 革 新 を 実 現 す る 能力 を いか に して 創 出 す るか とい う問

題 で あ り,今 一 つ は,高 度 化 す る労 働 者 の欲 求 を いか に充 足 させ るか とい う問

題 で あ る(森 ・松 島[1977])。 これ らの 問題 が 政 府 に よ る人 的 能 力 政 策(淡 路

[ユ963])や 行 動 科 学 の導 入 な ど と結 びつ き,日 経 連 に よ る能 力 主 義 管 理 へ と

結 実 す る。 で は,1969年 に 発行 さ れ た 「能力 主 義 管 理 』 の 中か ら最 も重 要 と思

わ れ る部 分 を引 用 して み よ う。

「企 業 で 働 く人 間 は す べ て,そ の 生涯 た お け る最 も活 動 的 な時 間 を大 部 分企

業 に おい て 働 くこ とに 役 人 して い る し,ま たト そ の社 会的 なつ なが りや 活動 の

場 は主 と して 企 業 にあ り,企 業 を 中心 に展 開 して い る。 した が って 人 生 そ の も

の を企 業 に託 して い る とい って よ く,人 生 の 口的 を企 業 の 仕 事 の 中 に見 出 す こ

とを望 む のが 当 然 で あ る 。 な か に は,企 業 で 働 くこ と を生 活 の 糧 を得 るた め の

手 段 と見 な して い る人 もい る か も知 れ な いが,こ の場 合 は,不 幸 に して仕 事 の

.

摯
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中 に生 きが い を見 出 す こ とがで きなか っ た結.果そ う な った の で あ って,決 して

正 常 な姿 で は ない 。 企 業で 働 く とい うこ とは 単 に労働 を売 って,そ の対 価 と し

て報 酬 を受 け る とい うだ け の 関係 で は ない 。 欲 求段 階説 で い え ば最 も高 い 段 階

の欲 求 につ い て ま で,企 業 に お いて 充 足 され ん こ とを期 待 して働 い てい る ので

あ る。 最 も高 い段 階 の欲 求 とはふ つ う 自己 完 成 の欲 求 と呼 ばれ て い るが,こ れ

は 自分 の もて る可 能 性 を きわ め尽 くす とい う こ とで あ って,い い か えれ ば,能

力 の 最 大 限 の 発 揮 と い う こ とに 他 な ら な い(日 経 連 能 力 主 義 管 理 研 究 会 編

[1969]66ペ ー ジ)。」

マ ズ ロ ー の欲 求 段 階 説 及 び 自己 実現 思 想 の影 響 を受 け てい る こ とは 一 目瞭 然

で あ る。 しか し,社 会 が 企 業 を 中心 と して い る以 上,個.人 の 自己 実 現 は企 業 労

働 に お い て充 足 され るべ きで あ る と して,本 来 の 自己 実 現 を 矮 小 化 し,企 業労

働 の 中 に 閉 じ込 め よ う とす る意 図 もま た明 白で あ る。 こ う した 点 は 前 述 の マ グ

レガ ーや アー ジ リ スの考 え 方 と符 合 してい る。 そ して ,30年 を経 た現 代 の 日本

企 業 にお い て も依 然 と して これ らの考 え方 が 生 き続 けて い る の で あ る 。松 下電

器 の新 しい 人事 方針 で は,冒 頭 に次 の こ とが 述 べ られ て い る 。

「社 員.全員 の 自己実 現 をめ ざ して,一 人 ひ と りの 意欲 を活 か し,持 て る能 力.

を最大 限 発揮 させ る こ とで あ る。 そ れ が,個 人 の生 き甲斐,働 き 甲斐 に通 じ,

同 時 に 会社 の 目標 と一 致 す る よ うな,強 固 で しか も人 を大 切 にす る心 豊 か な人

間 集 団 をつ く りあ げ る の で あ る」。 確 か に 日経 連 の 能 力 主 義 管 理 ほ どで は な い

に して も,や は りこ こ に も個 人 の 生 き..甲斐 と企 業 目標 が 一 致 す べ きで あ る こ と

が 述 べ られ,個 人 の 自己 実 現 は企 業 に お い て達 成 され な くて はな らな い とい う

こ とが 暗 に示 され て い るの で あ る 。 しか し,マ グ レガ ー を始 め と.する 自己 実現

的 管 理 論 の 提 唱 者 は 誰 も,な ぜ 自 己実 現 が 企 業 労働 にお い て 達成 さ れ るべ きで

あ るの か に つ い て教 え て は くれ な い。 企 業 が 社 会 の 中心 に位 置 して い るか らだ

けで は 理 山 に は な らな い 。 こ れ ら の理 論 が 管 理 側 の 巧 妙 な労 働 強 化 策 だ と 言わ

れ て も仕 方 が な い の で あ る(北 野[1998])。



32(118) 第171巻 第2号

夏V会 社人間の閉塞感を超えて
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これまで見てきたように,入 間個人の尊重という高通な理想を掲げた自己実

現思想を管理理論に応用することによって,労 働者は幾分組織労働において解

放された。 しか し,厳 密に経営管理論として応用するがあまり,本 来の自己実

現思想が綾小化されて しまい,む しろ労働.者は企業労働の中に閉じ込められて

しまうという皮肉な結果となったのである。企業人が会社人間化 した背景には

こうした人的資源管理があったのであ り,会 社人間の閉塞感はこうして生み出

されてきたのである。個人は自己実現を追及する。企業は自己実現の提供を約

束する。しか し,そ もそも自己実現が企業労働によって達成され得ない以上,

それは幻想で しかない。会社人間はいつまでも達成されることのない自己実現

を追及し,企 業労働の虜と化すのである。ここに本人たちも気づ くことのない

漠然とした閉塞感が生 じるのである。最終章ては,こ うした会社人間の閉塞感.

がいかにして払拭され得るかについて考えていく。

》
測

削 1会 社 人間 か ら生活人へ

た とえ企 業 中心 社 会 で あ ろ う と も,労 働 者 の生 活 領 域 は企 業 労 働 の み に存在

して1、・るわ けで は ない 。Sandel[1996]も 言 う よ うに,我 々 は 「多層 的 に位 置

付iナられ た 自己(Multiply-situatedselves)と して 思 考 し,行 動 し うる市 民」

な の で あ り,常 に状 況 付 け ら れ て い る。 これ は 前 述 したDubinのMultiple・

selfcitizenや 大 野[1996]の 言 う 「生 活 着 」 と も符 合 す る考 え方 で あ る と言.

え る。

天野[1996]に よれ ば 「生 活 者 」 とは,「 生 活 の全 体 性 を把 握 す る 主体 」 を.

さ し.「 静 的 な形態 で は な く,「 生 活 着』 へ と生 き方 をか えて い く....一.つの ダ イナ

ミ7ク な 日常 的 実 践 をさ す(14ペ ー ジ)。」 こ.こに は,生 活 す る一 人 ひ と りが,

自己 を拡 充 し,社 会 の な か に 意 味 を創 造 して い く主 体 と して の生 活 者 像 が投 影

され て'.・る。 天 野 は 杉 並 区.艮を務 め た こ と もあ る市 井 の作 家,新 居 格 の議 論 に

.寮

」

屑.



会社人間の閉塞感(119)33

依 拠 しな が ら次 の よ う.に述 べ て い る。 「新 居 に よ る と,生 活 着 と はr官 吏 や 大.

会 社 銀 行 に身 を置』 く 「帰 属 人』 で は な い。 つ ま り,サ ラ リー マ ンで は な い。

油 分 で 自分 の 生 活 を 組織 し運 行 』 す る 人 び とで あ る。 組織 に守 られ て生 きる

帰 属 人 に 比 べ て,そ の 『生 活 た るや 如 何 に侘 し く且 つ はか な く と も』,生 活 着

は 自 らの 生 活 につ い て 決定 を くだす 力 を もっ てい る(41ペ ー ジ)。」

帰 属 す る とい う意 識 は,そ の 時点 で 受 動 的 な立 場 を引 き受 け て い る こ とに な

る。 そ うで は な くて,あ くまで も自 らが 主体 た ら ん と して 能動 的 な立 場 に立 つ.

ため に は,そ う した 帰 属 意識 を捨 て,帰 属 対 象 で あ る企 業 を 自 らの生 活領 域 の

一... 部 と し て編 成 し直 す こ とが必 要 な ので あ る。 企 業 の 中 に閉 じ込 め られ た 自己

か ら,企 業 を 自 らの 中 に取 り込 む 自己へ と変 容 しな くて は な らな い の で あ る。

そ うす る こ と に よ って 初 め て個 人 は,天 野 が 指 摘 す る 「自覚 的 な協 同 関係 」 を

企 業 組 織 との 問 に形 成 す る こ とがで きる ので あ る。

世 界 の 中で 多 層 的 に位 置 付 け られ た 自 己 は まず そ の 全 体性 を把 握 して い な く

て は な ら ない 。 ミー.ドだ け で な くマ ズ ロ ー もまた,自 己 と対 峙す る環 境 概 念 と

して 世.界全 体 を想 定.して い た はず で あ る。 そ うで な1ナれ ば 人 間 の潜 在 能力 に あ

れ だ けの 価 値 を認 め るはず が な いで あ ろ う。 こ こで は 「生 活 世界 の 中 で状 況 付

け られ た 自己 の 全 体性 を把 握 し,そ れ ら を 日常 的 実 践 と して行 動 に結 び付 け ら

れ.る人」 を 「生 活 人」 と呼 ぶ こ とに しよ う。

こめ よ う に見 て く る と,先 に取 り上 げ た新 居 が 「何 で あ ったか よ りも,何 で

もで あ った(天 野[1996]43ペ ー ジ)」 人 物 と して評 され てい る こ と の意 味 が,

鮮 や か に浮 か び.ヒが って く る。 マ ズ ロ ー は 自己 実現 的傾 向 を,な り得 るす べ て

の もの に なろ う とす る傾 向 と考 え て いた が,ま さ にそ う した 意味 に お い て,新

居 は 自尽 実 現 性 を 体現 した 人 間で あ った と言 え るの で はあ るま いか 。 つ ま り,

「生 活 人 」 で あ って こそ真 の 自 己実 現 人 で あ り得 る とい う こ とな ので あ る。

2生 活人モデル

個人が様々な生活領域を統合する主体 として存在する以上,そ れに見合った
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桂 営 管 理 が 必 要 とな るの は 当然 の こ とで あ る。 企 業 が 生 産性 を高 め る と と もに,

会社 人 間た ちの 閉 塞 感 を 払拭 す る た め に は ど の よ う な管 理 が 必 要 とな るの で あ

ろ うか 。

まず 言わ ね ば な らな い の は,自 己実 現 の捉 え 方 につ い て で あ る。結 論 か ら言

え ば,今 後 企 業 は従 業 員 の 自己実 現 を不 用 意 に経 営 理 念 と し ない 方 が よい で あ

ろ う。 これ は特 に現 代 日本 に お い て 当 て は ま る こ とで あ るが,自 己 実 現 を 口的

化 す る こ とに よ って む しろ,そ の 自己実 現 を 自 らで 遠 ざ けて し ま って い る。

近年,禅 思 想 と実 存 分 析 の 創 始 者 フ ラ ン クル の思 想 と の融.合を試 み て い る山

田[1999]は,現 代 社 会 に お い て 宗 教 的 ・絶 対 的価 値 の 体 系 が 崩 壊 し,人 間

的 ・相 対 的 価 値 が 自立 す る と,必 然 的 に ニ ヒ リズ ムが 生 じ,反 面 人間 の 欲 望原

理 が支 配 的 に な って い くと論 じる 。 そ して ま た,エ ゴ イ ズ ム と は エ ゴ を粗 末 に

す る立場 で あ る と した うえ で,「 す べ て は 自分 の 生 の た め(自 分 が生 きる ため),

あ る い は 自分 の よ り.多くの 生 の た め(よ り多 く 自分 が 生 き るた め)(121ペ ーー

ジ)」 に あ る とい う立 場 か らは,生 き る の は何 の た め か,と い う問 い に対 す る

答 え はで て こな い と断 じる。 山 田 に よ れ ば,こ う して 土 ゴ.イズ ム は最 終 的 には

ニ ヒ リズ ム に帰 着 す る。 つ ま りフ ラ ン クル も言 うよ うに,自 己実 現 を 目的 で ぽ

.な く,あ くまで も結 果 と しτ 捉 え る方 が健 全 な ので あ る。 自 己実 現 は決 して 意

図 して 達 成 さ れ る もの で は ない 。 フ ラ ン ク ル は次 の よ うに 述 べ て い る。 「人 間

が何 で あ るか は,彼 が 自分 の もの にす る事 に よ って決 ま る(117ペ ー ジ)」 と。

そ の 「もの にす る事 」 こそ が 目的 な の で あ る。.

次 に組 織 統 合 モ デ ルで あ る。Schein[1囲0]に よれ ば,経 営 管 理 の 歴.史はそ.

の前 提 と な る人 間観 の変 遷 そ の もので あ る。 テー ラー の 科 学 的管 理法 は 人 間 を

機 械 祝 して い る と して,機 械 人 モ デ ル と呼 ば れ る。 また,メ イ ヨー た ち に よ る

人 間 関係 管 理 は人 間 に お け る関係 性 を重 視 して い る こ とか ら社 会 人 モ デ ル と呼

ばれ る。 そ して マ グ レ ガー た ち に よ る行 動 科 学 的 管 理 は 人 間 の 自己 実 現欲 求 に.

着 目 した こ とか ら 自己実 現 人 モ デ ル と呼 ば れ て い る。 さ らに 最 近 で は,組 織 に

よ っ て主 要 な欲 求 を充足 す る タ.イブ の参 加 者 を組 織 人,仕 事 そ の もの に よ.って

'
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主 要 な欲 求 を充 足 し,組 織 を あ くまで も手 離 視 す る タ イ プの 参 加 者 を 仕事 人 と

して,そ れ ぞ れ に ふ さ わ しい統 合 モ デ ルが 提 唱 され てい る(太 田[1999])。

これ らの 管 理 モ デ ルは,対 象が ブ ル ー カ ラ ーで あ った り,ホ ワ イ トカ ラーで

あ った りと,異 な る 点 もあ る が,企 業 労 働 にお い て 労働 者 の 重 要 な欲 求が 充 足

され る と考 え られ て い る 点 で は 共通 して い る。 つ ま り,企 業 労働 にお い て 自己

実 現 は達 成 され る とす る 立場 を とっ て い る点 で は,変 わ りない の で あ る。 これ

まで.見て きた よ うに,本 稿 で は,こ れ か ら の.人的資 源 管 理 は個 人 を生 活 人 と し

て捉 え る人 間観 を前 提 に す べ きで あ る と考 え て い る。 す なわ ち,必 ず し も企 業

労 働.におい て労 働 者 の 自己 実 現 が 達 成 さ れ るべ きで あ る とほ考 え ない 。 生 活 人

と して の労 働 者 は企 業 との 間 に対 等 な パ ー トナ ー シ ップ を築 くこ とが 理 想 で あ

る。 そ して,様 々 な生 活 領 域 との 間 で バ ラ ンス を と りなが ら,.自 己 の潜 在 能 力

を 開 花 させ て い くの で あ る。 そ うで あ っ て こ そ,「 何 で もで あ る」 状 況 が 現 出

す るの だ とい え る。 ただ し,ど の 生 活 領 域 に どれ だ け の比 重 を置 くか につ いて

は,個 人差 が あ る し,個 人 に おい て もラ イ フス テ ー ジに よ って異 な っ て くるだ

ろ う。例 えば,企 業 組 織 で 経 営 幹 部 と して そ の 中核 を 担 お う とす る個 人 は,.あ

る程 度 は企 業労 働 に比 重 を置 か ざ る を得 な い で あ ろ う。 一 方,自 らの専 門能 力

を高 め る こ と に よ って広 く社 会 に貢 献 しよ う とす る個 人 は,太 田[1999]が 言

うよ うに,.企 業 組織 よ りも学 会 な どの専 門 家 コ ミュニ テ ィに 軸足 を置 くだ ろ う。

さ ら に,例 えば 環境 問題 に対 し℃ 関心 の高 い 個 人 は,企 業 労 働 に お い て 生 活 費

を得 なが ら,そ う した 問 題 に取 り組 ん で い るNPOで 活 動 す る こ とに 重心 を置

くか も しれ ない 。 また,経 営 幹 部 で あ って も,育.児 や 介 護 な どの 家事 労働 が発

生 した場 合 は,少 な くと もそ の時 期 だ け は家 庭 を 中心 的 な生 活 領 域 とす るか も

しれ な い.こ の よ うに,生 活 領域 間 の バ ラ ン スは個 人 に よ って も異 な る し,同

一個 入で あ っ て もラ イ フ ス テー ジに よ って 異 な る とい うこ となの で あ る。 従 っ

て企 業組 織 は こ う し.た多 様 な個 人 の ニ ー ズに対 応 した経 営 管 理 を実 践 しな けれ.

ば な らな い とい う こ とに な る。

第2表 に主 な 人 間 モ デ ル と組 織 統 合 の 方 法 につ い て簡 単 に示 してお い た 。 生

.覧.・
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第2表 人 間 モ デ ル と組 織 統 合

人間モ デル

機械人 モデル

社会人 モデ ル

自己実現人モデル

組 織 人 モ デ ル

.仕事.人モデル

生活人モ デル

前 提 制度 ・施 策

人は働 かない もの 出来高給

人は関係性 を求める もの イ ン フ ォー マ ル グル ー プ活 動

入は成 長を求 める もの 職務充実,多 能工

.人 は組.織 に コ ミ ッ トす る も の

人 は仕 事 に コ ミ ッ トす る もの

組織 内での評価

充実 し.た仕事 のための インフラ提供

育児 ・介護休暇な ど生 活に配慮 した人は様 々な生活領域 にコ.ミ
ッ ト 制度施策

,ボ ランテ ィ.ア休暇,祉 会する もの

貢献活動 プ ログラム

活 人 は組織 人 も仕 事 人 も包 含 した概 念 で あ る。 従 っ て,表 に示 した 制 度 だ けで

は不 完 全 で あ る こ とは事 実 で あ る 。生 活 人 は家 庭 を主 要 な生 活 領 域 に す る個 人

の み を指 す の で は な い か らで あ る 。 あ くまで も生 活 人モ デ ル に よ る管理 は,生

活.人と して の 尊 厳 及 び行 動 を保 障 す る もので な くて はな らな い 。企 業 は そ れ を

踏 まえ た うえ で,企 業 と して の生 産 性 向 上 を求 め て い か ね ば な らな い ので あ る。

従 って,定 型 的 な実 務 能 力 に は優 れ て い るが,軸 足 を組 織 や 仕 事 以 外 に置 く個

人 は,組 織 人 と して扱 わ ない 方 が 良 い か も しれ な い 。つ ま り,そ う した 個 人 は

雇 用労 働 者 と してで は な く,契 約 的 労働 者 と して対 等 な パ ー トナ ー シ ップが 築

か れ る よ うに位 置 付 け るの で あ る。 そ の方 が,そ の個 人 の生 活 人 と して の 尊厳

と行動 は,組 織 か らの 制 約 を 受 け る こ とな く保 障 され る ので はな い だ ろ うか 。

そ こで 参 考 と な る の が,新 ・日本 的 経 営 シ ス テ ム 等 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト

[1995]に よ る雇 用 ポ ー トフ ォ リオや,守 島[2001]に よ る人材 ポ ー トフ ォ リ

オ と呼 ば れ る戦 略 で あ る 。例 え ば雇 用 ポ ー トフ ォ リオ とは,労 働 市 場 を め ぐる

構造 変 化 に対応 す るた め に,従 業 員 を三 う の タ.イブ に分 類 す る こ とに よ って 分

別 管 理 を行 お う とす る もの で あ る。 そ の 三 つ とは,「 長 期 蓄 積 能 力 活 用 型 グ

ル ー プ」 「.高度 専門 能 力 活 用 型 グル 』 プ」 そ して 「雇 用 柔 軟 型 グル ー プ」 の こ

とで あ る。 「長 期 蓄 積 能 力 活用 型 グ ルー プ」 と は,経 営 幹 部 及 び そ の 候 補 者 と
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し て組 織 を管 理 して し.・く グル ー プで あ り,組 織 に比 重 を攫 い ℃ い る グル ー プ と

い え る。 「高 度 専 門能 力活 用 型 グ ルー プ」 と は,そ の専 門 能 力 に よ って 組 織 に

貢 献 す るが,.い わ ゆ る組 織 行 政 的 な仕 事 に は携 わ ら ない グ ルー プで あ り,仕 事

に比 重 を置 い て い る グル ー プ とい え る。 そ して 最 後 の 「雇 用 柔軟 型 グ ルー プ」.

と は,優 れ た 実 務 力 に よ って 定型 業 務 を こ な し組 織 に貢 献 して い こ う とす るグ

ル ー プで あ り,組 織 や仕 事 に 重心 を置 か な い グ ルー プ と言 え るだ ろ う。

こ う した 提 言 及 び 研 究 は緒 につ い た ばか りで あ り,ま だ まだ 不 透 明 な部 分 が

多 い。 最 も危 惧 され るの は,生 活 人 と して の地 位 を保 障 す る とい う名 口で いわ

ゆ る契 約 社 員 化 を して,生 活 基盤 が脆 弱 に な っ て しま うの で はな い か とい う点

で あ る。 これ ら の点 も含 め,生 活 人 を前 提 に した統 合モ デ ル につ い て は今 後 も

議 論 を重 ね て行 く必 要 が あ るで あ ろ う。.

お わ り に

これ まで 日本 企 業 が採.用 して きた 自己実 現 的 人事 管 理 は,労 働 者 に労 働 の喜

び を与 え る 一 方 で,彼/彼 女 ら を企 業 労 働 の 中 に 囲 い 込 ん で きた 。 自律 を前 提

.とす る はず の 自己 実 現思 想が 皮 肉 に も,労 働 者 を受動 的 な地位 へ と貶 め る こ と

.に一 役 か って い た の で あ る。

か つ て の よ う に,企 業 の成 長 が 個 人 の成 長 と と も にあ り,さ らに そ の先 に 国

家 の成 長 さ えあ った 時代 に は,会 社 人 間的 キ ャ リア は成 長欲 求 を充 たす 手 段 と

して多 い に成 立 した で あ ろ う。 しか し,か つ て の よ うな成 長 が 望 め な くな った

現 代 にお い て,も は や 宅 れ は通 用 しな くな った 。 また,価 値 観 が 多様 化 して い

る現代 にお い て,自 己実 現 充 足 の場 を企 業 にの み 求 め る必 要 は な くな って きた 。

世 の 中 が 十 人 一色 の 時代 か ら十 人 十 色 の 時代 へ と変化 して い く(見 田[1995])

な か で,誰 し もが 企 業 に 自 己実 現 の 場 を求 め る必 然 性 は な くな って きた の で あ

る。 当 然 企 業 も こ う した変 化 に対応 しよ う と努力 して い る。 先 に取 り上 げた 雇

用 ポー トフ ォ リオ もそ の一 つ で あ る し,こ れ か ら取 り..hげるエ ンプ ロ イ ヤ ビリ

テ ィ とい う考 え方 もそ うで あ ろ う6こ こで最 後 に,近 年 盛 ん に論 じられ て い る
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エ ンプ ロ イ ヤ ビ リテ ィ の議 論 を本 論 と関 連づ けな が ら検 討 して こ の論 文 を閉 じ

る こ とに した い。

昨 今大 手企 業 の入 社 式 に おい て,.各 企 業 の経 営 トップが 若 き精 鋭 た ち に対 し

て,他 社 で も通 用 す る能 力 を身 につ け る よ うに と訓示 す る こ とが 多 くな って き

た 。 入 っ て きた ばか りの社 員 に転 職 を促 す か の よ うな この訓 示 は,現 代 企 業 が

.抱 え る苦 悩 を よ く表 してい る。 そ して この 訓 示 の 意味 す る とこ ろ こ そが エ ン プ

ロイ ヤ ビ リテ ィな ので あ る。

日経 連 は エ ンプ ロ イ ヤ ピ リテ ィを 「労 働 移動 を 可能 にす る能 力 」.に 「当 該企

業 の 中 で発 揮 され,継 続 的 に雇 用 され る こ とをPi能 にす る能 力 」 を加 えた 広 い

概 念 と して捉 え る(日 本 経 営 者 団 体 連 盟[1999])。 奥 林[2001]も 言 う よ う に

この概 念 は,流 動 的 な労働 市 場 と,自 分 の意 思 で離 職 す る こ とので きる個 人 の

自由 を前 提 と して い る。 矛 盾 した 話 で は あ るが,他 社 で も通 用 し うる職 業 能力

Φ 開発 に投 資 す る こ とが,逆 に,社 員 を引 き留 め,帰 属 意 識 を高 め る とい うの

で あ る。

そ れ に して もなぜ,敢 えて 労 働 移 動 を 円能 にす る能 力 と言 わ ね ば な ら ない の

か 。 ここ に本 論 と の関 連 性 が あ る。 冒頭 で示 した とお り,こ れ まで の 日本企 業

は 一.種の生 活 共 同体 で あ り,閉 鎖性 をそ の特 徴 の..・つ と して有 して きた 。 社 員.

.は 組 織 の 中 に 囲い 込 ま れ て きた(太 田[2001])わ け で あ り,退 職 す る 白血 す

らな か っ た ので あ る(八 代[1999])。 日経 連 が敢 え て労 働 移 動 に触 れ て い るの

は,こ う した 閉鎖 的 な 日本 企 業 を社 会 に対 して 開 かれ た もの に して い く必 要性

を感.じて い るか ら に ほか な らな い 。 そ して さ らに企 業 の構 成 メ ンバ ー全 員 が企

業 に お い て 自 己実 現 を果 た さな くて は な らな い とい う,両 ・的 思 想 が 失 わ れつ

つ あ る こ と もそ の 背 景 と して あ る に ちが い な い。 そ れ は,「 従 業 員 の仕 事 の う

え で の 自 己実 現(日 本 経 営 者 団 体 連 盟 「1999]59ペ ー ジ,傍 点 筆 者)」 とい う

表 現 に如 実 に表 れ てい る。 自己 実現 が 限 定 的 ・条 件 つ きで 語 られ て い るの で あ

る。 これ は,企 業 が これ まで独 占 して きた従 業 員 の 自 己実 現 を,あ る程 度 解 放

す る とい うこ と を意 味 して い る。 これ ま で の 日本 企 業 は全 人 格 の 没 入 を従 業 員
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に求 め,従 業 員 もそ れ に応 じて い たが 故 に,自 己 実 現 欲 求 は企 業 生活 を通 じて.

しか 充 足 され 得 なか った 。従 業 員 は仕 事 だ けで な く,生 活 共 同 体 の 一市 民 と し

て役 割 外 の行 動 に も従 事 し な けれ ぼ な らなか った ので あ る。 こ う した 意 味 に お

い て,こ の エ ンプ ロ イ ヤ ビ リテ ィの 考 え 方 は少 な く と も,従 業 員 の 自己 実 現欲.

求 充 足 の 手段 を仕 事 に限 定 して い る点 に お い て評 価 で きる。

しか しだか らと い っ て,エ ン プ ロ イヤ ビ リテ ィに本 論 で.セ張 して い る生 活 人

思想 ま で もが 含 ま れ て い る と は思 え ない 。 この点 につ い て は今 後 も慎 重 に検 討

して い か ね ば な ら な いで あ ろ う。

……

髭.
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