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1 本書の 特徴

本書 は ，今 目，多様な 視 点 か ら 議 論が盛 ん な

「エ ン プ ロ イア ビ リテ ィ」 につ い て，歴 史 ・
現状

と概念的検討，お よ び実証分析 の 結果を論述 ・提

示 して い る 大部 な労作 で ある 。 また，第 5 章以 降

で は ，エ ン プ ロ イ ア ビ リ テ ィ を取 り巻 く今 日 ・多

様的な要 因を提示 し．そ れ との 関連解明 を精力的

に 図 る た め に 精緻 な実証分析を行っ て い る 意欲的

な著作で もある と言え よう。

　本書 の 特徴 は，第 1 に ，言 い 過 ぎか も し れ な い

が 浅薄な議論に 終始 して い た観 の ある現状 に警鐘

をな らす か の よ うに，今日の エ ン プ ロ イア ビ リ

テ ィ に関する多様な議論を整理 し，著 者な りの 視

点か ら構 成 し、提示 し て い る こ とで あ る 。 第 2

に，著者 の 他著作 にも見受け られ る よ うに丁寧な

既存議論 の レ ビ ュ
ー

を基 に 調 査 ・
分析枠組み を設

定 し，次に仮説設定 ・検証に よる 実証分析 の 結果

を提示 し，それ らを根拠に して 着実に 議論を進め

て い る こ と で あ る。よ っ て，机上 の 議論 で もな

く，また飛躍 し，現実離れ した 議論で もない こ と

で ある 。 探究さ れ ，論述 され、提示 され て い る の

は 設定問題 に対する リ ア リ テ ィ の あ る
一

囘答 で あ

る ，と指摘 で きる こ と で あ る 。 こ れ ら は ，全 て 本

書の 学術的な貢献と言 い 換え る こ と もで きよ う、、

　 なお，本書全般 に お け る 理 解 しや す い 記述 の 仕

方 （各段 落 の 先頭 文章 を読 め ば お お よ そ本書 の 内容

が 理 解 で きる こ と） も，今日，学術 成果 の 普及 と

い う視点 か らは重要 で あ ろ うこ とを付加 し て お

く。

2　本 書の概要

　本書は，序章 と終章，お よび個別 14章の 計 16

章．334頁 か ら成 っ て お り，2部構成 で あ る。具

体的に、第 工部 〔第 1章 一第 4章） は 「エ ン プ ロ

イア ビ リテ ィの 歴 史 ・
現状とそ の概念的検討」と

し て，それ に 関す る，過去
・
現在 （第 1 章 ），概

念的検討 〔第 2 章〕、要因 齢 3章），影響 俤 4 章）

を提示 して い る ，，第 H 部 C　ag　5・一一　14章 ） は 「エ ン

プ ロ イア ビ リテ ィ に 関する実証分析」 と して ，実

証分析に 基 づ く、知覚尺度 の 開 発 と妥 当性 〔第 5

章〕，日英比較 （第 6章），ス キ ル と知覚の 関係 （第

7 章 ），客観 的基 準 の 検討 〔第 8章 ），要 因 と影響

（第 9章），雇用不安 と職務態度 に 及 ぼ す 影響 （第

10・11 章1，保障 （第 12 ・13章、，専門 職 の キ ャ リ

ア 停滞 と退職 に 及 ぼ す影響 〔第 14章 〕 を提示 し

て い る 。

　以下 で は，や や長 くな る か も しれ な い が，各章

の 概要を提示 して お こ うc，

　「序章 働 く人の た め の エ ン プ ロ イ ア ビ リ テ ィ の

意義」 で は，第 1節 に そ の 意義として ，勤労者の

キ ャ リ ア．組織，組織 と個 人の 相互関係 の 視 点が

述 べ られて い る 。 第 2節に社会変化に お け る そ の

重 要性 と して ，イノ ベ ー
シ ョ ン ，組織 の 変化，グ

ロ ーバ ル 競争の 激化，属性的特徴の 変化が述 べ ら

れ て い る。第 3節 に 組織 の パ ラ ド ッ ク ス と して ，

柔軟1生と自律性と専門化 と脱専門化 が述べ られ て

い る 。 最後 の 第 4節に本書
．
で設定 した 3 つ の 問題
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と して ．エ ン プ ロ イ ア ビ リ テ ィ の   定義 現状．

構造の 分析，  発生原因，影響要 因の 分析，  発

生 ・影響の 状 況 ・結果 の 分 析，が 述 べ ら れ て い

る 。 また ，研究方法 と して ，文献研究 ・資料の レ

ビ ュ
ー

を基 に モ デ ル ・仮説 を導出 し，そ れ を検証

する実証分析型 （勤労者対象の 意 識 調 査 と勤 労者 ・

企 業対象の イ ン タ ビ ュ
ー調 査 tt

　 12頁 の 図 を 参 照 の こ

と｝ で ある こ とが 述 べ られて い る。

　 「第 1章 エ ン プ ロ イ ア ビ リテ での過去と現在」
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1／いどプ，　
で は，第 1節 に そ の 歴 史的生成過程として，黎明

期 〔20 世 紀 初 頭 〉．社会政策的 観点 の 重視 （1950

年代），能力 と態度の 重視 （1950年代か ら 6e 年代）、

移転 可 能な知 識 と ス キ ル の 重 視 q970年 代 ），多

様化 とキ ャ リア へ の 影響 の 重 視 q980年代 1，・／多

様化と拡散 （1990 年代）お よ び それ 以 降 の 知 見が

述 べ られ て い る、，第 2 節 に 地域的特徴 と してt

ヨ
ー

ロ ッ パ 的文脈，ア メ リ カ に お け る 生 成過程 の

特殊性が述べ られ て い る ，，最後の 第 3 節に わが 国

に おけ る 普及 と現状 が 述 べ られ て い る 。

　「第 2 章 エ ン プ ロ イ ア ビ リテ ィ の 概念的検 討」

で は ，第 1 節 に そ の 定義 と して ，
一

般的定義か ら

集団を対象と した 定義まで の 7 つ の 分類定義と 階

層性が 述 べ ら れ て い る u 第 2節 に そ の 特徴 と し

て，概念の 多様性．個人的側面 と環境的側 面の 二

面性、ダ イ ナ ミ ッ ク 性、職務 の 量的 ・質的側 面 に

よ る差異が述 べ られ て い る ． 第 3 節に そ の 関係者

（5 者 ） と対象 （雇用 され て い る 人 々 ）が述 べ られ

て い る 。 第 4 節にそ の 分類 として，  内 ・外的 

量
・
質的  絶対 ・相対的 エ ン プ ロ イ ア ビ リテ イ が

述 べ ら れ て い る 。 第 5節 に その 次元 や構成概念 と

して 、能力
・
非能力 的側 面，移動 ・能力 の 次元，

心理的社会概念が述 べ られ て い る。第 6 節に そ の

関連概 念 と して ，個人 C6つ ）一組織 レベ ル か ら述

べ られ て い る 。 第 7 節 に そ の 知覚 として，自律的

評価，客観性 の 揺 らぎが述べ られて い る。最後の

第 8節 に そ の 測定 として ，個人 ・組織 ・業種別 に

述 べ ら れ て い る u

　「第 3章 エ ン プ ロ イア ビ リ テ ィ の 要因」で は，

第 1節 に それ に関する 理論的 フ レーム ワ
ーク と し

て ，人 的資本 ・
モ チ ベ ー

シ ョ ン
・
二 重 労働市 場

論．シ グ ナ リ ン グ 理論が述 べ られ て い る。第 2 節

に そ の 個 人 的 要 因 と して ，個 人 属性，人 的資本，

モ チ ベ ー
シ ョ ン，労働市場関連 の 要因が述べ られ

て い る 。 同時 に 仮説 3− 1〜8が 提示 され て い る。

最後 の 第 3節 に 組織 ・労働市場要因が 述べ ら れ て

い る 。

　 「第 4 章 エ ン プ ロ イ ア ビ リ テ ィ の 影響」で は、

第 1節に そ の影響に 関す る 理論的 フ レーム ワ
ー

ク

と して ．自己決定 ・人的資本 ・社会的交換理論が

述 べ られ て い る 。 第 2 節に職務態度 や キ ャ リ ア 意

識 との 関係 と して．日常の 職務態度，長期的な

キ ャ リア 意識が述 べ られ て い る。同時に仮説 4− 1
−一・4 が 提 示 され て い る，，最後 の 第 3 節 に 職務行動

や業績 と の 関係が述 べ られ て い る。

　以上 が 既存議論や現状を レ ビ ュ
ー

した第 1部 で

あ70，， 第 5 章以 ドの 第 H 部 は，実証分析の 結果 の

提示が 中心に なっ て い る、、なお，各章にお い て，

レ ビ ュ
ー

に よる モ デ ル ・仮説導出→ 方法の 提示→

結 果 の 提 示 → 結 果が 示 唆 す る こ と （＝考察 と展 望 ）

の 提示 とい う記述 の 流れは共通 して い る 。

　「第 5 章 エ ン プ ロ イ ア ビ リテ ィ の 知覚尺度の 開

発 とそ の 妥当性」で は，勤 労者 の 知覚に よ る 測

定，知覚 と他概念 との 関係、実証分析の 方法，知

覚尺度の妥当性の 実証分析．結果が示唆する こ と

が 提示 され て い る。こ こ で は ，仮説 5一ト 4 は 支

持 され て い る 。

　「第 6章 エ ン プロ イア ビ リ テ ィの 日英比較」 で

は，そ の 国際比較，実証分析 の 方法，構造 の H英

比較 に つ い て の 実証分析，結果が示唆す る こ とが

提示 され て い る。こ こ で は ，モ デ ル A （内
・
外的

エ ン プ ロ イ ア ビ リ テ ィ の 因 子 平 均 が 日 英で 異 な る ）

の 適合度の 最 も高い こ とが提示され て い る 。

　「第 7章 エ ン プ ロ イ ア ビ リ テ ィ ・ス キ ル と エ ン

プ ロ ア ビ リテ ィ 知覚との 関係」で は ，ス キ ル と知

覚との関係，知覚と職務態度
・
行動 との 関係，実

証分析 の 方法， ス キ ル と知覚 との 関係 の 実証分

析，結果が示唆す る こ とが提示 さ れ て い る 。こ こ

で は，仮 説 7− 1 は 支持 さ れ ，仮説 7−2は 部 分的

に 支持され て い る。

　「第 8 章 エ ン プ ロ イア ビリテ ィの 客観的基準の

検討」 で は，客観的基準，実証分析の 方法，転職

の客観的基 準の 実証分析，結果 が 示唆す る こ と が

提示 さ れ て い る 。 こ こ で は，仮 説 8− 1は民 間企

業勤 労者 に お い て ある程度支持 され，仮説 8−2 ・
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3は支持され て い る、、

　「第 9 章 エ ン プ ロ イア ビ リテ ィ の 要 因 とその 影

響 につ い て の 実証分析」で は，実証分析の 方法，

要因 と影響の実証分析，結果が示唆す る こ とが提

示 さ れ て い る、，こ こ で は ．要因 に つ い て ，仮説 3
− 1〜3は否定 され，仮説 3−4は 支持 され，仮説 3

−5は 内的エ ン プ ロ イ ア ビ リ テ ィ 知覚に お い て 否

定 され ，外的エ ン プ ロ イア ビ リテ ィ 知覚に お い て

あ る程 度支持 され ，仮説 3−6 は 囗本人 に お い て

支持 され，仮説 3−7 は ある 程度支持 され，仮説 3
−8 は支持 さ れ て い る 。 次 に ．影響 に つ い て ．仮

説 4−1・− 2 は支持 さ れ，仮説 4−3 は内的 エ ン プ ロ

イア ビ リテ ィ知覚におい て 部分的 に支持さ れ ．仮

説 4−4 は ほ ぼ 支持 され，仮説 4−5〜7 は 支持 され

て い る。

　「第 10章 雇用不安 と従業員の 職務態 度な どと

の 関係 に 及 ぼすエ ン プ ロ イア ビ リ テ ィ の 影響」 で

は ，雇用不安 と職務態度 との 関係．そ れ らに 及ぼ

す影響，実証分析の 方法、影響 の 実証 分析，結果

が示唆す る こ と．限 界 と今後の 課 題 が 提示 され て

い る。こ こ で は，仮説 10−1 は 支持 され ，仮説 上0

−2 は 部分的 に支持 （10−2a否 定、同 b ・
c
・d は 支

持 ） され て い る 。

　「第 11 章 雇用不安 と従業員 の 職 務態度な どと

の 関係 に 及ぼす エ ン プ ロ イア ビ リテ ィ の 影響 〔2）」

で は，量 ・質的 不 安 と そ れ ら と 職 務態度と の 関

係 ，それ に 及 ぼ す影響，実証分析の 方法，影響 の

実証分析，結果が 示唆す る こ と，限界 と今後の 課

題が提示 され て い る、、こ こ で は ，仮説 ll−1 は 部

分的 に 支 持 され，仮 説 11−2 も部分的に 支持 q1

−2a・d は 支持，11−2b ・
c
・
e は否定1 され て い る 。

　 「第 12章 エ ン プ ロ イ ア ビ リ テ ィ保障の 実 証的

研究」で は．その 保障 の 重要性，組 織 の 能力開発

に よる保障、能力開発に よ る保障の 有効性，実証

分析 の 方法 ，保障 に つ い て の 実証分析，結果が 示

唆す る こ とが 提示 さ れ て い る 、，こ こ で は，仮説

12−1 は 支持 され，仮説 12−2 は 部分的 に 支持 さ れ

て い る 。

　「第 13章 エ ン プ ロ イア ビ リ テ ィ保障の 実証的

研究   」で は，人的資源管理 に よ る 保障 と そ の

有効性，実証分析 の 方法、能力開発以外に よる 保

障の 実証分析，結果が示唆する こ とが提示 され て

働 く人 の た め の エ ン プ ロ イア ビ リ テ ィ 111

い る 。 こ こ で は、仮説 13− 1 は 雇用保 障キ ャ リ ア

自律に お い て 支持 され，仮説 13−2は部分的に支

持 〔13−2a・
c は 部分的 に 攴持、13−2b は 否定） さ れ

て い る 。

　「第 14 章 専門職 の キ ャ リ ア 停滞 と退職 と の 関

係に及ぼ すエ ン プ ロ イア ビ リテ ィ と専 門性 コ ミ ッ

トメ ン トの 影響 」で は，専 門 職 の キ ャ リ ア 停滞 と

退職との 関係，退職 に対す る影響 モ デ ル，実証分

析 の 方法，それ と専 門性 コ ミ ッ トメ ン トの 影響の

実証分析，結果 が示唆す る こ と，限 界と今後の 課

題 が 提 示 さ れ て い る 。 こ こ で は，仮説 14−1 ・2

は 支持 され ，仮説 14−3 ・4 も支持 され て い る、，

　最 後 に 終章 で は 、第 1 節 に 実証 分 析 の まと め と

して 、前 10章 〔5〜14章〕 の 要約 が提示 され て い

る 。 第 2節 に組織 の 人的資 源管理 へ の 提言 と し

て，パ ラ ドッ ク ス ，保障 の 能力開発管理 に 必要な

方向性 が 提示 さ れ て い る。第 3 節 に勤労者へ の 政

策的提 言 と して．職業能力評価シ ス テ ム とフ レ キ

シ キ ュ リ テ ィ 政策が 提示 され て い る 。 第 4 節 に

キ ャ リ ア 発達論 に お け る本書 の 意義 として 、組織

間 キ ャ リ ア 発達過程 に おけ る重要性，組織外キ ャ

リ ア に お け る 役割，強靭 なキ ャ リ ア が 提示 さ れ て

い る 。 第 5 節に グ ロ ーバ ル 棍点か ら研究 に おける

本書の 意義が提示 され て い る 。 第 6節 に今後の 研

究課題 と して ，就業形態に よ る 差異 の 分析，雇用

関連 の 制度的環境 との 関係，能力開発の種類と保

障，能力開発 の 内容 と保障，広 い 意味 で の 向上介

入 の 視点．ネ ッ トワ
ー

ク との 関係、縦断的研究 の

必要性が 述 べ ら れ て い 6 ，， 最後 に 結語 で 本書の 結

び と な っ て い る、、

3　本書 へ の コ メ ン ト

　．ヒ述 の よ うに 大部 な労作 で あるが．批判 や疑問

が ない わけ で は ない 。 以 卜
．
で は，最後に．あ くま

で 私見と して 本書 へ の 若干 の コ メ ン トを提示 し て

お く，

　第 1に ，現 象 と して の 特定に．もう少 し深 い 洞

察 や 取組み姿勢が欲 しい
、、例えば，専門化と脱専

門 化 の パ ラ ドッ ク ス （序 章，8 頁） の 前提で あ る。

蓍者 は 「専門化 と脱専門化の 間を状況 に 応 じ柔軟

に 「移動」で きる こ とが 現在 の 境 界の な い キ ャ
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リ ア と して 求め ら れ る 」 と して い る が、理想 と し

て は 理解 で きるもの の ，現状は どうで あ ろ うか ？

もう少 し現実現象へ の 洞察が必要 で は な い だ ろ う

か。こ の 点は，そ もそ も論と して 本書研究 の 問題

の 所在に もつ なが る。現 象か ら特定 ・抽 出 さ れ る

本質的な問題が 提示で きなけ れ ば，研 究者 の 興

味
・
関心 だ け に 偏重 した，あ る い は流行を追 っ た

研究 に な りかねな い
。 実務家か ら して も 「今さら

…」「そ ん なこ とは …」とい う批判 や指摘 を免れ

な い 、 また，現場や現実 との 遊離 （乖離）幅が大

きけ れ ば，実践的な マ ネジ メ ン ト提言 が あ っ て

も，それ らへ の説得力は やや欠け るの で は な い だ

ろ うか 。

　第 2 に．本書で提示 して ある仮説 で あ る が， h

述 と の 関連 で 言えば．や や 「当た り前」すぎない

だろ うか 。 よ っ て，そ の 結果 も妥当的す ぎて，既

存の 議論を追証 した に す ぎな くな っ て し ま う、，や

み くもに 奇 をて らい ，誇張や 断定をする べ きで は

ない が，現象 へ の 深 い 洞 察が あ れ ば ，さらに そ れ

こ そ有効 な仮説の 導出が で きた の で は ない か と思

わ れ る 。

　 第 3 に，個人的な杞憂である が，ア ン ケ
ー

ト調

査 に お け る サ ン プル の 個票あ る い は その 回 答 デ
ー

タが 明確 に提示 され て い ない こ とで ある 嘱 性 は

提 示 i剤 。 本書 で は ，調 査専門会杜 の モ ニ ター
を

対象と したイ ン ターネ ッ トの 質問票調査 とあ る

が，例 え ば 書評 者がサ ン プ ル の 個票 を請求す れ

ば，開示さ れ，回答者を特定す る こ と （例 ：A 社

の B 部長 が 回 答者で あ る）が で きる の か と い うこ

とで あ る。間接的で ある とは 言 え．報告書等があ

れ ば まだ問題 は な い 。 ちなみ に，こ の 類 の 調 査で

は，回答者 の 個 々 の顔が見えない とい う理由か ら

書評者ゼ ミの 院生に は，学術論文に お い て は使用

させ て い な い （今 日 で は 多分、か な り改善され て い

る と聞 くが ）。 簡便的で ，即効
・
効率的 で あ る と

は 思 うが ，昨今 の 新聞報道等に もある よ うに 自然

科 学に とどまらず，社会実験 ・
調査に 関わ る デー

タ の 取得や取扱
・
分析 ・提示 に は厳しい 姿勢が 必

要な時代で ある 。

　第4 に，また 杞憂 で あ る が ，議論 の 拡散化で あ

る。第 1章で も論述 され て い る が，「従 来 の エ ン

プ ロ イ ア ビ リ テ ィ 議論 で 批判 し な け れ ば な ら な い

こ とは，個人 の意欲や能力だけ で定義される個人

的概念 で はな く，さ ら に は業種，組織 個人の レ

ベ ル で も議論 され る べ き」 と い う著者の 前提的主

張で ある。研究 の 進め 方と して は，ある特定概

念 ・
テ リ トリ

ー ・
次元 に 限定 して，考察し た方が

明確に な ら な い だ ろ うか 。 こ れ は，著者 の 意図す

る とこ ろ で は な く，すで に折込済 と理解 は しつ つ

も，拡散的，網羅的に議論を進め て い くこ と は ，

か え っ て 議論 の 進展 に 障害 に は ならな い の だろ う

か．とい う杞憂で ある 。

　第 5 に，今後の 課題 で ある 。 量的調査は 理解で

きる が、一
方 で エ ン プ ロ イア ビ リ テ ィ が キ ャ リ ア

と関連付け て 議論 され る の で あれ ば，心理的あ る

い は 質的なデ ータ に よ る議論 も必要で あ ろ う。ま

た ．媒介効 果 を 測定 （第 10 ・11 判 し て い る が ，

第 1tl章 で は主従 （ウ エ イ ト） の 問題があ り，エ ン

プ ロ イ ア ビ リ テ ィ に 限定 して 分析 して も良か っ た

の で はない か。また ，こ れ が ，専 門性 コ ミ ッ トメ

ン ト と交互作用 を して い る とは考え ら れ な い か 。

今後の 課題に して い た だ きた い 。

　第 6 に ，些細 な こ と で あ る が ，記述 が や や冗長

的な こ とで ある，例えば，第 4章で あれ ば節タ イ

トル を 「第 1節 影響 に関す る 理 論 的 フ レーム

ワ
ーク」「第 2 節 職務態度 や キ ャ リア 意 識 との 関

係」 （単 に 「エ ン プ ロ イア ビ リ テ ィ 」を削除 した だ け ）

として も，大きな混乱や ミス リ
ー

ドは少ない と思

わ れ る 。 逆 に，ベ タ な表現 で は あ る が 「す っ きり

して 良い 」とい う評価 もあるような気 もする。ま

た ，章 タ イ トル と節タ イ トル が ほ ぼ 同 じ とい うも

の もあ る 〔例 え ば，第 7 章 と 第 4節。第 8章 と 第 1

節）。 こ れ も増刷時や新版改定時に再検討い た だ

ければ と思 う、，

　 しか し，以 上 は，思 い つ き的 で ，あ く ま で書評

者 の 杞憂 に す ぎず，本書の 学術的な価値 を b
．
げる

もの で は な い 。前著作 との 関連 も強化 して い た だ

き，さら に精緻 に，精力的に研究を推進 して い た

だ きた い と願 う次第 で あ る 。
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