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要旨アメリカにおけるサービス化経済の台頭のもっとも重要な側面のひとつは、パートタイムや臨時

雇用、独立下請といった柔軟な形態の労働の増大である。製造業における生産の再編成に基づくフレキ

シビリティ・モデルとは対照的に、アメリカにおける柔軟な形態の労働の拡大は、サービスの生産と配

分を合理化しつつある大企業で主に生じている。本稿は、アメリカのサービス業における労働需要に応

じた労働時間の多様性の増大を考察するだけでなく、労働時間の政治についても考察する。サービスの

再編成は、生産と消費における地域差の減少とも絡んでいる。こうした均質化は、空間的分業の出現を

解釈する際の地域差とともに考察しなければならない。

メリカでとくに重要である。アメリカでは､過去１０年

間に生み出された新規雇用のうち、その80％が小売業、

医療サービス業、企業サービスという３部門によって

占められているのである。現在、アメリカの全労働力

の70％以上がサービス業に雇用されており、雇用者の

約25％は臨時雇用、パートタイム雇用、独立下請など

のフレキシブルな雇用に就いている。

サービス業における生産組織の特徴は、分析の上で

固有な問題をかかえており、製造業におけるそれとは

異なった分業が台頭しつつある、という認識が存在す

る（Urry;1987)。例えばサービス業は、その最終市場

（他の生産者か消費者）や複数の供給源の存在（自己

調達、世帯、企業、政府）といった点で、他産業とは

区別される（GershunyandMiles,1983)。けれども最

Ｉはじめに

現代資本主義の空間的分業を手際よく記述しよう

と試みるために、われわれは、生産の技術的編成にお

ける変化と労働力活用の新しい方法に注目するだろう。

これまで多くの解釈は、明示的にも暗黙にも、生産の

発展図式においてもっとも顕著な特徴である労働投入

の減少がみられる製造業の検討を通じて行なわれてき

た。けれどもサービス業は依然として労働集約的であ

り続け、製造業とは対照的にサービス業の雇用は増大

を続けている。さらに、労働の活用とくにフレキシブ

ルな労働の活用というもっとも重要な革新が生じてい

るのは、この産業部門なのである。こうした傾向はア
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大きく着目してきた。人間と技術との相互関連の分析

は、再プログラム化可能な機械が熟練度の高い労働者

によって行なわれる労働過程に及ぼす影響を主に強調

してきた。それと同時に、若干の例外は存在するもの

の（ZuboBql988)、従前の非定型的業務を定型化した

り、需要の変化に応じて労働力と労働時間を調整して、

よりきめ細かく労働力を管理するための新技術の活用

には、さほど関心が向けられてこなかった。産業の変

化に関する多くの研究は、その場合にもＰｉｍｅａｎｄ

Ｓａｂｅｌに従って、フレキシブルな生産と需要の変動へ

の対応が､小企業の役割の高まりと同等視されている。

フレキシビリティは各企業の内部にあるのではなく、

企業間ネットワークにあるとされている(Storperand

ChristophersolL1987)。自己完結した組織かつ経済主

体としてのフレキシブルな企業に焦点が置かれている

ため、台頭しつつある労働パターンは、企業の要求の

変化という観点からのみ説明される。ほとんどの場合、

こうした新しい要求は、より少人数の全般的には熟練

した「中核的」労働力と、熟練度が低くきわめて暖昧

に定義される「周辺的」労働力に対する必要性とにま

とめられる（Atkinson,1984)。この中核的一周辺的と

いうモデルを唯一の参照枠として利用するには、いく

つかの深刻な限界がある。労働を分断する多数の要因

（旧来のものであれ新しいものであれ）が、この二元

論的モデルでは覆い隠されている。さらに、政府から

民間部門あるいは政府から世帯への労働の社会的配分

が、この概念枠からは見えてこない。最後に、資本と

労働の関係がこのモデルの基盤となっているため、労

働内部における権力関係の再調整を解釈することには、

本来的に限界がある（ChristophersonandStorper；

1989)。

このモデルの限られた範囲内においても、それをサ

ービス業での労働の活用に適用するには問題がある。

例えばパートタイム労働力を周辺的であると規定する

フレキシブルな企業モデルとは対照的に、彼らはしば

しば企業に特殊な技能を保有し、長期的雇用契約を結

び、最近では職場での技能訓練の機会も持っている。

サービス業の「周辺的」労働力には、コンピュータ・

プログラミングや広告、グラフィック・デザイン、イ

ンテリア・デザインなどの分野のきわめて熟練度の高

い専門的で高収入の専門職も含まれている。これら二

つの事例は、定着率、賃金、労働時間にみられる労働

近まで、サービス部門の拡大と関連した空間的パター

ンの考察は、企業サービス、とくに集積する傾向を示

すサービスにほぼ限られていた（Danie】８，１９８５；

NOyeUeandStanback，1984；StorperandChristo‐ 

pherson,1987)。依然として不足しているのは、雇用

が拡大する傾向を示している小売業や医療サービス業

などの部門における生産組織や労働力の活用、空間的

なパターンに関する幅広い理解である。アメリカにお

ける大手サービス企業の生産組織の変化が労働に及ぼ

す影響に関する予察的分析によれば、サービス業にお

ける変動過程を把握するためには、フレキシビリティ

に関する従来のモデルを大幅に修正することが必要で

ある。けれども、フレキシビリティに関する最近の研

究において得られた二つの一般的洞察は、アメリカの

サービス経済における労働と生産、空間を解釈する際

に重要である。第１に、小企業から大企業へ製造業

を基盤とする経済からサービス業を基盤とする経済へ

といった「自然な」産業の発展過程は存在しないこと

である。第２に、生産組織の発展は、技術的・経済的

規定要因だけでなく、社会の中で誰がどんな仕事を担

うのかを決定する社会的・政治的コンテクストとも関

係していることである。

Ⅱフレキシブルな生産とフレキシブルな労働

他の分野と同様に地理学においても、現代の生産組

織に対してかなりの注目が払われてきた。そうした注

目の多くは、フレキシブル・スペシャリゼーション生

産に関するPioreandSabel（1984）の議論に負って

いる。これまで、フレキシブルな生産システムを含む

新しい生産組織形態に関する分析は、製造業に台頭し

つつある傾向だけをモデル化してきた（Gert1enl987；

Holmes，1986；PmclLMasonandWitt，1989； 

SChoenbergeml987;Scott,1986;ScottandStorpen 

l986).このことは、その原因を経営側のイデオロギ

ーに求めるようなフレキシブルな生産に対する批判的

な見解にも当てはまる（Ponert,1988;WiniamsetaL

1987;Gertlem1988)。製造業に着目してきたことは、

様々な形でその分析枠も規定してきた。これまでの分

析は、アウトプットの流通よりも生産へのインプット

の調整に力点を置いてきた。また、企業内の事業所や

職場の役割や特徴よりも企業間の結びつきに対して、
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業では平均３７にも上る（SBA,1987,ｐ300)。サービ

ス業の１事業所当り従業者数が11人に対して､製造業

の平均は60人である（Granovettenl984)。さらに、

1976年から1984年におけるサービス業雇用の伸びは

零細企業（従業者数１－１９人）では３４％だったのに対

して、巨大企業(従業者数500人以上）では27％だっ

た｡これに対して､産業全体の巨大企業の雇用者数は、

20％の伸びだった。いくつかのサービス業（医療サー

ビスなど）では、巨大企業の雇用者数は56％も増大し

た（SBA,1987,ｐ301)。

アメリカで急成長を遂げている成長率の高い産業

部門である事業所サービス業と小売業、医療サービス

業は、大企業の優位が明瞭である。1984年における小

売業従業者の50％以上は､従業者数100人以上の規模

の企業に雇用されている。消費者サービス業、医療サ

ービス業、事業所サービス業では、従業者数100人以

上の規模の企業が全従業者の66％を､従業者数500人

以上の企業が４６％を占めている（SmallBusmess

Administration,1987,ｐ279)。

多数の事業所を展開する大企業に集中するこのパ

ターンは、小売業でもっとも顕著であり、販売額の大

きな企業は店舗数をかなり増大させた（USDepart‐

ｍｅｎｔｏｆＣｏｍｍｅｒｃｅ，Oensu8ofRetaillradel972， 

1977,1982)｡小売業は依然として小規模店舗が多いけ

れども、販売額の小さい企業の店舗数は、1972年には

全体の92％だったものが1982年には85％へと低下し

た。大きな販売額を示す複数店舗所有企業のこうした

成長は､従業者数から明瞭に見て取れる。1984年から

1986年の間に､従業者数500人以上の企業が雇用する

従業員は16％増大した一方、100人未満の企業の雇用

はわずか２％しか増えなかった（SBA,1987)。

医療サービス業では、間接的なデータしか存在しな

いけれども、同様に明瞭なパターンがみられる。例え

ば1983年において、２８の「営利」病院チェーンは全

米で809の病院を経営､所有、リースしており、１９８４

年にはその数は９５８に増えた。業界誌のModern

Healthcareによれば、その期間に利益は３０％も増大

した。小売業と医療サービス業の両方において、市場

の近くに多くの事業所を展開してサービスを生産・供

給することで、規模の経済を得ようとする傾向が見ら

れる。

サービスを生産・供給する事業所数を増やすだけで

者間の違いが、中核的地位か周辺的地位かということ

以外の要因の結果であることを示している。

このモデルが製造業を指向しているためにやむを

得ないが、産業のリストラクチャリングに伴って再編

される空間に関する理解にも限界がある。われわれは、

地域における企業の合理化や産業地区の出現、例えば

神話化された歴史の中で生き残った地区やイタリアで

生き残った地区について非常に多くのことを知ってい

る（Brusco’1982)。けれどもわれわれは、事業所間や

地域間の労働を類似させる生産組織の広汎な体系的変

化についてほとんど知らない。差異化の新しい要因を

生み出す過程は、われわれの目につきやすい。けれど

も均質化を引き起こす過程は、きわめて多くの労働者

とほとんどすべての消費者に影響を及ぼすにもかかわ

らず、さほど目につかない。アメリカの大規模サービ

ス企業に特徴的であり、フレキシブルな労働力に対す

る需要の背後に存在するのは、この後者の過程なので

ある。

Ⅲ合理化と専門化：サービス業における補完的

パターン

多くの根拠が示すように、製造業は、多様な製品を

生産する小企業によって行なわれつつある。けれども

アメリカのサービス業は、生産組織の点でまったく異

なった傾向によって特徴付けられる。一つの傾向は、

一貫した合理化を目指し、規模の経済を追求する方向

である。もう一つの傾向は、サービス商品の専門化を

めざす方向である。さらにやっかいなのは、これらの

パターンが同一企業の中で併存していることである。

製造業に見られる傾向とは対照的に、急成長してい

るアメリカのサービス業の雇用は、統括する事業所数

を増大させることで事業を拡大した巨大企業に集中し

ている。小規模な組織での生産に向かう全般的な傾向

（これは､先進国全体で起きていると指摘されてきた）

は、製造業での垂直分業の進展よりもむしろサービス

業での小規模事業所数の増大に原因がある（Loveman

andSengenbergenl988)｡サービス業全体を見た場合、

従業者数別の企業規模の全カテゴリーで、１社当り事

業所数は製造業よりもサービス業の方が多い。５００人

以上の従業者数を持つ企業について見ると、製造業で

は１社当り事業所数が１７であるのに対して､サービス
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なく、アメリカの巨大サービス企業は生産を標準化し

合理化するために一連の手法を取り入れつつある。第

１に、製造業と同様に、労働過程の再編成を目的とし

て、巨額の投資（おもにコンピュータ化）が行なわれ

てきた（Stanback,1987)。第２に、定型的（低付加価

値）業務と非定型的（高付加価値）業務の間で、労働

配分の再調整が行なわれてきた。例えば定型的な介護

は、病院から多様な形態の定型的介護サービス施設へ

と移管された。その結果、病院以外の医療介護施設が

1970年代に７０％も増大した。こうした新しいタイプ

の医療介護の供給は、ナーシングホームをチェーン経

営しているBeverly社がその典型であり、この会社で

は、1,200か所の事業所で116,000人を雇用している

（クライスラー社の従業員数115,000人を上回る)。

サービス業に出現しつつある空間的パターンは、製

造業の空間的パターンとは大きく異なっている。サー

ビス業の特徴は､第１に､よく似た機能を持つ職場(小

売店、ナーシングホーム、賃貸オフィス）で働く従業

員が、空間的に離れている点にある。第２に、企業本

社の内部においてさえ､様々な職場が発生しつつある。

医療サービス業では、かつて同じ建物の中で行なわれ

ていた外来患者の治療や検査といった業務が、別の建

物に切り離され、別会計にされている。さらに、最近

の病院では財務管理や市場開拓が重要性を増している

ため、医療従事者に比べて管理スタッフの数が増大し

ている。こうした業務もまた、別個の組織で行なわれ

る場合が多く、病院の建物から離れた場所にあること

も多い（SChoen,1987)。

消費者サービスと事業所サービスの従業者は大企

業に集中しているけれども、いわゆるサービス業に対

するサービスと呼ばれる生産者サービス業では、小企

業の成長という反対の傾向がみられる。サービス業に

おける垂直分業の事例研究によれば、その成長の多く

はサービス合理化過程の一側面である(NOyelle,1986；

Baran,1986)。例えば大企業では、かつて自社で行な

っていた業務（従業員食堂のサービス、製品検査、ピ

ル管理）を外部委託することが多い。他方、大企業が

運営する小規模な事業所にはほとんど専門化はみられ

ず、外部委託された企業が専門的サービスを提供して

いる。ビル管理や食堂サービスといったこれら企業も

また、最近では合併により規模が拡大しており、サー

ビス提供先の企業から資本を受け入れていることが多

い。

外部委託企業は、二つの異なった過程一一生産の垂

直分業と大企業内部での小事業所の増大一一から生ま

れているが、事業所の小規模化と生産活動の空間的分

離は、現代アメリカのサービス業雇用でもっとも顕著

な特徴である。全就業者の５５％は、100人未満の規模

の事業所で働いている。認識すべき重要な点は、これ

ら二つの過程のどちらにおいても、大企業が消滅しな

い点である。大企業はこれまでとは違った役割を担う

ようになっただけであり、会計と流通に重点を置くよ

うになり、実際のサービスの生産や供給から直接的に

も間接的にも離れるようになっている。サービス供給

において規模の経済を追求する方向性は、これらの産

業におけるフレキシブルな労働力の活用の増大が主と

して合理化やコスト削減と結びついていることを示し

ている。多様なサービス商品を生産する必要性の結果

であるのは、ほんのわずかに過ぎない。この推測は、

アメリカにおけるフレキシブルな労働力の産業部門間

の分布や社会的特徴、およびアメリカの労働パターン

の重要な発展を検討することで裏付けられる。

Ⅳアメリカにおけるフレキシブルな労働力

1973年から1979年の問に、アメリカ経済は1,250

万の新規雇用を生み出した。１９８０年代には、さらに

1,450万の雇用が生み出された。これら雇用のほぼ４

分の１がパートタイムであり、約66％が女性で占めら

れていた。アメリカの雇用のうち、６分の１すなわち

1,900万人はパートタイムである。けれどもこの年平

均の数字は、パートタイム労働を過小推定している。

なぜなら、それよりもつと多くの労働力が、１年のう

ちのある時期にパートタイムとして雇用されているか

らである。例えば1985年には、１年のうちのある期間

にパートタイムとして雇用されていた人数は、年平均

パートタイム労働者数の倍にも上る（ｍｙ；1988)。パ

ートタイム労働者の８９％はサービス業に雇用されて

いる。サービス業の中でパートタイム労働者のもっと

も重要な雇用先は卸売業と小売業であり、その30％は

パートタイム労働者で占められている。

パートタイム職は全雇用のかなりの部分を占める

だけでなく、フルタイム職よりも伸びが著しい。１９８０

年以降に生み出された1,000万人の新規雇用のうち､４
|I 
IJ 

！ 
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分の１はパートタイムだった。パートタイム労働は二

つのクループに分けられ、それは自発的にパートとし

て働くクループと、フルタイム職が得られないために

非自発的に働くクループである。1,350万が自発的な

パートタイム労働者であり、５６０万人が非自発的なパ

ートタイム労働者である。パートタイム労働力に占め

る後者の割合は、次第に高まっている。

１９５０年代以降､アメリカのパートタイム労働は二つ

の傾向を示している。それは、時系列的に安定した増

大傾向と、景気変動により敏感に変動する傾向である。

全労働力に占めるパートタイム労働の割合の伸びは、

非常にゆっくりとしていた（1950年代には１６％だっ

た)。こうした長期的に安定した増大傾向は、景気循環

による変動と長期的な変動とを切り分ける研究によっ

て明らかにされた（IchniowskiandPreston，1985；

EhrenbergRosenbergandLi,1986)｡パートタイム

労働の増大が景気循環に敏感に反応するようになった

ことは、非自発的パートタイム労働力の割合が増大し

たことに起因する。1970年代中葉には、自発的パート

タイム雇用の伸び率は低下し始め、非自発的パートタ

イム労働力の伸び率が上昇し始めた｡1969年から１９８７

年の間におけるパートタイム雇用の伸び率は2.9％で

あったが､そのうち２４％は非自発的パートタイム雇用
の伸びに起因している（Tilly;1988)。

1940年代には､男性のパートタイム労働者の人数は

女性のパートタイム労働者の人数よりも多かった。な

ぜなら、パートタイム労働は第１次産業に集中してい

たからであった（LeonandBednarzik,1978;Morse，
1969)。（現在､農業就業者の２４％はパートタイムであ
るが、雇用全体に占める農業の比重はかなり低下して

しまった)。現代のアメリカのパートタイム労働力は、

労働力全体に比べて、高齢層と若年層の占める割合が

高く、また女性の占める割合も高い。パートタイム労
働力の45％は、既婚世帯の妻か子どもである。

パートタイム職はフレキシブルな雇用のなかで量

的に最大であるが、それ以外の形態のフレキシブル血
雇用は伸びがさらに著しく、とくに臨時雇用はそうで

ある。臨時雇用の活用は、一般事務職、データ入力と

いった業務でとくに盛んである。これらの業務では、

業務の需要を予想することは難しく、企業に特殊な技

能よりも一般的技能が必要とされる。臨時雇用の契約
には、以下のように様々な形態がある。

（１）短期雇用

（２）長期雇用で、雇用継続の保障がなく、低賃金
で付加給付もない

（３）恒常的な臨時雇用労働者の組織内プール（典
型的には、大学や病院のような大きな公的組織にみら
れる）

多くの場合、臨時雇用労働力の募集と雇用は、常雇

労働者の雇用と無関係に行なわれる。臨時雇用労働者

は、二つの重要な点でパートタイム労働者と異なる。

第１に､パートタイム労働者は、（臨時雇用労働者が全

般にフルタイム労働時間の勤務であるのとは違い）勤

務時間に変動があり、業務のピーク時には勤務時間が

増える。第２に、臨時雇用労働者とは対照的に、パー

トタイム労働者は、企業に特殊な規則や手続きの知識

を持つことが必要であり、一方臨時雇用労働者には産

業に特殊な技能は求められない。

アメリカの人材派遣「産業」では、１年のある時期

に約１００万人の労働者がテンポ・スタッフとして雇用

されているが、さらに重要なのは、年間に少なくとも

のべ３００万人が雇用されていることにある。人材派遣

業の年間平均雇用者数は､1978年の３４万人から１９８７

年には９４万４千人へと増加した。人材派遣業は、サー

ビス業の３倍のスピードで成長を遂げており、農業を

除く全産業の８倍で成長している(came,1988)｡1988

年から1995年の間に､人材派遣業は年率５％のスピー

ドで成長を遂げると推定されており、これと比べて全

産業の伸びは1.3％にすぎない。

職業別に見ると､人材派遣会社の労働者の52％は技

術支援職､販売支援職､管理支援職に雇用されており、

そのほとんどが事務職である。事務職への集中の度合

いは、全産業に比べて２．５倍にも達している。事務職

の人材派遣労働者の６６％はフルタイム勤務である。２

番目に人材派遣の多い職種は、オペレーター、製造業
従業者、肉体労働者である。これら労働者は、男性、

黒人、パートタイム勤務が多い（P1ewes,1988;came，

1988)。さらに、事務職以外の派遣労働者は、事務職

の派遣労働者よりも急速に増大している。非事務職の

人材派遣を専門とする企業は、1972年には人材派遣労

働者全体のわずか３分の１しか雇用していなかったが、

1982年には４５％にまで増大した（Abraham,1988)。
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人材派遣業が雇用しているのは、臨時雇用労働者の

うちのごく一部にすぎない。大部分は、大企業が必要

な時にのみ働く労働者として｢直接雇用｣されており、

政府部門でも次第に増えている。アメリカ連邦政府は、

臨時雇用労働者の最大の雇用先であり、法改正によっ

て、付加給付や雇用継続保障なしに最高４年まで臨時

雇用労働者を雇用することができる｡現在約30万人の

労働者が、郵便業務を含む現業部門に臨時雇用労働者

として雇用されている。「社内｣人材派遣サービス部門

を持つ企業には、StandardOiLHunt-Wesson,Bea・

triceFoods，HewlettPackard，AtlanticRjclfeld 

(ARCO)がある。

人材派遣業と臨時雇用労働者の役割は、時代ととも

に変化してきた。人材派遣会社が労働市場の機構とし

て確固としたものになるにつれて、より多くの企業が

業務を見直し、いくつかの職種をこなす労働力として

「恒常的に」臨時雇用労働者を活用するようになって

いる。臨時雇用労働者は、短期間ではなく、数週間か

ら数か月間という長期にわたって雇用されることが多

くなった（Plewes,1987)。臨時雇用労働者を恒常的に

活用している法律カウンセリング会社の重役は、こう

した傾向を次のように述べている。

査しかないのである（BureauofNatjonalAffairs，

1986;MayallandNelson)。臨時雇用に焦点を当てて

いる企業を対象とした数少ない調査のうちで、４４２社

を対象にした1986年の国務省の調査は､そのうち90％

の企業が短期契約の労働力、企業の必要な時にのみ働

く労働力を活用していることを明らかにしている。こ

の調査データを使ってAbraham（1988）が試算した

結果では、臨時雇用労働者の実数は、人材派遣業者に

登録されている人数の約２倍にも上る。

人材派遣企業を通さずに直接的に臨時雇用労働者

を雇い入れる理由のひとつは、そのコストにある。短

期雇用・待機労働者を雇用する企業の多くは．彼らの

時給が同じ業務をしている常雇労働者よりも低いと述

べている｡対照的に、（人材派遣企業を通じて派遣され

る）テンポ・スタッフの時間当り単価は、常雇労働者

よりも高い（BureauofNationalAffairs,1986)。

臨時雇用労働者とは、どういった人たちなのだろう

か。臨時雇用労働者は、パートタイム労働者とよく似

ている。すなわち、若年層、女性が多い。臨時雇用労

働者の属性に関する入手可能な最良のデータである

1985年５月の最新人口調査OurrentPopulation

Surveyによれば、臨時雇用労働者の６４％は女性であ

り、３分の１は１６～24歳の年齢である。臨時雇用労働

力に占める黒人の割合も高く、全産業に占める黒人の

比率が10％なのに比べて、臨時雇用労働力に占める比

率は２０％にも上る。

臨時雇用労働力とパートタイム労働力は、コスト削

減のための緩衝（バッファー）労働力として大規模小

売企業・卸売企業に雇われている。こうした人材活用

は、製造業のフレキシブルな専門化というモデルで考

えられているフレキシビリティとは無関係であり、業

務を合理化・標準化して必要なだけの時間労働を活用

しようとするサービス企業の能力を示しているのであ

る。フレキシブルな労働のもうひとつの重要な形態で

ある独立下請は、もっと暖昧な役割を果たしている。

独立下請は、そのサービスを購入する企業に、コスト

削減をもたらすこともあるし、専門的サービスを提供

することもある。

アメリカの就業者の約7.5％は非法人自営業であり、

さらに2.6％は法人自営業である｡フルタイム就業に加

えて事業を行なっている人は、労働力の２～3％に上り、

自営業主の４％以上が複数の事業を行なっている（ＵＳ

われわれの結論は､従業員を仕事量の最低ラインに合わ

せることが経営向上につながるというものだった。短期的

な仕事量の増大は、人材派遣で対処することができる。こ

の方法はコスト削減にもなるし、経営安定にもつながる。

また、大手人材派遣会社の社長は次のように述べて

いる。

われわれの事業は、業務代替サービス・業務支援サービ

スから、労働コスト削減のための有効な手段へと変化した

(Oates,1985)。

１９８２年以降にアメリカで生み出されたフルタイム

職の多くは、実際には臨時雇用であることを裏付ける

根拠が少なからずある（UChiteUe,1987)。これらの臨

時雇用に関する情報は、きわめて限られている。なぜ

ならこれまでのところ、臨時雇用と常雇のフルタイム

就業者を区別した労働力統計を収集している公的機関

は存在しないからである｡つまり、入手可能な情報は、

そのほとんどが断片的なものか、企業を対象とした調
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ために現行の制度が評価され、手直しされるだろう。

企業にとって在宅勤務労働の魅力は大きい。その魅力

には、牛産件の増大、賃金以外の付加給付コストの削

減、離職の防止、閑散時のコンピュータ利用によるコ

スト軽減､オフィス･スペースの節約などが含まれる。

在宅勤務の下請のうち、わずか約10％だけがフルタイ

ムの就業者である。

新たに登場したその他の雇用形態と同様に、自営労

働力にも性別・人種ごとにかなりの違いが見られる。

例えば自営業では、男性よりも女性の方が１人単独自

営業者の割合が高い（男性が６０％に対して女性は

70％)｡フルタイム就業の他に自分で副業をしている割

合は、女性よりも男性の方が高く（女性が15％に対し

て男性は１７％)、副業をしている人数は、男性よりも

女性の方が多い。副業は、その総収入に関して定義さ

れるが（1983年には平均1,224ドル)、副業をしてい

る人の３７％はフルタイムでそれをしている｡こうした

分布の結果、自営の女性は年間収入が1983年に3,767

ドルであったのに対して､男性の年間収入は13,520ド

ルであった（この数字は、女性の賃金雇用者の12,079

ドルよりも高い）（Haber;LamasandIjchtenstein，

1987)。男性の自営法人事業所従業者の収入のメジア

ンは３５，１１４ドルであり、女性は１６，６６９ドルだった

（1987年のＣＰＳのデータによる)｡非法人事業所の自

営業従業者では、男性のメジアンは１７，９４２ドルに対

して､女性は7,930ドルだった(App1ebaumandA1bm

l988)。こうした格差にもかかわらず、女性は自営業

労働力の中で伸びが著しい。1979年から1983年の間

に､非法人自営女性は男性に比べて５倍の伸びを示し、

賃金雇用の女性よりも３倍の伸びを示した。アメリカ

の就業女性の９％以上が事業を営んでいる。

こうしたフレキシブルな労働パターンは、労働の構

造的転換とアメリカの人口における労働時間の再配分

をもっとも明瞭に示している。こうした転換の規模は、

アメリカの労働の再配分に関するさらに広汎な資料か

ら裏付けられる。例えば、１９５０年から1985年の間に

おける１人当り労働時間数と生産年齢人口１人当り労

働時間数との関係を調べると、1986年の１人当り労働

時間数は1965年に比べて１４％増大したが、同じ期間

に生産年齢人口（16～65歳）１人当り労働時間は４％

減少した。労働時間における増加分のほとんどは、女

性の労働時間の増大に起因している。すべての年齢層

DepartmentofCommerce，CurrentPopulation 

Survey;1983)。アメリカ経済における自営労働者の役

割の変化は、過去１５～１８年間のサービス化経済の発

展と密接に関係している。自営業は、小売業の衰退に

よって1950年～1970年の間に一貫して減少してきた。

農業に占める自営業はどの時期にも高かったが、それ

でも減少傾向にあった(1950年にはフルタイム労働者

換算で全就業者の６７％だったものが、１９８６年には

501％に低下)。自営が主要な雇用形態である農業など

の部門が衰退し続けているにもかかわらず、自営業は

1970年以降拡大し始め、とくにサービス業で著しかっ

た。

自営独立下請は、短期に専門的サービスを必要とす

る産業にとって、高熟練の専門職労働者の重要な供給

源となっている。独立下請は、電子産業、化学産業、

事業所サービスなどの産業や、グラフィック・デザイ

ン､エンジニアリング､技術文書作成､システム分析、

プログラミングなどの専門職に多い。これらの職業は、

独立下請を容易にするいくつかの共通した特徴を持っ

ている。それらの職は、きわめて高い熟練を持つが、

その技能は産業に特殊ではない。自営業者は、非定型

的で期間が限られたプロジェクトに従事することが多

い。自営業者の活用の増加は、新製品の市場調査や特

殊なアプリケーション・ソフト開発のために専門チー

ムを臨時に雇うといったように、企業におけるプロジ

ェクト指向の強化とおそらく関係しているだろう。

自営独立下請は、直接的および間接的労働コストを

削減するためにも活用されている。このタイプの契約

は、労働条件や「帳簿外賃金」の濫用によって行なわ

れることもあり、電子産業やアパレル産業で典型的に

見られるが、在宅勤務者によるサービス業の事務仕事

にも見られる。事務職の「独立下請」は、アメリカ全

体で５千人から１万人に上ると推測されている。けれ

ども、この形態の労働が今後拡大すると信ずるに足る

十分な根拠がある。NewYbrkTblephone,American

Ｅ]qDress,Walgreens,InvertorDiversifedServices， 

BlueCrcssB1ueShieldといった在宅勤務制度を持つ

企業は、多数の事務系労働者を雇用する巨大企業であ

る。在宅勤務制度を有する約２５０社のうち、２０～３０

社が在宅事務の制度を導入しつつある（Appelbaum，

1985)。現在進行中のこの制度は、基本的には試行的

なものにすぎず、在宅勤務の生産性や管理を維持する
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において、女性の労働時間は1975年から1985年の間

に週当り６時間増えた｡全体として見ればこの資料は、

１人当りＧＮＰの増大が、労働力人口の増大によって

もたらされたことを示している（Of6ceoflbchnology

Assessment,1988)。

アメリカの労働力における労働再配分の別の側面

は、雇用人口において失業率の低下がみられる一方、

「失意の労働者discouragedworkers」という中核的

な人々が依然として存在することも示している。彼ら

は、働くことを望んでいると表明するけれども、求職

活動をしなかったり、年間のうち半年以下しか働かず、

あるいは年収10,000ドル以下しか稼いでいない人た

ちである。このグループは、健康や教育、高齢のため

に労働力人口に含まれない大多数の人々を除けば、

1000万人から2,000万人いると推定されている

（Uchitelle,1987)。アメリカの失業率は、1983年の

9.5％から１９８８年には６％以下に低下したが、この数

字は労働力人口に含まれる人たちだけに関するもので

ある。明らかな労働力不足と失業率の低下にもかかわ

らず、「失意の労働者｣の数は依然として大きく、１９８０

年代初頭の不況以降変わっていない。

雇用労働力の中においても、労働のパターンと労働

時間の分布は変化しつつある。週当り４０時間労働は、

アメリカでは一般的ではなくなりつつあり、それより

も長時間労働と短時間労働がかなり増えつつある。例

えば、週当り４９時間以上働く女性の数は、１９７９年５

月から１９８５年５月の間に５０％増大した（OBHceof

TbchnologyAssessmenM988)。

年間労働時間の年変動も増大しつつある｡1970年代

には年間労働時間の年変動はおよそ３２０時間だった

（男性労働者の平均値)。労働時間の年変動は、白人女

性労働者の280時間から黒人労働者の350時間まで幅

があった（Duncan,1984)。つまり、安定したフルタ

イムの職業に就いて､週当り４０時間の賃金を得ている

アメリカ成人の数は減っているのである。

ほぼすべての指標から見て、アメリカの労働力は他

の先進国よりもフレキシブルであり、つまり労働市場

の需要と供給の変動に敏感である。職歴が２年未満の

就業者の割合として定義される転職率は、ＯＥＣＤ調査

で比較対象となっている他の先進１３か国よりもアメ

リカの方が高い（OECD,1986,ｐ51)。産業部門内で

の賃金のばらつきとして定義される賃金のフレキシビ

リテイも、先進国全般と比べてアメリカの方が大きい

（OECD,1986)。アメリカは、パートタイム就業者の

割合がイギリスやスウェーデンに比べると低いけれど

も、労働投入全体に占めるパートタイム労働者の割合

（時間数でみた場合）は、アメリカの方が高い。パー

トタイム労働は、他の先進国の方が急速に増大してい

るが、労働力を特徴づけている多様な形態を持ったフ

レキシビリティやその規模の点で、アメリカはユニー

クである。

サービス業における低い生産性や女性労働の高ま

りといったアメリカ経済に見られる傾向に関して、多

くの理由が推測されてきた。フレキシブルな労働形態

とくにパートタイム労働の増大に対するもっとも一般

的な説明は、労働力に参入する大多数の女性がパート

タイム労働に就くことを望んでいるというものである。

つまり、パートタイムの増大は女子労働力率の上昇の

関数である。こうした相関一女子労働力率が上昇す

るにつれて、パートタイム労働が上昇する－は一見

したところ説得力があるように思われるが、明瞭な関

連性のパターンは認められない。女子労働力率が近年

に上昇したイギリス、フランス、アメリカ、ドイツを

例に取ると、これらすべての国では、年齢階級別女子

労働力や女性の就業する産業分野､女性就業者のうち

のフルタイムとパートタイムの割合などすべてにおい

て､異なるパターンが見られる(BeeCheyandPerkins，

1987;deNeUbourg,1985)。女子労働力率が急速に高

まったアメリカを含む先進国は、サービス雇用の増大

という特徴を持っているが、これらの国々では１９６０

年時点で女子労働力率が最低だった。女子労働力率の

上昇が小さい国々は、製造業従業者に占める女性の割

合が高く、第二次大戦後の時期に比較的高い女子労働

力率を示していた国々である（NoyeUeandStanback，

1988)。

２番目に多い説明は、労働力の活用と労働パターン

の変化の原因を企業の要求に求めるものである。この

説明は、フレキシブルな労働に対する需要の増大の原

因を、企業間競争を激化させた近年の短期的な景気循

環に求めている。企業は、競争力を維持するために、

労働力の質と量の迅速な調整を妨げる国民経済の規制

構造をかいくぐらなければならない。雇用保障制度の

枠外に置かれたパートタイムや臨時雇用といった労働

形態の増加は、その結果なのである（OECD，1986,
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pll2)。こうした硬直性は、高い雇用水準と結びつい

ている。この説明には、明らかに基本的矛盾がある。

経済構造におけるフレキシブルな労働者の割合は、

（アメリカの場合のように）素早い調整能力の尺度に

もなり得るし、給与外給付の形で硬直性を回避するた

めに利用されるので、硬直性の尺度ともなり得る。も

し、構造的硬直性がより多くのパートタイム労働や臨

時雇用労働を生み出すのならば、アメリカの事例はそ

の例外となる。アメリカは、「硬直的」な雇用保障制度

の点でまったくと言ってよいほど｢硬直性｣に乏しく、

フレキシブルな労働力を大量に抱えている。経営側が

労働者をフレキシブルに活用することを可能にしてい

るのは、被雇用者の保護と交渉力の欠如一とくにサ

ービス業における女性労働者および人種マイノリティ

労働者一なのである。こうした弱い立場を理解する

ためには、フレキシブルな労働の大きさと性質に関す

る幅広い政治経済的説明が必要である。この説明の一

つの側面は、アメリカにおける労使関係の歴史に見る

ことができる。

通した特徴がみられるにもかかわらず、組合が運動を

繰り広げた社会的・政治的状況にはいくつかの重要な

違いがみられた。これらの違いは、労働のフレキシビ

リティに関してアメリカ労働組合が現在では弱い交渉

力しか持たないことの背後に存在する。西ヨーロッパ

の大量生産製造業労働者の組合は、その組織が全国的

であり、具体的な問題を指向し、国民が比較的均質な

ため、幅広い層の社会・政治的利害を代表することが

できた。例えばドイツでは、広汎な社会・政治的利害

を代表する能力を組合が持っているため､連邦法では、

経営者に許容されるフレキシブルな労働の活用が厳し

く制限されている（Hinrichs,1989)。けれどもこの種

の立法のために、女性が労働市場に参入するのも困難

となった｡フレキシブルな労働の規制は､家庭と国家、

企業の間に労働を配分する国全体の社会的調整制度の

ひとつの側面となった。依然として製造業労働力の割

合が高い現代のドイツでは、この社会的・政治的調整

体制（これには低い女子労働力率も含まれる）が依然

として機能している。

アメリカでは、製造業の労働力は人種的に多様であ

り、産業別、職業別に分断されている。その政治指向

は､全国的というよりもむしろローカルである(C1ark，

1986)。この多様性は、産業ごとの組合組織率や各労

働者集団の交渉力に明確に見られるし、組合加盟者の

枠決めやその方法をめぐる労働者間の深刻な対立にも

反映されている。アメリカでは、職能組合が昔から労

働組合を支配し､産別組織に対して消極的だったため、

ほとんどのサービス業労働者は労使関係制度の周辺的

部に置かれてきた（Galenson,1960)。

アメリカの大量生産労働組合（大労働組合`big

labour）は、アメリカ労働者の全階層の経済的・政治

的利害を代表しようとしたことは一度もなかった。と

はいえ、その代表性や政治権力は時代によって異なっ

ていたが、アメリカの自動車、鉄鋼、化学産業の労働

組合が連邦労働法を提案した際、それら労働組合の関

心は、おもに組合員の利害に向けられていた。それゆ

えアメリカでは、一部の労働力とくに女性と人種マイ

ノリティが、「大衆集団的｣労働力によって行なわれた

賃金労働時間の交渉からは排除された。

1950年代と1960年代に行なわれた大量生産労働者

組合による賃金労働時間交渉によって、家事労働と賃

金労働の間に特殊な性別分業が生み出され、その分業

Ｖ労働時間のポリティクス

第二次大戦後の時期に、アメリカの組合加盟労働者

は、賃金と労働時間の一連の重要な交渉において、強

い交渉力を持っていた。そうした交渉には、生産性上

昇に連動した賃上げ（BlockandBurns,1988)、週５

日労働の交渉、週末に休暇をまとめるのと引き換えに

１日の労働時間を長くすること、超過勤務手当などが

あった。こうした交渉上の立場は、すでに雇用されて

いる大量生産ライン労働者の雇用条件の改善をとくに

目標としていた。労働時間や労働週の基準を厳格に定

める組合加盟労働者の能力は、経営者側に対するかな

り独自な交渉上の立場に原因があった。北アメリカと

西ヨーロッパの大量生産の技術構造は、生産過程の点

で大量の労働者を類似した立場に押し込んだ。内部労

働市場を持つ垂直的に統合された大企業で働くこのよ

うな｢大衆集団的労働者mass･coUectiveworkers｣は、

高い水準の労働力の連帯を誇示し、闘争的な労働運動

を生み出し、西ヨーロッパでは全国的な政治運動の基

盤形成に寄与した（Murray;1983)。

西ヨーロッパとアメリカの労働組合には、交渉上の

地位や経済的役割、労働運動の戦略において多くの共
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の下では、賃金に恵まれた男性大量生産労働者が扶養

者である妻を含む家族を支えた。けれどもドイツの状

況とは対照的に、アメリカの性別分業は法的に調整さ

れておらず、その当時に女性が就くことができた仕事

の種類によって規定されていた。労働協約の性質のた

め、フルタイムの仕事をしたり残業をしないかぎり、

女性の就業は困難となった｡選択の余地があったので、

男性は１日当り労働時間を増やし週当り労働日数を減

らすことで労働時間を削減し、余暇を楽しんだり、別

の副収入を得るために休日をまるごと獲得するのを好

む傾向があった。一方女性は、家事労働や育児の責任

のために、１日当りの労働時間は短めを好んだ。労働

協約は男性の大量生産労働力によって交渉が行なわれ

たため、労働時間の配分に関して男性の利害が優先さ

れた。その結果、1950年代のアメリカの女子労働力率

はヨーロッパよりも低かった。労働時間だけでなく潜

在的所得（訳注：もし仕事に就いた場合に得られるで

あろう所得）に関しても、アメリカでは女性の賃金労

働にとっても大きな負のインセンティブが存在してい

たのだった。それに加えて、世帯所得は１人の就業で

維持でき、労働力不足だった多くのヨーロッパ諸国と

は対照的に、アメリカ製造業の女子労働に対する需要

はだぶついていた。

けれども１９６０年代には、アメリカの労働力に占め

る女性の比率は増加し始めた。新たに参入した女子就

業者は、「規制された」製造業ではなく、成長しつつあ

ったサービス業や事務のパートタイム職に就いた。こ

れらの新しい職は、経営者と被雇用者の間で基準外の

労働時間を取り決めることができた産業部門や職種に

あった。労働市場に参入した第１波の既婚女子労働力

の多くは、フルタイム就業する男性の妻であり、消費

支出の増大をまかなうためのパートタイム労働は、短

期的にではあるが（1970年代初頭まで)、世帯間の所

得格差を縮小させた。

アメリカの大量生産経済を支えた社会的・政治的

「装置」は、１９７０年代初頭にほころび始めた。周知の

ように、危機を引き起こした要因は様々であるが、そ

の中には国際競争の激化、世界経済のリストラクチャ

リング、アメリカ労働力の急速な拡大があった。法で

保護された男性労働力の早期退職を促したり、「ベピ

ーブーム」世代の教育年間を延長したりして、労働供

給を規制しようとする努力にもかかわらず、１９７０年代

にアメリカ労働力は年率３％の割合で拡大した。労働

力が拡大し多様化するにつれて､組合労働者は、「大衆

集団労働者」の獲得した賃金および賃金外給付の一部

を、女性と人種マイノリティを含む労働力全般に拡大

するための援助を支援せざるを得なかった。例えば、

差別是正策af5rmativeactionを通じたこうした給付

の強制的拡大は、最低賃金や社会保障水準を上げ、全

般的なインフレによる経済危機をもたらした（Alljez

andFeher;1987)。交渉力を持っていた産業部門で雇

用が低下し、規制を受けていないサービス業や労働組

合にとって魅力に乏しい投資と見なされていた－部の

労働力の雇用が急激に増大すると、これまで大量生産

労働力によって行なわれてその一部が労働力全体に拡

大されてきた一連の賃金労働時間交渉は、悪化し始め

た。

こうした危機の初期には、サービス職の需要が拡大

するにつれ、若い多くの既婚女性が労働市場に参入し

た。２５～４４歳の年齢層の女子労働力率は、１９７０年の

48％から1985年には７１％へと上昇した。幼児を持つ

母親の労働力率は、１９７０年の４０％から１９８４年には

59％へと高まった。1985年には、６歳未満の子どもを

持つ女性の５３％が就業していた（JbintEconomjc

Comittee,1986)｡パートタイム労働力や臨時雇用労働

力のプールを拡大させたのは、こうした若い比較的高

学歴の母親である。単身雇用者世帯の増加と男性の稼

得能力の低下があいまって、女性の雇用パターンを変

化させた。現在、アメリカ女性の多くは、たとえ「フ

レキシブル」な仕事であることが多くとも、生涯を通

じて賃金労働者として働いている。最近のデータによ

れば、生産年齢人口の女性の６６％は現在就業している

か、求職活動をしている。女性の大卒者では、この数

字は８１％にも上る。それと同時に、人口に占める男性

就業者の割合は低下を続けている。

1980年代には新しい展開がみられたが､それは脆弱

でおそらく不安定だった。第１に、労働組合は労働力

の一部しか代表していなかったので、組合員の利害や

労働力全体の利害を護る力が弱かった。全般的に見れ

ば、組合のない規制を受けない産業部門で雇用が生み

出され、「フレキシブル｣な労働に編成されるようにな

ったため、労働時間を規制する労働側の交渉力が低下

した。個人と家族は、賃金労働時間を増やすことによ

って新しい経済条件に対処した。増大した労働時間の



8６ クリストフアーソン

いてサービス業雇用がつねに増大傾向を示すような自

然な発展の方向性は存在しない、という重要な指摘を

行なっている。例えばアメリカでは、２０世紀全般を通

して多くのヨーロッパ諸国よりもサービス業の雇用が

大きく、２０世紀後半には製造業ではなく第１次産業を

犠牲にしてサービス業が成長した（Urry;1988)。それ

ゆえ､各国における様々なタイプのサービスの配分は、

未解決の問題であり政治的な問題である（Warde，

1988)。先進国では民間による供給に向かう全般的傾

向がみられるものの、家庭と国家、民間企業の間の配

分には様々なな形態があるとわれわれは考えることが

できる。

空間的分業に対する二つめの含意は、労使関係とい

う狭い領域から引き出される。Ｃｌａｒｋ（1986）は、ア

メリカにおける労働組合の限定的な影響力が、自動車

や鉄鋼などの「主導的」産業の地理的な集中、および

ローカルなコミュニティを指向した労使関係の帰結と

して、どのように形成されたのかを明らかにした。地

域ごとに分散した労使交渉は、のちにはアメリカの労

働法に成文化された（Stone,1981)。こうした背景の

中で形成された労働組合は、フレキシブルなサービス

職における労働者の要求に対処できないだろう。新し

い形態の労働と新しい労働力は、「大量生産｣に従事し

続けるアメリカの大労働組合から排除され、労働組合

は、パートタイム労働者を組織化するのではなく、パ

ートタイム労働者の雇用に反対した。女性と人種マイ

ノリテイを排除する伝統とローカルな労使交渉の歴史

が絡み合って、多くの分散した小事業所を有する全国

企業で行なわれるフレキシブルな労働を規制するのを

困難にした。アメリカにおけるフレキシブルな雇用形

態の成長の原因となっているのは、少なくとも部分的

には､こうした「伝統」なのである。

アメリカのサービス業の傾向はまた、空間的パター

ンの変化に影響を及ぼす過程を地理学者が考察する方

法にも疑問を投げかける。サービスの標準化と合理化

は、生産と消費の地域差を縮小しつつある。より多く

の人々が同じことをするようになってきている。場所

に違いを生み出すものに伝統的に関心を寄せてきた地

理学者にとって、このことは興味を引くのだろうか？。

もし、空間的差違への関心の背後に、場所内部および

場所間の空間的パターンの変化への根本的な関心が存

在するのなら、その答えはイエスである。サービス業

最大の重荷は、賃金労働に費やす時間が増えたけれど

も、育児と家事の時間はほとんど減らなかった女性に

のしかかった。女性は平均すると、男性に比べて週当

りの自由時間が5～6時間少なく、教育に費やす時間も

男性より少なかった（Of6ceofTbchno】ogyAssess・

ment,1988)。それゆえ、フレキシブルな経済のコスト

は、労働組合によって歴史的に無視されてきた女子労

働力、つまり「組合」社会のなかの目に見えないメン

バーがとりわけ大きな負担を被った。フレキシブル・

スペシヤリゼーションという夢想がこれら労働者には

当てはまらないとしても、驚くには当たらない。

こうした歴史的経緯の短い考察から、アメリカにお

けるフレキシブルな形態の労働が、労働需要あるいは

個人の行動だけでは説明できないことを示している。

より適切に説明するためには、人種やジェンダーのボ

リテイクスだけでなく、資本蓄積の新しい方法の追求

といった点も考慮しなければならない。フレキシブル

な形態の資本蓄積の出現とそれに付随した労働需要を

完全に理解するために、われわれは、資本主義社会が

再生産される媒体となるすべての社会関係における連

続性と変化に注目しなければならない。

Ⅵ空間的分業にとっての若干の含意

本稿で概述したような政治にも目配りした分析は、

新たに出現しつつある労働パターンの国際比較をわれ

われが試みる方法に潜在的な影響を及ぼすだろう。例

えばそれは、パートタイム労働者の比率の上昇やサー

ビス部門の雇用の増大といった先進国に共通した傾向

の再考を促す。先進国では全般に、パートタイム労働

がかなり増加し、この形態の労働力として多くの既婚

女性が雇用される傾向が存在するものの、パートタイ

ム労働者の年齢やジェンダーの構成や、パートタイム

労働の活用方法、その給与水準、国家によるパートタ

イム労働の規制方法は、依然として国によってかなり

異なっている（deNeUbourg,1985;Stand、9,1986)。

こうした差異は、資本と労働の間、および労働力と潜

在労働力の間の政治過程を通じて形成される。

労働の配分が政治的に決定されるのなら、企業サー

ビスだけでなく育児や食事の準備、医療などのサービ

スも、すべての社会で同じやり方で供給されると考え

ることはできない。この点でｕｒｒｙは、現代社会にお
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が重要となっているいくつかの国では､小売業､医療、

保険、金融業の企業における生産と流通の体系的な合

理化は、地域経済と地域雇用に変化をもたらし、それ

らを場所ごとに似通ったものにする可能性がある。そ

れゆえ地理学者は、新しい形態の地域差を生み出す生

産の合理化過程だけでなく、地域差を縮小させる過程

も調査する必要がある。体系的な合理化は、製造業に

おける地域的要因による変化を含む地域分化の新旧の

要因と関連しているのである。場所が新たに形作られ

るのは、こうした関連なのである。

参考文献

Abraham，Ｋ（1988)：F1exiblestafHngarrangements 

andemployer1sShorttermadjustmentstrate8des 

Wbrkingpaper2169,NationalBureauofEcononmc 

Research,Cambridge,MA 

Alliez,Ｅ・ａｎｄＦｅｈｅｎＭ（1987):Thelu8terofcapital

Zmel/2:314-59 

Appelbaum,Ｅ・（1985):A1ternativeworkschedulesof

womenPaperpreparedfOrthepanelontechnology 

andwomeIfsemploymentandrelatedsocialissues， 

NationalResearchCouncU,Washington,DC 

Appelbaum,ｎａｎｄＡｌｂｍ,ＰＬ（1988):Employment,ｏｃ‐ 

cupationalstructureandeducationalattainmentm 

theUnitedStates,1973,1979ａｎｄ1987.Areportto 

theOrgamzationfbrEconomicCooperatjonandDe‐ 

velopment,ComissiononServices,Pam 

Atkinson,』.（1984):FlexibilitU8uncertainlyandman‐

ｐｏｗｅｒmanagement・ReportNo、８９，Instituteof

ManpowerStudies,UnivbofSussex 

Baran,Ｂ､（1986):Thetechnologicaltransfbrmationof 

white-conarwork:acasestudyofthemsurancem‐ 

dustZylnHartmann，Ｈ、，Kraut，Ｒ・andTilly；Ｌ

（eds):ＺＺ：uhnoﾉbgD'andwnmenbempbmentVblume 

ll・NatjonalAcademyPress,Washington,Ｄ・C

Beechey;VandPerkins,、(1987):Ａｍａ伽rQf､hou喝

ｗｎＱｍｅｎｐａｚｔ－ｔＺｍｅｗｍｋａｎａｔｈｅZa6ourmzukBZL 

UniversityofMinnesotaPress,MinneapO1is 

Block,EandBurns,Ｇ(1988):Productivityasasocial 

prOblem：theusesandmLBusesofsocialmdicators 

Ama9cjbjbg可baﾉRev:51:767-80

Brusco,ｓ・（1982):TheEmhanmodel:productivede‐

centralizationandsocialintegration・ＣｈｍｈＴｔｌｇＦＪ［

ｏｆＥｂｍ６:167-84 

BureauOfNationalAE6airs(1986):TIDechangmgwmk‐ 

pLIcBJnew'dirleCtjbnsm蛾ZaZzgand効edhzZmgBu‐

reauofNationalAEBairs,Washington,，.Ｃ・

Carre，Ｅ（1988)：ＺとmpurzzlJ'andcpntmg笹ntempjby‐

ment、坊ee4gihtjBsWle噸wofWbeeptjbnceEco‐

nomicPomcylnstitute,Washington,Ｄ・C

Christopherson，ＳａｎｄＳｔｏｒｐｅｎＭ(1989)：Industrial 

politicsandnexibleproduction・nzdnsロゴａＩａｎｄＬａ‐

bDurEa」hZzbnsEeⅨ(hDrthcoming

Ⅶ結論

新しく加わった二つの要素が、新しい空間的分業の

出現に対するわれわれのアプローチ方法を変化させる。

ひとつは、変化の過程における労働の役割、例えば、

「フレキシブル」な労働などの新しい労働パターンに

よって提起される問題への対応が形成される際に大量

生産労働組合の伝統が果たす役割への関心である。二

つめは、製造業以外の分野における生産形態の変化へ

の注目である。先進国において多くの労働者が就業し

ているサービス業の生産組織を調べると、製造業指向

のフレキシビリティ・モデルに描かれているものとは

かなり異なったパターンが出現していることがわかる。

新しい労働活用のパターンを理解するためには、サー

ビス業の生産組織が製造業のモデルとどのように異な

るのかを調べることが必要である。そして、大部分の

サービス業労働者は伝統的な賃金労働時間交渉の枠外

で働いているので、そうした差異がサービス業のフレ

キシビリティに及ぼす影響を調べなければばらない。

経済変動に関する幅広い視点を持つこと、すなわち、

サービス業の生産や労使関係への理解を含んだ視点を

持つことによって、われわれは、新たに出現しつつあ

る空間的分業を適切に解釈することができるだろう。

謝辞本稿は､1988年にロウパラで開催されたイギリス地

理学会で発表した内容を修正したものである。わたしは、イギ

リス地理学会の「女性と地理学研究グループWOmenand

Geo厚aphyStudyGmup」に対してその支援に感謝し、また

調査を補助してくれたGmianCourtにも感謝する。本稿の調

査に際して、USNationalScienceFoundationから助成を受

けた。



8８ クリストファーソン

qark,Ｇ(1986):mecrisisoftheMidwestautomdus‐ 

try)InScott,AandStorper)Ｍ・（eds):Ｈ℃ｄｔｍｍ

ｗｍｋａＪ?d2EmZuIJ；Allen＆Ｕｎｗｍ,HemelHemp‐ 
stead 

Damels,２Ｗ(1985):Ｓもmbemdt腕うりqagBqgmphm2ノ
aEp2msZ2ZMethuen,London 

DeNeubourg,Ｇ・（1985):Part-timework:anmterna‐

tionalquantitativecomparlson、jhZbZa6omUZeuz

l24:559-76 

Duncan,Ｇ・（1984)：Ｉ色a2百ofpOv巴2ｾﾘ;Jnea2Hsofpb]奴

SurveyResearchCentenUniversityofMichigan， 
AnnArbor 

Ehrenberg，Ｒ，Rosenberg，Ｅａｎｄｕ，』．（1986)：

Part-timeemploymentmtheUnitedStatesPaper 

presentedataconferenceonEmployment,Unem 

ploymentandHoursofWOrk,Berlin,GermanyiSep 
tember 

Galenson,Ｗ(1960):〃eCyDGbaZlaR2gFZDtbeAFZPa

h｣酉、zァけ肋ｅＡｍｅｎｂａＪ｡｣h6oLzrmovFmenz1〃6r-1I

HarvardUniversityPress,Cambridge,MA 

Gershuny;Ｊ､andMiles,I.(1983):乃enews巳rTacBecDn‐

onUZFrancePmterLondon 

Gertle囚Ｍ､Ｓ（1987):Capitaltechnologyandmdushpy

dynamicsmreedonaldevelopment・mhGeqgr28：
251-63 

GertlemM.Ｓ(1988):Thelimitstouexibility:comments 

onthepost-Fordjstvisionofproductionanditsge‐ 

ographym芝msUhsDBa:ＧｅＵｇｚＷ『Ｓ１３:419-32

GranovetteBM（1984):SmanisbountifUl:labormar‐ 

ketsandestablishmentsizeAm・SbcbEer49:323-34

Hinrichs,Ｋ(1989):WbrkmgtimedevelOpmentmWest 

Germanyjdeparturefbranewstage,mSirianni,ｃ 

（ed)：ｎｅｐｏ肋b白ofwnQrk広､]elbmpleUniversity
Press,Philadelphia 

Holmes，』．（1986)：Theorganizationandlocational

structureofproductionsubcontractmg・mScott,ＡＪ

ａｎｄＳｔｏｍｅｒ;Ｍ・(eds):２℃dtJUtmwmkZamiZDIヅＡ１‐

ｌｅｎ＆Ｕｎｗｍ,HemelHempstead 

lchnowski,BandPreston,Ａ（1985):Newtrendsm 

part-timeemployment，２℃cBedmgs38thAnnual 

MeetingofthelndustrialRelationsResearchAsso‐ 

ciation 

JbmtEconomicCommittee，CongressoftheUnited 

States(1986):WbrkmgMOthers・ReportoftheJEO

May 

Leon,CandBednarzik,Ｒ（1978):AproEleofwomen 

onpart-timeschedules、M2nthレアLa6Qr・Beuz

lO1m3-12 

Loveman，GandSengenbergezW（1988)：ｎｅ”‐ 

emengEn“けsmaZlarzmjZs〃empHqymzentdbwajbp‐

ｍｅｎ応ｏｆ･坊ｅｓｍａ〃ａｎｄｍｅｄｈｚｍ没Zzedezz畑ｧｎＳＢ

ｓＢＣｍｒｍｍｄｔＪｓＵｒ九zLizBdcDumr］balnternationalLa‐

bourOrganizamn,Geneva 

MayaU,DandNelson,Ｋ(1982):Thetemporaryhe】p

supplyserviceandthetemporaryhlbormarket・A

reportsubmittedtotheOfHceofResearChandDe‐ 

velopment，EmploymentandnainingAdministra‐ 

tion,Ｕ・SDepartmentofLaboBWashingto､,Ｄ・C

MOrse，，．（1969)：ｎｂｅｐｅ２ｶﾛﾉbe】没ノｗｍＡ巴zColumbia

UniversityPress,NewYbrk 

MurraJiR(1983):Thedecentramzationofproduction-

thedeclmeofthemasscoUectjveworker？⑬pjZaノ

ａＪZdCbssl9:74-99 

NoyeUe,Ⅲ（1986):Ｂ２)"QndmdhJstIﾂﾋﾞ2/ｄｔＪａｈ画mfmazket

andjb6segme胸加nZMbenewecmmU[Westview

Press,Boulder 

Noyelle，mandStanback，Tｌ（1984)：Zbeecmomr 

Zr1ans2bm]atjbn〃ＡｍｅＩｺﾞｂｚｍＧｉｋｉＢｓＬＲｏｗｍａｎ＆Ａ１‐

lenheld,Ibtowa,NewJersey 

NoyeUe，TandStanback，Ｔ・（1988)：Thepostwar

growthof8ervicesmdevelopedeconomies､Areport 

totheUmtedNationsCnmmi弱iononTradeand

DevelopmentGeneva,April 

Oates，Ｓ・（1985)：Ibmporaryemploymentmdustry

boonnng,S2mFr1ancjbCDChmmbﾉb>Wednesday;Ａｕ‐ 

gust7,ＳｅｃｔｉｏｎＥｐ６ 

０EBceOfTechnologyAssessment,CongressoftheUnit‐ 

edStates(1988)：ZMhnoﾉﾋ眉ｙａｎｄ坊eAmenban

ecDnomjbZ狂ｍａｉ西ｉｍＵ.Ｓ､Ｇ,Ｐ､０，Washington,D

O 

OrganizatjonForEconomic〔わoperationandDevelop‐

ment(1986):Fhdhi助'、坊eh6ourmaIkBかaZBEb‐

、ﾋｾﾞzﾉz1apo拡ＯＥＣＤ,Paris

Pmch,ＳＰＬ，Mason,CandWitt,Ｓ・(1989):Theimpact

ofmdustrialrestructurｉｎｇｍｔｈｅＵ.Ｋ‘`Sunbelf,： 

thecaseofSouthampton・Ｚ１ａｎｓｈｓＺＢＢｒＧｅｑｇｍ

（fbrthcomma 

Riore,Ｍ・andSabel,０（1984)：ZZesBmndmdnsmZHノ

肋ﾜﾋﾉbLBasicBooksNewYbrk

Plewes,、(1987):Understandingthedataonpart-time

andtemporaryemplOyment・Paperprcsentedata

conferenceon‘WOmenandthecontingentworkf,ｍｅ’ 

-１ 



8９ ｱﾒﾘｶのサービス化経済におけるフレキシビリティと新たな空間的分業の出現

sponsoredbytheU・SDepartmentofLabon

WOmen，sBureau,NewYork,February 

PoUert,Ａ（1988):DismanthngnexibilityapjZa/ａｎｄ 
ＣＺａｓｓ３４:42-75 

Schoen,Ｃ(1987):TestimonybefbreahearingoftheU 

SNationalLaborRelationsboardmrelationto 

HealthcareBargamingUnits,Octoberl4 

SchoenbergerE.(1987):TbchnoloE風calandorganization

changemautomobileproduction：spatialimpljca‐ 

tions・ＢｅｇＳＺｕｄ２１:l99-214

Scott,ＡＩ(1986):Industrialorganizationandlocation： 

divisionoflabonthehrmandspatialprocess,ＥｂＤｎ 

ＧｂＣＥｒ２６３:215-31 

Scott,ＡＪ・andStorpeBM.（eds)(1986)：ＺうりdtJctm，

ｗｎｚｋａｎｄＺ巴、2ｍ:y2AUen＆Unwin，ＨｅｍｅｌＨｅｍｐ

ｓｔｅａｄ 

ＳｍａｌｌＢｕｓｍｅｓｓＡｄｍｉnistration(1987)：ｍｅｓ曲ｔｅｏｆ

ｓｍａ〃bzJsmess麹ｚ巳pQrTofp11esjthｺﾑＵ・ＳＧ・Ｐ､０．

Washington,Ｄ・C

Stanback,、（1987)：GQmpuZ巳z9Zzzmbnand坊etllans‐

jbJmatjbnofempkﾘmen広WestviewPress,Boulder

Standing,Ｇ(1986):Dhempjqymentandh6ourmalﾂABt 

aaHdhim5'：幼ｅＺﾉhjZBdm｡gdbmlnternationalLa‐

bourOrganization,Geneva 

Stone,Ｋ（1981):ThepostwarparadigmmAmerican 
laborlawJZUbLawjbumaﾉ90:l509-80 

Storpe四Ｍ．andChristopherson，Ｓ（1987)：F1exible

speciahzationandreedonalmdustrialagglomeration： 

ｔｈｅｃａｓｅｏｆＵ・SmotionpicturemdustryAnn・Ａａａ

Ａｍ・ＧｅＵ厩７７:l04-117

Tilly》Ｃ､(1988):SMWbozn石;ｓｈＱ花shmi;ｚｍｄＥＪ溶麹Mmg

pa2T-timeempﾉbymen広EconomicPolicylnstitute,

WashingtonD､O 

UchiteUe,Ｌ､（1987):America'sarmyofnonworkers． 

ＭｦｗＩ６ｚｋＺ】meqSeptember27,Section3,ｐｌ

Ｕ・SDepartmentofCommerce(1972):GansusofZBeZmノ

、z】ぬＵＳＧ・ＰＬＯWashington,ＤＣ・

USDepartmentofCommerce(1977):ＣもnsusQfYEekaiノ

２】z3血ＵＳＧ,ＰＬＯWashington,DC

USDepartmentofCommer℃e(1982):曲nsusofBeZaiノ

ZzldblﾉrSGIlOWashington,Ｄ・Ｃ

Ｕ・SDepartmentofCommerce,BureauoftheCen‐

ｓus(1983):CtzmentPbp血加nStzmay

Urry)』.（1987):Ｓｏｍｅsocialandspatialaspectsofser‐

vices・EhmmnZhzDSbcbandfh,ace5:5-26

Walker,Ｒ（1985)：Isthereaservmeeconomy？The 

changingcapitalistdivisionoflaborSaiDn“ａｎｄ比一

cjelty49:42.83 

Warde,Ａ(1986):Industrialrestructuring,localpohtics 

andthereproductionoflabourpower・ｓｏmetheo-

reticalconsiderations,ＥｌｍｍｎａｎｄＰｈｚｎｎａｌＧ 

ａｎｄ`i,acB6:75-96 

Williams,Ｋ､，Cutler,Ｔ､，WUhams,Ｊ・andHaslam,Ｃ

（1987):Theendofmassproduction？ZbDnolnyand 

aDcjbtym6:406-39 

Zubo通Ｓ(1988):ｈｔｈｅａｇＰぱめesmaz丁ｍａｃｈｍｅｔｈｅ

血Ｚｎ1℃Qfwmkandpow巴zHBasicBooks,ＮｅｗＹｏｒｋ


