
商経学叢 第58巻 第2号2011年12月

企業用具説の基本思考

山 縣 正 幸

概 要 ス テ イ ク ホル ダ ー型 企 業 モ デル に関 す る研 究 は,少 な か らず 存 在 す る。 に もか か わ ら

ず,社 会 的 側 面 に焦 点 が あて られ る こ とが 多 いた め か,ス テ イ ク ホル ダ ー と企 業 との あ い だ

の 交 換 関 係 に重 点 を 置 い た研 究 はあ ま りみ られ な い。 そ こで,本 稿 にお いて は,ス テ イ ク ホ

ル ダ ー と企 業 との あ いだ の 交 換 関 係 を 捉 え よ う と し た シ ュ ミッ ト(Schmidt,R.-B.)の 「企

業 用 具 説 」(DasInstrumentalthesederUnternehmung)に つ いて 考 察 す る。 この 学 説 は,

コ ジ オ ー ル(Kosiol,E.)の 収 支 的 貸 借 対 照 表 や,そ の 源 に あ る シ ュ マ ー レ ン バ ッ ハ

(Schmalenbach,E.),ニ ック リ ッ シュ(Nicklisch,H.),ワ ル プ(Walb,E)な ど に よ って 展

開 され た 「価 値 の 流 れ 」 の 考 え 方 を 下 敷 き に しっ っ,企 業 を と り ま くス テ イ ク ホル ダ ー との

関 係 性 を 捉 え う る枠 組 を 提 供 して い る。 本 稿 で は企 業 用 具 説 の 基 本 思 考 にっ いて 考 察 し,続

稿 で 予 定 して い る 「成 果 使 用 」(Erfolgsverwendung)に 関す る検 討 へ とっ な げ た い。

AbstractTheaimofthispaperistoclarifytheinstrumentalthesisofthefirm,thatis

advocatedbyRalfBodoSchmidt.Recently,Stakeholder-orientedModelsofCorporation

aresuggestedbymanyscholarsofthebusinessadministration.Nevertheless,wedon't

havemanymodelsthattakethefocusonthe(economic)exchangerelationbetween

stakeholdersandthecorporation.Sointhispaper,weinquiretotheinstrumentalthesisof

the且rmThisthesisisbasedontheconcept"CorporateProcess(Unternehmungsprozess)"

advocatedbyErichKosiol,Schmalenbach'sconceptof"dynamischeBilanz",Nicklisch's

conceptof"Valuecirculationnet"andWalb'sthesisofconvectionalkineticsofvalueetc.

Furthermore,thisthesisoffersaframeworktograsptherelationshipbetween

StakeholdersandtheCorporation.Inthispaper,weconsiderandargueaboutthe

fundamentalthoughtoftheinstrumentalthesisofthefirm.
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1.序

山 縣 正 幸[2010]に お いて は,コ ジオ ー ル(Kosiol,E.)や キ ュ ッパ ー(KUpper,H.-U.)

の所 説 に よ りな が ら,企 業 を 財 の 転 態 過 程(Umsatzprozess)=価 値 創 造 過 程 と して 捉 え

た。 価 値 創 造 過 程 は,今 述 べ た よ う に財 か ら構 成 され るわ けだ が,で は,そ の財 は誰 か ら

いか に して 価 値 創 造 過 程 へ と獲 得 され る のか 。 企 業 は,人 為 的 な関 係 的 存 在 で あ る。 そ の

際,注 意 して お き た い こ とが あ る。 それ は,も と もと企 業 に何 らか の財 が 備 わ って い るわ

けで は な い と い う点 で あ る。 も ち ろん,企 業 の歴 史 的 な展 開 に よ って,っ ま り企 業 の価 値

創 造 過 程 の帰 結 と して,企 業 それ 自体 に形 成 ・蓄 積 され る諸 財 も存 在 す る。 しか し,そ れ

らは企 業 が 形 成 され て 以 降,事 後 的 に蓄 積 され た財 で あ る。 っ ま り,価 値 創 造 過 程 にお い

て 転 態 され ゆ く諸 財 は,何 らか の行 為 主 体 に よ って 企 業 に提 供 され た も の な ので あ る。 こ

の行 為 主 体 を,一 般 的 に 「ス テ イ クホ ル ダ ー」(stakeholder)と 呼 ぶ 。 企 業 が意 思 に も と

つ く欲 求 充 足 の た め の関 係 的 存 在=経 済 的 な関 係 態/協 働 体 系 で あ る な らば,ス テ イ ク ホ

ル ダ ー か ら企 業 へ の諸 財 の 提 供 は,基 本 的 に反 対 給 付 を 求 め る もの と考 え るべ き で あ ろ

う。 か く して,価 値 のgesellschaftlichな 交 換 関 係 が,そ こに は発 生 す る。

企 業 を め ぐる ス テ イ ク ホ ル ダ ー に関 す る議 論 にお いて,こ の よ う な論 点 は 自明 の こ と と

され て い る た めか,顕 在 的 に取 り上 げ られ る こ とが 少 な い。 こ の点,田 中 照 純[2001]は

個 別 資 本 の運 動 モ デ ル に即 して,い か な る利 害 関 係 が そ こ に生 成 され る のか を解 明 す る必

要 が あ る こ とを提 唱 して い る。 さ らに,田 中照 純[2006](59-63頁)は ス テ イ ク ホル ダ ー

と い う言 葉 に よ って,ス テ イ ク ホ ル ダ ー と企 業 と の あ いだ に生 じる経 済 的 な関 係 性 が"覆

い隠 さ れ で'し ま う危 険 性 を も指 摘 す る。 た だ,そ の 提 唱 や 指 摘 が十 分 に 受 け止 め られ,

理 論 的 ・実 証 的 に深 め られ て い る と は言 い難 い の も事 実 で あ る(1){2)。

か か る指 摘 を受 け止 め,ど の よ う な理 論 的 枠 組 を構 築 しう る のか 。 そ の際,注 目 され る

のが,Schmidt,R-B.[1969]に よ って提 示 され た企 業 用 具 説(dasInstrumentaltheseder

Unternehmung)で あ る。 シ ュ ミ ッ トは,企 業 を め ぐ る価 値 の流 れ に立 脚 して,ニ ッ ク

リ ッ シ ュの い う成 果 分 配 過 程 と して の 外 部 価 値 循 環 を,こ の企 業 用 具 説 とい う考 え方 で

(1)田 中照純[1998]に お いて は,こ れ らをめ ぐる議論の方法論的基盤が明確 に示 されてい る。

(2)稿 者 は,2011年7月2日 に 日本経 営学会 関西部会第583回 例会 において報告 す る機会 を得 た。

その際,田 中照純氏 にコメ ンテーターの労を執 って いただ いた。氏 には,稿 者の学部生時代か ら

諸 々にわた って教導 に与 ってお り,今 回 の報 告 は稿者 自身 にと って もいささか感慨深 い ものが

あった。 あらた めて,こ こに深甚の謝意を表 した い。
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もって 説 明 しよ う と した。 ア ング ロ サ ク ソ ン系 の新 しい理 論 ばか りが もて はや され る 日本

の経 営 学 に お いて,提 唱 以 来 す で に40年 を経 過 して い る企 業 用 具 説 は,い わ ば"過 去"の

もの と位 置 づ け られ る のか も しれ な い。 しか し,理 論 の有 効 性 は言 語 や 新 旧 に よ って 定 ま

る もので は な い。 以 下 に お いて は,こ の企 業 用 具 説 が 今 もって なお 有 効 な考 え 方 で あ る こ

と を明 らか に した い。

Il.企 業 用具説 の基礎思考 一企業維持 とのかかわ り一

(1)シ ュ ミ ッ トの 研 究 遍 歴 と その 影 響

シ ュ ミ ッ トは,ベ ル リ ン 自由 大 学 に お いて コ ジオ ー ル(Kosio1,E)の 薫 陶 を受 け,財

務 経 済 的 補 償 貸 借 対 照 表(丘nanzwirtschaftlicheDeckungsbilanz;SchmidしR.B.[1953])

の研 究 か ら,利 益 使 用(Gewinnverwendung)や 投 資 問 題 な ど へ と関 心 を 広 げ て い っ た

(Schmidt,R.B.[1963];Schmid七R.B./Berthel,J,[1970][1975])。 そ して,彼 の代 表

的 著 作 と して知 られ る 『企 業 経 済 学 』 全3巻(SchmidしR.-B.[1969][1977];derselbe

[1973];derselbe[1978])に お い て は,企 業 の 価 値 創 造(Wertsch6pfung)や 成 果 分 配

に焦 点 を当 て た企 業 モ デ ル を展 開 して い る。 シ ュ ミ ッ トは1991年6月23日 に63歳 の若 さで

逝 去 した が,晩 年 に は企 業 理 念(Unternehmungsphilosophie)の 理 論 的 考 察 に も取 り組

む な ど,幅 広 い分 野 に足 跡 を残 して い る(海 道 ノ ブ チ カ[2001]第4章 参 照)(3)。

シュ ミ ッ トの成 果 は,コ ジオ ー ル学 派 の研 究 者 た ち に大 き な影 響 を与 え て い る。 思 い浮

か ぶ ま ま に あ げ れ ば,シ ュ ミー レヴ ィ ッチ(Chmielewicz,K.:経 営 財 務 論,企 業 体 制 論)

や ヴ ィ ッテ(Witte,E.:企 業 体 制 論),ブ ライ ヒャ ー(Bleicher,K.:企 業 理 念 論,企 業 政

策 論,企 業 体 制 論),シ ュ ヴ ァイ ツ ァ ー(Schweitzer,M.:貸 借 対 照 表 論),ド ゥル ー ゴ ス

(Dlugos,G.:企 業 政 策 論),さ ら に は シ ュ ミッ トの指 導 を受 け た ク リュ ー ガ ー(KrUger,

W.:企 業 理 念 論,企 業 政 策 論),シ ー レ ンベ ック(Schierenbeck,H.:経 営 財 務 論,銀 行

経 営 論),シ ュ タ イ ン レ(Steinle,C.:人 事 管 理 論,企 業 管 理 論),ベ ル テ ル(Berthel,J.:

人 事 管 理 論,経 営 財 務 論)な どが い る。 現 在 で も,シ ュ ミ ッ トの企 業 用 具 説 は しば しば引

用 され て い る。

(3)2002年1月25日 に は,シ ュ ミッ トが 在 籍 した フ ラ イ ブ ル ク のAlbert-Ludwigs-Universitatに お

いて ク リュ ー ガ ーを 中 心 と して 没 後10年 の シ ン ポ ジ ウ ムが 開 催 され た 。 また,2006年 か ら は同 大

学 のDr.Buttgereit-Stiftungが ス ポ ンサ ー と な って,そ の 年 にお け る経 営 経 済 学 関 係 の 優 秀 な修

士 論 文(Diplonレarbeit)に 対 し てRALF-BODOSCHMIDT-PREISが 贈 られ て い る(副 賞 は

2,500ユ ー ロ)○
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こ の よ う に,企 業 用 具 説 は提 唱 され て か ら40年 の歳 月 を経 て い るが,今 なお 有 効 な理 論

的 フ レー ム ワ ー ク の一 っ で あ りっ づ けて い る。 で は,企 業 用 具 説 は ど の よ う な研 究 展 開 を

経 て,生 み 出 され る に い た っ た のか 。 す で に触 れ た よ う に,も と も と彼 は貸 借 対 照 表 に関

す る議 論 か ら利 益 使 用 な ど の経 営 財 務 論 へ と い う,企 業 の"価 値 の流 れ"の 側 面 に焦 点 を

あて て い た。 そ こで 本 節 で は,シ ュ ミ ッ トが 企 業 にお け る"価 値 の流 れ"を ど の よ う に捉

え て い た のか につ いて 考 え る こ と に しよ う。

(2)価 値 循 環 思 考 に も とつ く企 業 維 持 と利 益 使 用 一 企 業 用 具 説 へ の 道 程 一

シュ ミ ッ トの処 女 論 文 は,1953年 に β6溺6∂s爾7汝∫酌 ⑳Z酌 θFo7∫碗 観g襯 ゴ.P7磁5に 掲

載 され た 。DidnanzwirtschaftlicheDeckungsbilanzfUrprivatUnternehmungen``で あ る

(Schmidt,R.-B.[1953])。 こ こ に お い て は,企 業 を め ぐる資 金 運 動 を 時 間(期 間)的 な対

応 関 係 に も と つ い て分 類 し,そ れ ぞ れ の 期 間 に 応 じた 資 金 の 使 用(Mittelverwendung)

が,同 じ く期 間 的 に対 応 す る資 金 の起 源(資 金 由 来/出 所;Mittelherkunft)に よ って 補

償 され る必 要 が あ る こ と を指 摘 して い る。 そ の根 底 に は,コ ジ オ ー ル学 派 に共 通 す る企 業

観,す なわ ち市 場 に対 して 給 付 生 産 や そ の準 備 を なす こ とが 企 業 の課 題 で あ る と い う発 想

が 存 在 す る。 した が って,で き るだ け高 い収 益 性 の 実 現 や 資 本 提 供 者 の安 全 確 保 よ り も,

十 分 な 資 金 を期 間 に 応 じて準 備 す る こ とで 企 業 過 程(4)を支 障 な く動 か して い くと こ ろ に,

企 業 の資 金 調 達 の狙 い は あ る と い う理 解 に立 脚 して い る(schmidしR.-B.[1953]s.214)。

そ して,そ の手 段 と して 提 示 され て い る のが,財 務 経 済 的 補 償 貸 借 対 照 表 な ので あ る。 こ

れ は,興 津 裕 康[1978](162頁,脚 注21)に お いて 指 摘 され て い る よ う に,損 益 計 算 的 な

貸 借 対 照 表 計 算 を資 金 運 動 に焦 点 を当 て た財 務 経 済 的 な貸 借 対 照 表 計 算 へ と転 換 させ よ う

とす る と こ ろ に特 徴 が あ る(5)。

も と も と,か か る発 想 の 基 礎 は コ ジオ ー ル に よ って 与 え られ た 。Kosio1,E.[1940](s.

103)に お い て は ワル プ(Walb,E)に 依 拠 して,経 営 に お け る価 値 運 動 が 給 付 と収 支 の

対 流 と して 捉 え られ,Kosiol,E.[1944](S.21f)で は生 産 循 環(Erzeugungsumlauf)と

財 務 循 環(Finanzumlauf)と い う2っ の対 流 す る経 済 的 な流 れ の存 在 が 指 摘 され て い る。

こ の理 解 に立 脚 して,物 財 の運 動 で あ る生 産 循 環 が 貨 幣 の運 動 で あ る財 務 循 環 に よ って 捉

え られ て い る。 こ こか ら生 み 出 され た の が,収 支 的 貸 借 対 照 表(pagatorischeBilanz)で

(4)企 業 過 程 にっ いて は,山 縣 正 幸[2010]参 照 。

(5)シ ュ ミッ トに よ る 貸 借 対 照 表 の 資 金 運 動 計 算 へ の転 換 と い う方 向 性 は,シ ュ ヴ ァ イ ツ ァー や

シ ュ ミー レ ヴ ィ ッチ に よ って さ ら に 展 開 さ れ て い る。 こ れ に っ い て は,興 津 裕 康[1978];同

[1984]に お いて 詳 し く論 じ られ て い る。
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あ る(6)。そ して,こ れ らの 基 礎 の うえ に組 織 論 や 管 理 論 を 射 程 に入 れ た経 営 経 済 学 体 系 を

構 築 して い っ た。 それ がKosiol,E.[1966=1968]と して結 実 す る こ とに な る。 そ こで は,

経 済 財(WirtschaftsgUter)が 名 目財 と実 物 財 に分 類 さ れ,さ らに 実 物 財 の一 っ と して 情

報 を 管 理 用 具 な い し手 段 と して 別 個 に 位 置 づ け られ て い る(vgl.Kosiol,E.[1968]s.

138)。 名 目財(=貨 幣)と 実 物 財 は並 行 的 に,し か も逆 方 向 に運 動 す る。 っ ま り,名 目財

と実 物 財 と は対 応 関 係 に あ る。 シュ ミ ッ トの"価 値 の流 れ"を め ぐる諸 論 も,こ の発 想 に

立 脚 して い る。

こ の収 支 を基 軸 とす る観 点 に もとづ け ば,利 益 確 定 の問 題 と利 益 使 用 の問 題 は戴 然 と区

別 さ れ う る。 前 者 は収 支 的 貸 借 対 照 表 に も とつ く損 益 計 算(Erfolgsrechnung)の 問 題 と

して 考 察 され,後 者 は前 者 に依 拠 しつ つ 経 営 財 務 な い し企 業 にお け る内 部 資 金 調 達 や 再 投

資 の 問題 と して論 じられ る(興 津 裕 康[1984]126頁 参 照)。 そ して,こ れ は企 業 政 策 的 意 思

決 定 に よ って,そ れぞ れ の企 業 が個 々に解 決 すべ き問題 と して位 置 づ け られ るので あ る(7)。

か く して,シ ュ ミ ッ トの関 心 は 「収 支 的 貸 借 対 照 表 に も とつ く損 益 計 算 に よ って 確 定 さ

れ た 利 益 余 剰 〔8)をい か に して 使 用 す る の か 」 と い う点 に 移 る。 そ れ が,Schmi飢R.-B。

[1963];Schmidt,R.-B.[1964]に お い て 資 本 維 持(Kapitalerhaltung)や 利 益 使 用 の 研 究

と い うか た ちで 展 開 され る こ と に な る。

と りわ け,シ ュ ミッ トは企 業 維 持 を 「誰 も否 定 しえ な い経 営 経 済 学 の公 理 」(Schmidt,

R.-B.[1964]S.417)と して重 視 して い る。 企 業 維 持 論 の 基 軸 と して 位 置 づ け られ る資 本

維 持 に関 して は,貨 幣 を基 準 とす る名 目資 本 維 持 と,財 貨 を基 準 とす る実 体 資 本 維 持 と い

う2っ の ア ブ゚ ロー チ に分 け る ことが で き る(9)。この う ち,シ ュ ミ ッ トは コ ジオ ール に倣 っ

て 名 目資 本 維 持 の ア プ ロ ー チ を採 る。 もち ろん,こ れ は実 体 資 本 の維 持 に無 関 心 で あ る こ

と を意 味 しな い。 む しろ,「 名 目価 値 を前 提 と しっ っ,い か に して 実 体 資 本 の維 持 を 図 る

⑥ コ ジオ ー ルの 収 支 的 貸 借 対 照 表 にっ いて は,長 年 にわ た って 数 多 くの 研 究 が 積 み 重 ね られ て き

た。 そ の 代 表 的 な もの と して,谷 端 長[1958]153-185頁;同[1968]第9章 お よび 第10章;武

田隆 二[1962]第1部;松 本 剛[1976];興 津 裕 康[1978];同[1984]を あ げ る こ とが で き る。

こ こ数 年 で は,大 澤 一 雄[2005];興 津 裕 康[2005];同[2008]:齋 藤 真 哉[2008]な ど の 成 果

が あ る。

(7)の ち に シ ュ ミッ トが 企 業 理 念 や企 業 政 策 とい った 企 業 統 率 的 意 思 決 定(Fnhrungsentscheidung)

な い し ビジ ネ ス ・リー ダ ー シ ッ プ領 域 の 問 題 へ と考 察 を 展 開 して い った 基 礎 を,こ こ にみ る こ と

が で き る。

(8)シ ュ ミッ トは 「利 益 利 用 」 か ら,後 に 「成 果 使 用 」(Erfolgsverwendung)と い う表 現 へ と変

え て い る(Schmidt,R.-B.[1978])。 ま た,シ ュヴ ァイ ツ ァー は余 剰(UberschuB)と い う詞 辞 を

用 いて,シ ュ ミッ トの 論 旨を さ ら に展 開 して い る(Vgl.Schweitzer,M.[1972]S.83ff,訳 書

83-97頁;興 津 裕 康[1972]162-171頁;同[1984]第5章)。

(9)こ の 分 類 は,名 目資 本 維 持=取 得 原 価 主 義VS.実 体 資 本 維 持=時 価 主 義 と い う枠 組 で 捉 え られ

る こ とが あ る。 ただ,企 業 が 裁 量 しう る価 値 創 造 能 力 を 持 っ た資 源 と して の 資 産 を 評 価 す る際 に

は,取 得 原 価 主 義or時 価 主 義 とい う一 義 的 な選 択 は実 際 的 に意 味 を持 た な い ケ ー ス が考 え られ

る。 この 点 につ いて は,笠 井 昭 次[2010]な どを 参 照 。
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か 」 が シュ ミ ッ トに と って の課 題 と な る。 と りわ け,シ ュ ミ ッ トは財 務 活 動 を考 察 の中 心

に据 え る とい う観 点 に立 って,「 過 去,現 在,将 来 の 現 金 支 出 で 実 現 した損 益 」 を収 支 的

利 益 と捉 え,こ れ を いか に して 活 用 す る か とい う点 を重 視 して い る(1①。 そ れ が,Schmidt

R.-B.[1963]に お いて 示 され た利 益 使 用 と い う概 念 で あ る。

こ こで は,収 支 的 損 益 計 算 に よ って 確 定 され た利 益 余 剰 を ど の よ う に留 保 ・投 資 ・分 配

す る のか が 明 らか に され て お り,企 業 用 具 説 の基 本 的 骨 格 が 示 され て い る。 た とえ ば,利

益 投 資(Gewinninvestition)に お いて は,販 売 拡 大 の た め の投 資 や 合 理 化 の た め の投 資,

財 務 経 済 的 な投 資 と並 ん で,社 会 政 策 的 な投 資 が あ げ られ て い る ほ か,利 益 分 配(Ge-

winnausschUttung)に お い て も,自 己 資 本 提 供 者 や 企 業 者 給 付 と と も に,従 業 員 が そ の

対 象 と して 提 示 され て い る。 実 際 企 業 に お いて は,従 業 員 が 能 力 を育 成 ・発 揮 しう る環

境 を構 築 す る た め の投 資 が お こ なわ れ て い る。 こ の点 を利 益 投 資 と関 連 づ けて 考 察 して い

る と い うの は,き わ め て 興 味 深 い。Schmidt,R-B.[1963]が 公 に され た 時 代 に あ って は,

株 主 と従 業 員,債 権 者 く らい しか 利 害 関 係 者(利 害 集 団)と して認 識 さ れ て い な か っ た

が,現 代 で は これ 以 外 の行 為 主 体 も利 害 関 係 者 な い しス テ イ ク ホ ル ダ ー と して 認 識 して い

る。 シュ ミ ッ トの利 益 使 用 論,そ して そ こか ら展 開 され た成 果 使 用 論 は,こ の ス テ イ ク ホ

ル ダ ー の拡 張 に も対 応 しう る理 論 的 枠 組 で あ る。 これ にっ いて は,後 ほ ど考 察 す る こ と に

しよ う。

(3)企 業 用 具 説 へ の 展 開 一Schmidt,R.-B.[1965]に お ける 企 業 政 策 論 一

Schmidt,R.-B.[1963]に お い て提 示 さ れ た 利 益 使 用 や,Schmidt.R.-B.[1964]で の 企

業 維 持/資 本 維 持 とい った問 題 は,企 業 にお ける トップ ・マ ネ ジメ ン トの意 思 決 定 と して の

企 業 政 策 に た ど り着 く。 この 論 文 は,シ ュ ミッ トの 企 業 用 具 説 の基 礎 と して重 要 な 役 割 を

担 って い る。企 業 の用 具 的 特性 とい う点 が打 ち出 され たの も,こ の論 文 に お いて で あ る。

こ こで の 企 業 政 策 の概 念 規 定 は,SandigC.[1953][1966];derselbe[1962]に 多 く

を依 拠 して い る。 ザ ンデ ィ ッ ヒは,企 業 政 策(経 営 経 済 政 策)を 「根 本 的 か っ 状 況 に依 存

した統 率 意 思 決 定 」(SandigC.[1962]Sp.5555)と 捉 え て い る。 特 に ザ ンデ ィ ッ ヒの場 合,

企 業 理 念(Unternehmungsidee)(1Dの 創 造 と い う点 か ら企 業 政 策 を 論 じて い る(Sandig

C.[1966]S.135)。 か か る考 え 方 か ら出発 し,シ ュ ミ ッ トは企 業 目標 の複 合 体 と して の 目

(1① な お,シ ュ ミッ トの 資 本 維 持 論 にっ いて は,高 山 清 治[1986]に お いて 詳 細 な 考 察 が な され て

い る。

⑳ こ こ に い う 「企 業 理 念 」 と は,そ れ ぞ れ の 企 業 が 市 場 に いか な る効 用 を も た らす の か と い う点

に関 す る,個 々 特 殊 の 課 題 を さす 。 この 点,Schafer,E.[1949]の 企 業 理 念 概 念 と も近 しい。
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標 構 想(Zielkonzeption)を 重 視 した企 業 政 策 論 を展 開 す る(Vgl.Schmidt,R.-B.[1965]S.

40ff)。 ここには,March,J.M。/Simon,H.A。[1958]やCyerLR.M。/MarchJ.M.[1963]

に よ って提 示 され た連 合 体 理 論(coalitiontheory)の 影 響 が あ る こ とは い う まで もな い。

シュ ミッ トは,各 ス テ イ ク ホル ダ ー間 で の交 渉(bargaining)を 通 じて,企 業 の 目標 構 想

が 形 成 され る と い う考 え 方 を取 って い るが,こ れ はCyert,R.M./March,J.M.[1963]が

組 織 目標 の 形 成 に 関 して重 視 し た点 で あ る。 こ の 点 に つ い て は,SchmidtR.-B.[1969]

に対 して で は あ るが,Ortmann,G.[1976]が 厳 し く批 判 して い る。 そ の趣 旨 は,自 由 な

経 済 活 動 を基 盤 とす る市 場 経 済 体 制 な い し資 本 主 義 経 済 体 制 に お け る企 業 に と って,"義

務 づ け られ て い る"と い って もよ い 「営 利 経 済 原 則 」 な い し 「価 値 増 殖 」 と い っ た点 を無

視 して い る,あ る い は後 景 に退 か せ て しま って い る と い う も ので あ る。 た しか に,こ の批

判 は シュ ミ ッ トのみ な らず,多 くの企 業 目標 論,と りわ け複 数 目標 論 を採 る論 者 に と って

避 け て通 る こ とが で き な い。 これ にっ い て は,「 競 争 」 を ど う捉 え るの か とい う点 にか か

わ って くる。 別 に考 察 の機 会 を侯 ち た い。

さ て,今 述 べ た よ うな批 判 は あ る と して も,企 業 政 策 の 形 成 にお い て,ス テ イ ク ホ ル

ダ ー の 利 害 関 心 が 何 が しか の 影 響 を お よ ぼ す と い う事 態 そ れ 自体 は,現 実 に想 定 され う

る。 シュ ミ ッ トが 企 業 政 策 に関 す る論 文 を著 した の は,こ の点 を確 認 す る た めで あ っ た と

考 え られ る。 た だ,Schmidt,R.-B.[1965]は 企 業 政 策 の 基 本 的 な 問 題 領 域 を 論 じた も の

で あ り,こ と さ らに企 業 政 策 論 の体 系 を構 築 しよ う と い っ た意 図 を持 って は い な い。 む し

ろ,先 ほ ど も述 べ た よ う に,企 業 用 具 説 を展 開 して い くうえ で 必 要 な基 礎 作 業 で あ っ た と

位 置 づ け るべ きで あ ろ う。

これ らの先 躍 的 基 礎 考 察 を踏 まえ て,シ ュ ミ ッ トは い よ い よ企 業 用 具 説 を展 開 して い く

こ と に な る。 節 を あ らた めて,企 業 用 具 説 の内 容 を検 討 しよ う。

[補 説:日 本 に お け るR.-B.シ ュ ミ ッ ト学 説 に 関 す る 研 究 の 系 譜]

日本 で の シュ ミッ トに 関 す る研 究 は,経 営 学 お よ び会 計 学 にお い て そ れ ぞ れ な され て きた 。

経 営 学 に お い て は,海 道 ノ ブチ カ[1988]が シュ ミ ッ トの 方 法 論 や企 業 用 具 説 の全 体 像,さ ら

に 企 業 体 制 論 へ の 展 開 に つ い て,『 企 業 経 済 学 」 全3巻(Schmidt,R.-B.[1969][1977];

derselbe[1973];derselbe[1978])に も とつ い て 明 らか に して い る ほ か,左 藤 一 義[1986];

同[1987];同[1988];同[1992]に お い て も検 討 が な さ れ て い る。 ま た,柿 崎 洋 一[1986]

や 海 道 ノ ブ チ カ[2001](初 出:1994年)な ど が 企 業 理 念 に関 す る議 論 に っ い て,考 察 を お こ

な って い る。

一 方
,"価 値 の流 れ"を め ぐる議 論 にっ い て は コ ジオ ー ル の 会計 学(計 算制 度論)の 延 長 線 上

に お い て考 察 さ れ る こ とが 多 か っ た。 こ の議 論 に っ いて は,高 田正 淳[1964](1恥 同[1965a];

(12こ れ はKosiol,E.[1954]の 翻 訳 『財 務 会 計 論 」(森 山 書 店,1964年)に 掲 載 され た 「収 支 的 貸

借 対 照 表 解 説 」 を さす 。
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同[1965b]に よ って早 くに紹介 され,コ ジオールや シュヴァイ ツァーの所説を軸に貸借対照表

論 の展 開 を明 らか に しよ う とした興津 裕康[1978];同[1984]に お いて も言及 がな されて い

る。 また,齋 藤 真哉[1991]は 財務 的補 償貸借対照表 に焦点を あてて考 察を展開 してい る。 さ

らに,利 益使 用な ど自己金融の観点 か らシュ ミッ トの学説 を考察 した冨永 裕[1969]㈹ や,資

本維持 の観点か らシュ ミッ トの"価 値 の流 れ"に 関す る研 究を概観 した高山清治[1986]な ど,

日本で も会計学や経営財務論の領域 にお いて注 目されて きた。

このよ うに,シ ュ ミッ ト学説 に関 して は,日 本 にお いて もさまざまに注 目され て きた。 きわ

あて大 まかに分 けるな らば,シ ュ ミッ ト学説 は1963年 の 「企業 の利益 使用」 を境界 として,前

期が"価 値 の流 れ"を 中心 とした議論,後 期 は前期 に もとづ きっっ"企 業用具説"の 構 築 ・展

開 を中心 とした議論 と措定 で きる。 日本 における研 究動向 も,原 則 として この区分 によ って整

理す ることがで きよう。

lll.ス テイクホ ルダーと用具的関係 一 「企業の担 い手」 と企業政策一

企 業 用 具 説 に っ い て は 海 道 ノ ブ チ カ[1988]や 左 藤 一 義[1986];同[1987];同

[1988];同[1992]に お いて,詳 細 に検 討 が 加 え られ て い る。 これ らの先 行 研 究 を踏 まえ

て,各 論 領 域 に お け る展 開 も視 野 に入 れ っ っ,企 業 用 具 説 の全 体 像 にっ いて 概 観 した い。

シュ ミッ トは,師 で あ る コ ジオ ール の企 業 観 を受 け継 ぎ,そ れ を さ らに 展 開 して い る。

Kosiol,E.[1968]は 企 業 の メ ル ク マ ー ル を 「他 者 需 要 の 充 足 」 「経 済 的 な 自律 性 」 「経 済

的 リス ク」 と い う3っ の点 か ら捉 え て い る。 こ こか ら,彼 が 企 業 を社 会 経 済 全 体 に埋 め込

まれ た一 っ の機 関 と して 理 解 して い る こ とが わ か る。 こ の考 え 方 は,コ ジ オ ー ルが 多 大 な

影 響 を う け た ニ ック リ ッ シュ の経 営 観 を,自 由 な経 済 活 動 を基 盤 とす る市 場 経 済 体 制 な い

し資 本 主 義 経 済 体 制 と い う枠 組 に即 して 捉 え 直 した も ので あ る。 シ ュ ミ ッ トは,こ の コ ジ

オ ー ル の企 業 観 か ら出発 す る。

で は,シ ュ ミ ッ トは コ ジオ ー ル の企 業 観 か らど の よ う に進 ん で い っ た のか 。 シ ュ ミ ッ ト

は,先 に あ げ た3っ の メ ル クマ ール の うち,「 他 者 需 要 の充 足 」 と い う点 を重 視 す る。 一

般 的 に,「 他 者 需 要 の 充 足 」 と い う と きに は,企 業 が 価 値 創 造 過 程(企 業 過 程)を 通 じて

生 み 出 し,顧 客 に提 供 され る効 用 給 付,っ ま り有 形 財 や 無 形 財(サ ー ビス)と して の商 品

の創 出が 念 頭 に置 か れ て い る。 それ を,シ ュ ミ ッ トは企 業 過 程 にか か わ る経 済 主 体 と して

の利 害 関 係 者=ス テ イ ク ホ ル ダ ー へ と範 囲 を 拡 大 した の で あ る。 これ が,企 業 の 用 具

テ ー ゼ=企 業 用 具 説 で あ る。

企 業 用 具 説 に お い て は,企 業 は 利 害 集 団 の 用 具 と し て 捉 え ら れ る(Schmid七R.-B.

[1969]S.1f,訳 書1-2頁)。 利 害 集 団 な い し利 害 関 係 者(ス テ イ ク ホ ル ダー)は,自 ら

(13冨 永 裕 は,経 営 財務論の観点 か らシュ ミッ トの学説 を早 くか ら本格的 に考察 した研究 者であ

る。単著で ある冨永 裕[1969]以 降 も,冨 永 裕[1979]な どにおいて シュ ミットに注 目 しっづ

けて いる。
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の欲 求 や 動 機 を満 たす た め に,企 業 と何 らか の交 換 関 係,シ ュ ミ ッ トの表 現 で は用 具 的 関

係 を取 り結 ぼ う とす る。 っ ま り,そ れ ぞ れ の ス テ イ ク ホ ル ダ ー は 「何 の た め に」 企 業 と交

換 関 係 を構 築 ・維 持 ・展 開 しよ う とす る のか が,こ こで は問 題 と な る。

それ ぞ れ の ス テ イ ク ホ ル ダ ーが,ど の よ う な用 具 的 関 係 を企 業 と の あ いだ に取 り結 ぶ の

か と い う点 は,そ の企 業 の価 値 創 造 過 程 の特 性 に よ って 異 な る。 具 体 的 に は,い か な る商

品(有 形 財/無 形 財)を 創 出す る の か,そ の 際 に い か な る資 源 が ク リテ ィカ ル な重 要 性

を もっ のか と い っ た よ う な点 で あ る。 あ る い は,企 業 政 策 の決 定 を主 に担 い う る ス テ イ ク

ホ ル ダ ー と して の経 営 者 の企 業 観 も影 響 を お よ ぼす 。 したが って,用 具 的 関 係 の特 質 や 緊

密 さ は,当 然 なが らス テ イ ク ホ ル ダ ー ご と に異 な って い る。 そ して,企 業 に よ って も ど の

ス テ イ ク ホ ル ダ ーが 重 視 され る のか は異 な る ので あ る。

で は,具 体 的 に ど の よ う な ス テ イ ク ホ ル ダ ーが 想 定 され う る のか 。 シ ュ ミ ッ トは企 業 に

か か わ る利 害 集 団 と して,自 己資 本 提 供 者,企 業 管 理 者,従 業 員,他 人 資 本 出資 者,供 給

業 者,顧 客,競 争 企 業,経 営 者 団 体,労 働 者 団 体(労 働 組 合),政 治 組 織 行 政 機 関,公

的 機 関 を あ げ,そ れ ぞ れ の 用 具 的 関 係 を 詳 細 に検 討 して い る(Schmi飢R.-B.[1969]S.

65ff,訳 書82-110頁)。 た とえ ば,一 口 に 自 己資 本 提 供 者(株 主)と い って も,長 期 的 な持

分 所 有 を め ざす 自 己資 本 提 供 者 もいれ ば,で き るだ け よ り配 当 や 株 価 差 益 を獲 得 す る た め

に短 期 的 に持 分 の 売 買 を お こ な う 自 己資 本 提 供 者 もい る。 ま た,技 術 の進 展 に寄 与 した

い,あ る い は社 会 責 任 投 資(SocialResponsibilityInvestment)を ね らい と して 出 資 しよ

うとす る 自 己資 本 提 供 者 もい るで あ ろ う。 経 営 者(企 業 管 理 者)や 従 業 員 に関 して も,そ

れ ぞ れ ス テ イ ク ホ ル ダ ー ご と に共 通 した利 害 と と も に,個 別 の利 害 を も有 して い る。

用 具 的 関 係 と は,そ れ ぞ れ の ス テ イ ク ホ ル ダ ー と企 業 と の あ い だ で の交 換 関 係 に か か

わ って い る。 それ は,ス テ イ ク ホ ル ダ ーが 企 業 に対 して ど の よ う な影 響 をお よ ぼ しう る の

か とい う問 題 に もっ な が る。 こ こか ら,「 企 業 の担 い 手 」(Unternehmungstrager)と い

う概 念 が提 示 され る(Schmidt,R.-B.[1969]S.64f,訳 書81-82頁)。 さ ま ざ ま な ス テ イ ク

ホ ル ダ ー の なか で,企 業 の担 い手 に なれ るか ど うか の メ ル ク マ ー ル は 「企 業 政 策 の決 定 に

有 効 な影 響 を与 え る こ とが で き る と い う可 能 性 に,ま た実 際 に影 響 を与 え て い る と い う点

それ 自体 に あ る」(Schmid転R-B.[1969]S.64,訳 書82頁)。 い う まで もな く,企 業 政 策 は

企 業 過 程 全 般,す なわ ち調 達 や 生 産,販 売 な ど の価 値 創 造 過 程 の方 向 性 を規 定 す る と同 時

に,価 値 交 換 な い し成 果 分 配 過 程 の方 向 性 を も規 定 す る。 シュ ミ ッ トは,自 己資 本 の提 供

や,経 営 者 の地 位 と い っ た事 実,と りわ け諸 法 令 に も とつ いて 規 定 され た権 利 ・義 務 関 係

だ け で,そ の ス テ イ ク ホ ル ダ ー が 企 業 の 担 い 手 と な り う る と は考 え て い な い(Vgl.
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Schmidt,R-B.[1969]S.66f£ 訳 書84-90頁;ders.[1969]S.72ff,訳 書91-93頁)。 あ くま

で も,経 済 的 事 象 と して の企 業 政 策 の決 定 へ の関 与 な い し影 響 づ け と い う点 を重 視 して い

る。

と なれ ば,企 業 政 策 が ど の よ う な内 容 を もって い る のか,そ して,そ こ に いか な る ス テ

イ ク ホ ル ダ ーが 加 わ ろ う と し,企 業 の担 い手 と な る のか が 問 題 と な る。 何 よ り も まず,企

業 政 策 の内 容 な い し方 向 性 は,ど の よ う なか た ちで 示 され る のか が ポ イ ン トと な る。 これ

にっ いて は,前 節 で も触 れ た と こ ろで あ るが,企 業 政 策 の方 向 性 は,企 業 目標 あ る い は 目

標 構 想(Zielkonzeption)に よ って 示 され る。 で は,シ ュ ミ ッ トに お い て,企 業 目標 な い

し目標 構 想 は ど の よ う に考 え られ て い る のか 。 節 を あ らた めて 検 討 して み よ う。

lV.企 業 の 目標構想

シュ ミッ トは,企 業 の担 い手 に よ っ て そ れ ぞ れ に抱 か れ て い る 目標(個 人 目標)ω が 企

業 政 策 的 意 思 決 定 プ ロ セ ス を通 じて,企 業 の 目標 構 想 へ と展 開 され る と い う理 解 に立 って

い る(Schmidt,R-B.[1969]S.88ff,訳 書112-133頁)。 しか し,Ortmann,G.[1976]に よ っ

て 批 判 され て い る よ う に,ス テ イ ク ホ ル ダ ー それ ぞ れ の 目標 が ただ ち に企 業 目標 へ と転 換

され るわ けで は な い。 こ の点 にっ いて,シ ュ ミ ッ トの論 述 は十 分 で は な い。 それ を念 頭 に

置 きっ っ,彼 が 提 示 した企 業 の 目標 構 想 にっ いて 考 え て み た い。 シ ュ ミ ッ トに よれ ば,企

業 の 目標 構 想 は 「成 果 目標 」「流 動 性 目標 」「生 産 目標 」とい う3っ か らな る(Schmidt,R.-B.

[1969]S.114ff,訳 書148-160頁)。

(1)成 果 目標

ま ず,「 成 果 目標 」 に お い て 問 題 とな る の は,「 成 果 」(Erfolg)と い う概 念 で あ る。 会

計 に お い て は,Erfolgsrechnungと い え ば 「成 果 計 算 」 よ り もむ しろ 「損 益 計 算 」 と訳 さ

れ る。 シュ ミ ッ トが 会 計 な い し計 算 制 度 の問 題 に は通 暁 して い た こ と は,す で に明 らか に

した とお りで あ る。 そ の 際,Schmidt,R-B.[1963]に お いて 論 じ られ た よ う に,成 果 余

剰 な い し損 益 余 剰 と して の利 益 を ど う活 用 す るか が 一 っ の重 要 テ ー マ と して 位 置 づ け られ

て い た。 そ れ が,SchmidtR.-B.[1969]に い た って 成 果 概 念 の検 討 へ と た ど り着 い た の

で あ る。 な お,シ ュ ミッ トの成 果 概 念 にっ い て は,冨 永 裕[1979];同[1980];海 道 ノ

(1の この 「個 人 目標 」 と はIndividualzieleの 訳 で あ る。 た だ,こ こで の 個 人 と は 自然 人 と して の そ

れ で はな く,個 々の ス テ イ ク ホル ダ ーを さ して い る。 そ の た め,以 下 にお いて は 「ス テイ ク ホル

ダ ーそ れ ぞ れ の 目標 」 と訳 す こ とが あ る。
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ブ チ カ[1988]に お い て詳 細 に考 察 が な され て い る。 こ とに,第1版(Schmidt,R.-B.[1969])

と第2版(Schmidt,R.-B.[1977])で の異 同 に 焦 点 が 当 て られ て い る。 表1と 表2は,そ

れ ぞ れ に お け る成 果 概 念 の範 囲 を示 した も ので あ る。

表1『 企業経済学』第1巻 第1版 にお ける企業の成果概念 と所得の形態

分配または留保
企業の担い手

留 保 分 配

1 2

報
企業 の超過利益 による所得 1

利益の留保 利益の分配
自己資本からの利子所得
管理活動に対する勤労所得

2

^企経業

営管
者理口者

利益 に もとつ く勤労所得 3

企業管理者の勤労所得の留保
分(例:投 資賃金)

企業管理者に分配された勤労
所得(通 常の場合)

契約 に もとつ く勤労所得 4

従
業
員

利益 に もとつ く勤労所得 5

従 業 員 の勤 労 所 得 の 留保 分

(例:投 資賃金)

従業員 に分 配 され た勤労所得

(通常 の場合)
契約 に もとつ く勤労所得 6

[出 所]Vgl.Schmi飢R.-B.[1969]S.115.

表2『 企業経済学』第1巻 第2版 にお ける成果の受取人 と成果概念

成果の構成要素と成果額

成果の受取人
成果の構成要素 成果の額

1.自 己資本出資者
a 配 当の支払(=利 益 の分配) 貸借対照表 の利益(=1a)

b 利益の留保 課税後 の収支 的成果(=1a+b)

2.他 人資本出資者
他 人資 本利子(契 約 に もとつ く

もの と利益 に もとつ くもの)
課税後 の資本成果(=1+2)

3.国 家 さまざまな税 課税前 の資本成果(=1+2+3)

4.従 業 員

a

賃金,俸 給 の支払

(契約に もとつ くものと利益 に も

とつ くもの) 価 値 創 造(=1+2+3+4)

〔=付 加 価 値 〕

b
投 資賃金

(年金などに対 す る引当金)

[出 所]vgl.schmid七RB.[1977]s.118.(た だ し,〔 〕 内 の 補 足 は山 縣 補 筆)

こ の2っ の表 を一 瞥 す るだ けで も,そ れ ぞ れ の異 同 が理 解 され る。 こ と に,Schmidt,R.-B.

[1977]に お いて は,『 企 業 経 済 学 』 第3巻(SchmidしR-B.[1978])の 刊 行 が念 頭 に置 か

れ て い る た め,よ り具 体 的 な成 果 概 念 が 提 示 され て い る。 た とえ ば,従 業 員 に対 して 支 払

わ れ る賃 金 に 関 して も,Schmidt,R-B.[1969]で は成 果 に含 め られ,費 用 な い し原 価 と
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して は取 り扱 わ れ て い な いが,Schmid七R-B.[1977]で は そ うい った記 述 が消 え て い る。

そ の背 景 に は,今 述 べ た第3巻 に お け る成 果 使 用 論 の具 体 的 研 究 が 進 展 した こ と,1976

年 に拡 大 共 同 決 定 法 が 成 立 ・施 行 され た こ とな ど と と も に,1970年 代 に お け る社 会 的 貸

借 対 照 表(Sozialbilanz)の 研 究 お よ び実 践 へ の導 入 が急 速 に進 展 した こ と もあ る。 こ とに,

社 会 的 貸 借 対 照 表 を め ぐる議 論 に お いて は,実 践 レベ ルで の諸 問 題 が 積 極 的 に取 り上 げ ら

れ た。 これ らの議 論 や 実 践 が,シ ュ ミ ッ トの成 果 概 念 に影 響 をお よ ぼ した と考 え て も不 自

然 で は な いだ ろ う。

シュ ミ ッ トは,成 果 目標 を① 成 果 形 成 目標 と② 成 果 使 用 目標 の2つ に分 けて い る。 こ の

うち,① は一 般 に"期 間 収 益 一前 給 付=価 値 創 造(付 加 価 値)"と い う式 に よ って算 出 され る。

成 果 形 成 に関 して は,シ ュ ミ ッ トに 先 立 ってLehmann,M.R.[1954]が 価 値 創 造 概 念 を

基 礎 と した生 産 性 会 計 な ど に よ って,よ り詳 細 な研 究 を お こな って い る(山 上 達 人[1967]

参 照)。 この方 面 の研 究 動 向 に つ い て は,今 後 に考 察 の機 会 を侯 ち た いが,山 縣 正 幸[2010]

に お い て も い く らか 指 摘 した よ う に,21世 紀 に 入 って 価 値 創 造 過 程 の様 態 も変 容 して い

る。 そ の点 を踏 まえ た成 果 形 成 目標 論 が 展 開 され るべ きで あ ろ う。

一 方
,② は 「企 業 経 済 学 』 第3巻 の メ イ ンテ ー マで あ る。 これ にっ いて は,別 に稿 を立

て て考 察 した い。 先 ん じて概 略 の み 触 れ て お く と,表1の 「分 配 」(2列)や 表2の 「成

果 の構 成 要 素 」の具 体 的 内容 が 問題 とな る。 こ こに お い て,成 果 使 用 コ ンフ リク ト(Erfolgs-

verwendungskon且ikt)が 発 生 す る。 一 般 に,企 業 を め ぐる利 害 の対 立 とい わ れ る事 象 は,

こ の成 果 使 用 コ ンフ リク トに関 連 して い る。 特 に,成 果 使 用 の問 題 は成 果 分 配 に と ど ま ら

な い。 企 業 の維 持 ・発 展 に と って 必 要 な留 保 な い し投 資 も ま た,成 果 使 用 にお け る重 要 な

テ ー マで あ る。

(2)流 動 性 目標

これ に か か わ って 重 要 な 目標 の 一 っ と して浮 か び 上 が って くる の が,「 流 動 性 目標 」 で

あ る。 ただ し,シ ュ ミ ッ ト自身 も留 意 して い る よ う に,流 動 性 は企 業 にお け る最 上 位 の 目

標 と い う よ り も,制 約 条 件 と して 捉 え て い る。 特 に,先 に述 べ た成 果 目標 に大 き な影 響 を

与 え る。 実 際,し ば しば耳 に す る"黒 字 倒 産"は こ の流 動 性 目標 に関 連 して い る。 シュ ミ ッ

トが 流 動 性 を 目標 と して 位 置 づ け る と い う の は,企 業 政 策 にお け る意 思 決 定 対 象 と な って

い る こ と を意 味 す る(Vgl.Schmidt,R.-B.[1969]S.122f,訳 書156-157頁)。 企 業 に と っ

て 不 可 避 の課 題 で あ る 「支 払 能 力 の維 持 」 は,下 限 と して 目標 設 定 す る こ と も可 能 で あ る

が,安 全 性 を重 視 す る場 合 に は,よ り高 い度 合 で の流 動 性 目標 が 設 定 され る こ と も容 易 に
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想 定 され る。 こ の点,シ ュ ミッ トの基 本 的 な考 え方 で あ る"企 業 維 持"な い し"資 本 維 持"

が 重 視 され て い る。

(3)生 産 目標

こ こで は,「 何 を提 供 す るの か 」 に か か わ る製 品 種 類 目標 と,「 ど れ だ け 提 供 す る の か」

にか か わ る生 産 量 目標 が あ げ られ る(Vgl.Schmidt,R.B。[1969]S。122ff,訳 書158-159頁)。

企 業 の メ ル ク マ ー ル の一 っ,そ れ も最 初 に据 え られ て い る のが 「他 者 需 要 の充 足 」 で あ る

こ と を考 え れ ば,生 産 目標 は 当然 なが ら重 要 な意 義 を 持 っ 。 と は い え,こ れ につ い て は,

す で に広 く知 られ て い る た め,こ こで詳 論 す る必 要 はな い だ ろ う。 た だ,山 縣 正 幸[2010]

で も触 れ たが,価 値 創 造 の"成 就"が 単 な る売 買 成 立 時 点 と して で は な く,顧 客 の消 費 過

程 を含 み入 れ た もの と な り,今 で は価 値 共 創(valueco-creation)や 相 互 作 用 的価 値 創 造

(interaktiveWertsch6pfung)が 重 視 さ れ つ つ あ る。 究 極 的 に は,製 品 種 類 目標 と生 産 量

目標 に収 敏 す る の は言 う まで もな いが,こ う い っ た消 費 動 向 の変 化 を考 慮 しな けれ ば な ら

な い こ と もま た確 か で あ る。

もち ろ ん,こ れ ら3っ の ほか に も企 業 の 名 声 な い し信 用(RufderUnternehmung)や

存 続 維 持,独 立 と い っ た定 性 的 な 目標 も,企 業 目標 と して 措 定 され る こ とが あ る。 シ ュ

ミ ッ トも,こ の点 にっ いて は意 識 して い る。 ただ,こ う い っ た定 性 的 な 目標 は,目 標 の操

作 性 と い う観 点 か ら,こ こ まで に論 じて き た3っ の 目標 に組 み込 まれ る と指 摘 す る(Vgl.

Schmidt,R.-B.[1969]S.123f,訳 書159-161頁)。 実 際,抽 象 的 あ る い は感 性 的 な 目標 や

構 想/コ ンセ プ トは,最 終 的 に は オ ペ レー シ ョナ ル な 目標 と して 設 定 され な けれ ば な らな

い。 もち ろ ん,こ の こ と は定 性 的 な 目標 が 意 義 を 持 た な い と い う こ とで はな い。 む しろ,

定 性 的 な 目標 を いか に して オ ペ レー シ ョナ ル な もの とす る のか が 重 要 な ので あ る。そ の 際,

追 求 可 能 性,可 測 性,期 間 と い う3っ の観 点 か ら,オ ペ レー シ ョナ ル な 目標 へ と転 換 な い

し精 緻 化 され る こ と に な る。

こ の オ ペ レー シ ョナ ル な 目標 へ の精 緻 化 が,企 業 の 目標 構 想 の形 成 へ とっ なが る。 企 業

用 具 説 の理 論 枠 組 に即 して 考 え る な らば,ど の企 業 の担 い手 の利 害 関 心 に も とつ いて 企 業

維 持(資 本 維 持)が 図 られ る のか が,ま ず 出発 点 の 目標 と して 定 式 化 され る。 そ して,そ

こか ら成 果 目標 や 流 動 性 目標,生 産 目標 が 設 定 され る。 それ らは さ らに精 緻 化 され る と同

時 に,目 標 の比 較 や 順 序 づ けが な され,さ らに は 目標 設 定 プ ロ セ ス の なか で 生 じう る コ ン

フ リク トの克 服 も試 み られ る(Vgl.Schmidt,R.-B。[1969]S。127ff,訳 書164-178頁)。
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こ う して,企 業 の 目標 構 想 が 形 成 され る。 い う まで も な く,時 間 の変 化 の なか で,形 成

され た 目標 構 想 が 変 更 され る こ と もあ りう る。 いか に して 企 業 の 目標 構 想 が 形 成 され,ま

た変 更 され る の か と い う点 は,経 営 学,と りわ け企 業 政 策 論 や 経 営 戦 略 論 に と って きわ

めて 重 要 で あ る。 シュ ミ ッ トの企 業 用 具 説 は,ス テ イ ク ホ ル ダ ーか らの影 響 を考 慮 に含 め

た うえ で,企 業 の 目標 構 想 が ど の よ う に形 成 され る のか と い う点 にっ いて 考 え る た め の フ

レー ム ワ ー ク を提 供 して い る。 しか も,後 述 す る成 果 使 用 を特 に重 視 して い る た め に,い

わ ゆ る形 成(Gestaltung)だ けで な く統 御(Lenkung)へ,さ らに は発 展(Entwicklung)

へ と い う時 間 的 動 態 性 を視 野 に入 れ る こ とが 可 能 に な って い る。

V.結

こ こ まで,シ ュ ミ ッ トの企 業 用 具 説 に底 流 す る基 本 思 考 を た ど り,そ の うえ で 企 業 用 具

説 の基 礎 的 領 域 にっ いて 検 討 して き た。 彼 の学 説 は,ド イ ツ経 営 経 済 学 にお け る思 考 基 軸

の一 つ で あ る 「価 値 の流 れ 」 を根 底 に置 いて い る。 ス テ イ ク ホ ル ダ ー型 企 業 モ デ ル を め ぐ

る議 論 が しば しば社 会 的 側 面 に偏 重 し,や や もす る と 「価 値 の流 れ 」 の問 題 を後 景 に追 い

や って しま う こ とが あ る一 方,「 価 値 の流 れ」 を 重 視 す る議 論 に お いて は,伝 統 的 な 経 済

学 的 企 業 モ デ ル,よ り正 確 に は新 古 典 派 経 済 学 的 な企 業 モ デル に類 す る企 業 観 が 考 察 の前

提 と され るケ ー スが 少 なか らず あ り,ス テイ クホル ダ ーの 存 在 は軽 視 され や す い。 しか し,

企 業 が 多 様 な ス テ イ ク ホ ル ダー の 存 在 を無 視 す る こ と は,現 実 的 に は ほ ぼ 不 可 能 で あ る。

この点 を考 え れ ば,シ ュ ミッ トの企 業 用 具 説 は今 な お そ の意 義 を失 っ て い な い と い え る。

た だ,そ の意 義 の 核 心 に 据 え られ るべ き,成 果 使 用 の 問 題 が まだ 残 さ れ て い る。 そ こ

で,次 稿 で は シ ュ ミ ッ トが 『企 業 経 済 学 」 第3巻(Schmidt,R.-B.[1978])に お いて 展 開

した成 果 使 用(Erfolgsverwendung)に っ い て 考 察 す る。 それ を通 じて,成 果 使 用 の 問 題

が 企 業 維 持 思 考 に ど の よ う に結 びっ いて い る のか,そ して さ らに は,そ の考 え 方 を現 代 に

お いて ど の よ う に活 か しう る のか にっ いて 検 討 す る こ と に しよ う。
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