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論 壇

　　　　　　　　ガ バ ナ ン ス ・ コ ン トロ
ー

ル の 理念 と方法

　　　　　　　　　　　　一内部統制論議を手掛 りとして 一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大下 丈平

〈論壇要 旨〉

　　 本稿で は，ガ バ ナ ン ス ・コ ン トロ ール の 理念 と方法 が提示 され る．まず内部統制 の 評

価 とそ の 監査 の 制度化を契機 に，方 向は違 うが 2 つ の 同型の 三層構造が現れ て くる．下降 3

層構造〈 マ ネ ジ メ ン ト／コ ン トロ ール ／監査〉 は トッ プ ダン の 3 層構造 であ り，伝統的なマ

ネジ メ ン ト ・コ ン トロ
ー

ル の 仕組み その もの で あ り，上昇 3 層構造〈 ガバ ナ ン ス ／内部統制

／内部監査 〉 は，構成要素で ある内部統制 を介 し て 下降 3層構造 と繋が りなが ら も，方 向 と

して はガ バ ナ ン ス 機構 を規律づ け，支援する．そ の 後，ガ バ ナ ン ス
・コ ン トロ ー

ル の 2 っ

の 理 念型 が 示 され る．一
っ は 米国型 の ガ バ ナ ン ス ・コ ン トロ

ー
ル で あ り，も う

一
つ は フ ラ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

ン ス 型 の そ れ で ある，内部統制 の 法制化 の 動 きを 《 ガ バ ナ ン ス ・コ ン トロ
ー

ル 》 と い うコ

ン セ プ トで捉 え る本稿 で の 試 み は ，
コ ン ト U 一

ル 論 に新 しい 領域を 生み 出そ うとす る大胆

なもの とな っ て い る．

〈キー
ワ
ー ド〉

ガ バ ナ ン ス ，マ ネジ メ ン ト ・コ ン トロ
ー

ル ，会計，内 部統制，内部監査

　　　Philosophy　and 　methodology 　of 　governance 　control

　　　　　： from　the　argument 　about 　the　internal　control
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Johei　Oshita
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Abstract

　 In　this　paper ，　a 　survey 　of　the　philosophy　and 　methodology 　of　governance　control 　is

provided．　At 丘rst ，　two 　three ・layer　structures 　of 　the　same 　type 　but　with 　different

directions　have　appeared 　with 　the　institutionalization　of 　the　evaluation 　of 　internal

control 　and 　its　auditing 　as 　a 　turning 　point．　The 　descending　three・layer　structure 　of

management ，　control 　and 　auditing 　is　a　top・down 　structure ，　the　mechanism 　ofwhich 　is

traditional 　management 　control ．　The　ascending 　three ・layer　structure 　of 　governallce ，

internal　control 　and 　internal　auditing 　disciplines　and 　supports 　the 　governance

mechanism
，　although 　this　structure 　is　connected 　with 　the　descending　three ・1ayer

structure 　by　way 　of　intema 工centrol 　that 　is　a　component 　of 　the　structure ．　The 　latter　is

called
［‘

governance　control ．
”Thereafter，　two 　types 　of　gover旦ance 　control 　philosophy

have　been　proposed ．　One　is　the 　U ．S．−type 　governance 　control 　philosophy，　the　other 　is

the　French −type　philosophy．　Capturing　the　 move 　to　institutionalization　through 　the

concept 　of 　governance 　control 　is　an 　audacious 　attempt 　to　create 　a 　new 　area 　for　controI

theory ．
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　　　　　　　　　　ガ バ ナ ン ス ・ コ ン トロ
ー

ル の 理念 と方法

　　　　　　　　　　　　　
一

内 部統制論議を手掛 りと して
一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大下丈平 （九州 大学）

1　 は じめに

　 1980 年代以降，米 国で は規制緩和，構造改革，金 融の 自由化な どを謳 う新自由主義政策

が遂行 され るな か，企 業の 経営戦略 と財 務戦略が融合 し，商品 ・サ
ー ビ ス 市場 と経営権市

場 の 両市揚 を包括 した 企業価値創造経営が積極的に提 案され るよ うにな っ て きた
匸．他 方，

そ うした新 自由主義政策 に よ り，こ れ まで の 束縛か ら解放され た経営者達 は企業不 祥事，

会計不 正 にま みれ る こ とに なっ た．そ して それ を機に ，コ
ーポ レ

ー
ト・ガバ ナ ン ス の

一環

と して内部統制が 法制化 され ，それ に伴っ て リス ク管理 の 視点か ら外部 監査，内部監査 の

在 り方が問題視 され ，同時 にそ の 重要性がク ロ
ーズ ア ッ プ され る よ うにな っ て きた ，そ う

したなか で ，伝統的 なマ ジ メ ン ト ・コ ン トロ
ー

ル の 領 域に お い て も，リ ス ク管理 や価値創

造管理の 視点を取 り入れた新 しい フ レーム ワー
クが構想 され る よ うにな っ て きた．

　本稿の 目的 は ， 日米仏 の マ ネジ メ ン ト・
コ ン トm 一

ル 論 の 最近 の 成果 を踏 まえて ， 内部

統 制 を介 して コ ン トロ
ー

ル 論 ヘガ バ ナ ン ス 概念 が包摂 され よ うとす る点 を捉 え ，ガ バ ナ ン

ス を コ ン トロ
ー

ル す る可能性をそ の 理 念 と方法 をめ ぐ っ て 考察す る こ とにあ る．それ はま

た，内部統制の 評価 ・監査の 法制化 の動 き を マ ネジ メ ン ト ・コ ン トロ
ー

ル 論 の 観点 か ら整

理 し，そ こ か ら新 しい コ ン トロ
ー

ル 論 の 領域 （ガバ ナ ン ス
・

コ ン トロ
ー

ル とい う新 しい 研

究領域）を提案する試み とな っ て い る，

　本 稿は
一

っ の 素朴な疑問か ら生 まれで た もの で ある ．そ れ は ， わが 国 の 管理 会計研 究に

お い て ほ とん ど監査 （audit ）の 問題 が取 り上 げ られる こ とが なか っ た点への 疑 問 であ る．筆

者は ， 管理会 計 も しくは コ ン トロ
ー

ル お い て ，なぜ 監査の こ とが論 じ られな い の か に つ い

て 長 く疑 問 を も っ て きた．そ して こ の 素朴な疑 問は，内部 統制の 制度化 を契機 に 以 下 の コ

ン トロ ー
ル ／監査を め ぐる 3 組 の 3 層構 造の 存在の 解明 の 必要 性 に 立 ち至 る こ と に な っ た ．

　　 コ ン トロ ー
ル ／監査をめ ぐる 3組 の 3層 構 造 2

　　 （イ）財務諸表監査

　　　　　 ： 財務諸表 〜内部統制〜外部監査

　　 （ロ ） マ ネ ジ メ ン ト ・コ ン トロ
ー

ル （フ ラン ス の ケー ス ）

　　　　　 ： マ ネジメ ン ト〜 コ ン トロ
ー

ル 〜監査

　　 （ハ ）ガ バ ナ ン ス ・コ ン トロ
ー

ル

　　　　　　ガ バ ナ ン ス 〜内部統制 〜内部 監査

　上 記 の コ ン ト ロ
ー

ル ／監査 を め ぐる 3組 の 3 層構 造 は ， 本稿で 提 案す るガ バ ナ ン ス ・コ ン

トロ
ー

ル と い う新 し い コ ン トロ
ー

ル 論 の 基本的 な搆造 と他 の 3 層構 造 との 関連 を明 らか に

し た もの で あ る ．3 組 の コ ン トロ
ー

ル ／監査 が そ れ ぞ れ ，財務諸表 監査 の 場 合に は 財務諸表

へ 向 か い ，マ ネ ジ メ ン ト・コ ン トロ
ー

ル （フ ラ ン ス の ケ
ー

ス ）の 場合に は マ ネ ジ メ ン トに

向か い ，本稿で 提案す る ガ バ ナ ン ス
・

コ ン トロ
ー

ル の 場合 に は ガ バ ナ ン ス に 向か う様子 が
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ガバ ナ ン ス ・コ ン トロ ール の 理 念 と方 法

　一内部統 制 論 議 を 手掛 りと して
一

描かれて い る．こ れ ら 3 組 の コ ン トロ ール ／監査が 3 層構造 で ある点で 同型性 を持 っ て い る ．

つ ま り，コ ン トロ
ー

ル は 常に監査 を伴 い つ っ ，それ ぞれ の 対 象 へ 向か う点で あ る ．以下で

の 考察 の 前提 と して ，
こ こ で は こ の 3 組 の 3 層構造 を確認 し て お きた い ．そ うし て お けば，

次節以下 の 理解はず っ と深 まるで あろ う．

　本稿は以下 の よ うな構成 をと っ て い る．まず次節で は ，コ ン トロ
ー

ル 論 か ら見 る石油危

機以後 の 日米の 経 済関係 を跡付けた後，第皿 節で は米国 トレ ッ ドウェ イ委 員会支援組 織委

員会 （以下 COSO と略） の 2 つ の 報告書 の 意義を導出する ．第 IV節で は，報告書が提起 し

た 2 つ の 論点 と コ ン トロ ール 論 に よるそれ へ の 対応 を簡単 に整理 し，第 V 節で は ， そ うし

た対 応 の 中か ら出て くるガ バ ナ ン ス ・コ ン トロ
ー

ル の 理 念 を，日米仏 の それ ぞれ の 国 ごと

に類型化 し，そ こ で 考 え られ る コ ン トロ
ー

ル の 方 法を検討 し て い る．そ の 過程で ，マ ネジ

メ ン ト・コ ン トロ
ー

ル とガ バ ナ ン ス
・

コ ン トロ
ー

ル の 同型的な構図を明 らか に し，そ こ で

の 管理会計 シ ス テ ム を運 用す る コ ン ト ロ
ー

ラ
ー

や 内部監査人 の 役割 の 拡大を指摘 し て い る．

そ し て ，最後に第 VI節で 全 体を総括 し て い る ．

H　 コ ン トロ
ー

ル 論か ら見 る石 油危機 以後の 日米の 経済関係 13 つ の 側面

　コ ン トロ
ー

ル 論 ， 管理 会計論 か らみ る と，石 油危機以 後 の 日米 の 経済関係 は 大き く 3 っ

の 側 面か ら捉え られ る ．まず 1 つ 目 は，米国 が 日本 の 経済シ ス テ ム ，企業経営か ら学び っ

つ
，

マ ネ ジ メ ン ト ・コ ン トロ
ー

ル の 装置を独創 的に構 築 して い っ た側面 で あ る．そ の 後，

日本は こ の 米国の 成果 を逆輸入 し て い っ た
3 ．2 っ 目は，米国政府 が中心 とな っ て 日本の 経

済 ・金 融等 の シ ス テ ム を米国 に有利な形 に変革 ・改 造する こ とを決意 し，様 々 な手段 に打

っ て 出た側面で あ る
4 ．も っ とも， H本側 もこ れ に呼 応 して積極的に 金 融 ・経済 ・経営シ ス

テ ム を改造 し て い っ た． 3 つ 目が本稿に 深 く関わ る側 面 で ある．それ は 米 国が 危機 的な状

況 に 陥 っ た 自らの 経済 シ ス テ ム と企 業経営 の あ り方 を改変 し，修正 を加 え よ うと した側面

で あ る ．日本側 も こ の 成果 を積極的に取 り入れ て 大幅な制度改正 （とりわけ会社法 特に

そ の 改正 の
一

つ の 軸をな した 内部統制 の 制度化） を進 め る こ とにな っ た ．

　 こ うし た状況 の 背景 をな した も の は ，言 うま で もな く当時の 米国の 経済的衰退 の 兆 し で

あ っ た t こ の こ とは ，こ れ ま で も多 くの 研究が 明 らか に し て きた
5．

　本稿の 課 題 とす る と こ ろ か らは，上記 3 つ の 側 面 の うち，第 3 の 側 面 ，
つ ま り米国 が 危

機的 な状温 に陥 っ た 自らの 経済シ ス テ ム と企業経営の あ り方 に 修 正 を加 え よ うと し た側面

に注 目 したい ．そ こ で 問題 とな っ て くる の は，米国発 の U 一ポ レ
ー

ト
・ガ バ ナ ン ス 論で あ

り，そ の 重要 な
一

面 をなす内部統 制 の 制度化 （特に 日本0）場合 は内部統制評価 と監 査 の 制

度化）の 問題で あ る．多くの 研 究成果 も支持 し て い るよ うに ，
1980 年代後半か ら 1990年 代

前 半に か けて ，米 国製造業 の 不振 を背景 に しなが ら，コ
ーポ レ

ー ト ・ガ バ ナ ン ス が登場 し

て くる．こ の こ とに関 して は、大方の 理解が得 られ よ う （例 え ば 田 村達也 ［2002 ］）．

　こ こ で 筆者が ， 他 で も な い 米国発 の コ
ー

ポ レ
ー

ト ・ガ バ ナ ン ス 論に 拘 泥 す る の は，次 の

よ うな理 由か らで あ る．なる ほ ど日本で も ヨ
ー

ロ ッ パ で も，そ れぞ れ固 有 の コ
ーポ レ

ー
ト ・
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ガ バ ナ ン ス 論が盛 ん に議論 されて きたが，そ の 内実に はか な りの 相違が あ る．例 えばそれ

ぞれ の 政治 ・経済的事情を始め，歴史，社会，文化，教育制度な どを異にす る の で あれ ば，

それ は当然 と言 え ば当然であろ う6、後に議論するよ うに ，筆者が 米国発 の コ
ーポ レ

ー
ト

・

ガ バ ナ ン ス 論 に拘 る の は ，米国独 自の 事情が そこ に 横たわ っ て い るか らで ある ．

　 も の ご との 核 心か らそ の 事情をま ざまざと見せ て くれ た の は青木 昌彦教授で あ っ た ．教

授 は 「なぜ ，コ
ーポ レ

ー
ト
・ガ バ ナ ン ス の 問題 が改 め て 世 界的に議論 され 始め た の か 」 （青

木昌彦［1995 ］）と問い ，それは，新古典派経済学的な論理が 根拠 となっ て ，英米 で は 投資家

に よ る会社 コ ン トロ ール の 可能性を い か に法 的に保 障す る か とい う観 点か らコ
ー

ポ レ
ー

ト
・ガバ ナ ン ス が論 じ られ て きたか ら で あ る と言 う．それ は，こ の 新古典派経済学的論理

の 妥 当性が 疑問視 され る事態が頻発 するよ うにな っ て きた こ とが，改め て コ ーポ レー ト・

ガバ ナ ン ス を論 じる契機 とな っ て い ると言 うの で あ る．例 え ば，ポ イ ズ ン ピ ル 等 の テ イク

オ ーバ ー対抗策 が発展 して きた こ とを始 め，また 米 国州議会 の 多 くで ，会社経営者 は株主

だ けで な く，そ の 他の ス テ
ー

クホ ル ダー
に対 して も負託義務 （fiduciary　duty）を負 うとい う

趣 旨の 法改 正 が矢 継ぎ早 に な され て きた こ とが理 由 とし て 挙げ られ て い る．さ らに ， 個人

株 主 の 保 有率が 低下 し，機 関投資家の 保有率が増大す る事態 が ， こ れ に拍車を か け て い る

とい う （青木昌彦 ［1995］，98−101頁）．

　次節で は，こ うし た米国に 起源 をもっ コ
ー

ポ レ
ー

ト ・ガ バ ナ ン ス 論 か ら生み だ された 内

部統制 に 関す る論議を コ ン トロ
ー

ル 論の 観点か ら再度取 り上 げ ， 特に世界の 内部統制論を

リ
ー ド し て きた トレ ッ ドウ ェ イ委員会組 織支援委員会 （以 下 COSO と略す）の 2 っ の報告

書 を分析 の 対象 と して 考察を進 める こ とにす る，こ こ で 2 っ の 報告書 とは ，1992 年の COSO

『内部統制 の 統 合 的枠組 み』（COSO ［1992］）と 2004 年の COSO 『全社的 リス ク ・マ ネジ メ

ン ト』 （COSO ［2004］）の 2 つ で ある．

m 　 コ ン トロ ール 論か ら見た COSO の 2 っ の 報告書 の 意義

主 COSO 『内部統制の統合的枠組み』（1992）が提起 した 2 つ 論 点

　本節 で は，先 の コ
ーポ レ

ー
ト ・ガ バ ナ ン ス 論 とマ ネジ メ ン ト ・コ ン ト ロ

ー
ル 論 とをつ な

ぐ役割 を果たす こ とにな る COSO の 『内部統制の 統合的枠組み 』を取 り上 げ，そ こ で 意図

され て い る ガ バ ナ ン ス 概念 の 内部統制論 へ の 包 摂の 事態 と そ の 原 因 を探 り，そ の 意味を明

らか にす る，そ こ で まず，COSO 『内部統制の 統合的枠組 み 』が提起 した 2 っ 論点を取 り上

げ る こ とか ら始め よ う．しか しそ の 前 に ，COSO に よ る 内部統制 の 定義 を示 し て お こ う．

っ ま り，内部統制は 以 下 の 3 つ の 目的，つ ま り  業務 の 有効性 と効 率性 ，  財務報告 の 信

頼性，  関連 法規 の 遵 守に 関 して 合理的 な保 証 を提供す る こ とを意図 し た，事 業体 の 取締

役 会 ，経営 者お よびそ の 他 の 構成員に よ っ て遂行 され るプ ロ セ ス とされ て い る
7 ，まず こ の

こ とを確認 し て お き た い ．

　 さ て COSO の 本 報告書は多様な側面 をも っ て い るが，本稿 との 関連で は 次の 2 つ の論点

が 注 目され る．まず第 1 の 論点は ， 本書が マ ネ ジ メ ン ト ・プ ロ セ ス か ら コ ン トロ
ー

ル と監
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ガ バ ナ ン ス ・コ ン トロ ー
ル の 理 念 と方法

　一内部 統 制論議 を 手掛 りと し て 一

査 の 要素で あ る 「リス ク の 評価」，
「統制 活 動 」，

「監視活動 の 3 要素を抽 出 し，内部統制

を形成 させ た点で あ る ．従来 は 監査論 の なか に鎮座 して い た 内部統制 論 を そ こ か ら引 き出

す とい う方法 で は な く，上 記の 3 要素を現実 の マ ネ ジメ ン ト ・プ ロ セ ス か ら引き出す こ と

で 内部統制 を定義 した と こ ろ に 重要な意味が ある．先 の 3 組 の 3 層構造を再度見て い た だ

きた い ．そ こ に は フ ラ ン ス の ケ
ー

ス で み る よ うに ，コ ン ト ロ
ー

ル と監査 の 機能 が マ ネジ メ

ン トに向 か い ，そ して コ ン トロ
ー

ル と監査の 両機能が含み こ ん だ内部統制概念が そ こ か ら

引き出 され，そ れ が 今度は ガ バ ナ ン ス に 向か う様子 が 描 き出 され て い る．そ れ は ま さ に

COSO の 本報告書で い う内部統 制概念 そ の もの で あ る ．そ し て ，それ は 次の 第 2 に論点 に

関わ っ て い る．

　 そ こ で 第 2 の 論点 とは どの よ うなも の か と い うと，こ の 内部統制概念が ガ バ ナ ン ス を包

摂 した 点に関わ っ て い る．COSO はおそ ら く，最初か らガ バ ナ ン ス を包摂 し た 内部 統制概

念を構築する こ とを意図 して い た に違 い ない ．それ は ，上述 した よ うに 1980 年代後半 か ら

1990 年代前半 にお ける米国発 の コ
ーポ レ

ー
ト ・ガバ ナ ン ス 論 の 高ま りが ，会計監 査論 を超

えた と こ ろ にガ バ ナ ン ス を含み こ ん だ内部統制概念 を求めた結果 で あ っ た と考え られ る ．

　新 自由主義政策の もと で様 々 な束縛 ・規制か ら解放 され た経営者は ，企業不祥事，会 計

不 正 を 引き起 こ す よ うにな り，それ を機 に コ ーポ レ ー ト・ガ バ ナ ン ス の
一

環 として 内部統

制が法制化 され る よ うにな っ て きた こ とはすで に触れ た，そこ で は，そ の 内部統制概念が

ガ バ ナ ン ス 概念を包摂す る こ とは 当然の 要請で あ っ た． こ の ガ バ ナ ン ス 概念 の 包摂 如何が

COSO の 考え る 「イ ン タ
ー

ナ ル ・コ ン トロ
ー

ル （内部統制）」 と従来の 「マ ネジ メ ン ト・
コ

ン トn 一
ル 」 との 大 きな違 い の

一
つ で あ る．こ う した 内部統 制 の 新 しい 展開は コ ン トロ

ー

ル 論 に対 し て ，マ ネジ メ ン トの コ ン トロ
ー

ル に加え て ガバ ナ ン ス の コ ン トn 一
ル を も含む

契機 を与 えた と言 っ て よ い で あろ う．

　 しか しな が ら ， 事態 は 思 うよ うに は 進 ま なか っ た．COSO に よ るガ バ ナ ン ス 概念を包摂

した 内部統制概念が提 案され は した もの の ，CEO に よる不正 ，犯罪は 止 ま る こ とは なか っ

た か らで ある．CEO は引き続 き投資家を欺き続 けた の で あ る （D．Q．ミル ズ ［2004 ］）．

2　 COSO 『全社的 リス ク ・マ ネジメ ン ト』 （2004）の 展開

　COSO の 内部統制 の 新 しい 統合的枠組 み の 提 案に も関わ らず ，
2001 年に は周知 の エ ン ロ

ン ，ワ
ー

ル ドコ ム 事件を始め，多 くの 企業で不祥事，会計不 正 事件 が頻発 する こ とに な る．

こ うした事態に対 して ，米国政府 は 早 くも 2002 年に は 米国企 業改革法 （SOX 法）を制 定す

る事態に 追 い 込 まれ る．こ の 米国企業改革法 （SOX 法）の 制定は，1930年代以降で最 も大

胆 な証券 関連法 の 改正 で あ る と言われ て い る．こ れ を契機 に，CEO は これ ま で 以上 に取締

役会 の 監視 下 に 置 か れ る こ と に な る と ともに，内部統制に 関する新たな情報開示が 義務付

け られ る よ うに なる の であ る 〔A．マ レ
ー［2008 ］）．

　COSO 『内部統制の 統合的枠組 み 』の 内部統 制 論か ら リス ク の マ ネ ジ メ ン ト論 へ の 展開の

契機 とな っ た もの こ そ ，2GO4 年 に 公 表 され た COSO 『全社的 リス ク ・マ ネ ジ メ ン ト』で あ

る，COSO 『内部統制 の 統 合的 枠組 み 』で も，確か に リ ス ク を ベ ー ス と し た枠組 み が 構 成 さ
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れ て は い たが ，そ こ では依然 と して 「リ ス ク の 評価」の レ ベ ル に 止 ま っ て い た．他方 ，COSO

『全社 的 リス ク ・マ ネジ メ ン ト』 が画期的 とい われ る点は ，
こ の 「リス ク の 評価」 に 加 え

て 「リス クへの 対応」 をも視野 に 入れ た と こ ろにあ っ た ．鳥羽 至英 ［2007］に よれ ば ，「リス

クの 評価」 を企業戦略の 実現に 関係づ け るには ，マ ネジメ ン ト・シ ス テ ム に投射しなけれ

ばな らない の であ っ た．けだ し 「リ ス ク の 評 価 と対応」 とは，企業 の 事業 目的 を 「戦略」

と し て 認 識 し，その 戦略達成 に影響 を与 え る潜在的事象 を 厂リス ク 」 と して 認識する とと

もに，当該 リス ク を事業体が求 め る水 準 に押 さえ込 むた め の プ ロ セ ス だ か らで あ る （鳥羽

至英 ［2007］，235 頁）t

　こ こ で改めて COSO 『全社的 リス ク ・マ ネジメ ン ト』にお ける ERM の 定義を取 り上 げ

てお けば，それは 事業体の 取締 役会，経営者，そ の 他 の 組織 内の すべ て の 者 に よ っ て遂 行

され ，事業体の 戦略策定 に適 用 され 1 事業体全体に適用 され ，事業 目的 の 達成 に関す る合

理 的 な保証 を与 え るた め に事業体に影響 を及 ぼす発 生可能な事 象 を識別 し ， 事業体 の リス

ク 選 好 に 応 じ て リ ス ク管 理 の 実施 が で き る よ うに 設計 され た
一

つ の プ ロ セ ス で あ る

（COSO ［2004】， p．4）．要す るに，　 ERM とは ，リス クを事業 目的 に関連づ け た 形で 整理 し，

全社 的に戦略 と して 継続的に 管理 しよ うとす る総合 的な リス ク管理 方 式 と言え る．バ ー
ト

ン ら も 『収益 を作 る戦略的 リス ク ・マ ネ ジ メ ン ト』 （2000 年 ） の なか で ，ERM をす で に企

業全 体の リス ク ・マ ネジ メ ン トに 基 づ く経営 パ ラダイ ム へ の 移行 と し て 論 じ て い るが， こ

うし た展開 の 中に ，COSO 『内部統 制 の 統合 的枠組み 』の 内部統 制論 か ら リス ク の マ ネジメ

ン ト論 へ の 展 開 の 契機 を見 出す こ とが で きる．

　次節で は， コ ン トロ ー
ル 論 か ら見 た COSO の 2 っ の 報告書 の 意義 に加 え，内部統制論か

ら リス ク ・マ ネジ メ ン ト論 へ の 展 開を推進 す る こ とに な る企業価値創造経営の 問題 に も焦

点 を 当 て
，

コ ン トPt・一ル 論が ガ バ ナ ン ス 概念 の 包 摂 へ と向か う経緯 をさらに 探 っ て みた い ．

IV　 2 つ の 論 点 へ の コ ン トロ
ー

ル 論 の 対応 ： ガ バ ナ ン ス 概念 の 包摂 とそ の 帰結

1　 コ ン トロ
ー

ル 論 に よ る対応 の も う
一

つ の 契機 ： 企 業価値経営の 要請

　 コ
ーポ レ

ー
ト

・ガ バ ナ ン ス を契機 と し た COSO に よ る内部統制論 の 新展開は ，フ ラ ン ス

にお い て は内部統制を介 し た コ ン トロ
ー

ル 論 へ の ガ バ ナ ン ス 概念 の 包摂が こ の 数年間に 共

有 される事態 を生 み だ し て きた
8 ．一方で ，コ ン トロ

ー
ル 論が ガ バ ナ ン ス の 包 摂に向か うも

う
一

つ の 契機 を，米国 で の 企 業価値 経 営 の 生 成 と展 開 の なか に 見出す こ とが で き る ．

Copeland 　T．　 et　al．［1990】は 「経 営戦賂 と財務戦略 の 融含」 や 「商 品 ・サ
ービ ス 市場 と経営

権市場 の 両市場 を包括 した経 営者 の た め の 企業価値創造」 を提示 し て い るが ，
こ れ らが 目

指す 企 業価 値 経営が 嚆矢 とな っ て ， コ ン トロ
ール 論は ガバ ナ ン ス を視野 に入 れ ざるを得な

くな っ て くる の で ある．

　Copeland　T ．　et　al．［1990］に よれ ば，企業価値創造 を 目指す 経営 が要 請 された理由 とし て ，

〔ど の 要因 も大 き く捉え れば 当時の 構造改革 ・規制緩和の 帰結で はあるが）次の 2 つ の 要

因 を挙 げて い る． 1 つ は 事業環境 に 作用 す る要因で あ り ， も う 1 つ は経営権売買市場の 発
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ガ バ ナ ン ス
・コ ン トロ ール の 理 念 と方 法

　 一内部 統制論議 を手掛 りと し て
一

展 で あ る ．前者の 内容 と し て は   資本 ・人 ・情報 など の 機会 の 均等化，  不確実性 の 増大，

  事 業の 非統合化 があ り，後者と して は   資本市場 の 変化 ，  株 主の 積極化，  実効性 の

な い 買収防衛策な どが 挙げられ て い る．こ うした環境 の 変化の なかで は，企業価値 を獲得

す る こ ともあ る し，失 うこ と もあ る．同時に ，経営権売買 市場 の 機会を利用 しな い 経営者

は 株主 か らの 激 し い 圧 力 を受 け る こ とに なる．と きに 「企業買 収家（raider ）の す る こ とは ，

ほ とん どの 経営者 は実行 可能だ． リス トラに精通 し た経営者 （すなわ ち自分 自身 を買収す

る こ とに精 通 した経 営者 ）は 文字通 り，宝 の 山を手に し て い る 」 （Copeland　T ．　 et 　 al ．

［1990］，p．23）とい っ たメ ッ セ ージが経営 コ ン サル タ ン トか ら投げか けられ て くる の で ある．

　規制緩和に よ っ て 事業環境 が大 きく変化す るなか に あっ て も，最初，CEO は経営権売 買

市場 に 乗 り出 して い く こ とに少 々 後ろ め たさを感 じ て い た．先 の メ ッ セ
ー

ジが示唆 する よ

うに，米国 で は経営 コ ン サル タ ン ト会社がそ うした CEO の 後 ろ向きの意識 を変え るこ とに

なる．実際，それ か ら早 くも 5 年後に は 「株 主 はす べ て の ス テ
ー

クホ ル ダー
の 請 求権 の 価

値 を増やす」 （Copeland　T．　 et　al ．［1995】p．25） と広 く考え られ る よ うにな る の で あ る．っ ま

り   株主 は請求権者の 中で 最 もリス クを負っ て い るた め，自己 の 請求権最大化に 対 し て 最

も強い イ ン セ ン テ ィ ブを感 じる の は株 主で あ り，  株主は 自己利益の た め に 適切な意思決

定 をす る際に あ らゆる他 の 請求権 に関す る情報 を必 要 とす る唯
一

の 請求権者で あ る，  株

主 の 行動は他 の 請求権者と の 契約 に制約 され るが ， 希少な資源 を組織化 し， コ ン トロ ール

す る権利 を有 して い る の で あ る （Copeland　T．　 et　al．［19951，pp ．25−26）． こ の よ うに ，株主

か ら の 圧 力 を受け る こ とに よ っ て ， CEO は経営権売買市場 へ 乗 り出 して い く こ とに なる ．

　こ こ で ，1980 年代以 降の 規制緩和後， コ ン トロ
ー

ル 論 へ 影響を与 えた 2 つ の 流れ を整理

してお こ う． 1 つ は，コ
ーポ レ

ー
ト・ガ バ ナ ン ス 論 の 高 ま りの 中で 要請 され た 内部統制 と

結び つ くリス ク ・
マ ネ ジ メ ン トの 流れ で ある ．繰 り返 しになるが ，CEO に よる企 業不祥事 ・

会 計不 正 が コ
ー

ポ レ
ー

ト ・ガ バ ナ ン ス の 問題 を提起 し，そ の 実質的 な シ ス テ ム と して 内部

統制 が ク ロ
ーズ ア ッ プ され る よ うにな っ てきた．そ して ，そこ で 新た に構築 され た内部統

制概念 は リス クを ベ ー
ス に しなが ら，そ の 測定と評価に 加 え て リス ク へ の 対応 を実質的な

内容 とする こ とにな る．そ して，それが 全社的な戦略策定 と融合す るな か で ERM を要 請す

る よ うにな っ てき た ，そ して ，こ の ERM が次 の 価 値創 造管理 を包摂する こ と に なる．

　も う一つ の 流れは ，上 述 した価値創造管理 の それ で あ る．1980年代 の 企 業買収家の 活 躍 ・

躍進 を目の 当た り に し て ， CEO は最初は恐 る恐 る ，そ し て 最終的に は大胆 に そ の ビ ジネ

ス ・モ デ ル を模倣す る こ と に な る．規制緩和を背景 と し て 経 営権売買市場 の 意義が 浮上 す

る なか，キ ャ ッ シ ュ フ ロ
ー ・ベ ー

ス の 企 業価値経営 へ 注 目が集ま る．そ して，マ ッ キ ン ゼ

ー
社 の よ うな経営 コ ン サ ル タ ン ト会社の 経営戦略 の

一
環 と し て ，企業価値経営が

一
般化 し

て い く．上述 した よ うに ，
こ の 流れ も ERM の フ レ

ー
ム ワ

ー
ク に 取 り込 まれ ，そ こ で リス

ク管理 と価値創造 管理 が 融合す る こ と に な る ，

　そ の 意味で ， こ れ ら 2 つ の 流れ に よ る コ ン トロ
ー

ル 論 への 影 響は リス ク 管理 と価値創 造

管理 を 軸 と し た コ ン トロ ール 論 の 新展 開を もた らす の で あ る．そ し て ，そ の こ とは，従 来
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ま で の製品 ・サ ービ ス 市場で の 収益力 ・競争力の 維持 ・拡大に加 え，CEO 達 に価値創造
9
，

継続性 の 3 者 間の パ ラ ドッ ク ス を バ ラ ン ス させ る必 要性 を認識 させ る よ うにな る の で ある

（H ．　Bouquin［2008］，pp25 −30＞．さ らに こ れ ら 3 者間の パ ラ ドッ クス は，例 えばフ ラ ン ス の

コ ン トロ
ー

ル 論 に見 られ る よ うに、次 の 2 つ の パ ラ ドッ ク ス 的特性 の 認 識 を促 す．1 つ は ，

戦略
・管理

・業務 の 3 つ の コ ン トロ
ー

ル ・シ ス テ ム 間 の パ ラ ド ッ ク ス 的特性 で あ り，具体

的に は長期 ・短期，全体 ・部分，財務 ・非財務な どの 問 の パ ラ ドッ ク ス の 認 識 とそ の 緩和

の 方策 の 探究が 求め られ た （北 米 発 の バ ラ ン ス ド ・ス コ ア カ
ー

ドもこ の パ ラ ド ッ ク ス の 認

識 とそ の 緩和 を強 く意識 して い る と思 われ る）、も う
一

つ は ，マ ネジ メ ン ト ・コ ン トロ
ー

ル

の 各装置 （例 えば，計画，予算，振 替価格制度，責任セ ン タ
ーなど） の それ 自体が抱 える パ

ラ ドッ ク ス 的特性 の 認 識 とそ の 緩和 の 方策 の 探究 である （こ うした コ ン トロ
ー

ル の パ ラ ド

ッ クス 的特性 に つ い て は ，拙 著 匚2009］第 7 章を参考に され た い ）．

　以上 か ら，次に米国と フ ラ ン ス で の コ ン トロ ール 論で の 対応 の 違い を整理 し て お こ う．

こ れ ま で の議論 を整理 す る と，米仏の コ ン トロ ール 論 に よる対応 の違 い を以 下の ように 明

らかに で きる．

　繰 り返 しに な るが ， 米 国で は コ
ー

ポ レ
ー

ト ・ガ バ ナ ン ス を契機 と した 内部統制論 が導 出

され，そ の 内部統制論 か らさ らに リス ク ・マ ネ ジメ ン ト論 （さ らに ERM 論 ） へ の 展開 が

見 られ た．そ こ で の ガ バ ナ ン ス 概念は ま さ に株主中心 志向 であ り， したが っ て軸 とな る価

値概念 は株主価値志 向となる．他方で ，フ ラ ン ス の 場合は，これ もす で に見 たよ うに ， 内

部 統 制 を介 した コ ン トロ
ー

ル 論 へ の ガ バ ナ ン ス 概念の 包摂 の試 みが な されて い るが ，そ の

な か で リス ク管理 と価値創造管理を軸 と し て コ ン トロ ール 論が再構築 され ようとして い る．

とは い え ， そ こ で の ガ バ ナ ン ス 概念は ，米国の よ うに株主 中心志向 とはな らず，株主を も

含み こ ん だ ス テ ーク ホ ル ダ
ー

志 向に 向か っ て い る．し た が っ て 重要なこ とは ，そ こ で の 価

値概念が フ ラ ン ス 社会 も しくは ヨ
ー

ロ ッ パ 社会 に伝統的 な，（相対的 に）社会的な付加価値

概念 に 基 づ く もの と なっ て い る こ とで あ る
10 ．

　 こ の 最後 の フ ラ ン ス の 事 情に 関連 し て ，米国 の ケ ース に 比 較 し て 紹介 され る こ とが 少 な

い フ ラ ン ス 的な コ
ーポ レ

ー
ト ・ガ バ ナ ン ス の 特徴 に つ い て ， ドマ の 所説 を紹介 して お こ う

（Jean −Claude 　Daumas 【2005 ］，　 p．168．）彼 に よれ ば，次 の 7 つ の 特徴 が挙げ られ て い る ．

（フ ラ ン ス 的な コ
ーポ レ

ー
ト

・ガ バ ナ ン ス の 特 徴）

　　  営利企 業 の 規制　   経済活 動 の 国 家統制

　　  同 じ グ ラ ン ゼ コ
ー

ル （仏 高等教育機関） を卒業 した経営者達 の モ ノ カ ル チ ャ
ー

　　  国家サービ ス 　   公 的，準公 的企業の 重要性

　　  金 融市場の 役割 の 弱 さ　   家計 の 資金 は 株式市場 よ り も固定収益証券 へ 向か う

　以上 の 7 つ の 特 徴は ，フ ラ ン ス の コ
ー

ポ レ
ー

ト ・ガ バ ナ ン ス に 特有 の ，国家の 介入
・規

制 の 強 さを示 して い る と言 え よ う，もっ と も最近 はそ の 様相を大 き く変化 させ て きて い る

こ とも事実で あ る．とは い え T 米 国 と比較 した 場合 に は ，フ ラ ン ス の コ
ー

ポ レ
ー

ト ・ガ バ

ナ ン ス の 基本的なあ り方は まだ そ の 伝 統的 な色彩 を色濃 く残 して い ると思わ れ る．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ガバ ナ ン ス
・コ ン トロ ール の 理 念 と方 法

　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　一内部 統制論議 を手 掛 り と して
一

　 さて
， 次節 で は ，

こ れ まで の 議 論 を ま と め る こ と に し よ う．そ の 場合に ，上述の 3 組の

コ ン トロ
ー

ル ／監査 の うち ，
マ ネジ メ ン ト ・コ ン ト ロ ール とガ バ ナ ン ス ・コ ン トロ

ー
ル に 関

わ る部分 に注 目 してお きた い ，また ，
ガ バ ナ ン ス

・
コ ン ト ロ

ー
ル に 関わ る内部統制 と内部

監 査 の 問題 が 論点 と し て 追加 され て い る．

2　 マ ネジ メ ン ト ・コ ン トロ
ー

ル とガバ ナ ン ス
・コ ン トロ

ー
ル ： 内部統制／内部監査 （コ ン

トロ
ー

ル ／監査 と の対応）

　 まず初 め に ， 内部監査 の 役割 に つ い て 確 認 し て お きた い ．言 うまで もなく，取締役会は

代表取締役 （CEO ）の 業務執行状況 を監 督する．内部監査 はそ の 取締役 会 の 監督機能 に貢献

す る こ と を求 め られ る ．内部監査 は 「内部 統制 の 整備 ・運 用 を含 む最高経営者層 の 遂行す

る マ ネ ジ メ ン ト ・プ ロ セ ス が ，取締役会 に よ り決 定 され た組 織体 の 目標 を どの 程度達成 し

て い る の か の 評価に 貢 献す る こ とが求め られ て い る 」 （松井隆幸 ［2009 ］，15 頁）の で ある．

こ れ は For　Management の 監査 か ら of 　 Management の 監査 へ の 変化 と言われ て い る．

最 高経営者 の 側 か らも，自らの ス テ ユ ワ
ー ドシ ッ プ 遂行 の 証明 とし て ，内部監査 の 役割を

求 め る （松井隆幸［2009 ］，16 頁） こ と に なる の は 当然の 成 り行 きで あ ろ う．

　 （図表 1）2 つ の 論点へ の コ ントロー
ル 論の 対応 ：ガバナンス 概念の 包撰とその 帰結

バ 警 ゼ ンケ7を
マ ネ ジメン トす る 零

♪

　　　　　　　　　　　　　　攤醗蠶 懸
・ ネ tr ・・；・・・ ・… ）1・

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 孛

（注＞H．ブ ッカン 〔2008］を基礎に して、報告者の考え をま とめ た もの で あるe

さて図表 1 か ら は ，冒頭で 述 べ た 3 組の 3 層構造 の うち，マ ネジ メ ン ト ・コ ン トロ
ー

ル と
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ガ バ ナ ン ス ・コ ン トロ
ー

ル の 3 層 構 造の 配置
・構造の様子 を理解で きよ う．簡単に ，次の

よ うにま とめ られ よ う．

（マ ネジ メ ン ト
・コ ン トロ ール ）

　  下 降 3 層構造 〈 マ ネ ジ メ ン ト／コ ン トロ
ー

ル ／監査 〉 ： トッ プ ダン の 3 層構造で あ り ，

伝統的なマ ネジメ ン ト
・コ ン ト ロ ール の 仕組み 、

　 （ガ バ ナ ン ス
・コ ン トロ ール ）

　  上昇 3 層構造 く ガ バ ナ ン ス／内部統制／内部監査 〉 ： 構成要素で あ る内部統制を 介して

　 下降 3 層構造 と繋が り なが らも，方 向 と して はガ バ ナ ン ス 機構 を規 律づ け ， 支援す る．

　図表 1 か ら，3組 の 3 層構造の うち，下降 3 層構 造 〈 マ ネジ メ ン ト／コ ン トロ ー
ル ／監 査 〉

と上昇 3 層構造〈 ガ バ ナ ン ス ／内部統制／内部監査 〉 の それ ぞれ の 位置 とそ の 関連 を理解で

きよ う．そ して ，上 昇 3 層構造く ガ バ ナ ン ス ／内部統制 ／内部監査 〉 がガ バ ナ ン ス に 向か う

場合の 機能 と して ，リス ク と価値創造 の マ ネ ジメ ン トを支援 し ， さ らに ス テ
ー

クホ ル ダー

へ の ア カ ウン タ ビ リテ ィ の 遂 行を支援する こ とが描かれ て い る ．そ して ，
こ の 最後 の 点は ，

次節 で導出す る米国 型ガ バ ナ ン ス
・

コ ン トロ
ー

ル とフ ラ ン ス 型ガバ ナ ン ス
・

コ ン トロ ー
ル

の 類型化に 関わ っ て い る こ とに 注 H し て ほ し い ．

　次節 で は， こ の 2 つ の ガ バ ナ ン ス ・コ ン トロ
ー

ル の 型 を導 出した の ち ， 今 、 日本企 業 ・

日本経済が直 面 し て い る課 題 を克服す るた めに採 る べ き方策 を考え るなか で
， 日本型 の ガ

バ ナ ン ス ・コ ン トロ
ー

ル の あ り方に つ い て考察を加 えて みた い ．

V 　 ガ バ ナ ン ス ・コ ン トロ
ー

ル の 構想 ： 理 念 と方 法

　前節 ま で に ，
コ
ーポ レ

ー
ト ・ガ バ ナ ン ス を契機 と した 内部統制論 の 新展 開 ， （内部統制 論

を 契機 と し た ） リ ス ク ベ ー
ス の コ ン トロ

ー
ル 論の 新展 開，さ ら に ， リス ク を 軸 と し な が ら

もそ こ に 企 業価値経 営を融合 した ERM が展 開 され て きた こ とな どを見 て き た．また，特 に

フ ラ ン ス で は，ERM と類似 の 論 理 を採用 しなが ら， 内部統制 を介 した 形 で コ ン トロ
ー

ル 論

へ の ガバ ナ ン ス 概念 を包摂す る試み が あ る こ とをみ て きた．

　 コ ン トロ
ー

ル の ガ バ ナ ン ス （ガバ ナ ン ス は ライ ン 機能 を担 う） とガ バ ナ ン ス の コ ン トロ

ー
ル （コ ン トロ

ー
ル は ス タ ッ フ 機能 を担 う） の 環 に つ い て は 別 稿

H
で 詳述 し て きた が ，い

ま簡 単に ま とめれ ば、次 の よ うに なろ う．っ ま りガ バ ナ ン ス が 内 部統制 と し て 現れ る側面

に 注 目す る こ と で ，外部か ら の 強制的 な 内部統 制制度の 規定 は パ ラ ド ッ ク ス を マ ネ ジ メ ン

トす る 《コ ン トロ
ー

ル の ガ バ ナ ン ス （ライ ン と して の 働き）》 を可 能 とす る （少 し分 か り難

い が，正 確に言 えば こ こ で σ） コ ン トロ
ー

ル は マ ネジ メ ン トの コ ン トロ
ー

ル を意味 し て い る）．

一
方 で ，リス ク と価値創造 の マ ネ ジメ ン トを支援する く＜ガ バ ナ ン ス の コ ン トロ

ール （ス タ ッ

フ と し て の 働 き）＞＞を導き出す こ とが で き る．そ こ で本節で は，後者の ガ バ ナ ン ス
・

コ ン ト

ロ
ー

ル に つ い て， 2 つ の 理 念型を導出 し，そ の なか で 日本の あ り方 を考 え て み た い ．

1　 ガバ ナ ン ス
・

コ ン トロ
ー

ル の 2 つ の 理 念の 導出

　  米 国型 の ガ バ ナ ン ス
・コ ン トロ

ー
ル の 理 念
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ガバ ナ ン ス
・コ ン トロ ール の 理念 と方 法

　 一内 部統 制 論 議 を 手掛 りと して
一

　 株主 ・投資家の 立場か ら管理 会計論 ，
コ ン トロ

ー
ル 論 の あ る べ き方向を模索す る もの と

し て ，米国型 の ガ バ ナ ン ス ・コ ン トロ
ー

ル の 理念型を考 え る こ と が で き る．そ の 意 味 で ，

株主価値ア ブ m 一
チ とも い える ，浅 田孝幸 ［2002 ］が 先駆 的に行 っ て い るよ うに ， そ こ で は，

ABC ，　 BSC などの 管理 会計の 様 々 な技法 と考え られ るもの が資本 コ ス トを介 し て リス ク と

関連づ け られ て い る．こ れ は 「意思 決 定 ア プ ロ
ー

チ に 立 つ 財務会計に 接近 」（浅 田孝幸 ［2002］，

1 頁）す る もの で あ る と考え られ て い る．そ し て ，こ れ は IFRS 財務会計が 目指す方 向で あ

る．こ うした こ とを見込ん で ，早 くも 『戦略的 IFRS 経営 12 』『包括利益 経営
13

』な どの 提

案が な され るよ うにな っ て きた こ と は ，近 い 将来に お い て ，米国型 の ガ バ ナ ン ス ・コ ン ト

ロ
ー

ル の 理念が
一

つ の 具体的な形 を待 っ て 現れ て く る こ とも十分予 想され る ．

　  フ ラ ン ス 型 の ガ バ ナ ン ス ・コ ン トm 一
ル の 理 念

他方で ，取締役 会に よる CEO へ の モ ニ タ
ー

を支援す る こ とを通 し て ，さらに，　 CEO に よ

る企業 の 利害関係者 （ス テ ー
ク

・ホ ル ダー）へ の ア カ ウン タ ビ リテ ィ （説明責任） の 遂行 を支

援す る こ とを目指す フ ラ ン ス 型 の ガバ ナ ン ス ・コ ン トロ
ー

ル の 理 念を導出す る こ とも可 能

で ある
14 ．繰 り返 しに なるが ，そ こ で の ガ バ ナ ン ス 概念は ，米国発 の コ

ーポ レ
ー ト・ガ バ

ナ ン ス 論 に見 られ るよ うに株主価値中心志向 とは な らず，そ の 株主を含めたス テ
ー

ク ホ ル

ダー志向を基盤 と して い る．先 の J．−C．ドマ の 指摘を待つ まで もな く，国家の 介入
・規制 の

中で の展開 され るフ ラン ス 的 コ ーポ レ ー ト・ガ バ ナ ン ス 論 にお い て 重視 され る価値概念が

フ ラ ン ス 社会 もしくは ヨ
ー

ロ ッ パ 社会 に伝統 的 な社 会的 な付 加 価 値概 念に な る こ とは十 分

頷 け るも の で ある．こ の 点に つ い て ，従 来 の わが国 にお け る フ ラ ン ス 会計研 究の 多くが 『プ

ラ ン ・コ ン タブル
・ジ ェ ネ ラル 』研究 を中心 と しなが らも，特に付加価値概念 をもっ て フ

ラ ン ス 会計の 優秀 さを誇る も の で あっ た こ とを想起で き る．

　  日本型ガバ ナ ン ス
・

コ ン トロ
ー

ル の 可能性

　 さて，現時点にお い て ， コ
ーポ レー

ト
・ガ バ ナ ン ス や マ ネ ジ メ ン ト・

コ ン トロ ー
ル の 領

域 に お い て ，わ が 国企 業が取 る べ き基本的 な方 向性 は ど の よ うな もの で あ るべ きで あろ う

か ．そ して ， そ の 基本的な方向 性 を支 え るガ バ ナ ン ス ・コ ン トロ
ー

ル の 理念 は ど の よ うな

もの であろ うか ？　 米国型か ，フ ラ ン ス 型か，それ とも第 3 の 道か ？

　現 在 1 日本経済の最大の 課題は ，知 識社会 に適 し た技術革新 （イ ノ ベ ーシ ョ ン ） とそれ

を基軸 とした新 し い産業構造の 構築で あろ う．失 われた 10 年 もし くは 20 年 と囁かれ る

昨今 の 日本経済の 危機的現状は ，経済，社会，政治の バ ラ ン ス の とれ た市場社会の 形成 を

目指す現政権 の 「第 3 の 道」 が依 っ て立 っ 方針 一 「強 い 経済，強 い 財政，強 い 社会保障」 （さ

し あ た り神野直彦 匚2010］お よび 小 野善康 ［2010！を参照〉に よ っ て 打開 され る こ とが期待 さ

れ て い る．

　筆者 は こ う し た方向性 を持 っ 施策 を後押 し す る た め に ，管理 会計学， コ ン トロ ー
ル 学 の

視点 か ら リス ク と 企業価値創造の マ ネジ メ ン トを支援す る 日本型ガ バ ナ ン ス ・コ ン トロ ー

ル の 可能性 を 「不況 の 管理会計学」 と し て 提案 し た
15 ．こ れ ま で の 管理 会計学は ，右肩上

り σ）経済的状況 下 で構想 され て きた もの で あ り
， そ の 管理 会計の 理 念 と構造 を こ の デ フ レ
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不 況 下 で 実践すれ ならば，ますますデ フ レ は深刻化 し，い わゆ る負の デ フ レ ・ス パ イ ラル

に落 ち込む こ とに なろ う．こ こ で い う 「不況 の 管理 会計学」 こ そ，1990 年代 以降，深 く浸

透す る こ とな っ た リス ク と企 業価値創造 の マ ネジ メ ン トの 理念 と方法 を逆手 に取 り，昨今

の デ フ レ 不 況か らの脱却を 目指す企 業 マ ネジメ ン トを支援す る とい う日本型ガバ ナ ン ス
・

コ ン トロ
ー

ル そ の もの な の で あ る
】 6 ．

　 こ こ に 「逆手に と っ て 」 と い う意味は，次 の よ うな こ とで ある．米 国型 の ガ バ ナ ン ス ・

コ ン トロ
ー

ル の 理 念が示 唆す る よ うに，経済 ・金融 の グ ロ ーバ ル 化の なか で管理 会計 ・財

務会計が ますます投資家志 向 を強め て くる こ とに なる で あ ろ う．こ れ は も う避 け る こ とが

で きな い ．そ うす れ ば，従 来まで の 製品
・サー ビス 市場 で の 収益 力 ・競争力 の 維 持 ・拡大

に 加 え， H 本企 業 も株主 ・投 資家 の た め の 価値創造経営に進 ま ざる をえな い ．そ うで あれ

ば ，こ こ ま で 深 く浸透 した リス ク と企業価値創造の マ ネジ メ ン トの 理 念 と方法を，上述 し

た 知識社会 に適 した技 術革新 と新 しい 産業構造の 構築 とい う日本経済 ・日本企業 の 課題 に

向 け て実践す る こ とも十分考え られ るか らで ある．今ま さに 日本企 業は ，こ れ まで の 製品 ・

サ
ービ ス 市場で の 競争力 を維持 しっ つ ，それ と価値創造経営 との パ ラ ドッ ク ス を緩和 し，

さ らにそれ をい か に安定 的 ，継続 的な成長 に繋 げて い くの か ，こ うし た状況にお い て 困難

な舵 取 りを迫 られ て い るか らで ある
17 ．

　　　　　　　　 （図表 2） 4 っ の研究領城 とガバ ナ ン ス ・コ ン トロ
ー

ル

（注 ）最 近 の 管理 会計 の テ キ ス トの 多 く も価 値 創 造 を 謳 っ て い る ．もっ と も，そ の 価 値 に つ い て 解 説 を加

え た もの は 極 め て 少 数 で あ る．た と え ば ，8 版 を 重 ね る R ．W ．　 Hilt。n ［20091な ど参 照 され た い ．

　最 後 に ，我 々 に 馴 染 み の 4 つ の 領域，コ
ー

ポ レ ー ト ・ガ バ ナ ン ス ，戦略マ ネ ジ メ ン ト，
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ガバ ナ ン ス ・コ ン トロ
ー

ル の 理 念 と 方法

　
一

内部統 制論 議 を手掛 りと して 一

マ ネ ジメ ン ト ・コ ン トロ
ー

ル お よび管理会計の それ ぞれ とガ バ ナ ン ス ・コ ン トロ ール の 関

連 を示 してお こ う （図 表 2 ）．こ の 図表 2 に よ っ て ，ガ バ ナ ン ス （さ らに戦略 マ ネジ メ ン ト）

を支援す るため に ，
マ ネ ジメ ン ト ・コ ン トロ ー

ル や 管理会計 シ ス テ ム が運 用 され る様子 が

理解 で きよ う．こ の 図表 2 に つ い て は，最後の 「VI ま とめ 」 にお い て，伊丹敬之 〔2000］に

よ る 「デジタル 入本主義亅 論 と関わ っ て ，再度言及す る こ とに なる．

2　 ガ バ ナ ン ス ・コ ン トロ ール の 具体的な方法の 例

　 本項 では，ガ バ ナ ン ス ・コ ン トロ ー
ル の 具体的な方法 ・技法 ・シ ス テ ム な どを思 い っ く

ままに列挙 してみ よ う．

　   グ ロ ーバ ル 恐慌の 主役 をな した 「投資銀行 モ デル 」 の よ うな ，

一
定 の ビ ジネ ス ・モ デ

ル を リス ク と企業価値の 両面か らコ ン トロ ー
ル し，ガ バ ナ ン ス を支援で きる シ ス テ ム と人

材 を養成する（S．Kumarasinghe　and 　R ．　Wi1正et ［2009］，　S．　E．ス ク ワ イ ヤ 他 ［2003 】）．

　   マ ネジ メ ン ト・コ ン トロ
ー

ル は コ
ー

ポ レ
ー

ト・ガ バ ナ ン ス の 1手段 と して の 位置づ け，

ガ バ ナ ン ス を支援す る方向 で の コ ン トロ
ー

ラ
ー

の 役 割 の 拡 大を 目指す （H ．Bouquin ［2008］）．

　  取締 役会 の ため の 情報 シ ス テ ム で あ る戦略 ス コ ア カ
ー

ドを運用す る （国際会計 士 連盟

IEAC の PAIB 委員会報告書［2003］）．

　  CFO （最高財務責任者〉に代 わ り，
　 CKO （最高知識 責任者）を CEO に次 ぐ第二 の 地位

に つ け る （L ．C ．サ ロ ー ［2004］）．

　  過 去 に例が ない 新奇なこ と へ 挑戦 し よ う とする ，企業家精神 に 富ん だ CEO を教育 し て

育て る （フ ラ ン ク ・ナ イ トの い う 「不確実性」 に 真正 面 か ら対決 する CEO ，そ れ に 対す る

報酬 と し て の ．「利潤」） （竹森俊平 匚2007］）．

　  取締役会の ガ バ ナ ン ス 能 力 の 制約 に 対抗す る 方策を 探 る （：・ リ ス ＆ モ ン ゴ メ リ
ー

［2004］）．けだ し，外部 取締役 や委 員会制度 の 導入 な どの 取締役会 の 幾 つ か の 変化 に も関わ

らず ，以下 の 理 由 の た め に 取締役 会が タイ ム リ
ーか つ 有効な方法 で 統治する能力が制約 さ

れ て い るた め ．

　　｛
　　　 ・取締役 が用い る こ との 出来 る時間や知識 が限定 され て い るた め

　　　 ・企 業の 目的に 関す る取締役間 の コ ン セ ン サ ス が 欠如 して い るた め

　　　 ・CEO に代表 され る経営陣の 強 力 な パ ワ
ー

に圧 倒 され るた め

　  取締役会 の 中に戦略策定委員会 な どを設 ける （土屋
・
岡 本 ［2003］，p．353）．

　  1 つ の 方策 と して ，監 査役会 の ガ バ ナ ン ス 能力 を高 め る （別府正 之助 ［2009］），

　  企業会議 を設ける ； ス テ ー
ク ホ ル ダー全体に ，企業が 直面 し て い る 競争環境 ・挑戦に

つ い て の 各位の 認識 ・理解 を高 め て も ら うこ と と同時 に ，経営 トッ プ に 自分 た ち の 決 定が

ス テ ーク ホ ル ダ
ー

に ど う影響す る の か の 意識 を高 め て も ら う （ドナ ル ド
・

ド
ー

ア ［2006］）．

　  付加 価値計算書を作成 する ： ス テ
ー

クホ ル ダ
ー

企 業に相応 しい 意識 を経営者に植 え っ

ける 方法 ．こ れ は，株主や 銀 行か ら得 た資本 を使 っ て ，経営者 ・技術者 ・事務 ・生産に 当

た っ た労働者な ど の 知 恵お よび 肉体労働 が総体的 に 作 っ た価 値を 開示す る （ドナ ル ド ・ド

ー
ア ［2006〕）．
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　 こ こに ア トラ ン ダム に掲 げた も の は ，ガ バ ナ ン ス
・

コ ン トロ ール の 構想 を実践す るた め

の 有力な方法 ・技法 ・シ ス テ ム と考え られ る もの で あ る が ，それ らの 構造 ・配 置，相互 の

関連 などに つ い て の 詳細な考察は まだほ と ん ど手 が つ け られ て い ない
18 ．そ の 意味 で，本

稿 で提案するガバ ナ ン ス
・

コ ン トロ
ール は まだ構想の 段階に ある と言わ ざるを得ない ．

V1 まとめ

　本稿で は，まず冒頭 で 3組 の 3 層構造を提示 し，そ の うちフ ラ ン ス に 見 られ る マ ネジ メ

ン ト ・コ ン トロ
ー

ル の 構造か らヒ ン トを得て ，ガ バ ナ ン ス ・コ ン トロ
ー

ル の 提案をお こ な

っ た
19 ．特に きっ か けとな っ た の は内部統制の 制度化で ある，

　本稿で は その 制度化を契機 に ，方向は違 うが同型性 をもつ 2 つ の 3 層構造を抽出で きた，

1 つ は下降 3 層構造 く マ ネ ジ メ ン ト／コ ン トロ ール ／監査 〉 と呼ん だ， ト ッ プダン型 の 3 層

構造 で あ り，伝統 的 な マ ネ ジ メ ン ト ・コ ン トロ
ー

ル の 仕組みそ の もの で あ る．もっ とも，

こ れ ま で の マ ネ ジ メ ン ト ・コ ン トロ
ー

ル を下降 3 層構造 〈 マ ネ ジ メ ン ト／コ ン トロ
ー

ル ／監

査 〉 と性 格づ けた の は他 で もな く ， 本稿 で提案す るガ バ ナ ン ス ・コ ン トロ
ー

ル を上昇 3 層

構造〈 ガバ ナン ス ／内部統制／内部監査 〉 と特徴づ けるためで ある．こ の 上昇 3 層構造はそ

の 構成要素で ある内部統制を介 して 下降 3 層構造 と繋が りなが らも，方向として はガバ ナ

ン ス 機構 を規律 づ け，支援 を行 う．こ うし た構造 をし た シ ス テ ム をガ バ ナ ン ス ・コ ン トロ

ール と呼んだ に す ぎな い ．そ し て その 主な担 い 手の 中心は ，やは り コ ン トロ ー
ラ
ーで あろ

う．

　　　　　　　　　　図表 3　新 しい コ ン トロ ール 論の 位置づ け

　　　　　　　　　1麟蘓 1一 碑 一 ・・一 一 …

講
ラ”

・
’
〉 一一

1

　 　 　 　 ノ」 ハ ∫ ノ ヌ，・

i
！　 　 　　 　 　 　 　 ，

…一内部監壷 蜘一1

嚇

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 工 業 会 計ノ　 　 　 　 　 ぞ 71 ／一．x’： ・
く
略
ン ｝1．一・・　1

一

撚 ・澱 鋤 し 監鍵 分 搬 計 1

　　　　　　　　　一 管 理 会 言＋
（内部毓 制 を契機 に ）

（管理 者の ため の 会計）　｛ス タッ フ機 能）

　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 霧 しい コ ン ト日
一

ル 論の 構想

　そ れ で は，そ の ガ パ ナ ン ス
・

コ ン トロ
ー

ル が何 を担 うと い うの か．内部統 制 の 制度化を

契機 に ， コ ン トロ
ー

ル （お よびそ の コ ン トロ
ー

ル に情報 を提 供す る管理 会計）がガ バ ナ ン

ス を規律づ け，支援す る の で あ る ．こ の 仕組み をガ バ ナ ン ス
・

コ ン トロ
ー

ル と し て提 案 し
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ガ バ ナ ン ス
・

コ ン トロ ール の 理 念 と方法

　 一内部統制論議を手掛りと して
一

た．要する に，ガ バ ナ ン ス 問題 か ら端 を発 した，内部統制の 評価 ・監査 の 法制化の
一

連の

動 きを従来か らの マ ネジ メ ン ト・コ ン トロ ール 論 の 視点か ら改 め て 分析 し，そ の 法制化の

動きを《 ガバ ナ ン ス ・コ ン トロ ール 》 と い うコ ン セ プ トで 捉 える こ とに な っ た の で ある．

その 意味で繰 り返 しにな るが ，本稿は従来 の マ ネジメ ン ト ・コ ン トロ ー
ル 論 に加え て ， ガ

バ ナ ン ス を規律づ け支援す るガ バ ナ ン ス ・コ ン トロ
ー

ル 論 とい う新 しい 領域 を提案す る試

み とな っ て い る （図表 3 ）．

　蛇足なが ら，筆者の ガ バ ナ ン ス ・コ ン トロ
ー

ル の 提案に関連 した論者の 所説 を提 示 して

おきた い ．上村達男教授の 「第 4 の機関」 論 （上村 ・金 子 ［2007］） と伊丹 敬之教授 に よる

「デ ジタ ル 人本主義 i 論 （伊丹敬 之 ［2000］）で あ る．立論 に必要 な限 りで ， i頓に解説 を加 え

て お きた い ．

　上村教授 の 「第 4 の 機 関論 」 とは ど うい うも の か とい うと，次の よ うにな る．「内部統制

シ ス テ ム は ， 株式会社 の ガバ ナ ン ス シ ス テ ム の 充実を前提 に，さま ざま な機 関や関係者 の

す べ て が頼 り， 共 有す る岩盤 の よ うな情報 シ ス テ ム で あ り，具体的には会計内部統制，内

部監査部門そ の 他 の 補助シ ス テ ム か らなる第 4 の 機関 ともい えるよ うな シ ス テ ム と言え る

よ うに思 い ます．株式会社制度 は，株主総会，取締役会，監査 役 とい っ た機 関を生 みだ し

て きま したが，そ うした機関を統合する第 4 の 機関が い ま生 まれ つ つ ある の で はな い か 」（上

村達男，金児昭 ［20071，247 頁．〉 と．上村教授は 内部統 制を株主総会 ， 取締役会 ， 監査役

とい っ た機関 を統合する第 4 の 機関 と して 考 え て い る．け だ し
，

そ の 内部統制 を様 々 な機

関や 関係者が 頼 り ， 共有す る岩 盤 の よ うな情報シ ス テ ム と捉 え，そ うした機能を備 えた 新

しい 会社機関 の 必要性 を唱 え て い る の で あ る．

　他方 ， 伊丹 教授 に よる 「デジ タル 人本主義」 と は何 か ．関連す る箇所 は少 し長 くなるが ，

重要な指摘 が 見 られ る の で 煩 を厭わ ず引用 し て お きた い ．「カ ネの 原 理 をサブ の 原 理 とし て ，

しか し強力に マ ネジ メ ン トの 手 段 と し て 使 お うとす る経 営 の あ り方は ，従業員主 権 の もと

で も十 分に あ り うる ．私 は そ れ をデジ タ ル 人 本主義 とよ ん で い る．デ ジタ ル 人本主義経営

の キ
ー

ワ
ー

ドは 経済合理性 ，管理 会計 シ ス テ ム ，個性で ある．…
　第 二 の キ

ー
ワ
ー

ドが 管

理 会計シ ス テ ム で ある とい うこ とは ，こ の 経済合理 性 が多 く の 人 に明 らか になる よ うに ，

経営 シ ス テ ム の 工 夫が必 要 とい うこ とで あ る．そ の 経営シ ス テ ム の 中で も とくに重要 なの

は ， 業績な どきちん と計 りか つ 知 らせ る情報 シ ス テ ム （そ の 要 が 管理会計 シ ス テ ム ー引用

者）で あろ う． 日本の 企業は 大規模複雑組 織 の 経 営が あ ま り上 手で なか っ た．今，多 くの

企 業がそれ に 苦 しん で い る．（そ 0））理 由の
一

つ が ，業績など の 情報 シ ス テ ム をきち ん とっ

くる と い う努力 が 十分で はな か っ た
…．事業全体の 状況 ，他の 部署の 状況 ， そ うした こ と

に 関す る正確 な情報 が ス ピーデ ィ に組織の 内部で 共有 され て 初 め て ，大 規模複雑 組 織の 経

営 を人本主義で やれ る よ うに なる．」 （伊丹敬之 ［2000］，131頁．）

　こ こ で 以上 の 伊丹敬之 ［2000］か らの 引用文 と前節 の 図表 2 「4 つ の 研 究領 域 とガバ ナ ン

ス ・コ ン トロ
ー

ル 」 を併せ て参照 し て い た だ きた い 、図表 2 は ， 4 つ の 研 究領 域 の うち管

理 会 計 を 除 い て 伊 丹 教 授 が 過 去 に 業 績 を あ げ て き た 領 域 で あ る （伊 丹 敬 之
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［1980］［1986］［2000 ］）．言 うま で もな く伊丹教授 の 特筆す る べ き業績は 人本主義論 で あ り，

日本 型 コ
ーポ レ

ー
ト ・ガバ ナ ン ス 論で ある、そ し て 教授の 人本主義，さ らに 目本型 コ

ーポ

レ ー ト・ガ バ ナ ン ス を支 える もの とし て ，業績 を測定 し か つ 報告する情報 シ ス テ ム と して

「管理 会計 シ ス テ ム 」 が取 り上げられ て い る，教授は 管理会計の よ うな情報シ ス テ ム に支

援 され た人本主義 を 「デジ タル 人 本主義」 と呼ん で い るの で あ る．

　 さて 上村教授 の よ うに ，内 部統制を株 主総会，取締 役会 ，監 査役 とい っ た機 関 を統合す

る第 4 の 機関 と し て 位置づ けた り，伊丹教 授の よ うに事業全体 の 状況 ，他 の 部署の 状況 な

どに 関する正 確 な情報 （管理 会計情報）が ス ピーデ ィ に組 織の 内部で 共有 され て初 めて，

大規模複雑組織 を 日本型 コ
ー

ポ レ
ー

ト・ガ バ ナ ン ス で あ る従業員主権 の 人本主義で やれ る

と考え た りす る こ とか ら，次の よ うに 言え ない で あ ろ うか ．っ ま り，新た に制度化 され た

内部統制 こ そ ，外か ら捉え られ た （内部に存在す る） コ ン トロ
ー

ル や 管理 会計の シ ス テ ム

そ の もの で は ない か，と い うこ とで あ る．内部統制 の 制度化を契機 に ， ガ バ ナ ン ス の レ ベ

ル にお い て 議論が進む に つ れ て ，必然的に社会的 ・
公 共的 な視点か らもこれ らの シ ス テ ム

の あ り方が 問題 視 され る可 能性 が生まれ た とい う こ とで は ない で あろ うか ．その 意味で ，

両氏が ともそれ らの シ ス テ ム に 対 して 信頼 を寄せ ，ガ バ ナ ン ス の 基軸 に据え よ う と して い

る点に 注 目 し た い ．

　企 業価値べ 一
ス の 管理会計 ・コ ン トm 一

ル と時価評価 べ 一
ス の IFRS財務会計の 統合化 が

進 もうと して い る．それ と平仄 を合わせ る よ うに，わ が国で も こ の 20年 間 に株主 ・投資家

志 向 の 企 業価 値 （株 主価値）経 営を推 し進 めて きた ．こ の 点に関 して 筆者には ，コ ン トロ

ー
ル 理念 の 変化 がわ が国 の 経営文化 を破壊的 と形 容で きるほ どに変容 させ た との 思い が あ

る
2 ° ．そ の 結果 と し て ，わが 国 はあ らゆ る領域で 持続可能性を失い か け よ うと し て い る （例

え ば，財政，環境，年金 ・
医療 ・介護，地域 コ ミ ュ ニ テ ィ な ど）．そ うし た 差 し迫 っ た事態

の なか で ，それ らに 何 らか の 持続可能性を与 え る た め に取 る べ き方向性 は どの よ うな も の

なの で あ ろ うか ．そ し て ，それ を支え る理 念 ・方 策は どの よ うな もの で あ るべ きか ．前述

した よ うに ，さ しあ た りは知 識社会に適 した技術革新 と新 しい 産業構造 の 構築を 目指 し，

経 済 ， 社会 ， 政 治の バ ラ ン ス の とれ た市場社会 の 形成 を進 め る し か 方法は 見つ か らない ．

そ う言 う こ とは簡単で あるが，実行する こ とは容易で はない ，こ うし た理念 ・方策 を僅か

で も後押 しす る た め に，本稿 で は 管理会計学， コ ン トロ ール 学 か らリス ク と企 業価値創造

の マ ネ ジメ ン トを支援する ガ バ ナ ン ス ・コ ン トロ ール の 可能性 を提案 した の で あ る．

　 とは い え，問題 は 簡単で は ない ．日本企 業が こ れ ま で の 伝統的 に 育ん で きた競 争力 を ど

の よ うに 維持 し て い くの か，その
一

方 で 株主 ・投資家志 向を強 め て くる管理 会計 ・財 務会

計を うま く 活 用 す る こ と に よ っ て ，そ の 競 争 力 と価 値創 造 経営 との パ ラ ドッ ク ス を い か に

緩和 して い くの か ．そ し て ， そ れ を い か に安定的 ， 継続的な成長 に 繋げ て い くの か ．い ま
，

日本経済 ・日本 企業は待 っ たな しの 状況 に直面 して い る．
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ガバ ナ ン ス
・コ ン トロ ー

ル の 理念 と方法

　一内部 統制論議 を手掛 りと して 一

（注 記）

1Copeland 　T． ，T． 1（oller　and 　J．　 Murrin［1990】， ［1995］．

2 こ の 3 つ の コ ン トロ
ー

ル 1監査 の 構造化 の 提案は，最近 の 監査論にお い て もそれ ほ ど違和感

なく受 け入れ られ よ う．八 田進二 ［200gj，松井隆幸［20091 な どを参照 された い ．

3 コ ン トロ
ー

ル ，管理 会計 の ほ とん どの ア イデア は ，米国 か ら生まれ て き た （Scapens　R ．W ．

［2006］）と 言 われ る よ うに，こ の 側面 は こ の 時期に米国 がい か に 深刻な事態 に陥 っ た か を 示 唆し

て い る と言 え よ う． な か で も，1987 年の ジ ョ ン ソ ン
＝キ ャ プ ラ ン の 『レ レ バ ン ス

・
ロ ス ト』

に よ る問題提起は，こ の 時 期の 米国管理 会計論を象徴する出来事 で あ っ た ．

4 　 こ の 側面 に つ い て は ， 例 え ば 関岡英之 ［2004］な どを参照 され た い ．

51981 年か ら 85 年の わず か 4 年間に ア メ リカ は，世界最大 の債権国か ら世界最大の債務

国に転落 した ．貿易収支は それ以前，78 年以来赤字に転落 し，87 年には 1500 億 ドル を突

破 し，財政赤字は年 々 拡大するこ とに な っ た （新藤榮
一

［1994］，27 頁），

6 例え ば，土屋 ・岡本 ［2003 ］を参照 され た い ．

7COSO ［1992］，p ．3　（邦訳 ［1996 ］4 頁）．

8Bouquin 　H ．【2008工や Roux 　D ．［2007］を参照．ちなみ に フ ラ ン ス に お ける内部統制 とコ
ー

ポ レ ー ト・ガ バ ナ ン ス に 関す る最近の 事情に 関 し て は，亀井克之 ［2006ユ，蟹江章 ［2007］，

AMFI2006 ］，　 Le　Groupe 　de　Place　de　VAMF 【2007｝な どを参照 され た い ．

9 もっ と も，価値概念に つ い て は ，フ ラ ン ス 的 な もし くは ヨ
ー

ロ ッ パ 的な価値概 念の 特殊

性 に 注視 して お きた い ．こ れ に つ い て は後述 する．

： o こ の 辺 の 事情に っ い て は，例 えば，上村達男 ， 金 児昭 【2007］， 303 頁や J．＝P．　 シ ュ

ヴェ ヌ マ ン ， 樋 口陽
一

， 三浦信孝 ［20091な どを参 照 され た い ．

1 ・拙稿 ［2009〕第 8 章参照．

12 あず さ監査法人［2010］．
13 　 「包括利益経営」 の 内容は，次の 4 点 に ま とめ られ る．  収 益 ・費用 アプ ロ ー

チか ら資

産 ・負債ア プ ロ
ー

チ へ （純利 益 か ら包括 利 益 ・公 正 価値 へ ）  IFRS が求め るマ ネジ メ ン ト
・

ア プ ロ
ー

チ （EX ，セ グメ ン ト開 示 に関 わ る財務会計 と管理 会計 の 整合，財務会計と管理

会計 の
一

体運営）   投資家視点の キ ャ ッ シ ュ フ ロ
ー

経営   基準 ・ル
ー

ル の 策定能 力 の 確

保 （IFRS に向けた参謀役 と して の CFO の 能力 の 向上）．中澤進 ・石 田 正 ［2010 】．

L4 神 田秀樹 ［2006］，195頁，上 村達 男 ，金 児昭 ［2007 ］を参 考 とされ た い ．

15 　拙手高［2010 ］．

16 そ の 意味で 、こ こ で提案する 日本型 の ガバ ナ ン ス
・コ ン トロ

ー
ル が時 限的な もの で ある

こ とに注意 し て お きた い。
17 例 えば ，こ の 点 に関 して ，M＆A 市場 で の 経営権を め ぐる論 争が あ る．岩 井 克人 ・佐藤孝

弘 ［2008 ］［2009 ］に よる 目 本 的 M ＆A の 提 案が な され て い るが ，こ うし た M＆ A の 提案 も 日本

的 な収 益力 をみ す みす 失 う こ と な く ，
短期 的 に 企 業体質 の 変革 を行 う上 で 有効な方法 で あ

る こ とは確 か で あ ろ う． こ れ ら に 対す る批判 は ドナ ル ド ・ド
ー

ア ［2006］，伊東 光晴 ［2007］

に 見 られ る．
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18 こ うした技 法 ・シ ス テ ム な どを包括的にま とめ上げる コ ン セ プ トとして ガ バ ナ ン ス ・コ

ン トロ
ール が提案 され て い る と考 え る こ ともで きよ う．

19 マ ネ ジ メ ン ト・コ ン トロ
ー

ル 論か らみ る と，財務諸表〜内部統制〜外部監査 の 3 層は 株

主 ・投資家に 向けた広 報活動の
一

環で あ る IR （イ ン ベ ス タ
ー ・リ レ

ー
シ ョ ン ズ）領域に位

置づ け る こ とが で きる，
20 こ の 点に関 して ，加護野忠男［2010］や高橋伸夫［2elO］にお い ては ， 経営学の 立場 か ら内

部統 制お よび そ の 導入に至 る経緯 に関 して批判 的な視点が 窺わ れる ．

【主要参考文献】

・青木昌彦 ［1995］『経済 シ ス テ ム の 進 化 と多元 性 ： 比 較制度分析序説』東洋 経済新報社 ，

1995 年．

・浅田 孝幸［2002］『戦略的 管理 会計 ニ キ ャ ッ シ ュ フ ロ
ー

と価値創造 の 経営』 有斐閣，2002

年．

・あず さ監査 法人／1（PMG 編著 ［2010〕『戦略的 ］［FRS 経営 ：国際会計基準が 変える組織 ・プ

ロ セ ス
・IT シ ス テ ム』東洋経済新報社，2010 年。

・伊丹敬之［1980］『企 業戦略 の論理』 日本経済新聞社 ，1980年．

・伊丹敬之［1986］『マ ネジ メ ン ト・
コ ン トロ ール の 理 論』岩波書店 ，1986年．

・伊丹敬之 ［2000］『日本型 コ
ー

ポ レ
ー

ト ・ガ バ ナ ン ス ：従業員 主権企業 の 論 理 と改革』 日

本経済新聞社，2000 年．

・伊東 光晴［2007］ 「二十
一

世 紀，日本 の 大企 業の ビ ヘ イ ビ アは 変わ っ たの か 」 『世界』2DO7

年 8 月 号，182−195頁．

・岩 井 克人
・佐藤孝 弘 ［2008］『M ＆ A 国 富論 ： 「良 い 会社買収」 とは どうい うこ とか』プ レ

ジデ ン ト社，2008 年．

・岩 井克人 ・佐藤孝 弘［2009］ 「会社の 付加価値 を高め るM ＆ A ル
ー

ル を ： ロ ナ ル ド ・ド
ー

ア 氏 に 応 え る 」 r世界』岩波書店，2009 年，240−250 頁 ．

・上村達 男，金 児昭 ［2007］『株式 会社は ど こ へ 行 くの か』 日本 経済新聞社 ，
2007年 ．

・大 下 丈平 ［2009］『現代 フ ラ ン ス 管理 会計 ： 会計 ，
コ ン トロ ー

ル ，ガ バ ナ ン ス 』 中央経済

社 ， 2009年 ．

・大下 丈平 ［2010］ 「不況 の 管理 会計学 ： 「管理 と会計」 に 寄せ て 」 （2010 年度管理会計学会

第 2 回 フ ォ
ー

ラ ム 報告，2010 年度関西
・中部部会第 1 回大会資料，大 阪学院大 学）

・小 野 善康［2010］ 「増税 と雇用創 出」 『世界』岩波書店，2010 年 ．

・加護 野忠男 ［2010 ］『経営 の 精神 ： 我 々 が 捨て て しま っ た もの は何 か 』生 産性 出版 ，
2010

年．

・亀井克之 ［2006 ］ 「フ ラ ン ス に お け る 「内部統制規範」 と企 業統治」 『損害保険研究』損害

保 険事 業総合 研 究所，第 68 巻第 3 号 ，
1− 54 頁 。

・蟹 江 　章 ［2007 コ「フ ラ ン ス に お け る内部 統 制報告 の 現 状 と 内部統制 フ レ
ー

ム ワ
ー

ク の 設

98

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japanese Association of Management Accounting

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assooiation 　of 　Management 　Aooounting

ガ バ ナ ン ス ・コ ン トロ ール の 理 念 と方 法

　
一

内部統制論議を手掛りと して
一

定 j 『月刊監査研究』 日本内部監査協会，2007年 6 月号，18−22 頁．

・神 田秀樹［2006］『会社法入 門』岩波新書，2006年 ．

・
コ リス ＆ モ ン ゴ メ リ

ー
［2004］『資源 ベ ー

ス の 経営戦略論』（根来龍之他訳） 東洋経済出版

社 ，2004 年．

・サ ロ
ー

，L ・C［2004］『知識 資本主義』ダイ ヤ モ ン ド社，

・シ ュ ヴェ ヌ マ ン J．1P ，，樋 口陽
一

，三 浦信孝 匚2GO9］『〈 共和 国 〉 は グロ
ーバ ル 化を超 え

られ るか』平凡社新書，2009年．

2004 年．

・新藤榮
一［1994］『ア メ リカ 黄昏の 帝国』岩波新書，1994年．

・神野直彦 ［2010コ『「分か ち合 い 」 の 経済学』岩波新書，2010年．

・S．E ．ス ク ワ イ ヤ，　 C．」．ス ミス ，　 L．マ ク ドウ
ーガル ，　 W ．　 R．イ

ー
ク【2003］『名 門ア

ン ダー
ア ン ダーセ ン 消滅 の 軌跡』（平 野皓正訳 ）シ ュ プ リン ガー ・

フ ェ ア ラ
ー

ク東京，2003

年．

・関岡英之 匚2004］『拒否 で きない 日本 ： ア メ リカ の 日本改造が進 ん で い る』文藝春秋 ， 2004

年．

・高橋伸夫 ［2010］『ダメ に な る会社 ：企 業は なぜ転落する の か ？』ち くま新書 ，
2010 年 ．

・竹森俊平 ［2007］『1997年 一世界を変 えた金融危機』朝 日新書 ， 2007年．

・
田村達也 ［2002］『コ

ー
ポ レ

ー
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