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〈研 究要 旨〉

　表題 は 「海外進 出企業の 現在直面す る税務上 の 問題」 とし，目次 は 「1 は じめ に」

「2 グ ロ ーバ ル 企業と税務」「3 国際的移転価格の 問題 と日本の グ ロ
ーバ ル 企 業 を取 り

巻 く環境」 「4 日本 の グ ロ
ーバ ル 企業 は移転価格 の 問題 に ど の よ うに対処 す べ きか」

と して ま とめ た ．

経済，貿易摩擦 が続 く米 国その 他 の 外 国 に進 出 した 日本系企 業 に関 す る税務 上 の 主

要な規制等 を一覧 し，そ の 中で 海外の 事業の 生 き残 りを左右する ほ ど の 重 要 1生を持

つ 国際間の 移転価格の 基本的な算定方法の 背景 に ある考 え方 とその 問題 点 を検討 し，

最後 に現在 お よ び将来 に 向け企業 は 移転 価格の 問題 に ど の よ うに対処すべ きか を論

ず る ．
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グ m 一バ ル 企業，利益率の 内外格差，タ ッ ク ス ヘ イ ブ ン税制 ， 連結納税制度 ， 外 国

税額控除制度 ， 国際 的移 転価格税 制 ，
二 重 課税救済 ，租税条 約 に基づ く相互 協議，

移転価格分析調査 ，移転価格算定方法，ア ーム ス レ ン グ ス の 原則

1． は じめ に

　 日本系企 業の 海外進 出 は規模 ，業種 の 多様 性か らみ て その 裾野 は 広 が っ た ．こ の 世 界的

不況の 中海外進 出企業 は採算性 を悪 くし， 事 業規模 縮小 さ らに撤 退 の 可 能性 を含 め海外事

業 を再検討 する 時期 に な っ て い る．

　海外事業 が成功 しな い 原 因は壬差万別で ある ．そ の 中 に は
， 管 理情報 シ ス テ ム の 欠陥 ・

不 備 に起 因 して 適 時 に適 切 な対 処 が 取 られ な か っ た こ とが 原 因で あ っ た ケ ース もあろ う．

企 業の 採算性を予測す る 上 で
， 税負担額 は不可 欠 な情報 で あ る に もか か わ らず，その 国の
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法 人税 の 実効税 率 を財務会計上 の 税 引前利益 に乗 じて 推定す る な ど大 まか な場合 が 多 い ．

設備投 資 も一
段落 し ，平常 な 事業状 態 に 移行 し た 子会社 に つ い て は そ れ で も大 きな 支障は

な い か も知れ な い が ．い ずれ にせ よ経営管理 の た め の 情報 シ ス テ ム を構築す る 際 に税務情

報の 作 成 に 適切 な配慮 が され て い な い との 印象 が強 い ．

　原因の 一
つ は ，外 国の 税制が 複雑で あ る こ と，言語の 問題 ， 例外は あ る が 企 業側 に 十分

な知識が な い こ と，適切 な ア ドバ イザ ー
に相 談 して い な い こ とな どが あ げ られ よ う．海外

進 出に 絡 む 日本 お よ び外 国で の 税務の 問題 は
，

もはや
一

部の 大企 業 だ けの 問題で は な くな

り．中堅 企業 も同様な問 題 に直面 して い る ．米国で は外資系企 業特 に 日本 系企 業 は米 国の 自

由な市場 で 事 業 を行 える 機会 を享受 して い る 割 に は 親 予問 の 移転 価格操作 に よ り米国 の 税

金 を免れ て い る とい うイ メ
ー ジが 固 定化 しつ つ あ る ．日米 間で 税金 の 取 り合 い 合戦 に な る

と，結局 は 進出企 業が 不利益 を受 ける こ とに な る ．現在の 法人所得税 に 関す る税務環境 は
，

企 業 が 事前 に適切 に 自己 防衛 の 対 策 をと っ て い れ ば 問題 が 起 こ っ た と して も最小 限 に 抑 え

られる ， と実感 して い る．

　以 下 ，海外 進出 した企 業に 関す る 税務上 の 規制 を一
覧 し，最 も懸念 す る と こ ろ の 国際 間

の 移転価格の 問題 を どの よ うに 捉 らえ る べ きか
， そ し て

， そ れ に どの よ うに対処す る べ き

か の
一一

端 を論 ず る こ とと す る ．

2． グロ ー バ ル 企業 と税務

2．1　 日本企業の 利益率の 内外格差

　松 田修
一
数 授 が 「グ ロ ーバ ル 企業の 経営 目標の 変質」 と題 して

， 論文を寄稿 され て い る ．

教授 は 目本の 親会社 は米 国子 会社 に何 を期待 す る か ， 1984 年 と 1989 年 に つ い て 比較 され

て い る 製 造業 に つ い て は
， 量 的拡大 へ の 反省 と質的向上 へ の 転換 ， 新製品開発 力の 強化 ，

子 会社 の 利益 を再投 資に 向け る 傾 向 ， 米国地 域統括機 能の 強化 等の 傾 向を指摘 して い る ．

1989 年で は調査 の 対象 と した 日本 の 親会社の 税引前利益 率 が 5 ％ を超 え て い る 反面 ， 米国

の 子会社の そ れ は 0 ％ か ら 2 ％ 未満の 会社 が 70 ％ 弱 ，
マ イナ ス を含め る と 85 ％ 弱あ る こ と

が指摘 され て い る ．

　 1990 年 7 月の 米国連 邦議 会，税 制 委員会 の 監 視小 委員会 で 米国連 邦議 員 は IRS か ら の 資

料 を基 に 外資系，特 に ， 口本系企 業 と米 国系企 業 を比較 し
， 日本系企 業は 関連者 間移転価

格 を操作 し，米国法人 税 を適正 に納付 し て い ない と批判 して い る ．

　その 議員 に よ る と
，
1984 年か ら 1987 年 にか け て

， 日本 系企 業の 投資総 額が 2．6倍 ，売上

高 総 額が 1．6倍 に増 加 して い る に もか か わ らず，逆 に 連 邦法人税納付総額 は 10 分の 1 強 に
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減少 して い る と指摘 して い る ． こ の 証言の 基礎資料 の 信頼性 に つ い て は ， 別 に確 か め な け

れば な らない が ， 営 業利 益率 の 低 さは 我 々 実務 に 携 わ る もの と して 認 識 す る と こ ろ で あ り ，

先の 松 田教授 の 調 査結果 と も符合す る 点 は 多 い ． こ れ ら の デ
ー

タ の 示す問題 に 対 し て 個別

の 日本系 グ ロ ーバ ル 企 業 は移転価格操作 以外 に原 因が あ る こ とを合理 的 に 立証す る こ とが

急務 と な っ て い る ．

　国 際 間の 移転価格 の 本題 に つ い て は 後節で ま とめ て 検討す る こ とに して ， まず グ ロ
ーバ

ル 企 業 の 活動 を規制す る基 本的な税制 に つ い て概 略 して お くこ とに する。

2 ．2　グロ ーバ ル 企業を取 り巻 く税制

　主 要 な 国 々 は
， 財政 赤字 の 状況下 で 内政 上 の 妥協 と して

一
部 の 減税措置 を行 な うと して

も
，

全 体的 に は増税措置 を と り，その 執行 を強化 す る傾 向が み られ る ，そ して ， 各国の 税

体系 は 多様 で は あ る が
，

ボ ー ダ ー レ ス な企 業活動 に対 して は 各国 と も類似 な税 制 で 規 制 し

て い る ．以 下 の 項 目 は そ の 主要な例 で ある ．

2．2．1　 タ ッ クス ヘ イ ブン税制

　い わ ゆ る パ ッ シ ブ な所得 が 税 の 軽課税国 に 逃れ る こ と
，

企 業実体の 薄弱 な い わ ゆ る ペ ー

パ ー
カ ン パ ニ ー

が 軽課税 の 所得 を 累積す る こ とを防止す る た め の 税制 は先 進各国で 導入 さ

れ て い る ． 日本 で も 「内国法人の 特定外国子会社等 に係る 所得の 課税の 特例」が 制定 され

て い る ．

2．2．2　グル ープ企業間で の 支払利子の 損金性の規制

　例 えば
， 日本 の 税収 の 観点か らみ て

， 利 子 の 受領者 で ある 法人 が 日本の 法 人税 の 納税義

務 を負 う場合 に は
， 支払側 と受領者側 を同 時 に み る とプ ラ ス マ イ ナス ゼ ロ とな り，あえ て

規制 をす る必 要は な い が ， 非居住 者で あ る 場合 に は 源泉税 20 ％ ま た は 租税 条約 に よ り軽 減

され た 源 泉 税 （多 くの 例 で は 10 ％ ）が課 され る だ けで ある ．支 払 者側 で の 支 払利 子 は 損金

とな り， 徴 収で きる 源泉税 の 額 よ り大 きな法 人税 の 額 を徴収 す る 機会 を失 うこ とに な る ．

そ こ で ，各国 と も子会社の 負債資本 比 率 を問題 とする よ うに な っ て きた ． 日本 で も 「国外

支配 株主等 に係 る負債 の 利 子 の 課 税 の 特例 」 を制定 し， 規制 す る こ と にな っ た．
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2．2 ．3　連結納税 申告制 度

　 こ の 制度 は国際間の 取引 を規制する もの で は ない ．よ く知 られて い る よ うに 米国，英国，

ドイ ツ それ ぞ れ 方式 は異 な る が ，
一

定 の 資本 グ ル
ープ を構成 す る 国内企 業 の 損益 の 合算 に

よる 納税 申告 を認 め て い る ． 日本で は 依然認め られ て い ない た め
， 日本 の 国内で の 企 業 グ

ル ー プの 財務体 質の 強化 に 税制は 貢献 して い な い ，

2．2．4　外 国税額控除制度

　多 くの 国は 自国の 企 業の 所得課税 に つ い て は
，

全 世界所得課税制度 を採用 し て い る ．そ

こ で ，二 重課税 の 解消 の た め の 制度 と して
， 国外で 課税 され た 所 得 を本 国 の 課 税所得 に含

め ない 方式 （国外 源泉所得 の 課税免 除方式） と自国の 納税額 か ら
一

定の 外 国 で の 納付税額

を控除 す る 方式 （外 国税 額控 除方式） を認 め て い る ．従来は 子 会社 の 納付 した 外 国 の 税金

を税額控除 の対 象 と して い た が ，外 国の 孫会社が 外国の 子会社 を通 して B 本 の 親会社 に 利

益配 当 し た場合 に ，孫 会杜 が 納付 した外国 の 税金 に つ い て も一
定の 計 算 に よ り日本 の 親会

社の 外 国税額控 除の 対象 とす る よ うに 日本 の 税制が 1992 年 に改正 され た ． こ れ に よ り，企

業の 海外展 開の 資本系列の パ タ
ー

ン決定に 余裕が生ず る と期待 され て い る ．

3． 国際的移転価格 の 問題 と日本 の グロ ー バル 企業を取 り巻 く環境

　税制 は 国際間 の 企 業活動 を規 制 また は促 進す る た め の 手段 と して 利用 され て きた ．2 に

列挙 した もの 以 外 に
， 輸出促 進 ， また は

， 輸入 促進の た め の 準備金制度 ， 海外投資 の 損失

を補 愼す るた め の 準備金 ， 使用料等 の 所得控 除 ， な どが 日本 の 例で あ る ． こ れ ら の 制度 は

個別 の 企業 に と り重要で ある に は違 い な い が
， 税務調 査 で 企 業の 申告所得 額が更正 され た

場合 の 金 額 の 大 き さ，価 格政 策 と い う企 業 の 根幹 に 起 因す る ため
，

こ こ 数年の 間に 日本企

業の 問に 国際間の 移転価格の 税務調査へ の 対応が 緊急か つ 重要 な問題 と して 認識 され る よ

うに な っ て きた ，

　以 下 ， 移転価格の 問題 を取 り巻 く環境 に つ い て考察 して み る ．

3．1　単体財務諸表の重視の傾向

　 日本 の 企 業は 過 去 に お い て は ， 株 主 へ の 事業報告書 で その 親 会 社 の 単体 の 計算書類 だ け

を報 告 して い た ． 日本の 親 会 社 が 株式 を公 開 して い る 場 合 で あ っ て も親 会杜 単体 の 財 務諸

表 を重視す る傾 向は 依然 と し て 残 っ て い る ． こ の こ とが 子 会社 の 利益 をす くな くし ， 親 会

社 に 多 くの 利益 を集 中 させ る べ く操作 して い る との 疑 い の 背景 とな る ．連結 決算制度が 導
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入 され子会社 の 損益 を統合 し グ ル ー プ と して の 財 政 状 態 ， 経営成績 を開示 する よ うに な っ

た が
， 株主 へ の 開示 は 最少限度 に止 め た い との 願 望が 経営者 に 強 い ．経営管理 の た め に 必

要 な資料 と し て 有効 な分析 デ
ー

タ を制度 的に 作成 し て い る企 業で も他社 に 先 ん じて 自発 的

に 開示 し よ うとす る企 業 はな い ．

　米 国 の 移 転価 格 税制 を支 える税 法 規 則 の
一

つ と して 記録保 存 の 義 務 とそ の 提 出 の 義務 を

外資系 の 米国子会社 に 課 して い る ．米 国子会社 との 取引 に 関係 す る もの で あ れ ば，外国の

親会 社 等 が 保 有 す る記 録 で あ っ て も ， 提 出 の 対 象 とされ て い る．海 外 の 親 会 社 等 が 記録 の

提 出 を拒否す れ ば米国子会社 に対 し て 金 銭 的罰則 を課す と規 定 して い る ．移転価格の 税務

調査 で しば し ば米国子 会社が 販売 して い る 製 品に 関す る 企 業 グル ープ全 体 の 連結 ベ
ー

ス で

の セ グ メ ン ト別損益 計 算 書が 要 求 され て い る ．本 来 ， グル ープ全 体 の 利 益 が 親 子会 社 の 間

で ど の よ うに割 り振 られ て い る か を知る た め の 経 営管理 資料 と して 当然重要 な資料 で あ る ．

しか し なが ら
， 現在 日本 の 公 開企 業 で も売上 高 ， 売上 原 価 ， 販売費 ，

一
般管理 費 まで 主要

製品別か つ 連結 ベ ー
ス で ，そ れ も

， 制度 と して 継続的 に分析 で きて い る企業 は 多 くな い ．

　世界経 済の 不 況の 中で 日本系 グ ロ
ーバ ル 企 業は 国 内事 業の み な らず ， 海外事業 を見直 し

す る機運 に あ り
， 場合 に よ っ て は 海外事業 を縮 小

， 究極 に は撤退 す る ケ ース まで 報道 され

て い る． い わ ゆ る リ ス トラ クチ ャ リ ン グ を検討 す る前提 と して ，子会社の 単体の 損益 を検

討 す る と同 時 に， グ ル ー プ企 業 全 体 と して の セ グ メ ン ト別損益 計 算 を作 成 して み る こ とが

第
一 の 作 業 とな る．不 適切 な移転 価 格 の 設 定の 結果 海外子会 社 が営 業損失 に陥 っ て い る と

して
， 撤 退 の 決 断 をす る な ら早 計 す ぎる ．　 連 結 ベ

ー
ス で の 製 品 セ グ メ ン ト別損 益 計 算 書

を まず見 る べ きで あ り， そ の よ うな情報 を提供 で きる 管理情報 シ ス テ ム の 構築が 望 まれ る ．

単 に税務 だ けの 目的で 情報 を必要 と して い る の で は な い の で ある ．

3．2　移転価格の問題 に対 す る伝 統的対処等の 問題点

　 日本国内で の 法 人税 の 調査 の 際 に は経理 課，税務課 の 担 当者が 常時税務調査 官 に応対す

るの が通 常 で あ る ．一
般 に 税 務調 査 で 調査 官 は税法規 則 の 適 用 よ り事実 の 把 握 に 多 くの 時

間を費やす ．移 転価格 の 税 務調 査 で も税務の 問題 と して ，経理 課，税 務課あ る い は 海外子

会社の 問題 と して 海外 事業部 が 担当 して い る場 合 が多い ．彼 らの 時 間の か な りが情 報 集 め

に費や され る ． また ， 移 転価格税 務 の 専 門 家 の 多 くは 外 国の 税 務当 局 か らの 資料 要 請に 対

し
， そ の 資料 を提 出すべ きか

， 断 る べ きか とい っ た 駆 け 引 き ， 更 正 され た 後の 税務争訟 の

法律対策 ，租税条約 に 基づ く二 重 課税救済 の た め の 両 国協議 の 申 し立 て な どが 移転価格 の

税務調査対策の 全 て で ある よ うな 印象 を ・一
般 に 与 えて きた嫌 い が ある ．

　 それ らは 移転価格 の 問題の 重 要 な側 面 で あ る こ とは否定 しな い が ，適 iEな価 格設 定の 方
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法論，そ の た め の 企 業 の 自発 的な地道 な作業の 方法論 な ど に ず っ と大 きな重 点が ある こ と

を も っ と強調 すべ きで あ っ た と考 え る ．企 業の 方 々 も意識 変革が 必 要で あ る ．現実の 移転

価格調査 で は輸出製品の 製造部 ，そ れ を輸 出す る販 売部貿易 部の み な らず
， 海外 で の 自社

製品 ， 他社 製品の 市場価格 の 情報 を持 つ 市場調査部 ， 自社 の 技術 の 内容 ，水準 を最 も熟知

して い る研 究開発部 ， 国 内国外 の 従業員の 給与水準 お よ び派遣駐在員 の 状況 を熟知 し して

い る 人事 部 ， 技術 供与 の 条件 お よ び 特許関 係 に 精通 した 法務 部 ， な ど企 業 の 組織 の横 断的

か つ 統合 的 な連 携 作業 に よ り自社 グ ル ープ の 移転価格の 妥 当性 を立証 する た め の 資料 を事

前 に用意 す る こ との 方 に重 点 を移 す こ とが 望 まれ る．

　 日本 の 法人所得税 の 実 効税 率 は ，事 業税 を含 め 1993 年 2月現在 ，52 ％程 度 で あ る．実 質

的 な税負 担率は 法定税率 の み な らず課税所得の 算定過程で 減価償却 方法 ， 償却年数 ， 引当

金 ，準備金 ，そ の 他 の 税軽減措置 また は重 課措置 を考慮 し な い と厳 密 に は 算定 で きな い こ

とは 言 うまで もな い が
， 単 に法定税率 を比較 して も税負担率の 近似値 は得 られ る と考 える ．

OECD 加盟 国の 中で 日本の 法 人所得税率 は 最高水準 と い わ れ て い る ． したが っ て ，企 業 グ

ル ープ全 体の 税 引後 の 利益 を大 き くする 目的を満 たす に は 米国 （1993 年 2 月現 在 ， 州税 に

よ っ て 異な るが
，

お お よ そ法 人所得税 率 40 ％ ） な どの 国 の 子会社 に利益 を移転す る こ とが

あた か も解決案の よ うに 唱 え る者 もい た が ，あ ま りに も単純 な思考で あ る ． 日本 に も移転

価格 税制 が 施行 さ れ て い る し，た とえ
， 海外子 会社 に利益 を移す こ とが で きた と し て も

，

将 来 日本 に 利益 を配 当 と して 還元 す る必要 が 生 じ た際 に外 国 税額控 除限度額が 十分 に大 き

くな けれ ば 実質税 負担 は か え っ て 増 加 して しまう． こ の よ うに海 外子 会社 へ の 製 品価 格 を

た だ低 くすれ ば移転価格の 問題 は 解消す る とい うもの で もない ．

　す で に 目本 系企 業 ， 米 国系 企 業 と い う言 葉 を使 っ て い るが ， グ U 一バ ル 企 業の 国籍 は実

質的な親会社の 設 立国 ， 管理 地 国，経営者 が居住 す る 国，株主 の 住 む 国な どを も っ て 決め

る こ とが
一

般で ある ．企業 の 国籍 に 関す る 意識 は 依然 と して 強 い ．そ して
， そ の 本 国 に 法

人所得税 を納付 し た い とい っ た ナ シ ョ ナ リズ ム が 潜在 的に 移転価格 に 影響 を与 えて い る 可

能性 はあ る か も しれ な い ．心理 的な問題 なの で 検証は難 しい ．

　国際間の 移転価格の 問題 は グ ル
ープ企業の 問題で ある か ら ミ ク ロ 経 済の 問題 で ある 反面 ，

一
国の 政 府が 移転価 格税制 を厳格 に 執行す る か どうか は その 国の 貿易バ ラ ン ス

， 財政状態 ，

な ど マ ク ロ 経 済環境 と無関係 で は ない ．米 国 の 連邦議員 が外資系企業 を非難 する 態度 に は

こ れ を顕 著 に反 映する 傾 向が み られ る ．国 家サ イ ドの 偏 向的 な外資系企 業 イ ジ メ 的 な対 策

も企 業に と っ て 迷 惑 で あ り， 各国 の 冷 静 な執行 が 望 まれ る．

　 1991 年 に 米国歳 入 法 6038A 条規 則案， 1992 年 に 米 国歳入 法 482 条規則案 な ど移転価格

に 関す る税法規則 の 改正 案が 公表 され る や そ の 問題点 を指摘 し，反対意見 を財務省 に提 出
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す る な ど積極的 な防衛 手続 きを 日本 の 産業 界が 取 る よ うに な っ た こ とは ， こ の 制度 の 重 要

性 の 認 識 の 盛 り上 が りを感 じさせ た ．制度 の 改正 に対 す る 反対 行 動 を産業 界が 団結 して 組

織 で きて も ， 移 転 価格 税 制 の 執 行 面 で の 問 題 は 基 本 的 に は
，

一
私企 業 グル ープが 自己 の 費

用負担で 税務 当局 との 交渉 に よ り解決すべ き問題 で ある と い う過酷 な面 は 否定 で きな い ．

3．3　 日本系米国子会社の 利益率 の 低 さの 考察

　 1990 年 7 月 に米 国 議 会 で 外資系企 業 ， そ れ も日本 系企 業 の 利 益 ， 納 税 額の 低 さに 非難が

集 中 し た こ と は 既 に触 れ た ．そ の 後 1991 年 11 月 に 米国 財務省 の 職員 と 2 名の 米国 の 大学

教授 が共 同 して 「外資系企 業の 課税所 得が低 い こ と の 理 由 （EXPLAINING 　THE 　 LOW

TAXABLE 　INCOME 　 OF 　FOREIGN −CONTROLI 、ED 　 COMPANIES 　 IN　 THE 　 UNITED

STATES ）」 と題 し て 興味あ る 調査 を発表 して い る ．米 国国税庁の 守秘義務 に支障 の な い

範 囲で 納税状況の デ
ー

タが 利用 され て い る ．資料 は 1987 年 の 法 人税 申告書 を基 に 総資産 5

千 万 ドル 以 上 の ，金 融保 険 業，不動産 業 を除 く外 資系 660 社 ，米国系 4000 社 を対象 と して

い る ．そ の 調 査報告書 の 内容 は次 の よ うに 要 約 で きる 。

　外資系企 業 は 米 国系企 業 よ り課 税 所 得 水準が 低 い 傾 向が み ら れ る ．従来 の 説明 で は
， 以

下 の よ うな理 由が 挙げ られ る と し て い る ．

　　（1）関連 者間移 転価格操作

　　（2）M ＆ A に 際 して 行 っ た 資産再評価 に と もな う時価 へ の 総資産価額の 増加 とそ れ に

　　　 と もな う総 資産 利益 率の 低下

　　（3 ）子 会社 の 新規 設立 の た め の 創業費用 に よ る 利益 の 減 少

　　（4 ）過 少資本 （高 い 負債比 率）に よ る 支払利 子 増

　　（5）外資系企 業の 輸入依存度 と ドル 安の 影響

　　（6 ）外資系企 業の 本 国 で の 金利 安 と の 関係 で 株 主が 低 い 配 当率 を甘受 して い る

著 者達 は こ れ らの 琿 由を検証 しよ うと試 み て い る ．

　結論 と して （4）の 過 少資 本 ， （6） の 本 国 で の 資本 コ ス ト安 は あ ま り影響 な く，外 資 系

企 業 の 総資 産利益 率が 米国系企 業 よ り低 い こ との 理 由の 半分 は （2）の M ＆ A ， （3）の 創

業費 ， （5）の ドル 安 を もっ て 説 明で きる と し
， 残 りの 半分 は 移転価 格操作 に起 因す る 可 能

性 を示唆す る もの とな っ て い る ．

　こ の 調査 で は明 き らか で は な い が
， 私 ど もの 実務経験か ら感 ずる こ とは

， 本国 を離 れ て

事業す る海外 子 会社 は ，本 国 の 充 実 した 間接 部 門の サ ービ ス を受 け られず ， とか く売上 高

へ の 貢献度 との 比較 で は子 会社 の 管理部 門の 効率は 低 くな る傾 向が あ るこ とで あ る． また，

駐 在員 の もろ もろ の 維持経 費は 現 地 従 業 者 の 人件費 よ り高 くな り ，
こ れ も海 外 子 会社 の 利
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益 率 を圧 迫 す る原 因 に な っ て い る と考 え る．い ず れ に せ よ ， ど こ の 国 の 企 業で あ れ外地 で

の 事業 に は 本 国 に比 べ て 利益 率 を圧 迫 す る 要 因 は 多い ．

　以 上 に 紹介 した よ うな調査 は様 々 な専 門家 に よ り将 来 も行 わ れ る か も知 れ な い 、 こ の 種

の 調査 は 資料特 に税 務 デ
ー タの 入 手 の 困 難 性 ， 個 別 企 業 お よ び 産 業 の 特 殊 事情 を考慮 して

い な い こ と な ど
， 様々 な批判が 加え られ る 余地 を残す もの と考え られ るが

，
い ずれ に せ よ

，

過 去 の 調査 で は 米国で の 外資系企 業が 移 転価格操作 して い る との 疑 い を残 す結果 が 示 され

て い る の で ，繰 り返 しに な るが 個別 の 企 業 グル ー プは 自発 的 に移転 価格 の 妥当性 を立証 す

る 調査 を 自己 防衛 の た め 行 うこ とが 緊急 な課題 とな っ て い る ．

4 ． 日本 の グロ ー バ ル 企業 は移転価格 の 問題 に どの よ うに対処すべ きか

4．1 移転価格の 妥 当性 を立証す るための 分析 調査の 実施状況

　 1992 年 7 月 に私 ど もは ， 規模 ， 業種 が様 々 な 100 社 ほ ど の 日本 企 業 に つ い て 移 転価 格 の

自発的調査 の 実施状況 をア ン ケ ー F方式で 調査 した ．企業が 自発 的に 親子会社 間 の 移転価

格 の 立証 作業 を実施 した と 回答 し た 企 業数 は 10 ％ 強 で
，

こ れ か ら行 う意 向の 会社 が 40 ％

ほ どで あ っ た ．残 りは 親子 間 の 取引金額が 大 き くない の で
， 時期 尚早 で ある

，
ま た は 自社

の 現 在 の 移転 価格 設定 は 問題 な い と信 ず る の で
， あ えて 今 ， 調査 す る まで の こ とは な い

，

との 回答，そ して ，無 回答 で あ っ た ．移転価格の 自発的調 査 の 内容 に つ い て は質 問 して い

な い の で
， そ の 内容が 実際の 税務 当局の 調査 に 有効 な立証資料 とな りうる もの か ど うか は

不 明 で あ っ た．過去 に 実 際 に移 転 価 格 の 税 務 調査 を受 け た こ との あ る会 社 は少 な く と も何

らか の 移 転価 格 分析 調査 を行 っ た はず で あ る． こ の ア ン ケー トで 分 か っ た こ とは ， 大会 社 ，

中規模会社 を問わず ， こ れ か ら実施 しよ うと考 え て い る企 業が 多 い とい うこ とで あ っ た．

4．2　移転価格算定方法 に 内在する困難性

　移転価格税制の 対 象とな る 取引 は 棚卸資産 ， 有形 固 定資 産 ， 無 形固定 資産 ， 役務 ， 金銭

の 貸借 な ど広 範囲 に及 ぶ ．各国 の 移 転 価 格 税 制 の 基 本 は
， 第三者 間 の 取 引 が あ っ た と仮 定

した 場合 に成立 す る で あ ろ う価格 （ア ーム ズ レ ン グ ス 価格） を追 求す る こ と で あ る ．そ の

算定 方法 は （1）独 立価格比準法 ， （2）再販売価格基準法 ， （3）原価基準法 ，（4）利益 分

割法 また は 資産収益 法な どの 第四 の 方法 に 通常区 分 され る ．企 業の 置か れ た 状況 を吟味 し

て 最適 な算定方法 を選 択 す る ， こ れ ら の 方法 は
， 米 国 の 税法 482 条 の 施行規 則 に詳細 に説

明 さ れ て い る の で ， こ こで は 詳細 に触 れ ない ．
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　 グ ロ ーバ ル 企 業 の 現 状 を見 る と ， 海外 の 市場 は そ の 国に 有す る子会社 を総代 理 店 と して

販売す る ケ ース が ほ とん どで ある ． もし ， 子 会社 の 他 に 資本系列 に ない 独立 した 代理 店 へ

も同 じまた は類 似 の 製 品 を卸 して い る の で あ れ ば
， 子会社 へ の 価 格 は そ の 独立 代理 店へ の

価 格 と比 較 され る 可 能 性 は 強 い が ， そ れ ぞ れ の 代理 店 と して の役 割，機 能が そ れ ぞ れ の代

理 店で 異 な っ て い る
， また は

， そ れ ぞ れ の 代理 店 に対す る親 会社 の 機能が異 な れ ば単純 に

そ れ ぞ れ の 代理 店 へ の 製品価 格だ け を比 較 し て も， 関 連 者 間の 移転 価格 の 妥 当性 は 適 切 に

立証 で きた こ とに は な らな い ．

　現実 に は子会社が そ の 国の 市場 で の 独 占的に 販売権 を有す る ケ
ー

ス が ほ とん どで
， そ の

ような場 合 に は親 子 間取引 に つ い て 市場原 理が 働 くとは考 え られ な い ． したが っ て
， 資本

系 列 に属 さず独立 して 類似 の 事業 を行 う，そ して ，規 模 も類似 す る第三 者 の 企 業 ，
い わ ゆ

る 「比 較対象企 業 （comparable 　enterprise ＞」 と して最適 な もの を選定 し，そ の 売上 利益

率 ，営業利益 率，総資産利益率 な どの 利益指標 を子 会社 に当て は め て ， さ らに 比 較 可 能性

を高め る ため に 調整 を加え て
， 親子会社 間の 移転価 格 を算 定する 作業が 必要 と な る ．財務

デ
ー タが 公表され て い る企 業の 中か ら比 較対象企 業 を選択 する こ とが 比較可 能性の 条件で

あ る ．現実の 作業で は 全 く類似 の 比 較対象会社が 見 つ か る こ と は な く，か つ ，その 財務 デ

ー
タの 中 に求め るデ

ー
タが な い 場 合 もあ る ． しか しなが ら ， 現行の 制度 で の 移 転価 格の 算

定 の 根底 に は 自由 な市 場で 成 立す る で あろ う価格 を求め る と い う考え方が あ るの で ，企 業

は 避 けて 通れ な い 作 業 なの で ある ．ア
ーム ズ レ ン グス の 原 則 を離 れ た制度 と し て は

， 売上

高 ， 固定資産額 ， 給与総 額 そ の 他 の 要素の 相対 的割合 を持 っ て 全 世界所得 を按分す る ユ ニ

タ リー
法 ， 特 定の 機 関が発 表す る産 業の 平均利益 率 を適用 す る方式 を採用 して い る 国等あ

り ， そ の 簡便性 の メ リ ッ トは 認 め ら れ る が ， 個 別企 業の 損益 を反 映 しない とい っ た重 大 な

欠点が ある た め 現在で は 米国連邦 ， 日本 とも適正 な方法と して い な い ．

4．3　今後 の企業 の 移転価格 問題 へ の 対処法

　現在 米 国国税庁 ， 財務省は 税収確保 の た め に議 会か ら プ レ ッ シ ャ
ーをか け られ て い る ，

税務当局 も企 業 と同様調査 に 多大の 時間 ， 費用 をか けて い る ．訴訟で 国が 負け る こ と も少

な くな い と い わ れ て い る．そ こ で ， グ ロ
ーバ ル 企 業 は税務調査 を受 ける 前 に税 法規則 に則

り自発 的 に移転 価 格算定方式 を決 定 し，立証 資料 を作 成 して お くこ とが 望 ま しい ．すで に

あ る経 営 管理 資料 が 利 用 で きる か ， まず 調 べ て み た ら よ い ．現 在存在 しない 場合 に は ，作

成で きる よ うシ ス テ ム を開発する 。一
般 的 に こ れ らの 資料 は企 業の 経営管理 の た め に も有

用 で あ り， す で に あ っ て 当然の 資料 で あ る ． こ の 立 証資料が 作成 され て い れ ば 税務調査 に

積極的に対応 で きる こ とに なる ． さ ら に ， 企業 の 移転価格が 妥当 に算 定 され て い る こ とを
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税 務当局 の 確認 を事前 に 求め る手続 き も ， 日本や米 国 な どで 定 め られ て い るの で ， そ の 際

に 提 出 す る 重 要 な資料 と して も利 用 で きる ． 自発 的 な立 証資料 の 作 成 に あ る 程 度 の 時 問 と

費用 はか か る が
， 税務当局の 調杏 が 始 ま っ て か らは じめ て 資料 を作成 し

， 更正 を受けた場

合の 不服 申 し立 て ，訴訟，二 重 課税 の 救済 を求め て 両国協議 の 申 し立 て な ど後追 い に か か

る時間 と費用 に比 べ れ ば ，少額 に抑 え られ る と予想で きる．
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