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論 壇

管理 会 計 に お け る分析 的 手 法 の 意 図 と貢 献

渡邊章好

〈論壇要旨〉

　本稿 で は ， ゲーム 理 論 を応 用 し，実務 の 説明 理論構築を志向 した分析的研究に つ い て，そ の

意図 と，それ が管理会 計の 領城に もた らす貢献を明 らか に する．伝統的に ，こ の よ うな分析的

研 究 と して は エ
ージ ェ ン シ

ー
理 論 を応用 し た研 究が想定 され ，特 に 業績 管理 会 計 に 関連する テ

ー マ を 分析 して きた ．しか し，近 年，戦略管理 会計 ，特に ポ ジ シ ョ ニ ン グ ・ア プ ロ
ー

チ の よ う

に 市場 にお け る企業間 の 関係 を対象 とす る テ ー
マ が増 えて きた が，こ の よ うなテ ー

マ の 分析 に

は 産業組織論 の 応 用 が有用で ある．そ し て ，い ずれ に せ よ，分析的研 究は ，伝統的知 見の 拡充

を意 図 してお り，管理 会計教育へ の 貢献を第
一

に考 えて い る と言 える ．また，革新的 な技法 を

提供す る こ とや ， 業績 を改善するた め の 方策 を示す こ と は ない が，分析的研 究 は 教育 を通 した

実務 へ 貢献 も重視し て い る．さらに，分析的研 究が実務 との 関連 を強め る た めに ，それ以外 の

研 究方 法 と の 連携を重 視 しなけれ ばな らず，そ の 点 に も言及す る。
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Aim 　an “Contribu重ion　of 　Analytical　Management 　Accounting　Rese劉rch

Fumiyoshi　Watanabe

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Abstract

This　paper　exphcates 　the　aim 　ofanalytical 　research 　that　applies 　game　theory　and 　develops 　the 　exp 】ana −

tory　theory　ofmanagement 　accounting 　practice　and 　the　contribution 　this　style　of　research 　brings　to　the

field　of　management 　accounting ．　There　 are 　two　types　of　the　analytical 　research ； the　one 　based　on

agency 　theory　examines 　the　issues　related 　to　performance　evaluation 　within 　an 　organization 　and 　the

other 　based　on 　industrial　organization 　does　the　ones 　relat 巳d　to　th巳 inter−corporate 　relationship
，
　collec −

tively　called 　strategic 　management 　accounting ．　These　studies 　aim 重o 　sophisticate 　the　conventional 　wis ．

dom 　of 　management 　accounting 　and 　contribute 　to　the　developmcnt　of　management 　accounting 　educa
−

tion．　ln　addition ，　they　are 　expected 　to　improve　management 　accounting 　practice　through　the　contribu −

tion　to　education ．　Also
，
　to　strength 　the　contr ｛bution　ofthe 　analytical 　research 　to　practice，　it　is　required

to　co 】laborate　with 　other 　approaches ：case 　study ，　positive　research ，　and 　experimental 　rcsearch ．
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1． は じ め に

　本稿で は ， ゲ
ーム 理 論 ， 特に非協 力ゲーム 理 論 を応用 した 管理 会計 の 分析的研 究が ど の よ う

な 意図 の 下 に 行われ て い る の か ， ま た，研 究 の み な らず教育や実務も含め た管理 会計 の 領域 に

どの よ うな貢献 をも たら し得る の か を明 らか に す る．管理 会計 の 領域で は ， 経済学の 手 法を取

り入 れ た研究 は経済学的 ア プ ロ ーチ と呼ば れ てお り ， 本項 が対 象 とす る分析的研 究 も経 済学的

ア プ ロ ーチ に含め られ る．つ ま り ， 経済学的ア プ ロ ーチ は本稿が対 象 とす る分析的研 究 よ り広

い 概 念で あ り，必ず し も両者 は
一

致 しな い ．ま た，分 析的研究 と呼ばれ る研究に も，その 目的

に 応 じて 2 つ の タイ プに分 類 され る ．そ の た め ，本稿が 対象 とす る分析 的研 究 の 特 徴を明確に

す るた め に
， まずは ，経済学的 ア プ ロ ーチ や 分析 的研 究に つ い て 整理 し て お くこ とに した い ．

　経済学 的ア プ ロ
ー

チ の 歴 史をサーベ イ し た 文献 に 拠れば （e．g．　Brornwich，　2007），20世 紀 の 初

頭 に経済学者 に よっ て 行 われ た原価計算の 計 算構 造 に関す る研 究が，経 済学 的ア プ ロ ーチ の 起

源 とみ な され て い る ，そ の 後 ，
オ ペ レ ーシ ョ ン ズ ・リ サ ーチや フ ァ イ ナ ン ス と い っ た 隣接諸 科

学 の 成果 を取 り入れ ，経営者や 管理 者 の 意思決定 に有用 な情報 を提 供す るた め の 管理 会計技法

が 開発 され て きた ．した が っ て ，本 質的に 経済学的ア プ ロ ーチ に よ る管理会計研 究 とは，意思

決 定 に 有用 な情報を提 供 す る た め の 技法 を開 発す る研 究で あ っ た と言 え る ．

　そ の 後，情報経済学の 成果 を取 り入れ ，不 確実性 が導入 され る よ うにな る．また，ほ ぼ同時

期 に ， ゲ
ーム 理 論 ， 特 に 協力ゲーム 理論 に 関す る成果 を取 り入れ ， 共通 費配賦 の 精緻化 を追 求

し た 研 究 も進 展 す る ．強 い て 言 えば， こ れ らの 研 究 も t それ 以前の 研 究 と同様 ，意思 決 定 に 有

用 な情報 を作成す る こ とに 主眼 を置 い た技 法 開 発 型 の 研 究 で ある．これ に対 し，同 じ く情報経

済学や ゲーム 理論 ， 特に 非協カ ゲー ム 理論 の 成果 を取 り入 れ た エ ージ ェ ン シ ー理論 が生み 出 さ

れ ，そ し て ，1970 年代末 か ら エ
ー

ジ ェ ン シ
ー

理 論 を応用 した管理 会計研 究が進展す る．さらに

は ，ほ ぼ同時期 に，計量経済学 の 手 法に 基 づ い た実証研 究 も会計学の 分野で 進 展 し始 め る．

　以上 が経済学的 ア プ ロ
ー

チ に 関す る歴 史 の 概 略 で あ り，管理 会計の 領域 で は ，こ こ ま で に 見

た研 究の うち実証研 究 以外 の 研 究 ス タイ ル が 分析 的研 究 と呼 ばれ る こ ともある．なお ，最後 の

局面 に て現 れ た非協カ ゲーム 理論 の 成果 を取 り入れ た分析 的研 究は ， それ 以前 の 技法開発型 研

究 と は 性 質を異に す る ．つ ま り，分析的研 究は ，技法開発型研 究 と非協力ゲーム 理 論 を応用 し

た研究に 大別 され る．そ して ，技法 開発 型 研 究は ま だ存在 しない 革新的な技法を提示 しよ うと

す る の に 対 し ， 非協力ゲー ム 理 論 を応用 し た研究は現実に 存在 す る実 務が なぜ 機 能 し て い る の

か を解明 し よ うとす る 点に 特徴が ある．そ の ため，後者 の 分析 的研 究は実務の 説 明理 論構築型

研 究 と言 える．そ し て ，本稿 で は ，こ の 説 明理 論構 築型 の 分 析 的研 究に焦点を 当て る．以 下 ，

本稿 にお い て 分析 的研 究 と 言 う場合 ， そ れ は ， 非 協力 ゲー
ム 理 論 を応 用 した説明理 論構築型 の

分析 的 手 法 に よる管理 会計研 究を指す．

　本稿 の 構成は 以下の 通 りで あ る ．第 2 節で は ， 分析 的研 究の 意図 を代表 的な 2 つ の 研 究を通

して紹介す る．そ し て ，第 3 節で は ，分析 的研 究が 管理会 計 の 領域 に もた らす貢献 に つ い て ，

第 4 節 で は ，管理 会計 の 領 域で は 主流で あるケー
ス

・ス タデ ィや実証研究 ， あるい は ， 実験研

究 との 間に 分析的研究は どの よ うな連携 が 可 能 で あ る の か を考 察す る．
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2． 分析的研 究 の 意図

2．1 エ ー ジ ェ ン シ
ー

理 論 を応用 した 研 究

　本 項で は，Christensen，　Feltham，　and 　Wu （2003） （以下，　 CFW ，）の 概要 を簡 潔に述 べ っ っ ，エ

ージ ェ ン シ ー
理論 を応用 し た研究 の 特徴 を概観 す る ，エ

ージ ェ ン シ ー
理 論 は

， そ の 名 の 通 りエ

ージ ェ ン シ
ー関係 に あるプ レー

ヤ
ー間の 行動 を分析す る ツ

ー
ル であ り，プ リ ン シ パ ル ・エ

ージ

ェ ン ト
・モ デル を用 い ， プ リ ン シ パ ル ・エ ー

ジ ェ ン ト間 の 利 害の 対立 と情報の 非対称性 と い う

エ ージ ェ ン シ ー問題 を前提 とす る．そ し て ，管理 会計 の 研 究 に 応用 され る場 合 t 通 常 ， 経営者

（本 社または企業全体）をプ リン シ パ ル ，管理者 （事業部 ま た は部門） をエ
ージ ェ ン トと し，

情報優位 な立場を戦略的に利用 して機会主義的行動 を とる管理 者に 経営者 の 選 好す る報告や行

動 を選 択 させ る予算編成方法や業績評価方 法を模 索す るわ け で ある．なお ，こ の よ うな予 算編

成方 法 な り業績評価方法は最適契約 と呼 ばれ る．

　CFW は ， 残余利益 に よっ て リス ク回避的 な事業部長 の 業績を評価する ケ
ース を想 定 して い る ．

そ し て ，残余利 益 を計 算す る た め に は 事前 に 資本 コ ス ト率 を設 定 しなけれ ばな らな い が ，最適

契約 の 設 計 を可 能 とす る資本 コ ス ト率 を特徴づ け る点に 焦点を 当て て い る．CFW の タイ ミ ン グ

は以 下の 通 りで あ る．まず ，事業部長 は次期の 予 想投資収益 率を私的 に 観察 し ， 予 想 投 資収益

率に 基 づ い て ， 本社 に次期 の 投資額を要求す る．そ して ， 期 首 に資本 が 投下 され ， 期 中に 事業

部長 が努力 する こ と で ， 期末 に投資に よ る成果 （会計上 の 利益 ） が 実現 し ， そ の 成果 か ら資本

コ ス トを控除 した残余利益 を求 め ， それ に応 じて本社は 事業部長に 報酬 を支払 う．つ ま り，成

果は 事業部 長 の 努 力 と投資水 準 に よる加 法 分離型 の 関数，成果＝努力 ＋ 実際投資収 益率 × 投資

額 ，となる．なお ，CFW は契約締結後 に 本社が事業部長の 努力 を観 察で き ない モ ラ ル
・

ハ ザー

ド型 の 研究で あ り，
モ ラル ・ハ ザー

ド型 の 研 究で は エ ージ ェ ン トの 努力 と成 果 の 間 に不確 実性

が 生 じるが ， CFW は予想投資収益率 と実 際投資収 益率 ， 換言すれ ば，事前に観 察 した予測情報

と事 後に 実現す る成果 と の 間 に生 じる不 確 実性 に 焦点 を 当て て い るた め ， 事業部長 の 努力に 関

する不確 実性 を排除 して い る ．す なわ ち ， CFW では ， 事業部 長 が 努力 し て も失敗す る 可 能性 は

ない ．た だ し，CFW にお い て 事業部長の 努 力 が捨象で き る要 因 となるわ けで は な く，や は り，

多く の モ ラ ル ・
ハ ザー ド型研究 と同様 ， 事業部長の 効用が 確実性等価 〔確 実同値額 ） に よ っ て

求め られ る ため ， 事業部長 の 努 カ コ ス トが分析を進 め る上 で 必 要 となる．

　事 業部長 は こ の
一

連 の 流れ を予 想 した 上 で ，自身の 効用 を最大化 す る投 資額 を本社に要 求す

る．投資額 の 決定 に 影響を及 ぼす 要 因 の 1 つ は予 想投資収益率だ が
，

こ れ は外 生 変数で あ る．

事業部長 の 操作 変数 と し て は 努 力水 準 の 選 択 が あ げ られ るが ，事業部長の 努力 に 不 確実性 は生

じな い た め，事業部 長 は観 察 した予 想投資収益率に 関係 な く常に最善 の 努力をす る．っ ま り，

い か な る場 合で あ っ て も努力 コ ス トは
一

定 とな る，それ を前提 と し た上 で ，実際投資収 益率 は

予 想投資収 益 率 か ら乖離す る 可 能 性 が あ る た め予 想投資収益率 と成果 と の 不確 実性 を踏ま え っ

っ ，本社が 決め た報酬 算定方式に 沿 っ て 自身の 報酬 が最大 化 され る投資額 を決 め るわ けで ある ．

その た め ， 事業部長 は本社が 決め る報酬 算定方式 に 反応す る オ ー トマ トン となる．

　本社は 事業 部 長 の こ の
一

連の 反応 を予 想 した上 で ， 成果 が 最大化 され る投資水 準を事業部長

に選 択 させ る こ との で き る報酬算定方式 を決 定 し ， それ を事 業部長 に提 示 す る．報酬は 残余利

益 （＝ 成果一投資額 × 資本 コ ス ト率） の
一

部で あ る ．こ の うち，本 社に と っ て の 操作変数は 資
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本 コ ス ト率の み で ある．つ ま り，本 社は 資本 コ ス ト率を変動 させ る こ とで 成果 を最 大 化 させ よ

うとす る． しか し ， そ の た め に は 事業部長 に よ る投資額 の 要求 と努力 が必要で あ り，努力は 常

に 一定で あ るこ とか ら，本社 は事業部長 に成果を最 大化 させる 投資額 を要求 させ よ うとす るわ

け で あ る．一
方 ，事業部長 に と っ て は ，投資額は 資本 コ ス トを経 て 自身の 報酬 を減少 させ る要

因 となる こ とか ら ， 報酬 を最 大化 させ よ う とす る事業部長が 必 ずしも成果を最大化す る投資額

を要求す る とは限 らな い ．そ こ で ，本社 に と っ て 唯
一

の 操作変数で ある資本 コ ス ト率 を変動 さ

せ る こ とで ，本社 は事業部長 に成果 を最大化 させ る投資額 を決 め させ よ うとす るわ け で あ る．

正 確 に 言 えば，事業部長 は 自身の 報酬 を最大化 させ る べ く投資額 を決 めて い るが ， そ の 投資額

は結果 として 成果 の 最大化 に もつ なが っ て い るわけであ る．

　 こ う した設定 の 下 ， CFW は，最適契約の 設計を可能 とす る資本 コ ス ト率を特徴づ け るた め の

分析 を進 めて い る．そ して ，
い くつ か の 結果が得 られ て は い る が，主要な結果は，最 適契約 の

設計を 可能 とす る資本 コ ス ト率 は 加 重平均 資本 コ ス ト率を 下回 る ， とな る ．こ の 理 由 を直観的

に 述 べ れ ば以下の 通 りで あ る，加重平均資本 コ ス ト率は事 業部長 よ りも高い リス クに 耐え られ

る株主 の 期待収益率 が織 り込まれ て お り，株 主の よ うに 自由に投資先 を変 更で きるわ け で は な

い 事業部長に と っ て 加 重平均資本 コ ス ト率は ハ
ー

ドル が高 くな る．そ の た め， リス ク 回避的な

事業部長 は投資水準を抑 え，その 結果，投 資か ら得 られ る利益 も減少する ため企業に機会損失

が 生 じ る ．こ の 問題 を回避 し ，事業部長 に最適 な投資水準 を選 択 させ るた め に は ，事 業部長の

業績評価指標 と し て 用い る残余利益 を計算す る際 の 資本 コ ス ト率 は 加 重平均資本 コ ス ト率 よ り

も低 く した方が よ い ．た だ し ， こ うす るこ と で ，事業部長 へ の 報酬が増 え ， そ の 分，企 業の 利

得 も減少す るわ けで あ る か ら ，
こ の トレ

ー
ド ・オ フ も加 味 して 資本 コ ス ト率 を設 定 しなけれ ば

な らない ．これ が CFW の 主要 な結論 で あ る．

　 こ の よ うに エ
ー

ジ ェ ン シ ー
理 論 を応用 した研 究の 多 くは ， あ る方 法 に よ っ て 予算編成や業績

評価 を行 う場合，ど の よ うな結果が もた ら され るか を演繹的に 推 論す る ，そ して ，そ の 際 ， 調

査 対象要 因 とそ こか らもたれ され る結果の 関係の み に焦点 を当て る た め，調査対象以 外 の 要 因

が 結果 に影響 を及 ぼす可能性 を捨象す るわ けで ある．例え ば ， CFW で は ，資本 コ ス ト率と事業

部長 が本社に 要求す る投資額 との 関係 に焦点 を 当 て て い る が ，資本 コ ス ト率が 変動 した ら投資

額 は どの よ うな影響 を受け る の か と い う関 係 を分析す る た め に は ，こ れ ら 2 変数以 外 の 要因を

固定 しな けれ ば な らな い ．その た め ，通 常 の モ ラル ・ハ ザー
ド型研 究 に て 仮定 され る エ ージ ェ

ン トの 努力 と成 果 との 間に生 じる不確 実性 を排除 し て い る の で ある ．また ，人間 の 心 理 は 常に

移 ろ い 易 く ， 時に非合理 的で あ り ， そ うした 心理 が人間の 行動や意思決定に影響 を及 ぼ し て い

る ．しか しなが ら ， そ の よ うな 心 理 的な影響 も排除 しな けれ ば ， 純粋 に こ れ ら 2 変数 の 関係 を

分析す る こ とは で きない ．そ の た め ， 事 業部長は 自身の 効用最 大化 とい う経 済的合理 性 の み を

追求す る と仮 定せ ざるを得 な い の で あ る
1
．

　CFW の 意図は 以 下 の 点 に 求 め られ る
2
．資本 コ ス ト率は ， 事業部長 の 業績評価指標 を残 余利

益 とす る場合 の み な らず，設備 投資 の 意思 決 定 にお ける割引率 とし て など様 々 な局 面 に て 用 い

られ て い る．そ して ， 多 くの 教科 書は，こ の 様 々 な局面 にて 用 い られ る 資本 コ ス ト率 に つ い て ，

まず は加重 平均 資本 コ ス ト率 の 使用 を勧 め て い る，し か し，そ の
一方 で ，加 重平均資本 コ ス ト

率 を用い るこ とに よる問題点 を指摘 して い る教科書 は少 な い ．こ の 点 が CFW の 問題 意識 とな

1
非現実的 な モ デル を組む こ との 意義に つ い て は Christensen（2011）も参照 され た い ．

2CFW
を執筆す るに至 っ た経緯 に つ い て は Feltham（2005）も参照 され た い ．
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っ て い る ．そ し て ， リス ク 回 避的 な事業部長 の 業 績を残 余利 益 に よ っ て評価する場合，加重平

均資本 コ ス ト率 を使用す る こ とで企 業 に機会損失 が生 じる恐れがあ る点を指摘 し，それまで の

教科 書 の 内容をよ り豊か な もの とす る こ とを意図 し て い るの で あ る ． こ の よ うに エ
ージ ェ ン シ

ー理 論 を応 用 した研 究は，特に 業績管理 会計に関す るテ
ー

マ に つ い て ，多くの 管理会計 の 教科

書に て共通 し て 記載 され て い る伝統 的 知 見の 拡 充 を意図 して い る の で あ る．

2．2 産 業組織論 を応用 した 管理 会計研 究

　管理会計に戦略的思考を 取 り入 れ る こ と の 重要性 が謳 われて 久 し く，戦略管理会計 〔戦略的

管理 会計 ） と呼 ばれ る領域が確立 し つ つ あ る．そ の 内容 は多岐 に わ た る が
，

ポ ジ シ ョ ニ ン グ ・

ア プ ロ ーチ を ベ ース と し，市場 にお い て 競争優位 を獲得す る管理会 計情報の 活 用 方 法が戦略管

理 会計 の 主要 なテ
ー

マ とな っ て い る，そ して ，こ の よ うな テ
ー

マ の 分析 には産業組 織論 （新 し

い 産業組織論）の 応用が 有用 で あ る と考 え られ る．そ こ で 本項 で は ，産業組織論 を応 用 した代

表的 な研 究 の 1 つ で あ る Arya
，
　Mittendorf

，
　and 　Sappington（2008） （以 下，　 AMS ．） の 概 要 を簡潔

に述 べ つ っ ，産 業組織論を応用 した研 究 の 特徴 を概観す る．

　AMS は 自製か購入 か の 意思決定問題 に 新規参入 の 脅威 を加味 した 研 究で あ る．　 AMS の 設 定

を簡潔に 述 べ る と以下 の 通 りで あ る．現 在，ある企 業 （企 業 1） が あ る製品 （製品 X ） を販売

して お り ， そ の 販 売が好調 で あ る こ とか ら，競合他 社 （企業 2）が 製 品 X 市場 へ の 参入 を検討

して い る．製品 X を生産 す るた め に は専用 の 部 品 （部品 x） が欠 かせ ず，企 業 1 は部 品 x をサ

プ ライ ヤ
ー （S 社）か ら購入 し て い る ，な お，部 品 x は企業 1 が 自製可 能で ある もの の ，そ の

生産 に は相応の 技術が必 要 で あ り，企業 1は S 社に 支払 っ て い る購入 価格 を 下回 る差 額原価 に

て 部 品 x を生 産 する こ と は で き な い ．ま た ，S 社 以 外 に 部品 x を 現 行 の 価 格 に て 生産 す る 技 術

を備 えた企業は な く，現時 点 で ，部品 x の 価格交渉力は S社 に あ り，部品 x の 市場は S 社 の 独

占状態 とな っ て い る ，そ し て ， S 社 には 部品 x の 余剰生 産 能力 は な く ， 生 産能 力 を拡 張す る設

備投資も検討 して い ない ．さらに ，現時点 で は ， 企 業 1の み が 製品 X を販 売 し て い る こ と か ら，

部品 x の 需 要 は 企業 1 に し か ない ．

　企業 2 が製品 X を生産 す るた め に は部品 x を調達す る必要が あ るが ， 企 業 2 に は部 品 x を生

産す る技術 はな く ， ま た
，
上 述の 理 由 に よ り ， 部品 x は S 社以 外か ら調達す る こ とは で きな い ．

そ こ で ，企 業 2 は S 社に部 品 x の 購入 を打診す る．部品 x の 需要 が増 した た め ，S 社 の 価格交

渉力 は 強ま り，S 社 は企 業 1 に 部品 x の 価 格 を引 き上げ る と通 達 し て きた ．なお ，　 S 社 が 新た

に提示 し た価格 は ， 企業 1 が 自製 し た 場合 の 差 額原価 を上回 っ て い る，また ，企 業 1 は 企業 2

が 製品 X 市場 へ の 参入 を検討 してお り，S社 に部 品 x の 購入 を打診 した こ とを知 っ て い る．

　こ う した状況 の 下 ，AMS は ，企 業 1は 部 品 x の 新 し い 購入 価格を 受け入 れ る べ き か否 か 分析

し て い る ．そ して ，い くつ か の 結果が 得 られ て は い るが ，主要な結果は ，新 しい 購入 価格が差

額原価 を上 回 っ て い る と し て も，その 価 格に て 購入 す べ き ，となる．こ の 理 由を直観 的に 述 ぺ

れ ば以下 の 通 りであ る．企 業 1 は新 しい 購入価格 よ りも安 く部品 x を 自製 で き るた め ， 部 品 x

を自製す る か購入 す る か とい う局面 だ け をみれ ば ， 新価格 を拒否 し て 自製案 を選択す る方が経

済的 で あ る ．しか し ， 企 業 1 が新価格を拒否す る と ， S 社 は企 業 2 へ 部 品 x を販 売す る． し か

し ，
こ の 時点で は ，S 社 は 企業 1 に 提示 し た新価格で 部 品 x を企 業 2 に 販売 で きな い ．なぜな

ら，部品 x は製品 X の 生産以外 に 使 うこ とは で きず ，企 業 1 が そ の 購 入 を拒否すれ ば，部品 x

の 需要 は企業 2 以外 に な く ， S 社 の 価格交渉力は
一気 に 低下する か らで あ る ．そ の た め

，
　 S 社

は企業 2 に対 して は従来通 り の 価格 に て 販 売 せ ざる を得な い ．現実 に は ，こ の よ うな 局面 に 陥
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っ た場 合 ，
コ ス ト割れ の 価格に て販 売す る企 業 もある が，分析 上 ，

AMS で は ，　 S 社 は 従 来通 り

の 価格 に て 部品 x を企 業 2 に 販 売 す る と仮 定 して い る ．

　企 業 2 が 部品 x を S 社 か ら調 達 し ，製品 X を販 売す る場 合，製 品 X の 市場は企業 1 と企業 2

に 二 分 され る．なお ， AMS で は ， 各 企 業 の ブ ラ ン ドな ど の 要 因 は 無視 し，い ずれ の 企 業で あ っ

て も製 品 X の 販売価格 は等 しく，両企 業が製 品 X 市場に 存在す る場合，各企 業の 販 売量 も等 し

くな ると仮定 して い る，そ の 結果 ， 企業 2 が製品 X 市揚に 参入すれ ば ， 各企 業 の 製品 X に よ る

売上 高は等 しくなる．一方，企 業 1は 部品 x を 自製す る が
， そ の コ ス トは 企 業 2 が 支払 う部 品

x の 購入価格 を上回 る．なお ， 各企業 の 生 産能力 な どの 要因 は無視 し，い ずれ の 企 業 で あ っ て

も固 定費 は等 しい とす る．その 結果 ， 製 品 X に よ る貢 献利 益 は 企業 2 の 方 が 大 きくな る．した

が っ て ，企 業 1 は差 額原価 を上 回 る新価格 を拒否 す る こ と に よ り ，単位 当た り貢献利益は 新価

格 を受け入 れ る場合 を上 回 るもの の ，販売量 が 半減す る こ とで ，却 っ て ，利益 を失 う結果を招

く こ とに なる．しか も，製 品 X に限 っ た 場 合，企業 1 の 業績は 企業 2 に業績 よ り劣 り，今後の

競争 にて 不利 な立場 に 立 たされ る ．

　 当然，企業 1 は ，部品 x の 新価格 を拒否 した場 合 に生 じる上記 の シ ナ リオ を予測す る こ とが

で き る．そ して，企 業 2 の 参入 を食い 止 め るた め に ， 差額原価 を上 回 る価 格 で あ っ て も部品 x

を買い 占め た方 が結果 的には経 済的な選択 とな る．ただ し ， 無条件 に 差額原価 を上回 る新価格

を受 け入 れ る べ きで は な く，企 業 1 に とっ て 経 済的 な S 社 へ の 支払額 に は 上限 が ある ．そ の 上

限 とは，新価格を受 け入れ製品 X 市場 を独 占する場合の 利 益 と新価格 を拒 否 し て 製品 X 市場 を

企 業 2 と二 分す る場 合 の 利 益 を 無 差 別 にす る金 額 とな る．すなわ ち，新価格 を拒 否 し た 場合 に

予 想 され る逸 失利益に 相当す る金 額ま で は，部品 x を 買 い 占め る た め に S社 へ の 支払 額を増や

す こ とに経済的な意味が ある と言え る．

　 競合他社 の み な らず，サプライ ヤ
ーや新規参入 企業 も含 めた フ ァ イブ ・ フ ォ

ー
ス の 関係 は必

ず し もエ
ージ ェ ン シー関係に あ るわ け で は な い ．そ の た め ，エ

ー
ジ ェ ン シ

ー
関係 に な い プ レ ー

ヤ ーの 行動 を エ
ージ ェ ン シ

ー
理 論 の 形 式に 沿 っ て分析 して も ， 形 式的 な定式化 は 可能 で あ るが ，

経 済的に 意味 の あ る 結 果 を導出す る こ と は 期 待 で き な い ．管理 会計 の 分析 的研 究 と言 えば ，
エ

ージ ェ ン シ ー
理 論を応用 し た組織内部の 問題 に 関す る研 究が多数 を占め て きた． し か し，管理

会計 の テ ーマ も ， 組織内 部 の 問題 か ら市場 に お け る企 業 間 の 問 題 へ と広 が りを見 せ
， そ れ が 戦

略管理会 計 とし て 確 立 し つ つ あ る．そ して ，こ の よ うな 問題 を 考察 し，経 済的 に意味 の あ る結

果 を導出す るた め に は，エ ージ ェ ン シ ー理論 以外 の ツ ール を応用す る必 要が あ る．その 1 っ の

可能性 と して ， 産 業組 織論 の 分 析 手 法を取 り入れ る こ とが 考え られ る．

　 AMS の 意図 も CFW の それ と類似 し て い る．や は り，多く の 教科書 では ，自製 か購入 か の 意

思 決 定に 際 して ， 購 入す る場合 に サプ ライ ヤ
ー へ 支払 う価 格 と自製す る場合に 追加 的 に 発 生す

る 原価 を 比 較 し ，
い ずれ か低 い 方 を選 択す べ きで あ る と述 べ て い る が ，そ こ に 終 始 し て い る．

しか しなが ら，こ の よ うな説明が成立 しな い 状況 も現実 に は存在す るわ け で あ り，AMS は ，新

規参入 の 脅威 を織 り交ぜ つ つ
， そ の 点を強調 す る意図 を持 っ て い る．そ し て ，新規参 入 の 脅威

が あ る状況 を想定 し た 場合，従来 の 教科書 に て 説明 され て い る 内容が い か に変化 す るか 明 らか

にす る こ とを意図 し て い るわ けで あ る ．こ の よ うに ，
エ
ー

ジ ェ ン シ
ー

理論 を応 用 した研 究 で あ

れ ，産 業組織論を応 用 した研 究 で あれ ， 説明理 論構築型 の 分析的研 究は
， 伝統的知見 の 拡 充を

意 図 し て い る と言 うこ とが で き る ．
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3． 分析的研究に よ る貢献

　研 究を行 う上 で 重要 な要 因 は独創性 で あ る．そ して ，独創性 を示 す ため に は ，少な く と も，

同様 の テ ー
マ を対象 と し同様の 研 究手 法 に 基 づ く他の 研究 と の 違い を示 す 必要が あ る ．そ の た

め ， 研究に よる貢献 と して は ， まず は ， 同種 の 研 究群 にて既 に 明 らか とな っ て い る知 識 に何 ら

か の 新た な知 識 を加 え る こ と とな る ．こ の 点 に 加 え ，優れ た 管理 会 計 の 分 析的研 究 は ，管理 会

計教育，それ も ， 博士 課 程 の 学生 に対 して行 われ る研 究者養成 の ため の 教育の み な らず ， 学部

生 ， または ，ビ ジネ ス ・ス ク
ー

ル や ア カ ウン テ ィ ン グ ・ス ク
ー

ル の 学生 に 対 して 行 われ る標 準

的な教育の 発 展 に も貢献す る可能性 を有 して い る
ユ

．そ して，CFW や AMS は ，こ の 点 にお い て

も特に優れ た研究で ある．そ こ で ，CFW や AMS を 土台 と して ，分析的研 究が 管理 会 計教育に

い か な る貢献を もた らす可能性が あ る の か を明 らか にす る．

　CFW や AMS は 従来 の 教科書を批 判す る意図 を持 っ て 執筆 され たわ け で は ない ．教科書 の 役

割 は ，特に管理 会計 を初め て学ぶ学生や 実務家に対 して ，
一

般的 な状況を簡潔に 解説す る こ と

で あ り ， CFW や AMS が 想定 し て い るよ うな 特殊 な状況を網羅的 に解説す る こ とで は な い ，残

余利 益 を学ぶ 箇所 に て ， リス ク回避 的な事業部長が どの よ うな投資選 択行動 を選択す る か を

延 々 と解説 し た の で は ，最 も重要な資本 コ ス トの 概念 に っ い て 理 解 が進ま な くな る．あ る い は ，

自製 か購入か の 意思決定に つ い て学ぶ 箇所 に て ，常 に存在す る とも言えない 新規参入 の 脅威 を

最初 か ら念頭に置 い て 学習 し た の で は ，最 も重要な 固定費 の 扱 い に つ い て 理 解が 進ま な くな る．

教科書 には 教科書 と して の 役割 が あ り，そ れ らは
．管理 会計 の 教育 に大い に機 能 して い る．

　 し か し ，管理 会計は 実 学 で あ る 以 上 ，現 実 に 生 じ る問題 に 的確 に 対応 し な け れ ばな ら な い ．

そ し て ，現実に 生 じる問題 は教科書や 講義に て想定 され て い る よ うな単純 な状況ばか りで は な

い ．っ ま り，教科書や 講義 を通 して学ん だ内容 を機械 的に 適用す る の で は な く，現実 の 問題 に

対応 させ る応 用力 も求め られ るわ け で あ る ．そ して ， こ の よ うな応用 力 を養成す る 上 で ，分 析

的 な手 法に よ っ て 書か れ た論文を読む こ とに 意義が あ る．分析的研 究 は ， まず管理 会計 の 教育 ，

特 に教科書 を
一

通 り学び ， 基礎 的な内容 を理解 した 学生や 実務家 に 対 し ，よ り現 実に 即 した 問

題 の 解決に 対応 で き る よ うな応 用 力 を養成 す る教育 に 対 し て 貢献す る と期待 で きる わ けで ある ．

　分析的手法に よ っ て 書かれ た論文 を読み ，抽象的 なモ デル を理 解す るた め には ，様 々 な要 因

間 の 因 果関係 を把握 しなけれ ばな らな い ．そ して ，
こ の よ うな教育 を通 し て ， そ れ ま で に 存在

した 問題 へ の 解決 策が 通 用 し な い 問題 や 事 前 に 想 定 す る こ とが 不 可 能な問題，あ る い は ，認識

す る こ とさ え難 し い 問題 を捉 え，そ の 解決策 を探 る能 力を養成す る こ とが 期 待 で き る．さらに ，

実務家や学生 とい う潜在的 な実 務家へ の 教育を 通 し て ，閤接的 な実 務の 改善に も貢 献す る こ と

が期 待 で きる．

　一般 に ，実務に貢献 す る研 究 と して は ，政策提言的な研 究が あ げ られ る ．例 え ば ， 優 良企 業

の 実例 や 危機 に瀕 し た 企業が飛躍的 に 業績を 改善 させ る こ と の で き た 実例 を 示 す研 究や ，そ の

よ うな実例 に 共通 す る要素を抽 出す る研究で あ る．こ れ に 対 し ， 分 析 的研 究は， ミ ク ロ 経済学

な ど の 知識 を前提 と し ， 抽象的な モ デル に よ っ て 表 され て い る た め ， 主 旨 の 把握 に 時間 が か か

3
学術誌 に掲載 され て い る分析的手 法に基 づ く論文の 全 て が 管理 会 計教 育に 貢献す る とは言 い

難 い 点 に は注 意 され た い ．な お ， Demski （2007）は優れ た 分 析的研 究 の 条件 と し て 教育 との っ

なが りをあげて お り ， こ の 点 か らも分析 的な手 法を選 択す る研 究者 が教育 へ の 貢献を 考え て い

る こ とがわか る．
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り，し か も，そ の 主 旨は 要 因間の 因果 関係 を説明 し て い るだ けで ある こ とか ら，何 をすれ ば業

績 が 改善 され る の か と い っ た 実 務家が 最 も関心 を抱 く問題 に 直接的 に答え る こ と は な い ．し か

し な らが ，分析 的研 究 は実 務 へ の 貢献 を度外視 し て い る わ け で は な い ．上述 の よ うに ，教育 へ

の 貢 献を通 して ，実務家自身が 自社 の 直面 す る問題 を的確 に把 握 し ， それ を適切 に解 決する こ

とが で き る能力 の 養成を 目指 して い る の で あ る．

　ただ し，基礎 的な管理 会計の 学習を終 えたばか りの 学生や 時間 に制約 の あ る実務家が 学術誌

に 掲載 され た分析的手法に よ る論文 を独学で 読む こ とは勧 め られ ない ．その よ うな学生や実務

家が 管理 会計に 関す る応用力を養成す るた めに は ， 分析 的手 法 に よ っ て 書かれ た 教科 書を読む

方が よ く，そ の よ うな教科書 と して は ，佐 藤 （1993），佐藤 ・齋藤 （2006）や Demski （1994 ）が

あげ られ る．まずは ， こ の よ うな教科書を読む こ とで ， 応用 力 の 養成と い う管理 会計教育 へ の

貢献 と，そ れ を通 じ た 間接的な 実務 へ の 貢献が期待で きる の で あ る，ま た
， 業績評 価に お け る

会計情報 の 価値 に限 定 して い る が ，Antle　and 　Demski （1988）も，分析的手法 に よ る考え 方を身

に つ け ， か つ
， 管理 会計の 意義 を理 解す る上 で 有用な文献で ある

4
．

4． 他 の 研 究手法 と の 関係

　管理 会計は 実学で ある以 上，実務界 の 動向 を無視す べ き で はな い ．そ し て ，実務界 の 動向 を

把 握す る上 で有用 な研 究方法 が ケ
ー

ス ・ス タデ ィ で あ り実証研究 とな る．分析的研 究が 管理 会

計 の 発 展 に貢献 す るに は，ケ
ー

ス ・ス タデ ィや実証研究 との 連拂が 欠か せ な い ．

　例 えば ，ある実務 を採用 し た こ とで 業績 が好 転 した企 業が ケ
ー

ス ・ス タデ ィ に よ っ て 示 され

た とす る．ケ
ー

ス ・ス タデ ィ の 優位性 は ，こ うし た 事例 の 先進性，お よび ， 実 例に基 づ い て い

る とい う具体性 の 高 さに あ る，しか し，こ の 段階で は ，そ の 実務 と業績 と い う変数 間の 関係 を
一

般 化す る こ とはで きな い ．そ こ で ， 大規模 なデータを収集 し，それ を処理 す る こ とで ，こ の

変 数 間 の 関係 が
一

般 化 され 得る の か を検証 す べ く実証研 究が 行 う必 要 が あ る ，

　実証研 究に よ っ て ，こ の 変数 間 の 相関性 が示 され た とす る．実証 研究 の 優位性 は ， こ うした

現 実 に存在す る変数間 の 関係 を把 握 し ， そ こ か ら何 らか の 法則性 を導 き出す点 に ある．しか し ，

こ の 段 階で は，変数間の 因果関係 ま で 厳密 に 示 された とは言 い 難 い ，そ こ で ， 変数 間 の 関係の

み に着 目 し ，い か なる因 果 関係 がそ こ に存在す る の か を検証 す べ く分析的研究が行 われ るわ け

で あ る．こ の 際 ， 変数 間の 関係 の み に 着 目 し なけれ ばな らな い こ とか ら ， それ 以外 の 要素を捨

象 した モ デル を構 築 し，演繹的な推論 を繰 り返 す こ とに なる ．分析的研 究に お け る モ デル が 非

現 実的に なる の は こ の た めで あ る ．あ る い は ， む しろ ， 非現実的 な モ デ ル で ある か ら こ そ ， 且

に は 見 え な い 現 実に 背後 に 潜む メ カ ニ ズ ム を解明 す る こ とが で き る わ け で あ る．

　分析的研究 に よ っ て ，こ の 変数 間に 何 らか の 因 果 関係 が 示 され た とす る ．そ の 結果 ，当初 の

ケー ス ・ス タデ ィ に て 示 され た ある実務 と業績 との 関係 に つ い て ，

一
般 的 な法 則，お よび，そ

の 因 果 関係 が示 され ， そ の 実務 を採用 す る こ とが 企 業の 業績 を高 め る こ と に つ なが る と言 え る

わ けで あ る．これ は，各研 究手法が連携す る 1 つ の パ タ
ー

ン に 過 ぎな い が，ケー
ス

・
ス タデ ィ ，

4Antle
　and 　Demski （1988）は エ

ー
ジ ェ ン シ ー理 論を応用 した研 究に て 行われ る典型 的な定式化

を数値例 に よ っ て 解説 し て お り，分析的手 法に よ る オ リジナ ル の 研 究 は 行 わ な い も の の ，エ ー

ジ ェ ン シ ー
理 論 を応用 した論文 を 読む 必 要 の あ る研 究者 に と っ て も有意義 な文献 で あ る．
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実証研 究 ， 分析 的研 究 には ， 各 々 の 利 点が あ り，こ れ ら研 究方法が 適切 に 連携 しあ う こ と で ，

新た な知見 が得 られ るわ けで あ る．た だ し ，1 人の 研究者が い ずれ の 研究方法 に も精通す る こ

とは難 しい
S．そ の た め ，今後 は ，各研 究方法 の 研 究者 に よる共 同研 究が 必要 となろ う．

　最後 に，実験研 究 との 連携 に つ い て も言及 し て お く必 要が あ る．1980 年代に は 管理会計 の 分

野で 実験研究は行わ れ お り （e ．g．　Young ，
1985）， そ れ らは 主 と し て 分析 的研 究 の 結果 が 現実 に妥

当 し得 るの か を検証す るこ とを 目的 と して い る．つ ま り，分析的研 究 か ら実験 研 究 へ の 流れ は

古 くか ら存在 して い た わ け で あ る．しか し ， こ う した実験研 究 の 結果 が 分析的研究に反映 され

て い る とは言 い 難 い ．こ の 理 由 として ，初期の 実験研究 は ，被験者 が どの よ うに 行 動 し た か を

示 すの み で あ り，実 験結果 か ら ， どの よ う に モ デ ル を修正 す べ きで ある の か とい うフ ィ
ー

ド
・

バ ッ クが 得難 い か らで ある と考え られ る． し か し，近年，行動経済学の 発展 に よ り ， 人間の 心

理 や 行動に 関す る実験結果か らい くつ か の 理論が 導き出 され て い る．そ し て
， そ う し た理 論を

取 り入れ る形で の 管理会計の 分析的研 究 も行われ っ つ あ る （e．g．　Mittendorf，2006）．そ の た め ，

今後は 行動経済学の 成果 を取 り入れ た 分析 的研 究 も進展 して い く と考 え られ る，

5． む すび

　以上 ，本稿で は ，管理 会計に お け る分析 的手 法の 意図 と貢献 と題 し て ，実務の 説 明理 論構築

を志向 した分析的研 究が どの よ うな意図 を持 っ て 行 われ て い る の か ，ま た ，こ うし た 研 究 は管

理会計 の 発展に ど の よ うに 貢献 し得 る の か に つ い て 明 らか に し た．そ し て ，分析 的手 法以 外 の

研究方法に よ る研 究 と い か な る連携が 期待 され る の か に つ い て も考察 し た ．

　伝 統 的に ， 分析的研 究 と言 う場合，エ ージ ェ ン シ
ー理論を応用 した研 究が 想定 され る ．エ ー

ジ ェ ン シ ー理 論を応 用 した研 究 は ， 予算 管理 や 分権的組織の 管理 と い っ た業績管理 会計に 関す

るテ
ー

マ の 分析に適 し て い る．そ して ，機 会 主義的行 動 を選 択す る事業部な どの 管理者 に ，経

営者 の 選 妊す る行動 な どを選択 させ るた め の 業績評価方法な どを模索す る わ け で あ る ．

　エ
ージ ェ ン シ ー理 論 は プ レ

ー
ヤ
ー

間 の エ
ージ ェ ン シ

ー関係 を前提 と し て い る ．し か し，近年 ，

管理 会計 の 領域に て 発 展 し つ つ あ る 戦略 管理会 計 は 市場 にお け る企業間 の 競争的行動を分析す

る こ と もあ り ， 必ず し もエ ージ ＝ ン シ ー理 論 は ，こ の よ うな 企業間 の 関 係を適切に 分析 で きる

とは 限 らない ．そ こ で ，戦 略 管理会計，特に ポ ジ シ ョ ニ ン グ ・ア プ ロ
ー

チ が対象 とす る テ
ー

マ

を分析す る際 に は ，産業組織論 の 応用が 有用で あ る と考 え られ る．

　い ずれ にせ よ，優 れ た説明理 論構 築型 の 分析 的研 究は ，独 創性 も さ る こ となが ら，管理 会 計

の 領 域に て確立 し て い る教育内 容の 発展 に つ なが る可能性 を有 し て い る。つ ま り，分析的研究

が 管理会 計 の 領域に もた らす第一
に貢献 とは ，管理会計教育 の 発展 に資す る点 に見 出 す こ とが

で きる．な お ，こ こ で の 教育 とは，博士 課 程 の 学生 に 対す る 研究者養成 の ため の 教 育で は な く，

学部上級 生 ，あ る い は ，ビ ジネ ス ・ス ク
ー

ル や ア カ ウ ン テ ィ ン グ ・
ス ク ール とい っ た 修士課程

の 学生 に 対す る標準的な管理会計教育 を指す．また ，説 明理 論 構築 型 の 分 析的研 究 は ，そ の 性

質ゆ え 革新的な実務を 生み 出す こ とはな い ．そ の た め に ，実務に 貢 献 しな い と批判 され るが ，

管理 会計教育 の 発 展を通 し て 実務に 貢献 し得 る の で あ る．

5
近 年 では ，分析的研究 と実証研 究 の 双 方 を取 り入 れ た 研 究 も見 られ る．管理 会計に 関連す る

テ
ー

マ を扱 っ た そ の よ うな研究 と し て は Edcrhof（2010）が あ げ られ る，
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　管理会計研究で あ る以上 ， 分析 的研 究 と い え ども実務 との 関連は重要で あ り，そ の た めに は

他 の 研究方法 に よる研 究 と の 連務 も欠 か せ な い ， し か し なが ら ， 1 人 の 研 究者が分 析 的 研 究 ，

ケ
ース ・ス タデ ィ ，実証 研 究，実験研 究 と い っ た研 究方法に取 り組む こ とは現実的に は難 し い ．

その た め ， 今後は ， 様 々 な研 究方法 の 研 究者 に よる共同研究が 進展 し て い く必要が あろ う．

　わ が 国 で は ，他 の 研 究手 法 に 比 べ 分 析的 手 法に よる研 究が 少 ない ．そ の た め，分析的手 法に

よ る研 究者が 増え る こ とに よ っ て管理 会計 の 発 展 に 寄与す る限界的な効果 は大きい もの と予想

され る．今後は ，他 の 研究手法 の 研 究者 と の 共 同 研 究 は もち ろん の こ と ， 分 析的研 究 を行 う研

究者 の 比 率が 増す こ とで も，管理 会計の 領域全体が 発 展 し て い くもの と期待で きる ．
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