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【研究論文】

経営税務論の 展開
一 企業者職能論 に基 づ く考察 一

関　野 　　　賢

　　　　 （近畿大学）

1　 序 H　経営税務論の 課題

　日本の経営学の 領域で は租税 に関す る研究がほ

とん ど見 られ な い の に 対 して ， ドイ ツ に お い て そ

れは経営税務論 と して確立 して い る 。 そ の 理由に

は次 の こ とが あ る 。 まず，日本で は経営学と会計

学が別の領域で研究 されて い る の に対 して ， ドイ

ツ に お い て 会計 学は計算制度と して 経営学 の
一部

分領域 で 取 り組まれ て い る 。 さ ら に， ドイ ツ の 経

営税務論を専攻す る研究者 は実際に政府 の 税制に

提言を行 う立 場に あ る
。

こ の よ う な理由か ら， ド

イ ツ の 経営学 に お い て 租税 の 問題 が考察され て い

るの で あ る 。 た だ し， そ れ らの 研究 の 多 くは税制

の 説明に終始 して い る。 しか し ， そ こ で は，個別

経済の 観点か ら税制 の分析 ， す な わち企業管理者

の 立場か ら彼 らの 意思決定 へ の 課税 の 影響が論 じ

られな ければ な ら な い 。

　本稿 に お い て は ， まず ドイ ツ に お ける経営税務

論の 歴 史を振 り返 り， そ こ で取 り組まれ て い る課

題を明 らか に す る 。 さ ら に， ドイ ツ の 経営経済学

者 シ ュ ナ イ ダ ー （Schneider，　D．） が主 張す る企

業 者職 能 論 （Lehre　 von 　 den　 Unternehmer −

funktionen） の 観点か ら投資決定に 対す る企業

課税 の 影響が い か に論 じられ るの か と い う こ とを

考察す る
ω

。

　 ドイ ツ におい て 経営税務論 の 課題は 時代 の 変遷

と と も に 変化 し て きた 。 まず ， 経営税 務論 は ，

1919年 の フ ィ ン ドア イゼ ン （Findeisen，　F．） に

よる新聞論説が き っ か け とな り本格的に取 り組ま

れ る よ うに な っ た
（2〕

。 そ れ以前 も租税に 関す る経

営学的な考察が行わ れ，そ の 起源 は 18世紀 に遡

る 。 しか し，それ らは散発的な研究で あ り，体系

化 され た もの で は なか っ た の で あ る 。
こ の 研究が

フ ィ ン ドア イ ゼ ン の 時期 に本格化 され た理 由と し

て 次 の こ とが考え られ る 。 第 1次大戦以 前 の ドイ

ツ で は企業 の 意思決定 に対す る課税の 影響は小 さ

く，他の意思決定要因と比 べ て 考慮す る必要性が

なか っ た 。 しか し， 第 1次大戦の 賠償金支払い と

ワ イ マ
ール 共和国におけ る社会保障政策 の た め の

増税に よ っ て 企 業に おけ る租税の 負担が大き くな っ

た の で あ る。 こ の 時期に ，彼は租 税制度 を私経済

的 な側面か ら考察す る 理 論と実務 に お け る専門家

（租税 コ ン サ ル タ ン ト） を専門職 と し て 確立 す る

こ と， そ の た め の 人間を育成す る高等教育機関を

開設する こ とを主張 した
 

。 彼 と同時期 に， シ ュ

ミ ッ ト （Schmidt，　F．）やグ ロ ス マ ン （GroBmann ，

H ．）等が大学に経営税務論の講座を開設 し，経営

税 務論の 体系化 を試みた 。 フ ィ ン ドア イ ゼ ン は租

税経営論 （Steuerbetriebslehre） に おい て，企
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業課税の最 も目的適合的な形態を研究 し，そ れに

よ る経営経済へ の 影響を比 較 ・ 批判 した
〔
％ 彼は

租税経営論を経営経済学 の
一構成要素で ある と見

な し ， そ こ に商人 の租税技法を含 ま な か っ た の で

あ る 。

　 1940年代 に 入る と，経営税務論 に おい て 租税

計算論と して の 取 り組み と方法論的な研究に重

点 が置 か れ る よ うに な っ た 。 ア ウ フ ァ
ー

マ ン

（Aufermann ，　E ） は企 業計算制度上 で の 租税の

問題，すな わち純粋な租税計算論 に取 り組ん だ
〔m
。

そ れに 対 して ，ポ ー
マ

ー （Pohmer ，
　D．） や シ ェ

ル プ フ （Scherpf，　P ．） は経営税務論 の 方 法論 的

問題を取 り上 げ，経営税務論 と
一

般経営経済学 と

の 関係な らび に経営税務論 と財政学や税法学との

関係を考察 した の で あ る
 

。

　 1960年代以降，経営税務論 は現代まで 続 く展

開段 階 へ 入 っ た が ， そ の き っ か け は ヴ ェ
ーエ

（Wbhe ，　G ） の 著書 で あ る。彼 は，企業計算制度

へ の租税の 影響 とと もに ，企業 の構造要因や主 要

機能 へ の 租税 の 影響，すな わち企業 の 意思決定 に

対す る租税 の 影響を研究す る こ と で ， 経営税 務論

と一般経営経済学 と の結 び つ き を確立 し た の で あ

る
（7）

。
ロ ーゼ （Rose ，　G．）や シ ュ ナイ ダ

ー
な ど の

経営税務論の 代表的な研究者 も，企業 における租

税 の影響を個別経済的な観点か ら考察す る こ と，

すなわ ち企業の意思決定 に対する租税の 影響 を論

じる こ とが経営税務論 の 中心 的な課題で あ る と主

張 して い る 。

　ヴ ェ
ー

エ に よ ると ， 経営税務論 の 課 題は，課税

に よ っ て 生 じ る経営上 の 問題を分析 し，そ れに基

づ い て 意思 決定代替案を提示す る こ と ， そ して ，

企業課税の 影響を批判的に研究 し，税制改革 へ の

提案を行 う こ と で あ る
 

。
こ の こ とは次 の 3 つ の

課題か ら成 り立 っ て い る
〔9）

。 第 1 の 課題 は，経営

の 要因や プ ロ セ ス に租税が い かな る影響を及ぼ す

の か，そ して，租税負担を最小 にす る た め に 経営

者 が い か な る意思決定を為す べ きかを明 らか にす

る こ と で あ る 。 こ れ は 経営 経済 的租税 影響論

（betriebswirtschaftliche　 Steuerwirkungslehre）

お よ び 経 営経 済 的租 税 形成 論 （betriebswirt−

schaftliche 　Steuergestaltungslehre） に お い て

取り組まれ る。 第 2 の 課題は，税制が経営の 計算

制度に い かな る影響を及ぼ す の か ， ま た
， 課税標

準の 算出や形成の た め に経営の 計算制度がい かに

構築 され るべ きかを考察するこ と で あ る 。 第 3 の

課題 は既 存 の 税制の 分析や企業課税 改革 へ の 提

案 で あ り， こ れ は税 法形 成論 （Steuerrechts・

gestaltungslehre）に お い て 取 り組まれ る 。 前述

した よ う に
， 経営税務論の 本質的な 課題 は企業 の

意思決定 に対す る租税 の 影響を考察す る こ とで あ

るとい う こ とか ら ， ヴ ェ
ーエ にお ける第 1の 課題

が本質的な課題 で あ る と考え られ る 。

皿　 経営税務論 と投資決定

　経営税務論に お い て は ， 租税 が意思決定に い か

な る影響を及ぼ すか と い う租税影響論的な考察 と，

それ に基づ い て どの よ うな意思決定を為す べ きか

と い う租 税形成論的な 考察が 行わ れ る 。 そ の 際 ，

企 業の 意 思決定に対す る租税 の 影響と して ， 企業

目標へ の影響，企業政策 へ の 影響な らび に企業全

体の 意思決定過程へ の 影響が挙げ られ る
CI°）

。
こ れ

ら の 影響 は，次 の よ うな三段階の 基準が満た され

る場合に の み，企業政策にお ける計画に 組み 込 ま

れ る の で ある 。 三段階の 基準 とは ， 第 1 に ， 意思

決定に影響を及ぼ す経済的要因値が税法上 の課税

標準と関係 があ る こ と，第 2 に ， 課税に よ っ て 意

思決定代替案の 優先順位が変化す る こ と，第 3 に，

こ の よ うな租税 の 考慮が経済的で あ る こ とと い う

もの で あ る
（” ）

。

　以下に おい て は ， 意思決定を投資決定に限定す

る。 そ の 場合，投資決定における経済的要因値が

課税標準 と関連 し，それ が意思決定を規定 し， さ

らに こ の ような考察自体 が経済的である と い うこ
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とが，投資決定に おい て 租税を考慮する こ と に対

す る前提とな る 。 租税を考慮す る こ とが経済的で

あるか否か と い う こ とに 関 して
一般的な言明を得

る こ と が で き な い た め
，

こ こ で は第 1 と第 2 の 基

準に 限定 して ， 経営税務論に お い て 投資決定が い

か に論 じ られ得るの か と い う こ とを明 らか に した

い 。 そ こ で キーとな る概念 が租税パ ラ ドッ ク ス で

ある。 租税 パ ラ ドッ クス とは，租税 を考慮する前

と考慮 した後で 投資代替案の 優先順位が変化する

現象 で ある。

　 こ の現象は投資案の 評価 に お い て 正 味現在価値

法を用 い た場合 に起 こ りうる 。

一
般 的に 課税原則

と して課税の 投資中立性が認め られ て い る以 上，

理論 的に は租税は企 業の意思決定 に影響 を及ぼ さ

ない と考え られる。 すなわ ち，租税支払い に よ っ

て 企業の 支出は増大するが，こ の 支出に よ っ て 投

資代替案の 優先順位は変化 しな い の で あ る 。 しか

し，税制が社会政策的な 目的な ど も踏 まえ て 制定

され る こ ともある た め，課税の影響に よ っ て 投資

中立性が損なわれ ， 投資代替案の 優先順位が変化

す る こ と も起 こ りう る 。 こ の租税パ ラ ドッ ク ス を

取 り上 げる こ とが ， 経営税務論 に おい て 投資決定

を論ずる場合の主要なテ
ー

マ であ る。

　そ こ で は ， 次の よ うな 2 つ の 課題が考え られ る。

第 1 の 課題 は，一般的な投資決定におい てな ぜ こ

の 現 象が発生す る の か と い う こ とを明 らか に す る

こ とで あ る 。 こ の 要因の ひ とつ に減価償却に よ る

影響が ある。 減価償却は実際に は現金支出を伴わ

な い た め，正味現在価値法に お い て は減価償却額

分 の 内部留保 に よる利子効果が発生 す る。
こ の 効

果 は減価償却額 と利子率，すなわ ち資本 コ ス トを

乗 じた大 きさであ る。 また，減価償却に よる利子

効果 と課税 との 関係に お い て は ， 減価償却費が費

用 と して 計上 される こ とか ら，そ こ で 内部留保 さ

れ た金額 に租税が課 され な い ため ， 租税 支払 い が

後の 期間に繰 り越 される租税繰越 と同様 の効果 が

生 じる の で あ る 。 こ の こ とか ら，後の期 間に繰 り

越 された 金額，換言する と減価償却額 に税率を乗

じた金額に利子率，す なわ ち資本 コ ス トを乗じた

大 き さが ， 減価償却と課税 に よ っ て もた らされ る

利子効果と な る
。

こ の 影響に よ り租税 パ ラ ドッ ク

ス が ひ き起 こ される 。 もちろん ， 資本 コ ス トへ の

課税 の影響も考慮す る必要が あ る。

　租税 パ ラ ドッ ク ス を取 り上 げ る場合の 第 2 の課

題は，現行の 税制の 枠組 みにおい て租税 パ ラ ドッ

ク ス が発生 しうる の か，また，行政 に よ るさま ざ

まな 投資促進措置が 投資決定 に い かな る影響を及

ぼ す の か と い うこ とを論 じ る こ とで あ る 。 前述の

第 1 の 課題 は ， 投資決定へ の 租税 の 影響 に関す る

一般的な問題の 理論的考察で ある 。 それ に対 して ，

租税 パ ラ ドッ ク ス および投資中立性 と い う観点か

ら， 現行ある い は将来の 税制が （主と して批判的

に）分析 された り，また，地域限定，期間限定 あ

る い は産業限定な どの よ う に限定的に実施され る

投資促進措置に 課税が い かな る影響を及 ぼすの か

と い う こ と が考察さ れ た りす る の で あ る。

IV　企業者職能論

　 シ ュ ナ イダー
は 自らが 構築 した 企業者職能論を

もと に経営経済学の 体系化を試み ， それ を制度の

個 別経済 学 （Einzelwirtschaftstheorie　der　In・

stitutiollen ） と称 した
〔12〕

。 そ こ で は ， 所得 の 獲

得 と使用の側面が 考察の 対象で ある 。 そ の 際，人

間 の 知識が不完全 で 不均等に分布 して い る こ とが

前提 とされ て い る た め，人間が将来に 獲得する所

得は計画で 意図 され た もの と異な る こ とがあ る と

考え られる 。 こ の相違は所得の不確実性 と称 され，

制度 の 個別 経済学で はそれ を い か に 減少させ るの

か とい うこ とが論 じられ る の で あ る 。 こ の よ うな

所得の 不確実性を減少 させ る た め に 制度が構築 さ

れ るが ，
こ の 制度は 「規則 シ ス テ ム （秩序） と し

て の 制度」と 「行動 シ ス テ ム （組織） と して の 制

度」を意味する
〔13〕

。 また ，こ れ らの 制度を用い て
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自らの 所得 の不確実性を減少 させ よう とす る人す

べ て が企業者で あ る と見な され る 。 こ の 企 業者が

行使する職能に は 次 の こ と が あ る
（1‘）

。 第 1 の 職能

は，他人か ら所得 の 不確実性を
一

時的に 引き受け ，

制度 を構築す る こ と であ る 。 第 2 の 職能 は ， 裁定

利益 あ る い は投機利益を追求 し，外部に 向け て 制

度を維持す る こ と で あ る 。 企業者は
一
義的に は 自

らの 所得の 不確実性を減少 させ るこ とを目的とし，

他人 の 所得 の 不確実性を減少させ る こ とを意図 し

て い る わけで は な い 。最後 に ，そ の よ うな裁定利

益 を獲得す るため に，企 業者 は市場条件や 環境条

件の 変化に 適応 しなけれ ばな らな い
。 そ の ため の

第 3 の職能 は，変革を遂行 し，内部 に対 して 制度

を維持す る こ とで あ る。

V　 経営税務論 と企業者職能

　 こ の よ うな企業者職能の 観点か ら，具体的に企

業の 問題が い か に考察され るの か と い うこ と に つ

い て シ ュ ナ イ ダー自身は言及 して い な い 。 以下で

は ， 投資決定に お け る 租税 の 問題 が こ の 企 業者職

能論 の観点か ら い か に取り組まれ る の か と い う こ

と を明 らか に した い
。

　企 業者職能論 に お い て ， 企業 の さま ざまな問題

が企業管理者の 意思決定問題と して 取 り上 げ られ

る 。 そ こ で は，他人の 所得の 不確実性を引き受 け

る企業者が マ ネ
ー

ジ ャ
ー

と称され るが ， こ れ は企

業 に おい て 企業管理者 ある い は経営者 で ある 。 し

た が っ て ，彼 らが裁定利益を獲得 す るた め に い か

な る 意思 決定 を為す の か ， また ， ど の よ う な制度

を構築する の か ，あ る い は ，組織を い か に改革す

るの か とい うこ とが考察 される 。 すなわち，企業

者職能論 に基づ い た企業の 個別問題 の 考察で は ，

企業管理者 が不完全な知識の 不均等分布 を利用 し

て利益を獲得す るため に，い か な る意思 決定を為

すの か とい う こ とが明 ら か に される の で あ る 。

　前述 した よ うに，経営経済学に お い て租 税の 問

題を取り上 げる場合， 意思決定 の 問題 と して 租税

影響論や租税形成論が論 じられな ければな らな い 。

した が っ て ，企業者職能論 の 観点か ら企業課税 の

問題 に取 り組む場合 ， 企 業管理者が 自ら の 知 識の

優位性を用 い て 利益を獲得す るため に ， 租税を考

慮 した 際に い か な る意思決定代替案が有利で あ る

の か ， あ る い は ， い か に して租税負担が 削減され

る の かとい うこ とが明 らかにされなければな らな

い の で あ る 。

　 こ の こ とか ら，投資決定 に お け る租税 の 問題は

企業者職能論の観点か ら次 の よ うに 取 り組まれ る

べ き で あ る 。
シ ュ ナイダ ーは ， 企業課税 の 問題 と

して政府に よる租 税政策 の 不適切性を指摘す る。

こ の不適切性は ， 課税の 投資中立性を損な う可能

性 が あ る こ と を意味す る 。 こ の 原因は 政府に おけ

る知識 の 不完全性で ある 。 こ の こ とを企業管理者

の 意思決定問題 と して 取 り上 げるな ら，彼 らが こ

の 不適切性を利用する こ とに よ り，い かに して 利

益 を獲得す る こ とが で きる の か と い うこ とが考察

されな ければな らな い
。

こ の よ うな裁定利益の 獲

得に は 2 つ の プ ロ セ ス が あ る
〔15〕

。 第 1 に，所与の

条件 の も と で の 行動代替案に対す る経済的租税負

担を算出す る 。
こ の プ ロ セ ス は ， 税制上 の 投資促

進措置が与え られる場合 に と りわ け重要 とな る 。

第 2 に ， 新たな枠組み条件を構築す る。 す なわち ，

市場 パ ー トナ ーとの 形成機会の 中で最小の経済的

租税負担を もた らす制度が追求 される の で あ る 。

　 まず，企業管理者は法的租税負担 と経済的租税

負担 の 差異 に 注 目 し， 実質的な租 税 負担 として 経

済的租税負担を算 出す る 。 投資促進措置が与え ら

れ た場合に そ の 負担額に影響が生 じ る た め ，裁定

利益を獲得するため の 最初 の考察 として ， 税率が

引き下げ られた り ， 投資補助金や投資奨励金が与

え られた り，あ る い は，特別減価償却が 認め られ

た りした場合の 企 業管理者 の 意思 決定に対す る課

税の影響が明 ら か に され る の で あ る 。 こ れ らの 影

響は全体経済的な観点か ら どの政策が最 も効果的
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で あるか と い うよ うに考察 され る こ ともあるが ，

経営経済学に おい て は企業管理者の 立場か らそ れ

らの 問題 に取 り組む こ とが必要で ある 。

　そ の よ うな経済的租税負担を把握 し た後 に ，そ

の 負担を可能な限 り回避す るため の 新た な制度の

構築や 組織 の 改革が 追求 される
。 もちろ ん

，
こ の

よ うな租税 回避 は合法的な範囲の もの だ けが考察

の対象とな る。
こ の 制度の 例と して リ

ー
ス契約が

挙 げられる 。 平成 20 年の リ
ー

ス の 会計処理方法

変更 に よ りリ
ー

ス に お け る税制上 の メ リ ッ トが喪

失 され る とい う
一

般的な主張に対 して は，企業者

職能論的な 考察か ら異議が唱 え られ る 。 通常の 所

有権移転外フ ァ イ ナ ン ス ・ リ
ー

ス が 賃貸借 ではな

く売買取引と見な される こ とか ら ，
ユ ーザーの リ

ー

ス 資産の 償却方法が賃貸借方式か らリ
ー

ス期間定

額法 へ と変更 され，従来の 減価償却方法 におけ る

税制上 の メ リッ トがな くな ると主 張される 。 しか

し，企業者職能論に 基づ く考察で は，確か に リ
ー

ス 契約に お い て も税制に関す る知識 の 優位 性が利

用 され るが ，
こ の 場合の 対象は市場 パ ー

トナー，

つ ま り契約相手で ある賃貸人と して の リ
ー

ス 会社

で は な く， 税法立法機関に 対す る優位性で なけれ

ばな らな い
。 すな わ ち ， 税 法立法機関に対す る知

識 の 優位性 を用い て 市場パ ー トナ ーと共 同で リ
ー

ス 制度を構築す る こ とによ り， 裁定利益 が獲得 さ

れなければな らな い の で あ る。 こ の こ とか ら， リー

ス に おける租税 に関する メ リ ッ トは ， 賃借人で あ

る ユ
ーザーと賃貸人で あ る リ

ー
ス 会社の 税 額合計

が資産を購入 した場合 よ り小さ い場合に発生する。

そ の 際，租税支払 い 時期 の 相違に よる利子効果が

重要な影響要因で あ る 。 確か に ユ ーザ ーが何を損

金に 算入 す る か に よ り ， 換言す る と ， 減価償却を

ユ
ー

ザ ーが行 うの か あ る い は リ
ー

ス 会社が行 うの

かとい う こ とに よ り，ユ ー
ザ
ー

が そ の リ
ー

ス資産

か らもたらされ る正味現在価値 ， すなわちユ ーザー

における リ
ー

ス の メ リ ッ トは変化す る 。 た だ し，

こ の 計算で は そ の 他の条件，た とえ ば リース料が

一
定で あ ると仮定 され て い るの で あ る 。 しか し，

ユ
ーザーが減価償却 を行 わな い こ とによ っ て もた

らされ る メ リ ッ トは，そ れと同等の デ メ リ ッ トを

リ
ー

ス 会社が被る こ とに な る た め ， 実際に は そ の

こ と は リー
ス 料に反映 される で あ ろ う 。 また ，前

述 した よ う に ， 企業者職能論 の 観点に おい て 重要

に な るの は，税法立法機関に対す る知識の 優位性

で あ り，
ユ ーザ ーと リース会社間の 知識差で はな

い
。 そ の た め ，

ユ
ー

ザ
ー

は リ
ー

ス会社と共同で税

制上 の メ リ ッ トを伴 うリ
ー

ス 契約を形成す る の で

あ る 。 た とえ ば ， 投資促進措置に よ る税制メ リ ッ

トを得る よ う な リー
ス 契約，あ る い は，ユ ーザ ー

と リ
ー

ス会社と の 間で効果的に 減価償却が行われ

るよ うな リ
ー

ス 契約が創出されな けれ ばな らな い

の で ある 。

VI 結

　企 業者職能論の 観点か ら投資決定 に お ける企業

課税 の 問題を論 じる場合，企業管理 者が不完全な

知識の 不均 等分布 を利用す る こ とに よ っ て ，と り

わ け政府に 対す る知識の 優位性に よ っ て 裁定利益

を獲得す る ため の 方法が明らか に される の であ る。

すなわ ち，租税負担を削減す るため に ， 企業管理

者が どの よ うな意思決定を為すの か ，そ して ，彼

らが 新たな制度を構築 した り，あ るい は ， 組織を

改革 した りす る の か とい う こ とが考察されな けれ

ばな らな い 。 本稿 に おい て は ，経営税務論 に お い

て 投資決定を い か に論 じる の か と い う枠組み を明

らか に した 。 そ の具体例 と し て
， 投資促進措置や

リー
ス を簡単に 取 り上 げ た が ， さ らに 企業 に おけ

る個別の 問題を考察する こ とは今後の 課題 と した

い
。

　　　　　　　　　〈注〉

（1）　 シ ュ ナ イダーが主張す る企業者職能論 につ い て

　 は 以 下 を 参 照 。 Schneider ，　 D．： Allgemeine

　 Betriebswirtschaftslehre，2．　 AufL ，　 MUnchen ／
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