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【研究論文】

国際化す る企業財務報告制度 に お け る

会計責任の 変容 と課題

一
ドイ ツ の 会計 改 革を素材 に して

佐　藤　誠　二

　　　　 （静岡大学）

【要 　 約 】

　「CSR （Corporate　Social　Responsibility） と会社財務」 と い う与 え ら れた 論題 に 対 して，こ の 分 野 に

つ い て 門外漢 で あ る 筆者 は ，
IAS ／IFRS （lnternational　 Accounting　Standards／lnternational　Finan −

cial　Repoting　Standards） を基軸 に 改革 の 進 ん で い る財 務報告制度 に お け る会計責任 （accountability ）

の 問題 に絞 っ て 考察す る 。 ま た，そ こ で 対象とす る財務報告制度と は，財務会計制度 に ほ ぼ 近 い 内容 と し

て 位置 づ け て お り，
CSR と の 関連 で 取 り上 げて い る非財務情報 に つ い て も財務会計制度の 枠内で 財務情

報 を 補足す る意味で 制度化 され る情報を主 に 取 り扱 っ て い る 。 小論 は と くに ドイ ツ の 事例を素材 として，

IAS／IFRS の 導入 を基軸 に 展開す る財務報告制度 の 改革 が 財務報告責任 に 対 し て ど の よ うな 変化 と課 題 を

提起 して い るの か に つ い て 論 じる 。

は じめ に

　小論は ，企業 の社会的責任 （CSR ） の うち ， 企

業 の ス テ
ー

ク ホ ル ダー
に 対 す る説明 責任 （ac −

countability ），そ れ も財務報告制度 に お け る会

計責任 （以 下， 財務報告責任）を中心 に取 り上 げ，

今 日 の グ ロ
ーバ ル 化の 進展に よ っ て ， こ の 財務報

告責任が どの よ うに変化 し， また ， そ こ で い かな

る課題が 提起 されて い るの か につ い て 考察す る。

　今日 ， 金融 ・資本市場の グ ロ
ーバ ル 化に伴 い，

企業の 財務情報の 国際的比較可能性を高め るため ，

国際会計基 準／国際財務報告基準 （IAS ／IFRS ）

へ の収斂 （covergence ） な い し導入 （adoption ）

問題が世界的規模で 論じ られ て い る こ とは周知の

と こ ろ で あ る。我が 国 に おい て も，2009年 6月

に企業会計審議会か ら 「我が国に お ける国際会計

基準 の 取 り扱い に つ い て （中間報告）」
（1）

が 公表

され，「連結財務諸表に係る会計基準 につ い ては，

情報提供機能の 強化及び国際的な比較可能性 の観

点か ら，我が国固有 の 商慣行や伝統的な 会計実務

に 関係の 深い 個 別財務諸表 に先行 して機動的に改

訂す る考え方 （い わ ゆ る 「連結先行」 の 考え方）」，

ロ
ー

ドマ ッ プ と して ， 国際的な財務活動 を行 う上

場企業を対象 に，連結財務諸表に つ い てで きるだ

け早期 ， 例え ば 2010 年 3 月期 に任意適用 ， そ の

後と りあえ ず 2012年 を判断の 目途 と して 強制適

用す る考えが示 された 。 そ の 後，2010 年 2 月 に

ア メ リ カ の 証 券取 引委 員 会 （SEC ） が IAS／

IFRS 採用 に消極的な意 見 を 発表 し ，
　 IAS／IFRS

の早期適用 （任意）を見送る こ とを決定 した こ と

等 を契機 に ，我 が 国に お い て も，現 在， IAS／
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IFRS の 導入 の 是非や適用 時期 の見直 しをめ ぐっ

て，様 々 な観点か ら議論が活発化 して い る 。

　こ うした我が 国の状況を み る とき ， EU の 会計

国際化戦 略に従 い
，

2005年 か ら上 場企 業に 対 し

て 連結決算書 へ の IAS／IFRS 適用 を 義務 づ け る

とと もに ， 環境 ・リス ク等 の CSR 関連 の 非財務

情報 開示 の法制化が進ん で い る ドイ ツ の 事例は，

我が 国は もとよ り，世界各国に おける IAS ／IFRS

の 適用問題だ けで な く，それ に 関連 した企業 の 財

務報告責任 の 今後 の 方向性を窺 う上 で少 なか らず

参考に な る もの とい え る
ω

。

　そ こ で 以下で は ， ドイ ツ の 会計制度改革を素材

と して ， IAS／IFRS 適用 に よ る企業の 財務報告責

任制度の 変容が どの よ うな課題 を提起 して い る の

か に つ い て，まず検討す る 。 そ の 上 で ， EU 及び

ドイ ツ に お い て 制度化 され た非財務情報の 開示状

況等を踏まえ つ つ ，財務報告制度の 今後の 発展傾

向が，ス テ
ー

ク ホル ダ
ー

に対す る説明責任 を果た

す上で ，どの よ う な 問題 を孕ん で い る の か若干 の

考察を試み て みた い 。

1． ドイ ツの会計国 際化改革 と会計機能

　IFS／IFRS を中心に国際化 して い る財務報告制

度は ， 会計機能の 側面 か らみ て ， どの よ うな課題

を有して い る の か 。 ドイ ツ の 会計国際化改革を取

り上げて ，そ の特徴か ら まずみ て お こ う。

　 ドイ ツ の 会計制度改革 は，EU に おける統
一

市

場の 効率化 と透明性を求め て 会計 の 情報提供機能

改善を標榜し た 資本市場指向の 制度改編 の 枠組 み

の なか で ，
こ の 20年の 間 ， 進展 し た 。 1995年 11

月 に欧州委員会が公表 した 「会計領域 に おけ る調

和化 ：国際的調和化 の 観点か らの新 しい戦略」 は，

欧州統一資本市場を活性化 させ 欧州企業の 国際的

競争力を高め る 目標を実現 す る た め，こ れ ま で の

会計戦略を方向転換 し，EU みず か らが域内共通

の 会計規準を開発 し ， それを介 して加盟各国会計

規準を調和化す る こ とを断念 し， 国際標準と位置

づ け られ るア ン グ ロ サ ク ソ ン型 の IAS ／IFRS を

導入 ・ 適用す る開放政策 を採る こ とを提示 した 。

そ の 10年後 の 2005年 1月 1 日に 始ま る事業年度

か ら，欧州委員会が 2002 年に 公布 した IAS 適用

命令 （IAS −Verordnung ）（3） ｝こ 基 づ き，　 EU 域内

の 資本市場指向企業 に対 し ， 連結決算書に つ い て

IAS／IFRS の 適 用が義務づ け られて い る 。 もと よ

り，EU の 主要構成 国 ドイ ツ もそ う した EU の 会

計戦略 に応 じて，こ の 10年間，1998年の 資本調

達容易化法 （KapAEG ）
（4）
，企業領域統制 ・透 明

化 法 （KonTraG ）
（5）

や 2004 年 の 会計 法改 革法

（Bi1ReG）
〔6）

， 会計統制法 （BilKoG ）
〔T）
， 2009 年

の 会計法現代化法 （BilMoG ）
〔s）

な ど ， 度重 な る

商法会計 法 の 改革を も っ て対応 して きて い る 。 そ

して ，そ うした EU と ドイ ツ の 会計改革の 経過の

なか で絶えず議論 された の が，統一会計標準 とし

て 受容す る資本 市場指 向，投資者指向の IAS／

IFRS と既存 の 会計規準 と の 整合性をい か に 担保

する の か とい う問題で あ っ た 。

　 したが っ て ，会計法現代化法 に至 る ドイ ツ会計

法の 改革 ・ 現 代化 は ， 世 紀法 と も呼 ばれ た 1985

年商法会計法改革後の 本格的な制度改革で あ り ，

グ ロ ーバ リゼ ーシ ョ ン を背景に し た 会計報告に お

け るパ ラ ダイ ム 変化を示 して い る と もい え るが ，

しか し他方で ， ドイ ツ に伝統的な会計制度の 骨格

は維持されて い る 。 IAS ／IFRS の導入義務は資本

市場指向の ドイ ッ 企業の 連結決算書に対 して の み

限定 され，そ れ以外の 企業に は適 用選択権が 付与

さ れ る。年度決算書 （個別決算書） へ の IAS／

IFRS 適用に つ い て は ， 例外的 に 公示 目的に対 し

て の み 可能で あ り， 依然 と し て商法上 の 年度決算

書が配当基礎で あ り， 確定決算主 義を介 して 課税

所得の 算定基礎で もある 。 そ の 点で，会計制度は

て 従来 との 比較 に おい て何 ら変化は な い 。 た しか

に ， ドイ ツ の 会計法改革は
一連の 伝統的な商法上

の 計上及び評価規定 に 変更を加 え IAS ／IFRS と
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の 適応 を図 っ た が ， 立 法 の
一

方 の 目的 は IAS ／

IFRS 適応を可能な 限 り回避 して， ドイ ツ会計法

の 土台で あ る商法決算書の 配当及び租税算定機能

を堅持するこ とにあ り，既存の会計規準の ほ とん

どが保持 された 。 ドイ ツ は，IAS／IFRS に対 して

対応 と非対応 の 2 っ の 側面か ら複線的な会計制度

改革を実施 し，企業の 財務報告責任の 機能 もそ れ

に応 じ て複合的 （ハ イ ブ リ ッ ド）な構成 とな っ て

い ると こ ろ に特徴が あ る とい え よ う。

2．会計 国際化改革の 多様性 と問題点

　 さて ，筆者 は，会計制度 とは 利益を 中心 と した

会計数値 の 算定メカ ニ ズ ム を媒介 に し て 税や 配 当

等の経済事象を成立 さ せ る，利益 を中心 とした会

計数値 の 決定 と開示 （会計実務） を合法化 し社会

的合意を付与す るた め の 不可欠の 社会的制度で あ

り， 企業の 財務報告 もそ うした会計制度の なかで，

ス テ ーク ホ ル ダーに 対す る説明責任 の 主要機能 を

果 たす もの と考え て い る 。 もち ろん，会計実務 ・

開示 の 有 り様は経済過程の 進展 と と もに絶え ず変

化する。会計制度 もそ う した経済過程に支配され

て，変化す る会計実務を合法化 し合意化す る役割

を担 っ て い る。会計制度 は会計実務の 変化 に対応

して 再編 され る必要が あ っ て ，今 日の 国 際化 した

市場主義的経済過 程 に お け る会計実務 の 変化は ，

会計制度に対 して 資本市場 （投資者） を指向 した

ダイナ ミ ッ クな会計改革を求め て い る。

　 IAS／IFRS の 導入 問題 は ， そ うした資本市場指

向，投資者指 向の会計改革 の 中心 的課題で あ り，

それ は ドイ ツ の み な らず，EU 諸国は もちろ ん ，

ア メ 1
丿力，カ ナ ダそ して我が 国や 韓国や 中国を は

じめ とす る ア ジ ア諸国な ど，世界各国で 対応 の 求

め ら れ て い る共通 の 課題 とな っ て い る 。 た だ し，

2005 年か ら IAS／IFRS を導入 した ドイ ツ そ し て

EU にお け る IAS／IFRS 適用 実務の 現状を み て み

る と ， EU 加盟各国の 既存の 会計慣行 に未だ 影響

を受 け て お り， 立法選択権が付与 され た連 結決算

書 と個 別決算書 へ の IAS ／IFRS 適用 に つ い て も

経済的環境や財政ル ール と会社法 の 関連 す る会計

環境 に 応 じて 異 な る方法で 履行 され て い る
（9）
。欧

州 の 統一会計原則 と して の IAS ／IFRS の 適用 は ，

会計実務の コ ン バ ージ ェ ン ス に は繋が らな い よ う

で ある 。

　 他方，会計実務の コ ン バ ー
ジ ェ ン ス を監視す る

エ ン フ ォ
ース メ ン ト ・ シ ス テ ム （enforcement −

system ） に つ い て も，　 EU 加盟 国間の ハ イ レ ベ

ル の 協調 と調和化を求め た 所期 の 目的が達成 され

る か 否か 疑問 もあ る。欧州 証 券規制監督委員会

（CESR ）が 行 っ た IAS ／IFRS 連結決算書 に 対す

る EU 加盟 国 の 監 督機関 の エ ン フ ォ
ース メ ン ト活

動状況に 関す る調査報告 （2007年） で は ，
エ ン

フ ォ
ー

ス メ ン ト。メカ ニ ズ ム は各加盟国の 経済や

法環 境 の 異 な る と こ ろ で 多様 な 活 動 水準 に あ

る
ω

。 そ もそ も EU は加盟 国の 経済環境，法文化，

制度特性に 合わせ て 柔軟 で独 自な エ ン フ ォ
ー

ス メ

ン ト ・シ ス テ ム の 設計を容認 して い る こ とか ら，

エ ン フ ォ
ー

ス メ ン ト活動 を通 じて IAS／IFRS 適

用実務 の 遵法性監視を EU に お い て 統一的に 機能

させ る こ とは 容易で な い で あろ う し，今後の 見通

し も定か で な い
（11）

。

　 ドイ ツ の 場合 ， 2004 年 12 月に 成立 し た 会計統

制法 に従い 2段階方式の ドイ ツ型 エ ン フ ォ
ー

ス メ

ン ト・シ ス テ ム を採用 した。
こ の シ ス テ ム の第

一

段階は私法上組織 された独立 検査機関 と して の ド

イ ッ 会計検査機関 （DRP ）が行 う企 業 と の 任意

協力 に基づ く検査 で あ り，第 2 段階は有価証券取

引法 に任務 ・権限 の 根拠規定をお く公的検査機関

と して の金融サ ービ ス 監督連邦機関 （BaFin ）が

行 う公権的行政に よる検査で あ る 。 そ の うち， 第

一段 階の DRP は 2005年 か ら検査実施報告を活

動報告書 の なか に毎年， 公 表 して い るが ， 最新の

2010年活動報告書 に よ る と，連結決算書及 び年

度決算書にお ける不備事項 の うち ， IAS／IFRS 関
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連 の M ＆ A ，セ グ メ ン ト報告 ・リ ス ク報告 ， 附

属説 明書 ， 金融商品 ， キ ャ ッ シ ュ フ ロ
ー計算書に

関す る不備事項が多 くを占め て い る とす る 。 そ し

て ， そ う した不 備事項 の 原 因 と して ， と くに

IAS ／IFRS の 複雑性 ， 金融及び経済危機の影響の

2 っ を識別 された と され，そ うした不備率の 高さ

を減少 させ る ため の 最 も重要な措置 と して おお も

と の IAS ／IFRS 規制を 簡略化 す る こ と で あ る と

報告 して お り， IAS／IFRS 導入 後，会計実務 レベ

ルで の 対応 は未だ混乱の 様相を示 して い ると い っ

て よ い
 

。

　 た しか に， ドイ ツ会計制度は 21 世紀を迎え て ，

IAS／IFRS を中心 に大き く転回 した 。 そ の 会計法

改革の共通 した 目標は，会計の 規制緩和に よ っ て ，

国際化 し た 資本市場に お ける投資者の 情報要求 と

統制要 求に 応 じる こ と に あ っ た 。 今 日 ，IAS ／

IFRS の 導入課 題は，資本市場や 投資者に対す る

情報，意思決定に 有用な情報 の 提供機能を主体 に

お き，国境を越え た世界規模 の 会計制度改革と し

て 展 開 さ れ て い る 。 た だ し， い ち早 く IAS／

IFRS を導入 した ドイ ツ や EU 諸国に お け る事例

をみ るか ぎ り， 依然 と して ，税や 配当に 係る受託

責任 の 会計制度の 仕組み は崩 され て い な い し，会

計報告 責任 も そ こ に 重 点が ある 。 他方 ， IAS／

IFRS 導入 に よ り市場 ・ 投資者指向 の 会計報告責

任が所期 の 予定通 り果た さ れ て い る か と い う と課

題 は多 く残 されて い る とい っ て よ い だ ろう 。

3．財務報告制度にお け る非財務情報の

　 開示拡大

　 ドイ ツ に お い て は，伝統的に，財務報告制度 は

企業 の経済活動の 経過並 び に顛末を表示 し，企業

業績 と して の 利益を中心 と した会計数値 の 算定 メ

カ ニ ズ ム を媒介に して 税や配当等 の経済事象を成

立 させ る機能が重視 され，財務会計情報 とそ の 会

計説 明責任は企業 の ス テ ークホ ル ダ
ー

に対す る合

意形成をは か る 上 で情報 の 信頼性 とそ れを担保す

る情報の 正確性が要請 とされて きた とい っ て よ い 。

そ れ に 対 し て，IAS／IFRS は ， 上 の よ うな従来 の

財務会計情報 の 特性よ りも ， 投資者意思決定に 資

す る未来志 向， 目的適合性，忠実な表現 と い う情

報の 基本的特性に 重きをお く。 そ の 点 ， 国際化対

応 を標榜 して IAS／IFRS を導入 した ドイ ツ に お

い て は ，企業の IAS ／IFRS 実務へ の 適応 可能性

も問題視 され，株主，債権者に対する受託責任 の

会計 と して の 既 存 の 機能が引 き続 き保持 されて い

る 。

　 しか し他方で ， IAS／IFRS の導入に伴 い ， 財務

情報 と同 じく国際化対応 と して非財務情報 の 開示

拡充がな されて い る点 も看過 しえ な い 。 ドイ ツ そ

して EU に お い て は，環境保護， 労働条件等 に係

る多様な非財務情報の 開示が 法制化 され て お り，

そ の 開示 の担 い 手 とな る の が状況報告書 （Lage−

bericht） で あ る 。 ドイ ツ の 場合，資本会社の 年

度決算書 （連結決算書） は貸借対照表 （連結貸借

体表表）， 損益 計算書 （連結損益計算書）及 び附

属説明書 （連結附属説明書）か ら構成され，そ れ

らが
一

体をなす もの と捉え られ，連結決算書に つ

い て は，年度決算書 と異な り， 利益配 当基礎に も

課税基礎で は な く，あ くまで情報提供機能を 目的

と した 決算書と位置づ けられ て い る。 と くに ， 連

結状況報告書は連結決算書を補完 し企業 の 事業内

容に つ き説明す る報告書で あ り，そ こ に 非財務情

報 の 開示義務が 法制化 され て い る 。

　EU に お い て は ， 状況報告書の 記載内容拡充 へ

の 法制化は EU 指令を通 じて加盟各国で 国内法化

が な された 。 欧州委員会 は ， IAS／IFRS を適用

す る欧州 企業 と IAS ／IFRS を適用 しな い 欧州企

業 とに等 しい競争条件が支配 す る こ とが重要 と し，

IAS／IFRS の 適用 と既存の会計指令 の 適 用の 2 つ

の 目的 に と っ て ， EU 指令が国際的会計の 発展 を

反映す る こ とが望 ま し く， 1999年 「金 融 サ
ービ

ス 行動計画」 が示 した IAS ／IFRS の 動 向を考慮
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して EU 指令を統合市場の 要請 に適応 させ ると い

う構想 に沿 っ て 「EU 指令の 現代化」 が実施 され

た
（1：’）

。 こ の 現代化 を実現 す る た め に 公布 され た

の が，「特定 の 法形態 の 会社 ， 銀行及び そ の 他 の

金融機関並 び に 保険企業の 年度決算書及 び連結決

算書 に 関 す る 指令 78／66 の 修正 に 対す る EU 議

会お よび EU 理事会の 指令」
（14）

い わ ゆ る 「現代化

指令」であ る 。

　こ の現代化指令 は第 46条第 1 項 の 1 に お い て

つ ぎ の よ う に要請 した 。

ra）　状況報告書 は，少 な くと も事業経過 ， 事

　　業成果及び会社 の 状況に つ き事実関係 に合

　　致 した 写像を示し， そ して ， 予想される重

　　要な リス ク と不確実性 を記載 し な ければ な

　　らな い 。

　　　状況 報告書は ， 事業活動の範囲 と複雑性

　　に 相応 した事業活動，事業成果及び 会社の

　　状況 の バ ラ ン ス良 く且 つ 総括的な分析か ら

　　構成され る 。

b）　事業活 動， 事業成果 もし くは会社 の状況

　　の 理 解に と っ て 必要 で あ る限 りに お い て ，

　　当該事業活動 に 対 して 重要な意味を持 つ 主

　　要 な 財務業績 指標 （Advanced 　Sustain・

　　ability 　Performance 　 Indies； ASPI），

　　　 必 要な 限 りに　　環境利害及 び労働者

　　利害に関す る情報を含む非財務的業績指標

　　を含め なければな らな い 。

c ）　状況 報告書 は分析 の 範囲内で ，

一
必要

　　で あ る限 り　　年度決算書に 記載さ れ る数

　　値へ の 指摘及 び追加的な説明を そ こ に 含め

　　な けれ ばな らな い
。 」

　 ドイ ツ の 場合 は，こ うした現代化指令の 要請に

応 じ て ， 商法 （HGB ）第 315条 の 第 1 項が つ ぎ

の よ うに 定め ら れ て い る 。

　「連結状況報告書 は，事業成果 を含 めた事業

経過及 び コ ン ツ ェ ル ン の 状況に つ き事実関係 に

合致 した写像 を示 さな けれ ばな らな い
。 連結状

況 報告書 は事業活動 の 範囲及び複雑性 に応 じた

事業活動 ， 事業成果及 び会社の状況 の バ ラ ン ス

良 く且 つ 総括的な分析を含めな けれ ばな らな い 。

分析 に お い て は ， 事業活動に 対 して 重要な意味

を持つ 主要な財務的業績指標 を含めな けれ ばな

らず，連結決算書 に 表示 され る金額及 び記載に

関連 して 説 明がな されな け れ ば な ら な い 。

　本 3 文に は事業成果 もしくは状態 の 理解に と っ

て 必要で あ る 限り，環境利害及 び労働者利害に

関す る情報を含む非財務的業績指標 も該当す る 。

さ らに 連結状況報告書 は，コ ン ツ ェ ル ン に と っ

て 重要 な機会 と リス ク の 予想 され る展開が判断

され説 明され，そ の 基礎 とな る前提 も説 明され

な ければならな い。」

　年度決算書 に対す る状況報告書に つ い て は ， 商

法典第 284条，第 285 条に お け る義務的記載内容

が 貸借対照表 ， 損益 計算書 の 記載項 目に対す る説

明で あ る の 対 して，連結状況報告書で は，財務報

告 内容 は会計報告 （財務情報）を越 え て 格段に非

財務情報 の開示が制度化 され ， 財 務報告責任の 目

的と情報 内容が従来 に比 して 質量共に変化 し て い

る点は注意 して お く必要があ ろ う。

4．財務報告責任の 変容 と課題

　　　 むすび に 代え て

　今 日 ， IAS ／IFRS 導入を契機と し た財務報告制

度の変容が，財務報告責任 と い う視点か らみ て ど

の よ うに 位置づ けられる べ きな の か，最後 に，

CSR と して の 説明責任 との 関連 も視野に 入れな

が ら，若干の 問題提起を行 っ て み た い 。

　こ こ で ，CSR を ど の よ う に 位置づ け る の か に

つ い て ，統
一

的定義 はな い とい われ る が，よ く引
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き合い に 出され る A．B．キ ャ ロ ル （A ．　B．　Carroll）

に よる と
，
CSR と は，企 業組織に対す る経済的，

法的，倫理的 ， 自由裁量 的 （フ ィ ラ ン ソ ロ ピー的）

な社会 の 期待を包含す る も の で あ り，4 層か ら構

成 され る 「CSR の ピ ラ ミ ッ ド」 モ デル が構築 さ

れ る と い う
05）

。 こ の 「CSR の ピ ラ ミ ッ ド」 に お

い て ，CSR の 第 1 の 要素と して あげ られ るが経

済的責任で あ る。社会 が求め る製品 ・サ ービ ス を

公正 な価格で提供 し，事業を存続させ 投資者に報

い る利益をあげる こ とが企業の 基本的責任で あ り，

こ の 経済的責任を も っ て ，A ，　B，キ ャ ロ ル は ピ ラ

ミ ッ ドの 土 台 と位置づ け て い る。 そ して，第 2 の

要素に は法的責任，そ の 法的責任を補 うもの とし

て 第 3 の要素 として 倫理 的責任が あ り，ピ ラ ミ ッ

ド構造 の 最上部に位置する の が，チ ャ リテ ィ やボ

ラ ン テ ィ ア 活動な ど企 業が 自発的に取 り組む フ ィ

ラ ン ソ ロ ピ
ー

で あ り， A ．B，キ ャ ロ ル は，こ れ ら 4

つ の 構成要素は相互排他的で は な く， ま た ，並列

的に 扱 う もの で もな く，総体 と して の CSR と捉

える べ きと主張 して い る 。

　 こ うした CSR 論 との 関連で み る と ，
　 CSR とは

企業活動全体に わ たる経営そ の もの の 問題で あり，

小論で 取 り上げた企業の 財務報告制度の 問題は限

定的領域 の 問題で あ る 。 しか し， そ の 問題 は，A ．

B．キ ャ ロ ル が い う CSR 全体 の 基盤で あり，そ の

他の CSR 活動 と も密接 に 関わ る企業の 本来事業

に お け る経済的責任 に関する説明責任 との 関わ り

におい て 重要な領域で あ る と い え る
。

　 こ う した視点 を前提 に，財務報告制度の 変容を

CSR 活動 の 説明責任 に 関連づ け て考え れば，つ

ぎの よ うな 問題が提起される の で はな い だ ろ うか。

すな わ ち ， IAS／IFRS を軸 に展開される資本市場

（投資者）指 向の 財務報告情報 は，多様な ス テ
ー

クホ ル ダ
ー

の ニ
ーズ を満た すた め の 情報と して 有

効な の か。また，そ の 財務報告情報 は，CSR の

基盤 と して の 経済的成果の 把握す るもの として適

切な の か ， 財務情報は 企業 の 本来事 業以 外の

CSR 活動を含め た 非財務情報 と どの よ うな 関係

を持 つ べ きな の か，と い う問題 で あ る 。

　
一

般 に ， ヨ
ー

ロ ッ パ に お い て ，CSR は持続可

能な社会を構築す る 際の 基軸的装置 とされ，労働

者 の 経営参加や環境保 護政策 を重視す る ドイ ツ に

お い て も，企業 と社会経済 の 持続的発展を企図 し

て ， 様 々 な ス テ
ー

ク ホル ダー
に対する情報開示の

対応が積極的に行われて きた 。

　例え ば， フ ォ ル クス ワ
ー

ゲ ン （VW ）の 2010年

度営業報告書 （Geschaeftsbericht） online 版
（15）

で は，戦略， コ ン ツ ェ ル ン分野 ，
コ
ー

ポ レ
ー

トガ

バ ナ ン ス （Corporate　Governance ），状況報告

書，決算書，附属説明書 ， そ の 他 の 情報に分類さ

れ ， そ の うち の 状況報告書にお い て ，価値増加要

因と して CSR に 関す る記述情報が 開示 され て い

る。そ の 他，EU の 現代化 指令が求 め る 「主要な

財務的業績指標 （ASPI）」 や ダウ ジ ョ
ーン ズ欧州

持続性指標 （Dow 　Jones　Sustainability　Europe

Index），　 ECPI 欧 州 倫 理 指標 （ECPI 　 Ethical

Index　Europe ）等 々 を用 い た諸数値情報 も提供

さ れ て お り，また ，状況報告書 の なか に は ， 付加

価値計算 ， 品質保証 ， 協働者 ， 環境管理， リ ス ク

報告 ， 予測報告な ど多様な CSR に係 る情報 も開

示され内容 も多彩で あ る 。

　VW の 営業報告書 に例示 される よ うに ， ドイ

ツ で は，企業の 財務報告は財務情報 に加え て非財

務情報 の 開示が
一

段 と拡大 され ， しか も投 資者な

い し資本市場指向 の 将来情報が 数値情報 。記述情

報と して 法的規制が設 けられ て い る 。 しか し ， 主

た る情報提供手段 は連結決算書が 対象で あ る 。

IAS ／IFRS の 適用義務化が法制化 され た の は連 結

決算書の レベ ル で あ り，年度決算書 に つ い て は公

示 目的 に 限定 して IAS／IFRS の 選択的適用 が可

能 とは い え ， 商法遵守の 年度決算書が義務で あり，

財務報告責任 と して 受託責任機能が重視 され て い

る こ とは変わ りな い 。 また ， 非財務情報 と財務情

報と の 結 びつ きは強 い とい えず，法制化 された連
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結状況報告書に お ける非財務情報 も，「事業活動 ，

事業損益 もしくは 会社 の 状況 の 理解に と っ て 必要

で あ る限 りに お い て 」連 結決算書を補完す る説明

手段 に過ぎ な い
。

　 な る ほ ど，国際化す る財務報告制度 の 変容 は ，

IAS／IFRS の 導入や付随 した CSR の 必要の 高ま

りに よ っ て ，非財務情報の 拡大 と開示の 法制化を

導い て い る 。 しか し，財務報告責任 とい う視点か

らすれ ば，企業が そ の 本来事業に お け る経済的責

任 に 関 して ，ス テ
ー

ク ホ ル ダ ーに 対 し ど の よ うな

説明責任を履行 （法制化）す べ きか に つ い て 明確

で な く， 連結決算書 と年度決算書， 財務情報 と非

財務情報との 関連づ けに つ い て も求 め られて い な

い， ドイ ツ の 現状 はそれを物語 っ て い る 。

　現在 ，IAS ／IFRS の 導入は財務報告制度 の 国際

化 に 際 して の 世界 的課題 で あ る。 ま た ， IAS ／

IFRS 導入 に絡ん で 非財務情報の 法制化や開示拡

大 も要請 され て い る 。 しか し， ドイ ツ の 事例 は，

財務会計制度 が 国 際基準と して の IAS ／IFRS 導

入 を通 じて 国際化され る と し て も，
そ の こ とに よ っ

て 国際化す る財務報告の 内容 と責任が どうあ るべ

きか に つ い て今後，突 き詰めた検討が必 要で あ る

こ と を示 して い る の で はなか ろ うか 。
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