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1ドイツ会計基準委員会創設前の枠組み  

0γdβ伽fdgによれば、ドイツの会計規制のシステムは、法文を頂点とするピ  

ラミッド構造をなしている（Ordelheide［1999］p．105）。すなわち、法文を裁  

判所の判決及び施行令が補完し、その下にドイツ会計基準（DRS）（7．参照）  

が位置づけられ、さらにその下のレベルに、ドイツ経済監査士協会などの勧告、  

注釈書、ハンドブック、解釈を占める雑誌記事などが属すると説明されてい  

る1）。   

従来、ドイツにおける会計基準は、商法典をはじめとする各種法令を中心に  

規定されてきた。たしかに、商法典第3編「商業帳簿」において一般的会計基  

準が規定されているほか、株式会社については株式法に固有の規定が置かれて  

いる。また、特殊業種等については、連邦法務省による法規命令  
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論説（弥永）  

（Rechtsverordnung）が法律の規定を補完することもある（商法典330条）2）o  

このほか、ドイツ経済監査士協会（InstitutderWirtschaftsprtifer）の諸専門委  

員会による意見書や、専門学者、経済監査士等による会計規定の解釈意見・注  

釈書等が多く出されており、実務における指導的役割を果たしているが、これ  

らには、法的拘束力が当然に認められるわけではない。   

すなわち、裁判所の判決及び施行令には法律上の権威が認められるが、それ  

より下のレベルのルールには、ドイツ会計基準に商法典342粂2項が適用され  

る場合を除き、専門性に基づく権威しか認められない。裁判所の判決としては、  

連邦通常裁判所（BGH）及び連邦財政裁判所（BFH）3）のものに重要性が認め  

られてきたが、これは、正規の簿記の諸原則が商法会計においてのみならず、  

いわゆる確定決算主義（所得税法5条1項）を背景として、税務会計において  

も重要な一部をなしているからである。そして、所得税法及びそれに関する税  

務 裁 判 所 の 判 決 を 踏 ま え て、所 得 税 法 施 行 令  

（Einkommensteuerdurch飽hrungSVerOrdnung）が発出されるが、これらは、正  

規の簿記の諸原則にあたらない税法の解釈を示すのみならず、正規の簿記の諸  

原則の法的解釈をも示すものである4）。  

1） エ喀靡βガも、判例や立法・行政文書（立法資料、法案理由書、大臣や所轄官庁の書簡な   

ど）のほか、コンメンタールを含む貸借対照表に関する文献、年度決算書及び正規の縛記   

の諸原則に関する経営経済学の文献と並んで経済監査士協会の専門意見書及び報告書が正   

規の簿記の諸原則の発見において源泉となると指摘している（L戎臨on［1986］S．34）。  

2） 連邦法務大臣は、連邦財務大臣および連邦経済大臣と協議の上、連邦参議院の同意を   

要しない法規命令により、その営業種類が年度決算書もしくはコンツェルン決算啓につき   

商法典……の規定と異なる規制を必要とするときには、資本会社につき、様式例を規定し、   

または年度決算書もしくはコンツェルン決算書の項目分類、または附属説明者、コンツェ   

ルン附属説明書、状況報告書もしくはコンツェルン状況報告番の内容に関するその他の規   

定を発布する権限を有する。  

3） たとえば、〟据ゎγは、「簿記と貸借対照表作成にあたっては、正規の簿記の諸原則に従   

うべきものとする法律上の一般規定は、今日、主として連邦財政裁判所の判決によって補   

充される」と述べている（Moxter［1986］S．8）。また、Mutze［1969〕S．56；Moxter  

［1980］S．255参照。  
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経済監査士協会、シュマー レンバッ ハ経営経済学協会  

（SchmalenbachgesellschaftfGrBetriebswirtschaft）作業部会などの勧告  

（OrdelheideandPfafE［1994］pp．90－92参照）、注釈書、ハンドブック、解釈を  

占める雑誌記事などは、実務上の重要性は有するものの、法律上あるいは契約  

上の拘束力を有しない（Ordelheide［1999］p．111）。たしかに、「正規の簿記  

の諸原則の形成は、ライヒ裁判所やライヒ財政裁判所、連邦財政裁判所の判例、  

経済監査士協会の鑑定意見、コンテンプラーン、1937年11月11日帳簿組織に  

関するガイドラインなどの影響のもとになされる。」という指摘もなされてき  

たし（Klinger［1956］S．105）、経済監査士協会が公表する数々の意見書は、  

経済監査士が会計問題を解決する際に統一した解決をもたらすという点で大き  

な意義を有しており、実務上、これらの意見書に従って会計処理がなされるこ  

とが多いようである（b触on［1987］ss．126儀127）。しかし、かりに、そのよ  

うな意見書が経済監査士団体の内部的規則として個々の経済監査士に対して拘  

束力を有するとしても、正規の簿記の諸原則としての一般的な拘束力を有する  

わけではない5）。それは、経済監査士協会が公表する意見書が、必ずしも年度  

決算書作成者と利用者の間の利害を調整し、かつ簿記や年度決算書の諸目的に  

対応して作成されるとは限らないからである（h媚son［1987］S．127）。そし  

て、このような主張の背後には、そのように作成された意見書が正規の簿記の  

諸原則として優れたものであるかどうか判断するのは最終的には立法者や裁判  

所などの規範定立者（Verordnungsgeber）であるという思考があると考えら  

れる（Ⅵ汁H臆ー［2002］鮎．仏45）6）。しかも、経済監査士協会の意見書は経  

4） しかも、いわゆる逆基準性を背景と して、財務省が示す所得税通達  

（Einkommensteurrichtlinien）も税務貸借対照表との関係で法的な拘束力は有しないものの、   

実務上は重要性を有する（Ordelheide［1999］p．110）。  

5） 5cゐβmγは、このことが「監査人と被監査企業との間に重大な論争を引き起こし得る」   

と指摘している（Scherrer［1977］S．1327）。  

6）numeは、ドイツ公認会計士協会の境南専門委員会（Hauptfachausschu仏）が、最高専   

門委員会には正規の簿記の諸原則を規定する権限があると考えているのであれば、意見書   

は不必要なはずであると指摘していた（Flume［1973］S．1663）。  
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済監査士に対しても直接に法的拘束力を有するものではなく、決算監査人は意  

見書に従う義務を負うものではないと解されている（Hanse［2003］Rn．16）。   

他方、原則として、連邦法により会計基準が設定されるという枠組みに対し  

ては、立法過程自体に内在する時間的コストに加え、審議メンバーが財務会計  

等の専門家に限られか－こと等にも起因して基準作成までの時間が長く、経済  

環境の変化に対して会計基準の適応が遅れがちであること、それを補完するも  

のとして経済監査士協会の意見書などが存在するが、これらには法的拘束力が  

当然に認められないことから一貫した適用には限界があること、及び、政治的  

影響を受けやすいなど、多くの批判が加えられてきた（古市［1999］p．145；  

Mmann［1980］S．109；津守［1993］p．139；Ernst［1999］p．346）。   

2 正規の簿記の諸原則  

商法典238条は「すべての商人は、正規の簿記の諸原則（Grundsatzeord－  

nungSm弧igerBuchRihrung，GoB）に従って、会計帳簿を作成し、それに営業  

取引及び企業の資産及び負債を記録しなければならない」と規定し、243条は、  

「年度決算書は正規の簿記の諸原則に従って作成されなければならない」と定め  

ている。また、商法典264条2項第1文は「資本会社の年度決算書は、正規の  

簿記の諸原則を遵守したうえで、資本会社の財産状態、財務状態及び収益状況  

の実質的諸関係に合致する写像を伝達しなければならない」と、297条2項第  

2文はコンツェルン決算書は「正規の簿記の諸原則を遵守したうえで、コンツ  

ェルンの財産状態、財務状態及び収益状況の実質的諸関係に合致する写像を伝  

達しなければならない」と、それぞれ規定している。しかし、立法者は、「正  

規の簿記の諸原則」の定義を示してこなかった。すなわち、「正規の簿記の諸原  

則」は不確定な法概念として位置づけられてきた（Leffson［1987］SS．21－  

22；Kruse［1978］S．104）7）。したがって、ある会計原則が正規の簿記の諸原  

則の一部を成すか否かを確定することにはしばしば困難が伴う（Baetgeund  

Kirsch［2002］Rn．5）。   

なお、正規の簿記の諸原則は商法典に法典化されているか否かを問わず、明  
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文の規定によって離脱が許容されている場合8）は格別、計算書類の作成にあ  

たって考慮に入れなければならない強行法規である（BaetgeundZtilch［2004］  

Rn．2）。もっとも、「特別法は一般法に優先する」という原則に従って、特定  

の会計ルールはより一般的な会計ルールに優先して適用される。したがって、  

法典化されている特定のルールと法典化された正規の簿記の諸原則とが抵触す  

る場合には、前者が優先し、商法典中の特定の規定は、法典化されていない正  

規の簿記の諸原則に優先する（BaetgeundKrsch［2002］Rn．113）。すなわち、  

正規の簿記の諸原則は商法典に含まれる特定の会計処理の選択権を制約するも  

のとは解されていない（BaetgeundKirsch［2002］Rn．114）。   

31912年法曹会議及び1937年経済大臣によるガイドライン  

すでに、1912年には、法曹会議Uuristentag）において、貸借対照表作成に  

関する法令上の権限を有する中央当局（Zentralinstanz）を設置するという提  

案がなされ9）、それに基づき議論がなされたが、その提案は1票差10）で否決さ  

れた11）。また、1937年に、経済大臣は、簿記組織に関するガイドライン  

（RichtlinienzurOrganisationderBuchhaltung，imRahmeneineseinheitlichen  

Rechnungswesensnach ErlaLミdesReichs－undPreuJSischenWirtschafts  

ministeriumsvomll．November1937）を公表した。  

7）ドイツにおける正規の簿記の諸原則については、会計学の研究者による多くの先行研   

究が存在するが、法律学の研究者によるものとしては、中里［1983a］［1983b］、久保  

［2004］などが存在する。  

8） たとえば、商法典252条2項。  

9） 拘rhandlungendesDeuischenルristen晦es（Wien1912），DritterBand，1913，S．434．  

10）VbYhandlungendesDeutschenJuristen晦es（Wien1912），DritterBand，1913，S．505．  

11）Sonnenschein［1980］S．133は、最終的には可決されたと述べているが、1912年9月6   

日の総会の議事録（陣YhandlungendesDeuischenルristentqges（Wien1912），DritterBand，  

1913，S．969）では、見出すことができなかった。  
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41980年会計指令法予備草案   

（り 学説の動向  

（a）b飴on   

エq鈴∂乃は、「正規の簿記の諸原則」は、単に、商人の見解または慣習から誘導  

されるものではなく、何が正規の簿記の諸原則であるかについては、専門的知  

識を有する中立的な機構のみが決定権限を有しうると指摘した（Leffson  

［1987］SS．33und39）。もっとも、ここで想定されている中立的な機構は、形  

式的には裁判所であった（LefEson［1987］ss．18und39）。エ頑私用は、正規の  

簿記の諸原則を法律を補完する法規命題であって、その不遵守は処罰されるお  

それのある直接的な規範命令であって、強行法規であるとする（Leffson  

［1987］SS．21－22）。そして、正規の簿記の諸原則は不確定な法概念であり、立  

法者はその充填を裁判官に白紙委任しており、裁判官による具体的な法の適用  

によって充填されると解している（k蝕on［1987］SS．22－23）。他方、エ（癖0兜  

は、実質的には経営経済学が専門的知識を有する中立的な機構であるとし、経  

済経営学に基づいた清輝的方法によって獲得された正規の簿記の諸原則の一般  

的承認性を実現する検証の場が学界、経済監査士及び商人の協同作業の場とし  

ての中立的機構であると論じている（b飴on［1987］SS．147－149）。  

（b）Spannhorst   

郎α乃乃加和才は、法律には正規の簿記の諸原則の確定のための特定の機構が明  

示されていないという問題意識にたって、正規の簿記の諸原則を導き出す社会  

的グループ及び専門的機構が必要であるとして、法律による確定、法規命令に  

よる確定、判決による包括的な総括及び国家外の規範設定による確定という4  

つの方式を検討し（Spannhorst［1974］ss．177－180）、国家が法の設定によっ  

て経済及び技術の発展に歩調を合わせることは無理な要求であるし、判決も現  

存する不安定性の排除あるいは横和に適した機構ではないとして、国家外の規  

範設定作業に委ねるべきであると結論づけた（Spannhorst［1974］s．182）。そ  

198   



商乳法に鉦け紅鉦一憫潤購蔑裾榔   

∴∴ L－、∴！；・二‘∴二；∴・－・∴∴∴二● ∴・∴－－．、・、∴・：二：、・：こ‾；－．：、∴  

乳汁が奪閏約麹過を都サる権威澱ある聯憫県よる牒瀾撒鳩済は摘膵臓細摘摘緋  

なる浄を法緑によって儲痛するむ法は域務に戌ゴ忘する統 一鮨と冤定鰹を鮎たら琢  

とするi軸anmh（汀扇［1雲汀4」S。183】婆j一つとも、猶惑機雷冴誓約髄液を甜サる絡戚  

ある鞠問とLて階差驚づけられるかにづいては、鮮僚鞭済空くダ：は観級陀された藍と弱終  

ではないL、経常雑音教学：教授適合も晦浸こい闇を嘗腎炎L、塊茎司約な研究署轟戯評謀た  

め椚懲源を結儀する織機ではないとする またも ㌍ゼ・銅断割紛緻吏協嘉摩欄凋  

ツ商宜凄摘雛酎こは鞘審問係従鶴鰭という間毯があー〆てふきわL一芸ないとゃる  

そして、正規拇簿記聞儲瀾瀾を開発L、検威せるタ潤一ザ㌣遮臥するダ‰柵ザ  

から攻る、観絡設定作袈を行なうための餅Lい槻閥の粥蓮済を凄敬饗Lた 弼驚Lも  

検証するダ≠－プは大学の経常経済学、商法学級び税法学の邁曝銅陀永から窺  

壷き、適用するグループは商人実務の観観の代養及び擬済監露＿ヒ協会炉き音竃森から  

呟るという構想を示Lた：ほ函m如拙腐［旦那4］ss．ヱ鍬温鱗j盲   

ビョ1977年ポープム・シンポジウム  

1977年に開催されたポープふ・シ≠ンポジ㌣ラムにおいては、鮮度決簿番をj巨  

視の簿記の諸原巨頓に基づいて作成することを馨渡する芸当時♂遜株式法1姻凝をめ  

ぐって議論がなされたが、迅紺密㌢はも 経済監激ヒ協会が綽′コている勧芸㌢ぽ）公叔  

システムを再検討することによって正殿椚簿記胸諸敬酌を簡牒西成＿蔓二終  

（Åuslegu咽Sa山Orit畠tさ を創設することが間毯を解決するために考えられる選  

択肢であると述べ、委員会に企業や逆夢取引帝の代表観び学妄執者を含めること  

によって、その体制を拡張することが必要であると弼時にも 開発づれ史観慨⑫  

一・駿的な専門家とLての義務の一斑として受け入れられることを確保するため  

に、職業裁判所との駒度約な逮橋が老優であると楷磯した 軋u焦哲㌻［1紺7コ S，  

45∋二βgぞ再訂ゐも経済監査一－む協会のほか、学弊及び擬濱野がjE艶ダニ〉簿記汐）品番敬弼  

を発展させるぺきであきき、そのような方法によって共通ダき勧告を勢観きせるこ  

とができると述べた（Bierich［1977］S．ほ榔㌧ …もりとバ∴。軌南東臆ほ∴ 遍酎隊  

経済監査士協会などはこのような勧告を遇d、㌢：することを強制することはできな  
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いので、作業部会を拡大し、そのような勧告の権威を高めることが最善の方法  

であるとしていた（Bierich［1977］S．159）。  

（2）経営経済学教授連合の提案  

1979年に経営経済学教授連合は、商法上の計算について改革提案  

は郎椚侶…訂地軸－Z附加〃J壷JJJで山Jん血′上々ぐrJ川′′′駆J曙J川g7川JJ・斤C一々∫血J油β  

研才fdg乃Gβ5β放ね方ね乃）を行なった。企業がどのような法律上の形態をとるかに  

かかわらず、また、その規模の大小にかかわらず適用される会計の一般法の制  

定を提案したものであったが、（KommissionRechnungswesenimVerbandder  

Hochsch1111ehrerfurBetriebswirtschaft［1979］s．5［Tz．10］）、正規の簿記及び  

貸借対照表作成の諸原則の解釈と発展のための審議機関としての正規の簿記の  

諸原則委員会（GoB－Rat）の設置を併せて捷案したものであった。そこでは、  

アメリカの財務会計基準審議会に倣って設置することが想定され  

（Kommission Rechnungswesenim Verband der Hochsch1111ehrer fiir  

Betriebswirtschaft［1979］S．6［Begrtindung］）、委員会には成文法で根拠が与  

えられるべきであり、委員会は政治的にノ独立した、専任ではなく、十分な専門  

的資格を有する委員から構成されるべきであるとされていた。   

このような掟案に対して、ドイツ事業協会連合（Spitzenverbande der  

deutschenWirtschaft）は正規の簿記の諸原則は実務において形成されるべき  

である、正規の簿記の諸原則の枠組みにおいては代替的な解決と相違が必要で  

あり、経営上の会計システムの実務にとって、委員会による固定  

（Zementierung）は有害である、そのような委員会による制定改廃に依拠する  

ことは企業と決算監査を困難に陥れるだけである、正規の簿記の諸原則が法に  

よって定められた枠組みの中に収まることは司法によるコントロールで十分に  

保障されているなどと反柑し（SpitzenverbandederdeutschenWirtschaft  

［1979］s．1094）、有力な経済監査士も反対意見を表明した（たとえば、  

Scbul也［1979］S．44）。  
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（3）1979年グラハト・シンポジウム  

1979年に開催されたグラハト・シンポジウムでは、経営経済学教授連合の  

提案をめぐって、議論がなされた。   

エαβ椚α兜乃は、法的不安定性を解消するという観点から、正規の簿記の諸原  

則委員会の設置に理解を示し、そのような委員会の任務としては、既存の正規  

の簿記の諸原則を解釈すること、新たな事象を既存の正規の簿記の諸原則にあ  

てはめること、既存の正規の簿記の諸原則を発展させ、また、新たな商事法及  

び租税法における会計原則を開発することが考えられるとした。その上で、正  

規の簿記の諸原則委員会の意見書は強制力を有するのか、勧告的な性質を有す  

るにとどまるのかという点で、委員会の法的な地位をどのようにするのかが中  

心的な重要問題であると指摘し、技術基準と同様、法令で参照することによっ  

て、そのような委員会が定め、公表した原則と決議には強制力が認められるべ  

きであり、そのような原則と決議からの離脱は特別な正当化事由を必要とする  

という見解を示した（LAJhann［1980］SS．110－111）。もっとも、連邦政府及  

び立法者の諮問委貝会として正規の簿記の諸原則委員会を設置することも考え  

られるとしていた（hLSmann［1980］S．111）。   

また、5β乃乃β乃ぶCゐgg〝も正規の簿記の諸原則委員会の設置について、肯定的な  

立場から以‾Fのような議論を展開した。すなわち、議会における立法手続きを  

経て公布される形式的意義における法律に加え、基本法80条は、法律により、  

連邦政府、連邦大臣及び州政府に対し、法規命令を発する権限を与えることが  

できると定めているが、いずれの場合にも利害関係を有する団体との非公式な  

協力は可能であり、たとえば、イミッシオン防止法7条1項・51条や自宅労働  

法33粂1項においては、明示的に意図されている12）。もし、会計にとって重  

要な規制がすべて法律において規定されているとすると、必要な変更は正式な  

立法手続きを経て法律の改正という形で行なわなければならない。これに対し  

て、法律が法規命令に委任している場合には、その手続きは相当に単純化され、  

12）その他の具体例については、たとえば、大橋［1996］3賂400頁参照。  
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法規命令の形で比較的容易に会計規制は必要に対応することができる  

（Sonnenschein［1980］S．118）。もちろん、授権にあたっては、認識可能性と  

予想可能性を確保するという観点から、与えられる権限の内容、目的及び程度  

は法律でこれを規定しなければならないとされている（基本法80条1項2文）。   

つづいて、まず、法律に基づいて、公法上の団体にその構成員を拘束する自  

治規範（定款）を設定する権限を与えること（たとえば、商工会議所がその構  

成員に成文化された正規の簿記の諸原則のような一定の会計規則に従うことを  

定款によって要求すること）も考えられるが、これには、樽成員しか拘束しな  

い、外部者を拘束しないという短所があるとした（Sonnenschein［1980］S．  

119）。また、租税法との関係においては、連邦財務大臣が定める所得税通達が  

存在するが、それについて私的な組織が協働することも可能であると指摘した  

（Sonnenschein［1980］S．119）。   

また、家族法の領域においては、上級地方裁判所が扶養義務に関するガイド  

ライン（Leitlinien）を作成し、公表しているが（OLGDtisseldorf，NJW1979，  

25；OLGHamm，NJW1979，255；OLGSchleswig，NJW1979，267）、これらは  

拘束力を有するものではなく、個別の事案にとってガイダンスとしての位置づ  

けを有するにすぎないが、同様の状況は会計との関係でも存在しうると評価し  

た（Sonnenschein［1980］S．120）。   

さらに、立法者によって法規範として公表され、または法規範に付録資料  

（Anlage）として付されることによって、元来は私的かレールであったものが  

法的なルールの一部を成すことになることもあり、これは会計のルールにも当  

てはまりうる。もっとも、このアプローチによると、変化に械動的に対応する  

という柔軟性が確保できないとした（Sonnenschein［1980］S．120）。   

労働協約法5条1項は、連邦経済労働大臣は協約当事者の申請に基づき、使  

用者と労働者の全国組織の代表者から成る委員会の同意により、一定の場合に  

当該協約が一般的拘束力を有すると宣言することができるとしているが、これ  

は、労働協約が外部者を拘束することを認めているものであり、このような宣  

言は法規範の設定行為にほかならないと述べた（Sonnenschein［1980］SS．  
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120－121）。   

以上に加えて、1939年の法規命令（Verordnungtiberdieverbindliche  

Ein丘ihrungVOnNormen，Geschaf［s－undLief6rbedingungensowievonGtite－und  

Bezeichnungsvorschriftenvom8．9．1939，RGBlI1745）が一定の技術領域につ  

いて、専門家団体により成文化されたルールの一般的拘束力を認め、この結果、  

そのようなルールが法的なルールに高められている。これを前提として、ドイ  

ツ工業規格協会（DasDeutshceInstitutfiirNormunge．Ⅴ．：DIN）の規範には拘  

束力があると説明されてきたというような例を挙げ、「指示規定（Verweisung）」  

という立法技術が広く用いられていると指摘する。そして、会計基準について  

もドイツ工業規格協会の基準と同様に位置づけるというアプローチが適切であ  

るという見解を示した（Sonnenschein［1980］SS．121－125）。   

他方、ル乃gβは、企業実務の中で正規の簿記の諸原則は発展するものであっ  

て、現在のあり方を維持することによって初めて会計実務の発展の重大な遅延  

や不健全な不統一性を生じさせることなく新しい問題に対処できるとし、企業  

間の遠いや実業界の必要、新たな経済関係などに対応できない硬直的な会計基  

準が作成されるおそれがあると指摘した（Junge［1980］SS．115－116）。また、  

エ〟f烏も、会計基準設定機関によって何らかの基準が定立されると、その後の  

会計の発展にとって問題が生じる可能性があると述べた（Luik［1980］S．  

113）。  

（4）会計指令法予備草案  

1980年に公表された会計指令法予備草案（VorentwurfeinesGesetzeszur  

Durchftihrung der Vierten Richtlinie des Rates der Europaischen  

GemeinschaftenzurKoordinierungdesGesellschaftsrechtsvom5．2．1980）は、  

商法典290条1項として、「連邦法務大臣は、連邦経済大臣の同意を得て、年  

度決算書が第238条3項にいう事実関係に合致した写像を伝達することを保証  

するために、または、欧州共同体域内において正規の簿記の諸原則を調整する  

ために必要とされる限りにおいて、第238条2項にいう正規の簿記の諸原則を  
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法規命令によって確定することを授権される」という条文を設けることを提案  

していた。これは、正規の簿記の諸原則の統一的な適用を保証し、正規の蒋記  

の諸原則の内容を国際的発展に適合させるために必要である限りにおいて、正  

規の簿記の諸原則が不確定な法概念であることを前提としつつ、法規命令によ  

って確定することを可能にしようとするものであった。すなわち、他のEC諸  

国またはOECD諸国においては利害関係者層によって代表される、正規の簿  

記の諸原則の発展のために設けられた特別の機関が存在するか、年度決算書の  

監査の権能を有する人々に正規の簿記の諸原則の発展が委ねられているとし  

て、長期にわたる法的不安定性及びEC会社法第4号指令から離反する展開を  

避けるため、正規の簿記の諸原則を法律上または法規命令として確定すること  

も考えられるが、法律が介入することは例外的であることが目的にかなってい  

ると思われることから、第1項のケースについては、法規命令による規制を可  

能にすることを提案したとされている。   

また、同条3項として、「第1項による正規の簿記の諸原則の確定は、連邦  

法務大臣が連邦経済大臣の同意を得て、法規命令により、民間団体または個人  

の公表物を指示したり、または、このことを正規の簿記の諸原則として官報に  

同時に公告するという方法によって行なうこともできる」という規定を設けて、  

民間団体による正規の簿記の諸原則の設定の可能性を認めようとした。すなわ  

ち、正規の簿記の諸原則の開発にあたる機関に、正規の簿記の諸原則の適用に  

関する権威を付与する可能性を生じさせることによって、立法者が関与するこ  

となく、正規の簿記の諸原則の開発が関係者集団によって促進され、かつ、そ  

の適用が支揺されることが期待されるとされていた13）。  

13）なお、290条4項として、290条1項に基づく法規命令については連邦参議院の同意（基   

本法80条2項参照）を要しないものと定めることが提案されていた。これは、正規の簿記   

の諸原則の確定は、国家の特別の利害に抵触するものではないからであると説明されてい   

た。  
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（5）会計指令法予備草案に対する批判と対応   

会計指令法予備草案の提案に対して、経常経済学教授連合は、最近の理論的  

認識と実際的需要に速やかに適合させるための規準設定が必要とされる場合の  

根拠を法律自体には求めていないと解して、正規の簿記の諸原則委員会の設置  

が含意されていると考えて、賛意を表していた（Kommission  

RechnungswesenimVerbandderHochschullehrer丘irBetriebswirtscha氏［1980］  

S．589）。また、会計指令法予備草案の理由書においては、法的安定性を損なっ  

たり、実務における異なった適用を生じさせないようにすべきであるとしつつ  

も、命令授権は正規の簿記の諸原則の弾力性を保持するような形で行なわれる  

べきであるとされていた。参事官のβ才β乃gγも法規命令からの離脱14）や民間団  

体・個人の公表物による確定を認めることによって、正規の簿記の諸原則の弾  

力性は確保できると主張していた（Biener［1980］S．692）。   

しかし、このような提案に対しては、経済団体や経済監査士協会などからは  

強い批判が加えられた。その主たる根拠は、正規の簿記の諸原則を法規命令に  

よって確定することは会計の弾力性を損なうことにあるという点及び基準性  

原則と租税中立性を損なうおそれがあるという点にあった（詳細について転  

たとえば、木下［1982］65－68頁参照）。たとえば、この提案は正規の縛記の諸  

原則の確定と発展を国家の手に委ねることであるとか（Spitzenverbandeder  

deutschenWirtschaft［1980］S．9）、EC会社法第4号指令は税務中立的に国内  

法化されなければならないので、確定決算主義のため、不利な税務上の効果が  

生じかねない（WirtschaftsprdferkammerundInstitutderWirtschaftsprdfer  

14）290粂2項として、「他の正規の簿記の諸原則が存在し、それを用いることで第238条3   

項にいう事実関係に合致した写像が伝達される場合にほ、第1項により発布される諸規定   

から離脱することが認められる。離脱は報告書に記載し、用いられた正規の簿記の諸原則   

の説明においてその理由を示さなければならない（以下略）」という規定を設けることが   

提案されていた。理由審においては、正規の簿記の諸原則を可能な限り、広範囲に維持す   

るためであると説明されており、正規の簿記の諸原則が個別の事案において命令で定めら   

れている場合であっても、実務上、正規の静記の諸原則のいっそうの発展が可能になると   

説明されていた。  
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［1980］S．517）などと指摘されていた15）。また、命令授権は議会主義の伝統  

に反し、重大な憲法上の疑義や法的不安定性といった問題をはらんでいるとし  

て、企業財政経済協会も、命令授権に代えて法律規定によって会計法の制定は  

行われるべきであると主張した（GesellschaftftirFinanzwirtschaftinder  

UnternehmensRihrung［1980］）16）。   

この結果、修正草案（EntwurfeinesGesetzeszurDurch且ihrungderVierten  

RkhtliniedesRatesderEuropaischenGemeinschaf［enzurKoordinierungdes  

Gesellschaftsrechts（Bilanzrichtlinie－Gesetz）vom18．5．1981）、第1次政府草  

案（RegierungSentWurfeinesGesetzeszurDurchfuhrungderViertenRichtlinie  

des Rates der Europ畠ischen Gemeinschaften zur Koordinierung des  

Gese11schaasrechts（Bilanzrichtlinie－Gesetz）vomlO．2．1982，BRDruCksache  

61／82）及び第2次政府草案（Regierungsentwurf eines Gesetzes zur  

Durchftihrung der Vierten Richtlinie des Rates der Europaischen  

GemeinschaftenzurKoordinierungdesGesellschaftsrechts（Bilanzrichtlinie－  

Gesetz）vom3．6．1983，BR，Drucksache257／83）の段階では、正規の簿記の諸  

原則の法規命令による確定に関する条項は含められなかった。   

5 資本調達容易化法（KapAEG）参事官草案   

1980年会計指令法予備草案の提案が挫折した後、学説上の議論は存在した  

ものの、商法典あるいは株式法の改正にあたって、 会計基準設定機関の創設は  

提案されなかった。   

しかし、1995年に設けられた法務省などから成る作業部会において、基準  

設定主体の創設が議論され（PresseerklarungdesBundesministeriumsder  

Justizvom19．Apri11995；Biener［1995］SS．39，48und56；Biener［1996］  

15ノ）SpitzenverbandederdeutschenWirtschaft［1980］S．9も同趣旨。  

16）また、企菜財政経済協会は、正規の簿記の諸原則は商人の実務から展開されるもので   

あー）、現行の実務における法律上の規定と正規の簿記の諸原則の発展との結合が将来にお   

いても会計に必要な弾力性を維持させることになると論じていた。  
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S．67）、そこでは、民間の基準設定主体の創設の方式として、（拡大）経済監査  

士協会委任方式、社団設立方式及びドイツ工業規格協会委託方式が検討されて  

いた。（拡大）経済監査士協会委任方式は、ドイツ経済監査士協会が会計勧告  

の開発に必要な専門的知識及び組織を有していることに注目したもので、経済  

監査士協会に会計担当者層を加えた組織で会計勧告を開発させる、あるいは、  

独立した基準設定主体を経済監査士協会が設立し、その運営を引き受けるとい  

う方式であった。また、社団設立方式とは、経済界の一層の主導を前提として、  

会計専門職業入団体及び会計担当者層が、新たな独立した主体を社団の形態で  

設立するというものであり、ドイツ工業規格協会委託方式とは、ドイツ工業規  

格協会と連邦経済省との協定を修正して、ドイツ工業規格協会に会計勧告の開  

発を委託するというものであった（Biener［1996］SS．72－74）。   

このような検討を背景として、1996年に公表された国際的資本市場におけ  

るドイツのコンツェルンの競争力の向上及び資本調達の容易化のための法律参  

事官草案（斤所γβ邦書β〝β刀抽〟げeわせβぶ Ggぶβねgぶg〟γVeγ∂gぶぶβγ〝乃g dgγ  

ll羽湘川・ど両帝JJな姑√加JJJ∫C7日り■柚ノほぐ〃ほ（川JJJ如・′Jか／′川α／川放かね／椚ガ′伽p′川′J〟  

z〟γg〟βズc肋畑g邦Aゆαゐ椚…∂乃Cβぶg伽あ（ポβ摘α〟gゐβ乃）17｝では、商法典264条3  

項を新設して、法律に定めがない場合には、外国において用いられている会計  

処理方法を年度決算書作成にあたって用いることを認めることが提案された。  

すなわち、商法典264条3項（案）は、「明文の定めがない場合には、本編の  

法律上の諸規定を含む正規の簿記の諸原則と合致し、かつ、それと同程度にま  

たはより適切に資本会社の財産状態、財務状態及び収益状態の実質的諸関係に  

合致する写像を伝達する場合には、諸外国で定められ、あるいは会計原則とし  

て一般的目的または資本市場における利用日的のために承認されているか、ま  

たは資本市場で認められた基準設定委員会により勧告された貸借対照表計上方  

法及び評価方法を年度決算書において用いることが認められる」としていた。   

このような捏案がなされたのは、ドイツ企業の外国の資本市場における競争  

17）この草案の翻訳については、たとえば、森川［1983］が存在する。  
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条件の改善のために、国際会計基準ヤアメリカ基準に適応した決算書を作成す  

ることを認めるにあたって、ドイツの立法権限に抵触することなく、国際的あ  

るいは外国の会計基準を受け入れる方法としては、外国または国際的に認めら  

れた会計基準設定機関が開発した会計基準をドイツにおいて承認された会計基  

準設定機関を通じてドイツの会計基準とすることが適当であると考えられたか  

らである。すなわち、参事官草案の理由書においては、このような方法で、外  

国または国際的に認められた会計基準設定機関が開発した会計基準が一般的承  

認を受けることによって、ドイツ国内の正規の簿記の諸原則となり、その適用  

に明確な法的な根拠を与えられる、このような方法によれば、法律による確定  

を避けることができ、また規制緩和という観点からも望ましいと説明されてい  

た。そして、法律上の基準が立法を通じてのみドイツ法となることができるよ  

うに、外国において認められた基準設定機関が開発した会計基準も、ドイツに  

おいて認められた基準設定機関を通じてのみ、この機関がドイツ語への翻訳を  

行い、公表し、かつ、ドイツ基準として指定するときに、ドイツの基準となる  

ことができ、初めて、ドイツにおける正規の簿記の諸原則となる余地が生ずる  

と指摘されていた。   

なお、β励grは、正規の簿記の諸原則は、利益額の決定に影響を及ぼす限り、  

法規とみなされなければならないが、法律の確定は、憲法上の理由から民間の  

機関に委ねることはできないので、民間の機関が開発した基準は法規範と位置  

づけるのではなく、法律上、推定することが考えられるとしていた。そして、  

このようにすれば、立法者は新たに法規定を創設する必要がなく、また、商人  

による自主規制の下で専門的基準（Fachnormen）を確立することができる。  

このような専門的基準は、法的拘束力を当然には有さず、正規の簿記の諸原則  

の性質を有するのは、判決によって一般的な承認を得た後であると論じていた  

（Biener［1996］SS．69－70）。   

もっとも、反対意見が多く、政府草案（BR－DruCksache967／96，1996年12月  

20日）では、この条項は削除された。たとえば、経済監査士協会は、外国の  

会計原則が正規の簿記の諸原則及びドイツ法に一致するのであれば、外国の会  
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計原則がドイツ法と同程度にまたはより適切に資本会社の財産状態、財務状態  

及び収益状態の実質的諸関係に合致する写像を伝達するとは考えられないこ  

と、外国の会計原則とドイツの規定が一致する場合について規定を設ける必要  

性はないこと、264条3項（案）のような規定の下では通説的な見解が支持し  

ない考え方が法解釈及び正規の簿記の諸原則導出の基礎となること、及び、現  

行の会計実践と相いれないことなどを指摘した（InstitutderWirtschaftsprdfer  

［1996］S．594）。また、0摘β肋βfdβも264条3項（案）は慎重性の原則を維持し、  

基準性原則を損なわないという目標に反すると批判した。そして、ドイツにお  

ける慣行は法的安定性をもたらすが、264条3項（案）は、国際基準と相いれ  

ないドイツにおける慣行の排除を意図するものであり、法的不安定性をもたら  

しかねず、個別決算書における慎重性の原則の維持が困難になり、同時に、企  

業の税負担の増加を招くおそれがあると主張した（Ordelheide［1996］SS．  

550－552）18）。   

6 企業領域続制透明化法（KonTraG）  

資本調達容易化法には、会計基準設定機関の設置は盛り込まれなかったが、  

資本調達容易化法の審議過程において、連邦衆議院の法務委員会報告は「将来  

的に、国内の連結規定を国際的な基準に適合させることは避けられない。この  

ような適合の準備として、そして国際的な会計委員会においてドイツを代表す  

るために、場合によっては、企業領域統制透明化法の下で、独立した経済人か  

ら成る会計委員会が設けられるべきである」と述べ（Rechtsausschuss［1998a］  

S．11）、連立政権の研究グループ報告（BerichtderKoalitionsarbeitgruppe  

“GlobaleKapitalmarktpolitikfurmehrBeschaftigung”vom27．November1997）  

では経済界による会計基準設定機関の設置の必要性が指摘され19）、連邦法務  

省は、急遽、1997年12月10日付文書により、商法典264条の改正の一環とし  

18）詳細については、たとえば、久保［1999］pp．243－244も参照。また、βgα如も批判的な   

書簡を法務省担当官に送付したことについて、稲見［2004］pp．18－20参照。  
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て、資本会社のすべてを対象とし、しかも、個別決算書とコンツェルン決算書  

との両方を対象とする独立した会計委員会の設置に関する法律上の規準を策定  

する旨の擢案を関係諸団体に送付した（VerbandsrundschreibendeBMJzum  

KapitalmarktkonzeptderKoalitionsarbeitgruPpeVOmll．Dezember1997）。すな  

わち、法務省は、国際的な基準設定委員会におけるドイツの代表、法律または  

正規の簿記の諸原則の開発、今後の立法手続きに際しての法務省への助言など  

を任務とする経済界による会計委員会の設立を支持するとしていた。   

そして、商法典264条3項として、「会計勧告の開発に関して連邦法務省に  

よって承認された機関によるもので、連邦法務省により連邦官報において公示  

された勧告が遵守される場合には、正規の簿記の諸原則の遵守が推定される。  

当該勧告が、法律の意義及び目的に沿わない場合または公益を十分に考慮に入  

れていない場合には、連邦法務省はその公示を拒否し、または撤回することが  

できる。1か月以内であれば、拒否及び撤回に対して、異議の申立てを行なう  

ことができる。当該異議は、連邦通常裁判所の統一性の確保に関する法律第1  

条に基づき、通常裁判所合同部が判断する。」、同条4項として、「故意または  

過失により、正規の簿記の諸原則として公示された第3項にいう勧告に違反し  

た法定代表者は、当該離脱が客観的にみて正当なものであった場合にのみ、な  

すべき誠実な行動をとったことを立証することができる。」という条項を追加  

することが接案されていた。   

その後、関係語団体からの意見聴取の結果をふまえて20）、1998年1月30日  

の法務委員会決議に従い（木下［2007］61頁）、素案 Ⅳerbandsrundschreiben  

deBMJzumXapitalmatktkonzeptderKoalitionsarbeitgruPpeVOm17．Februari  

1998）が同年2月17日に関係諸団体に示された。この素案では、1997年12月  

19）任務としては、立法者に助言し、正規の簿記の諸原則を発展させ、ドイツの会計原則   

を現実に即したものとし、ドイツの伝統を考慮したうえで国際会計基準に近づけることが   

あげられていた。この報告書の詳細については、たとえば、稲見［2004］58－63頁参照。  

20）1998年1月16日素案で、連結決算書に限定した上で、商法典342条及び342a条を新設   

することとされたと指摘されている（木下［2007］61頁）。  
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17日素案がとっていた方針21）とは異なり、私法上の機関である私的会計委員  

会の設置が公的会計審議会の設置よりも優先的に採用されるものとされた。ま  

た、会計委員会が勧告を開発する権限は、連結会計に関するものに限定するも  

のとされた。これは、コンツェルン決算書に限定することによって、税務上の  

利益決定に対する当該勧告の影響を排除することができるからであると説明さ  

れていた（SS．10－11）。しかも、1997年12月段階の素案で示されていた商法典  

264条3項の第2文以下及び4項に相当する規定は設けられず、3項の第1文に  

相当する規定を商法典342条2項として設けるという提案に変更された。   

結局、1998年3月4日の連邦衆議院の法務委員会に、商法典342条（私的会  

計委員会）及び342a条（会計審議会）を新設することを含む企業領域統制透  

明化法案が提出された（Rechtsausschuss［1998b］）。このような条文が設け  

られた背景としては、会計領域においては、基準設定が国際的慣行になってい  

るが、基準設定は通常の場合、民間が担っていること、国際会計基準委員会が  

各国の基準設定主体との連携強化を打ち出したため、ドイツにおいても会計委  

員会の創設が必要となっており、会計委員会を創設すれば国際会計基準委員会  

へのドイツの影響力の行使が確保されると期待されることをあげている。そし  

て、経済界が自ら会計委員会を設立することを期待して、立法者はその枠組み  

のみを定めたが、民間が会計委員会を設立しない場合の代替策として、法務省  

に会計審議会を設けることを商法典342a条は定めているとしていた  

（Rechtsausschuss［1998b］SS．24－25）。  

（1）私的会計委員会   

商法典342粂1項は、連邦法務省が、協定により、私法上組織された機関を  

承認し、その機関に、連結会計に関する原則の適用のための勧告の開発、会計  

規定に関する立法手続きに際しての連邦法務省への勧告、及び、国際的な基準  

21）連邦法務省が設置する機関のほか、私法上の機関が代替的に認められるとされていた  

（木下［2007］61頁）。  
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設定委員会におけるドイツの代表という任務を委任することができると定め  

た。もっとも、この機関は、その定款に基づき、独立性をもって、かつ、もっ  

ぱら会計関係者（Rechnungsleger）によって、専門的利害を有する公衆が参加  

する手続きの中でその勧告が開発され、かつ、決議されることが保証されるも  

のでなければならないとされ、企業または会計関係者の組織がその機関の委員  

である場合には、委員としての権利の行使は会計関係者にのみ認められなけれ  

ばならないとされている。そして、342条2項は、そのような機関の勧告のう  

ち、連邦法務省によl）公示されたものを遵守すれば、連結会計に係る正規の簿  

記の諸原則を遵守しているものと推定されるものと定めている。   

ここでいう協定に関しては、たとえば、1975年に連邦経済省がドイツ工業  

規格協会との間で締結した協定が手本になる、勧告の作成は連結会計に関する  

ものに限定され、当面の間、とりわけ上場企業にとってのみ意味を有するにす  

ぎないと指摘されている（Rechtsausschuss［1998b］S．27）。また、342条に  

いう会計関係者には、商学士、経済学士またはそれに相当する資格を有する経  

理担当者などや経済監査士、宣誓帳簿監査士、税理士または弁護士として商法  

及び税法に基づき助言または監査を行なう者が該当し、それらの者に相当する  

資格を有し、かつ、会計または監査に従事するすべての人を含むとされている。  

また、これらの分野を専門とする大学その他の政府部門に属する者も会計関係  

者にあたるとする（Rechtsausschuss［1998b］S．27）。   

なお、基準設定プロセスにおける透明性・公開性が要求されているのは、私  

的会計委員会の勧告に基づいて設定された会計基準に推定的効力が認められる  

こととの兼ね合いであると推測される。  

（2）会計審議会   

連邦法務省が商法典342条1項の規定に基づく機関を認めない場合には（商  

法典342a条9項）、連結会計に関する原則の適用のための勧告の開発、会計規  

定に関する立法手続きに際しての連邦法務省への勧告、及び、国際的な基準設  

定委員会におけるドイツの代表という任務を有する会計審議会が連邦法務省の  
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下に設けられることとされている（商法典342a条1項）。この会計審議会は、  

議長として連邦法務省の代表者1名、その他の委員として、連邦財務省の代表  

者1名、連邦経済省の代表者1名、企業の代表者4名、監査を行なう職業人の  

代表者4名、及び、大学教授の代表者2名によって構成されるものとされ（商  

法典342a条2項）、委員は会計関係者でなければならず、連邦法務省が任命す  

る（商法典342a条3項）。そして、委員は無報酬とされ、独立し、指示に拘束  

されないものとされている（商法典342a条4項）。審議会は特定の専門領域に  

ついて、専門委員会及び作業部会を設置することができ（商法典342a条5項）、  

審議会、専門委貝会及び作業部会は、委員の3分の2以上の定足数、かつ、過  

半数の賛成を決議要件として決議を行なうことができるが、可否同数の場合に  

は議長が決するものとされている（商法典342a条7項）。審議会の勧告につい  

ては、私的会計委員会の勧告と同じ法的地位が認められている（商法典342a  

条8項）。   

7 ドイツ会計基準委員会   

（1）ドイツ会計基準委員会の目的   

企業領域統制透明化法の制定を受けて、1998年3月に、民法上の登録社団  

法人としてドイツ会計基準委員会が設立された。   

ドイツ会計基準委員会の目的は、連結財務諸表の領域で適用するための勧  

告（会計基準）を開発すること、国際会計基準委員会およびその他の会計基準  

設定機関と協力すること、国内・国際レベルにおける法律制定（特に会計関連  

の法律制定）に際して助言すること、国際的な会計基準設定機関や調和化を推  

進している国際機関においてドイツを代表すること、及び、これらの領域での  

研究を促進すること、とされている（定款2粂）。   

そして、1998年9月に、ドイツ会計基準委員会は連邦法務省から商法典342  

条の定める私的会計委員会としての認可を受け、ドイツ会計基準委員会と連邦  

法務省との間で法定任務の委託に関する契約（StandardisierungSVertrag）（以  

下、基準設定等契約という）が締結された。なお、この基準設定等契約は、連  
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邦法務省またはドイツ会計基準委員会のいずれからも1年の解約告知期間を設  

けることにより終了させることができるものとされている（基準設定等契約  

10条）。  

（2）ドイツ会計基準委員会の組織   

ドイツ会計基準委員会の運営資金は、社員による会費のほか、寄付金、出版  

収益等によって賄われる。社員には、会計に関して一定の資格または経験を有  

する個人であれば誰でもなり得るほか、会計に関して一定の資格または経験を  

有する個人が会員権を行使する企業であれば、法人社員となることができる  

（定款4条）。ただし、行政機関や公的機関等は社員となることができない。   

ドイツ会計基準委員会は、理事会、評議員会、および社員総会によって構  

成される（定款6条）。理事会（4名）および評議員会（14名、うち4名は理事  

会構成員）の構成員は、社員総会により選出・解任されることとなっており  

（定款13条）、人事面においても行政機関の関与が排除されるように仕組まれ  

ている。   

また、ドイツ会計基準委員会には、連邦法務省との基準設定等契約に基づ  

き、その内部機関として、基準設定審議会（StandardisierungSrat）が設置され、  

これが商法典342条の定める事務を遂行する（基準設定等契約1条1項、定款9  

粂1項2項）。基準設定審議会は、評議員会によって任命された7名（9名まで  

増加することが可能）の委員により構成され、ドイツ会計基準委員会の事務  

局長および基準設定審議会委員長または副委員長によって運営される（定款9  

条5項）。同番議会ないしはその委員は、いずれの着からも何らの圧力を受け  

ないという意味において独立性が保障されており（定款6条、9条）、また、か  

かる独立性を保つこと、すなわち、他からの指示に左右されないことは委員の  

義務でもあるとされている（基準設定審議会業務規程1粂）。こうした基準設  

定審議会ないしはその委員の独立性に対する保障は、基準設定等契約でも特に  

強調されており、そこでは連邦法務省のみならず、ドイツ会計基準委員会に  

対しても義務づけられている（基準設定等契約1条2項）。  
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商事法における会計基準の受容（3）  

このほか、ドイツ会計基準委員会には、基本的事項の決定に先立ち利害関係  

人が意見を述べるための諮問委貞会（Konsultationsrat）が設けられる（定款  

10条1項）。諮問委月会のメンバーには、会計関係者や企業あるいは財務諸表  

利用者の利益を代表するもので、ドイツ会計基準委員会の目的と密接に関係す  

るものであれば、いかなる機関でもなることができる（同条2項）。  

（3）ドイツ会計基準の設定過程   

ドイツ会計基準委員会によるドイツ会計基準の設定は、その内郎機関であ  

る基準設定審議会によって行われる。   

まず、基準設定審議会が新たに会計基準を設定あるいは変更しようとする場  

合、少なくともその1年前に、作業計画を決定する（基準設定等契約4条2項、  

基準設定審議会業務規程9条1項）。このように、ドイツ会計基準の設定作業  

は原則としてドイツ会計基準委員会の内部組織である基準設定審議会の主導に  

より開始されるが、連邦法務省の要請により開始される場合もあり、この場合  

に連邦法務省の指定した期限までにドイツ会計基準委員会がドイツ会計基準  

を完成できないときには、連邦法務省は期限を延長するか、自ら会計基準を設  

定することが可能とされている（基準設定等契約3粂）。   

そして、基準設定審議会は、公開草案を作成・公表し、最低6週間のコメン  

ト期間を設けること、不採用意見を評価し、公開草案に対する主な反対意見や  

変更案について検討すること、公開草案につき本質的な変吏を加えた場合には、  

再度公開草案を公表し、最低4週間のコメント期間を設けること、基準決定に  

先立ち、諮問委貞会の意見を聞くこと、及び、最終決議のための会合は公開に  

よって行うことという要件をみたす場合に限り、会計基準に係る決定を行うこ  

とができる（基準設定審議会業務規程10条）。   

なお、通常、公開草案の作成・変更は、基準設定審議会の下に置かれるそれ  

ぞれの作業部会が担当する（基準設定審議会業務規程12粂1項）。作業部会の  

部会員は、会計関係者に限られており（基準設定等契約4条4項）、基準設定  

審議会議長および副議長によって選任され（基準設定審議会業務規程12条2  
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論説（弥永）   

項）、部会貞の独立性は基準設定等契約で保障されている（基準設定等契約1  

条2項）。   

基準設定審議会において会計基準が可決されると22）、ドイツ会計基準委員  

会はそれを連邦法務省へ通知し、会計基準として公示するよう勧告する（基  

準設定等契約1条3項）。  

（4）正規の簿記の諸原則とドイツ会計基準   

ドイツ会計基準委員会の勧告に基づき連邦法務省がある会計基準を公示する  

ことによって、その基準は正規の簿記の諸原則と同様の法的効力を有する基準  

として推定されることになる（商法典342粂2項）23）。   

したがって、ドイツ会計基準委員会の創設は、会計規範の設定は立法機関に  

よって行なわれるという原則を放棄するものではなく、ドイツ会計基準委員会  

は勧告を行なう主体にすぎない（Funke［1998］S．I）。すなわち、ドイツ会計  

基準委員会が策定する会計基準が正規の簿記の諸原則として推定されるために  

は連邦法務省による公示が必要とされていること、作業計画についても連邦法  

務省の要請がある場合にはそれが優先され、基準設定等契約によれば、期限内  

に完成できない場合には連邦法務省による基準設定がなされる可能性があるこ  

と24）、及び、連邦法務省の方から基準設定等契約を終了させることができる  

22）基準を可決した際の議事録は公開される（定款9条2項）。  

23）もっとも、これをBerberich［2002］は、私的な規準に法的な効力を付与するものであ   

ると評価している。すなわち、私的に設定された規準は、それ自体には何らの法的効力を   

求めることはできず、法規範の設定は民主主義的に正当な法設定機関の管轄領域に属して   

いるので、はだかのままの専門規範としては法的拘束力に欠けているので、私的規準に法   

的な効力を付与するためには規範的なレベルへの変換が必要であるとして（S．53）、法規   

範に変換する法技術として、一般条項である正規の簿記の諸原則による私的な基準設定の   

受容であると位置づけている（SS．55und58）。  

24）もっとも、これは、商法典330条の授権に基づく法規命令を別とすれば、連邦法務省が   

会計基準の設定権限を有するというのではなく、会計基準案を法案として連邦議会に提出   

するという趣旨であろう。  
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商教法に離汗る蕊計鼠轡齢受裾闇   

ときれていることなどに照らすと、ドイ句夕食芳書㌃凝準寮監温禽は勧告書㌻を行なうにと  

どまる   

サなわ紅∴‾会を汁基準の設定は山喜三とLて政嫁ぎ綱巨星う法絆約な機能である」ご5 

という1‡磯に立つならば、8．で観観サるように、もむた法線を釣凝プラでペートー  

セクターヘ委譲することは纂本法＿蜃二認められないと解きれるうえ、法規鈴告別  

定藤釣汚授瀾とい′プたかたちで委譲できるかどうかも弼らかでほないことか  

ら、 ドすツ会計造幣黍藍護禽のよう針私的会計濠観会による禽甜魔憾儲儲磯凍  

認めるにあた一っては、忍法違反となるおそれを遜るサるため、商法輿342凝望磯  

はぃ連濁法務償によを）公示された私的会針賓藍蓬禽齢勧賢についても健忘近約聴力  

の丸を定めてい竃パ絆 すなわち、「私的会計姿藍㌧急患の勅語は、既存の浅緑の範  

囲内でなされなければならず、また、それを篭絡は豆経接、法的殉教カ  

けecbtliぐheBin血mgswir如ngう を有するものではな宅、当分は単なる肇壌土慨  

効果を肯するにすぎないこ そ才もは、連邦法終審幻公ホによてノて法的な凝竃約聴  

力を取得するが、このような推定約助力ほ完全な拘束わを経つものではをパ∴  

特に止睨の簿記の渚畷別の意義を解釈するにあたって裁判所を拘束するもぴ〕で  

ほない」とされ、私的会計委員会に会計避寒に閲する「立法橡限を蚤適するわ  

けでほない」と説明されている fEmst［i璧治］SS，3賂3媚う   

しかも、連邦法務勘こよる公示がなけれぽ、商法鞄342凝2磯郎適弼がなもゝ  

ため、連邦法務省が黎塞上、勧告内容の鯵jE等を示唆する可能性庵裁湖、こね  

によ約、連邦法務省を通じた民主主凝的紋別が働く余地があるとも解きれる   

払お、商法輿342条2項をめく■一ってはぶぐ船籍と撤搾鮎との間餌場争があった 

コ5【S｛｛f3l（MmandNaLliri二19S9lp．t：1．また、胱l．tla）・、OrdぐIht・idぐandl■uu呵＿コ伸ヰ■も、   

隠来のドイツの会計粥蟹に闊Lて、「会計現劉の淡宝は1つの会計那讐優艶を羽銅ぁが顔托を   

鈎うべき柁解約な問毯ではなく、むしろそれほ比礫的広観閲な社会的基礎を終つペきであ   

り∴ 法のデュー・プロセスを通じて▲実施されるぺき「公鶉政範決冤済潤観であると番え   

られる」聖顔髄Lている 雪p．禁堤巨  

矧 速描法務酎こよって公示されたも都ではない私的会計妾虜はぎJ会計勧…車㌻については膝   

定的効むは認められない 潤ec如鑓uS狂飯田ss［1鮒鞄］j  
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論説（弥永）   

すなわち、企業領域統制透明化法案が商法典342条を新設することを提案した  

ことに対して、5c捕乃は、民間の基準設定機関を設立することは小さな国家あ  

るいは規制緩和の要請には合致するが、私的会計委員会の勧告が法的拘束力を  

有することになることは適当ではないと批判を加えた（Sch6n［1998］S．Ⅰ）。  

すなわち、商法典342条2項（案）によれば、私的会計委員会の勧告が遵守さ  

れるならば、連結会計に係る正規の簿記の諸原則が遵守されているものと推定  

されるとするが、法規範を推定することはできない、また、ドイツにおいては、  

商人の商慣習としての正規の簿記の諸原則から、法規としての正規の簿記の諸  

原則という位置づけに移行してきたことと矛盾する、正規の簿記の諸原則の拘  

束力は、民事数判所または財政裁判所における係争の中で確認されるものであ  

るなどと指摘した27）。こ れに対して、連邦法務省の政務次官であったぬ乃烏gは、  

ドイツ工業規格協会の基準が遵守される場合には「一般に認められた技術水準」  

の遵守が推定されるように技術的領域においては推定規定は慣行となってお  

り、一般条項を介して、民間の機関であるドイツ工業規格協会の基準が用いら  

27）また、連結会計に係る勧告を開発するとはいえ、ドイツの法体系上、結局は個別決算   

書に係る規定に影響を与え（個別決算書とコンツェルン決算書とでは、正規の簿記の諸原   

則は異ならなt、というのが、従来の支配的見解であった。Ba11wieser［1995］S．65；Baetge   

undZiilch［2004］RJl．140－143）、基準性の原則を通じて税務貸借対照表に影響を及ぼすこ   

とになるとの批判も加えた。この批判に対しては、Funke［1998］S．Iが、商法典300粂2   

項及び308条1項に照らせば、コンツェルン決算書における計上選択権及び評価選択権は   

個別決算書とは無関係に行使されることは明らかであり（通説はこのような見解をとって   

いる。Ballwieser［2001］Rn．102；Selchert［2002］Rn．133；WinkeljohannundGeialer  

［2006］ぬ1．57）、それに相当するコンツェルン決算書における計上及び評価の方法は正温   

の簿記の諸原則であり、個別決算に対する影響は生じないと論じた。また、Ernst［1999］   

S．349も、私的会計委員会の権限がコンツェルン決算書の範囲にとどまっており、課税や   

利益配当等の問題とは切り離されているので問題はないとし、コンツェルン決算書につい   

ての会計基準が個別決算書に影響を及ぼす可能性があるとしても、そのような規定は強制   

的ではないうえ、それぞれにつき例外規定が設けられているから影響は少なく、問題はな   

いとする。そして、最近では、コンツェルン決算書について独自の正規の綽記の諸原則の   

発展を観念する学説が増加しつつある（たとえば、Niehus［1994］；Moxter［1998］S．  

1426；Schefner［1999］S．413。ただし、BuddeundSteuber［2000］）。  
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商事法における会計基準の受容（3）   

れているとした上で、ドイツ会計基準委員会の勧告（会計基準）は連邦法務省  

より公示されたとしても当然に法的拘束力があるわけではない、特定の計上及  

び評価方法が「正規の簿記の諸原則と適合するかを評価・判断する裁量は、裁  

判所に残されている」と反論した（Funke［1998］S．Ⅰ．，Moxter［1998］S．  

1428も同趣旨）。   

なお、ドイツ会計基準委員会の定款は、連邦政府がドイツ会計基準委員会を  

ドイツの基準設定主体として認めることによっては、立法機関と裁判所の権限  

が侵害されないということを前提としており、ドイツ会計基準は商法上の会計  

規範の法の欠放を補充するという解釈と整合的であるようにも思われる。   

科学研究費補助金基盤研究（B）「商事法における会計基準の受容」（平成19年  

度～平成20年度）（課題番号19330019）による研究成果の一部である。なお、  

フル・ペーパーはhttp：／／www．sakura．cc．tsukuba．ac．jprkigyoho／germany・pdf  

において公開予定である。  
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