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　 1 ．は しが き

　 ア メ リ カ は現代企業 の 発祥 の 国で ある。企業 の 戦略 ，組織 経営階層 と経 営組織が 基

本的 に 完成 した 国で あ る。ア メ リ カ は L776年 イギ リ ス か ら独 立 した。そ して ，未 開拓 で

あ る領 ヒの 拡 張 をは か る と ともに ，多数の 移民 を受け入れ急激 な成長をは た した の で あ

る ，、こ の よ うな 地域 的 にみ て も経済的 に み て も，独 白性が大企業の 出現 を早 期に 形成 し

て い っ た と言 える ，、

　 ア メ リ カ の 巨大企業 は 19．肚紀後 半に 出現 したが ，そ れ ま で の 企 業 と決定的に相違 し て

い る の は ，そ の 規模 が 巨大 で あ っ た こ とで あ る。「ビ ッ グ ・ビ ジ ネス の 抬頭 は 中小企 業

の 存続 と平行 して ，ア メ リ カ に 一二重の ビ ジネス ・
シ ス テ ム を創出 し始 め た 。 ビ ッ グ ・ビ

ジ ネ ス あ る い は 「中核 企業」 は，ア メ リカ の 新 し い ビ ジ ネ ス ・シ ス テ ム の 中心 に 位置 し

て い た 。 中核 企業 は，資本 集約的で ，大量 生産方式 を採 用 し，研 究開発 に力を注 い で お

り，さ らに長 期計画 を 立案 しよ うとする経営者 に よ っ て 経営 され て い た。ほ とん ど の 中

核 企業 は 規模 の 経済 を享受 し，垂直統合 され て い た 。

．II

」 ス タ ン ダー
ド ・オ イ ル 社 は，

ロ ッ ク フ ェ ラ
ー

が 1862年 ， オ ハ イ オ州 ク リーブ ラ ン ドで 始 め た石 油 精製
一
［場で あ るが ，

1882年 に約 40の 精製業者お よ び パ イプ ラ イ ン 会社 と トラ ス ト契約 を結ぶ こ とか ら， ス タ

ン ダー ド ・オ イル ・トラ ス トを結 成 し て ，ア メ リ カ の 精 製能 力の 80％， パ イプ ラ イ ン の

ほ とん ど全部 と い うも の が， ス タ ン ダ
ー

ド ・グ ル
ープ の 支配 とな っ た 。 1904年 ， ア メ リ

カ 国内 製油所 に よ る 処理 原油 の 85パ ーセ ン ト以 一L を，精 製 し販売 して い た 。 こ れ が 20世

紀 に入 るや ，急速 に海外事 業の 拡大 をはか る こ とで ， 海外市場 の 販売 シ ェ ア は60パ ーセ

な か や ま　 た だ ゆ き （経 営情 報学科 ）
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ン ト近 くに達 した の であ る。1892年，カ
ーネギ

ー ・ス テ ィ
ール は ア ン ドル ー ・カーネギ

ーに よ っ て 設 立二され た。 1 社 の 産出量 は 1900 年頃 まで なん と イギ リ ス 全 ：Lに お け る鉄鋼

総産出
．
吊：の 半 分以 一Lの 規模 を 占め る よ うに な っ た 。 こ れ は 1g世紀 の ア メ リ カ で は 今ま で

に考え られな い 大 きな変化 を生む こ とに な り，
こ の 大 きな変化は技 術的 ・組織的 に 相対

す る関係 の 結果で あ っ た の で あ る。

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　 　註

（1）M ．G，ブ ラ ッ ク フ ォ
ー ド著 　三 島康雄 監 訳　藤 Hl誠久　柴孝夫　米山高生 訳 『ビ ッ

　　グ ・ビ ジネス の 比 較経営 史
一

イギ リ ス ，ア メ リ カ お よび 日本一」同文舘 63頁 。

　 2 ．市場の 形成 に つ い て

　こ の 変 化は 1815年に 起 っ た の で ある。そ れ は平和 の 訪れで あ っ て ，
一一・

時停滞 して い た

ヨ ーロ ッ パ と の 貿易 の 復活に よ っ て ア メ リ カ の 経済 に躍動的で 力強 さを感 じさせ る変化

を もた ら した の で あ る。東部 ， 南部 と西部が 成長 して い っ た の で ある 。 東部 は先進的 な

商 工業の 地域 と して ， 南 部は綿花供給地 と して ，西部 は人口 の 増大 に よ る 開拓 を主 と し

た の で あ り， こ こ か ら市場 の 成
．
、kをみ る こ と に なる 。 1789年か ら 1799年に フ ラ ン ス で 起

っ た ブ ル ジ ョ ア ・’1・：命で あ る フ ラ ン ス 革命，ナ ポ レ オ ン 戦役，そ して 1812 年 に な っ て 綿花

生産量 は 10年ご とに倍増 して い くこ とに な り，1840年に総輸出の 50パ ーセ ン ト以 h を 占

め て い くの で ある 。

　ボ ス トン，フ ィ ラ デ ル フ ィ ア お よび ニ ュ
ーヨ ーク に は，イギ リ ス か ら の 工 業製品が 通

商停止 の 解禁 と同時に，大量 の 陸揚 げ されて い っ た 。 こ の 陸揚 げ され た 一L業製品 は人 札

制 を行うこ とで 各地 に拡 大 して い っ た の で ある 。 ア メ リカ へ 流 入 して い くイギ リ ス の 技

術 と工 業製品は ア メ リ カ の 綿 工 業 をは じめ と した 製造業に 打撃 を 与えて い くこ と に な

る。 しか し乍 ら ， 通商交 易や技術 に よ っ て 東部は先進 商．匚業地 と し て 繁栄 して い っ た の

で ある 。 そ して ，イギ リ ス の 綿工 業は貿易が解禁され たこ とに よ っ て ，ア メ リカ南 部の

綿 花をば原料 と して 購入 し て い く。こ の よ うな傾向 は 南部 に おけ る 綿の 栽培 を促進 させ

る こ と に 符合 して ，南部に 向け て 人口 が拡大 傾向を とる こ と に なる。数字的に は，綿花

の 生産 量は 1800年，73，145ベ イ ル で あ っ た が ，
i820 年に な る と約 5 倍の 334．378ベ イル に

増加 して い く。 こ こか ら ア メ リカ合衆国の 輸 出品 凵の 中で も主 要品 目に か ぞ え ら れ て い

っ た の で ある 。 ア メ リカへ の 移民 は新天地 を求め ん と し て 西部へ と フ ロ ン テ ィ ア精神 を

拡 大 して い くの で あ る。そ の 拡大 の 速度 は ，どち らか と い えば ， ゆ るや か で 遅か っ た 。

そ れ は そ こ に住む者 たちの 自給 白足的 な農業 を進 め る こ とで あ り，決 して 市場 の 形成で

は あ りえ なか っ た の で あ る 。 こ の よ うに 西部 に お け る豊か な農産物 は 1815年以前に も経

済的価値 をもっ て い た 。 とこ ろ が ，西部 にお ける発展 を妨 げた もの は何か と い えば 商品

の 輸送 コ ス トの 高 さで あ っ た 。 そ こで ， そ の 輸送 コ ス トをけず り減 らす には ど うし て も

技術革新が な くて は ならな い 要素 とな っ て きたの で あ る 。

　綿花が lt界各地 で 栽培 さ れ て 人類 の 日常 の 必 需品 と して 供用 され る よ うに な っ て い く
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富 山短 期 大学 紀 要 第37巻

の は ，18世紀 の 後
’
トか らで あ っ た。そ れは，イギ リ ス で紡織 機械 の 発明か ら ， 綿製品 の

大量 生 産を 叮能 に した だ け で な く， 品 質の 改善 と価 格の 低下 に つ れ て 需 要 が 増大 して い

っ た 。 しか し，そ の 結果 と して綿花 の 供給が 不足 をきた し，そ れが 価格騰貴 を招 き，
こ

れ が 原因 とな っ て 世界の 綿花生産 を増加 させ る糸口 をつ くっ て い くこ とに な っ た 。

　 イギ リ ス は 1784年，初め て ア メ リ カ 綿 を輸 人したの で ある。そ れ以前 は西 イ ン ド綿や

トル コ 綿 を輸入 して い た 。 と こ ろ が ，それだ けで は需要 を満足 させ る こ とが で きなか っ

た の で
， 東イン ド会社 に対 して その 領土の 綿 を栽培する よ うに促進 して い っ た の で ある 。

その 後，繰綿機 の 発明 に よ っ て綿花不足 は ゆ る や か なが ら和 ら い で い くこ とに な るが ，

こ の こ とが契機 とな っ て ，
ア メ リ カ 綿の 生産 が 1793年に は 1万 俵で あ っ た もの が ，1860

年 に 384万俵 ，1880年 に なる と635万俵へ と飛躍 的に増大 して い き，世界最大 の 綿産国 と

な っ た の で ある 。

　 180．7年 に フ ル トン は実用化 した蒸 気船 を普及 させ た こ とか ら，こ の 隘路の 解消が は か

られ た 。 蒸気船の 発達 に よ っ て 東部 と南部 に 孤立 して い た 西 部を結 び つ ける こ とに よ っ

て ，西 部，東部，南部の 経済発展の 様式が 変化 しは じめ て い っ た 。 1817年，西部を行 き

来 して い た蒸気船 は 17隻で 総 取扱 量83，592 ト ン に増加 して い く。そ し て 有料道路 の 整備

と運河 の 整備 で 西 部 の 開拓は 進め られて い っ た 。 1815年以後は西部 ， 東部，南部は そ れ

ぞ れ に 市場 を形成 し ，
こ れ が ア メ リ カ 国内市場の 形 成に な っ て い く。 本 当の 意味で ， こ

れ らの 地域 が 1 つ の 市場 に なるに は今 まで 以 上の 技術 革新 を待たね ば な らな か っ た 。 す

なわ ち，安定的な輸送手段 と情報伝達手段で ある 。 こ の 解決 をはか る に は，ア メ リカ に

お け る鉄 道 と電信 の 発 達が何 よ りも重 要 に な っ て くる 。 ア メ リ カ の 大企業形成 に お ける

重要 な前提は こ の 鉄道 と電信で あ っ た 。「イギ リ ス と異 な り，ア メ リ カ の 全て の 政府機

関
一連 邦 ・州 ・地 方

一
は ，

ビ ジ ネ ス の 成長 を奨励す る 直接的 な援助 を提供 した 。 その う

ちの 最 も重 要な もの は ， 輸送網 の 整備 に対す る政府の 融 資で あ・
っ た 。北部 と南部の 問の

対 立 が，全国的輸送 シ ス テ ム の 発展 を さまたげて い た 。 に もか か わ らず，連邦政府 は，

ア パ ラ チ ア 山脈 を縦 断する カ ン バ ー
ラ ン ド道路 の 建 設に融資を行 い ，い くつ か の 運河 の

建 設 に 公 債を発 行 し，先駆 的 な鉄 道 会社に 融 資 を行 っ た 。

．11
」 そ し て ， 「1815年か ら

1860年の 間に ，ア メ リ カ の 運輸施設の 総投資額 の 約60％ は
， 政府が 投資 した もの で あ っ

た 。こ れ ら の 全 て が ，大規模 な地域市場，後 には 全国市場の 成長に必要 な もの で あ っ た 。

1 ’ ．
」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 註

（1） M ．G，ブ ラ ッ ク フ ォ
ー

ド著　三 島康雄監訳 　藤田誠 久　柴孝夫 　米山高生訳 『ビ ッ

　　グ ・ビ ジ ネ ス の 比較経営史
一

イギ リ ス
， ア メ リ カお よび 日本一一」 同文舘　33頁 。

（2）M ．G，ブ ラ ッ ク フ ォ
ー

ド著　
一
｛島康雄 監訳 　藤出誠久　柴孝夫　米 III高生訳 『同　書』

　　同文舘　 33− 34頁 。
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　 3 ．鉄道 と電信の拡充に ともな う組織の 改革に つ い て

　 1876年フ ィ ラ デ ル フ ィ アで の 万国博 覧会 に訪 れた人は 800万 入 と い う，ア メ リ カ総 人

口 の 17％ に当た る人 々 で あ っ た 。 こ の ため に 85マ イル に わ た る新 し い 鉄道路線が フ ィ ラ

デ ル フ ィ ア 〜ニ ュ
ー

ヨ
ー

ク 問に敷 設 されたが，その 路線の 建設 を請け負 っ た の が ，ペ ン

シ ル バ ニ ア鉄 道 Pennsylvania　Railroadで あ っ た 。 13エ ーカ ーの 中央 会場 に は 巨大 な機

械， コ ーリ ス 型 蒸気機関が据 え つ け られ て い た 。
コ ー

リ ス 型 蒸気機 関の 始動 に よ っ て ，

会場内 にあ る8，000もの 機械類に対 して動力が供給 されて い っ た 。 人々 の 興味 をよん だ機

械類 こ そが ，ビ ッ グ ・ビ ジ ネ ス の 製品 とな っ て い くの である 。 い わ ゆ る 大 量生 産体制は

い ま まで の ア メ リカ企業と根本的に異 な っ た ビ ッ グ ・ビジ ネス の 出現 とな っ て い く。そ

し て ，ア メ リ カ は ビ ッ グ ・ビ ジ ネス に よ る 支 配か ら経済体制 を確 立 し て い っ た 最初 の 国

で あ っ た 。「近代 企業が鉄道網 と電信 網 の 運営 にあ た る よ うに な っ た の は ，技術 と組織

と の ，両 面 に わた る理 由か らで あ っ た 。 鉄道会社 は， 自社の 路線 を建 設 し て そ れ を所有

し ， 同時に ，そ の 路線 を用 い て 貨物 と旅客 の 輸送 を行な っ た 最初の 交通 企業で あ っ た 。

電信会社 もまた
， 通信線の 建設 と，そ れ を用 い た通 信事業の 双 方を行 っ た 。

．1
」 西部，

東部お よび南 部の 地域 を結合 して い っ た もの は鉄道 と電信で あ り ，
こ れが 国 内市場 を新

し く作 りだ して い く要因で あ っ た と い え る 。 そ して 市場 を網の 目の 如 くに連結す る こ と

に よ っ て イ ン フ ラ ス トラ クチ ャ
ーを提供 して い っ たの で ある 。 「ア メ リ カ が ，1830年代

後
’
トか ら，1840年代初頭 の 長 い 経済不 況 か ら抜 け出す に つ れ て ，鉄道建設が 本格的 に始

ま っ た 。鉄 道ブ ーム は ， 1840年代 半ば に ニ ュ
ーイ ン グ ラ ン ドに生 じ，つ い で 184〔〕年代末

期 に南 部と西 部 で 起 こ っ た 。 1850年代 の 10年間 に は ，運河 は建設 され る よ りも廃棄 され

る方が 多くな っ たが，一ノ∫鉄 道は 21，000 マ イ ル 以 ヒが 建設 され ，
ミ シ シ ッ ピー河以 朿の

基本 的な陸一ヒ輸 送網 が確立 した。 と くに劇 的で あ っ た の は ，185ユ年か ら1854年の 間に ，

東部 と西部を結ぶ 巨大 な幹線鉄道 （エ リ
ー鉄道 ， ボル テ ィ モ ア ・ア ン ド・オ ハ イ オ鉄道 ，

ペ ン シ ル バ ニ ア 鉄道お よ び ニ ュ
ー

ヨ
ーク ・セ ン トラ ル 鉄道）が ほ とん ど同時に完成 した

こ と と， 旧北西部に まっ た く新 しい 輸送 網が 創設 さ れ た こ と で あ っ た 。判 現 代企業 の

組織 と模型は ，国内市場の 創出お よび企業が活動す る の に 欠かせ な い 基 盤形成づ くりを

果 た した鉄道の 発達 で あ っ た 。 ア メ リ カ で 最初 に 出現 した の は ， 鉄道 と電信 で あ り，こ

れが 初め て の 現代企業で あ っ た の で ある 。 鉄道の 建設が 巨大化 して い くための 建 設は 株

式会社制度 の 発展を もた らして い くと と もに，金融機 関や建 設事 業を整備 して い くこ と

とな る。鉄道 と電信 は ，国内輸送費が 高 い の で保持 されて きた 各地域 にお け る独 占状態

を壊すこ とか ら ， 全 国的な競争をビ ジ ネス マ ン の 間に もた らして きた 。 技術革新は た し

か に 生産 の 増大 に結 び つ い たが ， こ の 莫大 な増加量 をば従 来の 伝統的 な方法 に よ る販 売

で は 困難で あ る こ とが 明確 に な っ て きたの で ある 。

　 1840年代以 後，鉄道は今 まで の 交通体系 と企 業組織に対 して 決定的 と もい える，旧来

の 組 織 ・制 度 ・慣習 ・方法 な ど をか え て 新 し くして い っ た。1830年代 お よび ユ840年代に

建設 され た初期 の 鉄道は どち らか と い え ば ， 走 行距離に し て 50マ イ ル 以 ドと い う短距離
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鉄 道で ある 。 技術 革新が 具体化 して い くの は 1840年代で あ る 。 こ の 鉄 道は技術革新に よ

っ て ，迅速性そ して 天 候 とか季節に左 右され る こ とな く走れる安 定性 と経 済性 の 高ま り

か ら，次第に関心 の 高 ま りをみ て い くこ とに なる 、 鉄 道ブ ーム と い うの は ，カ リ フ ォ ル

ニ ア の ゴール ド ・
ラ ッ シ ュ お よ び ヨ

ー
ロ ッ パ にお ける 革命の 危険 を逃れて ア メ リ カへ 流

入 し て い くヨ
ー

ロ ッ パ 資本 に よ っ て 作 ら れ て い っ た 。 「個 人的な マ ネジ メ ン トか ら官僚

制的 なマ ネジ メ ン トへ の 転換が 最 初に起 こ っ た の は，ア メ リ カ の 大鉄道 会社 にお い て で

あ り， その うち数社は 1850年代ま で に ビ ッ グ ・ビ ジ ネス に発展 して い た 。 そ の 後1860年

代以降 に抬頭 して きた巨 大産業企業に も，こ うした転換 が拡 が っ た。ペ ン シ ル バ ニ ァ ・

バ ル テ ィ モ ア
・
オ ハ イ オ ・ニ ュ

ー
ヨ
ー

ク ・セ ン 1・ラ ル New 　York　 Central．ニ ュ
ー ヨ ー

ク ・エ リ ー New 　York ＆ Erie の 4大 鉄道会社 は，1850年代 半ば には ， 東部沿岸地帯か

ら中西部に至 る鉄道路線 を支配 して い た、， こう した鉄道会社 は，小規模 な地域 の 輸送会

社か ら地域 間鉄道会社 へ と発展 した の で，た とえ ば数 多くの 列車 をい か に 定刻通 りか つ

安 全に 運行す るか と い っ た業務上 の 問題や ， 競争企業に い か に対抗 する か とか，拡大 に

必 要 な 巨額の 資金 を い か に 調達す るか とい っ た戦略 ヒの 問題 な ど，こ れ まで に 経験 した

こ との な い 困 難に 直面 した。こ れ らの 鉄 道会社は す べ て ， 官僚制的な マ ネジ メ ン ト
・シ

ス テ ム を確立す る こ と に よ っ て 対応 した 。

’；．
」

　そ して また従 来 の 複式簿記 に よ る，」一：業化以 前の 時期 にお け る 商人 の 単純 な会計方法

は ，成長 して い く産業 の 統制 には 不 可能 に な っ て きた の で あ る 。 経営者 は，過 去 と現 在

の操 業状 態 の 記録 だ けで な く，企 業の 長 期計画作成の た め ，新 し い 会計 方法を用 い ね ば

な ら な くな っ た 。 大 企業 の 経営者は ， 企 業 の 成果の 評価 方法 と して，財務会計の 開発 を

行うだ け で は な く，長期計画作成の 方法 として ， 減価償却に備 える た め に資本会計 を用

い て い くよ うに な っ た 。 こ こ に 原価 会計 の 登場 をみ る 。 大 企業にお い て は所 有 と経営 の

分離 も進 んで い っ た。い わ ゆ る株主 の た め に給 料で働 く経営者の 比 率が増 加 し て い くの

で あ っ た。大企業 とい うエ リ ア で は，家族企業は稀 な もの とな っ たの で あ る。

　 「鉄 道業で ある が，1850年 ま で に ，各 々 約500 マ イ ル ほ ど の 鉄 道路 線 が 布設 され ，そ

の 時 代の 最大 の ビ ジ ネ ス に な っ て い た 。 60年代 後半か ら70年代初 め に は ，
ニ ュ

ー
ヨ
ー

ク ・セ ン トラ ル 鉄道，ペ ン シ ル ヴ ァ ニ ア 鉄道が 西部 へ の 新線 を開通 させ た 。 80年代に は

年平均8000 マ イ ル の 鉄道が建設 され，90年代 まで に は，16万6000 マ イル もの 鉄道網が 完

成 した 。大 陸横 断鉄道 に よ っ て ，鉄道は 電信 と と もに 有益 な コ ミ ュ ニ ケ
ー シ ョ ン 手段 と

なっ たが ， それ へ の 投資 も莫大 な額に達 した 。 しか し，ア メ リ カ の ビ ッ グ ・ビ ジネ ス の

出現 に 重 要な役割を果た したこ とは まちが い な い 。1883年 に は政府 で は な く鉄道業者が ，

鉄道時刻表の 標準化の た め に ，四 つ の 地域標準時間 を定め た 。 三 年後 には ， 軌道の ゲ
ー

ジ も統
一

され た 。

i’Lij

　l880年代 まで ア メ リ カ大鉄道 の 標準的 な営業活動 の た め の 手続 きと して あげ られ る の

は，鉄道 の 組織 革新 で あ っ た。多数の 事業所が 広大 な地 域 に散在 して い る こ とや幾千人

とい う人員の 管理調整 を行 い
， 鉄道運行と い う巨大資本の 投 ドに よ っ て 実現 さ れた ，こ
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の 組織革新に 対 して は安全 で しか も効率的な運営 をす る必要が あ っ た の で あ る。こ の 組

織 革新 は 1850年代か ら60年代 にか けて 実現 された もの で あ る。そ して ，
こ の 組織革新 を

進め か つ 実現 して い っ た の は ，鉄 道建設 と橋梁建設に つ い て 専門教育を受け た土 木技 師

た ちで あ っ た 。
こ の 一ヒ木技師た ちは 何 れ も経験 を長年に わ た っ て つ ん だ人 々 で な くて は

ならなか っ た 。 彼 らは こ の 長年に わたる 尊い 経験 と教育をベ ース と して ，こ の 組織 吊：新

を実現 して い っ た 。 そ して 今
．一一・

つ 重要 なこ とは，彼 らは経営 者で は な くて ， 給料で 働 く

従業員で あ っ た こ とが あげ られ る。鉄道会社 こ そが 内部組織構造 を確立 した の で あ る 。

鉄道会社 は 組織 の 運営 に あ た るた め に 多 くの 給料で 働 くと い う，専門管理者 を雇用 した

し ， 本部で の 会社全体 を指揮 する ト ッ プ ・
マ ネジ ャ

ー と現 業部門の 運営をする ミ ドル ・

マ ネジ ャ
ーとい う経営 階層組織 を確 i

’
tlした 。 「鉄 道 業は ，幹線鉄道 と なる と業務 と戦 略

の 複雑 さか ら，ア メ リカ初の 官僚制組織を生み だ した とされ る 。 1820 − 1830年代， ア メ

リ カ 陸軍は ，司令部で 戦略 的意志 決定 を行 なうス タ ッ フ の 将校 と，各地 に分 散して戦場

で 戦術的意志決 定 を遂行す る ラ イ ン の 将校 に 分か れ た組織機構を完成 させ て い た 。 そ の

軍 の 技 師 と民 間人 に よ っ て 測量が 行 なわれ て 1830年 代に 設 、Zされ た ウ ェ ス タ ン 鉄道 は ，

軍 人出身者が 技術面 を，民 間人が経営 を担 当 した。本社 に よ り三 つ の 管 区が コ ン トロ ー

ル され ，詳細 な報告を本社 に提出 させ た 点や 会計の 制度は ， 軍 隊の そ れ とそ っ くりで あ

っ た 。体系 的 な固定資 産会計 を発 展 させ た最初 の 企業 は ，鉄 道で あ っ た 。
ニ ュ

ー ヨ
ー

ク ＆ エ リ
ー鉄 道の ダ ニ エ ル ・マ ッ カ ラ ム は ，各鉄道管理者の 責任 を明確 にす る 「管理 の

一般 原則」 を提 案，ア メ リ カ経営史 ヒ最初の 組織 図を作成 した 。ペ ン シ ル ヴ ァ ニ ア 鉄道

も，ウ エ ス トポ イ ン ト陸軍 士官学 校 出身 ハ ーマ ン ・ハ ウ プ トの 手で 官僚組織 を完 成 ，

「世界の 標準鉄道 」 と い わ れ た ， 日常業務か ら政 策決定が 分離 され ， 中間管 理者層 を育

て ，財務報告が 求め られた 。 同鉄 道は鋼鉄 レ
ール を最初に採用 した鉄道会社 で あ り，株

主 が経営 を厳 し く統制 し て い た た め，収益か ら全配 当 を払 っ た 、，
．．．

」そ して ，鉄道会社

は ， 次第に他部 門の 先駆 的大会社 と関係を深め た 、，鉄 道に沿 っ て 布設 した電信 の ウ ェ ス

タ ン ・
ユ ニ オ ン 会社，カーネギ

ー
の 鉄 鋼 会社 ，

ロ ッ ク フ ェ ラ ーの ス タ ン ダー ド石油会社

など で ある 。

1 「 ．
」 こ の よ うに，巨大 な鉄 道が発展 して い くこ と こ そ が ， ア メ リカ の 現代

企業が発 生 した重要 な要因 とな っ て い く。そ して 国内 市場 の 完成，企業活動 の ため の 基

盤が 形成 され て い き，現 代 企業に おける先駆的 な形態 を成 し遂げ た の で ある 。

　 ア メ リカ の ビ ジネ ス は組織が戦略に従 っ た 。 あ る 会社が 生 産物や 市場 に 関 して 多角化

して い けば，ある種 の タイ プが 分権化 され た管理 を ます ます 生 み だす傾向に な っ て い く。

特 に，ア メ リカ で は最 大規 模を もっ た ペ ン シ ル バ ニ ア 鉄道は非常に複雑な路線 で あ っ た

が ， 1870年代，分 権化 され た管理 を発 展 させ て い くこ とに な る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 註

（1） ALFRED 　D ．　CHANDLER ，　JR．；The　Visible　Hand 　The 　Managerial　Revo［ution 　in

　　 American　Business　The　Belknap　Press　of　Harvard　University　Press　Cambridge．

　 　 Massachusetts 　and 　London，　England 　p．81
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　　ア ル フ レ ッ ド ・D ・チ ャ ン ド ラ
ー Jr著 　鳥羽欽

一一
郎　小林袈裟治訳　 『経営者の

　　時代
一．．．

ア メ リ カ産業 に お ける近代 企業 の 成 立
一

』東洋経済新 聞社　 152頁 。

（2） ALFRED 　 D ．　 CHANDLER ，　JR，； Ibid．，　 The 　Belknap 　Press　of　Harvard　 University

　　Press　Cambridge，　Massachusetts　and 　London．　England　p．83

　ア ル フ レ ッ ド ・D ・チ ャ ン ドラ
ー Jr著 　烏羽 欽

一
郎　小林袈裟治訳　 『同　書』 東

　　洋経済新聞社　155頁。

（3） M ．G，ブ ラ ッ ク フ ォ
ー ド著　．．一三島康雄 監訳 　藤 田誠久 　柴 孝夫 　米 山高生 訳 『ビ ッ

　　グ ・ビ ジ ネス の 比較経営 史
一

イギ リ ス ，ア メ リカ お よ び H 本
一

』 同文舘　57頁 。

（4）小林正彬 著 『経営 史　企業 と環境』世界書院　 145頁。

（5） 小林正 彬著 『同　書」世界書院 　145− 146頁。

（6）小林正彬著 『同　書』 世界書 院 　146頁 。

　 4 ．鉄道発達 の補助手段 と しての 電信電話に つ い て

　鉄道 を ハ
ー

ドとす る な らば電信 は ソ フ トな連結で ある。企業お よ び経済成長に とっ て

欠か す こ との で きない 重要な要因は，確実で あ り，しか もス ピーデ ィ な情 報を と らえる

こ とで あ ろ う。「電信事業を ， ま た 後 に は 電 話事業 を営 む た め に 創 設 され た 企業の 初期

の 歴 史は，鉄道企業の そ れ ときわめ て類似 した もの で あ っ た 。 鉄道が新大 陸を横断す る

と，電信 もまた 東 西を結 ん だ 。

Il1

」 こ の 電信 は モ
ー

ル ス （S．EB 、Morse ） が 1835年 に発

明を した 。 営業用 と して 使 用 され て い っ た の は ，1847年で あ っ た 。鉄 道管理 者 に と っ て

は， こ の 電信 を使用 す る こ と に よ っ て 列車 を安全に し て 正確に運営す る こ と の 可能 な補

助 手段 の 機能 をは たす こ とが 分か っ た の で あ る 。 最適の 電信用地 の 提供をす る こ とが ，

電信 事業 者に も分か っ た 。 電信 が果 たす役割は 路線が 開発 され る とこ ろ で はす べ て必 要

で ある とい うこ とで あ っ た 。 こ の 電信 は鉄道 よ りも早 く建設 された 。 その 理 由 とす る と

こ ろ は，建設の 容易 さと い う こ と と安価で 建設 される とい うこ と で ある 。 広範 な地域 に

向けて 通信 を送 る と ともに そ の 管理運営 を適切に行 うため に は，厳重 と もい え る 内部統

制が 鉄道以 ヒに 要求され て くる の で あ る。1866年ま で ア メ リカ の 電信網は ウ ェ ス タ ン ・

ユ ニ オ ン （Western 　 Union） に よ っ て 営 まれ て い た 。
ベ ル （Alexander 　Graham 　 Bell）

は 1877年，ベ ル 電話社 を設 立 したが ， こ の 会社 は 巨大 な ビジ ネス に 成 長 して ，電信電話

事業で ある，ウ ェ ス タ ン ・エ レク トリ ッ ク社，そ し て 研究部門と し て の ベ ル 電話研究所

とい うベ ル
・
シ ス テ ム を確立 して い っ た。

　 ア メ リカ にお い て 現代企 業が 発 生 して い く前提条件は，ユ815年以後 に おける ア メ リカ

の 領土 の 拡 大に よ っ て 東部 ， 南部 と西 部が発展 して い っ た こ とが あ げ られ る。そ して こ

の 東部，南部と西 部が 鉄道 と電信の 技術革新に よ っ て 連結 され て い っ た の が ， 1850年代

で あ る 。 そ して ，国内領土 と い う広大 に して 隅 々 に まで 結 ば れ た 国内 市場の 形 成が ，

1880年代で あ っ た 。 特 に ，鉄道 とその 補助手段 と して の 電信が巨大か つ 複雑 きわま りな

い 業務遂 行の た め に は ，厳格 な内部紅織 お よび 会計 シ ス テ ム を完成 させ る こ とであ っ た
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が ，こ れ が現代 企業 に お ける モ デ ル で あ っ た と い え よ う。今口 に お け る株式制 度 と金融

機関の 発達 を促 した もの は，鉄道 とい うもの が 莫 大な資本投下 を必 要 と した こ とか らと

言 えよ う 。 国内市場 が急 激に 成長 して い くこ と と工 業 化 と の 同時の 進行の 結果 と して ，

ア メ リカ に おける ［業化 は 内需中心 と し て 飛躍 し て きた の で あ る。「こ れ ら の 新 た な通

信手段 を建 設 し ， 所 有 し ， そ して 経営 した 企業 は ，や が て 広範 な地域 に 分散す る ， きわ

め て 多数の 事業単位 を支 配す る よ うに な っ た 。 全 国の あ らゆ る地域 へ の 膨 大な数 の 通信

を調整す る とい う仕事 は，鉄道 に よる貨客 の 移動 に要す る以 ヒの ，厳密 な内部統制 を必

要 と した 。 こ れは驚 くべ きこ と で はな い が ，1866年 まで に 全国の 電信 網 は，単
一

企業，

つ ま りウ ェ ス タ ン ・ユ ニ オ ン
ー

社 に よ っ て 支配 され る よ うに な っ て い た 。 また 同様 に，

電信事業で は
， その 管理手法や 会計処理方法も，鉄道の そ れ に 近似し て い た 。

．
刊

　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　 註

（1＞ ALFRED 　 D ．　 CIIANDLER ，　JR； The 　 Visible　 Hand 　 The 　 Managerial　 Revolution　 in

　　American 　Business　The 　Belknap 　Press　of　Harvard 　University　Press　Cambridge，
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