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イ

ギ

リ
ス

鉄
道
業
に

お

け
る

経
営
管
理

組
織
の

形

成

一

問
題
の

提
起

こ

れ

ま

で

の

イ

ギ

リ

ス

鉄
道
史
研

究
を

振
り

返
っ

た

場
合

､

ほ

と

ん

ど
の

研

究
が

個
別

鉄
道
企
業
発
達
史
乃

至

鉄
道
建
設
史
に

限

定
さ

れ

て

お

り
､

鉄
道
企

業
の

内

部

構
造

(

管
理

組
織
や

金

融
構

造
な

ど
)

を

史
的
に

解
明

し

た

も
の

は

皆
無
に

近
い

｡

し

か

し
､

一

九

六

〇

年
代
末
か

ら
､

ア

メ

リ

カ

に

お

け
る

経
営
史
研

究
の

刺

激
も

う
け
て

､

端
緒
的
で

は

あ

る

が
､

E
･

ポ

リ

ン

ズ
､

S
･

A
･

ブ

ロ

ー

ド

ブ

リ

ブ

ヂ
､

W
･

P
･

キ

ン

グ

ス

フ

ォ

ー

ド
､

T
･

R
･

グ

ー

ル

ビ

ァ

シ

ュ

ら

に

よ

る

個
別

鉄
道

会
社
の

内
部
構
造
に

接
近

(

1
)

す
る

研

究
が

現
わ

れ
､

イ

ギ

リ

ス

鉄

道
史
研

究
も

新
し
い

段
階
に

入

り

つ

つ

あ

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

さ

て
､

本

稿
は

イ

ギ

リ

ス

鉄

道
業
の

管
理

組
織
を

発
生

史
的
に

湯

沢

威

考
察
し

ょ

う
と

す
る

も
の

で

あ

る

が
､

あ

ら

か

じ

め

イ

ギ

リ

ス

鉄

道
経
営
に

関
す

る

通

説
的
見
解
を

W
･

R
･

ロ

ー

ソ

ン

に

語
ら

せ

る

な

ら
ば

次
の

如
く
で

あ

る
｡

す

な
わ

ち
､

彼
に

よ

れ

ば

イ

ギ

リ

ス

鉄
道
経

営
の

特
質
と

し

て
､

第
一

に

イ

ギ

リ

ス

鉄

道

業
の

取

締

役
会
は

閉
鎖
的
か

つ

貴
族
主

義
的

性
格
を

も

ち
､

し
か

も
､

そ

こ

に

は

強
大
な

権
限
が

集
中
さ

れ

て

お

り
､

彼
ら

｢

ア
マ

チ

ュ

ア
+

が

経

営
の

意
志

決
定
の

面
ば
か

り

か

そ

の

執
行
面
に

も

介
入

し
､

鉄
道

経
営
は

必

ず
し

も

能

率
的
で

は

な
い

こ

と
､

そ

れ

ゆ

え

第
二

に
､

上

述
の

こ

と
と

裏
腹
の

関
係
で

専
門

的
経

営
管
理

層
の

未
成

熟
､

管
理

組
織
の

未
発
達
が

ア

メ

リ

カ

や

カ

ナ

ダ
の

鉄

道
に

比
し

(

2
)

て

顕
著
で

あ

る

こ

と
､

な

ど
が

指
摘
さ

れ

て

い

る
｡

と

こ

ろ
が

､

(

3
)

ご

く

最
近
グ

ー

ル

ビ

ア

シ

ュ

の

学

位
論
文
が

上

梓
さ

れ
､

そ

こ

で

3

彼
は

ど
n

d
O

n

浄

写
ロ

ユ
F

W
e
s

t

e

r

n

鉄
道
(

以

下
L

&

N

W

鉄

如
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道
と

略
記
)

の

の
e

n
e

邑
P

冒
n

農
e

r
､

Ⅱ
･

ヒ

ュ

イ

ッ

シ

ュ

の

経

営
管
理

活

動
を

克
明
に

分

析
し

た

後
で

､

イ

ギ

リ

ス

で

も
､

近

時

(

4
)

A
･

D
･

チ

ャ

ン

ド

ラ

ー

の

研

究
に

よ
っ

て

明

ら
か

に

な
っ

た

ア

メ

リ

カ

鉄

道

業
の

経

営
管
理

と

同

様
の

発
展
が

認

め
ら

れ

る

と

結

論
し

て
い

る
｡

今
わ

れ

わ

れ

は

上

述
の

グ

ー

ル

ビ

ア

シ

ュ

の

見
解

を

直
ち
に

受
け

入

れ

る

わ

け
に

は

い

か

な
い

｡

な

ぜ

な

ら

ば
､

彼

の

研

究
ほ

M
･

ヒ

ユ

イ

ッ

シ

ュ

に

沈
潜
し

す

ぎ

た

き

ら
い

が

あ

り
､

企

業
全
体

を

僻
撤

し
た

う

え
で

の

客
観
的
な

位
置
付

け
に

は

必

ず

し

も

成
功
し
て

い

る

と

は

い

い

が

た

い

か

ら
で

あ

る
｡

本
稿
に

お

い

て

は

か

か

る

難
点

を

克
服
す
る

た

め
に

､

以
下
の

分

析
視
角
を

提
示
し

､

考

察
を

す

す

め
る

こ

と

に

し

た

い
｡

そ

の

分

析
視

角
と

は

第
一

に

株
主
の

性
格

､

抹
主

間
の

利
害
の

対

立

を

明

確
に

す
る

こ

と
､

第
二

に

取

締
役
会
の

位
置
付

け
､

機
能
を

確

定
す
る

こ

と
､

第
三

に

経

営
管
理

組
織
の

形
成

過

程
を

､

取

締
役

会
と

専
門

的
管
理

者
と
の

問
に

お

け
る

緊
張
関
係
の

中
で

把
え

る

こ

と
､

こ

れ

で

あ
る

｡

(

1
)

彼
ら
の

業

績
の

主

要

な
も

の

を

列

挙

す
る

と
､

芦

冒
】

-

訂
.

A
s

p
2

C
t

S

O
{

河

邑
w

竜
A
c

c

O
亡

邑
n

粥

T
e
f

O
r

e

-

票
00
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知

邑
賀

卓
h
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吉

蒜
恥

ヨ
へ

き
ミ

§

h
へ

Q

莞
l革
て

e

a
･

b
叫

声
C
･

加
ゎ
e

n
､

-

宗
00

い

∽

.

A
･

付
F
O

邑
b

邑
g
e

､

h

訂
"

礼

訂
叫

訂

知

邑
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卓

出

尽
旨
駁
Q

達

き
礼
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恥

C

合
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邑

冠
雪
訂

:
竜

也

凛
～

§
礼

h

箆
u

-
h

恥

ぷ
一

等
○
い

W
.

〃

勺
･

芦

壱
ど
d

･

言
ぎ

叫

宝

蔓
ぎ
嘩

萱
P

-

…
い

↑
･

戸

4

G
O

弓
ま
s

F
-

､

C
P

官
巳
n

宣
賀
打

出
亡
i

s

F
‥

A

勺
訂
ロ
e

実

i

ロ

t

F
e

U
O

く
e
-

○

勺

m
e

邑

○
代

印
巴
】

w
P
}

E

賀
品
e

ヨ
e

早

出

喜
叫

莞
訟

祇
訂
訂

ギ

く
○
-

.

-

N
.

Z
〇
.

-
.

(

2
)

W
･

戸

L

買
S

｡

n
.

b

註
叫

旨

知

已
叫

賀

嘩
㌧

ゝ

勺
丸

喜
莞

叫

已

紆

C
Q

言
S
等
へ

邑

評
言

苧
-

ご
山

一

な

お
､

こ

の

様

な

見

解

は

最

近

に

お

い

て

も

支

持
さ

れ
て

お

り

(

G
･

戸

H
p

弓
打
e

､

知

邑
∈

卓
h

§
札

的
q

旨
Q

邑
へ

n

言

邑
か

叫

3

加

東
訂
や

乱

酔

葛
已
n

h

-

監
Q

i
一

等
Q

､

-

ミ
○

､

C

F

〆
-

く
)

､

ま
た
ペ

イ
ン

に

よ

れ

ば

同

様

傾

向

が

イ

ギ

リ

ス

の

他

産
業

分

野

で

も
一

般

的

に

認

め

ら

れ

る

と
い

う

(

勺
.

｢

勺
P
y

ロ
e

∵
E

ヨ
e
l

g
e

n
C

O

O
{

t

F
①

｢

胃
管
-
∽

邑
e

C
O

m

思
ロ

q

i

ロ

G
l

e

邑

出

F

訂

巴
ロ

ー

ー

∞

冒
-
-

ご
♪

h
3

璧
邑
Q

昏
旨
づ

知

昌
叫

賀
､

N

邑
･

S
e

r
･

く
○
-

･

舛

〆

望
〇
.

山

)
｡

(

3
)

T
.

戸

G
O

己

→
く

i

∽

F
.

ゝ
山

ざ

註

拇
邑
仏

和

§
丸

卜
Q

讃

軋

基
幹

宅
葛
旨

葛

邑
3

小

知

鼓
弓

嘩
㌧

ゝ

已
巾
≠

せ

阜

喜

§
薦

§
邑
､

-

笥
N

一

(

4
)

詳
し

く
は

土

星

守

章

｢

管
理

機

構

の

編

成

原

理
+

『

商

学

論

集
』

第
三

三

巻
一

号
､

二

号
､

米

川

伸
一

｢

A
･

D
･

チ

ャ

ン

ド

ラ

ー

汁
と

経

営

史
学
の

新
展

開
+

『

一

橋
論
叢
』

第

五

三

巻

第

四

号

を

参

照
｡

こ

時
代
と

対

象
の

設

定

わ

れ

わ

れ

が

本

稿
で

考

察
す
る

主

要
な

時
期
は

一

八

四

〇

年
代
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1
五

〇

年
代
で

あ

る

が
､

こ

の

時
期
に

お

け
る

イ

ギ

リ

ス

鉄

道
業

の

発
展
段
階
を

あ

ら

か

じ

め

措
定

し
て

お

こ

う
｡

周

知
の

如
く

､

一

八
三

〇

年
に

リ

グ
ァ

プ

ー

ル

･

マ

ン

チ
ェ

ス

タ

ー

鉄

道
が

成

功
を

収

め
て

か

ら
､

鉄
道
は

新
し
い

交
通

手

段
と

し

て

の

評
価
が

定

ま
る

こ

と

に

な

る
｡

こ

れ

以

後
､

一

八
三

〇

年

代
中
葉
と

一

八

四

〇

年
代
中

葉
の

二

度
に

わ

た
っ

て

鉄
道
ブ

ー

ム

が

発
生

す
る

が
､

前
者
の

ブ

ー

ム

で

主
要
な

都
市
の

問
を

結
ぶ

基

幹
路

線
が

建
設
さ

れ
､

後
者
の

ブ

ー

ム

で

は

そ

れ

ら

基
幹
鉄
道
の

支
配

領
域
を

め

ぐ
る

拡

張
戦
を

軸
と

し
て

大
規
模
な

投
資
活

動
が

展
開
し

た

の

で

あ

る
｡

し

た

が

っ

て
､

株
主

層

と

し

て

は
､

当

初

か

ら

の

鉄
道

建
設
の

発
起

人

-
そ

れ

は

概
ね

商
工

業
資
本

家

を

中
心
と

す
る

も
の

で
､

鉄

道
の

交

通

手

段
と

し

て

の

使
用
価
値

的

側
面
に

関
心
を

抱
い

て

い

た

人
々

-
に

加
え
て

､

四

〇

年
代
ブ

ー

ム

に

は

地

主
･

シ

テ

ィ

層
が

あ

ら
た

に

参
入

す
る

こ

と

に

な

り
､

そ

れ

ら
の

中

核
的

株
主
の

周

辺
に

多
数
の

群
小

株
主
が

形
成
さ

れ

(

1
)

る

こ

と

に

な

る
｡

か

か

る

昧
主
の

二

重

構
造

化
は

い

わ

ゆ
る

機
能

資
本
家
と

無
機
能

資
本

家
の

分

解
に

つ

な

が

る

も
の

で

あ

り
､

鉄

道
会
社
の

政

策
決

定
上
の

対

立

要
因
を

醸
成
す

る

の

で

あ

る
｡

さ

て
､

こ

こ

で

直
接
対

象
と

す
る

鉄
道

会

社
は

L

&

N

W

鉄

道

で
あ

る

が
､

こ

の

鉄
道
の

成
立

由
来
及

び

位
置
付

け
に

つ

い

て

略

述
す
る

な

ら
ば

以

下
の

よ

う
で

あ

る
｡

こ

の

鉄
道
は

一

八

四
六

年

に
､

G
【

賀
d

甘
n
c

t

訂
芦

田

邑
w
p

y

(

こ

の

鉄
道
は

一

八

四
四

年

に

か

の

亡
く
e

局
0

0
-

紆

宣

告
C

F
e
s

t

2

r

R
･

を

吸

収
し

て

い

る
)

と

F
ロ

n

d

O

n

紆

匹
H

m
-

n

昔
p

ヨ

田
巴
】

弓
p

y

を

中
心

と

し
､

そ

れ

に

小

規
模
の

呂

賀
C

F
e
s

t

e

l

紆

望
1

m
i

ロ

昔
P

m

R

邑
宅
P

y

が

加
わ

っ

て
､

こ

れ

ら

三

者
の

合

併
に

よ

り

成

立
し

た

も

の

で
､

捻

マ

イ

ル

数
三

七

八
マ

イ

ル
､

資
本
金

一

､

六

〇

〇

万
ポ

ン

ド

を

擁

す

る

最
大

鉄
道
会
社
で

あ

る
｡

四

〇

年
代
に

は

ミ

ッ

ド

ラ

ン

ド

鉄

道
を

中

心

と

し
て

君

臨
し

た

｢

鉄
道
王
+

G
･

ハ

ド

ソ

ン

の

華
々

し
い

活
躍
の

陰
に

か

く
れ

て
､

L

&

N

W

鉄

道

は

業
界
に

お
い

て

(

2
)

必

ず
し

も

し

か

る
べ

き

位
置
を

確
保
し

て

い

た

と

は

い

い

が

た

い
｡

し
か

し
､

ハ

ド

ソ

ン

没
落
以

後
の

四

〇

年
代

末
か

ら

五

〇

年
代
後

半
に

か

け
て

､

名

実
と

も

に

業
界
の

中

心

的

存
在
と

な

り
､

最
盛

期
に

は

資
本
金
三

､

五

〇

〇
万

ポ

ン

ド
､

従

業
員
数
二

万

人
の

企

業
規
模
を

誇
り

､

イ

ギ

リ

ス

は

お

ろ

か

世

界
最
大
の

｢

ビ

ッ

グ
･

(

3
)

ビ

ジ

ネ

ス

+

と

な
っ

て

い

た
｡

(

1
)

四

〇

年
代
の

鉄

道

株
主

層
の

詳
細
な

分

析
に

つ

い

て

は
､

川

上

忠

雄

『

世

界
市

場

と

恐

慌
』

上

巻
､

第
三

窮

策
二

幸
､

及
び

杉

浦

克

己

｢

一

八

四

〇

年

代
の

イ

ギ

リ

ス

鉄

道

投
資
+

『

経

済
志

林
』

第

三

九

巻
第
三

号
を

参
照

｡

4 ヱ∂



一 橋論叢 第六 十九 巻 第五 号 ( 3 2 )

(

2
)

H
･
G
･

J
e

ま
ロ

､

→

訂

知

邑
琶

卓

竃

邑
Q

蓋
軋

旨
ゝ

盲
下

S
已
ヤ

ー

£
か

(

-

芸
00

r

e

勺
1

i

n
t

.)

p

p
.

志
N

-
∞

.

(

3
)

〇
･

S
･

字
U

C

打
､

→

訂

ト
Q

已
｡

冶

紆

箋
q

鼓
弓

邑

彗
知

邑
喜ヾ

.

-

芸
〇

.

p
.

γ

三

L

&

N

W

鉄

道
に

お

け
る

組
織
間
題
の

発
生

初

期
の

段
階
に

お

け
る

鉄
道
経

営
組
織
の

特

質
は

次
の

二

点
に

集
約
で

き
よ

う
｡

ま

ず
第

一

の

特

質
は

鉄

道
建
設
の

推
進
者
が

技

師
の

助

言
を

得
て

経
営
の

全

般
に

つ

い

て

管
理

し
､

執
行
し

て

い

た

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

た

と

え
ば

リ

グ
ァ

プ

ー

ル

･

マ

ン

チ

ェ

ス

タ

ー

鉄
道
に

お

い

て
､

客
車

･

貨
車
の

牽
引
力

を

何
に

す
る

か

と

か
､

契
約
内

容
の

検
討
と

か
､

未
消

化
の

株
式
の

処

理

方

法
と

か

の

問
題

等
に

関
し

､

発
起
人
の

間
で

個
々

の

委
員
会
を

設

置
し

(

1
)

て

問
題

を

処
理

し
て

い

た
｡

こ

の

よ

う
に

発
起
人

(

の

ち
の

取

締

役
会
の

実
質
的

構
成
メ

ン

バ

ー
)

内

部
に

お
い

て
､

流
動
的
か

つ

多
角
的
に

経

営
問
題
に

取
組

も

う

と

す
る

姿
勢
が

､

の

ち
に

至

る

ま
で

取

締
役
会
の

性
格
を

方

向
づ

け
る

こ

と

に

な
っ

た

と

思
わ

れ

る
｡

第
二

点
と

し
て

指
摘
で

き
る

特
質
は

､

他
産
業
部
門
で

も
し

ば

し

ば

見
ら

れ

る

内
部
請
負
制
の

大

幅
な

導
入
で

あ
る

｡

こ

れ

ほ

管

理

組
織
の

未
成

熟
を

補

完
す
る

た

め

の

も

の

と
い

え

る

が
､

鉄

道

細

業
に

お

い

て

は

運

送
業
務
や

保
線
業
務
を

請
負
業
者
に

委
託
し
て

い

た
｡

そ

し
て

ま

さ

に

こ

の

点
を

め

ぐ
っ

て

組

織

間
題
は

発
生

す

る

が
､

そ

れ

は

具
体

的
に

い

え

ば
､

鉄
道
の

経
営
を

運

河
の

そ

れ

と

同
一

の

レ

ゲ
エ

ル

で

把
え

て

単
な

る

通

路

提
供
の

地

位
に

甘
ん

じ

る

か
､

そ

れ

と

も

貨
物
輸
送

を

自
ら
の

組
織
の

中
に

取
り

込
む

か
､

と
い

う

問
題
で

あ

る
｡

一

八

四

八

年
､

株
式

取

引

所
の

J
･

ホ

ワ

イ

ト

ヘ

ア

ド

が

L

&

(

2
)

N

W

鉄

道
の

取

締
役
会

長
､

G
･

C
･

グ

リ

ン

に

宛
て

た

公

開

状

が

発
端
と

な

り
､

そ

れ

に

対
し

現

場
の

最
高
管
理

責
任
者

､

凹
･

(

3
)

ヒ

エ

イ

ダ

シ

ュ

が

反

論
を

出
し

､

更
に

ホ

ワ

イ

ト

ヘ

ッ

ド

が

続
け

(

4
)

ざ

ま
に

二

つ

の

パ

ン

フ

レ

ッ

ト

に

よ
っ

て

再
反

論
を

試
み

た

の

で

ぁ
る

｡

両

者
の

見
解
を

結
論
的
に

言
う

な

ら

ば
､

秩
主

の

利
益

を

代
弁
し
て

ホ

ワ

イ

ト
ヘ

ッ

ド

は

鉄

道

会

社

自
ら

貨
物
輸
送
を

営
む

こ

と
の

不

経
済
性
を

指

摘
す
る

の

に

対

し
､

現

場
の

経

営
体

制
の

整
備
に

関
心

を

抱
く
ヒ

ュ

イ

ッ

シ

ュ

は

鉄

道
会
社

が

貨
物
輸
送
を

営
む

こ

と

は

実
際
上

不

可

欠
で

あ

る

と

強
調

す
る

の

で

あ

る
｡

ヒ

ュ

イ

ッ

シ

ュ

は

口
r

呂
d

甘
宍
t
-

｡

n

鉄
道

時
代
か

ら

呂

賀
p

笥
【

を

し
て

お

り
､

L

&

N

W

鉄
道
に

な
っ

て

か

ら

も
､

現

場
の

最
高
管

理

責
任

者
と
し

て

そ

の

経
営
体

別
の

統
一

化
に

迫
ら

れ

て

い

た
｡



と

い

う

の

は

合
併

前
に

の
r

p

ロ

d

甘
n
c

t
i

O

n

鉄

道
が

c
-

O
S

e

払

S

y
S
t

e

m
(

会
社

自
ら

貨
物
運

送

業
務
を

営
み

､

外

部

運

送

業
者
を

排
除
)

を

と
っ

て

お

り
､

こ

れ

に

対

し
｢
O

n

d

O

n

紆

出
i

り

m
ぎ
粥

F
p

ヨ

鉄
道
は

○

勺
e

n

S

y
S
t

2

m
(

外

部
運
送

業
者
の

利
用
を

認

め
る
)

を

採
用
し

て

お

り
､

合

併
以

後
の

L

&

N

W

鉄
道

を

ど

ち

ら
か

に

統

一

す
る

こ

と

は

実
際

問
題
と

し

て

是
非
と

も

必

要
で

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

と
こ

ろ
で

､

ち
な

み

に
一

八

四

四

年
に

お

け
る

主

要
鉄

道

会

社

の

経
営
形
態
を

み

る

な

ら

ば
､

第
1

表
の

如
く
で

あ

る
｡

こ

れ

に

ょ

る

と
､

c
】

O
S

e

d

s

y
s

t

e

m
､

一

三

社
､

O

p
2

n

∽

y
S
t

e

m
､

七

社

で

あ

り
､

各

鉄
道
会
社
の

経
営
形
態

は

ま

ち

ま
ち
で

あ
っ

た
｡

そ

の

理

由
は

､

第
一

に
､

運

河
と

鉄
道
と

の

問
に

お

け
る

経
営
形
態
の

質
的
相

違
に

つ

い

て

必

ず
し

も
一

般
的

に

認
識
さ

れ

て

い

な
か

っ

た

こ

と
､

第
二

に
､

こ

の

表
で

明

ら

か

な

よ

う

に
､

中
小

規
模

.

の

鉄
道
の

場
合
に

は

概
し

て

c
-

O
S

e

d

s

y
s

t

2

日

が

多
く

､

大
規
模
鉄

道
に

な

る

と

C
-

O
S

2

d

s

y
s
t

の

2

と

○

勺
e

n

S

y
S

t

e

ヨ

が

相

半
ば

す

( 3 3 ) イ ギ リ ス 鉄道業 に お け る経営管理 覿絞 の 形成

第 1 表 主 要鉄道 会 社 の 経営形 態 (1 8 4 4 )

名 l 経 営 形 態マ イ ル l 会 社

cl o s e d

O p e n

cl o s e d

O p e n

cl o s e d

O p e n

cl o s e d

O p e n

cl o s e d

cl o s e d

cl o s e d

cl o s e d

O p e n

cl o s e d

c lo s e d

c lo s e d

c l o s e d

O P e n

O p e n

c l o s e d

G r e a t W e st e r n

L o n d o n & B i r m i n g b a m

G r a n d J ll n C ti o n

S o l lt b E a st e r n

S o u t b W e st e r n

N o rt b M id l a n d

N e Ⅵ
T

C a St le & C a rlisl e

且I a n c b e st e r & L e e d s

B ir m i n g b a m & G l o tl C e S t e r

L o n d o n & B ri g h t o n

E a s t e r n C o 11 n ti e s

E di n b 11 r g h (覧 G l a sg o w

O f E n gl a n d

& D e r b y

且I a n c b e s t e r

& B i r m i n g h a m

G r e a t N o r t b

B ir m in g n a m

L i ヽ7 e r p O O l &

丸1 a n c b e st e r

G l a s g o てⅤ & G r e e n o c】i

N o rt b ■U n i o n

L a n c a st e r & P r e st o l l

P r e s t o n & W y r e

1 1 8

1 1 2

9 8

8 8

7 7

7 2

6 1

6 0

5 3

5 2

5 1

4 6

4 5

4 2

3 1

3 1

2 2

2 2

2 0

2 0

[ 典拠〕 B r ait h l V ait e 】
)
0 01

,
r 砂 ♂J〟γ 5ゐ0 ア土 足 gαぶ0 和5 カγ 血 石右J皿 αγ

C p 仰♪〟れ1■どぶ
,
1 8 4 4 p p . 11 - 1 2

る

と
い

う

事
態
で

あ

り
､

換
言
す
る

な

ら

ば
こ

れ

は

管
理

能
力
の

差
の

問
題
と

も

関
係
す
る

と

い

う
こ

と

で

あ

る
｡

当

時
か

ら

管
理

能
力
を

高

く

評

価
さ

れ

て

い

た

ヒ

ュ

イ

ッ

シ

ュ

と

し

て

は
､

で

き

る

だ

け

G
り

P

ロ

d

〕

ロ

コ
C

t
i

O

n

鉄
道
の

レ

ゲ

エ

ル

に

統
一

し

て

L

&

N

W

鉄

道
の

経

営
体

制

を

整

備
し

ょ

う
と

し

て

い

た

の

で

あ

る

か

ら
､

彼
が

c
-

O
S

e

d

s

忘
t

e

m

を

強
く

主

張
し

た

こ

と

も

当

然
の

こ

と

で

あ
っ

た
｡

さ

て
､

ホ

ワ

イ

ト
ヘ

ッ

ド

と

ヒ

ュ

イ

ッ

シ

ュ

の

前

述
の

論
争
は

､

他
の

人
々

の

参
加
を

も

得

■7

る

こ

と
に

な
っ

た
｡

匿
名

論
文

､

A

S

亡

串
e

r

e

J

如



一 橋論叢 第 六 十 九 巻 第 五 号 ( 3 4 )

河
a
小

【

宅
p

y

ワ
ロ

】

i

c

y

t

O

G
･

C
･

G
-

y
n

.

-

∞

畠

は

そ

の

名

称
か

ら
し

て

ホ

ワ

イ

ト

ヘ

ッ

ド

と

同

様
に

､

株
主
の

立

場
を

代
表
す
る

も

の

と

し

て

書
か

れ

た

と

推
察
で

き
る

が
､

こ

れ

は

結
論
に

お

い

て

ホ

ワ

イ

ト
ヘ

ッ

ド

を

支

持
し

て

い

る
｡

そ

れ

に

対

し
､

ヒ

ユ

イ

ブ

シ

ュ

と

同

じ

く

現

場
の

管
理
に

責
任
を

も
つ

も
の

と
し

て
､

p
･

エ

(

5
)

γ

カ

ー

ス

レ

ー

は

ヒ

ユ

イ
ブ

シ

ュ

に

同

調

し
て

い

る
｡

こ

れ

ほ

換

言
す
れ

ば
､

恐

慌
以

後
の

経

営
悪
化
に

伴
っ

て
､

低
配
当
に

甘
ん

じ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

株
主

と

し

て

は

｢

保
守
的
+

な

経
営
体

制

を

主

張
し

､

現

場
の

管
理

費
任
を

受
け

も
つ

者
は

積
極
的
な

経

営

体

制
の

整
備
を

主

張
し

て

い

た

と

い

う
こ

と
に

な

る
｡

冷
徹
な

時

論
家

､

G
･

キ

ン

グ

は

両

陣
営
の

主

張
を

比

較
検
討
し

た

う

え

で
､

(

6
)

ヒ

ユ

イ

ッ

シ

ュ

の

考
え
に

軍

配

を
あ

げ
て

い

る

が
､

け

だ

し

鉄
道

業
の

近

代
的
な

姿
態
を

知
る

わ
れ

わ

れ

に

と
っ

て

は

当

然
の

結
論

と
い

う
べ

き
で

あ

ろ

う
｡

最
後
に

､

こ

こ

で

注
意
し

て

お

き

た

い

こ

と

は
､

こ

の

時
期
に

お

け

る

経
営
形
態
を

め

ぐ
る

議
論

､

あ

る

い

は

そ

こ

に

展
開
さ

れ

た

思

想
が

一

〇

年
後
に

再
び

繰
り

返

さ

れ

る

と

い

う
こ

と
で

あ

る
｡

(

詳
し

く
は

五

を

参
照
さ

れ

た

い
｡

)

(

1
)

河
･

E
･

C

邑
s

O

戸

ヨ
恥

卜
叫

冨

尽

邑
紆

考
量
Q

訂

旨
､

知

邑
琶

卓

勺
ヽ

且
琶
､

】

垂
叩
h

-
】

也

巴
.

-

苫
や

.

竹

下

ー

芝
.

-

芸
.

N

O

†

(

2
)

-

O

F
ロ

W
F

芹
e

F
e

邑
.

知

已
､

電

卓

さ
q
打
ヾ

岩
慧

莞
邑
㌧

卜
九

琵
琶

旨

畑
▲

J
T

n

…
式
屯

〔

葛
1

n

音
声

-

望
00

.

(

3
)

】

芦

E
已
s

F
､

ト
ー

芝
電

古

口
.

C
.

ロ

マ
苧
こ

…
･

Q

記

叫
Q

S
Q

七
Q
叫

ミ
払

阜

知
已

～

琶

e
､

b

旨
喜
驚
喜

芸
㌣

-

竺
00

.

(

4
)

l
･

W
F
i

t

e

F
2

P
n

､

知

邑
琶

卓

竃
亀

虫

薦

§
芸
㌣

ゝ

叫
琶
Q
ヾ

邑

ト
ー

芝
電
､

Q

P

〔
･

の
甘
声

-

00

£

こ
d
.

.

知
已

ぎ
卓

竃
亀

虫

薦
内

薫
邑
㌧

蒜
句

や
Q

阜
､

㌧

ゝ

り

已

邑

卜
恥

恵
等

旨

P

〔
一

〔
音
声

-

望
P

(

5
)

勺
e
t

e

l

E
c

打
e

邑
e

y
､

知

邑
寧

卓

転
§
薦

§
昌
㌣

○

訂
軍

書
"

訂
逮

Q

古

語
e
Q

卜
恥

託

顎
h

首

P

〔
･

ロ

マ
声

-

望
甲

(

6
)

G
e

O
r

粥
0

只
i

ロ
g
-

q
壱
斗

甘
1

邑
早

見
知

邑
賀

卓
ゝ

昌

茎
ミ
h

.

-

00

志
.

四

L

&

N

W

鉄

道
に

お

け
る

管
理

組
織
の

形
成

①

取

締
役
会
の

性
格
と

機
能

鉄
道

管
理

組
織
に

つ

い

て

考
察
す

る

に

は
､

ま

ず
組
織
の

頂
点

に

位
置
す

る

取

締
役
会
の

構
成

及

び

機
能
を

検
討
す
る

こ

と

か

ら

始
め

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

な
ぜ

な

ら
､

鉄
道
組
織
の

母

体
は

取

締
役
会
(

そ

の

前
身
は

発
起
人
)

で

あ

り
､

そ

こ

か

ら
の

分

離
･

独
立

過

程
が

即
ち

管
理

覿
織
の

形

成

過

程
を

意
味
す

る

こ

と
に

な

る

か

ら
で

あ
る

｡

さ

て
､

L

&

N

V

鉄
道
は

一

八

四

六

年
に

前
述
の

合
併
に

よ

っ

て

成

立

し
た

と
は

い

え
､

そ

の

組
織
の

一

本
化

は
一

八
五

一

年
ま
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第 2 表 L & N W R 取 締役会 メ ン バ ー の 変遷

1 8 4 9 1 8 5 3 1 8 5 4 1 8 5 5 1 8 5 6 1 85 7 18 5 8 1 8 5 9

L o n d o n & B ir m i n g b a m

所 属 の 取 締役 数
2 1( 7) 9(5) 10( 4) 1 0( 4) 1 0( 4) 9( 3) 8 (3) 8( 3)

G r a n d J 1 1 n C ti o n

所属 の 取 締役 数
6 5 5 5 5 5 5 4

丸I a n c b e st e r & L e e d s

所 属 の 取 締役数
1 1 4 4 5 5 4 3 3

新規 参加 の 取締 役数 7( 2) 9( 2) 9(3) 9( 3) 1 2( 3) 1 3( 3) 1 2( 3)

〔典拠〕 L & N W R A n n n al R e p o rt s
, 及 び B ra d sb a w

'

s 叫a n u al より作成 ･ ( ) は 丸Ⅰ･
P
･ の 数 ･

で

待
た

ね

ば

な

ら

な

か

っ

た
｡

し

た

が
っ

て
､

取
締
役
会
メ

ン

バ

ー

は

そ

れ

ま

で

四

〇

名

以

上
に

及
ん

で

い

た

が
､

一

八
五

一

年
以

後
は

定

員
三

〇

名
と

決
め

ら

れ

た

の

(

1
)

で

あ

る
｡

第
2

表
は

出
叫

P

d
s

F
p

≦
1

､

s

P
-

P
n
･

仁

巴

か

ら

作
成

し

た

取
締
役
会
メ

ン

バ

ー

の

変

遷
を

示

す
も

の

で

あ

る
｡

こ

れ

に

よ

り

わ

れ

わ

ほ

次
の

諸

点
を

指
摘
す
る

こ

と

が

で

き

る
｡

第
一

に
､

合
併
前
の

各
鉄
道
会

社
の

取
締
役
会
メ

ン

バ

ー

が
一

八
五

九

年

ま
で

依
然
と

し

て

L

&

N

W

鉄

道
の

取
締
役
会
の

多
数
派
を

形
成

し
て

お

り
､

当

初
か

ら
の

取

締
役
の

支

配
は

継
続
さ

れ

て

い

る

こ

と
､

第
二

に
､

そ

の

中
で

も

地

主

貴
族
的
色

彩
の

濃
い

ど
ロ
d
O

n

紆

望
r

邑
n
g

F
P

m

鉄

道
の

取

締
役
で

あ
っ

た

者
が

一

番
多
い

と

い

う
こ

と
､

第
三

に
､

新
規
参
加
の

取

締
役
の

中

に

も

国

会
議
員

を

含
み

､

L

&

N

W

鉄
道
の

地

主

貴
族
的

傾
向

が

な

お

認

め

ら
れ

(

2
)

る

こ

と
､

こ

れ

で

あ

る
｡

と

こ

ろ

で
､

既

存
の

取
締
役
会
が

こ

の

よ

う
に

支
配
を

維
持
し

え
た

理

由
と

し

て
､

次
の

諸

点

を

挙
げ
る

こ

と

が

で

き

よ

う
｡

す

な

わ

ち
､

第
一

に
､

取

締
役
に

な
る

資
格
と
し

て

多
数
の

株
式
所

有

(

千

～
二

千
ボ

ン

ド

以

上
)

が

条
件
と

な
っ

て

お

り
､

取

締
役

(

3
)

の

資
格
を

有
す
る

者
は

一

部
の

大

株
主
に

限

ら

れ

て

い

た

こ

と
､

第
二

に
､

こ

れ

に

加
え

て

大

株
主
に

取
締
役
任

命
権
が

付

与

さ

れ

て

い

た

こ

と

ー
た

と

え

ば
こ

の

種
の

初
期
の

事
例
の

一

つ

は
､

リ

グ
ァ

プ

ー

ル

･

マ

ン

チ
ェ

ス

タ

ー

鉄
道
に

お

い

て
､

増

資
新
株

千

株
す
べ

て

を

引

受
け

た

ス

タ

ッ

フ

ォ

ー

ド

侯
に

三

名
の

取
締

役

(

4
)

の

任
命
権
が

与

え

ら

れ

た

こ

と

が

あ

り
､

又

時
代
が

降
っ

て
一

八

六

七

年
に

至
っ

て

も

L

&

N

W

鉄

道
で

は
､

サ

ン

ダ
ー

ラ

ン

ド

公

(

5
)

が
一

名
の

取

締
役
任
命
権
を

得
て

い

た

こ

と

な

ど

が

あ

る

ー
第

▲u
U

三

に
､

既

存
の

取

締
役
会
が

委
任
状
を

組

織
的
に

集
め

､

そ

れ

ら

如
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を

巧

妙
に

両
用
し

て
､

自
己
の

利
害
と

同
一

の

立

場
を

と

る

取

締

(

6
)

役
を

選

出
し

て

い

っ

た

こ

と
､

な

ど
で

あ

る
｡

し

た

が
っ

て
､

洩

締
役
会
の
一
メ

ン

バ

ー

は

毎

年
六

名

ず
つ

改
選
さ

れ

て

い

た

が
､

再

任
を

妨
げ

て

い

な
か

っ

た

の

で
､

実
質
的
な

新
陳

代
謝
は

起
ら

な

か
っ

た
｡

竹

ま
た

､

.
一

般
に

取

締
役
会
が

地

主

貴
族
的
色

彩

を

濃
厚
に

し

て

い

く

背
景
に

は
､

ま

ず
な
に

よ

り

も
､

鉄
道
業
が

安
定

性
と

将
来

性
を

も
つ

に

至
っ

た

と
小

う

事
情
が

存
在
し

た

の

で

あ

る
｡

■
四

〇

年
代
ブ

ー

ム

か

ら

地

主

達
は

､

従

来
の

コ

ン

ソ

ル

投
資
か

ら

鉄

道

証

券
投
資
へ

転
換
す
る

㌻
フ

に

な
っ

た
｡

今
こ

こ

で

鉄

道
建
設
と

地

主

と
の

関
係
を

詳
説
す
る

余

裕
ほ

な
い

が
､

た

だ

次
の

諸

点
を

(

7
)

指
摘
し

て

お

こ

う
｡

第
一

に
､

地

主

は

鉄
道
会
社
へ

の

土

地

売

却

に

よ

っ

て

得
た

資
金
を

再
び

鉄
道
会
社
に

投
資
し
た

こ

と
､

第
二

に
､

鉄
道
会

社
は

そ

の

土

地

購
入

代
金
の
一

部
を

自
己
の

株
式
で

支
払
う
こ

と

が

あ
っ

た

が
､

そ

の

こ

と

は

い

っ

そ

う
鉄
道

会
社

と
■

地

主
と

の

関
係
を

密
接
に

し

た

こ

と
､

第
三

に
､

鉄
道
会
社

と

し

て

も

大

衆
資
金

を

動
員
す
る

た

め
､

地

主

の

社

会
的
プ

レ

ス

テ

ィ

ー

ジ

を

利
用

し
ょ

う

と
し

て

地
主

を

取

締
役
会
に

迎
え
て

い

た

こ

と
､

な

ど
｡

い

ず
れ

に

せ

よ
､

取

締
役
会
の

こ

の

よ

う

な

性
格
を

具
体

的
に

示

す
も

の

は
､

一

九

世

紀
を

通

じ
て

な
お

依
然
と

し

て

地

主

貴
族
層
の

影

響
力

が

強
い

イ

ギ

リ

ス

議
会
の

中
で

､

多
数
の

伽
一
4
ユ

鉄
道

議
員
が

出
現

し

た

こ

と
で

あ

ろ

う
｡

そ

の

数
は

た

と

え

ば
､

一

八
五

〇

年
七

五

人
､

一

八
五

五

年
一

〇
五

人
､

一

八

六

〇

年
一

五

六

人
､

一

八

六

五

年
二

〇

四

人
と

年
々

増
大
す

る

傾

向
が

看

取

(

8
)

さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

そ

れ

で

は
､

こ

の

よ

う
な

性
格
の

取
締

役
会
は

ど
の

よ

う

な

経

営
政

策
を

遂

行
し

て

い

た

の

で

あ

ろ

う
か

｡

勿
論

､

こ

こ

で

詳
し

(

9
)

く

論
じ
る

こ

と

は

で

き

な
い

が
､

と

り

あ

え

ず
､

次
の

二

点
に

ほ

留
意
し

て

お

く
必

要
が

あ

ろ

う
｡

第
一

点
は

取

締
役
会
の

基
本
的

政

策
が

拡

張
政

策
に

あ
っ

た

と
い

う
こ

と
で

あ
る
｡

そ

の

理

由
は

､

相

変
ら

ず
各
鉄

道
会

社

間
の

激
烈
な

競
争
が

続
い

て

お

り
､

勢
力

維
持
の

た

め

是
非
と

も

拡

張
政

策
が

必

要
で

あ
っ

た

こ

と
､

地

主

が

取

締
役
に

な
っ

て

い

る

場
合

､

鉄

道

建
設
は

彼
ら
の

土

地

経
営

(

1 0
)

と

結
び

つ

け
て

考
え

ら

れ

て

い

た

こ

と
､

更
に

当

時
の

鉄
道
会

計

(

1 1
)

に

よ

っ

て

拡
張
政

策
は

容
易
に

行
わ

れ

え
た

こ

と
､

な

ど
に

あ

る
｡

次
に

､

第
二

点
と

し

て

は
､

彼
ら
が

概
し

て

低
配

当
政

策
を

と
っ

(

1 2
)

た

こ

と

で

あ

る
｡

勿
論

､

こ

の

低
配
当
と
い

う
こ

と

は

配
当

可

能

な

利

益

剰
余
金
の

う

ち
､

ど
れ

だ

け
を

配
当
に

ま

わ

し
､

ど
れ

だ

け
を

内
部
に

留
保

す
る

か

(

そ

の

場
合

､

減

価
償
却

政

策
を
も

含

め

て
)

と
い

う

相
対

的
な

意
味
で

い

う

わ

け
で

あ

る

が
､

取

締
役



第3 表 L & N W R の

配当 率表

( 年率 , % )

4

4

3

1

4

4

4

4

4

4

4

2

0

0

0
ノ

8

7

】7

】7

5

5

一5

5

∠

U

5

5

5

5

5

5

4

5

5

∠

U

5

5

3

4

4

5

5

5

3

4

3

5

1

1

1 8 4 6-J u n ･

〝

- D e c.
1 8 4 7-J u n ･

〝

- D e c .

1 S 4 8-J u n ･

ク

ーD e c
.

1 8 4 9-J u n

･
〝 - D e c.

1 8 5 0れJ n n･
〝 - D e c

.
1 8 5 トJ t l n

･
〝 - D e c .

1 8 5 2-J t l】1

･
ク

ーD e c .

1 8 5 3-J ll n･
〝

_ D e c .

1 8 5 4一丁u n ･

〝

- D e c .

18 5 5-J u n .

ク

ーD e c .

18 5 6-J 11 n .

ク

ーD e c .

18 5 7-J u n ･

〝

- D e c .

1 8 5 8-J lユ n .

〝

- D e c .

18 5 9-J ll n
.

〟

- D e c .

1 8 6 0-J 11 n .

〝 - D e c .

1 8 6 1-J 1 1 n .

ク ーD e c .

1 8 6 2-J u n
.

〝 - D e c .

〔典拠〕 L & N W R A n n u al

R e p o rt s よ り作成･

( 37 ) イ ギリ ス 鉄 道業 に お け る 経営管理 組織 の 形 成

会
は

一

般
株
主
の

高
配
当

要
求
に

対

し

常
に

反
対
の

立

場
を

と
っ

て

い

た
｡

第
3

表
は

L

&

N

W

鉄

道
の

配
当

(

年
率
)

を

あ

ら

わ

し
た

も

の

で

あ

る

が
､

四
七

年
恐

慌
以

降
に

生

じ

た

そ

の

経
営
状

態
悪

化
の

中
で

は
､

ど

の

よ

う
な

配
当

政

策
を

採
用
す
る

か

は

彼

ら

に

と
っ

て

重

大
問
題
で

あ
っ

た
｡

か

く
し

て
､

取

締
役
会
の

以

上
の

よ

う
な

政

策
を

考
え

る

場
合

､

D

‥
フ

ー

ド

ナ

ー

の

次
の

よ

う
な

指
摘
に

注

視
す

る

必

要
が

あ

ろ

(

13
)

う
｡

す
な

わ

ち
､

株
主

間
に

分

解
が

生

じ
､

そ

れ

は

具

体

的
に

は

取

締
役
会
に

意
向
を

反

映

し

う
る

大

株
主

層
と

せ

い

ぜ

い

株
主

総

会
で

自
己
の

利
害
を

主

張
し

う
る

に

す
ぎ

な
い

中
小

株
主

層
と
へ

の

分

解
で

あ

り
､

前
者
が

安
定
的
か

つ

低
率
の

配
当
を

甘

受
し

､

｢

企

業
の

維
持
+

を

意
図
す

る

の

に

対

し
､

後
者
は

一

時
的

高
配

当
あ

る

い

は

そ

れ

に

促
進
さ

れ

て

実
現

す
る

高
い

プ

レ

ミ

ア
ム

の

獲
得
を

目

的

と

す
る

､

と
い

う

傾
向
の

顕
在
化
で

あ

る
｡

こ

れ

は

換
言

す
れ

ば
､

い

わ

ゆ

る

機
能
資
本
家

と

無
機
能

資
本

家

問
に

お

け
る

政

策
志

向
の

対

立
と
い

う
こ

と
で

あ

る

が
､

一

九

世

紀
中

葉

に

す
で

に
一

部
に

お

い

て

か

か

る

事
態

に

つ

い

て

認

識
さ

れ

て

い

(

14
)

た

こ

と
に

な
る

｡

さ

て

次
に

､

取
締
役
会
が

そ

の

権
限
を

維
持

･

強
化
し

て

い

く

制
度
的

保

障
は

具

体

的
に

ど
の

よ

う
に

な
っ

て

い

た

か

を

考

察
し

よ

う
｡

そ

こ

で

問
題
と
な

る

の

は
､

取

締
役
会
内
に

設

置
さ

れ

た

各

種
の

委
員
会
は

そ

の

後
ど
の

よ

う
な

姿
を

と
る

か

上

い

う
こ

と

で

あ

る
｡

L

&

N

W

鉄

道
の

取
締
役
会
の

内

部
に

設

置
さ

れ

た

委

員
会
は

三

種
顆
に

区

分
さ

れ
､

具

体

的
に

は

①

の
e

ロ
e

r

巴

C
O

m
･

m

誉
e

e
s

-
一

八

四
九

年
段
階
で

九

つ

の

委
員
会
が

部
門

別
乃

至

問
題
別
に

設

置
さ

れ

て

い

た
､

②

C
O

m

邑
t

t

e

e
s

記
-

賢
訂
g

t

O

s

各
s

己

瞥
y

c

O

m
p

邑
e
s

-
子

会
社

経
営
の

た

め

の

委
員
会

､

似
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第 1 園 取 締役会 内 に 設 置さ れ た G e n e r a l C o m m itt e e s の 変遷 図

1 8 5 7 1 8 5 8 ‥ ‥ 1 8(521 8 5 2 1 85 3 18 5 4 1 8 5 51 84 9

Fi n a n c e

A u dit

C a pit a l E x p e n di t 11 r e

(1 e 5 2)

R a t e s & T a x e s

P e r m a n e l lt W a v

〔1β5 3)

L a w.
(1 8 5 8 )

L o c o コ ユO ti v e

W o r k s
,
C o n s t r 1 1C ti o n

& E st a t e

Ii o a d & T r a l五 c

( 1 8 5 2〕
P a rli a m e n t a r y

M e r c b a n di s e

G o o d s

(1 8 5 7 )

H o t el
し1 8 58 )

S u n d a y R elie f →

( 1 8 6 2 )

C b u r c b & S c b o o l

( 1 8 5 2)

St o r e

S p e ci a l

〔典拠〕 R o Il of t b e D i r e c t o r s より作成.

③

盲
n
t

C
｡

∋
m

i

t
t

｡

｡
S

-
他
鉄

道

会
社

と

共

同
で

利

収

用

し

て
い

る

駅

舎
や

路
線

な

ど
に

関
す

る

問
題

を

処

理

す

る

委
員
会

､

の

三

種
か

ら

成

る

の

で

あ

る
｡

言

う

ま
で

も

な

く
､

こ

れ

ら

諸

委
員
会
の

中
で

最
も

重

要
な

も

の

は

①

で

あ

り
､

第
1

図
は

そ

の

年
代

的

推
移
を

示
す

が
､

こ

れ

に

よ

り

次
の

点
が

明

ら
か

と

な

る
｡

ま

ず
第

一

に
､

財
務

､

会
計
の

部
門
や

議
会
対

策
に

関
す

る

委
員
会
は

一

貫
し
て

設

置
さ

れ

て

い

る

こ

と
､

第
二

に

運

送
業
務

等
の

現

業
部

に

関
す
る

委
員
会
は

変
動
め

ま

ぐ

る

し
い

が
､

こ

れ

は

の

ち
に

検
討
さ

れ

る

執

行
機
関
の

形
成

及

び

そ

れ
へ

の

権
限

移
譲
の

問
題

と

関
連
が

あ

る

こ

と
､

第
三

に

五

〇

年
代

末

に

は

ホ

テ

ル

部
門
や

日

曜

慰
安

部
門
の

委
員
会
を

設
置
し

て

い

る

こ

と
､

が

そ
れ

で

あ

る
｡

こ

れ

を

約
言
す

る

な

ら

ば
､

取

締
役
会
は

現

業
部
門

に

つ

い

て

は

次

第
に

専
門
的

管
理

者
層
に

権

限
を

委
譲
し

っ

つ

あ
っ

た

が
､

財
務

､

会

計
､

企

画
と

い

っ

た

鉄

道
経

営
の

中
枢
部
門
に

つ

い

て

は

意
志

決

定
･

執
行
の

大

き

な

権
限

を

依
然
と

し

て

掌
握
し

(

1 5
)

て

い

た

と

い

う
こ

と
に

な
る

｡

更
に

取

締
役
の

権
限
の

中

で

看
過

で

き

な
い

の

は
､

人

事
に

関
す

る

も
の

で

あ

る
｡

つ

ま

り
､

人

事
権
が

個
々

の

取

締
役
に

委
ね

ら

れ

て

お

り
､
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P
･

W
･

キ

ン

グ

ス

フ

ォ

ー

ド

に

よ

れ

ば
､

従

業
員
採
用
権
は

各

各
の

取

締
役
の

p

邑
O
r

｡

n

品
e

と

し

て

利
用
さ

れ
､

彼
ら
の

政

治

(

1 6
)

的
･

社

会
的
影

響
力

拡
張
の

一

助
と

な
っ

て

い

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

取

締
役
は

人

事
に

つ

い

て

も

大
き

な

権
限
を

保

有
し
て

い

た

の

で

あ

り
､

そ

れ

は

管
理

組
織
形
成
の

う
え

で

障
害
に

な
っ

た
こ

と
は

い

う

ま
で

も

な
い

｡

(

l
)

｢
和

才

W
戸

知

尽
Q

ミ
h

知

ゝ

…
竃
ぎ
N

-

s
t

･

句
O

b
･

-

∽
h

戸

(

2
)

ち

な
み

に

新

規

参
加
の

取

締
役

一

七

名
の

出
身
地

分

布
を

み

る

と
､

ロ

ン

ド
ン

六

名
､

リ

グ
ァ

プ

ー

ル

二

名
､

マ

ン

チ
ェ

ス

タ

ー

一

名
､

そ
の

他

八

名

と

な
っ

て

い

て
､

ロ

ン

ド
ン

が

最
も

多
い

｡

(

3
)

昏
甘
ミ

旦

誉

C
Q

慧

邑
慧
恥

見

切

ぎ
言

ぎ
､

軋

買
切

･

-

∞

芦

加

言
軒

訂
寧

､

h

.

弓
§
ま
岳
㌣

-

∞

か

払
.

p
.

-

£
･
尚

､

グ

ー

ル

ピ

ッ

シ

ュ

は

千
ポ

ン

ド

は

た
い

し

た

金

額
で

は

な
い

と

す
る

が

(

O

p
･

C

芦
･

ワ

N

上
､

か

な

り

高
く

評

価

さ

れ

て

い

る

ヒ

ユ

イ

ッ

シ

ュ

の

年

報

酬
が

稔

撃
一

千
ボ

ン

ド

で

あ
っ

た
こ

と

を

考

え
れ

ば
､

な
か

な

か

厳
し
い

資
格

制

限

と
い

う
ぺ

き

で

あ

ろ

う
｡

(

4
)

C
2
ユ
s

O
ロ

,

尽
･

邑
こ

ワ

ー

諾
･

(

5
)

b
マ

乱
h

ぎ
等

､

h

旨
§
ま

阜
-

∞

冨
-

p
･

-

芦

(

6
)

た

と

え

ば
､

一

八
五

九

年
八

月
の

株
主

絵
会

に

お

け
る

シ

ー

リ

イ

の

発
音

､

及
び

卜
担

当

司
声

h

訂
言

ぎ
叫

軒

ち

知
名

･

-

芝
山

､

ワ

中

い
.

(

7
)

い

ち
い

ち

典
拠

を

挙

げ

な
い

が
､

と

り
あ

え

ず
次

の

著
作
を

参

照
さ

れ

た
い

｡

ナ

戸

只
e
-

-

e
t

.

り

訂
､

§
+

甘
已

見

知

鼓
弓

卓
h

Q

達

ヨ
已
Q

3
.昆
虫

9
≠

叫

茫
r

-

芸
心

‥

]

戸

勺
e

†

打
i

戸

り

訂

ゝ

駕

阜

旨
へ

一

計
試
写

苧
-

ミ
○
‥

句
･

芦

｢
･

↑
F
O

m
勺
S

O

n
･

内

式
訂
h

計

ト

§
礼

乱

哲
b
叫
h

卓
丸

達

誉
当
山

莞

誉
已
計

C

邑
ま

づ
､

-

冨
山

-

C
F

一

声

(

8
)

学
監
叫

訂
琶

､

h

竜
§

g
㌣

賀
d

勺
･

∽

･

出
P

g

弓
e

〓
-

→
F
e

河

邑
一

言
}

Ⅰ

ロ
t
e

完
面
t

.

ト

り
.

串
一

己
･

ヨ
ー

一

望
｡
･

N
･

も
っ

と

も
､

一

九

世

紀
の

国

会
議

員
の

性

格
分

析

を

先
に

行
わ

な

け
れ

ば

な
ら

な

い

が
､

そ
れ

に

つ

い

て

は
､

米
川

伸
一

｢

『

土

地

問
題
』

t

F
e

L

昌
一

曾
e

s
t

】

O
n

と

イ

ギ

リ

ス

議
会

-

∞

畏
-
-

苫
亡
『

歴

史
学

研

究
』

三

三

七

号

を

参
照

｡

(

9
)

詳
し

く

は

以

下
の

論

文
を

見

ら
れ

た

い

｡

G
･

C

訂
日

吉
ロ

∴
A

写
ロ
e

t

e
e

已
J
･

C
e

ロ
ー

宅
y

I

ロ

完
S
-

m
e

已

口
印

C
-

s
i

O

宍

T
F
e

買
已

冒
-

知
a

i

-

弓
Ⅳ

盲
｢
○

ロ
d

O

ロ

E

已
e

n
s

訂
ロ

.

､

叫

声

串

知
こ

N

ロ

P
s
･

ゴ
ロ
ー

･

㍍
㍍

､

2
〇
.

い
.

-

笥
N

.

(

1 0
)

知

邑
等

卓

b
丸

言
示

首
h

§
丸

-

き
邑
⊇
元

旦
-

空
か

･

ワ

ー

N
･

(

1 1
)

こ

の

メ

カ

ニ

ズ

ム

に

つ

い

て

は
､

拙

稿
｢

イ

ギ

リ

ス

鉄

道
ブ

ー

ム

の

一

側

面
+

『

社

会

経

済
史
草
』

第

三

八

巻
第

四

号

を

参

照
｡

(

1 2
こ

株
主

総
会
で

の

一

つ

の

争

点
で

あ

る

が
､

興

味
深
い

事
実

と

し

て

は
､

一

八
五

七

年
上

期
の

総
会
に

お

い

て

取

締
役
会
の

提
案

､

二

ポ

ン

ド
一

五
シ

リ

ン

グ

(

一

抹

当
り
)

の

配
当

に

対

し
､

修
正

案
､

三

ポ

ン

ド
の

配

当

が

提
起
さ

れ
､

後
者
が

承

認
さ

れ

て

い

る
｡

(

1 3
)

P

｢

胃

旨
e

r
､

知

已

喜
ヾ

吋

…
Q

S
宇

-

00

芦

ワ
ワ

ニ
h

-
ひ

･

な
お

､

藻
利

重

隆

『

経
営

学
の

基

礎
』

改

訂

版
､

五
一

頁
参
照

｡

(

1 4
)

マ

ル

ク

ス

は
､

か

か

る

株
主
の

分

解
の

の

ち

取

締
役
会
の

経

営

3

の

乱

脈
が

続
い

て

発
生
し

て

い

る

こ

と

に

注
目

し

て

い

る
｡

｢

鉄
道

舶
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組

織
に

関

す
る

統

計

的

考

察
+

『

マ

ル

ク

ス

･

エ

ン

ゲ
ル

ス

全

集
』

第
一

五

巻

四
二

九

頁
｡

(

1 5
)

こ

れ

は

イ

ギ

リ

ス

的

な
工

場

経

営
一

般
の

特

質
と

し
て

も

指

摘

さ

れ

る
｡

中

川

敬
一

郎

｢

経

済

発

展
と

家

族

的

経

営
+

川

島

武
宜

･

松
田

智

雄

編

『

国

民

経

済
の

諸

類

型
』

所

収
､

九
一

-
二

頁

参

照
｡

(

16
)

勺
･

W
･

只

者
告
阜

ヨ

各
罫
達

き
ぎ
卓

責
声
-

浩
d

､

勺

ワ

T
P

な
お

､

取

締

役

会

長
に

は

よ

り

大

な

る

特

権
が

付

与
さ

れ
､

普
通

取

締

役
の

倍
の

人

数
の

従

業

員

指

名

権

を

得
て

い

た
｡

②

執

行
機

関
の

形

成

と
そ

の

限

界

さ

て
､

既

述
の

よ

う
な

取

締
役
会
の

も

と

で

執
行
機
関
は

ど
の

よ

う
に

し

て

形

成
さ

れ

る

の

で

あ

ろ

う
か

｡

第
2

図

は

執
行

機

関

似

形

成
の

プ

ロ

セ

ス

を

琴
不

し

た

も
の

で

あ

る

が
､

そ

こ

に

は

先
に

み

た

取

締
役
会
内
の

委
員
会
の

変
化
に

照

応
し
て

執
行

機
関
が

形

成
さ

れ

て

く
る

過

程
を

見
出
す
こ

と
が

で

き

る
｡

ま

ず
現

業
部
の

S

亡

勺

邑
ロ
t

e

n

d

e

n
t

s

と

P

F
ロ

品
e

l
S

O
{

G
0
0

d
s

↑
り

邑
c
､

及

び

そ

れ

ら

両

部
門

を

統
括
す
る

(

G
e

n
e

邑
)

岩

呂
名
作

【

が

初
期
の

執
行

機
関
の

中
心

を

な

し
､

技
師

､

書
記

､

事
務

弁

護
士

､

会

計

士
な

ど

は

取

締
役
会
と

直
結
す
る

形
を

と

っ

て

い

る
｡

そ

れ

が

五

〇

年
代

中
頃
に

な

る

と
､

現

場
の

最
高
管
理

費
住
着
は

技
術
部
門

を

掌
握
す
る

よ

う
に

な

り
､

第2 園 L & N W R の 執行機 関 の 形 成

1 8 5 3 … 1 8 5 5

一 凹 a n a g e r

- S n p e ri n t e n d e n t s

G o o d s T r a 丘i c
ー M a n a g e r s o f

E n gi n e e r s

S e c r et a ri e s

S o li cit o r s

A 1 1d it o r s
巨

1 8 5 6

G e n e r a l M a n a g e r

S e c r et a r le S

S oli cit o r s

A 1 1 di t o r s
t

1 8 5 7 - 1 8 5 9

- G e n e r a l 且I a n a g e r

- S u p･ O f T r a 伍 c

- S 口 p ･ O f P e r m a n e n t w a y

- L o c o m o ti ∇ e S n p ･

- M a n 岩唱 e r O f G o o d s T r a 伍 c

i- D is t rj c t G o o d s M a m a g e r s

ーE n gi n e e r s

- S e c r e t a ri e s

ーS o lic it o r s

- A t】d it o r s

〔典 拠〕 B r ad sb a -∇
'

s も･I a n 口 al よ り作 風

更
に

五

〇

年
代
の

後
半
に

至

る

と
､

取

締

役
会
の

L
O
C

?

ヨ
O
t
i

く
e

C
O

ヨ

m
i

t
t

e

e

の

廃

止

等
と

呼
応
し
て

､

S

亡

p
e

r
･

i

n
t

e

n

d

e

n
t

s

の

機

能
が

再

分

割
さ

れ
､

輸

送
､

軌
道

､

動

力
の

各
部

門
が

誕
生

す

る

こ

と

に

な

る
｡

先
述
の

よ

う
に

こ

の

鉄

道
会
社
は

合

併
に

よ

っ

て

成

立
し

た

の

で
､

組

織
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の

整
備

･

統
一

化
に

は

特
に

多
大
の

注
意
が

払
わ

れ

て

い

た

が
､

そ

れ

は

G
e

ロ
e

【

已

呂
p

ロ
p

由
e
r

､

ヒ

ュ

イ

ッ

シ

ュ

の

も

と
に

お

け

る

直
系
部

門

別

組
綴
の

形
成

と

い

う
こ

と

で

結
実
し

て

い

く
こ

と

に

(

1
)

な
る

の

で

あ

る
｡

こ

こ

で

看
過
し

て

ほ

な

ら

な

い

点

は
､

S
2

C

r
e

t

賀
y

の

位

置
に

つ

い

て

で

あ

る
｡

S

e

c
r

e

t

賀
呵

は

G
e

n
e

r

巴

已
p

ロ

品
e

→

と

と

も

に

取

締
役
会
に

出
席
し

､

各
種
の

相
談
を

受
け

る

が
､

議
決
権
は

与

え

ら

れ

て

い

な
か

っ

た
｡

S

e
c

【

の

t

賀
y

ほ

取

締
役
会
の

も
つ

財
務

､

会
計

､

法

律
等
の

機
能
を

補
佐

す
る

立

場
に

あ

り
､

い

わ

ば

取

締

(

2
)

役
会
の

ス

タ

ア

フ

的

な

性

格
を

も
っ

て

い

た

と
い

え
る

｡

し

た

が

っ

て

S

e

c
r

e

t

弓
y

の

位
置
付

け
と

し

て

は

取

締
役
会
と

直
結
す

(

3
)

る

形
を

と

り
､

グ

ー

ル

ピ

ッ

シ

ュ

の

考

え

る

よ

う

な
､

の
e

ロ
e

邑

呂
p

ロ
a

笥
r

へ

の

従

属
関
係
は

認

め

ら
れ

な

い
｡

マ

ク

レ

ー

ン

の

言
葉
を

借
り

る

な

ら

ば
､

G
e

ロ
e

邑
P
-

賀
品
e

【

が

○

已
･

d

吉
r

の

c

F

訂
h

で

あ

る

の

に

対

し
､

S
e

c

l

e
t

P
r

y

は

ー

n
･

d

0
0
【

の

c

F

訂
巾

(

4
)

で

あ

る
､

と
い

う
こ

と

に

な

る
｡

と
こ

ろ
で

､

G
e

n
O

r

巴

呂
p

ロ

品
e
r

は

現

業
部
の

最
高
管
理

者
で

あ

る

が
､

彼
は

中

間
管
理

層
を

包

含
し

た

二

つ

の

C
O

已
e

記
n
〔

e

を

組
織
し

て
､

指
揮

･

命
令

､

伝
達
及
び

実
施
細
則
の

検
討
を

行

(

5
)

っ

■
た

｡

そ

の

C
O

n

訂
【

e

n
C

e

と

は

具
体

的
に

○

琵
c

e

諒
､

C
C

n
f

e

完
ロ
C

e

と

G
0

0

d
s

C
O

n

訂
r

e

ロ
C

e

で

あ

る

が
ヽ

前
者
は

輸
送
の

円

滑
化

､

事
故
の

防
止

､

労
務

管
理

上
の

規
律
の

問
題
等
を

主

要
な

議
題
と

し
て

お

り
､

後
者
は

貨
物

輸

送
に

伴
う

技
術
的

問
題

､

た

と

え

ば

品

目

別
マ

イ

ル

当
り

運

賃
や

超
過

運

賃
の

取

扱
い

､

貨
車
の

配
備

方

法
や

苦
情
処

理

等
に

つ

い

て

検
討
し

た
｡

こ

こ

で

注

目

す
べ

き

点
は

い

ず
れ

の

C
O

n
f

巧
e

n
C

e

の

決
議
も

取

締
役
会
の

承

認
を

得

な

け

れ

ば

効
力

を

有
せ

ず
､

C
O

n

許
諾
n
C

e

の

決
議
が

そ

の

ま

ま

実

施
に

移
さ

れ

る

こ

と

は

な

か
っ

た

と
い

う
こ

と
で

あ

る
｡

こ

こ

に

執
行

機
関
に

対

す
る

権

限

移
譲
の

限

界
を

み

る

こ

と

が

で

き

る

で

あ

ろ

う
｡

そ

れ

で

は
､

こ

の

よ

う
な

組
織
の

も

と

に

ど

の

よ

う

な

労
働
力

が

集
中

さ

れ

て

い

た

の

で

あ

ろ

う
か

｡

第
4

表
は

一

八

四

七

年
と

一

八
五

二

年
の

議
会

報
告
書
か

ら
の

引

用
で

あ

る

が
､

こ

の

時
期

に

は

い

ま

だ

内
部

請

負
制
が

か

な

り

利
用
さ

れ

て

い

る

と
こ

ろ
か

ら
､

労
働
者
全
体
の

数
字
と
い

う
わ

け
に

は

い

か

な
い

｡

参
考

ま

で

に
､

一

八

八

〇

年
代

初
頭
の

労
働
力

構
成

比

を

み

る

な

ら

ば

(

L

&

N

W

鉄

道
の

場
合
)

､

上

級

労
働
者
=

管
理

的

労

働

者

及

び

職
員

､

約

七

千

人
､

中
級

労
働
者
=

熟
練
労
働
者

､

約
九

千

人
､

(

6
)

∂

そ

の

他

不

熟
練
労
働
者

､

約
四

万
四

千

人
､

と

な
っ

て

い

て
､

組

戯
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第4 表 L & N W R の 労働力構 成

1 8 5 21 8 47

1 1

8

2 3

2 6

1 0

1 2

8 5 9

1 82

4 09

3 7 1

2 7 8

2 4 1 8

2 6 2

4 36

18 3 6

7

′

L

U

O

7

0

0
ノ

1

2

2

′

〇

.′

h
)l

9 5 4 9

5 6 8

1 7 8

4

1

2 1

6 0

1 1

3

4

1 7

5 9 9

1 2 4

2 3 6

2 5 0

1 91

2 08 4

1 4 9

4 1 3

1 3 2 2

5 9

88 66

6 4 1 8

37 8

1 4 0

S e C r e t a rie s & 皿 a n a g e r

t r e a s n r e r s

e n g ln e e r S

S 1 1p e ri n t e n d e n ts

St O r e k e e p e r s

a c c o 1 1 n t a n t S

C a S b e r s

d r a 1 1g h ts m e n

Cl e r k s

f o r コユ e n

e n g l n m e n O r d ri v e r s

a s s ･ e n g l n m e n O r 丘r e m e l l

C O n d11 Ct O r S

ti m e k e e p e r s

a rti 丘c e r s

S W it cll m e n

p o li c e m e n

p o rt e r s

m e S S e n g e r S

pl a t el a y e r s

l a b o lユr e r S

g a t e k e e p e r s

i n s p e c t e r s o r

St a ti o n □1 a St e r S

m is c ell a n e o lユ S

t o t a l

1 e n gt b i n m ile s

n n m b e r o f st a ti o n s

〔拠典〕 B ･ P ･ p ･ V Ol ･ 5 7 9 L X I I l O l 及 び (1 5 3 ) L X V I l I 3 9 5

と

り

わ

け

興

味
深
い

仰

の

は

退

役
軍
人
の

充

用
と
い

う
こ

と
で

あ

る
｡

初

期
の

鉄
道

経

営
に

お

い

て
､

管
理

組
織
の

重

視
さ

れ

る

軍
隊
か

ら

人

材
が

登

用
さ

れ

て

い

た

こ

と

は

自
然
の

成
り

行
き

と
い

う
べ

き
で

あ

り
､

ヒ

ユ

イ

ブ

シ

ュ

が

海

軍
出
身
で

あ
っ

た

こ

と

も

単
な
る

偶
然
で

織
拡
大
と

と

も

に

不

熟
練
労
働
者
の

此

重
が

増
大
し
て

い

る

こ

と

が

わ

か

る
｡

次
に

､

こ

れ

ら

労
働
力
の

調
達
に

つ

い

て

簡
単
に

述
べ

て

お

こ

(

7
)

ぅ
｡

一

般
的
に

は

次
の

よ

う

に

言
う
こ

と

が

で

き
る

｡

す
な

わ

ち
､

下

級

労
働
力
に

つ

い

て

ほ

農
業
部
門
か

ら
の

流
入

､

中

奴
労
働
者

に

つ

い

て

は

他

運

送
業
(

た

と

え

ば

道
路

､

運

河
の

運

送
業
者
)

か

ら
の

転
職

､

上

級
の

管
理

的
労
働
者
に

つ

い

て

は

商
工

業
従

事
者

､

は

な
か

っ

た
｡

し
か

し
､

最
初
は

こ

の

よ

う
に

し

て

中
･

上

級

労

働
者
の

調

達
も

企
業
外

部
に

依
存
し

て

い

た

が
､

徐
々

に

企

業
内

で

の

訓
練
を

経
た

暑
が

登

用
さ

れ

る

よ

う
に

な
る

｡

こ

れ

ほ

鉄

道

会
社

内
に

お

け
る

厳
格
な

作
業
規
律
の

確
立

や

訓
練
学
校
の

設

置

な

ど
が

効
力
を

発
揮
し

始
め

た

証

左
に

ほ

か

な

ら
な
い

が
､

こ

の

点
に

関
す
る

具

体
的

検
討
は

こ

こ

で

は

割
愛
せ

ざ

る

を

え

な
い

｡

(

1
)

→
･

G
｡

弓
く

訂
F

､

尽
･

邑
.

.

勺

勺
.

-

訟
.

N

巴
.
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(

2
)

ナ

L
.

呂

邑
e

賀
-

3
向

学
叫

賢
計

知

邑
等

遷

せ
整
声

-

若
い

､

p
.

-

h
.

(

3
)

T
.

戸

G
O

弓
ま
s

F
.

阜

註
･

､

勺

勺
･

〓
N

､

-

記
･

(

4
)

1
.

L

呂
P
C
-

e

甲
ロ

ー

尽
･

b

㌻
､

ワ

N

-

･

(

5
)

以

下

G
.

句
i

n

已
P
y
.

り

訂

司
Q

芸
丸

凛

§
礼

竃
§
薦
聖

責

箋
"

且

§

叫

凛
訂
h

計

知

鼓
弓

卓
-

監
や

､

勺

勺
･

已

-
畏

に

ょ

る
｡

(

6
)

H

b
-

a

こ

り

ご
･

(

7
)

鉄

道

労

働
者
の

調
達

に

つ

い

て

は
､

次

の

文

献
を

参
照

｡

芦

河
O

b

J

訂
s

.

勺
Q
叫

邑
h

§
礼

h
叫

叫
ヾ

邑
h

.

-

宗
ご

C

F

く
ー
Ⅰ

‥

G
･

L

T

弓
ロ

b

已
】

､

･

A

Z
O
t

e

O

n

t

F
2

S

亡

p
勺
-

y

O
f

S
t

P

穎

訂
r

t

F

e

E
2
ユ

y

カ

邑
弓
p

y
S

㌧

→

言
莞
甘
ミ

串
叫

旨
う

ー

ゴ
U
-

･

-
･

宅
〇
･

-
‥

H
.

勺
○

≡
ロ
S

.

b
3

.

訂
訂

､

仇

知

已
叫

寒
月
て

叫
.

-

¢

コ
･

五

組
織
改

革
の

提
案

以

上
の

よ

う
に

し

て
､

イ

ギ

リ

ス

的
特
質
を

付

着
さ

せ

な

が

ら

で

は

あ

る

が
､

直
系
部

門

別

組

織
は

成

立

す

る

こ

と
に

な

る
｡

と

こ

ろ
が

､

一

八

五

七

年
恐

慌
以

後
､

鉄
道

経

営
は

困

難
に

な

り

(

第
3

表

参
照
)

､

覿
織
改

革
が

企
て

ら

れ

た
｡

そ

れ

は

次

の

二

つ

の

問
題
と

し
て

具
体
的

に

発
生

す
る

こ

と
に

な
っ

た
｡

す

な

わ

ち
､

一

つ

ほ

取

締
役
会
と

専
門
的
経

営
管
理

者
と

の

間
に

お

け

る

権
限

移
譲

･

政

策
対

立

を

め

ぐ
る

問
題
で

あ

り
､

も

う
一

つ

は

取

締
役
会
と

一

般
珠
主
と
の

間
の

対

立
の

問
題
で

あ

る
｡

最
初
の

問
題
に

つ

い

て

考

察
す
る

な

ら
ば

､

取
締
役
会
は

経
営

悪
化
に

対

処

す
る

た

め

に
､

よ

り
一

層
の

経

費
消
滅
を

主

張
す

る

の

に

対

し
､

の
e

n
e

邑
呂

賀
長
e
r

の

ヒ

ュ

イ
ッ

シ

ュ

は
必

要
経
費

(

1
)

の

支

出
と

合
理

的
な

管
理

体

制
の

確
立

と

に

固
執
す

る

の

で

あ

る
｡

時
あ

た

か

も
､

取
締

役
会
の

有
力

者
ム

ー

ン

､

ム

ー

ア

ソ

ン
､

ト

ゥ

タ

ル
､

更
に

創
業
時
以

来
の

取

締
役
グ

リ

ン

ま

で

も

が
､

現

場

の

執
行
権
限

を

集
中
し

つ

つ

あ

る

ヒ

ユ

イ
ッ

シ

ュ

の

存
在
を

桂
櫓

と

感
じ

始
め

る

に

至

り
､

彼
ら
が

中
心

に

な
っ

て

ヒ

ュ

イ

ッ

シ

ュ

(

2
)

の

追
放
を

画

策
す
る

の

で

あ

る
｡

ヒ

ュ

イ
ッ

シ

ュ

は

合

併
以

来
､

管
理

組
織

･

作
業
組
織
の

整
備
を

は

か

り
､

そ

れ

ら

の

集
権
化
に

努
力
し
た

の

で

あ
る

が
､

し

か

し

そ

の

こ

と

ほ

取

締
役
会
の

権
限

を

脅
か

す

も
の

と

し
て

彼
ら
に

は

受
け

取
ら

れ

た

の

で

あ
る

｡

そ

の

た

め
､

彼
は

つ

い

に
一

八
五

八

年
九

月
に

辞
職
を

余

儀
な

く

さ

(

3
)

れ
､

彼
に

続
い

て

中
間
管
理

職
に

あ

る

プ

ー

ル
､

ソ

ル

㌧

ト

レ

ゲ
ィ

シ

ア

タ

も
こ

の

鉄
道
会
社
を

去
る

こ

と
に

な
っ

た
｡

そ

の

後

取

締
役
会
は

せ
i

【

e

C

t

｡

邑
内

諾
C

旨
く
e

C
｡

m
m

≡
e

e

を

設

置
し

､

白
ら

鉄
道
経
営
全

般
を

取

り

仕
切
る

こ

と

を

試
み

る

が
､

結
局

は

失
敗
に

終
り

､

専
門
的

管
理

者
へ

彼
ら
の

権
限
の
一

部

を

移

譲
し

(

4
)

な

け
れ

ば
な

ら
な

か
っ

た
｡

▲7

第
二

の

問
題
は

､

上

述
の

こ

と

と

表
裏
の

関
係
を
な

し

て

発
生

戯
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し

た

と
い

え

よ

う
｡

既

述
の

よ

う
に

､

一

般

抹
主

と
､

大

株
主
の

利
害
を

直

接
代
弁
す
る

取

締
役
会
と

の

間
に

は

政

策
的

対

立
が

存

在
し

て

い

た

が
､

配
当

率
の

極
度
の

低
下
に

よ
っ

て

こ

の

対

立

は

表

面
化

せ

ざ
る

を
え

な

か
っ

た
｡

殊
に

一

般
株
主

は

こ

こ

に

至
っ

て

経
営
悪
化
の

原

因
を

取

締
役
会
の

政

策
だ

け
に

帰
す

る

の

で

は

な

く
､

鉄
道

管
理

組

織
の

側
面
に

も

考
察
を

拡
げ
て

い

く
の

で

あ

る
｡

以
下

で

具

体

的
に

彼
ら
の

主

張
の

い

く
つ

か

を

み

て

い

く
こ

と

に

す

る

が
､

勿
論
そ

の

中
に

は

鉄

道
経

営
に

関
心
を

抱

く

時
論

家
の

主

張
も

含
ま
れ

る
｡

ま

ず
第

一

に
､

無
署
名
の

パ

ン

フ

レ

ッ

ト
.

哲
賀
d

､

E

賀
P

g

?

m
e

n
t
‥

A
n

A
d

d

諾
S

t

O

S

F

賀
e

F
｡
-

d
e

声
-

巴
00

.

を

取
り

あ

げ

る
｡

こ

れ

の

重

要
な

論
点
の

一

つ

は

責
任
の

所
在
を

曖

昧
に

し

て

し

ま

う

ど
胃
d

巳

賀
品
e

m
e

n
t

の

廃
止

で

あ

り
､

そ

の

代
り

に

能
率

給
に

よ

る

専
門

的
管
理

者
へ

の

責
任
と

権
限
の

全

面

的
移
譲

を

す
べ

し
､

と
い

う
も

の

で

あ

る
｡

更
に

､

取
締
役
の

意
向
を

代

弁
す
る

た

め
に

､

S
e

c

r

Q

訂

q

の

大

幅
な

活

用
と
い

う
こ

と

を

も

同

時
に

打
ち

出
し

て

い

る
｡

ま
た

､

全
般
的
な

政

策
決
定

は
一

種

の

国

家

機
関
た
る

諾
【

m
P

n
e

n
t

C
｡

m

邑
t

t

e

e

に

よ
っ

て

果
す
べ

き

で

あ

る
､

と
い

う
｡

こ

の

見

解
は

鉄

道
の

国
家

管
理
の

主

張
に

近
い

も

の

で

あ

る

が
､

不

況

時
に

ほ

良

く

み

ら
れ

る

議
論
の

一

つ

と

押
さ

え

て

お

く

必

要
が

あ

ろ

う
｡

第
二

に
､

E
･

ウ

ォ

ー
､

､

､

ン

グ

ト

ン

の

カ

邑
r

O

邑

巳

賀
ぷ
e
･

m
｡

阜
-

00

h

甲

を

検
討
し

て

み

よ

う
｡

こ

れ

に

よ

っ

て

彼
は

取

締

役
会
に

は

適
材
適
所
の

人

事

を
､

ま
た

専
門

的

管
理

者
の

大

幅
活

用
を

主

張
し

た
｡

更
に

彼
ほ

鉄

道
会
社

間
の

過

当

な

競

争
を

防
止

す

る

た

め
､

S

F

賀
e

F

O
-

d
e

r

s

∵

A
s

s

｡
C

訂
什
-

｡

ロ

の

結
成

を

提
案
し
た

｡

こ

の

点
に

一

般
株
主
の

利
害
が

如

実
に

看
取

さ

れ

う
る

が
､

彼
の

主

張
な

ど

は

か

な
り

実
現

性
の

高
い

も
の

と
い

え
る

｡

同

様
の

考

ぇ

は

J
･

リ

ス

タ

ー

の

論
文

S

亡

謁
e

S
t
-

○

ロ
S

訂
1

t

F
e

I

m
勺
r

O

く

?

m
｡

n
t

｡
h

R

邑
弓
P

y

耳
○

勺
e

ユ
y
､

-

巴
甲

に

も

み

ら

れ
､

彼
は

こ

こ

で

株
主
の

取

締

役
リ

コ

ー

ル

権
の

確

立
､

取

締

役

会

と

G
｡

ロ
｡

邑
呂

賀
農
e

r

と
の

間
に

お

け
る

責

任
･

権

限

の

明

確

化

等
を

提
案
し
た

｡

総
じ

て
､

各
論
者

は

現

在
の

取

締
役
会
の

経
営

能
力
の

欠

如
と

専
門

的
管
理

者
の

大

幅
活
用
を

主

張
し

た

こ

と

に

(

5
)

お
い

て
一

致
し

て

い

た
｡

こ

こ

で

わ

れ

わ

れ

が

注
目

し
た

い

の

は
､

第
三

の

主

張
と

し

て

検
討
す
る

T
･

リ

ブ

レ

ィ

の

提
案
で

あ

る
｡

彼
は
マ

ン

チ
ェ

ス

タ

ー

在

住
の

株
主
で

あ

り
､

L

&

N

W

鉄

道
の

一

八

五

七

年
二

月
の

株
主

総
会
で

も

積
極
的
に

発
言
し

､

か

つ

そ

の

内

容
を
パ

ン

フ

レ

フ

ト

の

形
で

公

に

し

て

い

る
｡

そ

れ

が
一

八
五

八

年
出
版
の

河
巴
十

4 β∂
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弓
P

叫

呂
巴
-

P

内
e

m
e

ロ
t

で

あ

り
､

そ

の

内

容
を

端
的
に

言
う

な

ら

ば
､

鉄
道
経

営
組
織
の

二

分

剖
案

､

す
な

わ

ち

組
織
を

資
本
勘
定

部
=

施
設

部
と

収

支

勘
定

部
=

営
業
部
の

二

つ

に

分

割
し

､

各
々

に

独

白
の

取

締
役
会
を

設

置
す
る

と
い

う

案
で

あ

る
｡

こ

れ

ほ

丁

度
､

地

主
と

借
地

農
の

関
係
に

類
似
す
る

も
の

で

あ

り
､

施
設

部

ほ

営
業
部
に

施
設
を

提
供
し

､

営
業
部
ほ

そ

れ

に

対
し

地

代
に

匹

(

6
)

敵
す

る

使
用
料
を

払
う
と
い

う

関
係
に

な
る

｡

こ

の

よ

う
な

見
解

は
一

見
奇

異
な

も
の

に

み

え

る

が
､

し

か

し

既
に

こ

れ

よ

り
二

年

前
に

F
･

A
･

チ

ャ

プ

リ

ン

が

類
似
の

主
張
を

展
開
し
て

お

り
､

当

時
に

あ
っ

て

は

必

ず
し

も

突
飛
な

も

の

で

は

な

か
っ

た

よ

う
で

(

7
)

あ

る
｡

そ

し

て
､

こ

の

二

分

剖
実
の

着
想
ほ

､

一

〇

年
前
に

議
論

さ

れ

た

鉄

道

経
営
の

あ

り

方

-
O

p

e

n

∽

y
S

t

e

ヨ

か

c
-

O
S

e

d

s

y

毘
e

m

か

1
を

め

ぐ
る

論
争
の

延

長
上

に

位
置
し

て

い

た

の

で

あ

る
｡

一

般
株
主
か

ら

鉄
道
経
営
ほ

運

河
と

同

様
に

通
路

提
供

だ

け
で

よ

い

と
い

う

主

張
(

○

勺
e

n

S

溜
t

2

ヨ
)

が

か

つ

て

な

さ

れ

た

が
､

今

度
は

そ

れ

が

二

分

剖

案
と

し

て

装
い

を

あ

ら
た

に

登

場

し

て

き
た

の

で

あ

る
｡

勿
論
こ

の

場

合
､

こ

の

実
は

鉄

道
業
の

発

展
を

背
景
に

､

単
純
な

運

送
部
切

り

捨
て

案
と

し
て

で

ほ

な

く
､

そ

れ

を

も

取

り

込
ん

だ
一

種
の

チ
ェ

ッ

ク
･

ア

ン

ド
･

バ

ラ

ン

ス

機
構
の

案
と

し
て

提
起
さ

れ

て

い

た
｡

敢
行
す

る

な

ら

ば
､

リ

グ

レ

ィ

の

二

分

剖
案
が

提
出
さ

れ

て

く

る

背
後
に

､

取

締
役
会
の

無
謀
な

拡

張
政

策
を

是
非
と

も

停
止

さ

せ

た

い

と
い

う
彼
の

強
い

願
望
が

秘
め

ら
れ

て

い

た

の

で

あ

る
｡

取

締
役
会
は

鉄
道
経

営
悪

化
の

原

因
を

恐

慌
以

後
の

全

般
的
な

経

営
環
境
悪
化
に

求
め

て

お

り
､

じ

じ
つ

他

鉄
道
会
社
の

経
営
も

悪

化
し
て

い

た
｡

し

か

し
､

リ

グ

レ

ィ

は

こ

れ

ま
で

取

締
役
会
が

採

っ

て

き
た

拡

張
政

策
こ

そ

経

営
悪
化
の

根
本
原
因
で

あ

る
､

と

主

(

8
)

張
し
た

の

で

あ

る
｡

今
､

両

者
の

見
解
の

正

否
を

論
証

す
る

余
裕

は

な
い

｡

む

し

ろ

問
題
と

す
べ

き

点
は

取

締
役
会
が

拡
張
政

策
を

容
易
に

採
る

こ

と

を

許
し

た

当

時
の

鉄
道
会
計
の

方

法
で

あ

る
｡

す

な

わ

ち
､

こ

の

時
代
の

鉄

道
会
計
は

収

支
勘
定
の

必

要
経

費
を

資
本
勘
定
に

繰
り

入

れ

て

決
算
が

な

さ

れ

て

い

た

の

で
､

取

締
役

(

9
)

会
の

拡
張
政

策
に

歯
止

め

を
か

け
る

こ

と

は

容
易
で

な

か
っ

た
｡

だ

か

ら
､

リ

グ

レ

ィ

の

二

分

剖

案
は

資
本

勘
定

部
と

収

支

勘
定

部

を

分

離
し

､

支
出
の

根
拠
を

明

ら
か

に

す
る

こ

と

を

も

限

目

と

し

て

い

た

の

で

あ

る
｡

リ

グ

レ

ィ

ほ

株
主

絵
会
な

ど

を

通

じ
て

L

&

N

W

鉄

道
の

取

締

役
会
に

彼
の

考
え
の

採

用
を

迫
っ

た

が
､

受
け

入
れ

ら

れ

な

か
っ

た
｡

そ

こ

で
､

彼
は

一

八

六

二

年
に
マ

ン

チ

ェ

ス

タ

ー

の

株
主
を

糾

合
し

て

｢
O

n
d

O

n

紆

ぎ
r
t

F

W
e
s

t

e

r

n

河
巴

ぎ
p

忘
F

賀
色
岩

-

d
e

r
s

･

拗
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A
s

s

O
C
i

邑
O

n

を

結
成
し

､

彼
の

主

張
を

実
現

す
べ

く

運

動
を

起

(

1 0
)

し

た
｡

こ

の

運

動
は

功
を

奏
す

る

こ

と

は

な
か

っ

た

が
､

し

か

し
､

一

八

六

〇

年
代
ブ

ー

ム

の

の

ち
に

訪
れ

る

恐

慌
及
び

不

況
過

程
の

中
で

､

ま
た

ま

た

鉄
道

経
営
は

悪
化
に

陥
り

､

つ

い

に
一

八

六

八

(

]
)

年
の

鉄
道
法
の

制
定
を

招
い

た

の

で

あ

る
｡

そ

れ

に

よ
っ

て

リ

グ

レ

ィ

の

構
想
し

た

よ

う
な

組
織
の

二

分

割

実
は

実
行
さ

れ

な
か

っ

た

が
､

資
本
勘
定
と

収

支

勘
定
の

会

計
原

則
が

確
立

し
､

取

締
役

会
の

拡

張
政

策
を

抑
制
す
る
一

手

段
が

実
施
に

移
さ

れ

る

こ

と

に

な
っ

た
｡

こ

う

し

て

彼
の

主

張
の
一

端
は

実

行
さ

れ

た

と

い

う
べ

き
で

あ

る

が
､

し
か

し

取

締
役
会
に

全

権
が

委
ね

ら
れ

る

イ

ギ

リ

ス

的

管
理

組
織
に

は

な
ん

ら

根
本

的
な

変
革
の

手
が

加

え

ら
れ

る

こ

と

に

は

な

ら

な
か

っ

た

の

で

あ

る
｡

(

1
)

T
･

戸

G
O

亡

ヨ
ト

s

F

尽
.

邑
.

.

p
一

N

£
.

(

2
)

ヽ

巴
礼
こ

p

p
.

h

ム

ー
h

.

-

ご
T

l
-

諾
.

(

3
)

彼
の

辞

職
の

理

由
と

し

て

他

に
､

こ

の

鉄
道
が

南

部
か

ら

は

G
【

①

p
t

W
O

S
t

e

r

ロ

戸
､

北
部

か

ら

は

G
r

e

巳

宅
○

ユ
F
e

岩

戸

の

攻

撃
を

う

け
て

彼
の

す

す
め

て

き

た

運

賃
協
定
が

崩

壊

し
て

い

く
こ

と

を
も

考

慮
し

て

お

く

必

要
が

あ

る
｡

(

ロ

ワ
U

L

打
i

ロ
ー

尽
･

邑
こ

宅
.

-

00

加

-
-

¢

N
.

)

(

4
)

T
.

R
.

の
○
白

岩
i

s

F
.

C
p

p
t

巴
口

呂

賀
打

H
已
s

F
‥

A

望
○

ロ
e
e

H

-

ロ

t

F
e

ロ
0

く
e
-

○

勺

日

昌
t

O
h

河
田

ヒ
弓
P

y

呂
p

ロ

腰
叫
e

m
O

n
t

㌧

b

害
恥

莞
h

h

祇

芝
Q

､ヾ

く
○
-

･

㍍
H

H
-

Z
〇
･

-

,

-

や

冒
-

マ

レ

ソ

(

5
)

時
代
は

少
し

下

る

が

(

一

八

七

〇

年

代

初

頭
)

パ

ジ

ョ

γ

ト

は

イ
ン

グ

ラ

ン

ド

銀

行
の

副

総
裁
に

有

給
の

専

門

的

管
理

者
を

任
命
す

る

こ

と

を

提
言

し

て

い

る

が
､

｢

ア

マ

チ

ュ

ア
+

経

営
に

対

す

る

組

織

改

革
の

定

石

と
い

う
ぺ

き
で

あ

ろ

う

か
｡

(

邦

訳

『

ロ

ン

バ

ー

ド

街
』

第
八

草

を

参
照
)

(

6
)

提
案
の

内

容

は

こ

の

パ

ン

フ

レ

ッ

ト

の

最

初

の

と

こ

ろ

に
､

.

A

ヨ
2
-

f

O

r

t

F
2

G
O

く
e
r

ロ

ヨ
e

n
t

㌢
ロ

d

W
0

1

打

訂
粥

○
-

p

知
2
-
･

宅
P

y
∴

と

し
て

ま
と

め

ら
れ

て

い

る
｡

(

7
)

句
･

A
･

C
F
P

p
-

ぎ

ゝ

聖
§

甘

:
訂

哲
誉
､

5

旨
達

貞

芸
芸
～

見

知

邑
言

邑
h
､

-

加

訣
､

な
お

､

リ

グ

レ

ィ

は

彼

自

身
の

考
え
の

オ

リ

ジ

ナ

リ

テ

ィ

を

主

張
す
る

た

め

に
､

先
の

パ

ン

フ

レ

フ

ト

の

註
で

､

一

八
五

五

年
二

月
三

日

付
の

タ

イ
ム

ズ

紙
に

既
に

同

じ

趣
旨
の

投
書

を

し
て

い

る

と

わ

ざ

わ

ざ

断
っ

て

い

る
｡

(

T
･

W
ユ
g
【

e

¥

尽
.

邑
..

p
･

叫

)

な

お

当

時
､

エ

業

経

営
で

よ

く
み

ら

れ
る

｢

賃
借
経

営
+

が

念
頭
に

あ
っ

た

と

も

予

想
さ

れ

る
｡

(

8
)

｢
紆
2
ノ

く

R
S

F

胃
e

F
O
-

d
e

邑

A
s

s

O
C
i

p
t

i

O
ロ

､

ゝ

監
言
訟

訂

■～

訂

七
ヽ
(

尽
3 .

已
Q

3
r

-

00

巴
､

ワ

〓
.

(

9
)

詳
し

く
は

､

前

掲
の

拙

稿

を

参
照

｡

(

1 0
)

設

立

経

過

な
ど

に

つ

い

て

は

以

下

を

参
照

｡

知

各
キ

阜

蒜
恥

C
Q

慧
喜

註
恥

恥

阜

卜
和

之

葛
知

的

訂
言
b

6
､

礼

顎
h

､

ゝ

訟
Q

已
已

叫

表
.

-

加

か

N
一

(

1 1
)

詳
細
は

以

下
を

参
照

｡

H
･

p
U
-

亡

F
s

∵
知
巴
】

w
a

叫

A
亡

已
t
i

ロ
g

‥

P

河
e

℃
○
【
t

O
{

-

00

笥
-

ゝ

昌
Q

革

已
軋

ヾ

馬

知
設

墨
書
声

く
○
-

一

加
.

2
〇
.

-
.
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( 4 7 ) イ ギ リ ス 鉄道業 に お け る経営管理 組織 の 形成

六

結

語

わ

れ

わ

れ

は

こ

れ

ま
で

の

分

析
か

ら
､

イ

ギ

リ

ス

鉄
道
経

営
の

軸
心
を

な

す

取
締
役
会
が

何

故
に

､

｢

絶
対

的
か

つ

何
物
に

も

拘

(

1
)

束
さ

れ

な
い

支

配
+

(

P

訂
｡
-

已
e

呂
a

仁

n
f

e
t

t

e

岩
P

c
O

n
t

邑
)

を

確
立

す

る

に

至
っ

た

か
､

そ

の

理

由
の

一

端
を

明

ら
か

に

し

え

た

の

で

は

な
い

か

と

思
う

｡

す
な

わ

ち
､

創
業
時
以

来
の

取

締
役
の

鉄
道
経

営
に

対

す

る

強
い

関
心

､

及

び

そ

れ

を

可
能
に

し
た

制
度

的
基
盤

(

取

締
役
選

出
方

法

や

委
員
会
制
度
等
)

の

存
在
が

そ

の

大
き

な

理

由
で

あ

ろ

う
｡

勿
論

､

グ

ー

ル

ピ

ッ

シ

ュ

の

主

張
す
る

よ

う
に

､

そ

の

よ

う
な

取

締
役
会
の

中
で

も

ア

メ

リ

カ

と

同
様
の

歩
調
で

作
業
組

織
や

経
営
技

術
の

発
展
し

て

い

た

こ

と

を

認
め

る

こ

と

は

で

き
る

｡

し

か

し

そ

れ

は

あ

く

ま
で

も
､

取
締
役
会
の

権

限
を

侵
犯

し

な
い

範
囲
を

限

度
と

す
る

も
の

で

あ

り
､

も
し

専
門

的
管
理

者
が

そ

の

限

界
を

越
え

る

な

ら

ば
､

ヒ

ュ

イ
ッ

シ

ュ

の

辞

職
の

例
に

見
ら

れ

る

よ

う
に

､

鋭
い

鉄
槌
を

洛
び

る

こ

と

に

な
る

の

で

あ

る
｡

こ

の

こ

と

は

更
に

考
察
を

す

す
め

て

い

く

な

ら

ば
､

ロ

ー

ソ

ン

(

2
)

の

述
べ

る

如
く

､

取

締
役
会
と

専
門
的
管
理

者

層
と

の

間
に

は

越

え

が

た

い

(

身
分

的
)

ギ

ャ

ッ

プ

が

存
在
し

て

い

る

こ

と

を

示

す

も
の

で

あ
り

､

そ

れ

は

イ

ギ
リ

ス

社

会
の

歴
史
的

特
質
を

そ

の

ま

ま

企
業
内
の

組
織
に

も

反

映
し

た

こ

と

を

意
味
す
る

｡

し

た

が

り

て
､

専
門
的
管
理

者
が

上

昇
し

て

取

締
役
会
メ

ン

バ

ー

に

な

り
､

岳
呂

星
n

g

望
r

e

c

t

｡
r

､

と

し

て

経

営
全

般
に

采
配

を

扱

う
こ

と

(

3
)

は

全
く

稀
で

あ
っ

た
｡

漸

く
一

九

世

紀
末
に

な
っ

て

G
e

n
e

邑

買
呂
品
e

l

の

社

会
的

評
価
が

定

ま

り
､

貴
族
に

叙
せ

ら

れ

た

り
､

取

締

役
会
の

一

員
に

な
っ

た

り

す
る

者
も

散
見
さ

れ

る

よ

う
に

な

(

4
)

ろ
｡

も
っ

と

も

そ

れ

で

も
っ

て
､

従
来
の

取

締

役

会
の

地

主

貴

族

的
性
格
が

根
本

的
に

払

拭
さ

れ

た

と

は

い

え

ず
､

依

然
と

し

て

｢

ア

マ

チ
ュ

ア
+

に

よ

る

鉄

道
経
営
ほ

継

続
す
る

こ

と

に

な

る
｡

(

1
)

E
.

W
覧
m
小

ロ

g
t

｡

ロ
ー

尽
･

b

訂
こ

ワ

ー

N
･

(

2
)

W
一

申

J
p

w
s

｡

ロ
ー

阜
･

邑
･

､

ワ

N

-

P

(

3
)

芦

R
O

蔓
ロ
S

.

阜
邑
こ

p

p

+
ミ

⊥
芦

稀
な

例
と

し

て

ほ
､

巳
巴
}

C

F
①

S
t

e

J

∽

F
e

琵
e

声

P

ロ

d

E
ロ
C

O
-

ロ
S

F
i

岩

戸

で

の

E
･

W
･

ワ

ト

キ

ン

な

ど

を

挙

げ

る

こ

と

が

で

き
る

｡

も
っ

と

も
､

小

規

模

鉄

道
で

は

必

ず
し

も

稀
で

は

な
い

｡

(

4
)

一

八

八

〇

年

代
に

｢
担
当

W
R

の

G
e

ロ
e

邑
宣

告
品
O

r

と

し
て

在
職

し

た

G
･

フ

ィ

ン

ド

レ

ー

な

ど

そ

の

代

表
事

例
の

一

つ

で

あ

る
｡

〔

本

稿
は

経

営
史
学

会

第

八

回

大

会
で

発

表
し

た

内

容
を

骨

子

と

し

て

文

章

化
し

た

も
の

で

あ

る
｡

貴
重

な
コ

メ

ン

ト

を
し

て

下
さ

っ

た

諸

先

生
に

は

記
し

て

感

謝
致
し

ま

す
｡

〕

ィ

･▲

(

福

島
大
学

経
済

学

部

助

教

授
)
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