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Ⅰ はじ めに

本稿 は
, 株式会社 に よ る 学校経営 と い う主

題 の もとで , 営利を目的とす る株式会社 が 学

校経営 の よ うな公益 に関す る事業を行なう こ

と が許され るか どうか
,

と い う問題 に つ い て

検討す る こ と を目的と す る｡

こ の 間題 の 背景 に は
, 次 の ような三 つ の 事

情 が あ る｡

第1 は
,
規制横和政策 の

一

環 と して ,

｢ 構造

改革特区｣ に お い て 株式会社 が 学校を設置す

る こ と が 認め ら れ た こ と で あ る｡ 学校 の 設置

は 国
,

地方公共団体ま た は学校法人 に よ る も

の と され て きた (教育基本法 6 条, 学校教育

法 2 条) が
,

構造改革特別区域法 の
一

部改正

(2 00 3 年 1 0 月 1 日 施行) に伴 い
, 構造改革

特別区域 の 認定を受けた 地方公共団体 で は
,

株式会社 で あ っ て も こ れ を行なえ る よ う に

な っ た (1 2 条) ｡

第 2 に
,

2 00 5 ( 平成 1 7) 年の ｢ 会社法｣ の

制定 に よ っ て
, 株式会社 が営利を目的と す る

法人 で ある か どうか が 怪 しくな っ た こ と で あ

る｡ 会社 の 営利性を規定 し て い た 平成 1 7 年

改正前商法 52 条 に相 当す る 規定 が 会社法 に

設けら れ な か っ た か ら で あ る｡

第 3 に
,
2 00 6 ( 平成 1 8) 年の ｢ 一

般社団法

( 1 )
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人及び
一

般財団法人 に 関す る 法律｣ の 成立 に

よ っ て ,

一

般社団法人 の 非営利性 の 意義が 明

ら か に な っ た こ と で あ る｡ 同法 は, 法人 の 構

成員に 対す る剰余金 ･

残余財産 の 分配の 可否

が
, 営利法人 と 非営利法人と を区別す る指標

で ある と した (11 条 2 項) ｡

本稿 で は
,

以 上 の ような背景事情 に 留意 し

なが ら, 会社 の ｢ 営利性｣ と い う問題 に焦点

をあわ せ て検討を試み る ｡

具体的な検討 の 順序 は 以 下 の と お り で あ

る ｡ まず,
Ⅱ で は

,
会社 の 営利性 に 関す る従

来の 議論状況を ひ と と お り概観す る ｡ 会社法

制定前 と制定後 に分けて , 見 て い く こ と に す

る ｡ 続 い て, Ⅲで は, 会社 の 営利性 と い う観

点か ら
,

株式会社形態を用 い た学校経営 の 当

否 に つ い て 若干の 検討を加え る｡ そ し て
,

Ⅳ

で は
,

以 上 の 検討 の 結果を ひ と まずま と め
,

今後 の 課題 に つ い て 簡単 に触 れ る ｡

Ⅱ 営利性をめ ぐる従来の議論状況

まず最初に
,

会社 の 営利性 に 関 して こ れ ま

で 学説上 どの よ うな議論が 行なわ れ て きた か

と い う こ と を ひ と と お り概観 して お こ う ｡ 以

下 で は
, 会社法制定前 の 状況 か ら見て い く こ

と に し た い ｡

1 会社法制定前

(1) 営利性 の 意義

20 05 ( 平成 1 7) 年改正前 の 商法 52 条 1 項

は
,

｢
本法 二 於 テ 会社ト ハ 商行為 ヲ 為 ス ヲ 業

ト ス ル 目的 ヲ 以 テ設 立 シ タ ル 社団 ヲ 謂 フ ｣ と

規定 し
, 同条 2 項 は ｢

営利 ヲ 目的 ト ス ル 社団

ニ シ テ 本編 ノ 規定 二 依 り 設立 シ タ ル モ ノ ハ 商

行為 ヲ 為 ス ヲ 業ト セ ザ ル モ 之 ヲ 会社 卜看倣

( 2 )

ス ｣ と 定め て い た ｡

条文 の 文言上 は
,

1 項 の 商事会社 に つ い て

は, 2 項 の 民事会社 の 場合と 違 っ て
,

営利を

目的 と す る こ と が 明示 さ れ て い た わ けで は な

い ｡ しか し
t 商事会社 に つ い て も, 営利 の 目

的を要 しな い 趣 旨で は なく,
商行為 を なす こ

と を目的と す る と い う要件の なか に
, 営利目

的が 当然 に前提 と さ れ て い る もの と して 理解

さ れ て い た
( l)

｡

そ して
,

そ こ で い う営利性 と は
, 伝統的な

通説 に よ る と
, 会社 が そ の 対外 的な活動 に

よ っ て 利益を得 て
,

そ の 利益を出資者 で あ る

構成員 (株主 ･ 社員) に 分配す る こ と を い う

と理解 さ れ て い た
`2)

｡ つ まり
,

会社自体 が 利

益を獲得す る 目 的 で 対外的な活動を遂行す る

こ と を意味す る だ けで は なく
,
こ れ に 加え て

,

対外活動 に よ っ て 得 た 利益を構成員 に 分配す

る こ と をも意味す る もの と して 考え ら れ て い

た｡ 構成員は
,

会社 が 対外的な活動 に よ っ て

獲得 し た利益 の 分配に あず か る こ と を目的 と

して 会社 に 出資す る か らで あ る｡ 構成員 へ の

利益 の 分配 は
,
定期的な利益配当の 方法 で も

,

残余財産 の 分配 の 方法 で も差 し支えな い
二̀i'

｡

また
,

上 記 の よ うな意味 で の 営利性を欠くも

の は 会社 で あ る と は い えず, 営利性 は 会社 に

と っ て 不可欠 の 要素 で あ る と され て い た
(4)

｡

上 述 の よ うな通説の 基礎を確 立 した の は
,

松本秀治博士
( 5)

で あり,
その 後,

ある 時期 か

ら
, 学説 に お い て博士 の 見解 が 圧倒的と い っ

て も よ い 通説的地位を占め る に い た っ た
(6)

｡

も っ と も,
こ れ に対 して

,
ごく少数で ある が

,

古 く か ら 最近 に い た る ま で 反対 説も あ っ

た
( 7)

｡ そ れ に よ る と
, 会社 が 営利を目的 と す

る と い う こ と は
, 会社そ れ 自体が そ の 事業 か

ら利益をあげ る 意思を有す る こ と で あり, 会
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社自体 に つ い て 決す れ ば足り る｡ 構成員も営

利意思をも っ て 集ま る わ け で あ る が
, 構成員

の 営利意思 は その 結集 の 動機 にすぎな い ｡ し

た が っ て
, 会社 の 意義を定め る に 際 して , 過

説 は 会社 の あげた 利益 の 社員 - の 分配と い う

余分な こ と まで 要件 と して しま っ て い ると し

て い た ｡

(2) 営利目的とそれ 以 外 の 目的

以 上 に見 た よ う に
, 会社 の 営利性 の 意義を

め ぐ っ て は
, 通説 と 反対説と が 対 立 して い た ｡

しか し
,

い ず れ に して も, 会社 は営利 を目的

とす る もの で あり , 会社 が営利目的を追求 で

きる こ と は疑 い よ うが な か っ た ｡ で は, 会社

が 営利 目 的 と 同時に それ 以 外 の 目的を追求 し

たり, 営利目的以 外 の 目的を追求す る こ と は

どう か ｡ 次 に こ の 点 に つ い て 見 て み る こ と に

しよう ｡

こ の 点に 関 して は
, 通説 の 立 場 に お い て も,

見解 の 対立 が あ っ た
' 8)

｡ 古く は
, 営利会社 は

営利を唯
一

の 目的と しなけれ ば な らず, 営利

の 目的の ほ か に公益を目的 とす る こ と は で き

な い とす る 見解
( 9'

もあ っ た｡ しか し,
こ れ に

対 し て
, 会社 は営利行為をなす こ と を必ず し

も唯
一

の 目的とす る必要は なく, 同時 に それ

以外 の 公益的事業を兼営 して も差 し支えな い

と い う の が
, 従来 の 学説 の 大勢 で あ っ た

(10)

｡

さ ら に 進 ん で
,

｢
定款 に営利事業をそ の 目的

と し て 標模する か ぎり, 実質上 は非営利事業

- - を行 っ て い て も会社 た る こ と を妨げな

い ｣ と す る 見解
(ll)

も現 わ れ て い た ｡ も っ と

ち,
こ の よ うな見解 に 対 して は ,

｢ 公益的事業

を営む社団
- -

を会社 と解す る の は , 商法第

5 8 条第 1 項第 2 号 に 抵触す る｡ た だ か か る

会社が
, 解散命令を受けな い で 活動 して い る

場合 に , 第三 者の 利益を保護す る た め
,

こ れ

を会社 と して 取扱う必要を生ず る だ けで あ る

(商 4 Ⅱ 末段参照) ｣ とす る見方
(1 2)

もあ っ た ｡

反対説 の 立 場 に 日を転 じ る と
,

か つ て は
,

会社 の 利益をす べ て 慈善事業 に 寄附す る場合

で あ っ て も
,

い や しくも会社 と して 利益を収

め る こ と を目的と す る以 上 は営利 の 目的あり

と い う べ き で ある と す る 見解
(1 3)

も あ っ た ｡

しか し
,

最近 で は
, 会社 の 構成員で あ る社員

に利益配当を い っ さ い 行なわ ず, また 残余財

産 の 分配もしない で
, あげた 利益 は す べ て 他

に寄附 して しまう と か
, 福祉事業 に つ ぎこ む

と い う よ うな会社 を設立 す る こ と は で きな い

と す る見解
`1 4)

が 有力 で あ っ た ｡ こ の ように
,

反対説 の 立 場 に お い て も, 見解 が対 立 して い

た ｡

2 会社法制定後

(1) 立法担当者 の 見解

2 0 05 ( 平成1 7) 年に 会社法が 成立 した ｡ 旧

商法の 会社 に 関す る 規定 は す べ て削除 さ れ,

新 た に ｢ 会社法｣ と し て 制定 さ れ た ｡ そ して
,

新会社法 に お い て は
, 会社 の 営利性を規定 し

て い た 商法 52 条 に あ た る 規定 が 設け ら れ な

か っ た ｡ そ こ で
, 新法 の もと に お い て も,

こ

れ まで どお り会社 は営利を目的と す る と い え

る か どうか が 改め て 問わ れ る こ と に なる ｡

まず
,

こ の 点 に 関連す る規定 に つ い て 見 て

お く こ と に した い ｡ 会社法 は
,

一

方 で
t 会社

が その 事業 と して す る 行為 お よ び そ の 事業 の

た め に す る行為 は商行為で ある と 定義 し ( 5

条) , 他方 で は
, 株主 に剰余金 の 配当を受け る

権利 お よ び残余財産 の 分配を受け る権利 の 全

部を与えな い 旨の 定款 の 定め は 効力を有 しな

い と して い る (1 05 条 2 項) ｡

( 3 )
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さ て , 会社法 の もと で も
,

会社 は 営利を目

的 と す る と い え る か どう か ｡ こ の 点 に 関 し

て , 立法担当者 は次 の よ う に述 べ て い る
(15)

｡

｢ 『
営利を目的と す る社団』 で あ る こ と を定

め て い な い の は
, 会社法上

, 会社 の 株主 ･

社

員 に は, 利益配当請求権
･

残余財産分配請求

権が 認 め られ て い る こ と は明 ら か で あり, 会

社が 対外的活動を通 じて 上 げた利益を社員に

分配す る こ と を意味す る 『
営利を目的と す る』

と い う用語を用 い る必要が な い と い う理由に

よ る も の で ある｣ ｡ こ の 立法担当者 の 見解 に

よ れ ば
,
会社法 で は

,

｢
営利目的｣ と い う用語

は用 い なか っ た けれ ども
, 利益配当請求権 か

残余財産分配請求権 の い ずれ か
一

方 の 権利 が

社員 に認 め られ て い る と い う意味で
, 会社 は

営利を目的 と す る と い う こ と に な る ｡ そ し

て
,

こ の 見解 は
, 前述 した 営利性 に つ い て の

伝統的な通説 に従 っ て い る｡

(2) 学説 の 見解

学説 は どう か と い う と
, 伝統的な通説 に 立

ち つ つ
, 会社法の もと で も営利性 の 要件 は維

持 され て い る と い う理解 で は ほ ぼ
一

致 して い

る
(1 6)

｡ た だ し, そ の 根拠 に つ い て は
,

い く つ

か の 見解 が説 か れ て い る ｡ 会社法 5 条を引用

して
,

｢ こ れ は
, 会社 は営利を目的と し て対外

的活動を行う の が 通常 だ か ら で ある｣ と す る

見解
(1 7)

や
t
会社法 1 05 条2 項 に言及 し て

,

｢
利

益 (剰余金) 配当請求権 と 残余財産分配請求

権 の 双方を否定 し て は な ら な い 限り に お い

て
,

『
営利性』 は 依然 と して 株式会社 の 本質的

要素 で あ る と 解 され る｣ と す る見解
(1 8'

,
さ ら

に
,

｢ こ の 二 つ の 規定 か ら
, 会社 で は

, 営利活

動を行う だ けで なく, 株主 へ の 財産的利益 の

分配が想定され て い る と解され る｣ とす る 見

( 4 )

解
(1 9)

も示 され て い る｡

以 上 の よう に
, 営利性が 認 め られ る 条文上

の 根拠 は必ず しも は っ きり と は しな い が
, 会

社法 の も と で も, 伝統的な通説 に従 っ て , 会

社 は 営利を目的と す る と い う の が
一

般的な見

解 と な っ て い る ｡ 通説に 対す る 反対説も,
こ

の 認識 で は 一

致 し て い る
` 20'

｡ した が っ て
, 営

利性をめ ぐる 問題を議論す る と き は
, 会社法

制定前 の 議論がそ の まま維持 で き る と見 て い

い だ ろ う｡

Ⅲ 株式会社形態を用 い た学校経営

会社 の 営利性を め ぐ る従来 の 議論状況 は
,

お お むね以 上 の と お り で あ る｡ で は
, 営利を

目的と す る株式会社 が 学校経営 の ような公益

に 関す る事業を行なう こ と が 許 され る の だ ろ

う か ｡ 以 下 で は
, 会社 の 営利性 と い う観点 に

立 っ て 検討を進め る こ と と しよ う｡

1 学校経営 と株式会社

(1) 設置主体 の 限定

こ れ ま で
,

なぜ
, 株式会社 に よ る学校経営

は認 め ら れ て こ な か っ た の だ ろ うか ｡ それ を

まず確認 して お こ う ｡

教育基本法 6 条 1 項 は
,

｢ 法律 に 定め る 学

校 は
,

公 の 性質を有する も の で あ っ て
, 国,

地方公共団体及 び法律 に 定 め る 法人 の み が ,

こ れ を設置す る こ と が で き る｣ と し,
こ れ を

受けて
, 学校教育法 2 条1 項 は

,

｢ 学校 は
, 国,

地方公共団体及 び私立学校法第3 条 に規定す

る学校法人 の み が ,
こ れ を設置す る こ と が で

きる｣ と 定 め る
｡

こ の よ う に
, 学校 の 設置 は 国, 地方公共団

体 お よ び 学校法人 の み に 認 め ら れ て い る｡
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｢ こ れ に よ っ て
, 学校設置者 の 確実性 , 公共

性を担保 しよう と す る もの で あ る｣ と い う の

が そ の 理由で あ る
(21'

｡ ま た
,

｢
法律 に 定 め る

法人と し て学校法人 の み を定め て い る の は,

公教育を担う学校教育法 に基 づ く学校 の 設置

主体 に
,

内部組織 の 強化 と学校経営 に 必要な

資産 の 保有
, 解散時の 手続 (所轄庁 の 認可等)

を求 め, 公共的で
, 安定軌 継続的な学校運

営を担保す る趣 旨 で あ る｣ と説明さ れ て い

る
( 22)

｡

以 上 の ように して
, 教育 の 公共性 の 見地か

ら
,

国公 立 以 外 で は学校法人 の 経営形態 に 限

定 さ れ て い る ｡ そ う だ と す る と
, 営利 を 目 的

と す る会社形態を と る こ と は
,

とうて い 考え

られ な い で あろ う｡ 実際の と こ ろ
,

こ の 点 に

関 して
, 中央教育審議会大学分科会 ｢ 株式会

社等 によ る学校経営 へ の 参入 に つ い て ( 検討

メ モ) ｣ (平成 15 年1 1 月 26 日) は , 次の よ う

な見方を示 して い る ｡

① 学校数青 か ら 撤退す る 可能性 が 高く,

学校経営 の 継続 の 保証 が な い ｡

② 学校教育以 外 の 事業 の 影響 に より, 学

校教育 に対す る支出削減 や事業規模縮小

の 可能性が 高 い ｡

③ 学校 の 経営方針 や 教育内容 が 容易 に 変

更 さ れ る な ど
, 安定的な教育 が 行 わ れ な

い お それ ｡

④ 生 徒指導や 特別 の 指導が 必要 な 児童生

徒 へ の 対応な ど手間が か か り収益 の あ が

り にく い 分野の 教育活動の 軽視 ( 収益性

の 高 い 教育活動 へ の 特化) ｡

･

株 式会社 の 設立 ･

解散 に は所轄庁 の 認

可が 不要｡

･

解 散時 の 残余財産 は 株主 に 返還可能

(学校法人 は 他 の 学校法 人や 国 に 帰

属) ｡

･

学校教育以外 の 事業 の 実施が 自由 (認

可が 不要 で あり, 会計区分も不要) ｡

･

学 校数青 か ら 撤退 し て も法人 は 存続

( 学校教育 の 実施 は 直接 の 目的で は な

い) ｡

･

学校 の 経営方針 や 提供す る 教育内容

は
, 経営 の 状況や 株主の 意向に よ り決

定 ｡

･

学校法人 に お け る評議員会制度の よう

な
, 学校運営 の 公共性を高 め る た め の

機関が 設けられ て い な い ｡

･

利益追求及 び利益 の 私的分配 (株式配

当) が 中心 と なり, 収益 が 教育 に 再投

資さ れ る 保証 が な い ｡

そ こ に は
, 学校 の 公共性 , 安定性 , 継続性

と い う観点 に立 つ な ら ば
, 学校経営 は営利を

目的 とす る 株式会社 に は な じまな い と い う考

え方が 見 て と れ る一だ ろ う｡

(2) 規制緩和論

と こ ろ が
, 以上 に 対 して, 規制横和 と い う

観点か ら は
, 株式会社を学校経営 の 主体か ら

除外す る 必要 は な い と い う考え方 が 導 か れ

る ｡ 上 記 の 検討 メ モ は
, 次 の よ う に続く｡

･

教育 の 質や 公益性 の 確保 に は
,

サ ー ビ

ス 供給主体 の ｢ 経営形態｣ に つ い て 制

限を設ける 必要 は なく
,

情報公開や 第

三 者評価等 の 事後 チ ェ ッ ク の た め の 仕

組 み を整え る こ と に よ り対応が 可能｡

｢
学校法人｣ に 限定しなけれ ば な ら な

( 5 )
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い 理 由が 不明｡

･ 継続性 ･

安定性 よ り質が 重要 ｡ 消費者

か ら選 ば れ な い 質の 低 い 学校 は すぐに

市場 か ら撤退す べ き で
,

い つ まで も存

続 して い る こ と の 方が 問題 ｡ 学校 の 倒

産 に備えた セ
ー

フ テ ィ ネ ッ トを整備す

る こ と に よ り消費者を保護す べ きo

･ 現在 の 公教育 で は現実 に対応 で き て い

な い 分野が あ る 一

方, そ の よ うな分野

を担 っ て い る N P O 法人や 株式会社 が

存在 して い る｡

･

現在 の 学校 は公益性 が 優先 さ れ 営利追

求 が認 め られ な い た め
, 市場を通 じた

競争 が 行わ れ ず, 経営努力 が 行 わ れ な

い ｡
一

方 , 私学助成や 税制 上 の 優遇措

置を受けな い 株式会社 は
, 学生を集 め

なけれ ば 倒産す る た め
, 市場 の ニ

ー ズ

に応 じた よ り質 の 高 い 教育 サ ー ビ ス が

提供され る こ と に な る｡

･

現在 の 学校 は資金調達 の 多くを国 に依

存す る た め
, 国の 規制 と相ま っ て

, 教

育サ ー ビス の 内容 が 画
一

化, 大規模 な

展開も困難｡ 株式会社 は 資金調達が 容

易 で あり特定 の 専門分野 に集中 し て大

規模な展開が 可能 ｡

･

株式会社 は 投資家 に よ る市場評価を受

ける こ と に よ り, 効率的な経営 が 求 め

られ コ ス トが 削減され る｡

そ して
, 目頭 に も触 れ た よ う に

, 規制緩和

の 潮流 の なか で
,

｢
構造改革特区｣ に お い て株

式会社が 学校を設置す る こ と も許容 さ れ る こ

と と な っ た
(23'

｡ しか し, そ こ にま っ た く問題

は な い の だ ろう か ｡ は た して 営利を目的 とす

る株式会社 が 学校経営 の よ うな公益 に 関す る

( 6 )

事業を行なう こ と は 許さ れ る の だ ろう か ｡ そ

れ を考え て み る こ と が 必要 で あ る｡ 重要な問

題 が
, 実 は残され て い る ｡

2 営利法人 と公益法人

(1) 決定的な相違

法人 は
, そ の 日的に 応 じて

, 営利法人と 公

益法人 に 区別 さ れ る｡ 株式会社 は 営利を目的

とす る 営利法人で あり , 学校法人 は教育 に 関

す る 公益法人 で あ る｡ そ こ で 次 に, 営利法人

と して の 株式会社 と公益法人 と し て の 学校法

人 と を対比 して み よう ｡

そ の た め に は
, まず , 次 の 点 を急 い で つ け

加えて お く必要が ある ｡ それ は , 2 0 0 6 ( 平成

1 8) 年の 公益法人制度の 改革 に よ っ て , 法人

法制 が 大きく変更 さ れ た こ と で あ る
(24)

｡ そ こ

で は ,

｢ 一

般 社団法人及 び
一

般財団法人 に 関

す る法律｣ ( 以 下 ｢ 一

般法人法｣) の ほ か
,

｢ 公

益社団法人及び 公益財団法人の 認定等 に 関す

る法律｣ ( 以 下 ｢ 公益認定法｣) ,
い わ ゆ る 整備

法
(25)

の 三 つ の 法律 が 制定 さ れ た ｡ こ の 改革

の 結果, 民法典か ら は 公益法人 に 関す る 規定

が す べ て 削除さ れ
, 民法の 法人 に関す る 規定

は
, 法人制度全体 に つ い て の 原則規定 と 外国

法人に つ い て の 規定 だ け に な っ て い る ｡

こ こ で 注目す べ きは , Ⅰ で も簡単 に触 れ た

よう に ,

一

般 法人法 の 成立 に よ っ て ,

一

般社

団法人の 非営利性 の 意義が 明 らか に な っ た と

い う こ と で あ る ｡ 同法 11 条 は, そ の 1 項 で

一

般社団法人の 定款 の 絶対的記載 (記録) 辛

項を規定 し,
2 項 で は,

｢ 社員 に剰余金又 は残

余財産の 分配を受ける権利を与え る 旨の 定款

の 定 め は, そ の 効力を有 し な い ｣ と規定 し て

い る ｡ こ う して , 新 た な法人法制 の もとで は
,

定款 に お い て社員 に利益 の 分配をす る 定め が
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な い こ と が,

一

般社団法人 の 非営利性 の 意義

で あ る こ と にな っ た の で ある
(2 6'

｡ 社員 が存在

しな い
一

般財団法人に お い て は
, 設立者 に 剰

余金ま た は残余財産 の 分配を受け る権利を与

え る 旨の 定款 の 定 め を禁止 して い る (
一

般法

人法 1 5 3 条 3 項 2 号) ｡ 非営利法人 で あ る 一

般社団法人 と
一

般財団法人 の うち
,

公益認定

を受けた もの は 公益法人と な る こ とが で き る

( 公益認定法 4 条) ｡

以上 をふ まえて
, 営利法人 と公益法人 の 対

比 に 進もう｡ 公益法人と は公益を目的 と し
,

営利を目的 と し な い も の で なけ れ ば な ら な

い ｡ た だ し
, 収益をあげる こ と 自体が禁じら

れ て い る わ けで は な い ｡ 学校法人 で あ っ て

ち, 収益活動を禁止さ れ て い な い ｡ 私立学校

法 2 6 条 1 項 は
,

｢ 学校法人は
, その 設置す る

私立学校 の 教育 に 支障 の な い 限り, その 収益

を私立学校 の 経営 に 充 て る た め
,

収益を目的

とす る事業を行う こ と が で き る｣ と規定して

い る ｡ け れ ど も
,

｢ そ の 設置す る 私立学校 の

教育 に 支障の な い 限り｣ と い う条件 と
,

｢
そ の

収益を私立学校 の 経営 に充 て る た め｣ とい う

条件を設けて い る｡ した が っ て , 学校法人 の

場合 は, 収益活動 か ら得 ら れ る 利益 の 分配を

予定して い な い ｡ と い う こ と は
, 剰余金の 分

配ま た は残余財産 の 分配 と い っ た 形 で設置者

( 社員) に分配す る こ と は
, 非営利性 に 反 し

,

許され な い と い う こ とに な る (私立学校法 3 0

条 3 項,
5 1 条参照) ｡ こ れ に対 し て

, 営利法

人で あ る株式会社 の 場合 は
, 営利事業を営む

こ と を目的と し, 事業 か ら得 ら れ る 利益 の 構

成員 に対す る 分配が 予定 され て い る ｡ 会社法

1 05 条 2 項 が こ の こ と を定め て い る ｡ 1 0 5 条

2 項 によ れ ば, 株主 に剰余金 の 配当を受ける

権利 お よ び残余財産 の 分配を受ける権利 の 全

部を与えない 旨の 定款 の 定 め は効力を有しな

い と さ れ て い る｡

以上 の よ う に
,

公益法人として の 学校法人

で は収益活動か ら得 られ る利益 の 分配を予定

して い な い の に対 して
, 営利法人 と して の 株

式会社 の 場合 に は 利益 の 分配を予定し て い

る ｡ こ の 点で
, 学校法人と株式会社 と は 決定

的に 異な っ て い る の で あ る
(2 7)

｡

なお , 以 上 か ら も推測で きる よ う に
,

今 日

で は
,

伝統的な通説を前提 と した 立法 が な さ

れ て い る と い え る だろう
( 28)

｡

( 2) 未解決 の 問題

伝統的な通説 に よ れ ば, 会社 の 概念 に お け

る営利性 と は, 対外的な活動 に よ っ て利益を

獲得す る だ けで なく
,

その 利益を構成員に 分

配しよ うと す る こ とを意味す る ｡ そ して
,

こ

の 意味で の 営利性を欠くも の は 会社と は い え

ず, 営利性 は会社 に と っ て 不可欠の 要素 で あ

る とす る ｡ こ うした 通説 の 立場 か らす れ ば ,

株式会社 に よ る 学校経営 に つ い て , ど の よう

に考えれ ば よ い の だ ろう か ｡

こ の 点 に つ い て
,
あ る学説 は

,

｢ 通説 に よ れ

ば
,

『
営利性』 の 中に

, 本来的 に別 の も の で あ

る 『
私益性』 を混同す る と い う誤解を して し

ま っ た た め
,

『
営利性』 と 『

公益性』 は , 同次

元 にお い て相対立をす る排斥 し あう対立概念

と して 理解し, 営利を目的 とす る株式会社 が
,

公益 にか か わ る学校経営 や病院経営 に 関係す

る こ と は本来的 に無理で ある と の 結論 に達 し

て しま っ た｣ と して批判す る
( 29)

｡ しか し
,

こ

の 批判 は
,

必ず しもあた っ て い な い ｡

Ⅱ 1 (2) で 見 た よう に
,

か つ て は
, 営利会社

は営利を唯
一

の 目的と しなけれ ば な ら ず, 営

利 の 目的 の ほ か に公益を目的と す る こ と は で

( 7 )
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きな い と す る見解 が なか っ た わ けで は な い ｡

しか し, 今 日,
こ の か つ て の 考え方を支持す

る学説は 見あた らな い よう で あ る
` 30'

｡ こ の 点

に 関す る現在 の
一

般的な考え方 は
, 会社 は営

利行為をなす こ と を必ず しも唯
一

の 目的とす

る 必要 はなく
,

同時 に それ 以外 の 公益的事業

を兼営し て も差 し支えな い と い う もの で あ

る ｡ 現 に
, その 例 と して

,
い く つ か の 学説 は

学校の 経営をあげ て い る
(31)

｡ した が っ て
, 過

説を前提 と して も, 株式会社が 学校経営 に 関

係す る こ と は 許さ れ る, と い う結論 にな る の

で あ る
(32)

｡

た だ し
, 伝統的 に

,
通説 は

,
営利性を株式

会社 に と っ て 不可欠 の 要素で ある とす る｡ ま

た
, 会社法 の も と で は

, 剰余金配当請求権と

残余財産分配請求権 の 双方を否定す る こ と は

で きな い ｡ そう い う意味で
, 営利性 は株式会

社 に お ける 本質的要請 で ある と い え る｡ さ ら

に
, 従来の 理解 で は

, 株主 と な る者 は株式会

社が 利益をあげる こ と を通 じて 利益 の 分配 に

あず か る こ と を目的と して会社 に参加す る の

で あ っ て , 利益配当請求権 は株主 の 権利 の な

か で も最も重要な権利で あり , それ は奪う こ

と の で きな い 固有権 と さ れて きた
` 33)

｡ 会社法

の もと で も
,

こ う した 理解 が 維持さ れ る も の

と考え られ る
( 34'

｡ こ の ような理解 に よ る と
,

教育事業活動 に よ っ て 得 た 利益 の 全部を株主

に 分配 し な い で教育目的に 使用す る こ と は,

株式会社 の 本質に 反 し
,

その ような株式会社

を設立す る こ と は で きな い
,

と い う結論 に な

る は ず だ と 思わ れ る｡ その 限り で は
,

上 記 の

批判 はま っ た く的外 れ で あ る と は い えな い ｡

こ の 点 で は
, 反対説 に立 っ て

,
会社 が 営利を

目的と す る と い う の は 会社自身が そ の 事業 か

ら利益をあげ る意思を有す る と い う こ と で 十

( 8 )

分で あり , 通説 は 会社 の 意義を定 め る場合 に

会社 の あげた 利益 の 社員 へ の 分配 と い う余分

な こ と まで 要件 と して しま っ て い る と 考え た

と して も
, 同じ結論を導く こ と が で き る

( 35'

｡

以上 の 点を どう考える べ きか ｡ 株式会社 の

本質に か か わ る極 め て 重要な問題 が こ こ に あ

る｡ また ,
こ の 間題 に 関して は

,

｢ 生徒等の 支

払う授業料等は 全額教育目的 に 費消され る べ

きもの と 考え られ て きた の に対 し
,

一

部を剰

余金 の 配当等 と して 株主 へ の 支払 にあ て る こ

とを容認して よ い か 否 か｣ と い う問題も指摘

さ れ て い る
(36)

｡

Ⅳ むすびに代え て

株式会社 に よ る学校経営と い う非常 に 大き

な主題 に つ い て
, 会社 の

｢
営利性｣ と い う問

題 に焦点をあて なが ら検討を加え て きた ｡ 営

利を目的と す る株式会社 が学校経営 の よ うな

公益 に 関す る事業を行なう こ と は 許され る の

か どう か ｡ こ れ ま で の 検討 の 結果をひ と まず

まと め て お こう｡

会社 の 営利性 と は
, 伝統的な通説 に よ る と

,

会社 が そ の 対外的な活動 に よ っ て 利益を得

て
, その 利益を出資者 で あ る構成員 に分配す

る こ と を い う と理解さ れ て い た｡ また
,

こ の

意味 で の 営利性を欠くも の は 会社 と は い え

ず, 営利性 は会社 に と っ て 不可欠の 要素 で あ

る と され て い た ｡ こ れ に 反対す る 見解も存在

す る が , 商法 の 規定上 , 会社が 営利を目的と

す る もの で ある こ と は 明 らか で あ っ た ｡

と こ ろが , 会社法 は営利性を示す規定を削

除 した ｡ そ の た め , 会社 の 営利性 は 必ず しも

明 ら か で は な い ｡ しか し, 会社法 の もと で も,

伝統的な通説 が 主張して い た ような意味 で の
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営利性 の 要件 は維持 さ れ て い る と い う の が 一

般的な考え方 で ある ｡
つ まり, 剰余金配当請

求権 か残余財産分配請求権 の い ずれ か
一

方が

あ れ ば営利性 が ある と さ れ , その 意味 で利益

の 分配 が予定 さ れ て い る ｡ ま た
,

公益法人制

度改革 の 結果, 新 た な法人法制 の もと で は
,

非営利性 と は 剰余金配当請求権も残余財産分

配請求権もな い こ と で あり, そ こ で は 利益 の

分配を予定 して い な い ｡ こ う して , 現在 で は
,

伝統的な通説を前提 と した 立法 が な され て い

る ｡

規制緩和政策の
一

環 と して , 構造改革特区

で は
, 株式会社 が 学校 を 設置す る こ と が 認 め

ら れ た ｡ 株式会社 によ る学校経営が い っ さ い

許さ れ な い と は
, 通説も考えて い な い ｡ しか

し
, 通説 の 考え方か らす る と , 教育事業活動

に よ っ て 得 た利益 の 全部を株主 に分配 しな い

で 教育目的 に使用する こ と は
,

株式会社 の 本

質 に 反す るも の と して , 許され な い ｡ それ が
,

伝統的な通説か ら の 帰結 で ある ｡

最後 に
, 今後 の 課題 に つ い て 簡単 に触 れ る

こ と で
,

む す び に代えた い ｡ 株式会社 に よ る

学校経営 と い う問題 は
, 会社 の 営利性 と い う

観点か ら は
, 伝統的通説 に対す る 重大な挑戦

を含 ん で い る ｡ こ の 間題 の 基礎 に は
, 株式会

社を どう理解す るか と い う根本問題 が あ る ｡

営利法人 と 公益法人 と の 両者を隔 て る 根本的

な問題も潜 ん で い る｡ 規制横和政策と は 一

線

を画 して
,

こ の よ うな問題を さ ら に詰 め て い

く こ と が
, 残 さ れ た 今後 の 検討課題 で あ る｡
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