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経済体制とは、“資源を使ってモノを生産し、それを生活者に届ける”という
資源配分のしくみのことです。国民の生活に必要なモノ（財・サービス）を
どのように生産して分配するか、というしくみのことです。

分配



経済学において、 「資源」とは、土地、資本、労働のことを指します。土地は
自然資源、資本は機械設備、労働は労働力のことです。また、「モノ」とは生
産物のことです。「生産」とは、土地、資本を使って、労働によりモノを生産す
ることです。一方、「分配」とは、モノの配分方法のことです。

生産             分配資源
しげん せいさん                                          ぶんぱい

土地、資本、労働



分配のしくみ

経済体制を捉える視点は、大きく2つに分けられます。「生産のしくみ」と「分
配のしくみ」です。これらの視点は、経済体制という同じコインの表と裏の関
係を示しています。

市 場

商品

生産のしくみ

経済体制の捉え方



生産のしくみ

「生産のしくみ」とは、 “誰が財・ サービスを社会に供給するのか”という視
点で経済体制を捉えたものです。民間企業が生産する「資本主義」と、政府
が生産する「社会主義」の２つにわけられます。

誰が財・サービスを社会に供給するのか？

民間企業

国有企業

資本主義

社会主義



「分配」のしくみ

財・サービスをどのような方法で分配するのか？

一方、「分配のしくみ」とは、社会に供給された財・サービスを国民（社会
の成員）に分配させる方法のことです。市場機能で分配する「市場経済」
と、国家計画で分配する「計画経済」の２つにわけら れます。

市場取引 市場経済

国家計画 計画経済



資本主義・市場経済

社会主義・計画経済

自由

平等

さて、経済体制を、「生産と分配のしくみ」を持つものと規定すると、経済体制
は、「資本主義・市場経済」と「社会主義・ 計画経済」の２つに大別されます。

経済体制「生産と分配のしくみ」



資本主義・市場経済とは、資本家（民間企業）が、商売を目的に財・サービスを
生産して社会に「供給」、それを市場取引を通じて消費者（国民）に分配する
経済体制のことです。市場取引とは、市場で決まる価格で取引することです。

誰がつくるのか？

資本主義・市場経済  

民 間 企 業

資本家（民間企業）

どのような方法？

市場で取引

しほんしゅぎ  しじょうけいざい

市場生産 分配



「生産のしくみ」の視点から見ると、資本主義は、資本家が商売を目的として生産
物（財・サービス）を市場（社会）に「供給」する経済体制のことです。資本家とは、
生産手段（土地や資本）を私有する資産家のことです。資本家は、モノを作るために労働
者を雇います。

資本主義

供給

しほんしゅぎ

民 間 企 業

（生産手段を私有する資産家）

資本家
生産物（財・サービス）

きょうきゅう

市場

財・サービス

「生産のしくみ」



「分配のしくみ」の視点で、市場経済とは、企業（生産者）と家計（消費者）が市場で
自由に取引を行う経済体制のことです。取引とは、商品と代金を交換すること
です。価格は供給と需要が一致するところに決まります。労働者は、労働の対価として受
け取った賃金で、生活に必要なモノを購入します。つまり、労働者は消費者になります。

取引（売買）

市場経済

市場で商品を分配

市場

市場で取引される財・サービス

しじょう けいざい

「分配のしくみ」

需要供給

市場メカニズム

価格 （交換の場）



一方、社会主義・計画経済は、政府（国有企業）が、自らの裁量で財・サービス
を生産して社会に「供給」、それを国家計画により労働者（国民）に分配する
経済体制のことです。

誰がつくるのか？

社会主義・計画経済

政府（国有企業）

どのような方法？

国家計画

しゃかいしゅぎ  けいかくけいざい

生産 分配

国 有 企 業



「生産のしくみ」の視点で、社会主義は、財産を国有（公有）とし、人民の生活に
必要な商品の生産量（供給量）を国家（政府）が決定する経済体制のことです。

国有財産制

社会主義

国有企業が

国 有 企 業

しゃかいしゅぎ

財産の私有を認めない

こくゆうざいさんせい

財産の公有

供給生産物（財・サービス）を

「生産のしくみ」



「分配のしくみ」の視点で、計画経済は、一国に必要な生産物の分配を、国家の
物財バランスに基づいた計画によって配分される経済体制のことです。全て
の生産手段を国有（公有）とします。

国家計画 計画により分配

平等

分配

平等

一国の生産量の分配を 国家（政府）が一元的に決める
こっか  せいふ いちげんてき    きいっこく せいさんりょう ぶんぱい

「分配のしくみ」 計画経済
けいかくけいざい



経済体制

長所 短所



格差拡大自由競争

個人の自由

資本主義・市場経済の長所は、私有財産制のもとで、「自由」が認められてい
るところです。利潤の追求、自由な市場競争、職業選択の自由、その結果、効
率的な資源配分の実現や、経済成長を促進させるという長所があります。

長所

短所

経済成長

資本主義・市場経済の長所と短所



格差拡大自由競争

個人の自由

一方、短所は、自由な企業行動が格差の拡大、景気変動、環境問題などの
社会問題を引き起こすことです。要約すると、資本主義・市場経済には、「経
済成長」という長所と、「格差拡大」という短所があります。

長所

短所

経済成長

資本主義・市場経済の長所と短所



生活の安定 経済成長停滞

長所 短所

社会主義の長所と短所

完全雇用 総生産（GDP)

一方、社会主義・計画経済の長所は、生産手段の国有化（公有化）のもとで、
国家主導で物品の生産量や種類、労働者の労働時間などを計画的に管理で
きることです。その結果、平等な分配がなされ、安定した生活が保障されます。



生活の安定 経済成長停滞

長所 短所

社会主義の長所と短所

完全雇用 総生産（GDP)

一方、短所には、計画に無駄があること、個人の自由が奪われること、競争
相手がいないため商品の質が高まらないこと、経済が停滞してしまう恐れが
あることなどが挙げられます。



生活の安定 経済成長停滞

長所 短所

社会主義の長所と短所

完全雇用 総生産（GDP)

要約すると、社会主義・計画経済には、「安定」という長所と、「停滞」 という
短所があります。



ちなみに、資本主義・市場経済の原型は、18世紀のイギリスに、社会主義・
計画経済の原型は、19世紀のソビエト連邦に見られます。また、社会主義・
市場経済は、20世紀の中華人民共和国に見られます。

資本主義市場経済

社会主義計画経済

社会主義市場経済

資本論（1867年）

ソビエト連邦

アダム・スミス

思想   原型

イギリス

中華人民共和国江沢民

国富論（1７７６年）

カール・マルクス
フリードリヒ・エンゲルス
共産党宣言（1848年）

中国共産党第14回全国代表大会（1992年）

18世紀

１９世紀

２０世紀

こうたくみん



現実の経済体制



混 合 経 済

現実の国際社会には、純粋な資本主義・市場経済は存在していません。あら
ゆる社会は国家単位で治められていて、国家（政府）が市場に介入する形態
をとっているためです。政府が市場に介入する形態を「混合経済」と呼びます。

価格

市 場 取 引政府

市場取引に参加
市場規制

市場介入



混 合 経 済

市場介入とは、 政府が市場取引に参加したり、市場規制をすることです。
市場規制とは、許認可や手続き、 または禁止などのルールを設けて、 取引
の成立を制限することです。

価格

市 場 取 引政府

市場取引に参加
市場規制

市場介入



混合経済は、政府の市場介入の程度によって、「小さな政府」と「大きな
政府」にわけられます。

価格

市 場 取 引

小さな政府

大きな政府

混 合 経 済



混 合 経 済

「小さな政府」とは、 市場介入の程度をできるだけ小さくした政府のことで
す。国家の役割を「国民の私有財産を守ること」 に限定し、政府支出を最
低限に抑えます。

小さな政府

「私有財産を守ること」



混 合 経 済

規制緩和や減税等の政策で、民間の活力を引き出します。国民の税負担は
軽く抑えられますが、社会保障（医療、教育、福祉、年金）の経費は、 国民
の自己負担となります。

社会保障は自己負担
取 引

小さな政府

「税金は低負担」



混 合 経 済

特に、 国家の機能を国防と治安維持に限定した国家のことを夜警国家と
いいます。

小さな政府

「国防と治安維持」



混 合 経 済

「大きな政府」とは、 市場介入の程度が大きい政府のことです。社会の不
公平を政府が税収を使って調整します。国家目標は、 完全雇用と社会保障
（医療、教育、福祉、年金）の整備です。

大きな政府

完全雇用
社会保障の整備

完全雇用



混 合 経 済

国民に平等な給付と社会福祉を受けさせ、 個人間の格差をなくします。反
面、国民の税負担は重くなります。ちなみに、 国民生活の安定と福祉の確
保を目指す国家を福祉国家といいます。

大きな政府

重税
じゅうぜい

福祉 医療 教育 - 無料



経済学とは何か？

市場経済

経済学とは、私たちの日常生活を支えるしくみである経済体制の研究です。
経済体制とは、資源配分のしくみのことです。その本質が「市場経済」にある
と提唱したのは、国富論の著者、アダム・スミスです。

労働市場

財市場

企業 家計
アダム・スミス

国富論 (1776)



まとめ

➂ 経済体制は、「資本主義・市場経済」と「社会主義・計画経済」
しほんしゅぎ しじょうけいざい しゃかいしゅぎ  けいかくけいざい

➀ 経済体制とは、資源配分のしくみのことである。
けいざいたいせい しげんはいぶん

⑤ 混合経済の課題は、 「小さな政府」か「大きな政府」か

せんたく

④ 混合経済の形態は、政府が「市場経済」にどれだけ介入するか

② 経済体制は、「生産のしくみ」と「分配のしくみ」から把握できる。
はあく

こんごうけいざい けいたい かいにゅう

で決まる。

 の選択にある。

に分けられる。



では、また次回



制作 金融大学
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