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➀ 資本主義・市場経済
しほん しゅぎ しじょう けいざい



新しい生活スタイル
あたら せいかつ

産業革命は、人々に新しい生活スタイル（働き方や生き方）をもたら
しました。暮らしに必要なモノは、市場(お店）から購入するという生
活様式です。生活に必要なお金は、工場で働いて稼ぎます。簡単に
いうと、「労働力を売って、財を買う」という生活様式のことです。

仕事
しごと

買物
かいもの

「働き方と生き方」
はたら かた い かた



資本主義とは、私企業（資本家）がモノの生産の役割を担う経
済体制のことです。

資本主義

生産のしくみ

民 間 企 業

せいさん

しほん しゅぎ

みんかん きぎょう

経済体制
資源配分のしくみ

（生産・分配のしくみ）

けいざい たいせい

しげん はいぶん

せいさん ぶんぱい



生産 分配

生活

経済体制経済体制

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。

土地、資本、労働
とち しほん ろうどう

資源
しげん

ぶんぱいせいさん

せいかつ

けいざい たいせい



資本主義とは、資本家（お金持ち）が商売を目的に商品(財・サー
ビス）を社会に供給するしくみ（経済体制）のことです。

企業
きぎょう

しほん しゅぎ

資本主義とは
しほん しゅぎ

商品
しょうひん

きょうきゅう

供給資本家
しほんか

お金儲け
がしたい



一方、市場の機能を利用して、生産物を「分配」するしくみのことを「市場経
済」といいます。企業と家計の間で、財・サービスを取引する「財市場」と労
働力を取引する「労働市場」からなる経済体制のことです。

企業 家計
かけいきぎょう

市場経済
しじょう けいざい

しほん しゅぎ

労働市場

財市場
ざい しじょう

ろうどう しじょう

市場経済
しじょう けいざい

ぶんぱい

分配

商品
しょうひん



市場で商品とお金を交換する契約を市場取引といいます。
市場では、需要と供給が一致するところに価格が決まります。

市 場 取 引

価格

市場経済

分配のしくみ
ぶんぱい

しじょう とりひき

しじょう けいざい経済体制

資源配分のしくみ

（生産・分配のしくみ）

けいざい たいせい

しげん はいぶん

せいさん ぶんぱい

分配のしくみ



資本主義と市場経済は同じ経済体制です。供給側（生産面）から捉えたも
のが資本主義、需要側(分配面）から捉えたものが市場経済です。一枚のコ
インを表側から見るか、裏側から見るかの違いです。

経済体制
けいざい たいせい しげん はいぶん

市場経済

分配面

しじょう けいざい

ぶんぱいめんCoin

資本主義

生産面
せいさんめん

しほんしゅぎ

供給 需要
きょうきゅう じゅよう

みかた

見方をかえると
（資源配分のしくみ）



産業革命によってもたらされた「労働力を売って、財を買う」という生活様式
は、「資本主義・市場経済」そのものです。つまり、産業革命は、「資本主義・
市場経済」という経済体制を誕生させたのです。

市 場 取 引

価格

資本主義

生産のしくみ

市場経済

民 間 企 業

分配のしくみ
せいさん ぶんぱい

しじょう とりひき

しじょう けいざいしほん しゅぎ

みんかん きぎょう



ちなみに、「資本主義・市場経済」と「自由市場資本主義」は
同じです。

じゆう しじょう しほん しゅぎ

資本主義・市場経済
しほん しゅぎ しじょう けいざい

自由市場資本主義



② 自由・平等という理念
じゆう びょうどう りねん



ところで、人間が幸せな生活を送れる社会とは、どんな社会でしょうか。
それは、「基本的人権」が保障された社会です。

理想的な社会とは？

幸福
きほんてき じんけん

りそうてき しゃかい

基本的人権

ところで、



民主主義国家では、国家の価値理念として自由と平等を標ぼうしています。
人々が自由に自分の意見を述べることができる社会です。

民主主義国家

平等自由

幸福

じゆう びょうどう

みんしゅ しゅぎ こっか

民主政治
みんしゅ せいじ こうふく



自由というのは、「言論の自由」や「取引の自由」のことです。また、平
等というのは、「機会の平等」や「所得の平等」のことです。

平等自由

言論の自由

取引の自由 所得の平等

機会の平等

じゆう びょうどう

げんろん じゆう きかい びょうどう

とりひき じゆう しょとく びょうどう



そもそも、資本主義は、私有財産制を基礎とする経済体制です。私有財産制
とは、財産(生産手段) の私有を認める社会制度のことです。

「私有財産制」による自由

私有財産自由

幸福
Prosperity

(繁栄）

しゆう ざいさんせい じゆう

じゆう

こうふく

はんえい

しゆうざいさん



「私有財産制」による自由

私有財産自由

幸福
Prosperity

(繁栄）

しゆう ざいさんせい じゆう

じゆう

こうふく

はんえい

しゆうざいさん

資本家（資産家）には、 自分の裁量で財産を増やすことが認められています。
自由で活発な取引は、 社会を繁栄させます。



「私有財産制」による自由

私有財産自由

幸福
Prosperity

(繁栄）

しゆう ざいさんせい じゆう

じゆう

こうふく

はんえい

しゆうざいさん

つまり、資本主義は、 “資本家の自由な活動”を支持する経済体制です。経
済成長を追究する「生産のしくみ」です。



市場経済による平等

平等な分配

企業 家計
かけいきぎょう

市場経済
しじょう けいざい

財市場
ざい しじょう

一方、市場経済は、 “豊富な生産物を消費することで得られる幸福”を支
持する経済体制です。２つの市場取引（財市場と労働市場）を通じて、平
等な所得分配を追究する「分配のしくみ」です。

労働市場
ろうどう しじょう

びょうどう ぶんぱい

しじょう けいざい びょうどう



③ アダム・スミスの経済学
けいざいがく



市場経済

アダム・スミスは、18世紀の英国の経済学者です。1776年の著作『国富
論』で、「市場経済は、国民生活を豊かにする」という考えを発表しました。

アダム・スミスの学説

アダム・スミス『国富論』 1776年

しじょう けいざい

こく ふ ろん



市場経済

「国民生活を豊かにする」とは、「市場経済が均衡する」ことを意味して
います。

アダム・スミスの学説

アダム・スミス『国富論』 1776年

しじょう けいざい

こく ふ ろん



均衡＝取引量最大

供給
需要

価格↑

需要
供給

価格↓
需要供給

均衡

均衡とは、需要と供給が釣り合って取引が成立することです。均衡する
と、取引額（ＧＤＰ）は、最大になります。

均衡

きんこう とりひきりょう さいだい



市場メカニズムにより均衡

供給
需要

価格↑

需要
供給

価格↓
需要供給

均衡

市場メカニズムとは、供給が需要より大きいとき、価格が下がり、供給が需要
より小さいとき、価格が上がって、需要と供給が一致するしくみのことです。

供給>需要 供給<需要

しじょう きんこう



まとめると、アダム・スミスは、「資本主義・市場経済は、 見えざる手（市場メ
カニズム）の働きにより、最適な生産と消費の循環をもたらす」と主張した
のです。

企業 家計
かけいきぎょう

市場経済
しじょう けいざい

しほん しゅぎ

労働市場

財市場
ざい しじょう

ろうどう しじょう

資本主義・市場経済
しほん しゅぎ しじょう けいざい

商品

幸福
こうふく

アダム・スミス



資本主義・市場経済
しほん しゅぎ しじょう けいざい

生産様式・生活様式

自由 平等

せいさん ようしき せいかつ ようしきまとめると



ここで、センター試験問題に

挑戦してみましょう！

しけん もんだい

ちょうせん



次の➀～④のうちから一つ選べ。 ２７

大学入試センター試験
平成30年（2018年）
現代社会 経済思想 第５問 問 1

問 １ 下線部 に関して，経済思想とその影響に関する記述として最も適当なものを，

第５問 次の文章を読み，下の問い（問１～５）に答えよ。（配点 １４）

➀ アダム・スミスの自由競争の思想は，自由放任主義に基づく「小さな政府」の考え方の源泉
の一つとなっている。
② リストの経済学は，開発途上国が自国産業を育成するために，自由貿易政策が必要である
と主張するものだった。
③ マルクスの社会主義の思想は，資本主義社会では，労働者階級の労働力が商品化されてい
ないという考えに基づくものだった。
④ ケインズの有効需要の原理は，「大きな政府」の役割を正当化するために修正資本主義を否
定する考え方の基礎となっている。

問題文

○a  

この問題は、センター試験(2018年）現代社会 経済思想 第5問 問１からの出題です。
第5問の問題文のあとに、問１が続きます。



第５問 次の文章を読み，下の問い（問１～５）に答えよ。（配点 １４）

新自由主義を代表する 経済学者ミルトン・フリードマンは，国家による経済介入を重視するケインズ主
義の弊害を指摘し，経済の自由化を徹底することを主張した。石油危機の後，ケインズ主義の政策が
スタグフレーションに対処できなかったために，新自由主義の考え方は，急速に受け入れられていった。

そして，金融や 貿易をはじめ，経済の諸分野で規制緩和が進められていった。
しかしながら，今日では，新自由主義の考え方に基づく政策の弊害も指摘されている。新自由主義の政策
によって，競争が促進された一方で，経済の安定のための規制が緩和・撤廃されたために，多くの国で所
得格差の拡大や 経済の危機・混乱が生じたと言われるようになったのである。とりわけ，アメリカの大
手投資銀行リーマン・ブラザーズが破綻し，世界的な金融危機が生じたときには，新自由主義に対する批
判が高まり，連邦準備制度理事会の元議長アラン・グリーンスパンは， 自らが支持してきた金融市場の規
制緩和に誤りがあったことを認めた。
新自由主義の政策は，経済の自由化を通して，市場経済のメリットを最大限に引き出すことを目指してきた。
しかし，行き過ぎた自由化は，経済を不安定化させるというデメリットを生じさせる。私たちは， 市場経
済のデメリットを緩和するための政策の重要性についても，合わせて考えるべきではないだろうか。

○a  

○ｂ  
○ｃ  

○ｄ  

○ｅ  

この問題文は、読むのに時間がかかりそうです。

問題文



時間配分！！

ここでは、問題文を読まないようにします。
問題文を読んでいると、試験時間（60分）が
足りなくなるからです。



文章中の記号 ～ を見つけて、各問いの下線部分
に当てはめればよいのです。

では、どうするのか？

○a  ○ｅ  



問１ 下線部 に関して，経済思想とその影響に関する記述として最も適当なものを，

第５問 次の文章を読み，下の問い（問１～５）に答えよ。（配点 １４）

新自由主義を代表する 経済学者ミルトン・フリードマンは，国家による経済介
入を重視するケインズ主義の弊害を指摘し，経済の自由化を徹底することを主張
した。

次の➀～④のうちから一つ選べ。 ２７

○a  

○a  

たとえば、記号 の下線部は、「経済学者」です
から、問1の「下線部 に関して」を「経済学者
に関して」と置き換えます。

○a  

○a  



アダム・スミスの思想は、市場経済は「見えざる手」の働き
によって均衡するから、「大きな政府」は必要ない、という
ものです。
これが、政府の介入を最小限にとどめる「小さな政府」の
考え方につながりました。

➀ アダム・スミスの自由競争の思想は，自由放任主義に基づく
「小さな政府」の考え方の源泉の一つとなっている。

したがって、この記述➀は、正解です。

アダム・スミス
（1723 - １７９0）
イギリスの経済学者



② リストの経済学は，開発途上国が自国産業を
育成するために，自由貿易政策が必要であると主張するものだった。

正しくは、

したがって、この記述②は、誤りです。

リストは、自国産業を育成するために保護貿易
の必要性を主張しました。

フリードリッヒ・リスト
（1789 - 1846）
19世紀のドイツの経済学者



現ドイツ

③ マルクスの社会主義の思想は，資本主義社会では，労働者階級
の労働力が商品化されていないという考えに基づくものだった。

マルクスは，労働者階級の労働力が商品化されていて，
資本家は、これを搾取していると主張しました。

正しくは、

したがって、この記述③は、誤りです。

カール・マルクス
（1818 - １８８３）

プロイセン王国の経済学者



④ ケインズの有効需要の原理は，「大きな政府」の役割を正当化する
ために修正資本主義を否定する考え方の基礎となっている。

ケインズは，政府の市場介入を許容していて
修正資本主義を肯定するものです。

したがって、この記述④は、誤りです。

正しくは、

ジョン・メイナード・ケインズ
（1883 - 1946）
イギリスの経済学者



すると、答えは、

➀

すると、答えは、選択肢➀となります。アダム・スミスの学
説がわかっていると、解ける問題です。



きんこう がくせつ

まとめ

がくせつ しじょう けいざい しじょう

さんぎょう かくめい しほん しゅぎ しじょう けいざい けいざい たいせい かくりつ
➀産業革命は、資本主義・市場経済という経済体制を確立した。

② 民主主義の価値理念に、自由・平等がある。

③ アダム・スミスの学説は、「市場経済は、市場メカニズムにより

均衡する」という学説である。

みんしゅしゅぎ かち りねん じゆう びょうどう



では、また次回



制作 金融大学


