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この章では争前車までの分析で明らかになった9 需要曲線と供給曲線を伺い9

市場均衡が成立する過程を明らかにするO そして9 市場価格がどのように決ま

ってくるか雪また9資源配分に価格がどのような役割を果たしているかを検討

する｡ さらに,市場メカニズムがうまく働かなくなる要因について考える｡

･ ･ i ･.

% @ * @

第 2章9第 3章において9需要曲線がどのようにして導出され9どのような

性質を持つかを学んだ｡また昏 第 凍寒9第 5葦において9供給曲線がどのよう

にして導出され9どのような性質を持つかを学んだ｡いずれの場合も9市場で

成立する価格をパラメ-夕として受け取 り,行動する消費者と生産者であった｡

このような経済的環境を完全競争という｡ もう少し厳密に9 完全競争の状態を

定義すれば次のようになる｡

(且) 多数の消費者と多数の生産者が存在する｡

(2) 完全情報が成立する｡

(3) 取引される財は争 同質である｡

(4) 参入や退出が自由である｡

完全競争のもとでの取引

閣6-急には9市場需要曲線と市場供給曲線が描かれている. 市場需要曲線は9
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消費者が与えられた価格 と所得9 および好みのもとで9最大の効用 (満足度)を

得ることができる消費量の計画量を示している｡ また9市場供給曲線は9生産

者が与えられた価格 と技術のもとで9 最大の利潤を得ることができる生産量の

計画量を示している｡ このことから明らかになるように9もし, 市場需要曲線

EiDと市場供給曲線SSの交点Eに対応する市場価格i'*が成立すれば9取引が成立

することがわかる｡ この点Eを市場均衡点 (ma洩etequilibT主umpoint)または9

市場均衡 の状態 とい う. この ときの市場価格p*を均衡価格 (equiiibTium

price),取引量¢串を均衡数量 (equiHbriumquan琉y)という｡

なぜ9 市場均衡点において取引が成立するかを検討しよう｡ いま9均衡価格

i)*以外の市場価格9たとえば,市場価格動が成立したとしよう｡ 消費者の需要

量は9 グラフからわかるように9Xlである｡ これにたいして9 生産者の供給量

は9ylである｡ したがって,jJ1-Xlだけの財または9サービスが購入されずに市

場に残ってしまう｡ 明らかに9これでは取引は成立しない｡このように9 供給

量>需要量となる状態を,超過供給 (excesssupp呈y)の状態9または,負の超過

需要の状態という｡

逆に9 市場価格か2が成立したとしよう｡消費者の需要量は9 グラフからわかる

ように,鞄である｡ これにたいしてタ 生産者の供給量は93)2である｡ したがっ

て9鞄-3,2だけの財または9サービスを購入できない消費者が市場に残ってしま

うO 明らかに9これでは取引は成立しない.このように9供給量<需要量 とな
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る状態を9超過需要 (excessdemamd)の状態,または9 負の超過供給の状態と

いう｡

､､一 一､

市場価格はヲ最初から均衡価格 となるとはかぎらない｡もし9最初に叫ばれ

た市場価格が均衡価格以外の場合9どのようなことが生じてくるだろうか｡こ

れはう均衡釣安濃性 と呼ばれる問題である｡ 均衡以外の市場価格から出発して9

結局9 均衡価格に落ち着 くようなとき9 その市場の均衡はヲ安定的であるとい

われる｡ 均衡は常に安定的とはかぎらない｡

均衡価格以外の市場価格が成立したときには9 需要量と供給量は一致してい

ない｡したがって9需要量 と供給量を一致させるように調整していく必要がで

てくる｡ この改訂の仕方には,いくつかあるがタ代表的なものとして9価格を

調整する野馳ラ鼠的調整過程 (Wai㌘as喜anadjustmentprocess)と数量を調整す

る習-沙ヤ蕗的調整過程 (MaTShaHianadjustmentprocess)がある｡

ワルラス的調整過程

ワルラス (WaiTaS,礼.;183逢1910)は9『純粋経済学要論』の率で9需要と供

給が一致しないとき9次のような価格改訂方式を提案し9均衡価格の存在を証

明しようとした1)｡ここでの論脈に合わせ,彼の価格改訂の提案を記述すれば次

のようになる｡

(i) 需要量都(i))>供給量S(磨)(超過需要の状態)ならば,市場価格クを上昇さ

せる｡

(2)需要量_D(A)<供給量S(磨)(超過供給の状態)ならば,市場価格βを下落さ

せる｡

(3) 需要量D(39)-供給量S(A)になったとき,取引を認める｡それ以外のと

きは,取引を認めず9仮契約は破棄される｡

図6-2鼎を見てみよう｡ ワルラス的調整過程に従えば,均衡が安定的であるこ

とがわかる｡ 図6-2Bを見てみよう｡ この場合 も9ワ)i,ラス的調整過程に従え
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図 6 - 2 A ワ ル ラ ス 的 に も pぎ - シ ャル的にも

図 6-2B ワルラス約には嚢窓 だ が 9苛-･-一･シャル
約には不安窯 な 帯 域 均 衡 皇≡

pD臓)ps臓)

図6-2Cワル ラス約 には不安 定だがt,し苛デI--豆 Y･ヤ

ル的 には妾窯 な市 場均衡 E

㌘
*

P

ps(Q)

pDを唾)

0 s(p)A)(p)唾* 唾
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ば9均衡は安定的である｡では9閣雛誠 を見てみよう｡ もしタ価格改訂方式 と

してワルラス的調整過程に従うと9市場価格は均衡価格からますます遠ざかっ

･ : ･

図のような場合雪市場需要曲線が右下がりであることを考慮すれば撃①市場

供給曲線が右上が り9 または雪②市場供給曲線が右下が りのときは9市場需要

曲線より傾きの絶対健が大きいタ という均衡の安定条件がえられる0

､

マ-シャルは9需要と供給が-致しないとき 9 次のような数量改訂方式を鰹

. ･ - .､ ･･::

播磨か臓 )を需翠価格 とい蟻 生産者が数量母を生産し昏市場に供給してもよ浴

と考えている蕨低価格 が (唾)を鶴給儒格 というo ここでの論脈に合わせ9彼の

数量改訂の鰹寮を記述すれば次のようになる｡

捌 需要価格磨D(唾)>供給価格が (唾)ならば9数量母を増加させるO

は) 需要価格磨D(㊥)<供給価格が (唾)ならば9数量唾を減少させる｡

図6-2Aを見てみよう｡マ-シャル約調整過程に従えば9 均衡が安定的である

ことがわかるO図6-2欝を見てみよう｡ こ の場合はタ数量改訂方式としてマ-シ

ャ ル 的調整過程に従うと撃均衡からますます遠ざかってしまうo 従って,均衡

は 不 安 定 的 で あ る ｡ 図6-26;を見てみよう｡ この場合は9マ-シャル的調整過程

に 従え ば 撃 均 衡 が 安 定 的であることがわ か る ｡

図 の よ う な 場 合 9 市場需要曲線が右下がりであることを考慮すれば撃①市場

供給曲線が 右 上 が り9または9②市場供給曲線が右下が りのときは9市場需要

曲線より傾きの絶対値が小さい撃という均衡の安定条件がえられる0

鉱 との分析からわかるように9調整過程 としてどのようなものを考えるかに

よって9回針2欝と図6-26:の場合では争安定性について逆の結果が出てきた｡と

ころが9図6-2Aの場合ではきどちらの調整過程を考えても安定的であった｡言

い 替 えると撃需要曲線 と供給曲線がどのような位置関係にあるかが調整過程 と

と も に 重要であることがわか る ｡
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いま9生産には時間がかか りタ需要の調整に比べて供給の調整のほうが遅い

場合を考えよう｡ たとえば9キャベツの市場を考えてみよう｡ 図6-3のように 9

需要曲線 と供給曲線が与えられている｡ 需要関数をx-D(鉦 供給関数を3)-

S(9) とする.

第 0年に9 市場価格があだったので,農家は9第 且年に9キャベツを9jl-S(磨｡)

供給する｡ したがって9第 且年の市場均衡価格は9戯(A)-S(夢O)より求められ

る｡ この市場均衡価格黍1を見てタ農家は撃 第 2年に3}2-S(A)を供給す る 0 第 2

年の市場均衡価格はタD(磨2)-S(磨1)より求められる｡ 以下同様にして9第(i+

且)年の市場均衡価格は9D(P糾)-S(pi)より求められるO

このようにして9市場均衡価格の系列〈pt浩 ｡がえられる｡ 需要曲線 と供給曲

線に措かれた軌跡が蜘蜂の巣に似ているのでタ 蜘 蜂 鈎 麹 理 論 と呼ばれている｡

需要曲線 も供給曲線 もともに直線の場合は9需要曲線の傾 きの絶対値のほう

がヲ供給曲線の傾 きよりも小さいと各期で成立する価格は9市場均衡価格夢*に

収束する(図6-3の場合)｡ しかし,需要曲線の傾 きの絶対値のほうが9供給曲線

の傾 きよりも大きいと9 各期で成立する価格は亨市場均衡価格に収束 しないで

発散 してしまう｡ もし9需要曲線の傾 きの絶対値 と供給曲線の傾 きが等 しいと9

各期で成立する価格は9市場均衡価格に収束 しないで循環を繰 り返すO読者は9

グラフを自分で描いて確かめることができる｡

ト 一･ 一､~●-∴ ‥ヾ･∴ l 一一:㌔ : - :一･ ･･ ･一
傾 きの絶対値<SSの傾 き)

価
格

PI

P 3

*

P

P2
Po

Oyly3 Q* y2 数量
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閣6-堵鋸こぼ 9 輸入自動車にたいする市場需要曲線EW と市場供給曲線SSが措

かれている｡いま9消費者の好みが急に変わり9外国製の輸入車への需要が増

加したとする｡ 市場需要曲線は9A)′DFのようにシフトするo市場供給曲線は変

わらないので9 市場均衡価格は上昇し9均衡取引数畳は雪増加することがわか

る｡ すなわち9外国製の輸入車への需要が増加 (市場需要曲線が右上方にシフト)

すると9市場均衡価格は上昇し, 均衡取引数量は増加する｡

図 6-4A 市 場 需 要曲線が右上方にシフ ト する
と , 均衡価格と均衡数蚤は増加 する

ハU
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閑6-卑Bには,輸入自動車にたいする市場需要曲線DDと市場供給曲線SSが描

かれている｡ いま9 政府が9 国内の自動車産業保護政策のために9関税を輸入

自動車にかけると9 市場供給曲線は9S'Syのようにシフトする｡市場需要曲線は

変わらないので9均衡価格は上昇し9均衡取引数量は9減少することがわかる｡

すなわち9関税のために供給が減少 (市場供給曲線が左上方にシフト)すると, 市

場均衡価格は上昇し,均衡取引数量は減少する｡
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詔 余剰概念藍摩魔水準

滴牽馨療剣 豪閑済u悶磨㌍'惑5㍍国産us譲

市場需要曲線は撃すべての消費者が与えられた価格 と所得撃および好み (選

秤)のもとで昏最大の効履 く満足度)を得ることができる消費塵の計画量の合計

を示している｡ 次のように市 場 需要曲線を解釈することができるO数量xを需要

する消費者は9 最 大 限 黍 D- 磨 -1(x)だけの価格9すなわち9需要価格を支払う

用意がある ｡

したがって撃市場均衡腰が (母串凄'*)で成立すると9掬蔭増において撃消費者

が支払ってもよいと考える金額(台形A腰◎*跡の面穣)と9消費者が実際に支払う

金額 (長方発麺*E¢*0の面積)の差である三角形適燦 *の商務が消費磯余剰をあら

わす ｡

盤鷹番禽劉 藍W離脱鐙鵬 5㍍国表uS讃

市場供給曲線は9すべての生産者が与えられた価格と技術のもとで9最 大 の

利潤を得ることができる生産量の計 画 量 の 合 計を示してい る ｡ 次のように市場

供給曲線を解釈することがで きる ｡ 数 量 3)を 生 産 す る 生 産 者 は き 少 な く と も が -

S "1(3,)の価格9 すなわち9供給価格のもとで供給する 用 意 が あ る ｡

したがって撃市場均衡Eが (◎*タが)で成立すると9既 済増において 撃 生 産 者
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図6-1,5 消費巻が蒐払 う.戸靴蔭が あ る患鴇 と寛ぎ撃 に 菜

払 う食客糾 う叢が 消斡潜余蝕 ÷Ct､あ り9生 産 者価 が葦際 に受 け取 冨〉惑増員と貴弘 ･･::.て ほ L.し､と

が9実際 に受け取る金額 (長方形廃車腰◎率雌の商標)と讐生産者が支払ってほしい

と考 えて い る金 額 櫨 形 藍諾 母*跡の面積)の差である三角形磨*E鎧の商標が盤塵轟

食 刻 を あ らわ す ｡

畿 愈 約 線 禽 劉

消費者余剰 と生産者余剰の和を9能会的給食費昭という｡消費者 余 剰 の定義と撃

生産者余剰の定義を考慮すると争社会的総余剰は撃この経済の厚生水準をあら

わして い ると考えてよい｡第7葦で明らかになるように9完全競争均衡のとき

の社会 的総余剰のほうが撃独占均衡のときの社会的総余剰よりも大きくなって

いるO

逮 番場均衡 藍♂ぜ膨- 駈効率性 岬aTeもoe批 量em画

霊泉 望朗叫変換経済藍芸叡亀普愚均衡 藍♂葛粉- 酢効率橡

個人蕊と撃個人Yからなる2財純粋交換経済における均衡を考えよう｡ 閣 転-蔭

および掬蔭.-習熟と閑雛済 に共通している点をまず最初に述べる｡2人の鳳人の資

源配分を褒示することができる蕊 も汐が 撃 - 謁 ◎感 もSg汐 鼠 ⑳ 野 球 欝欝撃蕊におい

て9個人賞の原点はりOxでき第 且財 は 横 軸 右 方 向に測り撃第 2財は綻極上方に

測る｡ 個人腎の原点は撃のi∴で9第 且財 は 横軸左方向に測 り9第 望財は縦軸下方
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に測る｡ 個人蕊と9 個人Yの初期傑禰慶をそれぞれ9鮎 X- (鮎lX96d2X)9腿 Y-

(脚 呈Y9脚2Y) とすると争 点6aPが初期保有の状態を示している(扮xから見れば9点

a?はwXをあらわし90Yから見れば9点鮎は脚 Yをあらわしている)｡閑6-6に

は92人の消費者の初期保有量を通る無差別曲線が描かれている｡ 互いに有利

になる資源配分タすなわち9初期保有量よりも互いに好ましい配分は9困惑鳩の

縦線部分である｡

図6-雷魚には9初期相対価格に対応した9初期保有量の点脚を通る予算線が描

かれている｡その予算線に接する個人Ⅹと個人Yの無差別曲線をそれぞれ措 く

と9その接点がそれぞれ9個人笈の消費者均衡点Ex- (範e議 e)と個人Yの消費

図 6--6 2人の消薄着にとって,初期保-Llg登山
よりも好ましい配分

Sl ogi

aJ芸
X J(Ll

2i 】
∫ ∫

図 6-7A 市喝 は 不 均衡(第1財

が超過供給で,第2財
が超過需要)

図 6-7B 市場は均衡 (第 1財 も

第2財も 超 過 需 要 は ゼ

衡g

【

l



第6牽 市場均衡 と資源配分 81

番均衡点Eyニ=(3,ieタjJ2e)となる｡ 経済全体では9

xle+yle<6dlX+軌 Y9および9鞄 e+ 3)2e>W2X+ 692Y

となっている｡すなわち9 第 且財の超過需要が負 (すなわち9超過供給)であ

り9第 2財は超過需要である｡ これは9ワルラス法則 (Walyas'iaw)からも確

かめられる2)｡

第 且財が超過供給なので9初期相対価格が高すぎるのである｡ 図6-嘗Bに,狗

衡相対価格を持つ予算線が初期保有量の点aPを通って措かれているo市場均衡が

点Eで成立していることは,その予算線に個人Ⅹの無差別曲線 と個人Yの無差別

曲線がともに点Eで接していることからわかる.第 且財の超過需要も第 2財の超

過需要もタともに9ゼロとなっている.

､l･ どI::.､言.･.:･-.･1.二二･.

ある資源配分 (aiiocation)がi%o♭- 較効率的な磯濃配勢 とは9 次のように定

義される｡

(1)その資源配分が実行可能であり (ボックス⑳ダイアグラムの中にあり),し

かも,

(2)だれの効用水準 も下げることなく9少なくとも1人の効周水準を高める

ことができる別の資源配分が実行可能ではない｡

個人Ⅹの無差別曲線 と個人Yの無差別曲線は,互いに 1点Eで接しているか

ら,この均衡点飢 ま,バレー-ト効率的な点である｡ また,OxとOyを結ぶ曲線が

パレ- 卜効率的な資源配分を示す点である｡ これは,パレー ト(Pareto,V.,.1848

-1923)が提案し名づけた調抄- 軒最適 (PaTetOOptimum)という概念に相当す

る. 他方タこの曲線は,契約曲線 (corltTaCtCurve)とも呼ばれている｡ エッジ

ワ-ス(Edgeworth,野.Y∴ 18後5-1926)の定義による契約曲線は, 縦線部分に含

まれるパレ- 卜効率点であり9現在では, 資源配分のヨア (core)といわれる｡
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●

完全競争のもとでの市場均衡の状態では争

闘 消費者は尊えられた好み (選好)と予算制約のもとで爵太効用を実現し雪

は)生盛者は9与えられた技術の制約のもとで利潤を凝東にし曾

(3)需要と供給が-致して撃

取引がおこなわれているo このとき9信号の役割を果たしていたのが市場価格

であった｡すなわち9

(a) 需要量が供給量を上回っていると(超過需要の状態)争市場価格は上昇し9

(b) 供給量が需要量を上回っていると(超過供給の状態)9市場価格は下落 し

た｡

消費者は9自分の限界代替率を市場価格に等しくさせるように行動し昏生産

者は9自分の技術的代替率を市場価格に等しくさせるように行動する｡ したが

って撃市場均衡では撃すべての消費者の限界代替率と撃すべての生産者の技術

的代替率が9市場価格を通して等しくなっている｡ すなわち9市場均衡の状態

･- 1 :■j,.∴:. ･ ･ : . ･ ∴ .

済 撃 約第望姦審定理によれば9任意のバレー-ト効率的な資源配分は9所得再分

配をおこなえば市場価格メカニズムによって実現可能である3)0

したがって9市場価格メカニズムがうまく働かなくなる可能性 として9 次の

ケ-スをあげることができる｡

li]独占9 複晶 寡占9および独占的競争企業が存在する場合

[2] 平均費用が逓減する場合

[3] 公共財が存在する場合

[4] 外部経済や外部不経済が存在する場合

[5] 逆選択現象が生じる場合 (レモンの原理)

[且]のケースは9 章を改めて,第 7章でやや詳しく検討する｡ そこで9まず9

[2]のケースから検討しよう｡



寮転寒 帯磯均衡 と資源配昏 83

軍 機 饗済 駒逓 減

ある盛 業 が平 均 費 用 が逓 減 す る部 分 で生 産 をお こな って い る 場 合 を 考 え よ う｡

市場価格が平均費 用 よ りも低 H と9 この企 業 は珍 魚 の最 大 利 潤 を 得 て い る o こ

のままでは9この企業は生産 をや めて この産 業 か ら退 出 し て し ま う か も知 れ な

い｡

固定費周が尭きく9平均費欄が逓減するような産業は9電力9電気通信や鉄

鋼業などをこ見られるOこのような産業への参入は--椴に撃非常に難しいので撃

独占あるいは寡占化されやすい｡もし9独占になれば9第 7章等明らかにする

ように9完全競争均衡の生産量よりも少なH生産量を昏完全競争均衡の価格よ

りも高い価格で販売するようになる｡しかも争需要が十分あれば9この企業は

利潤を正にすること も可能になる｡

完全競争均衡の と き9社会的総余剰が桑太になるので9政府は争地域独占を

認めるかわ りに昏十分な規制を公企業に課しながら9 安定供給を期待したり(鷲

力やガス)9企業の損失を補助金で補填することにより昏市場に介入する｡ そし

て9限界費用と市場価格を等しくさせようとする｡

公 共 財 の 薄 霧

消防管国防9燈台の明かりなどは9恩典財 (pu捌喜cgoo鮎)と呼ばれ9 コ-ヒ

-,ワイン9テレビなどは9私的財 (画vaもegoo議S)と呼ばれている｡ この二つ

の概念にはヲ次のような違いがあるo

コ-ヒ-やワインなどの私的財は撃ある消費者が消費すると,残されたコ-

ヒ-やワインの畳は雪 爵初よりも減ってしまっているo これにたいして9消防,

国防夕燈台の明かりなどの公共財は9ある消費者が消費したとしても9他の消

費者の消費塵が減少するものでないことに気づ くだろうO 公共財のこの特徴を9

非親食性 (non-yiva且ness)という｡ 経済主体全員が同時に同じ畳だけ消費できる

ことをいうO また9 供給の側面からみると9私的財は9価格を支払った消費者

だけが利用でき9他の消費者を排除できるのにたいして9公共財の場合は9他

の消費者をその消費から排除することができない｡これを9排除不琴能性(mom -
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図 6-8 公典財 と私 的財 の生産可能 性 曲 線 , お

よび,消費者 Aの効周 水 準 に 対 し, 潤

費者 Bが 実現 で きる最 大 の 効 用 水 準 を

I:･･ ∴ .

*封
A
鋸

舶

β
け
り

0 1V ;ro x* N' 公共財

exciudabiiity)とい う｡

このような公共財が存在すると,完全競争均衡は9パレー ト効率的にはなら

ないことが知られている｡

いま9 2人の消費者が,一つの公共財 (国防)と一つの私的財 (ワイン)を消

費する場合を考えようO消費者Aの効用関数をUA(x,3,A),消費者Bの効周関数を

UB(x,3)B)とするO ここで,xは9消費者Aおよび9Bに共通した健を持つ9公共

財の消費量であり9yA9yBは, それぞれ,消費者Aおよび9Bの私的財の消費量

をあらわす｡

図6-8の上半分に, 公共財 と私的財の盤鷹野能性曲線 (pyoductionpossibility

frontieTを略して,PPFということもある)が措かれている｡ いま9消費者Aの効用

関数によって決まる無差別曲線を一つ固定する.その効周水準をU A-UCA.nstとす

る. 生産量を点G(箱93Io)でおこなうと9消費者Aは9公共財を鞄消費し9私

的財を57oAすることにより9UA-U急nstの効用水準を実現できる｡このとき9消

費者Bが利用可能な公共財は箱 9 私的財は(37.-yoA)9すなわち,図6-8の下半分
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の点Mで与えられる｡与えられた効用水準UA-NcAonstにたいして9同様のことを

行うと,消費者欝が利用できる公共財と私的財の組合せが消費可能な曲線NMN′

となる｡ この曲線上の点で9 消費者欝が実現できる最大の効欄は9消費可能な曲

線NMNpと無差別曲線が接した点Zで実現される｡ このとき9消費者Aは9 点S

を消費し9生産は9 点腰でおこなわれている｡ 点腰における技術的代替率丁狩S

はヲ消費者Aの昏点Sにおける限界代替率戯腰SAと9消費者腰の争点Zにおける

限界代替率MRSBの和 と等しいことがわかる｡すなわち9パレ- 卜効率的配分の

I -

が成立する4)Oこれは9 完全競争均衡のときの条件

J肘忍ぶ.1-/hTH S バ - ≡.rfLql

とは異なる｡

餓蔀経済畢外部不経済釣轟麗

ある経済主体 (たとえば9消費者9 または9 生産者)の行動が9他の経済主体の

結果になんらかの影響を与える場合9外部効果(exteTn毘且effecも)が存在するとい

う｡外部効果には9市場価格の変化を通じて影響を及ぼす金銀的外部勃興(pecumi一

品YyeXもermaleffeにも)とヲほかの経済主体の効履関数や生産関数に直接影響を及

ぼす接衝的外部効果 (もechmの首唱量く二品摘xもeyna且effecも)がある｡ 効用関数の値を高

めたり9生産関数の健を高めたりする(すなわち9費周関数の値を低める)外部効

果が存在するとき9外部経藩 (e離eTma旦ecomomy)という｡ 逆に9効用関数の値

を低めたり9生産関数の儀を低めたりする(すなわち,費周関数の健を高める)外

部効果が存在する場合を, 外部不経済 (exteTma摘isecomomy)という｡

例 盈⑳ ミードが指摘した9養蜂業者と果樹園の経営者の場合では9養蜂業者の

飼っている蜂は撃果樹園の花から蜜を収集する過程で9受粉の手助けをして

いる｡ すなわち, 養蜂業者も9果樹園の経営者もともに好ましい結果を相手

に与え9柏手から受けているo これは9 外部経済の例である0

例 語◎新幹線が延長になったために周辺の地下が上昇しラ地主がもうけるのは9
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金銭的外 部効果の例である｡また撃新幹線の駅が近 くにできたために 9 中 古

マン シ ョンの価格が上昇し9 それを転売して撃 一 戸 建 て の 住宅を手 に し た 元

マン シ ョン居住者がでて くるの は 9金銭的 外 部 効 果 を 享 受 し た例 で あ る ｡

例3⑳駅から遠 くはなれ て い るが撃 新幹線沿 線 に 怯 む こ と に な っ て し ま っ た 住

民が騒音などによって こ うむ る居 住 条件の 悪 化 や 9 神 経 質 に な っ た 乳 率 の 乳

量産出量が減少 して9 農 家 が被 害 を こ う む る 捌 真 野 住 民 殿 劾 済 関 数 や 農 家 の

生産関数を直捧変 化 させ る技 術 的外 部 不 経 済 の 例 と い え る O

技術的外部効果が存 在 す る場 合 は撃 完 全 競 争 均 衡 の パ レ - 卜 効 率 性 は 実 現 で

きないことが知 られ て い る5)O

いま撃瓢蔭媚において9公 害 を発 生 させ て い る企 業 A .の 私 的 限 界 驚 伺 曲 線 を 腰 6 fl

とするO 私的限界牽 済 とは撃 その企 業 が 生 産 物 を追 加 且 単 位 増 加 さ せ た と き の 9

費屑の増加分をいう｡ た だ し撃 この企 業 が公 害 に関 す る 費 屑 を 負 担 し な い 場 合

は9公害費欄を含んで い な い｡ した が って9 完 全 競 争 の も と で の 均 衡 は 撃 私 的

限界費履曲線jW6.4と需 要 曲線 戯腰 の交 点 腰で あ るoしか し 撃 公 害 に 関 す る 費 用 を

考慮 した能会的限界 薦 済 SMCjiは撃 膿 ごAよ りも高 く9 S M C A - ･M 6;JAは 9 企 業 A

が9生産物 を追加 且単 位 増 加 させ た ときの撃 公 賓 に関 す る 費 周 の 増 加 分 を あ ら

わしている｡

社会的限界費用曲線 SM e:Aと需 要 曲線 脚 の交 点 をE * と す る と 撃 点 E *で 生 産

した ときの社会的総 余 剰 は撃 消費 者 余 剰 (一EBE鍵夢*) と生 産 者 余 剰 (夢 *庶 *H ) の

間 6-9 私的限界費用 と社食的眼界牽.稲 の 轟 齢 が
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和 として求められ9腿 *H で あ る ｡ ところが撃完全競争均衡の息露で生産をし

たときの社会的総余剰 は 9 消 費 者 余 剰 (戯抄)と生産者余剰 (顔済)の和 (戯 )

から撃公害 に 関する費履 く戯 G)を差し引いて求めることができや戯藍癖H-

腰療6窓 と な る ｡ したがって, 点歴*で生産するときによ巳べて撃完全競争均衡点E

で 生 産 すると昏社会的総余剰の観点からいえば昏 厚生損失(E*藍諾)を被ること

に な る ｡ すなわち昏過剰生産の状態が生じてしまうO

政 府 源 泉農芸遮る♂環睦- 終効率鰻鈎舞観藍麟憾昏配鴨繭影響

社 会的総余剰が襲来になる に れを9社会的に最適という)のは雪点 E * で 生 産

することなので争政府は℡ 二つの方法によってこれを実現できる 0

ひとつは学食葉風に学ぶ 艦 L4-賦 Aだけ課税することである｡ すると9企業A

の課税後の私的限界費用は争社会的限界費用に一致するので9生産量を社会的

に最適な水準まで減少させることができる｡もうひとつは9企業Aが生産量を減

少させればそれに応じて9政府が企業Aに補助金 (SHE;A-MGjq)を出すことで

ある｡するとラ企業Aの補助金を考慮した私的限界費周は9 社会的費用に等しく

なるので撃その生産量を社会的に最適な状態にまで下げさせることができる ｡

ヨ--スの定理

い ま9企業Aによる公害の被害者 (または9そのグループ)を欝とするo Aと欝

が自主的に交渉をおこなって雪パレー ト効率性を実現できるだろうか｡可能性

は9 2通りある ｡

ひとつは9企業Aが9誤にたいして9 損害金を支払う場合である｡ もうひとつ

は9常識に反するようであるが9被害者である誤が撃公害発生企業Aにたいし

て9貨幣を支払って争生産量を減 らしてもらう場合である｡ 所得分配の問題を

別にすれば9 夕帽汚不経済の発生者あるいは被害者のどちらが相手に貨幣を支払

っても9社会的総余剰を最大にする点E*を実現できる｡この結論は9コース(Copse,

醍.閑｡言39且0- )が明らかにしたもので撃｢詔-謁釣濠埋｣として知られている6)｡
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レモンの原理と中音車市場

アカロブは撃中古牽市場を例にとり9売り手と買い手の間で9取引される財

やサ-ビスの品質について, 情報が偏在すると9市場そのものが消滅してしま

う可能性を指摘した7)｡中古車の品質については昏買い手よりも売 り手のほうが

よく知っている｡ したがって9中古車市場では曾品質のよい革も悪い寮も同じ

価格で売られている｡

もし9なんらかの理由で9市場価格が中古車市場の超過供給のために下落し

たとしよう｡ 個々の奉の売り手は9 自分の車の品質をよく知っているので9も

し市場価格よりも高い評価を持つ晶質のよい革を持っていればタ価格が安 くな

ると市場に供給しなくなるであろう｡ すると曾 市場に残る革の晶質は前よりも

下がるので9買い手は需要をひかえるであろう｡ このことから撃 市場から最初

に晶質のよい革が排除されてしまうことがわかる｡ もし9晶質め落ちた車を撃

安い市場価格で買う消費者さえいなくなると9中古車市場そのものが消滅して

しまう｡

中古車市場において9コス トがかかりすぎるために争晶質のよい革 と悪い車

の区別をすることなく9同じ価格で販売されるならばや悪い牽だけ市場に残 り撃

晶質のよい革は市場から排除されることになる｡ 市場では9 晶質のよい牽では

なくタ悪い革が選択される｡ この現象を遅選択 (アドバ-ス歯セレクション)と呼

ぶ8)｡

品質の悪い中古車のことを雪アメリカ口語で ｢役にたたないもの｣ という意

味でのレモンという｡ このことから9逆選択の現象を ｢睦驚誕鋼原理｣という

ことがある｡

-- I

且 市場需要曲線 と市場供給曲線の交点は9市場均衡点をもたらすO

2 需要量>供給量の状態を超過需要の状態9または9負の超過供給の状態と

いう｡

3 需要量<供給量の状態を超過供給の状態9 または9負の超過需要の状態と
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いう｡

魂 ワルラス的調整過程は9価格による調整である｡

5 マ-シャル的調整過程は9数量による調整である｡

6 調整過程の遠いにより9安定的になったり9 不安定的になったりする｡

7 需要が増える(需要曲線が右上方にシフトする)と9均衡価格も均衡数量も増

加する｡

8 供給が減る(供給曲線が左上方にシフトする)と, 均衡価格は上昇し9 均衡数

量は減少する｡

9 消費者が支払ってもよいと考える金額から, 実際に支払った金額を引いた

大きさを消費者余剰 という｡

且0 生産者が実際に受け取った金額から9 これだけ受け取ればよいと考えてい

た金額を引いた大きさを生産者余剰 という｡

且且 社会的総余剰は,消費者余剰 と生産者余剰の和で,厚生水準をはかる一つ

の尺度である｡

且2 完全競争における市場均衡は9 パレ- 卜効率的配分をもたらす｡

且3 市場メカニズムがうまく働かない要因として,[H独占9複占,寡晶 お

よび独占的競争企業が存在する場合9[2]平均費周が逓減する場合9[3]

公共財が存在する場合タ[趨]外部経済や外部不経済が存在する場合9[5]

逆選択の現象 (レモンの原理)が存在する場合,などが指摘できる｡

且4 非競合性 と排除不可能性の二つの性質を合わせ持つ財やサービスを公共財

という｡

且5 夕渡汚効果にはタ金銭的外部効果と技術的外部効果がある｡

且6 政府が介入すると9所得分配に影響を与える｡

且7 外部不経済の発生者あるいは9被害者のどちらが相手に貨幣を払っても9

社会的総余剰を最大にする点を実現できる｡ これを,コースの定理という｡

18 情報の偏在(売り手はその財やサービスの品質についてよく知っているのにたい

して9買い手がよく知らないとき)があると,市場そのものが消滅してしまう可

能性がでてくる｡ これを逆選択の現象 (レモンの原理)という｡
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宅言塵≫

且) ワルラス (久武雅夫訳)『純粋経済学要論』岩 波 書 店 9 且983年撃第息2牽および第

20章を見よ｡ 原著は9第 且版第 五分冊が 且87凌 辱 に曾 第 2分冊が 且8冒冒年に公刊

されている｡決定版 として知られている第 趨版は9且90 0 年 に公刊されたOワ)レラ

スは9 多数財市場の同時均衡や いわゆる一般均衡の模 索 過 程 を提 示 して い る｡ こ

こでは9部分均衡分析にあうように述べ直しである｡

2) ワルラス法則 とは雪均衡状態でも9 不均衡状態でも争超過需要の価値 額 の 合 計

は9常にゼロに等しいことをいう｡ したがって9 2財モデルの場合9第 且財務場

が超過供給 (負の超過需要)ならば9第 2市場では9超過需要になっているo も

し9第 且財市場が均衡すれば9第 2市場は必ず均衡 しているO 一般に9当 訪 市 場

を除いた他のすべての市場が均衡すればタ当該市場 も均衡している0

3) 西村和雄 『ミクロ経済学入門』岩波書店9且986のpp.206-207を参照せよ0

4) 詳しくは9西村和雄 『ミクロ経済学』東洋経済新報社撃且990のpp｡308-3且2 を 見

よ｡

5) より詳しくは9武隈慎一 『ミクロ経済学』新世故撃3.989のpp｡2壕2-249を見よ｡

Li . ･ ･ .I; . .

Vo呈｡3,且960,pp.巨鯨 を参照せよ｡彼は9199丑年のノ-ベル経済学寮を受賞 し

た ｡

7) AkPl･iof,G.."ThビMarlAiet1:orIJeiTIOl'lS:QuI.l'liはtivLli_]ilLlelll.Llil巾･三111d抽e

･･ミ･･ :･l.･ ･･一･●..･･･ :I･ ･･ ･I- _･l‥

-500を見よ｡

8) コス トを十分にかけている車検制度がタかなりうまく働けば9逆選択の現象の

程度は軽減されるであろう｡

田演習問題

(i) コ- ヒ-に関する仮説的な需要デ-夕 と供給デ-夕 とが次のように与 えら

れている｡

価 格 需要量 供給量

(単位 :円) (単位 :個) (単位 :個)

100 200 100

200 180 120
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(a) 需要 曲 線 と供給曲線を同一グラフ上に描 きなさい｡

極 ) 均 衡 価 格 と 均 衡数量を求めなさい｡

(C) 消費 者 余剰 と生産者余剰 をそれぞれ求めなさい O

(鵡) 超過需要 とは撃 どのような状態 をいうか｡

(e) 超過供給 とは撃 どのような状態 をいうか｡

(i) 価格が200円の とき9超過需 要 ま た は超過供給の大 きさを求めなさい ｡

(雷) 価格が500円の ときヲ超過 需 要 ま たは超過供給の大 きさを求めなさい ｡

(盟) 遅選択の現象がみられる市場 を 考 えなさい｡市場 メカニズムが うまく働 く

ようにする工夫 として どのようなものがあるだろうか (ヒント:武隈 [且989]

のpp,27壕-278を参照せよ)｡

藍鶴沢 寓語


