
���������が, 国連等の５機関により, ����年末に公刊されたが, 今回の改訂は, �����のはじめ
に ｢�������は, 基本的あるいは包括的変更を勧告するものではない｣ と述べられているように,�����改訂後の, 経済社会の進展に対応すべく企図されたものであった１. したがって, �����の
勘定の構成面等は, �����のものとほとんど変わっていない. 表示形式も, �����で採用された
統合経済勘定 (������������������������������) が踏襲され, 全頁にわたって, ���による表示が

―�―
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行われている.

日本では, 『国民経済計算年報 (����年版)』 以降, �����ベースの 『年報』 が公刊されている.

しかし, この 『年報』 の体系は, �����に依拠したものではなく, 従来の体系 (�����) を引き継
いだものである. �����の公刊にともない, 日本も, 近い将来, 『年報』 を�����に準拠して, 改
訂することになるが, その機会に, �����の基づいた体系を導入することは１つの選択肢と考え
られる. ここでは, �����に基づいた場合の勘定体系の提示を試みた.
１. では, 勘定体系構築の基礎となる, 水平型複式記入と垂直型複式記入について述べる.�����は, 複式簿記：垂直型複式記入に依拠して, 勘定作成が行われており, ここで, 水平型複
式記入と垂直型複式記入の考え方を整理する. ２. では, 最初の箇所で述べたように, 『年報』 の

暦年のフロー計数に関して, �����体系の表示形式に基づいた表示を試みる.� ������������������������������������������������
図１は, 複式簿記と国民経済計算の記録対象を描いたものである. 複式簿記が, １経済主体の経

済活動を記録対象としているのに対して, 国民経済計算は, １国経済の複数の経済主体の経済活動

を対象とするものである. 複式簿記のケースでは, 単一の企業における経済対象の受払が, 記録上

の基礎となる. これに対して, 国民経済計算は, 一国の経済活動を記録の対象としているので, 経

済活動の担い手である経済単位を類似の活動を行う複数のグループに分けることにより, 図１のよ

うに描くことができる.

図２は, Ａ, Ｂ間の取引を示したものである. いろいろな取引が考えられるが, 例えば, 生産物

の掛売りのケースでは, �は, 生産物の引渡しを, �は, 掛をそれぞれ示すものである. ①は, 複
式簿記の記帳方法を示したものであるが, これは, 経済主体Ａの, 他の主体 (ここではＢ) との受

払を表すものである. ②, ③は, Ａ, Ｂ間の取引に関して, ２つの方法を提示したものである.
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②は, 水平型複式記入と呼ばれる形式で, �の生産物の流れと, �の売掛の流れを全く関係のな
い, それぞれ別個の取引と考える. 図２の枠で囲まれているＡ, Ｂ経済主体間の対象の流れが, １

つの取引単位となる. ③は, 垂直型複式記入と呼ばれる形式で, これは①の複式簿記記入に基づく

ものである. 図２の枠で囲まれている経済主体に関する経済対象の受払が１取引単位となる.

��������������
図３は, 国民経済計算における２つの記録方法における取引単位を図示したものである.

図４は, 図３に基づき, 水平型複式記入と垂直型複式記入をＴ字型勘定で表示したものである.

図の最後には, ４重記入がＴ字型勘定で示されている. 四重記入は, Ａ, Ｂ２つの経済主体に４ヶ

所の記帳が施されることで, この呼称が付与されている.
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また図５は, 複式簿記と国民経済計算の記録方法をまとめたものである. 複式簿記は, 垂直型複

式記入に基づく二重記入で, 国民経済計算は, 水平型複式記入と, 垂直型複式記入に基づく四重記

入の２つのやり方がある.
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図６, 図７ (７頁) は, 生産物の掛売り (買い) の例により, 図４に基づき, 水平型複式記入と

垂直型複式記入の記録方法を提示したものである.

ステュ－ヴェルは, 即時支払請求権 (���������������������) の用語を用いて取引の記録を説
明する２. それによると, 水平型複式記入では, ①ＢからＡへの生産物の流れにより, 即時支払請

求権は, ＡからＢに移動する. Ａの勘定の左側に, (Ｂからの生産物取得による) Ｂへの即時支払

請求権支払が, Ｂの勘定の右側に, (Ａへの生産物提供による) Ａからの即時支払請求権受取が示

される. ②Ａには, Ｂに対する買掛金債務が生じ, Ｂには, Ａに対する売掛金債権が生じる. �の
勘定の右側に, (Ｂへの買掛金債務による) Ｂへの即時支払請求権支払, Ｂの勘定の左側に, (Ａへ

の売掛金債権による) 即時支払請求権の取得が記帳される. ③は, ①, ②の２つの取引を同時に勘

定表示したものである. さらに, 行列形式でＴ字型勘定と同一の情報が生産物と買掛 (売掛) 金に

関して提示されている. 行には, 即時支払請求権の受取が, 列には, 即時支払請求権の支払が記録

される. 水平型複式記入では, ③の表示が記録における１つの基本的単位となる.

図６に示されているように, Ｔ字型勘定の右側には, 即時支払請求権の受取が, 左側には, 即時

支払請求権の支払が記される (行列では, 行に即時支払請求権の受取が, 列に即時支払請求権の支

払が示される). 水平型複式記入では, 即時支払請求権の受払を基準にして, 勘定への左右が記録

される. 図６は, この即時支払請求権の受払項目をＴ字型勘定で表示したものである.�����������������
水平型複式記入は, ２つの経済主体の即時支払請求権の受払を示しているものであるから, �字
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型勘定表示よりは, 行列表示の方が明瞭かもしれない. 図６, ③の行列が, 水平型複式記入の出発

点と考えられる. しかしながら, この行列には, 図６で例示された取引の情報が無差別に凝縮して,

含まれている. したがって, 次に考えられなければならないことは, これらの無差別の情報に基づ

いて, いかに一国の経済循環を表示するか, ということである３.

この整理方法として１つの例が, ケインズの恒等式に基づく表記法である４. これらを書き出す

と, 次のように書ける：Ｙ＝Ｃ＋Ｊ, Ｃ＋Ｓ, Ｊ＝Ｓ. Ｔ字型勘定形式で書き出すと, 表１のよう

に示され, これらの３勘定をそれぞれ, 生産勘定, 所得勘定, 蓄積勘定と命名する. ただし, Ｙ＝

産出＝要素所得, Ｃ＝消費, Ｊ＝資本形成, Ｓ＝貯蓄. 行列形式で書き出したものが表２である.

表１と表２は, 基本的に同一情報を提供するものであるが, 行列の場合には, 空白のます目があり,

｢なぜ空白であるべきかを説明するのが, まさに行列表現の長所の１つである｣ とステューヴェル

と述べている. 表２の対角成分にも, フロー項目を記入することを考える. 生産勘定には, 中間生

産物：Ｐを, 所得勘定には, 所得フロー：Ｔを, 蓄積勘定には金融的請求権：Δ�を記録する. こ
れに基づき, 再度, Ｔ字型勘定と行列で表示すると, 表３, 表４のように示される.

�����では, これらの表３, 表４ (とりわけ行列形式の表４) に, 事後的にダミー勘定 (取引

項目勘定), 具体的には, 生産物, 所得, 金融的請求権等の経済対象を導入することにより, 勘定

行列が展開される.�������������������������
図７は, 垂直型複式記入を示したものである. 垂直型複式記入では, 仕訳に基づいた転記の形式

で経済主体Ａ, Ｂそれぞれに関してＴ字型勘定が示されている. ③は, ①, ②の２つの取引を同時
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３ ステュ－ヴェルは, ケインズ 『一般理論』 の表示に基づき, 表１, 表２のように経済循環の枠組を展開して
いる. ������(����) �������, 邦訳７���頁参照.
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に勘定表示したものである. また, 勘定形式の情報は, 行列形式で表示される. 水平型複式記入で

は, 即時支払請求権受払を基準にして, 勘定の左右への記録が分類されたが, ここでは, 複式簿記

の仕訳の原則に基づいて, 取引が分類される. 次いで, その仕訳に基づいて, 転記が行われる. 図

７の①, ②は, Ａ, Ｂに関して仕分と転記を示したものである. このように, 垂直型複式記入では,

複式簿記の考え方に依拠して勘定体系が作成される. ③は, ①, ②の取引を合わせて示したもので

ある. ③では, 転記において売掛金と買掛金が同一勘定で示されている. また, 行列の形式では,

生産物等の取引項目以外に, 経済主体Ａ, Ｂの勘定が設定されている. 垂直型複式記入では, ③の

表示が記録の基本的単位となる.

水平型複式記入は, 即時支払請求権の受払に基づいた記録が示され, 次いで, 一国の経済循環を

表示する枠組を構築する作業に取組まれねばならなかった. それに対して, 垂直型複式記入は, 基

本的に複式簿記の手順に準拠して体系の枠組を構築することができる.

��������������
本節は, 例１に基づき, �損益計算書 (���) ・貸借対照表 (���) と, �損益計算書・貸借対

照表増分表の作成方法を説明する５. この２つの方法を示すことにより, 貸借対照表の増分である

蓄積勘定の導出を意図するものである. 図８は, 複式簿記の���, ���の作成手順を示したもので
ある.

例１. 期首のバランスシートが表のように示されている. 今期, (�)～(�) の取引が行われた.���Ｂ商店から単価��万円の商品���個を掛で仕入れた.���Ｃ商店に単価���万円で商品��個を掛で販売した.
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���仕入先Ｂ商店に�買掛金のうち���万円を現金で支払った.���売上先Ｃ商店から・売掛金のうち���万円を現金で受取った.���店員を雇い入れ�給料��万円を現金で支払った.���光熱費３万円を現金で支払った.���借入金の利息２万円を現金で支払った.
表５は, 開始残高に関する仕訳と転記を示したものである. 表６, 表７は, 上記の�, �に関す
る転記・行列・試算表を示したものである. �は, 開始残高を考慮に入れて, 損益計算書・貸借対
照表の作成を試みる. したがってえられる表は期末の貸借対照表である. �は, 開始残高が考慮さ
れておらず, 最終的に得られる表は, 貸借対照表増分表に相当する蓄積勘定である. 転記の表６,���, 表７, ���に基づき, 損益計算書, 貸借対照表 (増分表) が作成される. 表６, (�), 表７, (�)
は, それぞれの転記：表６, ���, 表７, ���を, 行列表示したものである. また表６, ���, 表７,���は, 転記：表６, ���, 表７, ���に基づき残高試算表及び増分試算表を作成したものである. 表
７����の名称は, 増分であるので, 増分試算表と名称が変更されている.
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ここでは, Ａ, Ｂ２部門に関する取引を, 垂直型複式記入に基づき記録する. 前節の例にならい,

例２の数値例を用いて説明する. 例１は, 複式簿記の用語により解説を行ったが, ここでは, 国民

経済計算の用語により解説する. 転記の箇所では, 損益計算書は経常勘定に, 貸借対照表は, 蓄積

勘定 (貸借対照表の増分) に名称変更が行われている. 前者は, 単に名称の変更で, 後者は, 内容

変更による名称変更である. 表８, 表９は, 例２に基づき, それぞれＡ, Ｂに関する転記等の一連

の表を示したものである. 表８では, Ａに関する���転記, ���行列, ���合計増分試算表が示されて
いる. ���行列は, Ｔ字型勘定で示されている���転記を, 行列表示したものである. ���合計増分試
算表は, ���転記に基づき作成される. 合計増分試算表の名称は, 合計残高試算表の名称から変更
されている. これは, 貸借対照表が蓄積勘定に変更したことに伴うものである. ���, ���, ���は,
同一内容の情報を提示するものである. 表９は, Ｂに関して, 表８と同様の情報が提示されている.
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������ ����� ���� ���� ��������� ������ ��� ��� ������ ������ ��� ��� ���������� ���� ������� ���� �� ���� ���
����������� ��� ��� ��� ��� ����� ������ ������� �� ��� ����� ���� ����� ����� �� ����� ���� ��� ���

��������� ����� ���� ������ ��� ���� ������� ������ ����� ������ ���� ������ ��� ���� ���������� ���� ��� ��� �������� ����� ���� ���� �� ��� ��
�� ��������������

����� � � � � � � � � ��� � ��� ������� � �� ���� � �� ���� � �� �� ����� � �� �� �� ������ � �� ������� � ��� ����������� � �� � ��� � ��� �� �� ��� ��� �� ��� ��



例２.���Ａが小麦���を生産する.���Ａが小麦��をＢに販売する.���ＡがＢから��借り入れる.���ＡがＢに給料��を支払う.���Ａが利子��をＢに支払う.���Ａが��Ｂに小麦を販売する.

���������
表��の行列は, 表８, 表９のＡ, Ｂの行列を同一の表に記録したものである. 表��・���は, 表

８・���, 表９・���のＡ, Ｂ２部門の行列情報をそのまま同一行列に表示したものである. 表��・���は, 表��・���の対角成分等を消去したものである. 表��・���では, 表��・���の産出, 小麦に代
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�������� ���� ��� ��� ���������� ���� ��� ��� �������� ������ ������ ��� ��� ��
����������� ��� ��� ����� �� ������ �� ���� �� ���� ������� ���� ����� �������� ���� ��� ���

��������� ������ ���� ��� ��� �������� ���� ������ ����� ������ ���� ��� ���� �������� ������ ��� ��� �������� ���� ���� ������ ��� ��� ��

�� ��������������

����� � � � � � � � � ��� � ����� � �� ���� � �� ���� � �� ���� � �� �� ��� ����� � �� ������� � �� �� ���������� � �� ��� � � �� �� �� �� �� �� ��



わり, 生産物勘定が設定されている. この生産物勘定により, 行和と列和の等号が成立する. 表��・���は, 合計増分試算表の表��・���に対応するものであるが, 行列形式では, １つの表で表示可能
である. この２つの表には, 同一の情報が含まれている.

��������������
表��の合計増分試算表は, 表８・���, 表９・���のＡ, Ｂの増分試算表を同一の表に記録したも
のである. 表��・���は, 表８・���, 表９・���のＡ, Ｂ２部門をそのまま並べたものである. 表��・���では, 給料受払, 現金, 貸付・借入金の合計は一致することが確かめられるが, 生産物 (産出,

小麦) に関する合計の一致に関しては, 確認しづらい. それを修正したものが, 表��・���である６.

表��・���では, 生産物の列を, Ｂと計の列の間に挿入することにより, 生産物の合計の一致が確
かめられる. 表��・���では, 生産物の列を挿入したために, 不要な勘定も生じている. 表��・���
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������������������ � � � � � � � � ������ � ��� ������� � �� ������ � �� ���� � �� ������� � ����� ������� � �� ������� ���� �������� � �� �� ������� � �� � ������� �� �� ��� ����� �� ����� � ����� �� �� ��
������������������ � � � � � � � � ������ � ��� ������� � �� �� ������� � �� �� ���� � �� �� ������� � �� �� �� �� �������������� � �� ���������� ���� �������� � �� �� ������� � �� � ������� �� �� ��� �������� �������������� �� �� ��

��� ����
����������� � � � � � � � � ����� � �� ��������� � �� ������ � �� ���� � ����� ������� � �� ������� ���� �������� � �� �� ������� � �� � ������� � �� ��� ����� �� �� � ����� �� �� ��
６ この表��・���が, �����の統合経済勘定 (���) のひな型である. ����������������������������������,���������������������������������������������������������������������������������������������������(����), �����������������



は, 表��・���に生産物のＴ字型勘定を付加するものである. この勘定により, 生産物勘定の左右
の一致が確かめられる. 表��・���では, 合計増分試算表の本体以外に, Ｔ字型勘定が表示される７.

������������������������������������������
現行体系 (『国民経済計算年報』, 以下 『年報』) は, 勘定形式の面からは, 必ずしも�����に基
づいた表示形式ではない. 現行体系は, ｢誰が誰と｣ の関係に基づいて作成されており, �����は,
｢誰が何を｣ の関係に基づいて作成されている. 『年報』 のフローに関する計数は, [�] 年度計数,
[�] 暦年計数, [�] 付表から構成されるが, 表��は, 暦年計数に関する目次を中心に示したもので
ある８.

[�] 暦年計数の基本となる体系は, Ⅰ�統合勘定で表示される. このほかに暦年計数は, Ⅱ�, Ⅲ�
の制度部門別勘定, Ⅳ�主要系列表から構成される. これらの表以外に, 表��は, [�] 付表に関し
て一部の表を提示している. 表��は, 表��の基本体系であるⅠ�統合勘定を�字型勘定で示したも
のである. また, それを行列形式で示したものが表��である.
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����������� ������������ � � � � � � ��� � � � � ��� ��� � �� ��� ��� �� �� � ��� �� ��� ������� ���� �� �� �� ���� �� ���� �� ������ �� �� �� �� �� ������ �� ������� �� ��� � �� ��� �� ��� �� ��� � �� ������� ��� �� ���� � �� ��� �� ���� ��� �� ��� ���� � �� � ��� ���� ����� �� �� ��� �� �� �� �� �� ��� �� ����� ���
��� ���

������������ � � � � � ������� � ��� ��� ��� �� �� ����� ����� ���� �� �� � ���� ����� �� ������ �� �� ����� �� ��� � �� ��� ���� ��� �� ����� �� ��� ���� � ���� �� �� ��� �� ��

７ 『年報』 のⅢ. �����マニュアルに従った勘定体系群�平成��暦年�の表は, 表��・���の表示形式である. 内
閣府経済社会総合研究所国民経済計算部�������(��) �(��) 頁.

８ 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部 (����)�(�)－(�)頁参照.
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����������
[１] 年度計数
[２] 暦年計数
Ⅰ. 統合勘定
Ⅱ. 制度部門別所得支出勘定 (一国経済と５制度部門)
Ⅲ. 制度部門別資本調達勘定 (５制度部門)
Ⅳ. 主要系列表
１. 国内総生産 (支出側)

名目, 実質 (連鎖方式), デフレーター (連鎖方式)
２. 国民所得・国民可処分所得の分配
３. 経済活動別国内総生産 (名目, 実質, デフレーター)

名目, 実質 (連鎖方式), デフレーター (連鎖方式)
実質 (固定基準年方式), デフレーター (固定基準年方式)

[３] 付表
１. 財貨・サービスの供給と需要
２. 経済活動別の国内総生産・要素所得
３. 経済活動別の就業者数・雇用者数, 労働時間
４. 経済活動別財貨・サービス産出表 (�表)
５. 経済活動別財貨・サービス投入表 (�表)
・・・・・・・・・・・・・・・・・��. 金融資産・負債の変動

出所：内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部 (����) (�)～(�) 頁.

���������������

１. 国内総生産勘定 (生産側及び支出側) 単位：兆円��� 雇用者報酬�������� 営業余剰・混合所得�������� 固定資本減耗�������� 生産・輸入品に課される税�������� (控除) 補助金�������� 統計上の不突合����� ������������������������ ��� 民間最終消費支出�������� 政府最終消費支出�������� 総固定資本形成��������� 在庫品増加��������� 財貨・サービスの輸出��������� (控除)財貨・サービスの輸入����� �������������������������
国内総生産 (生産側) ����� 国内総生産 (支出側) �����

��� �����������������
２. 国民可処分所得と使用勘定��� 民間最終消費支出�������� 政府最終消費支出�������� 貯蓄����� ������������� ��� 雇用者報酬�������� 海外からの雇用者報酬(純)������������ 営業余剰・混合所得�������� 海外からの財産所得 (純) ������������ 生産・輸入品に課される税�������� (控除) 補助金��������� 海外からのその他の経常移転(純) ��������� ���������������������������
国民可処分所得／国民調整可処分所得の使用 ����� 国民可処分所得／国民調整可処分所得 �����
３. 資本調達勘定
(�) 実物取引��� 総固定資本形成�������� (控除) 固定資本減耗�������� 在庫品増加��������� 海外に対する債権の変動����� ����������������� ��� 貯蓄�������� 海外からの資本移転等 (純) ������������ 統計上の不突合����� �����������
国民可処分所得／国民調整可処分所得の使用 ��� 国民可処分所得／国民調整可処分所得 ���
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(�) 金融取引��� 対外資産の変動(���) ��� ��� 海外に対する債権の変動(���)��� 対外負債の変動(���) ��������
対外資産の変動 ��� 海外に対する債権の変動および対外負債の変動 ���

４. 海外勘定
(�) 経常取引��� 財貨・サービスの輸出��������� 雇用者報酬 (支払) ������������ 財産所得 (支払) ������������ その他の経常移転(支払)������������� 経常対外収支����� ������������������� ��� 財貨・サービスの輸入��������� 雇用者報酬 (受取) ������������ 財産所得 (受取) ������������ その他の経常移転 (受取) ���������� �������������

支 払 ���� 受 取 ����
(�) 資本取引 ��� 経常対外収支�������� 資本移転等 (受取) ������������ (控除) 資本移転等 (支払) ��������� �����������

経常対外収支・資本移転による正味資産の変動 �����
(�) 金融取引��� 資産の変動����� ���� ��� 純貸出���／純借入���(資金過不足) �������� 負債の変動����� ��������

資産の変動 ���� 純貸出���／純借入���(資金過不足) および負債の変動 ����
出所：内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部 (����)� � � � � � � �

１.国内総生産勘定 (生産
側及び支出側) � 民間最終消費支出�����

政府最終消費支出���� 総固定資本形
成����
在庫品増加���� 財貨・サービス

の輸出���� �����
２.国民可処分所得と使用
勘定 �雇用者報酬�����営業余剰・混合

所得����
生産・輸入品に
課される税����
(控除) 補助金���� 海外からの雇用

者報酬受取���
海外からの財産
所得受取����
海外からのその
ほかの経常移転
受取��� �����

３.資本調達
勘定

���実物取引 �固定資本減耗�����統計上の不突合��� 貯蓄���� 海外からの
資本移転等
受取��� ��������金融取引 � 海外に対する

債権の変動���� 対外負債の
変動���� ���

４.海外勘定

���経常取引 � 海外への雇用者報酬
支払���
海外への財産所得支
払���
海外へのそのほかの
経常移転支払��� �������資本取引 � 海外への資本

移転等支払��� 経常対外収支����� ��������金融取引 � 対外資産
の変動��� 海外部門資金

過不足����� ����
計 � ����� ����� ����� ��� �� ����� ����

出所：内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部 (����)

��� ��������������
単位：兆円



�������������
表��は, 現行の 『年報』 の内容を, 統合勘定, 部門勘定, 付表, 主要系列表別に大雑把に示した
ものであるが, 統合勘定と, 部門勘定以下の表との関連性は明確ではない. 根本的な問題点は, Ⅰ.

統合勘定は, ｢誰が誰と｣ の表示形式であるが, Ⅱ., Ⅲ. の制度部門別所得支出勘定と, 資本調達

勘定は, ｢誰が何を｣ の表示形式で示されているという点である. このため, Ⅰ. 統合勘定と, Ⅱ.,

Ⅲ. の制度部門別勘定の間の関連性を見出しにくい. 以下, 問題点を列挙すると,

①国内総生産勘定に関する部門別勘定は明示されていない.

②付表に, 経済活動別の国内総生産・要素所得が示されているが, 国内総生産勘定に対応してい

るわけではない.

③統合勘定の国民可処分所得と使用勘定と, 制度部門別所得支出勘定の対応関係がはっきりして

いない. 同様に資本調達勘定と, 制度部門別資本調達勘定の関連性が不明瞭である.

④付表の財貨・サービスの供給と需要と, 統合勘定の関連性が不明瞭である.

このように, 現行体系は, 統合勘定が基本となる体系ではあるが, この統合勘定と, 他の諸表と

の関連性が必ずしも明瞭ではない. 現行の 『年報』 の勘定体系は, 関連性・一貫性の面において問

題をはらんでいる.

�������������
ここでは, �����の基本勘定に基づいた場合の勘定形式についてみておく９. 次の表��は, 表��
と同様に, �����の基本勘定を統合勘定に据えて, 他の付表との関係を示したものである. 表��
の統合勘定では, ５番目の勘定として財貨・サービス勘定 (生産物勘定) が付加される. �����
の基本勘定を, 統合勘定として採用することにより, 統合勘定と他の勘定との関係が明瞭になる.

具体的には,

①国内総生産勘定と部門別勘定の関係が明瞭になる：国内総生産勘定の形式と, 活動別勘定のそ

れは一致する.
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�������������������
統合勘定 部門勘定 付表 主要系列表

１.国内総生産勘定 (生産
側及び支出側)

経済活動別の国内総生産・
要素所得 １.国内総生産

２.国民可処分所得と使用
勘定 制度部門別所得支出勘定 ２.国民所得・国民可処分

所得の分配

３.資本調達勘定 制度部門別資本調達勘定 ３.経済活動別国内総生産

４.海外勘定

財貨・サービスの供給と
需要

９ ��ＳＮＡの基本勘定とは, 統合経済勘定 (����������������������������������, ���������������������������������������������������������������������������������������������������(����), �����������������) と考えられる.



②２.国民可処分所得と使用勘定と制度部門別所得支出勘定の関係が明瞭になる. 同様に, ３.

資本調達勘定と制度部門別資本調達勘定の関係が明瞭になる.

③また, 表��では, 活動勘定以外に, 取引項目勘定である財貨・サービス勘定が統合勘定に設定
されている. 財貨・サービスが設定されることにより, 付表の財貨・サービスの供給と需要の表の

関連性が生じてくる.

このように�����の基本勘定を, 『年報』 の統合勘定として採用することにより, 『年報』 の各
統計間の関連性・一貫性が確保される.

������������������������������������������型統合勘定は, 本来, 経常勘定, 蓄積勘定から導かれるが, ここでは, さきの表��の統
合勘定 (行列) と関連付けながら述べる��. 表��の利用にあたっては, この表��そのままではなく,
若干, 修正したものを考える. 修正するポイントは, 次の２点である. ①海外部門経常勘定の２分

割, ②一国経済�海外・活動別分類と活動・国内海外別分類.
①表��は, 一国経済と海外部門の７つの勘定から構成されているが, 表��は, 活動勘定と一国経
済・海外部門の関係を表示したものである. 一国経済は, ４勘定から, 海外部門は３勘定から構成

されている. 一国経済の経常勘定に関しては, 国内総生産と, 国民可処分所得と使用の２勘定に分

割されているが, 海外部門に関しては, 経常取引として, モノとショトクに関する取引が一括して

示されている. 海外に関しても, モノと, ショトクの２勘定に分割して表示することは可能である.

勘定の数の増える煩雑さをいとわなければ, 海外に関しても分割するほうが適切である.

経 済 学 論 集 第 �� 号

―��―

�������������������
統合勘定 部門勘定 付表 主要系列表

１.国内総生産勘定 経済活動別の国内総生産・
要素所得 １.国内総生産

２.国民可処分所得と使用
勘定 制度部門別所得支出勘定 ２.国民所得・国民可処分

所得の分配

３.資本調達勘定 制度部門別資本調達勘定 ３.経済活動別国内総生産

４.海外勘定

５.財貨・サービス勘定 財貨・サービスの供給と
需要

��� ��������������
一国経済 海外部門

国内総生産勘定 ○

国民可処分所得と使用勘定 (経常取引) ○ ○

資本調達勘定
実物取引 (資本取引) ○ ○

金融取引 ○ ○�� �����型統合勘定は, 表��中の統合勘定を意味する.



②さきの表��, ��では, �一国経済�海外・活動別分類に基づき, 勘定作成が行われている. つ
まり, 一国経済と海外部門が別個に表示され, 次いで各部門において活動別分類が行われている.

このほかの表示として, �活動・一国経済�海外別分類に基づく表示も可能である. つまり, 最初
に活動別分類を行い, 次いで一国経済, 海外部門を分けるやり方である. 表��は, 一国経済�海外・
活動別分類と各表示形式の関係を示したものである. 統合経済勘定表示では, 一国経済と海外部門

が並行して並べられており, �の形式に基づくものということができる. また行列表示 (｢誰が何

を｣) の形式も�の表示のほうが適している. 以下に提示される表示形式 (表��, 表��) では, �
の形式に基づく形式を表示する.

表��は, 上記①, ②を表にまとめたものである. 行に示されている, 海外１勘定は, 海外に関し
て経常取引が１勘定にまとめられていることを意味し, 海外２勘定は, 経常取引勘定が２つの勘定

に分割されていることを示している. ４つのケースが考えられる. ａは, 現行体系の分類である.

次に示される表��は, ｄの形式で表示したものである.
表��の海外に関する記述に基づき, 表��, ��は, それぞれ ｢誰が誰と｣, ｢誰が何を｣ を表示する
行列を記号で示したものである. さきの表��(または��) では, はじめに, 一国経済と海外部門が
分割され, 次いで活動別勘定が提示されているが, 表��, ��では, 最初に活動別勘定が示され, そ
の勘定ごとに一国経済と海外部門が分割される. これは, 統合経済勘定表示に対応するものである.

また表��が表��と異なる点は, 海外部門の経常勘定が, ２勘定に分割されていることである.
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��� �������������������字型勘定 行列 統合経済勘定
誰・誰 誰・何�一国経済�海外・活動別分類 ○ ○ △ △�活動・一国経済�海外別分類 ○ ○ ○ ○��� ���������

一国経済�海外・活動別分類 活動・一国経済�海外別分類
海外�勘定 � �
海外�勘定 � �

��� ������������������������
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

生産勘定
一国経済
海外部門

�� Ｐ Ｘ
Ｍ

Ｃ Ｉ

所得の分配・
使用勘定

一国経済
海外部門

�� Ｙ Ｔ Ｔ��
Ｔ��

資本調達勘定
(実物取引)

一国経済
海外部門

�� �� Ｋ Ｋ��
Ｋ��

資本調達勘定
(金融取引)

一国経済
海外部門

�� Ａ
－Ａ

Δ� Δ���
Δ���



表��の記号�：中間消費, �：最終消費, �：投資 (資本形成), �：輸出, �：輸入, �：一国経済内部の所
得受払, ���：海外からの所得受取, ���：海外への所得支払, �：付加価値, �：貯蓄, �：一国経
済内部の資本移転の受払, ���：海外からの資本移転受取, ���：海外への資本移転支払, �：海外
部門資金過不足, Δ�：国内部門間金融資産・負債純増, Δ���：海外からの負債純増, Δ���：海外
への金融資産純増.

表��は, 新たな統合勘定のひな型である. 表��は, 表��と異なり, 各活動勘定は, 部門勘定と取
引項目勘定から構成されている. 部門は, 一国経済と海外部門から成る. 所得の分配・使用勘定は,
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��� ����������������������������� � � � � � � � � �� �� �� �� �� �� �� ��������� � � � � � ����� ���� � ����� ����������� ����� � ��� ���������������� � ��� �������� � ��� �������� � ��� ���������� � ������ � � ��� ��� ��� ��� ������ �� ���� ���� ���� ���� �������������������� �� ����� ������������ �� ������ �� � ����� ������ �� � �������������������������� �� ������ ���������� �� � ���������� �� �� ��������� ������������������������������� 単位：兆円� � � � � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� ��������� � ����� ���� ����� ���� ��������� ���� � ��� ������� � ���� �������������� ����� � ����� ��� ����������������� � ���� �������� � ���� ���� ��������� � ����� ��� ����������� � ������ ���������� � ����� ����� ���� ����� ����� ������ ���������� �� ���� � ��� ��� ������������������� �� ���� ��� ����������� �� ��� ������� �� �� ���� ��� �������� �� ����� ��� �������������������������� �� ���� ���� ������� �� ���� ���� �������� �� ����� � ����� �� ����� ��� ���� ����� ���� ����� ����� ������ ���� ��� ���� ��� ���� ����� ��� ���� ����
出所：内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部 (����)



取引項目として, 雇用者報酬, 生産・輸入品に課される税, 財産所得, その他の経常移転, 固定資

本減耗を明示する (固定資本減耗は, 所得の分配・使用勘定と資本調達勘定 (実物取引) 双方の勘

定に関連する取引項目である). 資本調達勘定 (実物取引) は, 資本移転, 固定資本減耗, 統計上

の不突合を明示する. 資本調達勘定 (金融取引) は, 金融資産・負債を明示する. 財貨・サービス

勘定は, 複数の活動勘定の取引項目であるので, どの活動勘定にも属させずに, あたかも活動 (部

門) 勘定のように表示している. 固定資本減耗は, 所得の分配・使用勘定と, 資本調達勘定 (実物

取引) の取引項目であるが, ２つの勘定には所属させずに, 便宜上, 所得の分配使用勘定の項目と

して扱った.

表��の記号�：産出, �：中間消費, �：最終消費, �：総投資 (総資本形成), �：輸出, �：輸入, �：付加
価値, ����：���：一国経済の雇用者報酬支払, ���：一国経済の雇用者報酬受取, ����：海外部門の
雇用者報酬支払, ����：海外部門の雇用者報酬受取, ���：一国経済の生産・輸入品に課される税支
払, ���：一国経済の生産・輸入品に課される税受取, ���：一国経済の財産所得支払, ���：一国経
済の財産所得受取, ����：海外部門の財産所得支払, ����：海外部門の財産所得受取, ���：一国経済
の経常移転支払, ���：一国経済の経常移転受取, ����：海外部門の経常移転支払, ����：海外部門の
経常移転受取, ����：財貨・サービスの対外収支, �：固定資本減耗, �����：一国経済の資本移転支
払�����：一国経済の資本移転受取, �����：海外部門の資本移転支払, �����：海外部門の資本移転受
取, ��：統計上の不突合, Δ�����：一国経済の金融資産純増, Δ�����：一国経済の金融負債純増,
Δ�����：海外部門の金融資産純増, Δ�����：海外部門の金融負債純増, �：経常対外収支, �：純貸
出. ��������
表��は, 表��に 『年報』 の数値をあてはめたものである. ここでは, 表��の数値が 『年報』 から

どのように得られるか説明する. 表��は, 表��の記号に関して出所別に分類したものである. 表��
の大半の数値は表��の統合勘定から得られる. 表��から得られないデータを書き出すと表��のよう
になる.
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項目 出所

産出, 中間消費 『年報』 �������頁
雇用者報酬支払, 生産・輸入品に課される税
支払 所得の発生勘定 『年報』 �����頁
雇用者報酬受取, 生産・輸入品に課される税
受取, 財産所得受払い 第１次所得の配分勘定

経常移転受払い 所得の第２次分配勘定

資本移転受払い 資本調達勘定 (実物取引) 『年報』 �������頁
金融資産・負債純増 資本調達勘定 (金融取引) 『年報』 �������頁



産出：�����, 中間消費：�����は, 経済活動別国内総生産・要素所得の表から導かれる��. 付加
価値は, �����で, この数値は, 表２における統計上の不突合���を除いた他の４成分の数値合計と
一致する. 財貨・サービス勘定に関しては, 行和, 列和ともに�����である.
表��の国内部門の一連の所得受払は, 一国経済に関する, 所得の発生勘定, 第�次所得の配分勘
定, 所得の第２次分配勘定から得られる. 国内部門の資本移転受払, 金融資産・負債純増は, ５つ

の制度部門に関する資本調達勘定, 実物取引の資本移転受払項目, 金融取引の金融資産・負債項目

を, それぞれ合計することにより得られる. 一国経済に関する資本移転受払項目, 金融資産・負債

純増項目の導出は, 若干煩雑であるので, 表��に, その数値を提示した. 各制度部門の金融資産純
増の合計額は, 『年報』 に明記されているが, 金融負債純増の合計額は, 各負債項目を合計するこ

とにより求めなければならないので, その内訳を下に示した.

表��は, 行列形式で統合勘定を表示したものであるが, 次の表��は, 統合経済勘定形式で, 統合
勘定を表示したものである. 基本的に, 表��と表��は同一情報を提供するものである.��������
表��は, 現行体系の目次と, �����に準拠した新たな目次を対比的に示したものである. Ⅰ. 統
合勘定は, ５勘定から構成されている. １�生産勘定は, 現行の国内総生産と総支出勘定から名称
と形式が変更されている. ５�財貨・サービス勘定は, 新たに設定された勘定である. Ⅱ. は, 現
行体系の付表２. 経済活動別国内総生産・要素所得を配置した. これは, Ⅰ. の１�生産勘定が活
動別に表示されることに対応するものである. Ⅴ. には, 付表１�の財貨・サービスの供給と需要
表が示される. これは, Ⅰ. ５�の財貨・サービス勘定に対応するものである. このように表示す
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��� �����������
単位：��億円

非 金 融
法人企業 金融機関 一般政府 家 計 対家計民間

非営利団体 計(一国経済)

資本移転受取 ����� ����� ������ ��� �� ������
資本移転支払 ��� ����� ����� ����� � ������
金融資産純増 ������ ������ ����� ������ ����� ������
金融負債純増 ������� ������� ������ ������ ����� ������
現金・預金 �����
借入 ������� ����� ������ ������ ����
株式以外の証券 ����� ������� ������
株式・出資金 ����� ������ ��� �
金融派生商品

保険・年金準備金 ������
その他の負債 ������� ������� ����� ����� �����

出所：内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部 (����) �������頁.

�� 末尾の付表１参照.



ることにより, Ⅰ. 統合勘定の海外勘定を除く４勘定と, Ⅱ. からⅤ. の対応関係が明らかになる.

表��のⅤ. 財貨・サービス勘定は, Ⅰ. 統合勘定の５�財貨・サービス勘定に対応すべく表示さ
れたものである. 資料としては, 末尾の付表２の財貨・サービスの供給と需要が利用される. 表��
は, ２つの財貨・サービス勘定を示したものである��. (�) は, 表��と付表１に基づき得られたも
ので, (�) は, 付表２から導かれたものである. 表��の２つの表は, 表示形式の相違によるもので
あるが, 『年報』 中のデータからは, 表��の (�) と (�) の関連性を明らかにすることはできない.
その意味では, Ⅰ. ５�財貨・サービス勘定と, Ⅴ. 財貨・サービス勘定 (生産物別) の表は整合

性を欠いている. (�) と (�) の表の関連性を明示することにより, 財貨・サービス勘定間の関係
を明らかにすることが望ましい��.
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��� ��������������������
単位：兆円��������� ��������������� � � � ������� � � ���� ������������� ���� � � ������� � � � ������ ����� �� ����� ���������� � ����� ��������� ����� ��������� ���� ���������� ���� ����� � ���� ���� ���������� ���� ��������� ���� ��������� ����� ���� ������������������������� ����� ��� ���������� ����� ��� ��������� ������������������� ���� ��������� ���� �������� ����� ��� ���������� ��� ��������� ����� ��� ����������� ������ ����������� ����������� ����� ���������� ����� ������������� ���� ����� ������������������������� ���� ����������� ���� �������� ��� �������� ���� ��� ���������� ��������������� ��� ������� ��� ������ ����� ������������������������� ���� ����� ����������� ��� ���� ������������� ���� ��� �������� �����

出所：内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部 (����)
�� 表��の計の欄は, 四捨五入の関係で数値が一致しない.�� 『年報』 中のⅢ. �����マニュアルに従った勘定体系群 (平成��暦年) の財貨・サービス勘定は, 表��財貨・
サービス勘定 (２) に基づき, 勘定体系群は, 表��の (１) に基づいているので, 数値の整合性は保証され
ない. 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部 (����) (��)－(��) 頁.



表��は, 新統合勘定の表示形式を示したものである. 部門分割に関しては, 一国経済と海外部門
から構成される, 活動勘定に関しては, 生産, 所得の分配・使用, 蓄積の３勘定からなる. 海外部

門に関しては, 生産勘定ではなくて, 財貨・サービスの対外勘定の名称が用いられる. 取引勘定と

経 済 学 論 集 第 �� 号

―��―

������� ������������
Ⅰ統合勘定 Ⅰ統合勘定

１.国内総生産と総支出勘定 １.生産勘定

２.国民可処分所得と使用勘定 ２.国民可処分所得と使用勘定

３.資本調達勘定 ３.資本調達勘定

４.海外勘定 ４.海外勘定

５.財貨・サービス勘定

Ⅱ. 活動別生産勘定

Ⅲ. 制度部門別所得支出勘定 Ⅲ. 制度部門別所得支出勘定

Ⅳ. 制度部門別資本調達勘定 Ⅳ. 制度部門別資本調達勘定

Ⅴ. 財貨・サービス勘定 (生産物別)

Ⅵ. 主要系列表 Ⅵ. 主要系列表

Ⅶ. 付表 Ⅶ. 付表

１.財貨・サービスの供給と需要

２.経済活動別国内総生産・要素所得

��� �������������������������������
��� ������������

財貨・サービス勘定 (１) 単位：兆円

産 出 ����� 中間消費 �����
産業等小計 ����� 最終消費支出 �����
輸入品に課される税・関税 ��� 総資本形成 ����
(控除) 総資本形成に係る消費税 －��� 輸出 ����

輸入 ����
統計上の不突合 ���
計 ����� 計 �����
財貨・サービス勘定 (２) 単位：兆円

産業等小計 ����� 中間消費 �����
産出額 ����� 最終消費支出 �����
運輸・商業マージン ���� 総資本形成 ����

輸入 ���� 輸出�������価格) ����������価格 ��
輸入品に課される税・関税 ���
(控除) 総資本形成に係る消費税 ����

計 ����� �����
出所：内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部 (����)



して財貨・サービス勘定が示される.

新統合勘定の体系は, 既に表��(行列表示), 表��(統合経済勘定表示) に示されているが, 表��
は, それを�字型勘定で示したものである.『国民経済計算年報』 表示形式に関する一考察
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��� ��������
一国経済 海外部門

活動勘定

生産勘定 ��� ���
所得の分配・使用勘定 ��� ���
蓄積勘定 ���, ��� ���, ���

財貨・サービス勘定 �������������������������� �������������� ���������������� ����� ���� ����������������������������� ��������������� �������� ��������� ������� ������� ��������� ��������� ���� ���� ������������������������ ��������� �������������� ����������� ���� ������ �������������������������� ������������� ����������� ���� ����� ����
出所：内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部 (����)

����������� ������� ��������� ������ ������ ����������������������� ��������� �������������������� ��������� ��������� ������������������� �������� ��������� ����������� ��������� ������� ���������� ������� �������� ��������������������������� ������ ���������� ���������� ���������� ������������� ����������������������������� ����� ����������������������� �� ���������� ����� ������� ���������������� ��������� ��������������� �������������� ����������� ��������� ������������ ����� ������ �����

��� �����



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(����), �����������������������������������������������������������������������������(経済企画庁経済研究所国民所得部編 『����年改訂国民経済計算の体系』 (上
巻・下巻・索引) 社団法人経済企画協会, ����).���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������, �������.

内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部(�����『国民経済計算年報 (平成��年版)』 メディアランド株式会社.
嶌村剛雄 (����) 『簿記の学び方 １入門編』 中央経済社.���������������, ���������������������������������������������(能勢信子訳 『社会会計の構造』 同文舘�����)����������(����), �����������������������������������(能勢信子訳 『国民経済計算』 同文舘, ����)�
武野秀樹������『国民経済計算入門』 有斐閣.�������������(����), �������������������������������������������������������������������������(経
済企画庁経済研究所国民所得部訳 『新国民経済計算の体系─国際連合の新しい国際基準─』 経済企画庁�����)
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平
成
��暦年(����)名目

(単
位
：
��億円)

項
目

経
済
活
動
の
種
類

産
出
額

(生
産
者
価
格
表
示
)

(１
)

中
間
投
入

(２
)

国
内
総
生
産

(生
産
者
価
格
表
示
)

(３
)＝
(１
)－
(２
)

固
定
資
本
減
耗

(４
)

国
内
総
生
産

(生
産
者
価
格
表
示
)

(５
)＝
(３
)－
(４
)

生
産
･輸
入
品
に
課
さ

れ
る
税
(控
除
)補
助
金

(６
)

国
内
要
素
所
得

(７
)＝
(５
)－
(６
)

雇
用
者
報
酬

(８
)

営
業
余
剰
･

混
合
所
得

(９
)＝
(７
)－
(８
)

１
.
産
業

(１
)
農
林
水
産
業

(２
)
鉱

業
(３
)
製
造
業 �.食料品 �.繊維 �.パルプ・紙 �.化学 �.石油・石炭製品 �.窯業・土石製品 �.一次金属 �.金属製品 �.一般機械 �.電気機械 �.輸送用機械 �.精密機械 �.その他の製造業

(４
)
建
設
業

(５
)
電
機
・
ガ
ス
・
水
道
業

(６
)
卸
売
・
小
売
業

(７
)
金
融
・
保
険
業

(８
)
不
動
産
業

(９
)
運
輸
・
通
信
業

(��)サービス業

��������� �������� ����� ��������� �������� ������� ������� �������� �������� ������� �������� �������� �������� � ������� �������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������������������ ������� ����� ��������� �������� ����� ������� �������� �������� ������� �������� ������� �������� ����� ��� �������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� �������� ����������������� ������� ����� �������� �������� ����� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� �� ������ ������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ����������������� ������� ����� �������� ������� ���� ����� ������� ����� ����� ������� ����� ������� ������� ������� ����� �� ����� ������� ������� ������� ������� �������� ������� ����������������� ������� ����� �������� �������� ����� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��� ���� ������� ������� �������� ������� �������� �������� �������� �������� ���������������� ����� ���� �������� ������� ����� ����� ����� ������� ����� ����� ����� ����� ������� ������� ����� ������� � ������ ������� ������� ‐���� ������� ������� ���������������� ������� ����� �������� ������� ����� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ���� ��� ������� ������� �������� ������� �������� �������� �������� �������� ����������������� ������� ����� �������� ������� ����� ������� ������� ����� ������� ������� ������� ������� ������� ������ � ����� ������� �������� ������� �������� �������� ������� �������� ���������������� ������� ‐���� ������� ������� ‐����� ����� ������� ������� ‐���� ����� ‐����� ‐������� ‐������� ����� ���� ‐ ���� ������� ������� �������� �������� �������� ������� ��������
２
.
政
府
サ
ー
ビ
ス
生
産
者

(１
)
電
気
・
ガ
ス
・
水
道
業

(２
)
サ
ー
ビ
ス
業

(３
)
公
務

�������� ������� �������� ���������������� ������� ������� ���������������� ������� �������� ���������������� ������� ������� ��������������� ����� ������� ������������ ��� ��� ������������ ����� ������� ���������������� ����� ������� ����������� ��� ��� ���
３
.
対
家
計
民
間
非
営
利
サ
ー
ビ
ス
生
産
者

(１
)
サ
ー
ビ
ス
業

�������� ��������������� �������
�������� ��������������� �������

������� ������������ �����
������� �������������� �������

��� ���
小

計
�����������������

����������
�����������������

���������
�����������������

���������
輸
入
品
に
課
さ
れ
る
税
・
関
税
(控
除
)

総
資
本
形
成
に
係
る
消
費
税
帰
属
利
子

������� ������� ���‐ ��� ��������������� �������
‐
����������� ��� ���������� �������

‐
��������������� ������� ������ ���

‐
����������� ��� ������ ���

‐
��������

合
計

�����������������
����������

�����������������
���������

�����������������
���������

出
所
：
内
閣
府
経
済
社
会
総
合
研
究
所
国
民
経
済
計
算
部
(����)
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平
成
��暦年(����)

(単
位
：
��億円)

項
目

財
貨
・
サ
ー
ビ
ス

供
給

需
要
(購
入
者
価
格
表
示
)

産
出
額

輸
入

運
輸
・
商
業

総
供
給

中
間
消
費

政
府

現
実
最
終
消
費

(集
合
消
費
支
出
)

国
内
家
計

現
実
最
終

消
費

総
固
定

資
本
形
成

在
庫
品
増
加

輸
出

(������価格)
(生
産
者

価
格
表
示
)

������ 価格輸
入
品
に

課
さ
れ
る

税
・
関
税

マ
ー
ジ
ン

(需
要
計
)

国
内
家
計

最
終
消
費

支
出

対
家
計
民
間
非

営
利
団
体
最
終

消
費
支
出

政
府
現
物
社
会

移
転

(個
別
消
費
支
出
)

１
.
産
業

(１
)
農
林
水
産
業

(２
)
鉱

業

(３
)
製
造
業 �.食料品 �.繊維 �.パルプ・紙 �.化学 �.石油・石炭製品 �.窯業・土石製品 �.一次金属 �.金属製品 �.一般機械 �.電気機械 �.輸送用機械 �.精密機械 �.その他の製造業

(４
)
建
設
業

(５
)
電
気
・
ガ
ス
・
水
道
業

(６
)
卸
売
・
小
売
業

(７
)
金
融
・
保
険
業

(８
)
不
動
産
業

(９
)
運
輸
・
通
信
業

(��)サービス業
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