
中
国
の
経
済
成
長
に
よ
っ
て
、
日
本
は
米
国
に
次
ぐ

世
界
２
位
の
経
済
大
国
の
座
を
明
け
渡
し
、
現
在
は
３

位
で
あ
る
。
あ
い
か
わ
ら
ず
大
国
だ
と
考
え
る
の
か
、

昔
日
の
隆
昌
を
懐
か
し
む
の
か
は
人
に
よ
る
、
あ
る
い
は

そ
の
日
の
気
分
に
よ
る
の
だ
ろ
う
が
、
日
本
の
１
人
当

た
り
国
民
所
得
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
と
同
じ
で
あ
る
）
は
世
界
16

位
か
ら
19
位
あ
た
り
に
い
る
（
為
替
レ
ー
ト
で
変
動
す

る
）。
つ
ま
り
大
国
で
も
何
で
も
な
い
。
人
口
１
０
０
万

人
以
上
の
国
の
中
で
1
位
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
あ
る
。
金
額

で
い
う
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
約
８
万
４
千
ド
ル
、
日
本
は
ち
ょ

う
ど
こ
の
２
分
の
１
で
あ
る
。
と
て
も
追
い
つ
く
気
が
し

な
い
ほ
ど
の
格
差
が
あ
る
。
そ
し
て
も
っ
と
「
不
都
合

な
真
実
」
は
、
北
欧
諸
国
が
い
ず
れ
も
日
本
よ
り
上
位

に
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
だ
け
な
ら
、
こ
の
国

は
資
源
大
国
な
の
で
わ
か
ら
な
く
も
な
い
。
し
か
し
実

際
に
は
、
北
欧
の
国
民
所
得
の
高
さ
は
資
源
の
お
か
げ

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

米
国
が
日
本
の
目
指
す
べ
き
モ
デ
ル
で
は
な
く
な
っ
た

現
在
、
で
は
ど
こ
を
、
何
を
手
本
と
す
る
の
か
。
国
民
的

な
合
意
は
な
い
と
は
い
え
、
北
欧
が
参
考
に
な
る
と
い
う

意
見
が
高
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
と
は
い
え
、
日
本

に
は
北
欧
に
関
す
る
知
見
の
蓄
積
が
と
ぼ
し
い
。
か
つ
て

の
日
本
は
、
北
欧
と
は
高
福
祉
高
負
担
の
国
で
あ
り
参

考
に
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
。
情
報
が
入
り
に
く
い
と

い
う
よ
り
、
必
要
と
考
え
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
考

え
て
み
る
と
、
高
福
祉
高
負
担
で
経
済
に
活
力
が
な
い

国
に
日
本
が
1
人
当
た
り
国
民
所
得
で
劣
る
と
い
う
の

は
い
か
に
も
お
か
し
い
。
ど
こ
か
に
誤
解
が
あ
る
。
以
下

で
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
を
主
に
と
り
あ
げ
て
参
考
に
な
る
点

を
考
え
て
み
た
い
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
強
い
三
つ

の
理
由

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
第
一
の
特
徴
は
、
自
国
通
貨
を
持
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
ユ
ー
ロ
圏
諸

国
に
は
自
国
通
貨
が
な
い
。
自
国
通
貨
が
あ
れ
ば
経
済

が
停
滞
し
た
場
合
通
貨
が
切
り
下
げ
ら
れ
て
輸
出
競
争

力
が
高
ま
り
経
済
が
回
復
す
る
。
国
が
小
さ
い
の
で
Ｇ
Ｄ

Ｐ
に
占
め
る
輸
出
入
の
割
合
は
高
く
、
そ
れ
だ
け
為
替

変
動
が
経
済
に
影
響
を
及
ぼ
し
や
す
い
の
で
あ
る
。
ギ
リ

シ
ャ
の
通
貨
は
ユ
ー
ロ
な
の
で
こ
の
方
法
を
と
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

第
二
に
、
意
外
に
解
雇
が
容
易
で
あ
る
。
欧
州
と
い

う
と
、
と
く
に
大
陸
で
は
解
雇
が
難
し
い
と
思
わ
れ
て
い

る
が
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
業
績
不
振
で
解
雇
で
き
る
。

そ
う
書
く
と
い
か
に
も
厳
し
そ
う
だ
が
、
就
労
者
の
平

均
在
職
年
数
は
日
本
よ
り
短
い
も
の
の
米
国
よ
り
長
い
。

ま
た
平
均
失
業
期
間
は
日
本
よ
り
短
い
。
よ
く
言
え
ば

産
業
間
・
企
業
間
の
労
働
移
動
が
円
滑
で
あ
る
。
業
績

不
振
の
企
業
が
雇
用
者
を
抱
え
込
む
と
、
成
長
部
門
・

企
業
へ
の
人
材
流
入
が
阻
害
さ
れ
る
し
、
当
該
企
業
の
平

均
賃
金
は
下
が
る
だ
ろ
う
（
日
本
の
こ
と
で
あ
る
）。
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
は
同
一
労
働
・
同
一
賃
金
が
原
則
な
の
で
、

収
益
力
の
低
い
会
社
や
産
業
が
賃
金
を
引
き
下
げ
て
生

き
延
び
る
こ
と
が
難
し
い
。

第
三
に
、
産
業
別
就
業
者
数
を
日
本
と
比
較
す
る
と

「
公
務
」「
教
育
」「
保
健
衛
生
・
社
会
事
業
」
の
割
合
が

か
な
り
高
い
。
こ
れ
ら
の
産
業
に
は
税
・
社
会
保
険
収

入
等
の
公
費
が
充
当
さ
れ
て
い
る
。
高
福
祉
高
負
担
と

言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
公
費
で
人
が
雇
用
さ
れ
、
消

費
を
行
う
こ
と
で
経
済
が
安
定
す
る
。
高
負
担
で
あ
れ

ば
貯
蓄
が
減
少
す
る
が
、
高
福
祉
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て

貯
蓄
の
必
要
性
が
低
い
。
ち
な
み
に
日
本
が
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
と
比
べ
て
就
業
者
割
合
が
高
い
の
は
製
造
業
と
卸
小

売
業
で
あ
る
。
日
本
は
流
通
業
な
い
し
流
通
シ
ス
テ
ム
の

合
理
化
が
依
然
と
し
て
課
題
な
の
だ
ろ
う
。

労
働
移
動
の
円
滑
化
を

さ
て
、
日
本
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
何
を
参
考
に
す
べ
き

か
。
一
つ
は
、
今
後
さ
ら
に
進
ん
で
い
く
高
齢
化
社
会
に

向
け
て
医
療
福
祉
・
介
護
の
就
労
者
を
増
や
す
こ
と
で

あ
る
が
、
そ
の
原
資
は
税
、
健
康
保
険
、
介
護
保
険
で

あ
る
。
介
護
保
険
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
で
、
中
年
女
性

の
就
労
率
が
著
し
く
上
昇
し
た
こ
と
は
、
こ
の
連
載
の
第

２
回
で
説
明
し
た
と
お
り
で
あ
り
実
現
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

残
る
の
は
税
収
増
だ
が
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
２
倍
を
超
え
る
公
的

債
務
を
考
え
る
と
、
消
費
税
を
や
が
て
は
10
％
に
す
る

と
し
て
も
「
焼
け
石
に
水
」
で
あ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
型

の
「
大
き
な
政
府
」
は
、日
本
で
は
実
現
し
そ
う
に
な
い
。

な
お
念
の
た
め
に
言
え
ば
、ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
保
健
衛
生
、

社
会
事
業
の
就
業
者
は
趨
勢
と
し
て
は
減
少
し
て
い
る
。

い
く
ら
大
き
な
政
府
が
よ
い
と
言
っ
て
も
歳
出
を
む
や
み

に
増
や
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
の
部
門
で

も
効
率
化
努
力
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
も
見
習
っ
て

お
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

現
在
の
よ
う
な
人
手
不
足
を
前
提
と
す
る
と
、
一
番

参
考
に
な
る
の
は
労
働
移
動
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
前
述
の
よ
う
に
、
日
本
は
社
員
の
雇
用
を
守
り
、

平
均
賃
金
が
下
が
る
。
結
果
と
し
て
こ
れ
が
消
費
支
出

を
押
し
下
げ
、
経
済
が
停
滞
す
る
し
、
成
長
部
門
へ
の

人
材
投
入
が
進
ま
な
い
。
米
国
に
は
も
は
や
勢
い
が
な
い

と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
経
済
成
長
率
は
日
本
を
上
回
る
。

米
国
は
ち
ょ
っ
と
す
ご
い
国
で
、
か
つ
て
経
済
が
停
滞
し

て
い
た
時
期
に
、
日
本
で
言
う
経
済
白
書
に
、
企
業
倒

産
は
起
業
が
多
い
と
い
う
前
提
が
あ
れ
ば
産
業
構
造
の

変
化
を
も
た
ら
す
の
で
よ
い
と
書
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
弱
肉
強
食
型
は
格
差
を
拡
大
す
る
の
で
好
ま
し

く
な
い
と
い
う
の
が
近
年
の
日
本
人
の
考
え
方
だ
っ
た

が
、
気
が
つ
く
と
日
本
も
相
当
な
格
差
社
会
で
、
超
高

額
所
得
者
は
少
な
い
が
貧
困
率
が
高
い
と
い
う
「
下
向

き
の
格
差
社
会
」
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
米
国
流
を
離

れ
、
参
考
に
し
よ
う
と
思
っ
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
を
調
べ
て

み
る
と
、
そ
の
労
働
政
策
は
解
雇
が
容
易
で
社
会
保
険

部
門
も
就
業
者
数
を
減
ら
す
た
め
に
努
力
す
る
と
い
う
、

「
大
き
な
政
府
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
る
現
実
が
見
い

だ
せ
る
。

お
そ
ら
く
、
労
働
移
動
が
円
滑
に
進
む
国
に
な
ら
な

い
限
り
、
人
手
不
足
、
平
均
賃
金
の
低
下
、
下
向
き
の

格
差
社
会
と
い
っ
た
問
題
は
解
決
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
。

言
い
に
く
い
こ
と
だ
か
ら
あ
え
て
書
け
ば
、
雇
用
を
守
る

と
い
う
政
策
は
、
人
手
不
足
を
前
提
と
す
る
と
、
程
度

問
題
と
は
い
え
誤
り
な
の
で
は
な
い
か
。

な
お
日
本
の
労
働
移
動
の
多
く
は
非
正
規
労
働
者
に

よ
る
も
の
と
言
え
る
が
、
こ
の
移
動
は
景
気
変
動
の
緩
衝

装
置
で
は
あ
っ
て
も
「
産
業
間
の
職
業
能
力
の
移
転
」
に

は
な
ら
な
い
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
対
応
策
は
正

社
員
の
流
動
性
を
高
め
る
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
か
な
り
難

し
い
。
と
な
る
と
残
る
施
策
は
、
非
正
規
労
働
者
の
職

業
能
力
を
「
非
正
規
の
ま
ま
」
高
め
る
こ
と
で
あ
る
。
正

社
員
化
を
す
す
め
る
と
、
現
在
の
日
本
で
は
上
述
し
た

能
力
移
転
が
進
ま
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
能
力
向
上
と

円
滑
な
移
動
が
同
時
に
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

北欧モデル

人
手
不
足
時
代
の

人
材
サ
ー
ビ
ス
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日本とスウェーデンの産業別就業者割合

スウェーデン
（2011）

日本
（2008）

農林水産 2.0 4.2 

製造業 12.0 18.4 

建設 6.7 8.4 

卸小売 12.2 18.3 

宿泊飲食 3.1 5.2 

金融保険 2.1 2.6 

公務 6.0 3.5 

教育 10.8 4.5 

保健衛生・社会事業 15.5 9.4 

（％）
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