
・
報
復
関
税
→
輸
出
型
製
造
業
の
雇
用
減

・
輸
入
関
税
に
よ
る
国
内
企
業
の
原
料
高
→
業
績
悪
化

と
雇
用
減

・
輸
入
関
税
に
よ
る
物
価
上
昇
→
消
費
停
滞

そ
し
て
貿
易
戦
争
の
言
わ
ば
外
側
で
は
、
関
税
増
収

を
原
資
と
し
た
産
業
･
雇
用
施
策
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
ト
ラ
ン
プ
氏
が
約
束
し
た
10
年
間
で
１
・
５
兆
ド

ル
の
減
税
は
、
消
費
拡
大
→
輸
入
増
→
貿
易
赤
字
拡
大

と
い
う
ト
レ
ン
ド
を
確
実
に
も
た
ら
す
。

○
確
実
な
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い

つ
ま
り
、
確
実
に
い
え
る
の
は
、
確
実
な
こ
と
が
ほ

と
ん
ど
な
い
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。
貿
易
赤
字
は
、

減
る
か
も
し
れ
な
い
し
増
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
企
業

収
益
も
雇
用
も
同
じ
で
あ
る
。
物
価
は
上
が
る
だ
ろ
う
。

だ
か
ら
中
央
銀
行
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）
は
量
的
緩
和
収
束
の
一

環
と
し
て
金
利
を
上
げ
て
行
き
た
い
が
、
大
統
領
は
こ

れ
に
不
快
感
を
示
し
た
。
政
府
は
中
央
銀
行
の
政
策
に

介
入
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
ル
ー
ル
が
あ
る
の
だ
が

お
か
ま
い
な
し
で
あ
る
。
相
対
の
交
渉
が
、「
国
と
国
」

か
ら
「
国
と
中
央
銀
行
」
に
も
及
ん
だ
と
い
う
べ
き
か
。

た
だ
し
確
実
な
こ
と
が
二
つ
あ
る
。
第
一
は
先
行
き

の
予
見
可
能
性
の
低
下
に
伴
い
、
金
融
投
資
資
金
が
株

式
か
ら
逃
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
理
由
で
円
が
買
わ

れ
る
。
日
本
株
に
と
っ
て
は
厳
し
い
状
況
で
あ
る
。

第
二
は
世
界
貿
易
の
拡
大
の
た
め
に
は
、
同
時
に
グ

ロ
ー
バ
ル
･
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
（
貿
易
不
均
衡
）
に
も
配

慮
が
必
要
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が

「
吠
え
た
」
お
か
げ
で
、
世
界
は
や
っ
と
こ
の
こ
と
に
気

づ
き
始
め
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

体
と
し
て
の
経
済
成
長
が
実
現
す
る
と
い
う
の
が
い
わ

ば
常
識
で
あ
る
。
だ
か
ら
米
国
が
輸
入
品
の
関
税
を
上

げ
る
の
は
よ
く
な
い
と
い
う
話
に
な
る
の
だ
が
、
国
と

国
と
の
交
渉
は
、
世
界
経
済
の
発
展
よ
り
国
益
を
目
的

と
し
て
行
わ
れ
る
。
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
に
と
っ
て
は
、

貿
易
自
由
化
よ
り
米
国
の
貿
易
赤
字
の
縮
小
の
ほ
う
が

優
先
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
米
国
と

交
渉
す
る
国
々
も
自
国
の
利
益
の
た
め
に
交
渉
す
る
。

こ
の
観
点
か
ら
言
え
ば
立
ち
居
地
が
微
妙
な
の
は
Ｅ
Ｕ

で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
は
国
で
は
な
い
の
で
、
Ｅ
Ｕ
全
体
の
利

益
に
プ
ラ
ス
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
国
に
よ
る
立

場
の
違
い
で
意
見
が
ま
と
ま
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ

の
意
味
で
は
、
７
月
下
旬
に
米
国
と
Ｅ
Ｕ
と
の
間
で
、

自
動
車
を
除
き
関
税
の
撤
廃
を
目
指
す
こ
と
が
確
認
さ

れ
た
の
は
、「
国
で
は
な
い
Ｅ
Ｕ
」
の
よ
い
点
が
発
揮
さ

れ
た
例
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

な
お
念
の
た
め
に
言
え
ば
、
自
動
車
の
関
税
は
米
国

か
ら
Ｅ
Ｕ
各
国
が
輸
入
す
る
場
合
は
10
％
、
米
国
が
輸

入
す
る
場
合
は
２
・
５
％
で
あ
る
。
米
国
は
総
じ
て
言

え
ば
関
税
率
の
低
い
輸
入
大
国
な
の
で
、
他
の
国
は
米

国
が
関
税
を
引
き
上
げ
る
と
困
る
。
だ
か
ら
関
税
撤
廃

に
よ
る
貿
易
拡
大
と
世
界
経
済
成
長
と
い
う
理
念
に
賛

成
す
る
と
い
う
面
も
あ
る
の
だ
。

○
事
態
が
複
雑
な
３
つ
の
理
由

今
回
の
貿
易
戦
争
の
最
大
の
問
題
は
、
事
態
が
複
雑

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
影
響

を
考
え
て
み
よ
う
。

①
二
国
間
交
渉

複
雑
さ
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
米
国
が
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
よ

う
な
多
国
間
協
定
で
は
な
く
、
二
国
間
交
渉
を
選
択
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
相
手
国
に
よ
っ
て
規
制
あ
る
い

は
規
制
か
ら
除
外
さ
れ
る
品
目
が
異
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、

品
目
の
数
は
膨
大
で
あ
る
。
国
に
よ
っ
て
関
税
率
も
異

な
る
。
結
果
と
し
て
、
ル
ー
ル
の
全
体
像
が
つ
か
み
に

く
い
。

②
刻
々
と
変
化
す
る
交
渉
結
果

二
国
間
交
渉
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
交
渉
が
一
斉

に
お
わ
り
、
新
た
な
ル
ー
ル
で
の
貿
易
が
一
斉
に
始
ま

る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
換
言
す
れ

ば
「
二
国
間
交
渉
の
結
果
と
し
て
の
ル
ー
ル
の
塊
り
」

の
中
身
は
、
刻
一
刻
、
と
ま
で
は
い
か
な
く
て
も
、
日
々

変
化
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

③
正
反
対
の
影
響
と
効
果

米
国
の
関
税
引
き
上
げ
は
貿
易
赤
字
の
縮
小
を
も
た

ら
す
。
そ
れ
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
拡
大
に
直
結
す
る
の
だ
が
、

本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
実
は
大
し
た
規
模
で
は

な
い
。
一
方
こ
れ
を
産
業
政
策
か
ら
考
え
る
な
ら
、
輸

入
関
税
引
き
上
げ
→
国
内
企
業
（
製
造
業
）
競
争
力
回

復
→
雇
用
拡
大
→
消
費
拡
大
と
い
う
経
済
成
長
シ
ナ
リ

オ
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
。
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
共
和

党
、
つ
ま
り
民
主
党
に
比
べ
る
と
金
持
ち
か
ら
支
持
さ

れ
る
政
党
に
属
し
て
い
る
の
だ
が
、
彼
が
大
統
領
選
で

勝
っ
た
の
は
、
学
歴
が
高
卒
以
下
の
白
人
の
支
持
を
集

め
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り

共
和
党
ら
し
く
な
い
の
だ
が
、
今
後
の
議
員
選
挙
や
つ

ぎ
の
大
統
領
選
挙
を
考
え
る
と
や
は
り
こ
の
支
持
者
が

重
要
で
あ
る
。
だ
か
ら
外
国
に
負
け
て
い
る
製
造
業
を

保
護
し
、
雇
用
と
賃
金
を
守
る
こ
と
が
優
先
さ
れ
る
。

し
か
し
一
方
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
流
れ
が
あ
る
こ
と

も
事
実
で
あ
る
。
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米
国
を
起
点
と
す
る
貿
易
摩
擦
が
、
ど
う
も
貿
易
戦

争
の
様
相
を
呈
し
は
じ
め
た
。
新
聞
は
「
事
件
」
を
取

り
扱
う
メ
デ
ィ
ア
な
の
で
、
こ
の
戦
争
の
ニ
ュ
ー
ス
記

事
が
続
く
。
で
は
こ
れ
を
ど
う
解
釈
す
る
か
、
理
解
す

る
か
は
読
者
の
仕
事
で
あ
る
。
そ
し
て
困
っ
た
こ
と
に
、

分
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
も
多
い
。
新
聞
が
報
道
す
る「
事

は
、
両
国
の
マ
ク
ロ
経
済
に
あ
ま
り
影
響
を
与
え
な
い

と
い
う
点
で
あ
る
。
表
１
の
と
お
り
、
米
中
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ

は
そ
れ
ぞ
れ
１
９
０
０
兆
円
、
１
２
０
０
兆
円
で
あ
る
。

大
き
い
。
こ
の
た
め
、
米
国
の
対
中
貿
易
赤
字
は
Ｇ
Ｄ

Ｐ
の
１
・
６
％
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
米
国
が
関
税
で
中

国
か
ら
の
輸
入
を
多
少
減
ら
し
て
も
赤
字
削
減
は
Ｇ
Ｄ

ろ
ん
中
国
だ
が
、
表
２
の
と
お
り
２
位
は
Ｅ
Ｕ
で
あ
る
。

Ｅ
Ｕ
が
国
で
あ
れ
ば
、
米
中
と
同
じ
よ
う
に
経
済
が
関

税
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
Ｅ
Ｕ
は

国
で
は
な
い
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
が
関
税
増
を
自
国

だ
け
で
支
え
る
こ
と
に
な
る
。
小
さ
な
経
済
規
模
で
は
、

そ
れ
が
難
し
い
。
こ
れ
ら
の
国
々
は
一
般
的
に
経
済
の

貿
易
依
存
度
が
高
い
の
で
影
響
も
大
き
い
場
合
が
多
い

も
の
と
思
わ
れ
る
。

米
国
政
府
が
貿
易
不
均
衡
を
議
論
す
る
相
手
は
こ
の

数
ヶ
月
で
中
国
、
日
本
か
ら
Ｇ
20
、
そ
し
て
Ｅ
Ｕ
へ
と

増
え
た
。
相
手
が
増
え
る
ほ
ど
、
経
済
規
模
が
小
さ
く
、

影
響
が
深
刻
な
国
が
増
え
て
い
く
と
い
う
構
図
な
の
で

あ
る
。

○
貿
易
は
世
界
経
済
を
拡
大
す
る
か

と
こ
ろ
で
、
世
界
の
貿
易
量
が
増
え
れ
ば
、
世
界
全

連載
第42回

実
」
と
、私
た
ち
が
持
つ
「
知
識
」
の
間
に
橋
を
架
け
て
、

状
況
を
よ
く
見
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
こ
の
稿
の
目

的
で
あ
る
。

○
米
中
経
済
に
は
大
き
な
影
響
は
な
い
が

第
一
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
米
中
間
の
関
税

Ｐ
か
ら
み
て
大
き
な
額
に
は
な
ら
な
い
。
も
し
中
国
が

報
復
関
税
を
設
け
れ
ば
米
国
か
ら
の
輸
出
が
減
る
の
で

赤
字
削
減
額
は
さ
ら
に
小
さ
く
な
る
。
中
国
は
対
米
貿

易
黒
字
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
が
や
や
大
き
い
が
、
そ
れ
で
も
影

響
は
小
さ
い
こ
と
が
表
１
か
ら
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。

問
題
は
む
し
ろ
、
経
済
規
模
の
小
さ
い
国
で
生
じ
る
。

た
と
え
ば
、
米
国
の
貿
易
赤
字
相
手
国
ト
ッ
プ
は
も
ち

貿
易
戦
争
を
読
み
解
く
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表１　米中の経済と貿易

(10億ドル,%)

米国 中国

GDP 17,348 10,430

輸出 1,620 2,347

輸入 2,347 1,963

貿易収支 ▲ 727 384

貿易収支
/GDP(%)

▲ 4.2 3.7

相手国への輸出 123 397

▲ 274 274

米中貿易収支
/GDP(%)          

▲ 1.6 2.6

資料IMF（2014）
出処：矢野恒太記念財団

表２　米国の貿易相手と貿易収支

輸出 輸入 貿易収支

中国 123 466 ▲ 343

カナダ 312 347 ▲ 35

メキシコ 240 294 ▲ 54

日本 66 134 ▲ 68

ドイツ 49 123 ▲ 74

韓国 44 69 ▲ 25

イギリス 53 54 ▲ 1

全体 1,620 2,347 ▲ 727

（EU) 277 418 ▲ 141

資料・出処：表１と同じ

注：中国からの輸入額4660億ド
ルは表１の中国からの輸出額
3970億ドルより大きい。
これは、表２には第三国経由の
輸入が含まれるためである。

米中貿易収支


