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Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
は
、
日
本
再
生
に

不
可
欠
な
フ
ァ
ク
タ
ー

　

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
今
年
６
月
に

予
定
さ
れ
て
い
た
日
本
政
府
と
し
て
の
Ｔ

Ｐ
Ｐ
（
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協

定
）
参
加
判
断
は
先
送
り
さ
れ
た
。
被
災

地
の
救
援
、
復
旧
・
復
興
、
原
発
事
故
の

収
束
に
全
力
を
注
い
で
い
る
以
上
、
当
然

の
対
応
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

未
曾
有
の
国
難
の
中
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
が
日

本
再
生
に
不
可
欠
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

金
属
労
協
は
、
2
0
1
0
年
４
月
に
策

定
し
た
「
2
0
1
0
～
2
0
1
1
年
政
策・

制
度
課
題
」
に
お
い
て
、
日
本
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ

参
加
を
主
張
、
11
月
に
は
、「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
へ
の

早
期
参
加
表
明
を
求
め
る
金
属
労
協
見
解
」

（
22
頁
に
掲
載
）を
発
表
し
た
。
菅
内
閣
は

同
月
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
関
し
、「
国
内
の
環
境
整

備
を
早
急
に
進
め
る
と
と
も
に
、
関
係
国

と
の
協
議
を
開
始
す
る
」
こ
と
を
閣
議
決

定
し
て
い
る
。

　

わ
が
国
は
資
源
の
乏
し
い
加
工
貿
易
立

国
で
あ
り
、
戦
後
の
自
由
貿
易
体
制
に
よ

っ
て
、
多
大
な
恩
恵
を
受
け
て
き
た
。
グ

ロ
ー
バ
ル
経
済
の
下
で
は
、
自
由
貿
易
を

進
め
た
国
々
・
地
域
か
ら
豊
か
に
な
っ
て

い
く
。
保
護
主
義
は
本
来
、
先
進
国
は
先

進
国
の
ま
ま
、
発
展
途
上
国
は
発
展
途
上

国
の
ま
ま
に
固
定
化
す
る
効
果
を
持
つ
が
、

グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
で
は
、
保
護
主
義
を
採

用
す
れ
ば
、
先
進
国
と
い
え
ど
も
先
進
国

で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
亜
細
亜

大
学
の
石
川
先
生
よ
り
ご
紹
介
を
い
た
だ

い
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
ご
覧
い
た
だ

き
た
い
が
、
も
と
も
と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
チ
リ
、
ブ
ル
ネ
イ

の
４
カ
国
を
原
加
盟
国
と
し
て
2
0
0
6

Ｔ
Ｐ
Ｐ
へ
の
早
期
参
加
表
明
は

日
本
再
生
に
と
っ
て
不
可
欠ＩＭＦ

－

Ｊ
Ｃ
政
策
企
画
局
次
長　

浅
井 

茂
利

特
集
3

年
に
発
足
し
、
現
在
、
ア
メ
リ
カ
、
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
、
ペ
ル
ー
、
ベ
ト
ナ
ム
、
マ
レ
ー

シ
ア
の
参
加
に
伴
い
、
新
し
い
ル
ー
ル
の
策

定
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。
2
0
1
1
年

11
月
の
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
を
目
標
と
し
て
い
る
た

め
、
日
本
が
作
業
に
加
わ
る
リ
ミ
ッ
ト
が

６
月
で
あ
っ
た
。
日
本
の
事
情
を
考
慮
し
、

最
終
合
意
は
や
や
遅
く
な
る
と
の
報
道
も

あ
る
が
、
い
つ
ま
で
も
待
っ
て
く
れ
る
わ

け
で
は
な
い
。

な
ぜ
Ｗ
Ｔ
Ｏ
や
従
来
の

Ｆ
Ｔ
Ａ
で
は
だ
め
な
の
か

　

世
界
の
自
由
貿
易
強
化
を
担
う
の

は
、
本
来
Ｗ
Ｔ
Ｏ（
世
界
貿
易
機
関
）

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
多
く
の
国
が

加
盟
す
る
組
織
の
合
意
形
成
は
き
わ
め

て
困
難
で
、
ド
ー
ハ
ラ
ウ
ン
ド
は
2
0

0
1
年
の
交
渉
開
始
以
来
、
い
ま
だ
合
意

に
至
っ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
二
国
間
・

多
国
間
で
自
由
貿
易
強
化
を
図
ろ
う
と
す

る
の
が
Ｆ
Ｔ
Ａ
（
自
由
貿
易
協
定
）で
あ
る
。

　

Ｆ
Ｔ
Ａ
が
閉
鎖
的
な
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
に

な
ら
な
い
よ
う
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
で
は
ル
ー
ル
を

定
め
て
い
る（
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
24
条
）が
、
妥

当
な
期
間
内
に
実
質
上
の
す
べ
て
の
貿
易

に
つ
い
て
障
壁
を
撤
廃
す
る
、
と
い
う
最

も
重
要
な
ル
ー
ル
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
、

た
と
え
ば
日
本
の
場
合
、
お
お
む
ね
貿
易

額
の
90
％
以
上
が
無
税
と
い
う
の
が
目
安

と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
す
べ
て
」
で

は
な
い
の
に
加
え
、
貿
易
額
を
基
準
に
す

る
と
、
関
税
が
高
す
ぎ
て
輸
入
さ
れ
な
い

品
目
は
計
算
に
入
っ
て
こ
な
い
の
で
、
市

場
開
放
度
を
示
す
尺
度
と
し
て
不
適
切
と

い
う
問
題
も
あ
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
環
太
平
洋
地
域

の
成
長
力
を
高
め
る
た
め
に
、
シ
ン
ガ
ポ

ー
ル
な
ど
４
カ
国
が
ほ
ぼ
10
年
で
す
べ
て

の
関
税
を
撤
廃
す
る
と
い
う
Ｆ
Ｔ
Ａ
を
発
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足
さ
せ
た
の
が
Ｔ
Ｐ
Ｐ
で
あ
る
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ

は
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
よ
う
に
言
わ
れ
て
い

る
が
、
あ
く
ま
で
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
ル
ー
ル
を
遵

守
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

強
調
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
即
時
関
税

撤
廃
で
は
な
く
、
ほ
ぼ
10
年
間
の
猶
予
期

間
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
誤
解
の
な

い
よ
う
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
貿
易
自
由
化
を

め
ざ
す
Ｆ
Ｔ
Ａ
Ａ
Ｐ（
ア
ジ
ア
太
平
洋
自
由

貿
易
圏
）の
取
り
組
み
と
し
て
は
、Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
＋
６（
日
中
韓
印
豪
N
Z
）、
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
＋
３（
日
中
韓
）と
い
っ
た
構
想
が
あ

る
が
、日
中
の
対
立
も
あ
っ
て
具
体
化
は
困

難
で
あ
る
。

　

従
っ
て
、
ま
ず
「
中
身
あ
り
き
」
で
、
中

身
に
同
意
す
れ
ば
ど
の
国
で
も
参
加
で
き

る
「
こ
の
指
と
ま
れ
」
方
式

の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
と
し
て
ま
ず
出
発

し
、
将
来
的
に
す
べ
て
の
Ａ

Ｐ
Ｅ
Ｃ
諸
国
が
参
加
す
る
Ｆ

Ｔ
Ａ
Ａ
Ｐ
に
発
展
し
て
い

く
、
と
い
う
の
が
現
実
的
な

姿
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

Ｔ
Ｐ
Ｐ
は
「
環
太
平
洋
」

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る

が
、
金
属
労
協
と
し
て
は
、

こ
う
し
た
縛
り
を
な
く
し
、

イ
ン
ド
や
ブ
ラ
ジ
ル
な
ど
も

参
加
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き

だ
と
主
張
し
て
い
る
。

Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
で
日
本
に
ど
の
よ

う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
か

　

わ
が
国
は
、
Ｆ
Ｔ
Ａ
を
Ｅ
Ｐ
Ａ
（
経
済
連

携
協
定
）と
し
て
締
結
し
て
い
る
が
、
締
結

済
み
11
件
、
交
渉
完
了
２
件
に
す
ぎ
な
い
。

11
件
の
う
ち
８
件
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
そ
の

加
盟
国
で
あ
り
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
以
外
は
わ

ず
か
３
カ
国
で
あ
る
。
韓
国
は
発
効
済
み

は
５
件
に
止
ま
る
も
の
の
、
対
象
国
は
日

本
を
上
回
り
、
加
え
て
ア
メ
リ
カ
、
Ｅ
Ｕ
、

ペ
ル
ー
と
も
調
印
済
み
で
あ
る
。

　

日
本
か
ら
Ｅ
Ｕ
に
輸
出
す
る
場
合
、
電

機
・
電
子
製
品
は
お
お
む
ね
14
％
、
自
動

車
は
10
％
の
関
税
が
か
か
る
が
、
韓
国
か

ら
の
輸
出
は
ゼ
ロ
％
に
な
る
。
現
地
生
産

が
進
ん
で
い
る
と
し
て
も
、
こ
の
差
は
大

き
い
。
行
き
過
ぎ
た
円
高
水
準
が
続
く
中

で
は
、
二
重
の
足
か
せ
と
な
っ
て
い
る
。

　

東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
、
被
災
地
の

工
場
が
損
壊
す
る
と
と
も
に
、
素
材
や
部

品
の
供
給
が
損
な
わ
れ
、
電
力
を
は
じ
め

と
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
不
足
と
相
ま
っ
て
、

日
本
の
も
の
づ
く
り
産
業
は
、
操
業
停
止
、

操
業
短
縮
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ

が
少
な
く
な
い
。
こ
こ
数
年
、
国
内
生
産

重
視
の
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
大
震
災
を
き

っ
か
け
に
、
再
び
海
外
展
開
が
加
速
し
、

国
内
の
生
産
拠
点
と
雇
用
が
失
わ
れ
る
こ

と
が
強
く
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
国
内
投
資

を
促
進
し
、
加
工
貿
易
立
国
、
も
の
づ
く

り
立
国
で
あ
り
続
け
る
た
め
の
事
業
環
境

整
備
に
力
を
注
い
で
い
か
な
く
て
は
な
ら

な
い
が
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
は
、
そ
の
重
要
な

フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
。
日
本
企
業
だ
け
で

な
く
、
外
国
企
業
が
生
産
拠
点
を
設
け
よ

う
と
す
る
場
合
に
も
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
国
か

否
か
は
、
重
要
な
判
断
基
準
に
な
っ
て
く

る
だ
ろ
う
。

Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
で
Ｔ
Ｐ
Ｐ
以
外

の
国
・
地
域
と
の
協
定
締
結

も
期
待
で
き
る

　

わ
が
国
で
は
、
農
産
物
の
市
場
開
放
を

進
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
経
済
援

助
や
看
護
・
介
護
人
材
の
受
け
入
れ
を
代

償
に
Ｅ
Ｐ
Ａ
を
締
結
し
て
き
た
が
、
こ
う

し
た
や
り
方
は
行
き
詰
ま
っ
て
い
る
。

　

Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
参
加
す
れ
ば
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
未
参

加
の
ア
ジ
ア
、
南
米
諸
国
や
、
Ｅ
Ｕ
な
ど

Ｔ
Ｐ
Ｐ
対
象
外
の
国
・
地
域
と
Ｆ
Ｔ
Ａ
を

締
結
す
る
こ
と
も
容
易
に
な
る
。
日
本
側

の
障
害
が
ほ
ぼ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら

で
あ
る
。
菅
内
閣
が
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
検
討
を

打
ち
出
し
て
以
来
、
韓
国
や
Ｅ
Ｕ
と
の
Ｅ

Ｐ
Ａ
に
つ
い
て
も
、
前
向
き
な
兆
し
が
出

て
き
て
い
る
。

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
全
体
を

ひ
と
つ
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
傘
下
に

す
る
こ
と
が
で
き
る

　

グ
ロ
ー
バ
ル
な
企
業
活
動
で
は
、
日
本

で
素
材
・
部
品
を
生
産
し
、
あ
る
国
（
Ａ
国
）

に
輸
出
し
て
最
終
製
品
を
生
産
し
、
別
の

国（
Ｂ
国
）に
輸
出
す
る
と
い
っ
た
こ
と
は
、

ご
く
一
般
的
で
あ
る
。
最
終
製
品
を
消
費

地
や
消
費
地
の
近
く
で
生
産
す
る
傾
向
は

今
後
も
続
く
の
で
、
国
内
生
産
拠
点
は
高

度
な
素
材
・
部
品
の
製
造
を
担
っ
て
い
く

と
い
う
の
は
、
日
本
の
も
の
づ
く
り
戦
略

と
し
て
重
要
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
場
合
、
た
と
え
三
カ
国
が
互

い
に
二
国
間
Ｆ
Ｔ
Ａ
を
締
結
し
て
い
た
と

し
て
も
、
Ａ
国
か
ら
Ｂ
国
へ
の
輸
出
の
際
、

Ｆ
Ｔ
Ａ
の
恩
恵
を
受
け
ら
れ
る
と
は
限
ら

な
い
。
日
本
か
ら
の
素
材
・
部
品
の
比
率

　　  貿易額ベース  品目ベース

図表１ 日本の締結しているＥＰＡの無税化率は低い

シンガポール  95  100  84.4 
メキシコ  87  98  86.0 
マレーシア  94  99  86.8 
チリ  90.5  99.8  86.5 
タイ  92  97  87.2 
インドネシア  93  96  86.6 
ブルネイ  99.99  99.94  84.6 
ＡＳＥＡＮ  93  90  86.5 
フィリピン  92  97  88.4 
ベトナム  95  88  86.5 
スイス  99  99  85.6 

日本への
輸入

日本からの
輸出

日本への
輸入

相手国

資料出所：外務省、内閣官房

（%）
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が
高
い
と
、
Ａ
国
の
製
品
と
み
な
さ
れ
な

い
こ
と
も
あ
る
。
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
全

体
で
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
と
い
う
ひ
と
つ
の
Ｆ
Ｔ
Ａ

の
傘
下
に
集
う
意
義
は
大
き
い
。

中
核
的
労
働
基
準
遵
守
の

実
効
性
を
高
め
、成
長
成
果
を

国
民
に
広
く
配
分
す
る

　

発
展
途
上
国
で
は
、
経
済
成
長
し
て
も
、

一
部
の
富
裕
層
が
恩
恵
を
受
け
る
だ
け

で
、
一
般
国
民
は
か
え
っ
て
貧
し
く
な
り
、

格
差
が
拡
大
す
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
あ

る
。
財
閥
な
ど
に
富
が
集
中
す
る
よ
う
な

政
治
・
経
済
体
制
に
な
っ
て
お
り
、
成
長

成
果
を
適
正
に
勤
労
者
に
配
分
す
る
仕
組

み
が
で
き
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

高
度
成
長
期
の
日
本
の
よ
う
に
、
成
長

成
果
を
国
民
に
適
正
に
配
分
し
、
国
民
生

活
の
向
上
と
持
続
的
な
成
長
を
実
現
し
て

い
く
た
め
に
は
、

①
労
使
対
等
の
下
で
労
使
交
渉
が
行
わ

れ
、
賃
金
・
労
働
条
件
が
決
定
さ
れ
る
。

②
財
閥
な
ど
の
言
い
な
り
に
な
ら
な
い
民

主
的
な
政
府
が
あ
る
。

こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　

現
行
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
で
は
、
労
働
に
関
す
る

覚
書
が
締
結
さ
れ
て
い
る
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
中

核
的
労
働
基
準（
結
社
の
自
由
・
団
体
交
渉

権
、強
制
労
働
の
禁
止
、児
童
労
働
の
廃
止
、

差
別
の
排
除
）を
確
認
し
、
加
盟
国
に
こ
れ

に
則
し
た
労
働
法
や
労
働
政
策
を
求
め
る

と
と
も
に
、
貿
易
や
投
資
奨
励
の
た
め
の

労
働
規
制
緩
和
は
不
適
切
で
あ
る
こ
と
を

規
定
し
て
い
る
。

　

Ｔ
Ｐ
Ｐ
は
、新
興
国
・
発
展
途
上
国
の
勤

労
者
に
と
っ
て
、
経
済
成
長
に
見
合
っ
た
生

活
水
準
の
向
上
を
実
現
す
る
上
で
、
き
わ
め

て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
を
き
っ
か
け
に
、

既
得
権
益
に
縛
ら
れ
た
農
政
か

ら
、
生
産
者
・
消
費
者
の
た
め

の
農
政
に
転
換
を

　

わ
が
国
が
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
参
加
し
た
場
合
、

農
業
が
焦
点
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

わ
が
国
の
農
業
就
業
人
口
は
、
2
0
0

5
年
に
3
3
5
万
人
だ
っ
た
の
が
、2
0
1

0
年
に
は
2
6
1
万
人
と
、
わ
ず
か
５
年

間
で
74
万
人
減
少
し
て
い
る
。
耕
作
放
棄

地
は
40
万
ha
に
達
し
、
埼
玉
県
の
面
積
に

匹
敵
す
る
。

①
日
本
の
農
業
が
衰
退
を
続
け
て
お
り
、

こ
の
ま
ま
放
置
で
き
な
い
。

②
農
地
の
集
約
化
、
経
営
の
大
規
模
化
・

複
合
化
、
創
意
工
夫
の
報
わ
れ
る
仕
組
み

づ
く
り
、
が
必
要
で
あ
る
。

と
い
う
認
識
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
人
の

賛
同
を
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

国
民
的
合
意
が
あ
り
、
実
際
に
政
策
が

打
ち
出
さ
れ
て
き
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
農

業
改
革
が
実
を
結
ば
な
い
の
は
、
既
得
権

益
の
強
い
抵
抗
が
あ
る
た
め
、
と
考
え
る

以
外
に
は
な
い
。

　

Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
よ
う
な
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト

が
な
け
れ
ば
、
既
得
権
益
を
打
破
す
る
こ

と
は
難
し
い
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
を
き
っ
か
け
と
し

て
、
わ
が
国
の
農
政
を
生
産
者
、
消
費
者

の
た
め
の
も
の
に
転
換
し
、
自
立
し
た
強

い
農
業
を
構
築
す
る
こ
と
が
、
日
本
に
と

っ
て
必
要
な
の
で
あ
る
。

食
料
自
給
率
に
つ
い
て
は
、

予
断
を
廃
し
、

冷
静
に
議
論
す
べ
き
で
あ
る

　

わ
が
国
の
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
の
食
料
自

給
率
は
40
％
に
す
ぎ
ず
、
食
料
安
全
保
障

の
観
点
か
ら
、
50
％
に
引
き
上
げ
よ
う
と

い
う
の
が
現
在
の
目
標
で
あ
る
。

　

食
料
安
全
保
障
の
確
保
の
た
め
に
は
、

食
料
の
供
給
先
を
増
や
し
て
い
く
の
も
方

策
で
あ
る
。
ま
た
、

①
自
給
率
の
算
出
方
式
が
、
食
料
安
全
保

障
を
論
じ
る
の
に
妥
当
で
な
い
。

②
自
給
率
を
引
き
上
げ
る
政
策
が
、
必
ず

し
も
強
い
農
業
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。

と
い
う
問
題
も
あ
る
。

　

カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
の
食
料
自
給
率
は

わ
が
国
独
自
の
も
の
で
、
外
国
に
関
す
る

デ
ー
タ
も
日
本
の
農
水
省
で
算
出
し
て
い

る
こ
と
は
比
較
的
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
分
母
が
１
人
１
日
あ
た
り
2
4
3

6
k
c
a
l
、分
子
が
９
６
４
k
c
a
l
で

あ
る
こ
と
は
、
案
外
知
ら
れ
て
い
な
い
。

　

ま
ず
分
母
の
2
4
3
6
k
c
a
l
だ
が
、

こ
れ
は
「
供
給
熱
量
」
で
あ
り
、
摂
取
さ

れ
ず
に
廃
棄
さ
れ
る
食
料
品
も
含
ん
で
い

る
。
食
料
安
全
保
障
で
自
給
率
を
論
じ
る

の
な
ら
、
供
給
熱
量
で
は
な
く
、「
必
要
熱

量
」
を
分
母
に
す
べ
き
で
あ
る
。
厚
労
省

の
デ
ー
タ
か
ら
必
要
熱
量
を
算
出
す
る
と
、

ラ
フ
な
計
算
で
2
1
3
4
k
c
a
l
と
な

り
、
こ
れ
を
分
母
に
す
る
と
、
自
給
率
は

45
％
と
な
る
。
ま
た
2
1
3
4
k
c
a
l

は
、
通
常
の
生
活
で
体
型
を
維
持
す
る
た

め
に
必
要
な
熱
量
な
の
で
、
非
常
時
だ
か

ら
少
し
痩
せ
て
も
構
わ
な
い
と
考
え
れ

ば
、
必
要
熱
量
は
さ
ら
に
少
な
く
て
済
む
。

1
9
0
0
k
c
a
l
で
我
慢
す
れ
ば
、
自

給
率
は
50
％
以
上
に
な
る
。

　

次
に
、
分
子
で
あ
る
国
産
食
料
品
の
熱

供
給
量
9
6
4
k
c
a
l
で
あ
る
が
、
農

水
省
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
水
田
の
う
ち
湿

田
以
外
の
２
分
の
１
に
「
い
も
類
」
を
作

付
け
し
、
残
り
の
全
水
田
で
コ
メ
を
作
付

け
す
れ
ば
、
国
内
で
2
1
3
5
k
c
a
l

の
供
給
が
可
能
と
の
こ
と
で
あ
る
。
非
常

時
の
際
は
、
そ
う
し
た
対
応
に
よ
り
、
カ

ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
の
食
料
自
給
率
は
、
ほ
ぼ

1
0
0
％
に
な
る
。
作
付
け
か
ら
収
穫
ま

で
の
タ
イ
ム
ラ
グ
が
あ
る
し
、
季
節
的
な
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問
題
も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
う
し
た

客
観
的
な
事
実
を
認
識
し
た
上
で
、
冷
静

な
判
断
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
例
の
よ
う
に
、
カ
ロ
リ
ー
ベ

ー
ス
の
食
料
自
給
率
を
引
き
上
げ
る
に
は
、

い
も
類
の
作
付
け
を
奨
励
す
れ
ば
よ
い
が
、

特
段
に
そ
う
し
た
政
策
が
実
施
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
葉
物
野
菜
、
花
卉
と
い
っ

た
、カ
ロ
リ
ー
の
低
い
、
あ
る
い
は
カ
ロ
リ

ー
の
な
い
農
産
物
を
作
っ
て
い
る
農
家
が
増

え
れ
ば
、
自
給
率
は
低
下
し
て
し
ま
う
が
、

そ
れ
を
批
判
す
る
者
は
誰
も
い
な
い
し
、
む

し
ろ
自
立
し
た
強
い
農
業
、
儲
か
る
農
業
と

し
て
は
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。

農
水
省
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
影
響
試
算
は
、

Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
の
影
響
で
は
な
く
、

Ｔ
Ｐ
Ｐ
で
農
業
が
壊
滅
し
た
場

合
の
影
響
で
あ
る

　

農
水
省
で
は
、
日
本
が
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
参
加

し
た
場
合
、
農
産
物
生
産
額
が
４
兆
１
千

億
円
減
少
し
、
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
の
食
料

自
給
率
は
14
％
に
低
下
、
農
業
の
多
面
的

機
能
の
喪
失
額
は
３
兆
７
千
億
円
と
試
算

し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
試
算
に

は
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
。

●
Ｔ
Ｐ
Ｐ
は
、
ほ
ぼ
10
年
で
関
税
撤
廃
を

進
め
る
の
に
対
し
、
即
時
完
全
撤
廃
を
前

提
と
し
て
い
る
。

●
政
府
に
よ
る
国
内
対
策
や
、
生
産
者
の

改
善
努
力
は
一
切
な
い
前
提
で
あ
る
。
一

方
、
外
国
産
の
コ
メ
に
つ
い
て
は
、
国
産

並
み
の
品
質
に
向
上
す
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
い
る
。

●
消
費
者
の
、
非
常
に
強
い
国
産
品
指
向

を
考
慮
し
て
い
な
い
。

●
関
税
の
主
た
る
負
担
者
は
、
外
国
企

業
・
外
国
農
家
で
は
な
く
、
国
内
消
費
者

で
あ
る
。
も
し
輸
入
品
価
格
が
低
下
す
れ

ば
、
消
費
者
の
実
質
所
得
の
増
加
、
他
の

分
野
の
需
要
増
を
カ
ウ
ン
ト
す
べ
き
で
あ

る
が
、
そ
う
な
っ
て
い
な
い
。

●
農
業
の
多
面
的
機
能（
洪
水
防
止
、
水

源
涵
養
、土
壌
浸
食
防
止
、土
砂
崩
壊
防
止
、

気
候
緩
和
、
保
健
休
養
・
や
す
ら
ぎ
と
い
っ

た
機
能
）に
つ
い
て
、過
大
に
評
価
し
す
ぎ

て
い
る
。
農
業
の
多
面
的
機
能
は
ダ
ム
の

建
設
費
に
置
き
か
え
る
の
で
は
な
く
、
農

地
が
天
然
林
に
比
べ
ど
れ
だ
け
優
れ
て
い

る
か
で
算
出
す
べ
き
で
あ
る
。

●
Ｔ
Ｐ
Ｐ
不
参
加
に
よ
っ
て
輸
出
産
業
の

国
際
競
争
力
が
弱
体
化
す
れ
ば
、
わ
が
国

の
経
済
力
全
体
が
劣
化
し
、
消
費
購
買
力

も
弱
体
化
す
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
一
切

考
慮
し
て
い
な
い
。

　

従
っ
て
、
農
水
省
の
影
響
試
算
は
、「
Ｔ

Ｐ
Ｐ
に
参
加
し
た
場
合
、
日
本
の
農
業
は

ど
う
な
る
か
」
を
示
し
た
も
の
で
は
な
く
、

「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
で
日
本
の
農
業
が
壊
滅
し

た
場
合
、
ど
う
な
る
か
」
を
試
算
し
た
も

の
で
あ
る
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
の
是
非
を
論
じ

る
た
め
の
基
礎
デ
ー
タ
と
し
て
は
不
適
切

で
あ
る
。

　

な
お
、
世
界
的
な
人
口
増
大
、
発
展
途

上
国
や
新
興
国
の
経
済
成
長
に
よ
っ
て
食

料
需
要
が
増
大
し
、
食
料
不
足
に
な
り
、

価
格
が
高
騰
す
る
と
考
え
る
人
は
多
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
も
Ｔ
Ｐ
Ｐ
不
参
加

の
理
由
に
は
な
り
得
な
い
。
も
し
需
給
が

逼
迫
し
て
市
況
が
高
騰
す
れ
ば
、
日
本
の

農
業
が
品
質
面
だ
け
で
な
く
コ
ス
ト
面
で

も
、
太
刀
打
ち
で
き
る
可
能
性
が
増
す
と

単純平均
関税率

図表2　ＴＰＰ交渉参加国と日本の平均関税率

シンガポール  0.0   0.2   0.0 
ブルネイ  2.5   0.1   2.9 
ニュージーランド  2.1   1.4   2.2 
チリ  6.0   6.0   6.0 
アメリカ  3.5   4.7   3.3 
オーストラリア  3.5   1.3   3.8 
ペルー  5.5   6.2   5.4 
ベトナム  10.9   18.9   9.7 
マレーシア  8.4   13.5   7.6 
日本  4.9   21.0   2.5  

農産品国

（注）  1. ＴＰＰ交渉参加の先進国と比べると、日本の関税率は高い水準となっている。
  2. 資料出所：ジェトロ     

（%）

非農産品

無税

図表3　わが国の輸入における実行関税率の状況

動物・動物性生産品  123   251   70   94   52   590 
植物性生産品  179   203   77   52   54   565 
動物性・植物性油脂  20   26   2   2   36   86 
調製食料品  90   135   212   231   120   788 
鉱物性生産品  164   33   0   0   19   216 
化学工業の生産品  401   663   1   0   3   1,068 
プラスチック・ゴム  103   93   0   0   0   196 
皮革  65   44   69   45   0   223 
木材  94   158   10   0   0   262 
紙パルプ  147   0   0   0   0   147 
繊維  83   1,402   282   2   212   1,981 
履物・帽子など  6   44   4   48   25   127 
窯業・土石  89   57   0   0   0   146 
貴金属  57   21   1   0   0   79 
鉄・非鉄  615   219   0   0   18   852 
機械  904   14   0   0   0   918 
輸送機器  95   1   0   0   0   96 
精密機器  263   6   2   0   0   271 
武器  0   24   0   0   0   24 
家具・玩具など  103   84   0   0   2   189 
美術品  7   0   0   0   0   7 

　　合　　計  3,608   3,478   730   474   541   8,831 

10％
未満分　　野

（注）1.財務省の実行関税率表に掲載されている8,831品目について、適用される税率
  　ごとの品目数をまとめた。         
　　2.基本税率、暫定税率、WTO協定税率のうち、最も低いものについての集計。 
　　3.従量税は輸入数量によって税額が決まるもの。     
　　4.資料出所：財務省資料より金属労協政策企画局で作成。     
     

（品目）

10～20％
未満

20％
以上 従量税 合計
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介
護
人
材
や
弁
護
士
な
ど
、
一
定
の
資
格

を
必
要
と
す
る
サ
ー
ビ
ス
産
業
に
つ
い
て

は
、
自
由
化
検
討
の
俎
上
に
の
ぼ
る
可
能

性
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
外
国
人
労

働
者
を
無
制
限
に
受
け
入
れ
る
の
と
は
全

く
異
な
る
。
製
造
現
場
の
人
材
の
自
由
化

を
強
い
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

自
由
貿
易
は
ウ
ィ
ン
・
ウ
ィ
ン

の
関
係
を
築
く
も
の
で
あ
る

　

関
税
を
守
っ
た
ら
「
得
」、
関
税
を
な
く

し
た
ら
「
損
」
と
い
う
よ
う
な
感
覚
が
あ
る

が
、こ
れ
は
お
か
し
い
。
関
税
を
負
担
し
て

い
る
の
は
、
外
国
企
業
や
外
国
農
家
で
は
な

く
、国
内
の
消
費
者
で
あ
る
。
関
税
撤
廃
は
、

そ
こ
だ
け
見
れ
ば
日
本
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
・

マ
イ
ナ
ス
ゼ
ロ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

自
由
貿
易
に
よ
り
、
日
本
と
外
国
が
互
い

に
モ
ノ
を
買
い
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
双

方
と
も
経
済
規
模
が
拡
大
し
、
生
活
水
準

の
向
上
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
自
由
貿
易

は
あ
く
ま
で
ウ
ィ
ン
・
ウ
ィ
ン
の
も
の
で

あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
各
国
と
も
Ｆ

Ｔ
Ａ
を
締
結
す
る
は
ず
が
な
い
。

　

ま
た
、
関
税
を
撤
廃
し
た
分
野
で
、
必

ず
輸
入
品
に
席
捲
さ
れ
る
と
は
限
ら
な

い
。
国
際
競
争
力
が
な
い
た
め
に
輸
入
障

壁
で
守
ら
れ
て
き
た
と
い
う
よ
り
も
、
輸

入
障
壁
が
あ
る
た
め
に
、
競
争
力
が
育
ま

れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
で
あ

い
う
こ
と
で
あ
る
。
世
界
的
な
食
料
不
足

の
時
に
、
日
本
の
農
業
を
壊
滅
さ
せ
て
お

く
余
裕
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。

日
本
の
関
税
水
準
は

国
際
的
に
見
て
高
い

　
「
平
成
の
開
国
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
に

対
し
て
、
日
本
市
場
は
す
で
に
十
分
開
か

れ
て
お
り
、
コ
メ
な
ど
一
部
を
除
け
ば
関

税
は
低
い
、
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
誤
解
で
あ
る
。

確
か
に
輸
入
金
額
で
加
重
平
均
し
た
平
均

関
税
率
は
、
他
の
先
進
国
並
み
と
な
っ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
関
税
が
高
す
ぎ
て
日
本

に
輸
入
さ
れ
な
い
品
目
が
、
平
均
関
税
率

の
中
に
反
映
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
財

務
省
の
実
行
関
税
率
表
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
8
8
3
1
品
目
の
う
ち
、
無
税
な
の
は

3
6
0
8
品
目
に
す
ぎ
な
い
。

　

10
年
間
で
関
税
を
撤
廃
す
る
た
め
の
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
作
成
し
、
国
内
対
策
の
必

要
性
の
有
無
を
判
断
し
、
必
要
な
場
合
に

は
、
生
産
者
に
直
接
利
益
と
な
る
よ
う
な

対
策
を
講
じ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

Ｔ
Ｐ
Ｐ
反
対
論
は
、
誤
解
や

反
対
の
た
め
の
憶
測
に
基
づ

い
た
も
の
が
多
い

　

Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
へ
の
反
対
論
と
し
て
は
、

①
韓
国
は
参
加
し
な
い
し
、
結
局
、
日
米

Ｆ
Ｔ
Ａ
に
す
ぎ
な
い
。

②
ア
メ
リ
カ
は
東
ア
ジ
ア
経
済
の
連
携
に

く
さ
び
を
打
ち
込
み
、
利
権
確
保
を
狙
っ

て
い
る
。

③
韓
国
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
締
結
が
進
ん
で
い
る
の

は
、
日
本
よ
り
輸
出
依
存
が
強
い
た
め
で

あ
る
。

④
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
に
よ
り
、
外
国
人
労
働
者

受
け
入
れ
が
必
要
に
な
る
。

と
い
っ
た
こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
①
か
ら
③
は
反
対
論

の
根
拠
に
は
な
り
得
な
い
。
米
韓
両
国
の

思
惑
・
政
策
が
ど
う
で
あ
れ
、
日
本
に
と

っ
て
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
が
利
益
な
ら
参
加
、
損

な
ら
不
参
加
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
だ
か
ら

で
あ
る
。
す
べ
て
の
ル
ー
ル
を
ア
メ
リ
カ

に
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な

こ
と
を
言
う
人
も
い
る
が
、
ル
ー
ル
は
い

ま
参
加
国
で
策
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
そ
う
し
た
主
張
は
反
対
の
た
め
の
憶

測
に
す
ぎ
な
い
。

　

ま
た
ア
メ
リ
カ
が
正
式
参
加
す
れ
ば
、

多
く
の
国
々
が
追
随
す
る
の
は
明
ら
か
な

の
で
、「
事
実
上
の
日
米
Ｆ
Ｔ
Ａ
」
と
い
う

認
識
も
間
違
い
で
あ
る
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、

ア
メ
リ
カ
、
ベ
ト
ナ
ム
、
マ
レ
ー
シ
ア
が

参
加
し
て
、
他
の
A
S
E
A
N
諸
国
が

参
加
し
な
い
と
考
え
る
方
が
不
思
議
で
あ

る
。

　

外
国
人
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
医
療
・

る
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
を
き
っ
か
け
に
農
業
改

革
に
成
功
す
れ
ば
、
生
産
者
に
と
っ
て
も

プ
ラ
ス
と
な
る
可
能
性
が
強
い
。
そ
れ
こ

そ
が
ま
さ
に
、
最
強
の
食
料
安
全
保
障
に

他
な
ら
な
い
。

　

輸
入
障
壁
撤
廃
で
必
ず
産
業
が
強
く
な

る
と
は
断
言
で
き
な
い
が
、
輸
入
障
壁
に

ず
っ
と
守
ら
れ
て
い
る
産
業
が
強
く
な
る

は
ず
が
な
い
、
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
だ

ろ
う
。

　

結
果
的
に
は
、
遅
か
れ
早
か
れ
、
わ
が

国
は
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
Ｗ
Ｔ
Ｏ
か
ら
脱
退
す
る
と
い
う
選

択
肢
が
な
い
の
と
同
様
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
が
ア
ジ

ア
太
平
洋
地
域
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
主
軸
に
な
っ

て
く
れ
ば
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
参
加
し
な
い
と
い

う
選
択
肢
も
な
く
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
な

ら
ば
、
い
ま
積
極
的
に
ル
ー
ル
作
成
に
加

わ
っ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
最
終
的
な
参

加
の
是
非
の
判
断
は
、
ル
ー
ル
が
固
ま
っ

て
か
ら
で
あ
り
、
ル
ー
ル
作
成
に
加
わ
る

こ
と
に
何
の
問
題
も
な
い
。

　

超
少
子
高
齢
化
と
財
政
赤
字
、
そ
し
て

東
日
本
大
震
災
と
い
う
苦
難
に
あ
え
ぐ
日

本
。
国
民
の
豊
か
さ
を
追
求
し
、
生
活
の

安
全
を
確
保
し
て
日
本
の
再
生
を
図
る
た

め
、
本
当
に
必
要
な
政
策
は
何
か
、
的
確

な
判
断
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
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地方議会におけるＴＰＰ反対の動きなどに対する
金属労協組織内の対応について

2011年２月23日　　
全日本金属産業労働組合協議会（金属労協／ IMF-JC） 
第７回常任幹事会　　

　金属労協は、2010年４月策定の「2010～ 2011年政策・制度課題」において、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）
への早期参加を打ち出し、11月、「ＴＰＰへの早期参加表明を求める金属労協見解」を発するなど、積極的な取り組みを
展開してきた。
　ＴＰＰは、ＦＴＡ（自由貿易協定）に関するＷＴＯのルールたるＧＡＴＴ第24条を忠実に履行しようとするものである。
ものづくり立国、加工貿易立国たるわが国にとって、世界の、とりわけアジア太平洋地域の自由貿易体制の維持・強化
は絶対不可欠な要件であり、ＴＰＰはその中軸をなしている。また、わが国農業が就業者の激減、耕作放棄地の拡大など、
衰退に衰退を重ねている中で、ＴＰＰ参加に伴う国内対策を通じて真に農業従事者と消費者のための農政を確立し、大
規模化・集約化による競争力強化、品質と安全性で世界に評価される日本ブランド農産品の供給によって、高付加価値
の創出と農業経営基盤の強化を図っていくべきである。
　地方議会では、ＴＰＰに反対する趣旨で決議を採択する動きがあり、また地域では、こうした決議を促す署名活動も
行われているが、金属労協だけでなく、連合も「早期参加表明」を主張しており、労働組合全体として、ＴＰＰ参加促進
の観点で対応する必要がある。
　金属労協傘下の各組織におかれては、こうした事情を十分に踏まえ、それぞれの地域において、わが国のＴＰＰ参加
促進に向け、下記のような行動を展開することとする。

	 記

１．ＴＰＰ参加の必要性、および組織としての参加促進の方針について、改めて組織内での徹底を図る。
２．ＴＰＰに反対する、あるいは消極的な署名活動には基本的に参加しない。
３．関係する県議会議員、市町村議会議員に対し、ＴＰＰに対する組織の考え方を伝える。

以　上

参　考

ＴＰＰへの早期参加表明を求める金属労協見解
2010年 11月５日
全日本金属産業労働組合協議会（金属労協／ IMF-JC）

議　長  西　原　浩一郎（自動車総連会長）
副議長  有　野　正　治（電機連合中央執行委員長）
　同  河　野　和　治（ＪＡＭ会長）
　同  神　津　里季生（基幹労連中央執行委員長）
　同  海老ヶ瀬　　豊（全電線中央執行委員長）

　わが国として、ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）に参加表明するか否かが、焦点となっている。わが国は資源の
乏しい加工貿易立国であり、自由貿易体制の維持・強化は、わが国の持続的成長と、新興国・発展途上国を含めた世界
経済全体の発展にとって、絶対不可欠な要件である。

　わが国はＦＴＡ締結で大きく遅れをとり、輸出産業は国際競争上、著しく不利な状況に追い込まれている。自由貿易
体制の強化と国際競争力の確保を図るため、政府は早期にＴＰＰ参加表明を行い、参加交渉に着手していくべきである。

　なお、わが国においても、農業政策の強化が求められることは当然である。われわれは、自立した強い農業、輸出産
業としての農業、環境にやさしく安全な食品を供給する農業の確立を図るべきである。過去の政権のような、農業を衰
退させ、貿易でも不利な条件に陥るような愚を繰り返すべきではない。

　ＡＰＥＣを目前にしたいま、ＴＰＰをめぐるわが国の対応に、各国の目が注がれている。政府は積極的に参加表明を
行い、交渉に臨むことによって、環太平洋地域における自由貿易体制を前進させるべく、責任を果たしていくべきである。
金属労協は、ここにＴＰＰへの参加・締結を強く求めるものである。

以　上


