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１ 大阪府経済の概況    平成 26 年度は２年連続のプラス成長 

 

【大阪府の経済成長率】  「名目は 2.0％成長、実質は 0.5％成長でともに２年連続のプラス」 

平成 26年度の府内総生産は、名目で 37兆 9340億円、実質(平成 17暦年連鎖価格)で 39兆 4617

億円となった。対前年度増加率(＝経済成長率)は、名目で 2.0％増、実質で 0.5％増となり、名目、

実質共に経済成長率はプラスとなった。 

 

図表１－１－１ 大阪府の経済成長率 

 

 

府内総生産(生産側 名目)は、国内の景気回復や円安等の影響により、製造業が対前年度 5.0％

増となった。また、設備投資（総固定資本形成）の増により建設業が同 3.8％増、平成 25年度に

引き続き燃料高騰の価格転嫁が進んだ電気・ガス・水道業も同 7.3％増となった。 

府民所得では、企業所得（法人企業の分配所得受払後）が対前年度 9.1％減となったが、雇用

者報酬が同 3.5％増、財産所得（非企業部門）が同 7.7％増となり、対前年度 0.6％増となった。 

また、府内総生産(支出側 名目)の過半を占める民間最終消費支出は、消費税率引き上げの影

響を受け、対前年度 0.7％減となった。 

 

【全国の経済成長率との比較】  「大阪府 0.5％増、全国 1.0％減 実質経済成長率は全国を上回る」 

全国（国民経済計算 2014年度確報（平成 26年度））の支出側（需要項目）から推計された連鎖

実質値では、平成 24年度 0.9％増、平成 25年度 2.0％増、平成 26年度 1.0％減と推移している。 

大阪府の平成 26年度実質経済成長率（0.5％増）は、全国の実質経済成長率を上回っている。 

 

図表１－１－２ 実質経済成長率の推移 
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【主要項目】  「大阪府の府内総生産は全国の 7.7％を占める」 

全国と大阪府の主要項目は以下のとおり。 

大阪府の総生産額は全国の 7.7％を占める。なお、前年度から全国シェアの増減はなかった。 

 

図表１－１－３ 大阪府、全国の主要項目 

 

 

 

 

 

【日本の主なできごと】  「消費税率の引き上げによる反動減、金融緩和に伴う投資、外国人消費」 

平成 26年度には、消費税率について従来の５％から８％へ引き上げが行われ、前年度の駆け込

み需要の反動を受けた国内家計最終消費支出は名目 0.7％減、実質 2.8％減と大きく消費税率引き

上げの影響を受けた。一方、日本銀行の金融緩和による景気への刺激策の影響等により、企業投

資は名目 1.6％増、実質 0.1％増となった。 

また、「非居住者家計の国内での直接購入」（主に外国人観光客の国内での消費）は、訪日外国

人の増加に伴い、平成 25年度と比べ名目で 50％以上も増加し、めざましい伸びを見せた。 

 

【大阪府内の主な経済動向・投資】  「観光客の増加とその対応、USJ 新エリア、商業施設の増加」 

国内と同様に大阪府においても、消費税率の引き上げに伴い消費が冷え込み、民間最終消費支

出の減少が見られた。 

一方で、平成 25年度からの継続した円安、関西国際空港へのＬＣＣ(ローコストキャリア)の新

規就航・増便、ビザ発給要件の緩和、免税対象品目の拡大等により、関西への観光客がさらに増

加、関西国際空港の外国人旅行者数は 699 万人(平成 26 年度)、前年度比 41％増と過去最高を更

新した。 

内外からの来阪者の増加に対応すべく、新規ホテルの開設や、既設ホテルの客室改修等の投資

が大きく増加した。加えて、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新エリアがオープンし、平成

26年度の入場者数は 1270万人と過去最高を記録、来阪者の増加に大きく寄与した。 

また、府内における商業施設への投資も活発で、ららぽーと和泉、EXPOCITY等、郊外型の大型

商業施設への投資が相次いだ。  

上段：実額(単位：十億円) 下段：増加率(％)
平成24年度 平成25年度 平成26年度

大阪府 36,912.4 37,206.9 37,934.0
(生産側) ▲ 0.9 0.8 2.0
全国 474,403.7 482,430.4 489,623.4

(支出側) 0.0 1.7 1.5
大阪府 38,852.4 39,258.3 39,461.7

(生産側) ▲ 0.2 1.0 0.5
（注１）  全国 519,540.2 529,809.9 524,664.3

(支出側) 0.9 2.0 ▲ 1.0
（注２）  全国 519,216.8 526,261.1 526,095.7

(生産側：暦年) 1.7 1.4 ▲ 0.0
26,076.1 26,476.7 26,624.5
▲ 1.3 1.5 0.6

351,174.4 359,115.1 364,444.1
0.5 2.3 1.5
7.8 7.7 7.7（注３）  (参考)府内総生産(名目)の全国シェア(％)

総生産額(名目)

府⺠所得(名目)
国⺠所得(名目)
[要素費用表示]

大阪府

全国

総生産額(連鎖実質)

（注１） 県民経済計算においては連鎖価格表示の実質値（支出系列）の計算はされていない。 

（注２） 国民経済計算の生産側の計数は暦年値。 

（注３） 全国シェアは、「府内総生産（名目）／国内総生産（名目）」により求めている。 

資料：内閣府「国民経済計算 2014年度確報（平成 26年度）」
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２ 総生産（生産側） 

 

実質経済成長率（0.5％増）に対する経済活動別寄与度をみると、増加に寄与したのは、製造業

プラス 0.67％ポイント、不動産業プラス 0.31％ポイント等、減少に寄与したのは、サービス業マ

イナス 0.58％ポイント、卸売・小売業マイナス 0.53％ポイント等であった。なお、その他のうち、

輸入品に課される税・関税がプラス 0.68％ポイントと製造業に匹敵する寄与となった。これは、

消費税率の引き上げが要因の一つと考えられる1。 

図表１－２－１ 実質経済成長率（生産側 連鎖 0.5％増）に対する経済活動別寄与度 

 

 

 

また、製造業中分類別に寄与度をみる。 

製造業中分類別寄与度では、化学マイナス 0.29％ポイント、窯業・土石製品マイナス 0.05％ポ

イント等が減少に寄与したものの、石油・石炭製品がプラス 1.00％ポイントと大きく寄与、他に

鉄鋼プラス 0.13％ポイント、電気機械プラス 0.13％ポイント等が増加に寄与したため、製造業全

体では実質経済成長率に対して増加に寄与した。 

図表１－２－２ 実質経済成長率（生産側 連鎖 0.5％増）に対する製造業中分類別寄与度 

 

（注）連鎖方式では加法整合性が無いため、製造業全体の寄与度と製造業中分類における寄与度の合計値は一致しない。 

                             
1 輸入品に課される税・関税（輸入品に課される消費税を含む。）は間接税であり、経済活動部門別に付加価値部門に計上されるべきだが、その配

分が困難なため一括して計上している。 

0.67 

0.07 0.00 

-0.53 

-0.09 

0.31 

-0.12 

0.02 

-0.58 

0.70 

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

製
造
業

建
設
業

電
気
・
ガ
ス
・
水
道
業

卸
売
・
小
売
業

金
融
・
保
険
業

不
動
産
業

運
輸
業

情
報
通
信
業

サー

ビ
ス
業

そ
の
他

0.07

-0.01 -0.02

-0.29

1.00

-0.05

0.13
0.02 0.03 0.01

0.13

-0.00 -0.01

0.07

-0.40
-0.20
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20

食
料
品

繊
維

パ
ル
プ
・
紙

化
学

石
油
・
石
炭
製
品

窯
業
・
土
石
製
品

鉄
鋼

非
鉄
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

(％ポイント)

(％ポイント)
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また、総生産額（名目）の産業別構成比を全国＝1 とする特化係数でみると、電気・ガス・水

道業が 1.38、卸売・小売業が 1.26、情報通信業が 1.23と大きくなっている。 

 

図表１－２－３ 経済活動別府内総生産(生産側名目)特化係数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）特化係数＝府の構成比（年度値）／全国の構成比(暦年値） 

 

 

図表１－２－４ 府内総生産(生産側名目)の構成比 （産業＝100） 
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図表１－２－５ 経済活動別府内総生産（生産側 名目） 

 

 

図表１－２－６ 経済活動別府内総生産（生産側 実質） 平成 17暦年連鎖価格 

25年度 26年度 25年度 26年度 25年度 26年度
十億円 十億円 ％ ％ ％ ％

１ 産業 33,677.1 34,117.9 0.9 1.3 90.5 89.9
 (1) 農林⽔産業 36.4 36.3 ▲ 6.0 ▲ 0.3 0.1 0.1
 (2) 鉱業 2.4 2.2 ▲ 2.3 ▲ 8.1 0.0 0.0
 (3) 製造業 5,136.4 5,394.3 0.8 5.0 13.8 14.2
 (4) 建設業 1,463.9 1,520.1 2.0 3.8 3.9 4.0
 (5) 電気・ガス・水道業 955.0 1,024.2 9.1 7.3 2.6 2.7
 (6) 卸売・小売業 6,674.8 6,650.0 1.4 ▲ 0.4 17.9 17.5
 (7) ⾦融・保険業 1,623.4 1,580.8 ▲ 1.2 ▲ 2.6 4.4 4.2
 (8) 不動産業 5,201.6 5,289.4 ▲ 0.3 1.7 14.0 13.9
 (9) 運輸業 1,940.5 1,955.3 1.1 0.8 5.2 5.2
 (10)情報通信業 2,478.6 2,523.9 ▲ 0.4 1.8 6.7 6.7
 (11)サービス業 8,164.2 8,141.5 0.9 ▲ 0.3 21.9 21.5
２ 政府サービス生産者 2,204.5 2,275.8 ▲ 3.5 3.2 5.9 6.0
３ 対家計⺠間⾮営利サービス生産者 762.7 759.8 ▲ 0.8 ▲ 0.4 2.0 2.0
 小  計 36,644.3 37,153.6 0.5 1.4 98.5 97.9
４ 輸入品に課される税・関税 804.2 1,158.5 14.8 44.1 2.2 3.1
５ (控除)総資本形成に係る消費税 241.6 378.1 3.7 56.5 0.6 1.0
６ 府内総生産 37,206.9 37,934.0 0.8 2.0 100.0 100.0
(注) 四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。

項  目 実額 対前年度増加率 構成比

デフレーター
25年度 26年度 25年度 26年度 25年度 26年度 26年度
十億円 十億円 ％ ％％ポイント％ポイント

１ 産業 35,706.6 35,555.2 1.3 ▲ 0.4 1.22 ▲ 0.39 96.0
 (1) 農林⽔産業 39.4 39.0 ▲ 2.0 ▲ 0.9 ▲ 0.00 ▲ 0.00 93.0
 (2) 鉱業 1.5 1.2 ▲ 5.1 ▲ 16.6 ▲ 0.00 ▲ 0.00 180.9
 (3) 製造業 6,209.6 6,472.1 1.8 4.2 0.28 0.67 83.3
 (4) 建設業 1,418.0 1,445.8 0.9 2.0 0.03 0.07 105.1
 (5) 電気・ガス・水道業 837.8 839.6 2.9 0.2 0.06 0.00 122.0
 (6) 卸売・小売業 6,530.0 6,321.3 0.4 ▲ 3.2 0.07 ▲ 0.53 105.2
 (7) ⾦融・保険業 2,179.4 2,143.0 4.5 ▲ 1.7 0.24 ▲ 0.09 73.8
 (8) 不動産業 5,485.3 5,608.0 0.6 2.2 0.09 0.31 94.3
 (9) 運輸業 1,976.8 1,929.6 1.7 ▲ 2.4 0.08 ▲ 0.12 101.3
 (10)情報通信業 2,802.8 2,810.8 1.6 0.3 0.12 0.02 89.8
 (11)サービス業 8,247.4 8,018.4 1.4 ▲ 2.8 0.29 ▲ 0.58 101.5
２ 政府サービス生産者 2,340.7 2,351.0 ▲ 3.2 0.4 ▲ 0.20 0.03 96.8
３ 対家計⺠間⾮営利サービス生産者 835.4 826.7 ▲ 0.2 ▲ 1.0 ▲ 0.00 ▲ 0.02 91.9
 小  計 38,882.5 38,732.8 1.0 ▲ 0.4 1.01 ▲ 0.38 95.9
４ 輸入品に課される税・関税 620.0 885.0 3.1 42.7 0.05 0.68 130.9
５ (控除)総資本形成に係る消費税 248.1 258.4 3.9 4.1 ▲ 0.02 ▲ 0.03 146.4
６ 府内総生産 39,258.3 39,461.7 1.0 0.5 1.04 0.52 96.1
７ 開差 (6-1-2-3-4+5) 3.8 102.2 - - - - -
(注) 連鎖方式では加法整合性がないため開差項目を設けている。寄与度は、対前年度増加率に対する影響度。

項  目 実額 対前年度増加率 寄与度
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３ 総生産（支出側） 

 

支出側からみた実質経済成長率（1.2％減）に対する需要項目別寄与度をみると、増加に寄与し

たのは府内総資本形成プラス 0.7％ポイント、減少に寄与したのは、民間最終消費支出マイナス

2.1％ポイント、財貨・サービスの移出入マイナス 0.6％ポイントとなっている。 

また、府内総生産（支出側 名目）の 53.8％を民間最終消費支出が占めている。 

 

図表１－３－１ 実質経済成長率（支出側 固定）に対する需要項目別寄与度 

 

 

図表１－３－２ 府内総生産額（支出側 名目）の構成比 
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図表１－３－３ 府内総生産（支出側 名目） 

 

 

 

図表１－３－４ 府内総生産（支出側 実質） 平成 17暦年固定基準 

 

 

25年度 26年度 25年度 26年度 25年度 26年度
十億円 十億円 ％ ％ ％ ％

１ ⺠間最終消費⽀出 20,526.2 20,391.9 7.3 ▲ 0.7 55.2 53.8
２ 政府最終消費支出 6,183.0 6,314.1 2.0 2.1 16.6 16.6
３ 府内総資本形成 6,301.5 6,743.0 5.0 7.0 16.9 17.8
 (1) ⺠間総固定資本形成 5,567.3 5,680.9 5.2 2.0 15.0 15.0
   住宅 894.7 889.1 6.8 ▲ 0.6 2.4 2.3
   企業設備 4,672.6 4,791.8 4.9 2.6 12.6 12.6
 (2) 公的総固定資本形成 952.5 1,135.2 18.9 19.2 2.6 3.0
 (3) 在庫品増加 ▲ 218.3 ▲ 73.0 - - ▲ 0.6 ▲ 0.2
４ 財貨・サービスの移出入(純) 4,399.2 4,384.1 ▲ 5.8 ▲ 0.3 11.8 11.6
５ 統計上の不突合 ▲ 203.0 100.8 - - ▲ 0.5 0.3
府内総生産(支出側) 37,206.9 37,934.0 0.8 2.0 100.0 100.0
(注) 四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。

項  目 実額 対前年度増加率 構成比

25年度 26年度 25年度 26年度 25年度 26年度
十億円 十億円 ％ ％％ポイント％ポイント

１ ⺠間最終消費⽀出 20,243.7 19,436.9 5.9 ▲ 4.0 3.0 ▲ 2.1 104.9
２ 政府最終消費支出 6,367.6 6,371.4 2.1 0.1 0.3 0.0 99.1
３ 府内総資本形成 6,508.3 6,782.9 4.3 4.2 0.7 0.7 99.4
 (1) ⺠間総固定資本形成 5,812.0 5,799.7 4.6 ▲ 0.2 0.7 ▲ 0.0 98.0
   住宅 846.4 813.4 4.0 ▲ 3.9 0.1 ▲ 0.1 109.3
   企業設備 4,965.6 4,986.3 4.7 0.4 0.6 0.1 96.1
 (2) 公的総固定資本形成 909.0 1,053.6 17.0 15.9 0.4 0.4 107.7
 (3) 在庫品増加 ▲ 212.8 ▲ 70.4 - - ▲ 0.3 0.4 -
４ 財貨・サービスの移出入(純) 4,823.8 4,600.0 ▲ 0.8 ▲ 4.6 ▲ 0.1 ▲ 0.6 95.3
５ 統計上の不突合 ▲ 205.9 99.1 - - ▲ 3.4 0.8 -
府内総生産(支出側) 37,737.5 37,290.2 0.6 ▲ 1.2 0.6 ▲ 1.2 101.7
(注) 四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。また寄与度は、対前年度増加率に対する寄与度。

デフレーター
26年度項  目 実額 対前年度増加率 寄与度
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４ 府民所得の分配 

 

平成 26年度の府民所得（名目）は 26兆 6245億円、対前年度増加率 0.6％増と２年連続の増加

となった。これは、企業所得が対前年度増加率 9.1％減となったものの、雇用者報酬が 3.5％増、

財産所得が 7.7％増と大きく増加したことによるものである。 

 

図表１－４－１ 府民所得の推移 

 
 

 

図表１－４－２ 府民所得 
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府⺠雇⽤者報酬 財産所得 企業所得 府⺠所得増加率

25年度 26年度 25年度 26年度 25年度 26年度
十億円 十億円 ％ ％ ％ ％

１ 府⺠雇⽤者報酬 16,906.1 17,502.9 ▲ 0.9 3.5 63.9 65.7
２ 財産所得(非企業部門) 2,519.0 2,712.0 7.1 7.7 9.5 10.2
 (受取) 3,272.1 3,459.2 5.4 5.7 12.4 13.0
 (支払) 753.1 747.2 ▲ 0.2 ▲ 0.8 2.8 2.8
 (1) 一般政府 ▲ 114.7 ▲ 77.7 54.4 32.2 ▲ 0.4 ▲ 0.3
 (2) 家計 2,605.8 2,760.6 1.2 5.9 9.8 10.4
   利⼦ 1,245.3 1,308.6 2.3 5.1 4.7 4.9
   配当 389.3 394.2 ▲ 1.5 1.3 1.5 1.5
   保険契約者に帰属する財産所得 689.4 722.1 4.7 4.7 2.6 2.7
   賃貸料 281.9 335.7 ▲ 7.0 19.1 1.1 1.3
 (3) 対家計⺠間⾮営利団体 27.9 29.2 ▲ 1.9 4.7 0.1 0.1
３ 企業所得(法人企業の分配所得受払後) 7,051.6 6,409.6 5.9 ▲ 9.1 26.6 24.1
 (1) ⺠間法⼈企業 3,822.6 3,179.9 8.6 ▲ 16.8 14.4 11.9
 (2) 公的企業 375.4 460.0 0.5 22.5 1.4 1.7
 (3) 個人企業 2,853.6 2,769.7 3.1 ▲ 2.9 10.8 10.4
４ 府⺠所得(要素費用表示) 26,476.7 26,624.5 1.5 0.6 100.0 100.0
５ 府⺠可処分所得 28,386.5 28,933.1 0.0 1.9 107.2 108.7
６ 府⺠総所得(市場価格表示) 36,884.2 37,944.0 1.7 2.9 - -

項  目 実額 対前年度増加率 構成比

(兆円)

年度

(％)

平成
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５ 平成 26 年度の主なできごと、主な投資 

 

平成 26 年度の主なできごと（★印は大阪府内のできごと） 

４月 ・消費税率が８％に引き上げ 

★枚方市が中核市に移行 

★交通科学博物館が閉館 

・Windows XPのサポート期間終了 

・2013年度の国内パソコン出荷台数が

前年度比 8.6％増の 1210万台 

10月 ・赤崎勇氏、天野浩氏、中村修二氏の３

名がノーベル物理学賞を受賞 

★ミナミの江崎グリコ電光看板リニュ

ーアル 

・FRB(米連邦準備制度理事会)が量的緩

和策の終了を決定 

★ららぽーと和泉がオープン 

・日本銀行がマネタリーベースを年 80

兆円とする追加金融緩和策を決定 

５月 ★大阪府中小企業信用保証組合と大阪

市信用保証組合が合併し、大阪信用保

証協会に 

・４月の消費者物価指数(コア CPI全国)

が前年同月比 3.2％増の 103.0に 

11月 ・安倍首相が衆議院解散と、平成 27年

10月に予定していた消費税率 10％へ

の引き上げを１年半延期すると表明 

・7-9月期の実質 GDPが前期比 0.4％減、

年率 1.6％減に 

★国土交通省が阪神港の運営会社であ

る阪神国際港湾株式会社への出資、経

営参画 

６月 ・欧州中央銀行がマイナス金利を導入 

・４月の旅行収支が 44年ぶり黒字 

・改正電気事業法が成立、電力小売自由

化 

・日本の税収が 47兆円、リーマン・シ

ョック後最大に 

12月 ・円安の進展により７年ぶりに１ドル

120円台 

・衆議院総選挙が実施され、第三次安倍

内閣が発足 

・ブレント原油先物が５年半ぶりの安値 

★三洋電機が本社ビルを守口市に売却 

・リニア中央新幹線の建設工事に着手 

７月 ★南海、大阪府より泉北高速鉄道などを

運営する大阪府都市開発株式会社の

株式を譲り受け子会社化 

★大阪府の路線価 0.3％上昇、６年ぶり 

★ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに

てハリー・ポッター新エリアが開業 

★政府が最低賃金を全国平均 16円、大

阪府では 19円引き上げ 

１月 ・2014年に国内で産まれた子供は前年

比 2.9万人減の 100万 1千人、1899

年以降最少 

・2014年の企業倒産は件数、負債総額と

も 1990年以来の低水準 

・厚生労働省が、公的年金のマクロ経済

スライドの初適用を決定 

★御堂筋イルミネーション 2014がギネ

ス世界記録に認定 

８月 ・4-6月期の実質 GDPが前期比 1.7％減、

年率 6.8％減に 

★JR大阪駅隣接の専門店ビル「ルクア」

が改装開業 

２月 ★2014年の大阪府人口が転出超に 

・2014年の毎月勤労統計より、１人当た

りの給与総額は名目 0.8％増、実質

2.5％減 

★ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの

2014年度入場者数が過去最高を更新 

・りそな銀行が公的資金を完済 

９月 ・第二次安倍内閣が発足 

★新関西国際空港株式会社が、伊丹空港

ターミナルビルの改修計画を発表 

・「まち・ひと・しごと創生本部」が初

会合 

★国土交通省が 2014年基準地価を発表。

上昇率はグランフロント大阪が最高。 

・長野、岐阜県境の御嶽山が噴火 

３月 ・厚生年金基金の８割にあたる 368基金

が解散方針を決定 

★シャープが 1500億円の資本支援要請 

・北陸新幹線長野駅～金沢駅間開業 

・日経平均株価が 14年 11ヶ月ぶりの高

値、終値 19,560.22円 

★関西国際空港の 2014年度旅客者数が

前年度比１割増の 2005万人に 
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平成 26 年度における大阪府内の主な投資 

流通 

・ニチレイ ロジスティクス関西咲洲物流センター(～H26.10 約 91億円) 

・住友倉庫物流施設(～H27春 約 60億円) 

・プロロジスパーク大阪５(～H27.1 約 160億円) 

・SGリアルティ舞洲(H25.9～H26.6) 

・MFLP(Mitsui Fudousan Logistics Park)堺(～H26.9) 

商業 

・くずはモール改装(～H27.3 約 210億円) 

・ルクア 1100改装(～H27.4) 

・ららぽーと和泉(H25.5～H26.10オープン) 

・三井不動産 EXPOCITY(H26.7～H27.11オープン) 

・阪神電気鉄道、阪急電鉄 梅田 1丁目 1番地計画 

(阪神百貨店改装含 H26.10～H34.3 総工費 450億円) 

・イオンモール堺鉄砲町(H26.10～H28.3) 

・よみうり文化センター 千里中央 再整備事業(H26.4～H31.2) 

・南海ターミナルビル (仮称)新南海会館ビル(H25.5～H30.9 約 440億円) 

観光・レジャー 

・ヒルトンホテル大阪改装(H25～H26) 

・ホテルグランヴィア大阪客室改装 

・ホテルニューオータニ客室全室改装(H26～H32) 

・The Park Front Hotel at Universal Studios Japan(～H27.8) 

・関西空港第１旅客ターミナルリノベーション工事(～H27.3 約 80億円) 

・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター 

(H24後半～H26.7.15オープン 約 450億円) 

・さかい利晶の杜 (～H27.3 約 36億円) 

・市立吹田サッカースタジアム (H25.12～H27.9 総事業費約 141億円) 

産業 

・日本生命本店東館建替(H24.6～H27.3.11) 

・大阪ガス hu+gMUSEUM(ハグミュージアム) (H24.11～H27.1.30オープン) 

・大阪ガス泉北製造所 LNGタンク建設(H24.9～H27.11 約 200億円) 

・NTTコミュニケーションズ データセンター(～H28 約 100億円) 

・KDDIデータセンター TELEHOUSE OSAKA 2(～H27.8 100億円強) 

・独立行政法人製品評価技術基盤機構 大型蓄電池試験・評価施設 (～H28.3 132.8億円) 

研究開発・教育 

・日東電工 茨木事業所 R2棟建設増築工事 (H26.8～H27.10 約 70億円) 

・カプコン開発拠点ビル建設(テクニカルセンターH25.5～H27.5稼動 約 25億円、 

研究開発第２ビル H25.6～H28.4稼動 約 55億円) 

・ジェイテック(バイオ関連機器開発)開発センター(～H26.10) 

・近畿大学東大阪キャンパス整備(H25.9～H32.3 総事業費 400億円) 

・立命館大学大阪いばらきキャンパス(H25.7～H27.2) 

・常翔学園 梅田キャンパス(H26.4～H28.8) 
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医療 

・大阪医科大学附属病院 中央手術棟(H26.9～H28.1) 

・武田薬品工業 前立腺がん治療薬製造設備 (H27～H30.3 66億円) 

・全星薬品工業 和泉工場 (～H28.6 約 120億円) 

・大阪府立成人病センター(H26.10～H28.11 施設整備費約 202億円) 

鉄道 

・近鉄奈良線連続立体交差事業(若江岩田～東花園駅間 H14～H26.9.21全線高架化 約 633億円) 

・阪急京都線・千里線連続立体交差事業 (淡路駅付近約 7.1km高架化 H20.9～H39 約 1632億円) 

・おおさか東線 (新大阪～久宝寺間 H8～H30 1197億円 うち放出～久宝寺間は H20.3開業) 

・ＪＲ阪和線東岸和田駅付近高架化事業 

(事業延長約 2.1Kmうち高架区間約 1.6Km 約 270億円 高架化工事 H21～) 

・南海本線連続立体交差事業(南海泉大津駅付近約 2.4km高架化 H9～H31 約 551億円) 

・ＪＲ大阪環状線改造プロジェクト(車両刷新、駅舎改良等 約 300億円) 

高速道路 

・阪神高速大和川線(三宝～三宅 H11～H31年度末 約 2689億円 大阪府、堺市街路事業を含まず) 

・阪神高速淀川左岸線(北港～豊崎 H8～H32頃 約 3082億円 別途大阪市街路事業約 1238億円） 

・阪神高速松原ジャンクション(～H27.3.29開通 80億円) 

・新名神高速道路(高槻第一ジャンクション～神戸ジャンクション H21～H30年度開通予定 

約 7117億円) 
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第２部 トピックス

-府民経済計算を活用した分析事例- 

府民経済計算は経済成長率の計測のほか、様々な視点からの分析が可能な統計です。 

ここでは府民経済計算を中心に、他の統計も活用した大阪府経済の分析事例を３点紹介します。 

１ 情報通信業に関する分析 

大阪府の情報通信業の動向と、情報通信技術の進展が府民経済計算に与える影響につい

て、生産・雇用・賃金・支出・投資の各面から考察します。 

２ 労働分配率に関する分析 

近年低下傾向にある大阪府の労働分配率について、その要因を分析します。 

３ 要素所得収支に関する分析 

平成 26年度に初めて黒字となった府外からの要素所得（純）について、府民経済計算に

おける「府民」と「府内」等の概念を整理しながら、その推移について検証します。 
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１ 情報通信業に関する分析 

要約 

ここでは、大阪府の情報通信業の動向と、情報通信技術の進展が府民経済計算に与える影響に

ついて、生産・雇用・賃金・支出・投資の各面から確認した。 

結果として、情報通信技術の進展は、情報通信業のみならず、府内経済全般において重要な役

割を果たしていることが確認できた。 

平成 28年６月２日に閣議決定された「日本再興戦略 2016 ―第４次産業革命に向けて―」の冒

頭1では、「今後の生産性革命を主導する最大の鍵は、IoT（Internet of Things）、ビッグデータ、

人工知能、ロボット・センサーの技術的ブレークスルーを活用する『第４次産業革命』である。」

と記載されています。 

また、「2016年版中小企業白書2」では、中小企業における「生産性向上のための IT活用」とし

て、「IT活用の効果」や、「高収益企業における IT活用を稼ぐ力の強化に結び付けるための取組」

について、分析しています。 

このような情報通信技術は、あらゆる財・サービスの生産活動に利用されており、その供給側

である情報通信業の重要性は増しているとされています3。 

実際、平成 23年大阪府産業連関表を確認すると、大阪府においても情報通信業は最も他産業へ

影響を与える産業4であることが示されています。 

そこで、このような情報通信業の動向と、情報通信技術の進展が府民経済計算に与える影響に

ついて、各種統計を用いて俯瞰することとします。 

（注）白書等では、情報通信技術を「IT（Information Technology）」または「ICT（Information 

and Communication Technology）」と称し、情報通信技術に関わる産業を「IT産業」、「ICT産

業」または「ICT 関連産業」と称することが多いですが、ここでは府民経済計算の表章に合

わせ、「情報通信技術」、「情報通信業」と表記します。 

 ただし、本文中にて白書等の引用を行う際は、白書等の表記に合わせ「IT」、「ICT」、「ICT

産業」等と、表記を変更せずに引用します。

1
「日本再興戦略 2016 ―第４次産業革命に向けて―（首相官邸）」本編２ページ参照 

(http://www.kantei.go.jp/jp/headline/seicho_senryaku2013.html) 
2
「2016年版中小企業白書（中小企業庁）」第２部第２章（116～157ページ）参照 (http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/)

3
同旨「平成 25年度 年次経済財政報告（内閣府）」第３章第１節２（270ページ）参照 (http://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je13/13.html)

4
「平成 23年大阪府産業連関表（大阪府総務部統計課）」第２部第１章３（13部門逆行列係数表）における影響力係数（42～43ページ）参照 

(http://www.pref.osaka.lg.jp/toukei/sanren_k/)
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供給側の動向 

【生産面】情報通信業の実質総生産は増加傾向だが、名目総生産は横ばい 

情報通信技術の供給側の動向として、まず、生産面から情報通信業の状況を俯瞰します。 

図表２－１－１から、情報通信業の実質総生産は平成 13年度を 100としたとき、平成 26年度

は 118.7まで成長したことが分かります。これは、大阪府の主要な産業である製造業、卸売・小

売業及びサービス業よりも、高い成長を示しています。 

しかしながら、図表２－１－２をみると、情報通信業の名目総生産は平成 13年度を 100とした

とき、平成 26年度は 100.3とほぼ横ばいとなっています。 

このように情報通信業の実質総生産と名目総生産に差異がみられる理由は、情報通信業のデフ

レーターが低下しているためであり、その背景には技術進歩による価格の下落が考えられます5。 

図表２－１－１ 経済活動別実質
．．
総生産の推移（大阪府）

図表２－１－２ 経済活動別名目
．．
総生産の推移（大阪府）

5
同旨「平成 25年度 年次経済財政報告（内閣府）」第３章第１節２（270ページ）参照 (http://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je13/13.html) 
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【雇用面】情報通信業従業者数の推移：大阪府の従業者数は平成 21年以降減少傾向 

次に、分配として、情報通信業を雇用面から確認します。 

図表２－１－３から、大阪府の情報通信業従業者数6は平成 21 年までは増加傾向にあったもの

の、それ以後は減少傾向にあることが分かります。 

なお、平成 26年の情報通信業従業者数全体（147,515人）のうち、３人に２人（66.0％：97,362

人）が情報サービス業7の従業者となっています。 

また、図表２－１－４より大阪府と全国の情報通信業従業者数を比較すると、大阪府では平成

24、26年の従業者数は減少したのに対し、全国では横ばいであったことが分かります。 

図表２－１－３ 情報通信業従業者数の内訳推移（民営事業所：大阪府）

図表２－１－４ 情報通信業従業者数の推移（民営事業所：大阪府・全国）

 

6
図表２－１－３～図表２－１－７までの産業分類は、日本標準産業分類（平成 19年 11月改定及び平成 25年 10月改定）における、「大分類 Ｇ

－情報通信業」を基としている。なお、経済活動別分類(93SNA分類)における情報通信業には、「郵便局（うち郵便事業）」等が加わる。詳細は、

本書 149～151ページ「<参考資料>経済活動別分類(93SNA分類)と日本標準産業分類の対応表」を参照。
7
情報サービス業には「受託開発ソフトウェア、組込みソフトウェア、パッケージソフトウェア、ゲームソフトウェアの作成及びその作成に関し

て、調査、分析、助言などを行う事業所、情報の処理、提供などのサービスを行う事業所が分類される」日本標準産業分類平成 25年 10月改

定（総務省）「中分類３９－情報サービス業 総説」参照 (http://www.soumu.go.jp/main_content/000290726.pdf)

84,829 81,492 88,997
102,643 95,710 97,362

27,656
16,646

22,340
20,970 24,101 21,148

23,464

21,752
22,480

22,224 19,679 19,555
4,745

4,700
5,222

5,951 7,047 4,740354
1,143

2,796
4,765 3,156 4,710

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

平成13 16 18 21 24 26年

情報サービス業 通信業 映像・音声・文字情報制作業 放送業 インターネット附随サービス業

100.0

89.1

100.6

111.0
106.9

104.6
97.5

108.9

120.2
113.4

113.6

85.0
90.0
95.0

100.0
105.0
110.0
115.0
120.0
125.0

平成13 16 18 21 24 26年

大阪府 全国

(総務省 平成 18年事業所・企業統計調査(特別集計)、総務省 平成 21年経済センサス‐基礎調査、総務省・経済産業省 平成 24年経済センサス‐活動調査より)

(人) 

 (平成 13年=100) 

(総務省 平成 18年事業所・企業統計調査(特別集計)、総務省 平成 21年経済センサス‐基礎調査、総務省・経済産業省 平成 24年経済センサス‐活動調査より)
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【賃金面】情報通信業の賃金水準は高い。その一因は正社員比率の高さと所定外労働時間の長さ 

次に、分配として、情報通信業の賃金面から確認します。 

図表２－１－５から、大阪府の情報通信業の平均月間現金給与額（現金給与総額）は 491,714

円と、電気・ガス・熱供給・水道業に次ぎ、高い賃金水準となっています。これは、調査産業計

（335,304円）に比べ、約 46.6％高い水準となっています。 

図表２－１－５ 常用労働者１人平均月間現金給与額（現金給与総額）（大阪府：平成 26暦年：５人以上事業所）

では、なぜ情報通信業の賃金水準は高いのでしょうか。一因として、情報通信業はいわゆる「正

社員・正職員」の割合が高いことが考えられます。図表２－１－６から、大阪府の雇用者のうち

正社員・正職員の比率をみると、情報通信業の正社員・正職員比率は 86.2％と、電気・ガス・熱

供給・水道業に次ぎ高い比率であることが分かります。 

図表２－１－６ 雇用者のうち正社員・正職員の比率（民営：大阪府：平成 26年）
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他にも、情報通信業の賃金水準が高い理由として、所定外労働時間（いわゆる残業時間）が長

いことが考えられます。図表２－１－７から、大阪府の１人平均月間所定外労働時間をみると、

情報通信業の所定外労働時間は 20.2時間と、運輸業，郵便業に次ぎ所定外労働時間が長くなって

います。また、情報通信業の１人平均月間超過労働給与は 42,753円であり、調査産業の中で最も

高い超過労働給与となっています。 

図表２－１－７ 常用労働者１人平均月間所定外労働時間及び超過労働給与（大阪府：平成 26暦年：５人以上事業所）

需要側の動向 

【支出面】家計の通信費及びインターネットを利用した支出は増加傾向 

さらに情報通信技術の進展は、需要側の消費・投資動向にも影響を及ぼしています。 

図表２－１－８から、大阪府の家計最終消費支出（名目）のうち通信費の支出をみると、平成

17年度以降、通信費はほぼ一貫して増加傾向にあることが分かります。また、家計最終消費支出

全体に占める通信費の割合も、一貫して上昇しています。 

図表２－１－８ 家計最終消費支出（名目）のうち通信費の推移
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¥1,633
20.5%

¥1,221
15.3%

¥852
10.7%

¥844
10.6%¥765

9.6%

¥498
6.2%

¥2,161
27.1%

宿泊料、運賃、パック旅行費 飲食料品・出前

衣類・履物 家具・家電

医薬品・健康食品・化粧品 書籍・コンテンツ類（注）

その他

また、図表２－１－９から、インターネットを利用した支出総額をみると、近畿・全国ともほ

ぼ一貫して増加傾向にあることが分かります。 

近畿のインターネットを利用した支出総額の動向をみると、平成 14暦年では１ヶ月１世帯あた

り 1,189 円だった支出総額が、平成 27暦年では 7,972 円となり、13年間でインターネットを利

用した支出が 6.7倍に増加したことが分かります。 

図表２－１－９ インターネットを利用した支出総額（総世帯：１世帯１ヶ月あたり）

【支出面】家計は多様な財・サービスを、インターネットを利用して購入 

さらに、図表２－１－10より、インターネッ

トを利用した支出総額の内訳をみると、「宿泊料、

運賃、パック旅行費（1,633円）」、「飲食料品・

出前（1,221円）」、「衣類・履物（852円）」をは

じめ、インターネットを利用して多様な財・サ

ービスを購入していることが分かります。 

ちなみに全国値では、ネットショッピングの

利用により家計支出が増えたと答えた人は全体

の 43％で、これを支出額の増減幅との加重平均

値でみると、12.0%の家計支出の増加に相当する、

との調査結果8もあります。 

このように情報通信技術の進展は、家計の消

費動向にも変化をもたらしています。 

8
「平成 28年版情報通信白書（総務省）」第１部第１章第２節（33～34ページ）参照 

(http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/h28.html)
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図表２－１－10 インターネットを利用した支出総額の内訳 

（近畿：総世帯：１世帯１ヶ月あたり：平成 27暦年） 

(総務省「家計消費状況調査」を基に集計)

（注）コンテンツ類には、「音楽・映像ソフト、パソコン用ソフト、ゲームソフ
ト」、「電子書籍」及び「ダウンロード版の音楽・映像、アプリなど」が含まれる。
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【投資面】民間の情報化投資比率は全国平均よりも高く推移 

「平成 28年版情報通信白書」には、「ICT産業に限らず、あらゆる分野や産業において ICTの

投資や利活用の促進が期待され」、「ICT投資をより一層活かしながら、生産性を高めていくこと

が我が国経済成長において不可欠」との記載9があります。 

では、大阪府の ICT 投資、すなわち情報化投

資はどの程度でしょうか。ここでは、情報通信

産業連関表10の手法を参考に、大阪府及び全国産

業連関表から情報化投資額を試算11しました。 

図表２－１－11より大阪府の民間情報化投資

の推移をみると、大阪府の情報化投資額（民間）

は平成 23暦年において約１兆 1800億円であり、

府内総固定資本形成（民間）全体（投資総額に

相当）の 24.2％を占めます。これは、全国の情

報化投資比率（16.6％）に比べ、高い水準とな

っています。 

また、府内総固定資本形成（民間）全体が減

少する中、情報化投資額は増加していることが

分かります。 

おわりに  

ここでは、情報通信業が府民経済計算に与える影響について、生産・雇用・賃金・分配・支出

の各面から確認しました。 

生産面においては、名目総生産は横ばいであるものの、技術進歩を反映し実質総生産は増加傾

向であることを確認しました。 

雇用面においては、大阪府では平成 21 年以降、情報通信業の従業者数は減少傾向にあること、

また情報通信業のうち３人に２人は情報サービス業に従事していることを確認しました。 

賃金面においては、情報通信業は高い賃金水準にあり、その一因と考えられることとして、正

社員・正職員比率が高いこと、所定外労働時間が長いことを確認しました。 

支出面においては、情報通信技術の進展により通信費が増加し、またインターネットを利用し

た支出総額の増加といった、家計消費の変化を確認しました。 

投資面においては、府内の投資総額が減少する中、増加する情報化投資の状況を確認しました。 

このように情報通信技術の進展は、情報通信業のみならず、府内経済全般において重要な役割

を果たしていることが確認できました。 

9
「平成 28年版情報通信白書（総務省）」第１部第１章第２節（10ページ）参照 (http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/h28.html)

10
「情報通信産業連関表（情報通信統計データベース：総務省）」参照 (http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/link/link03_01.html)

11
ここでは、産業連関表の統合小分類のうち「郵便・信書便」、「電気通信」、「その他の通信サービス」、「放送」、「情報サービス」、「インターネ

ット附随サービス」、「映像・文字情報制作」、「事務用機械」、「民生用電子機器」、「通信機械」、「電子計算機・同付属装置」、「印刷・製版・製

本」、「学術研究機関」及び「企業内研究開発」における「総固定資本形成（民間）」を民間情報化投資額とした。

図表２－１－11 民間情報化投資の推移（大阪府） 
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２ 労働分配率に関する分析 

要約 

ここでは、府民経済計算からみえる労働分配率について確認した。 

結果として、近年の大阪府の労働分配率は低下傾向にあることが分かった。その要因として、

雇用者数及び雇用者一人あたり雇用者報酬が減少傾向にあることが確認できた。また、産業構造

変化の寄与はそれほどみられず、各産業で労働分配率が低下していることが分かった。 

「平成 27年度 年次経済財政報告（内閣府）」の冒頭1では、企業収益の改善⇒雇用・所得環境

の改善⇒消費や投資の拡大という流れで、経済の好循環が生まれると記載されています。ところ

が、平成 26年度の大阪（近畿）では、企業業績は回復基調にあり、雇用も改善傾向にあったもの

の、物価の上昇という要因もあり実質賃金は減少し、内需も概ね弱い動きでした。 

図表２－２－１ 大阪府経済の概況

＜企業業績は回復基調＞ ＜雇用は改善傾向＞ 

（出所：法人企業統計調査【近畿値】） （出所：職業安定業務統計、労働力調査【大阪府値】）

＜内需は弱い動き＞ ＜実質賃金は減少＞ 

（出所：家計調査【近畿値】） （出所：毎月勤労統計調査【大阪府値】）

1 「平成 27年度 年次経済財政報告（内閣府）」はじめに（1ページ）参照 (http://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je15/15.html) 
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図表２－２－１から、企業の業績は回復傾向にあり、労働需要が大きくなっていますが、それ

が労働者を通じて家計に配分されておらず、結果、消費が伸び悩んでいる状況が確認できます。

つまり、経済の好循環を生み出すためには、新たに生み出された付加価値が企業の内部留保に留

まるだけでなく、賃金（給料）という形で労働者に配分される必要があります。 

そこで、ここでは、生産活動によって生み出された付加価値のうち、賃金などの人件費として

労働者が受け取る割合である労働分配率に注目し、大阪府の労働分配率の傾向とその要因につい

て考察することとします。 

近年は低下傾向にある大阪府の労働分配率 

労働分配率は、生産活動によって得られた付加価値のうち、労働者が受け取った割合を表す指

標です。労働分配率の定義には様々な方法がありますが、ここでは、 

府内雇用者報酬

府内要素所得（純生産）

と定義することとします。 

府内雇用者報酬とは、付加価値のうち大阪府内で働く雇用者への分配額を表します。また、府

内要素所得（純生産）とは、府内総生産から固定資本減耗と生産・輸入品に課される税を控除し、

補助金を加えた額を表します。なお、府内要素所得（純生産）と府内雇用者報酬の差額は、産業

部門の利益や個人企業の取り分である営業余剰・混合所得に一致します。 

図表２－２－２は、大阪府の労働分配率の推移を示したものです。 

図表２－２－２から、大阪府の労働分配率は、昭和 55 年度（労働分配率 64.7％）頃から昭和

61年度（同 74.4％）頃、及び平成２年度（同 66.6％）頃から平成 10年度（同 84.1％）頃には上

昇傾向にあった一方、平成 10年度以降は平成 26年度（同 74.3％）に至るまで低下傾向にあるこ

とが読み取れます。 

また、労働分配率と景気の関係をみると、景気後退期には労働分配率が上昇していることが読

み取れます。これは、景気後退により生産活動によって生み出す付加価値が減少する一方、雇用

者への報酬は容易に下げられないこと（賃金の下方硬直性）が要因の一つと考えられます。 

図表２－２－２ 大阪府の労働分配率の推移
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（府民経済計算より試算） 

（注）シャドー部分は景気後退期を表す 
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労働分配率の低下幅は全国平均より大きい 

ここからは、平成 10年度以降の労働分配率についてみていきます。 

図表２－２－３は、大阪府と全国の平成 10年度以降の労働分配率を比較したものです。 

図表２－２－３から、大阪府の労働分配率は平成 10年度には全国と比べて 9.0％ポイント高い

状況にありましたが、その後、全国の労働分配率がほぼ横ばいで推移する中、大阪府の労働分配

率は大きく低下し、平成 26年度には全国とほぼ同水準であることが分かります。 

図表２－２－３ 大阪府と全国の労働分配率の推移 

主要都道府県と比較しても、大阪府の労働分配率の低下幅は大きい 

次に、図表２－２－４により、主要都道府県（東京都、神奈川県、愛知県）と労働分配率を比

較します。なお、各都道府県の数値を得られるのが平成 25年度までであるため、平成 10年度か

ら平成 25年度までの計数で比較します。 

図表２－２－４から、大阪府の労働分配率は他の主要都道府県と比べ高い水準にありましたが、

平成 10年度以降、他に比べて大きく低下したことにより、近年は神奈川県と同水準となり、東京

都及び愛知県とも差が大幅に縮まったことが分かります。 

図表２－２－４ 主要都道府県の労働分配率の推移 
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（注）⼤阪府は年度、全国は暦年である 

（大阪府は府民経済計算、大阪府以外は県民経済計算より試算） 
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以上のことから、近年、大阪府の労働分配率は低下傾向にあり、また、その低下幅は全国や主

要都道府県と比べても大きいことが分かりました。 

では、なぜ大阪府の労働分配率は大きく低下しているのでしょうか。ここからは、その要因に

ついて分析します。 

 

労働分配率の低下は雇用者報酬の減少が影響 

労働分配率の定義から、労働分配率が低下する要因には、①府内雇用者報酬が減少する、②府

内要素所得（純生産）が増加する、の２通りが考えられます。また、府内雇用者報酬は、雇用者

一人当たり雇用者報酬と雇用者数に分解することができます。そこで、ここでは労働分配率の低

下要因を、「雇用者数」、「雇用者一人当たり雇用者報酬」、「府内要素所得（純生産）」の３つに分

解して、それぞれの寄与を計算してみます。 

 

労働分配率を 、雇用者数を 、雇用者一人当たり雇用者報酬を 、府民要素所得を とすると、  =  ∗   

と表現できます。当期を添え字の１で、前期を添え字の０で表現すると、労働分配率の差分は、   −   =   +   2  ∗ (  −  ) +   +   2  ∗ (  −  ) −  ∗       ∗ (  −   ) 
と分解できます2。なお、右辺第１項が雇用者数の変化要因、第２項が雇用者一人当たり雇用者報

酬の変化要因、第３項が府内要素所得（純生産）の変化要因を表しています。 

上式に基づき、平成 10年度から平成 26年度の労働分配率の変化について要因分解し、それぞ

れの寄与度の累積を示したものが図表２－２－５です。 

図表２－２－５が示すとおり、労働分配率の低下は、雇用者数の減少及び雇用者一人当たり雇

用者報酬の減少が要因となっていることが分かります。 

図表２－２－５ 労働分配率の変化差の要因分解（雇用者報酬と府内要素所得） 

  

                             
2 「平成 23年版 労働経済の分析」第 3章第 1節第 3-(1)-4図の手法を参考にした。 (http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/11/) 
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労働分配率の低下に対する産業構造の変化要因は小さい 

次に、産業構造の変化が労働分配率に及ぼす影響について分析します。つまり、労働分配率が

低い産業の大阪府経済に占めるウェイトが高まっていれば、大阪府全体の労働分配率が低下する

ため、そのような影響が大阪府においてみられるか確認します。 

なお、府民経済計算では平成 13年度から産業の分類が変わっているため、ここでは平成 13年

度から平成 26年度における労働分配率の変化について分析します。 

 

まず、産業を   で表し、全体の労働分配率を 、産業別の府内雇用者報酬を  、産業別の府内要
素所得（純生産）を  とすると、  = ∑    ∑    =       ∗   ∑     =    ∗     

と表現できます。ただし、  は当該産業の労働分配率を表し、  は府内要素所得（純生産）に関す
る当該産業の構成比を表しています。 

当期を添え字の１で、前期を添え字の０で表現すると、労働分配率の差分は、   −   =     +    2 (   −    ) +     +    2 (   −    )  

=     +    2 (   −    ) +      +    2 −   +   2  (   −    )  

と分解できます3。ここで、２行目の第１項が当該産業の労働分配率の変化要因、第２項が産業構

造の変化要因を表します。 

なお、１行目の第２項では、労働分配率が相対的に低い産業であっても、構成比が増えれば労

働分配率の増加に寄与したようにみえてしまいます。そこで、第２行のように変形して分析する

こととします。 

 

上式に基づき、平成 13年度から平成 26年度の労働分配率の変化について要因分解した結果が、

図表２－２－６です。 

図表２－２－６によると、大阪府の労働分配率は、平成 13年度から平成 26年度にかけて 4.9％

ポイント低下しましたが、そのうち、各産業の労働分配率の変化要因がマイナス 5.5％ポイント、

構成比の変化要因がプラス 0.6％ポイントと、産業構造の変化要因はそれほど大きくなく、主に

各産業の労働分配率が低下したことにより、全体の労働分配率が低下したことが分かります。 

さらに、産業別に要因をみると、特に産業のサービス業、卸売・小売業、建設業の労働分配率

の低下が、全体の労働分配率の低下に大きく影響していることが分かります。また、産業構造要

因により全体の労働分配率を 0.6％ポイント上昇させる結果となりましたが、これは労働分配率

が平均よりも低い金融・保険業や卸売・小売業等の構成比が低下したこと、及び労働分配率が平

均よりも高い運輸業等の構成比が上昇したことによることが確認できます。 

  

                             
3 野田知彦、阿部正浩「1 労働分配率、賃金低下」『バブル/デフレ期の日本経済と経済政策 第 6巻 労働市場と所得分配』の手法を参考にした。

(http://www.esri.go.jp/jp/others/kanko_sbubble/analysis_06_01.pdf) 

- 27 -

http://www.esri.go.jp/jp/others/kanko_sbubble/analysis_06_01.pdf)


図表２－２－６ 労働分配率の変化差の要因分解（産業構造） 

図表２－２－６と同様（ただし、大阪府以

外は平成 13年度から平成 25年度の変化）の

要因分解を全都道府県に対して行い、労働分

配率変化要因と産業構造変化要因の合計を

プロットしたのが図表２－２－７です。 

図表２－２－７から、多くの都道府県で産

業構造変化要因があまりみられないことが

分かります。一方、佐賀県と新潟県で、産業

構造変化要因によるマイナス寄与がみられ

ますが、これは電気・ガス・水道業の県内要

素所得（純生産）が大幅に減少したことが要

因と考えられます。 

おわりに 

ここでは、大阪府の労働分配率の推移を示し、確認しました。 

大阪府内の労働分配率は、近年は低下傾向にあります。この傾向は、全国平均及び主要都道府

県も同様の傾向であるものの、大阪府はその低下の度合いが全国平均及び主要都道府県と比較し

て大きいことが確認できました。 

大阪府の労働分配率の低下には、雇用者数及び雇用者一人当たり雇用者報酬の減少が寄与して

います。すなわち、雇用者報酬総額の減少が府民所得の減少を上回っているため、労働分配率が

低下していることが確認できました。 

また、大阪府の労働分配率の低下には、産業構造の変化という要因はあまりみられず、個々の

産業の労働分配率減少が要因となっていることを確認できました。

労働分配率 構成比 要因分解

H13 H26
差

H26-H13
H13 H26

差
H26-H13

労働分配率
変化要因

産業構造
変化要因

％ ％ ％ポイント ％ ％ ％ポイント ％ポイント ％ポイント
1 産   業 77.1 71.7 ▲ 5.4 90.8 91.0 0.1 ▲ 5.5 0.6

(1)農林水産業 45.3 41.1 ▲ 4.2 0.1 0.1 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0
(2)鉱業 103.0 ▲ 3.1 ▲ 106.0 0.0 ▲ 0.1 ▲ 0.1 0.0 0.0
(3)製造業 99.9 94.4 ▲ 5.5 14.8 14.0 ▲ 0.9 ▲ 0.8 ▲ 0.2
(4)建設業 111.2 80.9 ▲ 30.3 4.9 4.8 ▲ 0.1 ▲ 1.5 ▲ 0.0
(5)電気・ガス･水道業 48.7 53.2 4.5 2.9 2.6 ▲ 0.3 0.1 0.1
(6)卸売・小売業 63.3 55.4 ▲ 7.9 22.8 20.4 ▲ 2.4 ▲ 1.7 0.4
(7)金融・保険業 51.5 62.7 11.2 7.4 4.5 ▲ 2.9 0.7 0.6
(8)不動産業 40.3 37.9 ▲ 2.4 8.6 10.8 2.2 ▲ 0.2 ▲ 0.8
(9)運輸業 158.7 150.4 ▲ 8.2 3.5 4.1 0.6 ▲ 0.3 0.4
(10)情報通信業 67.2 67.1 ▲ 0.1 6.4 7.1 0.7 ▲ 0.0 ▲ 0.1
(11)サ－ビス業 86.4 77.8 ▲ 8.7 19.4 22.6 3.2 ▲ 1.8 0.2

２ 政府サービス生産者 100.0 100.0 0.0 7.3 6.5 ▲ 0.8 0.0 ▲ 0.2
(1)電気・ガス・水道業 100.0 100.0 0.0 0.4 0.2 ▲ 0.2 0.0 ▲ 0.0
(2)サ－ビス業 100.0 100.0 0.0 2.5 2.4 ▲ 0.1 0.0 ▲ 0.0
(3)公務 100.0 100.0 0.0 4.4 3.9 ▲ 0.5 0.0 ▲ 0.1

３ 対家計民間非営利サービス生産者 100.0 100.0 0.0 1.8 2.5 0.7 0.0 0.2
合  計 79.2 74.3 ▲ 4.9 100.0 100.0 0.0 ▲ 5.5 0.6

（府民経済計算より試算） 

図表２－２－７ 都道府県別要因分解 

（大阪府は府民経済計算、大阪府以外は県民経済計算より試算） 
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３ 要素所得収支に関する分析 

要約 

大阪府民が大阪府外から受け取った所得と大阪府外へ支払った所得の差額である「府外からの

要素所得（純）」は、比較可能な統計を作成している昭和 30 年度以来赤字が続いていたが、平成

26年度に初めて黒字となった。 

そこで、「府外からの要素所得（純）」の推移と黒字になった要因について、府民経済計算にお

ける「府民」と「府内」等の概念を整理しながら検証した。 

その結果、「府外からの要素所得（純）」の赤字が縮小、26 年に黒字となったのは、以下の要因

であることが分かった。 

・府外への雇用者報酬の流出が減少傾向にあること。

・家計部門の利子受取等の財産所得の府外からの受取が増加傾向にあること。

以上の検討を行ったが、本質的な要因の解明には至らず、引き続き検証が必要である。 

はじめに  

平成 26年度、大阪府民経済計算では、比較可能な統計を作成している「昭和 30年度府民所得

統計」以来、初めて府外からの要素所得（純）が黒字（プラス）となりました。 

図表２－３－１ 府外からの要素所得（純）の推移

そこで、本稿では、この現象に着目しつつ、127ページの「府民経済計算の諸系列相互関連図」

を参照しながら、解説を進めることとします。 
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府外からの要素所得（純）の意味と定義式について 

府外からの要素所得（純）とは、大阪府民が大阪府外から受け取った雇用者報酬、投資収益、

財産所得（利子、配当等）と大阪府外へ支払った同項目の差額のことをいいます。また、127 ペ

ージの「府民経済計算の諸系列相互関連図」から、府外からの要素所得（純）は以下のようにし

て計算できます。 

府外からの要素所得（純） 

＝府民総所得〔市場価格表示〕－府内総生産（生産側）〔市場価格表示〕 

＝府民所得〔要素費用表示〕－府内純生産〔要素費用表示〕 

まず、この式の意味を理解するため、府民経済計算における概念を解説します。 

府民経済計算における概念について 

○「府民」と「府内」

府民（労働者だけでなく、企業も含む）が行った経済活動を対象とする際は「府民」の概

念を、府内で行われた経済活動を対象とする際は「府内」の概念を使います。したがって、

「府民の所得」と「府内で生産された額」の差に着目すると、大阪府内で行われた経済活動

による所得の帰属が「府民の所得」となっているか否かが分かります。 

平成 25 年度までは、この収支＝「府外からの要素所得（純）」が赤字（マイナス）だった

のですが、平成 26年度には、初めて 99億 6300万円の黒字となりました。（67ページ 「I主

要系列表 3-(1)-a」参照） 

図２－３－２ 府民概念と府内概念

○「市場価格表示」と「要素費用表示」

市場価格表示とは、市場で取引される商品の売買価格により評価する方法です。要素費用

表示とは、市場価格表示から生産に係る経済活動の要素ではない「間接税」や「補助金」を

控除した概念です。 

以下、本稿では、府内総生産は市場価格表示、府民所得及び府内純生産は要素費用表示を表す

こととします。 

府外からの所得（純） 府外からの所得（純）

①－②＜０（赤字） ①－②＞０（黒字）

＜府民概念＞ ＜府内概念＞ ＜府民概念＞ ＜府内概念＞

②他県民が大阪府内
から持ち帰る所得

①大阪府民が大阪府外
から持ち帰る所得

大阪府民が大阪府内
から持ち帰る所得

大阪府民が大阪府内
から持ち帰る所得

②他県民が大阪府内
から持ち帰る所得

①大阪府民が大阪府外
から持ち帰る所得

【平成25年度以前の状況】

大阪府民が大阪府内
から持ち帰る所得

大阪府民が大阪府内
から持ち帰る所得

【平成26年度の状況】
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平成 26年度に府民所得と府内純生産の大小関係が逆転 

以上の概念の整理を実際のグラフで確認してみます。本書「Ⅲ 経済活動別府内総生産及び要

素所得」（100～113ページ）のデータを基に作成したグラフが図表２－３－３です。

図表２－３－３ 府内純生産及び府民所得の推移 

図表２－３－３は、府民所得と府内純生産の推移を示しています。 

「府外からの要素所得（純）」は、グラフ中の白い棒と網掛け棒の差額に相当します。平成 25

年度までは、「府民所得（白い棒）＜府内純生産（網掛け棒）」という大小関係でしたが、平成 26

年度には大小関係が逆転しました。 

府外からの要素所得（純）の増加要因は時期によって異なる 

図表２－３－１や図表２－３－３から読み取れるように、府外からの要素所得（純）の赤字は

年々減少しており、平成 26年度に初めて黒字となりました。これは、府外からの要素所得（純）

が年々増加していることを表しています。これは何を意味しているのでしょうか。 

ここで、府外からの要素所得（純）の定義式 

府外からの要素所得（純）＝府民所得－府内純生産 

に立ち返ってみると、府外からの要素所得（純）の増加には、次の３つのパターンが存在するこ

とが考えられます。 

①府民所得も府内純生産も増加しているが、府民所得の増加が府内純生産の増加を上回る。

②府民所得は増加し、府内純生産は減少している。

③府民所得も府内純生産も減少しているが、府内純生産の減少が府民所得の減少を上回る。

これらの場合分けにおいて、いずれのパターンに該当するのかを確認したのが図表２－３－４

及び図表２－３－５です。 

0

5

10

15

20

25

30

35

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

府民所得 府内純生産（兆円）

(府民経済計算より)
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図表２－３－４ 府民所得及び府内純生産の対前年増減率の推移

図表２－３－４は府民所得及び府内純生産の対前年増減率の推移を示しています。このグラ

フを見ると、府民所得の増減率が府内純生産の増減率を上回っている年度が多いことが分かり

ます。これは、府民所得の府内純生産の差額である府外からの要素所得（純）が増加している

現象と一致しています。 

図表２－３－５ 府民所得及び府内純生産の増減率の推移

年度 府民所得 府内純生産 

自 H13 - 至 H16 ▲2.15% ▲3.11%

自 H17 - 至 H21 ▲8.15% ▲8.51%

自 H22 - 至 H26 3.10% 0.38%

自 H13 - 至 H26 ▲4.98% ▲11.17%

次に、平成 13年度から平成 26年度までを４～５年ごとに区分し、それぞれ期間の増減率を比

較したのが図表２－３－５です。 

図表２－３－５によると、平成 13年度から平成 21年度までは、府内純生産の減少スピードが、

府民所得の減少スピードを上回っています。これは、上記のパターン③に該当していたことが分

かります。また、平成 22年度以降においては、府民所得の増加スピードが府内純生産の増加スピ

ードを上回っています。これは上記のパターン①に該当していることが読み取れます。 
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府外からの要素所得（純）を展開し、３項目に分解 

ここまでは、府外からの要素所得（純）の増加は、府民所得と府内純生産の増加・減少スピー

ドの差によることを確認しました。 

ここからは、府民所得と府内純生産をそれぞれの構成要素に分解し、各要素の傾向について確

認することにより、府外からの要素所得（純）の増加に対してどのように寄与しているかをみて

いきます。 

まず、府外からの要素所得（純）の定義式を展開し、３項目に分解します。 

府外からの要素所得（純）＝府民所得－府内純生産 …(1) 

府民所得は、次のように３つに分解できます。 

府民所得＝府民雇用者報酬＋財産所得（非企業部門）＋企業所得1 …(2) 

府内純生産は、次のように２つに分解できます。 

府内純生産＝府内雇用者報酬＋営業余剰・混合所得 …(3) 

(1)式に(2)式、(3)式を代入します。

府外からの要素所得（純） 

＝府民所得－府内純生産 

＝（府民雇用者報酬＋財産所得（非企業部門）＋企業所得） 

－（府内雇用者報酬＋営業余剰・混合所得） …(4) 

(4)式を整理します。

府外からの要素所得（純） 

＝（府民雇用者報酬－府内雇用者報酬） 

＋財産所得（非企業部門） 

＋（企業所得－営業余剰・混合所得） 

…(5) 

……① 

……② 

……③ 

ここで、(5)式の①～③の意味は、下記のとおりとなります。 

① 府民雇用者報酬－府内雇用者報酬（府外からの雇用者報酬（純）） 

府外へ通勤する雇用者の報酬受け取り額と、府外から通勤する雇用者への報酬支払い額と

の差額。なお、統計表では「府外からの雇用者報酬（純）」として表章されます。

② 財産所得（非企業部門）

一般政府、家計及び対家計民間非営利団体における、利子・配当・賃貸料等による所得の

移転（受払後）。2

③ 企業所得－営業余剰・混合所得

「企業所得」とは「営業余剰・混合所得」に、企業の財産所得（利子・配当・賃貸料等）

1
統計表では、「企業所得（法人企業の分配所得受払後）」として表章。 

2
詳細は 136ページ「(2)財産所得（非企業部門）」参照。
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の受払の差額を加えたもの。 

ちなみに、「企業所得」は企業会計における経常利益に相当し、「営業余剰・混合所得」は

営業利益に相当します。 

このことから、「企業所得－営業余剰・混合所得」とは、企業会計における営業外損益に

相当する概念と考えられます。3 

府外からの要素所得（純）増減を要因分解した推移 

府外からの要素所得（純）が増加している要因を、「①府外からの雇用者報酬（純）、②財産所

得（非企業部門）、③企業所得－営業余剰・混合所得」の３つに分け、その実額の推移を図示した

ものが、図表２－３－６です。 

図表２－３－６から、「①府外からの雇用者報酬（純）」は、「府外からの要素所得（純）」の増

加に対してほぼ一貫してプラスに寄与していることが分かります。 

また、「②財産所得（非企業部門）」は「府外からの要素所得（純）」の増加に対してプラスに寄

与する年度が多いですが、増加・減少ともに振れ幅が大きい項目であることが分かります。 

「③企業所得－営業余剰・混合所得」については、「財産所得（非企業部門）」と逆方向に寄与

する年度が多いことが分かります。

図表２－３－６ 「府外からの要素所得（純）」に対する項目別寄与（実額ベース）

以後、「①府外からの雇用者報酬（純）、②財産所得（非企業部門）、③企業所得－営業余剰・混

合所得」それぞれについて、推移を確認します。

3
「企業所得（法人企業の分配所得受払後）」の概念は、137ページ「(3)企業所得（法人企業の分配所得受払後）」参照。

増加に寄与

減少に寄与

(府民経済計算より算出)

(百万円) (百万円) 
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①府外からの雇用者報酬（純）の影響について

府外からの「①府外からの雇用者報酬（純）」の推移を示したのが図表２－３－７です。

図表２－３－７によると、大阪府民が大阪府外から持ち帰る雇用者報酬よりも、他県民が大阪

府内から持ち帰る雇用者報酬の方が大きく、雇用者報酬が流出していることが分かります。また、

近年ではその流出する雇用者報酬が減少する傾向であることも読み取れます。 

図表２－３－７ ①府外からの雇用者報酬（純）の推移

府内外の雇用者数の動向について 

雇用者報酬は、雇用者数の推移に大きく影響されると考えられますので、次に、府内外の雇用

者数の推移を確認します。図表２－３－８は、118～121ページの産業別府民雇用者数・産業別府

内雇用者数をグラフにしたものです。 

府内雇用者数は平成 23年度まで減少を続けていましたが、平成 24年度以降は増加に転じてい

ること、府民雇用者数は平成 26年度から増加に転じていることが分かります。 

図表２－３－８ 産業別府民雇用者数・産業別府内雇用者数の推移 

次に、府内雇用者数と府民雇用者数の差を産業別に分解して見てみることとします。 
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図表２－３－９を確認すると、平成 22年度頃からサービス業において、府内の雇用者と府民雇

用者の差が増加していることが分かります。 

府内雇用者と府民雇用者の差は、平成 14年度から平成 22年度までは縮小傾向にありましたが、

平成 24年度以降は拡大する傾向にあります。これは、近年の人手不足の影響を受けているものと

考えられます。 

ただし、府外からの雇用者報酬（純）は黒字方向に向かっているため、主に府内雇用者と府民

雇用者の差の拡大に寄与しているサービス業をはじめとして、雇用者の伸びよりも雇用者報酬の

額が伸びていないことなどが考えられます。 

図表２－３－９ 産業別府内雇用者数と府民雇用者数の差に係る寄与度 

②財産所得（非企業部門）について

次に、財産所得（非企業部門）の推移を見てみることとします。財産所得には、一般政府、家

計または対家計民間非営利団体が受け取る利子、配当金、保険金や賃料等が含まれています。 

図表２－３－10 ②財産所得（非企業部門）の推移 

図表２－３－10からは、平成 18年度までは財産所得が増加を続けていましたが、平成 19年

度の世界金融危機、平成 20年度のリーマンショックの影響を受け減少している様子が分かります。 

その後は、平成 22年度を底に、増加する傾向を見せています。 
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続いて、財産所得の内訳について、考察します。ここでは、特に大きな割合を占めている家計

の受取について、確認することとします。 

図表２－３－11からは、家計の受取のうち利子受取が最も大きな割合を占めていることが分か

ります。この利子受取には、信託銀行の配当金も含まれており、年金の支払原資としての運用資

金もここに含まれることから、その部分が伸びていることが考えられます。 

図表２－３－11 家計部門の財産所得受取の内訳に係る推移 

③企業所得－営業余剰・混合所得の推移について

最後に、「③企業所得－営業余剰・混合所得」の推移を確認しておきます。

図表２－３－12からは、「府外からの要素所得（純）」全体に占める割合は小さいものの、少し

ずつ、黒字方向に向かっていることが分かります。 

営業外費用の減少（支払利子等）、営業外収益の増加（配当等）がその要因と考えられます。 

図表２－３－12 ③企業所得（法人企業の分配所得受払後）－営業余剰・混合所得 の推移 
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おわりに 

以上、府外からの要素所得（純）の黒字の要因を考察した結果、分かったことは、次のとおり

です。 

û 平成 13年度からリーマンショック直後の平成 21年度まで、府内純生産も府民所得も落ち込

んでいたが、府内純生産の低下率が府民所得に比べて大きく、府外からの要素所得（純）の

増加要因となっていた。 

û 平成 22年度以降は、府内純生産も府民所得も伸びていますが、府内純生産の伸びが府民所得

の伸びに追いついていないことから、府外からの要素所得（純）の増加要因となっていた。 

û 府民雇用者報酬と府内雇用者報酬の差額について検証し、府内から流出する雇用者報酬が減

少していることが、府外からの要素所得（純）の増加要因となっていた。 

û ただし、雇用者数については、府内雇用者と府民雇用者の差は平成 23年度以降、拡大してい

る。（府外から通勤する者が増加している。） 

û また、雇用者数を産業別に見ると、平成 22年度以降、サービス業において、府内雇用者と府

民雇用者の差が拡大している。（府外から通勤する者が増加している。） 

û 財産所得（非企業部門）の推移を分解すると、信託銀行との取引による受取利子（家計）の

寄与が大きい。また、その推移については、景気拡大期には額が大きくなり、景気停滞期に

は小さくなる。 

û 企業所得－営業余剰・混合所得は、わずかに要素所得（純）の黒字化に寄与している。 

以上、府外からの要素所得（純）が黒字となった要因を考察してみましたが、いずれも本質的

な変化を示すものではありませんでした。 

雇用者報酬については、通勤流動をさらに詳細に分析する必要がありますが、国勢調査の結果

を待つ必要があります。また、財産所得・企業所得については域際収支の詳細な把握が困難であ

り、一次統計の充実が待たれるところです。 

しかしながら、従来は、大阪府内で生産されていた付加価値を他府県民の所得として分配して

いた構造が、大阪府外で生産された付加価値を大阪府民が受取る構造に変わっており、この現象

が一時的なものなのか、今後も続くのか、その本質的な要因は何なのかを引き続き検討する必要

があるものと考えられます。 
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付録１ 大阪経済の変遷 

大阪府における府民経済計算は、戦後の混乱がまだ残る昭和 25年(1950年)より開始されていて、

以降毎年推計を重ね作成されています。なお、「大阪府民経済計算」という名称も平成 3年度から使用

されており、それまでは「大阪府民所得(統計)」という名称で公表されていました。 

付録として、接続可能であった昭和 35年度のデータから、今回公表を行う平成 26年度までのデー

タを同じ基準で接続できるよう加工を行い、グラフを作成しました。また、経済の浮き沈みがわかる

よう、名目成長率、大きな景気の動向、経済の流れを変えた事象、そして比較用として国内総生産の

名目成長率を併せて記載しています。接続

については、過去に公表されました推計値

について、接続年の各項目を比較した比率

をリンク係数として設定し、そのリンク係

数を対象年度にかけることで接続を行って

います。 

図表２－４－１ 府内総生産額と名目成長率・国の名目成長率 

次ページには、同じく、昭和 35年度から平成 26年度までを接続した２つのグラフを作成しました。 

１つ目は、産業ごとの総生産額による比率をグラフ化したものです。これにより約 50年間における

大阪府内の産業変遷がたどれます。 

２つ目は、大阪府内の総人口と３つの年齢層割合を表したグラフです。これにより約 50年間の人口

の動態と年齢層割合をみることができます。
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図表２－４－２ 府内総生産における経済活動別割合 

 (大阪府民経済計算より算出) 

図表２－４－３ 府の総人口と全国に対する割合 

 (総務省統計局国勢調査より 年齢層割合は国勢調査実施年値を補間)
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付録２ 総生産額の国際比較 

国際連合のデータで平成 26年(2014)の世界の中で大阪府の生産規模はどの程度なのか、各国の総生

産額(GDP)と比較しました。 

なお、大阪府は年度値で、大阪府における円の対ドルレートは東京インターバンク直物中心相場の

各月中の年度平均値を使用しています(１ドル＝109.92円)。 

大阪府の総生産額は、円安のため平成 25年度の 3633億ドルから 3363億ドルになりました。また

一人当たり総生産額も平成 25年度の 41,695ドルから 38,864ドルになりました。 

順位は、ドル換算レート、データの把握の時期(以下は、平成 28年 12月時点での国際連合において

2014暦年総生産額として提供されているもの)、比較する国の範囲等で異なりますので、大阪府の経

済規模を把握するための参考程度とお考えください。 

図表２－４－４ 各国の総生産額 図表２－４－５ 各国の一人当たり総生産額 

(国際連合 - National Accounts Main Aggregates Databaseより) 

（注）上記国際連合の統計数値を統一的に用いたため、国民経済計算年報で掲載されている国際比較の計数

とは合致しません。 
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