
安
倍
政
権
は
２
０
１
４
年
４
月
に
予

定
さ
れ
て
い
る
消
費
税
率
引
き
上

げ
の
最
終
決
定
を
先
送
り
し
て
い
る
。
デ

フ
レ
脱
却
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
、

経
済
指
標
の
動
き
を
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
見
極

め
て
、

１０
月
初
め
に
安
倍
晋
三
首
相
が
最

終
判
断
す
る
構
え
の
よ
う
だ
。

た
だ
、
そ
の
判
断
に
際
し
て
、
政
権
の

関
心
事
は
足
元
の
景
気
が
中
心
で
あ
る
よ

う
だ
。
仮
に
当
初
の
予
定
ど
お
り
に
消
費

税
率
を
引
き
上
げ
ず
、
こ
れ
ほ
ど
巨
額
の

政
府
債
務
残
高
を
抱
え
な
が
ら
財
政
再
建

に
着
手
し
な
い
場
合
、
わ
が
回

・
経
済
に

ど
の
よ
う
な
事
態
が
待
ち
構
え
る
の
か
。

あ
た
か
も
、
「
こ
の
ま
ま
政
府
債
務
残
高

を
増
や
し
続
け
て
も
、
こ
れ
ま
で
同
様
、

何
も
起
こ
ら
ず
、
わ
が
国
と
し
て
誰
も
何

も
困
ら
な
い
」
こ
と
が
暗
黙
の
前
提
と
さ

れ
て
い
る
よ
う
だ
。
は
た
し
て
そ
う
し
た

考
え
は
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
。

一
国
が
巨
額
の
政
府
債
務
残
高
を
抱

え
、
自
力
で
財
政
運
営
を
継
続
で
き
な
く

な
っ
た
場
合
の
い
わ
ば

「最
後
の
手
段
」

に
は
、
①
非
連
続
的
な
対
外
債
務
調
整

（対
外
デ
フ
オ
ル
ト
）
と
、
②
非
連
続
的

な
国
内
債
務
調
整

（国
内
デ
フ
オ
ル
ト
）

の
二
と
お
り
が
あ
る
。

①
に
は
、
近
年
の
欧
州
債
務
危
機
に
よ

る
ギ
リ
シ
ャ
の
破
綻
な
ど
、
い
く
つ
か
の

事
例
が
あ
り
、
当
該
国
が
ど
の
よ
う
な
帰

趨
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
の
か
は
、
比
較

的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

他
方
、
②
の
国
内
デ
フ
オ
ル
ト
に
関
し

て
は
、
各
国
と
も
そ
う
し
た
事
実
を
対
外

的
に
は
隠
し
た
が
る
傾
向
が
あ
り
、
詳
細

が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
も
多
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
事
態
の
展
開
を
詳
細
に
追
う
こ

と
が
で
き
る
事
例
は
、
意
外
に
も
わ
れ
わ

れ
の
身
近
に
あ
る
。
日
本
の
第
２
次
世
界

大
戦
後
の
経
験
こ
そ
が
、
国
内
デ
フ
オ
ル

ト
の
典
型
例
な
の
だ
。

こ
こ
で
は
、
わ
が
国
の
財
政
当
局
が
監

修
し
て
ま
と
め
ら
れ
た

『昭
和
財
政
史

終
戦
か
ら
講
和
ま
で
』
（東
洋
経
済
新
報

社
刊
）
の
記
録
を
基
に
、
財
政
運
営
が
行

き
詰
ま
り
、
国
内
デ
フ
オ
ル
ト
を
強
い
ら

れ
た
国
の
実
態
を
見
て
み
よ
う
。

「取
る
も
の
は
取
る
」

空
前
絶
後
の
財
産
税

終
戦
の
時
点
で
、
わ
が
国
の
財
政
赤
字

は
軍
事
関
係
の
支
出
に
よ
っ
て
大
き
く
拡

大
し
、
財
政
運
営
の
継
続
は
す
で
に
困
難

な
状
態
に
陥
っ
て
い
た
。
国
債
や
借
入
金

な
ど
政
府
債
務
残
高
の
規
模

（姑
国
民
所

得
比
）
は
、
１
９
４
４

（昭
和
１９
）
年
度

末
時
点
で
す
で
に
２
６
７
％
に
到
達
し
て

い
た
。
加
え
て
、
戦
時
補
償
債
務
や
賠
償

問
題
が
あ
り
、
政
府
債
務
の
全
体
像
の
確

定
は
困
難
な
状
況
に
あ
つ
た
。
終
戦
時
点

で
は
、
金
利
水
準
を
人
為
的
に
低
く
抑
え

た
内
国
債
が
国
債
残
高
の
９９
％
を
占
め
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
を
日
本
銀
行
と
預
金
部

（政
府
）
が
引
き
受
け
る
状
況
と
な
つ
て

い
た
。

わ
が
国
が
降
伏
文
書
に
調
印
し
た
４５
年

９
月
ご
ろ
か
ら
、
極
め
て
切
迫
し
た
財

政

。
経
済

・
金
融
状
況
を
抱
え
、
大
蔵
省

内
部
で
、
専
門
の
財
政
学
者
ら
を
交
え
、

対
応
策
が
検
討
さ
れ
て
い
つ
た
。
具
体
的

に
は
、
①
官
業
お
よ
び
国
有
財
産
払
い
下

げ
、
②
財
産
税
等
の
徴
収
、
③
債
務
破

棄
、
①
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
⑤
国
債
の

利
率
引
き
下
げ
、
が
選
択
肢
に
挙
が

つ

た
。
そ
し
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ

（連
合
国
軍
総
司

令
部
）
に
よ
る
押
し
付
け
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
わ
が
国
、
財
政
当
局
自
ら
の
判
断

と
し
て
、
「取
る
も
の
は
取
る
、
返
す
も

の
は
返
す
」
と
い
う
原
則
に
象
徴
さ
れ
る

対
応
が
決
定
さ
れ
て
い
つ
た
。

当
時
の
政
策
運
営
上
の
意
思
決
定
の
状

況
に
つ
い
て
、
『昭
和
財
政
史
　
終
戦
か

ら
講
和
ま
で
』
第
１１
巻
に
は
、

４５
年
１０
月

・４
日
の
官
邸
で
の
会
合
の
列
席
者
に
よ
る

回
想
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
見

ら
れ
る
。

Ｔ
。
（前
略
）
…
大
蔵
省
と
し
て
天
下

に
公
約
し
国
民
に
訴
え
て
発
行
し
た
国
債

で
あ
る
以
上
は
、
こ
れ
を
踏
み
つ
ぶ
す
と

い
う
い」と
は
と
ん
で
も
な
い
話
だ
、
と
い

う
よ
う
な
意
見
が
勝
ち
を
占
め
ま
し
て
、

お
そ
ら
く
私
も
そ
の
一
人
で
あ
つ
た
ろ
う

と
思

つ
の
で
す
が
、
こ
れ
は
満
場

一
致
の

形
で
、
取
る
も
の
は
取
る
、
う
ん
と
国
民

か
ら
税
金
そ
の
他
で
し
ば
り
取
る
、
そ
う

し
て
返
す
も
の
は
返
す
、
こ
う
い
う
基
本

原
則
を
と
に
か
く
事
務
当
局
で
決
め
て
し

ま
い
ま
し
た
。
そ
の
場
で
財
産
税
と
い
う

構
想
が
出
ま
し
て
、
議
論
を
重
ね
ま
し

『昭
和
財
政
史
』
が
描
く

内
デ
フ
オ
ル
ト
の
教
訓

巨
額
の
債
務
を
抱
え
、
そ
の
大
半
を
国
内
で
消
化
す
る
国
の
財
政
運
営
が

立
ち
行
か
な
く
な
る
と
、
何
が
起
き
る
の
か
。

日
本
格
合
研
究
所
調
査
部
主
任
研
究
員
●
河
村
小
百
合

占領期の日本財政を関

係者ヒアリングと資料を

基に描いた「昭和財政

史 終戦から講和まで』

玉
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月日
閣

相

内

蔵

3月 3日

11月 12日

１
９
４
６

（昭
和
２‐
）

１
９
４
５

（昭
和
２０
）

終戦直後の国内デフォルト策

戦時利得の排除および国家財政の

再編成に関する覚書

GHQ、政府借り入れの制限・支払い

制限に関し指令

金融緊急措置による封鎖預金を第一

封鎖預金・第二封鎖預金に分離

(出所)西村吉正編 I夜興と成長の財政金融政策』を基に日本給合研究所作成

出来事・政策など

1月 21日

第
一
次

吉
田
内
閣
（石
橋
湛
山
）

年

終戦

大蔵省に戦後通貨対策委員会設置

9月 2日 降伏文書に調印

2月 17日 臨時財産調査令公布

7月 24日 戦時補償全面打ち切り閣議決定

10月 19日 企業再建整備法公布

15日

28日

幣
原
内
閣
（渋
沢
敬
三
）

1 11月 24日

物価統制令公布

8月 11日

企業経理応急措置法公布
8月 15日

金融機関経理応募措置法公布

戦時補償特別措置法公布

金融機関再建整備法公布

財産税法公布

（津
島
寿
α

東
久
週
宮
内
閣

食糧緊急措置令、

隠匿物資等緊急措置令公布

金融緊急措置令、

日本銀行券預入令公布

た
。
こ
の
財
産
税
は
結
局
日
本
戦
後
の
財

政
史
上
、
国
内
混
乱
を
起
こ
し
た
以
外
何

も
の
で
も
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、

財
産
税
の
構
想
は
そ
の
会
合
で
た
ま
た
ま

議
論
が
起
こ
っ
た
も
の
で
す
。
…

（後

略
）
。と

（原
資
料

”
今
井

一
男
口
述

「終
戦
以
後
の
給
与
政
策
に
つ
い
て
」
『戦

後
財
政
史
口
述
資
料
』
第
８
分
冊
、

５‐
年

‐２
月
１７
日
）。

右
表
は
、
当
時
の
一
連
の
政
策
の
流
れ

を
整
理
し
た
も
の
だ
。　
一
度
限
り
、
い
わ

ば
空
前
絶
後
の
大
規
模
課
税
と
し
て
、
動

産
、
不
動
産
、
現
預
金
等
を
対
象
に
、
高

率
の

「財
産
税
」
（税
率
は
２５
～
９０
％
）

が
課
さ
れ
た
（
＝

「取
る
も
の
は
取
る
し
。

１
人
当
た
り
の
納
付
税
額
は
、
保
有
財
産

額
の
多
い
富
裕
層
が
突
出
し
て
多
い
が
、

税
納
付
総
額
見
込
み
で
見
る
と
、
中
間
層

か
ら
の
納
付
額
が
最
も
多
く
、
実
際
に

は
、
貧
富
を
問
わ
ず
国
民
か
ら
そ
の
資
産

を
課
税
の
形
で
吸
い
上
げ
る
も
の
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
つヽ
。

そ
の
税
収
を
主
な
原
資
に
、
内
国
債
の

可
能
な
か
ぎ
り
の
償
還
が
行
わ
れ
、
内
国

債
の
債
務
不
履
行
と
い
う
事
態
は
回
避
さ

れ
た

（
＝

「返
す
も
の
は
返
す
し
。
他

方
、
戦
時
補
償
債
務
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

を
切
り
捨
て
る
決
断
を
下
し
、
国
民
に
対

し
て
政
府
の
負
っ
て
い
る
債
務
と
同
額
で

の

「戦
時
補
償
特
別
税
」
を
課
し
た
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
課
税
に
先
立
ち
、

順
番
と
し
て
は
い
ち
ば
ん
先
に
、
預
金
封

鎖
お
よ
び
新
円
切
り
替
え
が
断
行
さ
れ
た

（４６
年
２
月
１７
日
）。
新
円
対
旧
円
の
比
率

は
１
対
１
だ
っ
た
。
日
銀
や
民
間
金
融
機

関
も
含
め
て
極
秘
裏
に
準
備
し
た
う
え

で
、
国
民
向
け
に
は
実
施
前
日
の
１６
日
に

公
表
、
わ
ず
か
１
日
で
実
施
に
移
す

「荒

業
」
で
あ
っ
た
。
預
金
封
鎖

・
新
円
切
り

替
え
を
先
行
さ
せ
た
の
は
、
財
産
税
課
税

の
た
め
の
調
査
の
時
間
を
稼
ぎ
つ
つ
、
課

税
資
産
を
国
が
先
に
差
し
押
さ
え
た
と
見

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

政
府
は
こ
う
し
た
措
置
に
つ
い
て
、
国

民
向
け
に
は

「イ
ン
フ
レ
抑
制
の
た
め
」

と
い
う
説
明
で
通
し
た
が
、
国
民
か
ら
は

相
当
な
反
発
が
あ
っ
た
も
よ
う
で
あ
る
。

封
鎖
預
金
は
、
「財
産
税
」
や

「戦
時
補

償
特
別
税
」
の
納
税
原
資
と
し
て
後
か
ら

充
当
さ
れ
た
ほ
か
、
民
間
金
融
機
関
等
の

経
営
再
建

。
再
編
に
向
け
て
の
債
務
切
り

捨
て
の
原
資
に
も
充
て
ら
れ
た
。

国
内
デ
フ
オ
ル
ト
が
起
こ
る
と

ギ
リ
シ
ャ
以
上
の
国
民
負
担

以
上
が
、
わ
が
国
で
終
戦
直
後
に
実
施

さ
れ
た
国
内
債
務
デ
フ
オ
ル
ト
の
概
要
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
明
ら
か
に
な

る
の
は
、
国
債
が
国
と
し
て
負

っ
た
借
金

で
あ
る
以
上
、
国
内
で
そ
の
大
部
分
を
引

き
受
け
て
い
る
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
財
政

運
営
が
行
き
詰
ま
っ
た
場
合
の
最
後
の
調

整
の
痛
み
は
、
間
違
い
な
く
国
民
に
及

ぶ
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
「わ
が
国
は
ギ

リ
シ
ヤ
と
は
い馨
つ
か
ら
大
文
夫
」、
「国
債

を
国
内
で
消
化
で
き
て
い
る
か
ら
大
文

夫
」
と
で
つ
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
万
が

一
の
場
合
は
、
ギ
リ
シ
ャ
以
上
に
過
酷
な

負
担
が
国
民

一
人
ひ
と
り
に
の
し
か
か
る

こ
と
に
な
る
の
だ
。

一
国
が
債
務
残
高
の
規
模
を
永
遠
に
増

や
し
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
消
費
税
率
引
き
上
げ
の
最
終

決
定
を
め
ぐ
る
議
論
を
見
る
と
、
あ
た
か

も
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
話
ら

れ
、
わ
が
国
の
財
政
の
先
行
き
に
関
す
る

視
点
は
欠
落
し
て
い
る
。
安
倍
政
権
が
、

本
腰
を
入
れ
た
財
政
再
建
を
先
送
り
に
し

続
け
れ
ば
、
行
き
着
ぐ
先
は
ど
の
よ
う
な

も
の
と
な
る
か
。
『昭
和
財
政
屋

は
重
い

教
訓
を
わ
れ
わ
れ
に
投
げ
か
け
て
い
る
。


