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現
状

　

2
0
1
4
年
度
一
般
会
計
予
算
は
、
税

収
を
50
兆
円
と
高
め
に
見
積
も
る
一
方
で
、

新
発
国
債
を
な
お
41
兆
円
超
と
い
う
規
模

で
発
行
し
、
総
額
約
96
兆
円
の
規
模
を
確

保
す
る
、
と
い
う
形
と
な
っ
た
。
社
会
保

障
関
係
費
が
つ
い
に
30
兆
円
の
大
台
に
乗

る
な
ど
、
各
種
の
歳
出
の
増
加
圧
力
に
、

有
効
な
歯
止
め
が
か
か
っ
て
い
る
よ
う
に

は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
毎
年
の
基
礎
的
財

政
収
支
や
こ
れ
に
利
払
費
を
加
え
た
財
政

収
支
は
、
名
目
G
D
P
（
国
内
総
生
産
）

比
10
％
弱
程
度
の
大
赤
字
と
い
う
状
態
が

最
近
は
続
い
て
い
る
（
図
1
）。
こ
の
よ

う
に
、
毎
年
の
財
政
運
営
に
40
〜
50
兆
円

と
い
う
オ
ー
ダ
ー
で
「
バ
ケ
ツ
の
大
穴
」

が
開
い
た
状
態
が
続
い
て
い
る
以
上
、
当

然
の
結
果
と
し
て
政
府
債
務
残
高
の
積
み

上
が
り
も
続
く
こ
と
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ

現
世
代
は
、
自
分
た
ち
が
享
受
す
る
公
的

サ
ー
ビ
ス
の
対
価
を
半
分
し
か
負
担
せ
ず
、

残
り
は
後
の
世
代
に
負
担
を
付
け
回
す
状

態
が
恒
常
化
し
て
い
る
。
こ
の
国
の
政
府

債
務
残
高
規
模
の
と
め
ど
な
い
増
加
傾
向

に
、
一
体
い
つ
に
な
っ
た
ら
歯
止
め
が
か

か
る
の
か
、
い
つ
か
ら
歯
止
め
を
か
け
る

つ
も
り
な
の
か
、
そ
の
見
通
し
も
計
画
も
、

全
く
示
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。

今
後
の
展
開
の
可
能
性

　
「
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
や
東
日
本
大

震
災
以
降
、
年
間
40
兆
円
と
か
50
兆
円
の

新
規
国
債
を
増
発
し
て
借
金
残
高
を
増
や

し
続
け
て
も
、
実
際
に
は
何
も
起
こ
っ
て

い
な
い
で
は
な
い
か
」「
ギ
リ
シ
ャ
と
違

っ
て
日
本
は
、
国
債
を
ほ
と
ん
ど
国
内
で

消
化
し
て
い
る
の
だ
か
ら
大
丈
夫
だ
」
─

本
当
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
ま
ま

国
債
残
高
を
増
や
し
続
け
て
も
、
国
内
消

化
の
比
率
が
高
け
れ
ば
、
本
当
に
大
丈
夫

な
の
だ
ろ
う
か
。

　

一
国
の
財
政
運
営
が
行
き
詰
ま
り
、
万

策
尽
き
た
後
の
最
後
の
手
段
に
は
、
大
別

し
て
、①
非
連
続
的
な
対
外
債
務
調
整（
対

外
デ
フ
ォ
ル
ト
）
②
非
連
続
的
な
国
内
債

務
調
整
（
国
内
デ
フ
ォ
ル
ト
）
─
の
2
通

り
が
あ
る
。
①
は
、
近
年
の
ギ
リ
シ
ャ
の

事
例
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
実
態
や
顛て

ん

末ま
つ

は

比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
②

財
政
再
建
の
選
択
肢（
上
）

待
ち
受
け
る
事
態
は
い
か
な
る
も
の
か

日
本
総
合
研
究
所
主
任
研
究
員

河
村
小
百
合

終戦直後の二の舞い？ 解 説

　
わ
が
国
の
財
政
再
建
が
な
か
な
か
進
ま
な
い
。
財
政
事
情
は
先
進
国
で
最
悪
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
再
建
ど
こ
ろ

か
、
悪
化
の
一
途
を
辿た

ど

り
続
け
て
い
る
。
今
回
の
（
上
）
で
は
、
こ
の
ま
ま
本
格
的
な
再
建
策
へ
の
着
手
を
後
回
し
に
し

た
場
合
、
わ
が
国
を
待
ち
受
け
る
事
態
は
い
か
な
る
も
の
か
に
つ
い
て
、
わ
が
国
自
身
の
歴
史
的
な
経
験
を
踏
ま
え
つ
つ

述
べ
る
。
次
回
（
下
）
で
は
、
そ
う
し
た
厳
し
く
辛
い
展
開
を
何
と
し
て
も
回
避
す
る
に
は
、
ど
の
程
度
の
規
模
の
財
政

緊
縮
が
必
要
な
の
か
を
確
認
し
た
う
え
で
、
わ
が
国
が
い
か
に
す
れ
ば
そ
の
い
わ
ゆ
る
緊
縮
幅
を
実
現
で
き
る
の
か
、
残

さ
れ
て
い
る
選
択
肢
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

か
わ
む
ら
・
さ
ゆ
り　
88
年
3
月
京

大
法
学
部
卒
、同
年
日
本
銀
行
入
行
、

91
年
2
月
日
本
総
合
研
究
所
入
社

（
調
査
部
）、01
年
7
月
か
ら
主
任
研

究
員
、現
在
に
至
る
。09
年
か
ら
財
務

省
国
税
審
議
会
委
員
、13
年
か
ら
内

閣
官
房
行
革
推
進
会
議
独
法
改
革
等

分
科
会
構
成
員
を
そ
れ
ぞ
れ
務
め
る
。
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の
国
内
債
務
調
整
に
つ
い
て
は
、
各
国
と

も
そ
う
し
た
不
都
合
な
事
実
は
対
外
的
に

秘
匿
し
た
が
る
傾
向
が
あ
り
、
詳
細
が
あ

ま
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
多

い
。

　

そ
う
し
た
な
か
、
実
は
わ
が
国
自
身
が
、

第
二
次
世
界
大
戦
の
終
戦
後
、
国
内
債
務

調
整
（
国
内
デ
フ
ォ
ル
ト
）
の
典
型
と
も

い
え
る
事
例
を
身
を
も
っ
て
経
験
し
て
い

る
。
し
か
も
わ
が
国
の
場
合
は
、
そ
う
し

た
厳
し
く
辛
い
歴
史
的
な
経
験
を
き
ち
ん

と
記
録
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
を
通
じ
て

後
々
の
政
策
運
営
に
活
か
そ
う
、
と
の
志

の
も
と
、
当
時
の
財
政
当
局
お
よ
び
客
観

的
な
第
三
者
で
あ
る
専
門
家
の
手
に
よ
る

記
録
が
、
国
民
の
誰
も
が
読
め
る
形
で
残

さ
れ
て
い
る
稀
有
な
例
で
も
あ
る
。
以
下

で
は
、
財
政
当
局
の
編へ

ん

纂さ
ん

に
よ
る
「
昭
和

財
政
史　

終
戦
か
ら
講
和
ま
で
」
シ
リ
ー

ズ
（
東
洋
経
済
新
報
社
刊
）
な
ど
に
お
け

る
記
録
を
基
に
、
第
二
次
大
戦
終
戦
直
後

の
わ
が
国
の
債
務
調
整
（
国
内
デ
フ
ォ
ル

ト
）
の
実
態
を
み
て
み
よ
う
。

終
戦
直
後
の
状
況

　

1
9
4
5
（
昭
和
20
）
年
8
月
15
日
の

第
二
次
大
戦
終
戦
の
時
点
で
、
わ
が
国
の

財
政
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
。
大
戦
を
は

さ
ん
だ
昭
和
期
の
国
民
所
得
と
物
価
上
昇

率
、
国
債
残
高
な
ど
の
推
移
は
図
2
（
6

㌻
）
の
通
り
で
あ
る
。
国
債
に
借
入
金
を

含
め
た
政
府
債
務
残
高
の
規
模
（
対
国
民

所
得
比
）
は
、
44
（
昭
和
19
）
年
度
末
時

点
で
す
で
に
約
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
っ
た
。
戦
前
か
ら
の

イ
ン
フ
レ
は
戦
争
中
さ
ら
に
加
速
し
、
敗

戦
時
の
国
民
の
財
産
・
資
産
は
、
事
実
上
、

現
預
金
に
尽
き
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
状
態
で
あ
っ
た
。

　

昭
和
初
期
に
お
い
て
、
わ
が
国
の
国
債

の
約
4
分
の
1
は
外
国
債
（
利
率
は
内
国

債
よ
り
か
な
り
高
め
）
が
占
め
て
い
た
時

期
も
あ
っ
た
が
、
戦
時
中
の
42
（
昭
和

17
）
年
か
ら
外
国
債
の
利
払
い
は
停
止
さ

れ
た
。
わ
が
国
は
対
外
デ
フ
ォ
ル
ト
（
債

務
不
履
行
）
状
態
に
陥
り
、
そ
の
後

1
9
5
2
年
ま
で
継
続
し
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
銀
と
預
金
部（
政
府
）

が
引
き
受
け
る
状
況
と
な
っ
て
い
た
。

「
取
る
も
の
は
取
る
、返
す
も
の
は
返
す
」

　

わ
が
国
が
降
伏
文
書
に
調
印
し
た
9
月

頃
か
ら
、
極
め
て
切
迫
し
た
財
政
・
経
済
・

金
融
状
況
を
抱
え
、
当
時
の
大
蔵
省
内
部

で
専
門
の
財
政
学
者
な
ど
を
交
え
、
具
体

的
な
対
応
策
が
検
討
さ
れ
て
い
っ
た
。
大

蔵
省
内
で
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
④
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
⑤
国
債
の
利
率

引
き
下
げ
─
が
選
択
肢
に
上
る
な
か
、

G
H
Q
に
よ
る
押
し
付
け
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
わ
が
国
自
身
、
財
政
当
局
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
っ
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　

政
府
債
務
」（
執

筆
者
は
加
藤
三
郎
東
大
教
授
）
に
は
、
昭

和
20
年
10
月
14
日
の
官
邸
で
の
会
合
の
列

席
者
に
よ
る
回
想
と
し
て
、
以
下
の
記
述

が
み
ら
れ
る
（
89
㌻
）。

　
（
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
こ

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
っ
た
ろ
う
と
思
う

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
ぼ
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

8.0
（％） （名目GDP比）

〈図1〉わが国の一般政府グロス債務残高とプライマリー・バランス、財政収支の推移
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（出所）IMF、World Economic Outlook Database、 April 2014を基に日本総合研究所作成
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出
ま
し
て
、
議
論
を
重
ね
ま
し
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
）

　
（
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
八
分
冊
、
昭
和
26
年
12

月
17
日
）

　

ま
た
、
同
11
巻
85
㌻
に
は
、
以
下
の
記

述
も
み
ら
れ
る
。

　
（
前
略
）
山
際
次
官
（
当
時
）
は
こ
の

点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

渋
沢
さ
ん
の

大
臣
御
在
任
中

の
こ
と
を
、
発

生
的
に
考
え
て

み
る
と
、
い
ろ

い
ろ
な
こ
と
の

発
端
が
、
や
は

り
財
政
再
建
計

画
と
い
う
や
つ

か
ら
来
て
お
る
。

五
箇
年
計
画
と

い
う
も
の
を
造

っ
て
国
債
を
ど

う
す
る
か
、
そ

れ
を
償
還
す
る

た
め
に
財
産
税

と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
、
そ
の

た
め
に
通
貨
整

理
、
封
鎖
と
い

う
こ
と
に
発
展

し
た
の
で
す
ね
。

　
（
財
産
税
に
つ
い
て
─
引
用
者
〈
加
藤

三
郎
教
授
〉）
ほ
か
の
富
の
平
均
化
と
か
、

イ
ン
フ
レ
抑
制
策
と
い
う
も
の
は
、
あ
と

か
ら
つ
い
て
来
た
も
の
で
す
。

　
（
原
資
料
：「
元
大
蔵
大
臣
渋
沢
敬
三
氏

口
述
（
全
）」『
戦
後
財
政
史
口
述
資
料
』

第
一
分
冊
、
昭
和
26
年
5
月
8
日
）

財
産
税
で
貧
富
の
差
な
く
課
税

　

当
時
の
一
連
の
政
策
の
流
れ
を
整
理
し

た
も
の
が
図
3
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

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

な
ど
を
対
象
に
、高
率
の
「
財
産
税
」（
税

率
は
25
〜
90
％
）が
課
税
さ
れ
た（
＝「
取

る
も
の
は
取
る
」）。
こ
れ
は
、
一
人
当
た

り
の
税
額
を
み
る
と
、
保
有
財
産
額
の
多

い
富
裕
層
が
突
出
し
て
多
い
が
、
税
揚
げ

総
額
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
い
わ
ば
中
間

層
か
ら
の
税
揚
げ
総
額
が
最
も
多
く
、
実

際
に
は
、
貧
富
の
差
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
う
（
図
4
）。

　

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
、
政
府

の
負
っ
て
い
る
債
務
と
同
額
の
「
戦
時
補

償
特
別
税
」
を
国
民
に
課
税
す
る
形
で
切

り
捨
て
が
断
行
さ
れ
た
。

ま
ず
預
金
封
鎖・新
円
切
り
替
え

　

こ
れ
ら
の
課
税
に
先
立
ち
、
順
番
と
し

て
は
一
番
先
（
46
〈
昭
和
21
〉
年
2
月
17

日
）
に
預
金
封
鎖
お
よ
び
新
円
切
り
替
え

が
断
行
さ
れ
て
い
る
（
図
3
）。
新
円
対

旧
円
の
比
率
は
1
対
1
で
あ
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
の

前
日
16
日
に
公
表
、
わ
ず
か
1
日
で
実
施

に
移
さ
れ
る
、
と
い
う
「
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
、
タ
ン
ス
預
金
に
よ

る
抜
け
道
も
完
全
に
ふ
さ
ぐ
た
め
と
み
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
封
鎖
預
金
は
、

「
財
産
税
」
や
「
戦
時
補
償
特
別
税
」
の

納
税
に
後
か
ら
充
当
さ
れ
た
ほ
か
、
民
間

金
融
機
関
な
ど
の
経
営
再
建
・
再
編
に
向

け
て
の
債
務
切
り
捨
て
の
原
資
に
も
充
当

さ
れ
た
。

　

そ
し
て
、
こ
の
財
産
税
を
主
た
る
原
資

に
、
可
能
な
限
り
の
内
国
債
の
償
還
が
行

わ
れ
た
。
図
2
で
、
国
債
の
現
金
償
還
額

が
終
戦
後
、
桁
違
い
の
額
に
伸
び
て
い
っ

た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
異
例
の
大
規
模

な
課
税
に
よ
っ
て
、
可
能
な
限
り
国
債
残

高
を
削
減
し
よ
う
と
し
て
い
た
事
実
を
物

〈図2〉国債借入金等残高の対国民所得比率等の推移

（出所）大蔵省財政史室（編）『昭和財政史　終戦から講和まで　第11巻　政府債務』東洋経
済新報社、1983（昭和58）年5月、『同　第19巻　統計』東洋経済新報社、1981（昭和56）年4
月等を基に日本総合研究所作成

年度

1930
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

国民所得
（百万円）
（A）

10520
11740

11332
12417
13131
14440
15546
18620
20008
25354
31043
35834
42144
48448
56937

─
360855
968031
1961611
2737253
3381500

卸売物価指数
前年比

▲15.5
11.0
14.6
2.0
2.5
4.2
21.4
5.5
10.5
11.9
7.1
8.8
7.0
13.3
31.7
432.9
195.9
165.6
63.3
18.2

国債借入金等
年度末残高

7053
6843

7911
8917
9780
10525
11302
13355
17921
23566
31003
41786
57152
85115
151952
199454
265353
360628
524408
637286
554007

国債借入金等
対国民所得比
（％、B/A)（百万円、B)

67.0
58.3 

69.8
71.8
74.5
72.9
72.7
71.7
89.6
92.9
99.9
116.6
135.6
175.7
266.9
─

73.5
37.3
26.7
23.3
16.4

国債現金償還額
（百万円、C）

56
156

32
20
21
50
48
16
20
21
21
15
0
1

755
─
42

1662
3582
65772
50871

国債現金償還額
対国民所得比
（％、C/A)

0.5 
1.3 

0.3 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.1
0.1 
0.1 
0.1
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
─
0.0 
0.2 
0.2 
2.4 
1.5

（注）国民所得は、45年までは暦年ベース、46年以降は年度ベース。網かけ部分は計数の変化
が特に激しい部分



� 2014.4.21［月］　金融財政ビジネス　第3種郵便物認可

語
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
内
国
債
の
元

利
償
還
の
不
履
行
と
い
う
事
態
そ
の
も
の

は
回
避
し
つ
つ
も
、大
規
模
な
「
財
産
税
」、

「
戦
時
補
償
特
別
税
」
課
税
や
、
封
鎖
預

金
切
り
捨
て
の
形
で
、
国
民
に
重
い
負
担

を
強
い
る
事
実
上
の
国
内
債
務
不
履
行

（
デ
フ
ォ
ル
ト
）
の
強
行
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
措
置
に
つ
い
て
、
政
府
は
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
、
昭
和
21
年
2

月
17
日
の
朝
日
新
聞
1
面
に
は
「
け
ふ
か

ら
預
金
封
鎖　

解
除
は
財
産
税
徴
収
後
」

と
い
う
見
出
し
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
預

金
封
鎖
を
強
行
す
る
以
上
、
そ
の
目
的
は
、

貨
幣
の
物
理
的
な
流
通
量
を
減
少
さ
せ
る

の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
こ
と

は
、
当
時
も
、
分
か
る
人
に
は
分
か
っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
。「
昭
和
財
政
史　

終
戦

か
ら
講
和
ま
で
」
シ
リ
ー
ズ
に
お
い
て
も
、

国
民
か
ら
相
当
な
反
発
が
あ
っ
た
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

最
後
の
痛
み
は
国
民
へ

　

以
上
が
、「
非
連
続

的
な
国
内
債
務
調
整
」

の
典
型
例
と
し
て
、
わ

が
国
が
第
二
次
大
戦
終

戦
直
後
に
経
験
し
た
厳

し
い
債
務
調
整
の
実
情

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
。

一
国
が
債
務
残
高
を
永
遠
に
増
や
し
続
け

る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
国
債
の
大
部
分

を
国
内
で
消
化
で
き
て
い
れ
ば
大
丈
夫
」

で
は
決
し
て
な
い
の
だ
。

　

世
界
大
戦
の
敗
戦
国
と
い
う
立
場
、
大

日
本
帝
国
憲
法
の
も
と
に
あ
っ
た
当
時
と

今
で
は
状
況
が
全
く
異
な
る
、
と
い
う
見

方
が
あ
る
。
最
初
か
ら
財
産
税
の
形
で
大

規
模
課
税
を
す
る
腹
積
も
り
で
、
預
金
封

鎖
と
新
円
切
り
替
え
を
先
行
さ
せ
る
、
と

い
う
当
時
の
対
応
は
勅
令
の
形
で
行
わ
れ

た
。
確
か
に
、
こ
う
し
た
「
荒
業
」
が
、

今
日
に
お
い

て
も
可
能
な

の
か
は
微
妙

だ
。
た
だ
し
、

国
債
が
国
と

し
て
、
国
民

全
体
と
し
て

負
っ
た
借
金

で
あ
る
以
上
、

国
の
財
政
運

営
に
行
き
詰

ま
る
よ
う
な

事
態
に
至
れ

ば
、
巨
額
の

債
権
放
棄
に

応
じ
て
く
れ

る
よ
う
な
寛
大
な
外
国
の
債
権
者
（
国
債

投
資
家
）
で
も
い
な
い
限
り
、
国
民
の
資

産
を
も
っ
て
国
債
の
償
還
に
充
当
し
、
利

払
い
負
担
を
極
力
減
ら
す
よ
り
ほ
か
に
途

は
な
い
こ
と
は
、
当
時
も
今
も
同
じ
な
の

で
は
な
い
か
。
ギ
リ
シ
ャ
の
場
合
は
あ
る

程
度
、
外
国
の
債
権
者
や
ユ
ー
ロ
圏
の
同

胞
国
に
支
援
し
て
も
ら
う
こ
と
が
可
能
で

あ
っ
た
。
わ
が
国
の
財
政
運
営
が
行
き
詰

ま
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
国
民
が
経
験
し
た
の

よ
り
も
は
る
か
に
重
い
負
担
が
、
間
違
い

な
く
私
た
ち
国
民
一
人
ひ
と
り
に
の
し
か

か
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

〈図3〉終戦直後（45～46年）の主な財政・金融関係政策の流れ

（出所）西村吉正（編）『復興と成長の財政金融政策』大蔵省印刷局、1994（平
成6）年8月を基に日本総合研究所作成

9.2 降伏文書に
調印

3.3 物価統制令公布

8.11 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

8.15 企業経理応急
措置法公布

金融機関経理応
急措置法公布

（昭和20年8月17日
～20年10月9日）

1945年 8.15 終戦 東久邇内閣

幣原内閣
（昭和20年10月9日
～21年5月22日）

第一次吉田内閣
（昭和21年5月22日
～22年5月24日）

津島寿一

渋沢敬三

石橋湛山

8.28 大蔵省に戦後通貨
対策委員会設置

11.24 戦時利得の排除およ
び国家財政の再編成
に関する覚書

1946年 1.21 司令部、政府借入の
制限・支払制限に関

し指令

2.17 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

臨時財産調査令公布

7.24 戦時補償全面
打ち切り閣議
決定

戦時補償全面打
ち切り閣議決定

10.19 戦時補償特別
措置法、企業再
建整備法公布

戦時補償特別措
置法、金融機関再
建整備法公布

戦時補償特別措
置法公布

11.12 財産税法公布

年 月日 政治経済一般 金融 内閣 蔵相財政

〈図4〉財産税の実施時点における階級別見込み額

（出所）大蔵省財政史室（編）『昭和財政史　終戦から講和まで　
第7巻　租税(1)』東洋経済新報社、1977（昭和52）年2月を基に
日本総合研究所作成

財産価額 税額区分
（千円超）

人員
（戸）

100 80833 104 1000 818407

110 58864 114 3700 2186710

120 53194 124 6900 3676596

130 61959 138 12200 7568550

150 48507 158 20600 9997665

170 59334 182 32000 189910799

200 66458 240 63000 418715950

300 46914 380 144000 675617827

小計 476063 1526382504

500 24054 675 329750 793116236

1000 6651 1175 663500 44137815

1500 3515 2025 1284750 45157118

3000 1267 3700 2576000 32634688

5000 522 8500 6591000 34404437

15000 102 52471 45834000 46755352

小計 36111 2823745646

合計/平均 512174 250 85000 43500128150

（千円）
１人当たり 総額

（百万円）（百万円）
総額 １人当たり

（円）



�2014.4.21［月］　金融財政ビジネス　第3種郵便物認可

　

ま
た
、
2
％
程
度
の
イ
ン
フ
レ
で
は
、

政
府
の
実
質
的
な
債
務
負
担
を
軽
減
す
る

う
え
で
は
お
そ
ら
く
「
焼
け
石
に
水
」
で

あ
ろ
う
。
当
時
の
よ
う
な
ハ
イ
パ
ー
イ
ン

フ
レ
状
態
に
で
も
な
れ
ば
、
確
か
に
政
府

の
実
質
的
な
債
務
負
担
は
軽
減
さ
れ
よ
う

が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
国
民
に
対
し
て
、

大
規
模
な
財
産
税
課
税
な
ど
と
は
ま
た
別

の
痛
烈
な
痛
み
を
重
ね
て
課
す
こ
と
に
な

る
。

　

そ
し
て
、
国
際
通
貨
基
金
（
I
M
F
）

に
支
援
し
て
も
ら
お
う
に
も
、
わ
が
国
の

経
済
規
模
は
大
き
過
ぎ
る
。
財
政
と
い
う

バ
ケ
ツ
に
開
く
で
あ
ろ
う
穴
の
サ
イ
ズ
が

大
き
過
ぎ
る
の
だ
。
国
際
機
関
と
は
、
お

人
好
し
で
も
甘
い
も
の
で
も
な
い
こ
と
は
、

ギ
リ
シ
ャ
破
綻
の
際
の
彼
ら
の
対
応
か
ら

明
ら
か
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
先
行
き
わ
が

国
財
政
が
行
き
詰
ま
る
事
態
と
な
れ
ば
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
国
と
し
て
、
国
会
の
議

決
に
よ
っ
て
徴
税
権
を
行
使
し
、
歳
出
を

大
幅
に
カ
ッ
ト
し
、「
取
る
も
の
は
取
る
、

返
す
も
の
は
返
す
」
よ
り
ほ
か
に
、
な
す

術す
べ

は
恐
ら
く
な
く
な
る
の
だ
ろ
う
。
そ
う

い
う
事
態
に
至
っ
て
か
ら
気
づ
く
の
で
は

遅
い
の
だ
。

　

わ
が
国
は
、
戦
時
下
で
も
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
当
時
と
ほ
ぼ
並
ぶ
G
D
P
比

2
5
0
％
の
規
模
に
ま
で
、
政
府
債
務
残

高
を
積
み
上
げ
て
い
る
。
確
か
に
、
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
す
ぐ
に
財
政
破
綻
す
る
と

い
う
も
の
で
も
な
か
ろ
う
。
敗
戦
の
よ
う

な
明
ら
か
な
転
換
点
が
為
政
者
に
も
国
民

に
も
意
識
さ
れ
な
い
分
、
逆
に
当
面
は
借

金
の
山
が
さ
ら
に
大
き
く
な
っ
て
い
く
可

能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
国
債
の
大
半
を

国
内
で
消
化
す
る
と
い
う
現
在
の
状
況
は

終
戦
当
時
に
通
じ
る
う
え
、
現
時
点
で
は

債
務
規
模
の
膨
張
に
歯
止
め
が
か
か
る
見

通
し
す
ら
全
く
立
っ
て
い
な
い
。
今
後
の

わ
が
国
の
財
政
運
営
が
、
市
場
金
利
の
上

昇
な
ど
の
何
ら
か
の
契
機
で
行
き
詰
ま
り
、

手
遅
れ
と
な
っ
た
場
合
、
終
戦
後
に
講
じ

た
の
と
同
様
の
政
策
を
、
部
分
的
に
せ
よ
、

ま
た
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら

ず
、
発
動
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
可
能
性

は
皆
無
で
は
な
い
の
だ
。

　

こ
う
し
た
事
態
は
、
何
と
し
て
も
回
避

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
そ
の
た

め
に
は
ど
の
程
度
の
規
模
の
財
政
緊
縮
を

今
後
、
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
か
。

そ
の
た
め
の
選
択
肢
に
は
、
ど
の
よ
う
な

方
法
が
残
さ
れ
て
い
る
の
か
。（
下
）
で

は
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
た
い
。


