
2008 年 9 月
リーマンショック
2008 年 9 月
リーマンショック

2011.10
戦後最安値
2011.10
戦後最安値

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

2012.12 月末
第二次安倍政権発足
2012.12 月末
第二次安倍政権発足

↓↓
↓↓

2013.12 月末
＜米国＞

量的緩和政策の縮小 ・ テーパリングの開始を決定

2013.12 月末
＜米国＞

量的緩和政策の縮小 ・ テーパリングの開始を決定

2014.10 月末
＜日本＞
日銀 ・ 追加金融緩和発表

2014.10 月末
＜日本＞
日銀 ・ 追加金融緩和発表

｛
ドル売り ・ 円買い
の動きが強まる
ドル売り ・ 円買い
の動きが強まる

↓↓

2015 年 8 月
チャイナショック
2015 年 8 月
チャイナショック

↓↓

↓↓

2016 年 6 月
ブレクジット決定
2016 年 6 月
ブレクジット決定

2016 年年末
米国利上げ
2016 年年末
米国利上げ

↓↓

2017 年 11 月
日本株価
バブル崩壊後最高値記録

2017 年 11 月
日本株価
バブル崩壊後最高値記録

2016 年 11 月
トランプ氏当選

（大口のドル買い開始）

2016 年 11 月
トランプ氏当選

（大口のドル買い開始）この間、 米国は
テーパリングを進める
⇒2014 年は日米金利差拡大観測を背景に、
　　ドル高 ・ 円安が進行。

この間、 米国は
テーパリングを進める
⇒2014 年は日米金利差拡大観測を背景に、
　　ドル高 ・ 円安が進行。

2016 年 1 月末
マイナス金利導入（株価を押し上げたい狙い）
2016 年 1 月末
マイナス金利導入（株価を押し上げたい狙い）

2018 年初
米中貿易摩擦激化

2018 年初
米中貿易摩擦激化

2018 年 10 月から
米長期金利の急上昇
　　→世界経済の減速懸念
　　→円買い

2018 年 10 月から
米長期金利の急上昇
　　→世界経済の減速懸念
　　→円買い

2020 年 4 月 7 日
東京など７都府県に緊急事態宣言
2020 年 4 月 7 日
東京など７都府県に緊急事態宣言

ここまでコロナ変異種でリスクオフの円買いか︖
11 月末に新型コロナウィルスワクチン接種開始
2020 年 12 月 24 日バイデン氏勝利

ここまでコロナ変異種でリスクオフの円買いか︖
11 月末に新型コロナウィルスワクチン接種開始
2020 年 12 月 24 日バイデン氏勝利

2021 年 1 月バイデン氏就任→（3 か月のハネムーン期︖）
2 月に米国の経済対策、 米経済指標の好調、 長期金利上昇からドル買い
2021 年 1 月バイデン氏就任→（3 か月のハネムーン期︖）
2 月に米国の経済対策、 米経済指標の好調、 長期金利上昇からドル買い

2021 年 6 月
FOMC で 「米経済が思ったより回復してる
もっと金利あげてもいいんじゃないか︖」 金利上方修正

2021 年 6 月
FOMC で 「米経済が思ったより回復してる
もっと金利あげてもいいんじゃないか︖」 金利上方修正

2021 年 11 月
FOMC でテーパリングを決定
ドル買い加速

2021 年 11 月
FOMC でテーパリングを決定
ドル買い加速

2020 年 1 月 9 日
WHO が新型コロナウィルス生命
2020 年 1 月 9 日
WHO が新型コロナウィルス生命

2022 年 3 月 15 日
FOMC で FRB が金利の誘導目標レンジを
これまでの 0 ～ 0.25％から 0.25 ～ 0.5％に引き上げ
　　　　→ドル買い加速

2022 年 3 月 15 日
FOMC で FRB が金利の誘導目標レンジを
これまでの 0 ～ 0.25％から 0.25 ～ 0.5％に引き上げ
　　　　→ドル買い加速

｛
米国もインフレ ・ 物価高による
経済減速懸念があるが、
この円安要因は金利差拡大。
要は円よりドルのほうがマシじゃね︖
っていう見方が強い。

米国もインフレ ・ 物価高による
経済減速懸念があるが、
この円安要因は金利差拡大。
要は円よりドルのほうがマシじゃね︖
っていう見方が強い。


