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1
、

国

家

財

政

制

度

.
•
経

費

第
六
章
と
第
七
章
で
は
、
増
大
し
て
ゆ
く
政
府
活
動
の
経
済
的
役
割
が
主
題 

と
な
っ
て
い
る
。
：
第
六
章
で
は
主
と
し
て
合
衆
国
の
政
府
活
動
の
経
費
面
と
そ

. 

の
調
達
方
法
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
第
七
章
で
は
課
税
面
と
地
’方
財
政
が
仔
細
に 

扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
観
点
か
ら
日
本
財
政
に
資
料 

を
求
め
、
で
き
る
だ
け
テ
ク
ス
ト
と
平
行
し
て
説
明
を
加
え
、

テ
ク
ス
ト
逦
解 

の一

助
と
し
た
い。

：

.

.

第
一
図
で
間
題
と
な
る
の
は
政
府
支
出
の
間
断
な
き
増
大
で
あ
る
が
、
わ
が 

国
に
お
い
て
も
明
治
維
新
の
完
遂
以
来
、
国
家
権
力
の
確
立
、
財
政
機
構
の
整 

備
と
共
に
、
財
政
規
模
も
逐
次
拡
大
さ
れ
る
に
到
っ
た
。
そ
れ
を
国
民
所
得
と

. 

の
比
率
で
み
る
と
、
国
民
所
得
も
増
加
傾
向
を
み
せ
て
い
る
が
政
府
支
出
，の

増

加
に
は
及
ば
ず
.ヾ
両
者
の
比
率̂

大
体
に
増
加
の
傾
向
が
窺
わ
れ
る
。
そ
し 

第
二
次
大
戦
後
は
両
者
の
比
率
は
低
下
す
る
段
階
に
到
る
が
、
戦
後
は
戦
前
の 

よ
ぅ
な
巨
額
の
軍
事
費
や
外
地
経
営
費
等
が
な
く
な
っ
た

こ

と
を
考

え
あ
わ
せ 

る
と

、

む

し

ろ
両
者
の
比
率
は
実
質
的
に
は
増
大
し
て
い

る

と

も

い

え

る

。

.

と
こ
ろ
で
、
も
し
我
々
が
こ
れ
ら
の
問
題
P

つ
い
て
わ
が
国
と
合
衆
国
を
比 

較
し
よ
ぅ
と
す
る
な
ら
ば
、
.

総
体
と
し
て
表
わ
か
れ
た
両
国
の
国
民
所
得
額
、 

さ
ら
に
そ
の
政
府
支
出
額
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
国
民
所
得
に
つ
い
て
は 

そ
の
算
定
基
準
も
推
定
方
式
も
異
なっ
て
い
な
し
、
そ
れ
が
ま
た
普
通
で
あ
る
。 

こ
れ
に
つ
い
て
は
後.に

(

第
十
章
で)

詳
述
せ
ら
れ
る
た
め
さ
で
置
く
と
し
て
、 

政
府
支
出
額
に
つ.い
て
は
ま
ず
両
国
の
財
政
制
度
と
の
目
^

に
お
い
て
考
え
ら 

る
べ
き
で
あ
る。

’

た
と
え
ば
、
わ
が
国
で
も
合
衆
国
で
も
、
政
府
支
出
は
一
'般
会
計
と
特
別
会

許
と
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
第
一
図
に
表
わ
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
政
府
支
出 

は
わ
が
国
の
場
合
は
一
般
会
計
支
出
だ
け
で
あ
り
、
合
衆
国
の
は
一
般
会
計
支 

出
と
特
別
会
計
支
出
と
の
合
許
額
で
あ
る
。
：
容
易
に
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
が
、 

少
な
く
と
'%

わ
が
国
政
府
支
出
の
歴
史
を
考
ぇ
る
場
合
、
特
別
会
計
支
出
を
除 

外
す
る
こ
と
は
罾
自
で
な
い
と
：い

わ

ざ

る

をえ
な
い
。
例

を

もつ
.
て
示
す
と
、 

わ
が
国
の
特
別
会
計
支
出
は
明
治
三
九
年
で
大
体
一
般
会
計
支
出
ど
見
合
い
、 

そ
の
後
ま
す
ま
す
一
般
会
計
を
上
回
り
、
昭
和
九
年
、

一

一

年
、

一
七
年
に
は. 

そ
れ
ぞ
れ
ニ
倍
、
三
倍
、
四
倍
以
上
も
上
回
り
、
戦
後
に
お
い
.
て
も
ニ
倍
な
い 

し
三
倍
も
上
回
っ
て
い
る
有
様
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
巨
額
な
特
別
会
計
を
除

本

邦

経

済

資

料

解

説

鸽

外
し
て
、
国
民
所
得
と
一
般
会
計
支
出
と
の
比
率
だ
け
を
み
る
こ
と
に
ど
の
程 

.

度
也
義
が
あ
る
か
疑
問
で
あ
る
。
こ
と
に
国
家
財
政
に
よ
り
、
国
庫
か
ら
民
間 

.
に
い
か
ほ
.ど
の
財
政
資
金
が
流
れ
た
か——

財
政
資
金
の
対
民
間
収
支——

を 

尋
ね
る
場
合
、
そ
の
欠
陥
が〗

®

さ
れ
よ
う
。

そ
う
だ
と
す
れ
•は
当
然
、

一
般
^

計
と
特
別
会
計
とQ
純
計
で
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
し
、
-

ま
た
政
府
支
出
を
広
義
に
と
ら
え
る
と
、
.地
方
支
出
も
考
慮

に
入
れ
た
純
計
で
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
わ
が
国
の
政
府
支
出
に
お
い

.

て
は
、

一
般
会
計
と
各
特
別
会
計
支
出
間
お
よ
び
各
特
別
会
計
支
出
相
互
間
、

国
家
財
政
支
出
と
地
方
財
政
支
出
間
お
よ
び
各
地
方
財
政
支
出
間
に
幾
多
の
重

)
 

複
計
算
.が
存
在
す
る
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
実
際
そ
の
た
め

5

{-
3
0日

太
月

に
、
歳
計
面
に
お
け
る
政
府
支
i

額
に
よ
っ
て
は
、
財
政

50
5

_

編
臟
_

支
出
の
真
相
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。

h

'

f

i高|

そ
こ
で
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
重
複
麗
を
明
ら
か

4

(2
|

.

_則

瞰
.

.に
し
そ
の
重
複
せ
る
も
の
を
控
除
し
て
、.
公
共
経
済
体
が
一

40

国
丄
-

r

年
間
に
：純
糊
に
支
出
し
た
貨
幣
額
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
純 

'
.
.
部

得

错

丄

S

t

査
所
_

得

.許
額
を
算
出
す
る
必
要
が
生
ま
れ
て
く
る 

?f
-

H
/r
i

酬
撕
财X

 

.
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
問
題
に
深
入
り
す
る
こ
と
を
避
け 

3

ぴ
»

済
_

喝
第
.

る
け
れ
ど
、■
実
.を
い
う
.
と
、
純
計
と
丄
て
と
ら
え
た
^
寬
の 

25

< 

日

，
収
支
が
そ.
の
ま
ま
脉
政
資
金
の
•対
民
間
収
支
と
し
て
現
わ
れ 

y

年
：
,-
:

て
く
る
.
こ
と
に
は
な
ら̂

い
、
■
と
t

う
今
一
つ
の
問
題
ガ
あ 

19
1

A:
n

,

^

v
 

.る

.

,0

そ
れ
に
は
.
い
く
.
つ'
'か
の
理
由
が.あ
る
が
、
主
な
も
の
を 

,(
.
举
げ
る
.
と
、
(1

)
予
算
に
は
出
納
整
理
期
間
の
収
支
ま
で
含
ま

'

六
.三

c

七
三
5



第；表- 昭和3 1年度の一般会計 

歲出予算
__________  ( 目的別分類，単位：僚W)

項 目 金 額 比率c?&)

1 . 国 防 費… … ' 1,431 13.8
2 . 恩 給 費 … … 911 8,8
3 . 国 債 _費••，••• 385 3.7
4 . 対外姻理費… … 101 1.0
5 . 産業経済費… … 520 5.0
6，国土資源費…… 1,417 13.7
7 . 民生安定費ニ… 1,38.8 13.4
8. •教育文化費… … 1,302 12.6
9 . 国家機関费，••… 1,128 10.9

1 0 .地 方 財 政 費 . 1,677 16.2
11. そ の 他 ........ 94■ 0.9

総 ； 額 10,349 100

資料：財政調査会編「国の予箅，昭 
和 3 1年度」および，大蔵省編集 

「財政金融統計月報」第 6 3 号。

第一表国家経費（一般会計歳出)，都 

道府県経費，市町村経費の趨勢
(単位百万円）

年 度 | 国 家 経 費 | 輩 ■ 奮 丨 市 町 村 経 費

20j 21,496| 2,8581 2,1544 115,207 - • . ^~~

22 205,841 58,644 34,823
23 ’ 461,974 149,433 106,909,
24 699,448 231,558 159,934
25 638,294 292,256! 230,3吖
26 749,837 381,430 287,242.
27 873,942 483,747! 358.29T
28 1,017,164 622,111 447,640
29 1,040,761 693,9651 476,278
30 1,018,169j 702,054 474,143

資料：「財政金融統計月報」第 3 5 号 お 三  

よび笫7 3 号，「昭和3 0年度地方財 . 2  
政概要」

れ
る
と
共
に
翌
年
度
へ
辙
り
越
さ
れ
る
分
も
で
て
く
る
.

^:
財
政
收
支
は
予
算 

の
年
度
区
分
に
か
か
わ
り
な
く
四
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
の
実
際
の
収
支
を
と 

ら
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
⑵
特
別
会
計
の
う
ち
で
も
外
国
—

資
金
や
資
金 

連
用
部
資
金
：の
受
払
、
.ま
た
政
府
関
傲
機
関
で
あ
る
公
庫
や
銀
行
の
金
融
事
業 

そ
の
も
の
の
収
支
は
予
算
に
あ
ら
わ
れ
な
い
が
.、
財
政
収
支
に
は
含
ま
れ
る
。 

(3
)

先
.に
説
明
し
た
予
算
の
純
計
は
i

内
部
の
重
複
分
を
差
引
い
た
だ
け
で
あ 

る
が
、
財
政
収
支
は
さ
ら
に
政
府
と
日
本
銀
行
と
の
間
の
資
金
の
出
入
り

(

例 

v.
r
x.

ば
日
銀
に
ょ
る
公
債
：の
引
受
な
ど

)

i

か
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、

こ
こ
で
は
わ
が
国
と
合
衆
国
と
の
予
算
な
い
し
は
財
敗 

収
支
を
比
較
す
る
隙
に
制
約
と
な
る
種
々
の
条
件
の
一
端
を
指
摘
し
た
に
す
ぎ 

な
い
が
、
予
算
の
内
容
を
個
別
に
比
較
す
る
際
に
は
も
っ
と
複
雑
か
つ
困
難
な 

問
題
の
生
ず
る
こ
と
は
申
す
ま
で
%•

な
い
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
専
F5

課
程 

に
進
ん
で
か
ら
あ
ら
た
め
て
学
ば
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

'
国
家
財
政
と
地
方
財
政
の
経
費
の
齒
勢
は
第
一
表
の
物
語
る
と
お
り
で
あ
る 

と
す
れ
ば
、
次
に
問
齡
と
な
る
の
ぱ
国
家
財
政
の
経
費
の
構
成
で
あ
る
。
第
一
一 

表
は
、
わ
が
国
の
昭
和
三
一
年
度
一
般
会
計
歳
出
予
算
を
経
費
の
目
的
と
す
る

. 

と
こ
ろ
に
從
づ
て
、
十
一
項
目
に
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。
.
テ
ク
ス
ト
に
述
べ 

ら
れ
て
い
る
ょ
う
に
、
合
衆
国
の
一
九
五
六
年
度
予
算
は
五
五
年
七
月
に
始
ま 

り
五
六
年
六
月
に
終
る
。
と
こ
ろ
が
わ
が
国
の
会
計
年
度
は
、
昭
和
三
，
一
年
度 

な
ら
ば
三一

年
四
月
に
始
ま
り
三
ニ
年
三
月
に
終
る
。

両

者

の

差

異

を

一

応

念.^
に
お
い
た
う
え
で
、
わ
が
国
と
合
衆
国
の
予
算
案 

を
一
瞥
し
て
み
る
と
、
特
に
顕
著
な
相
違
と
し
て
両
予
算
案
に
占
め
る
国
防
費

資料：「因説日本の財政」昭和3 1年度版

第 二 図

戦前戦後の一般会tf-歳出予算の比較

00

_ _
.誠齡雜職纷|

国
土
資
源
費

.
予
備
费
、そ
の
他 

丨
地
方
財
政
赀 

/
.対
外
処
理
費
. 

丨

国

.憤

费

民
生
安
定
費 

產
業
経
済
費
.

教
育
文
化
費

国

防

費费

国
家
機
間
費

と
国
傲
費
の
比
重
の
違.い
が
ま
ず
眼
に.
つ
く
'0
:

,

と
こ
ろ
で
予
箅
の
内
容
を
比
較
し
ズ
み
れ
ば
、
わ
が
国
と
合
衆
国
の
財
政
の 

特
色
な
り
性
格
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
た
だ
予
算
は
そ
の
国

本
邦
経
済
資
料
解
説
闫

の
政
治
や
経
済
の
事
情
を
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
' 軽
々
し
く 

比
較
す
る
こ
_と
は
：許
さ
れ
な
い
‘。
そ
こ
で
1

転
し
て
、
わ
が
国
の
政
府
支
出
の 

溝
成
内
容
の
i

を
、
.
戦
前
と
戦
後
に
わ
か
ち
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ 

う
。

:

第
一I

因
は
戦
前
の
昭
和
九
年
度
一
般
会
計
歲
出
：

(

決
算
額)
と
三
一
年
度
の 

1

般
会
計
歳
出
予
算
と
を
、
第

1

表
の
よ
う
に
目
的
別
に
従
っ
て
分
類
し
た
も 

の
で
あ
る.
。
戦
前
の
.
予
算
構
成
を
み
る
と
、

テ
ク
ス
ト
に
あ
る
合
衆
国
の
そ
れ 

と
ほ
ぽ
類
似
し
た
様
相
を
示
し
て
い
.
る
こ
と
が
わ
か
る
。
国
防
費
の
比
重
は
き 

.わ
沁
て
大
きV

、

総
予
算
の
中
の
四
四
％
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
1

費
の
占 

め
る
割
合
も
こ
れ
に
次
い
で
大
き
く
、
固
防
費
と
固

ft

費
の
合
計
は
歳
出
総
額 

の
ほ
ぼ
六
割
に
達
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
.い
わ
ゆ
る
教
育
文
化
費
や
民 

生
安
定
費
の
割
合
は
比
較
的
小
さ
く
、
と
く
に
民
生
安
定
費
に
い
だ
っ
て
は
ニ 

%

に
も
満
た
.
な
い
。
合
衆
国
の
場
合
、
社
会
保
障
関
係
費
が
六
％

で
あ
っ
で
割 

合
に
/1
>
'
-ノ
な
い
が
、

こ

れ

は

-
の
面
で
の
州
政
府
の
は
た
ら
き
の
大
き
い
こ
と
の 

ほ
：か
に
、：一

般
に
生
活
水
準
が
高
く
保
険
制
度
の
発
達
し
て
い
る

.
こ
と
も
考
え 

あ
.
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
.

わ
.
が
国
の
場
合
は
む
し
ろ
、準
戦
体
制
の
も
と
に
.
お
い 

て
、
ま
す
ま
す
増
大
す
る
軍
事
費
の
た
め
に
そ
れ
ら

'€
>

経
費
が
：ま
さ
.に
切
り
つ 

め
ら
れ
て
ゆ
く
過
程
を
想
起
す
れ
ば
た
り
.
る
で
あ
ろ
う
。

■

第

U

次
大
戦
を
経
て
、
わ
味
国
'の
政
治
避
済
事
情
が
一
変
す

る

と
共
に
、
政 

府
支
沘
の
構
成
も
著
し
く
変
っ
た
。
し
か
：し
車
隊
の
消
滅
は
軍
事
費
の
消
滅
を 

直
ち
に
も
た
ら
すこ
と

に
は
な
ら
ず
、fi
rn

軍
の
経
費
を
ま
か
な
う
終
戦
処
理 

費
に
よ
っ
て
置
き
か
え
ら
れ
た
。
た
だ
国
債
費
は
敗
戦
国
の
な
ら
い
と
し
て
、

、
 

：
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の
激
し
い
ィ
ン
フ
レ
ー
シ
ョゾ

の
影
響
を
ぅ
け
て
激
減
す
る.：に
到
っ
た
。 

こ
れ
ら
，に̂
'

っ
て
総
.予
算
の
.
.ぅ
もP

大
き
な
比
.
重
を
占
め
る
よ
う.
.に
な
っ
.
た
'
の
. 

ぼ
、
産
業
経
済
費
や
国
土
資
源
費
の
よ
少
に
戦
後
の
経
済
を
再
建
し
荒
廃
し
た 

国
土
を
復
旧
す
る
た.め
：の
癌
費
でU

.

さ
ら
に
は
地
方
行
^
^
度
の
改
革
に 

伴
っ
，て
増
大
し
た
地
方
齓
政
費
.で
あ
る
.。
そ
れ
と
と
も
に
戦
後
の
社
会
不
安
と 

混
乱
の
強
圧
を
経
て.、
，国
民
の
福
祉
や
社
会
保
障
を
整
傲
•
拡
充
し
よ
ぅ
と
す 

る
動
ぎ
が
盛
ん
と
な
り
、
，：こ
れ
に
痧
ず
る
経
費

——

民
生
安
笼
費—

"が
急
激 

に
増
加
す
る
こ
と
と
な̂
た
。
そ
の
後
、
.昭
和
一
一
七
年
四
月
に
わ
が
国
が
独
立 

.
し
て
か
ら
は
、
終
戦
処
理
費
に
代
；っ
て
自
衛
力
漸
増
の
た
め
の
.防
衛
費
が
次
第 

'に
大
き
く
な
っ
て.
い
''

？
た
こ
と
は
入
々
の
よ
く
知
る
と
お
り
で
あ
る
。
/ 

'

戦
後
の
予
算
項
目.
の
そ
れ
ぞ
れ
を
戦
前
と
比
較
し
て
み
る
と
、
先
に
述
べ
た 

よ
ぅ
に
、
国
防
費
が
四
四
％

か
ら
一
四
％
べ
、
国
徵

#.

が
一
七
％

か
ら
四
％

へ 

と
減
っ
た
代
り
に
、
国
土
資
源
費
や

g

業
経
済
費
や
国
家
機
関
費
な
ど
は
い
ず 

-

れ
も
予
算
に
占
め
る
そ
の
割
合
が
大
き
く
な
っ
.
て
い
る
。
と
り
わ
け
民
生
安
定 

費
は
ニ
％
か
ら
一
三
％

へ
、
教
育
文
化
費
は
七
％
か
ら
一
三
％

へ
と
著
し
く
増 

大
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
と
並
ん
で
地
方
財
.政
費
が
飛
蹯
的
に
増
大
し
た
こ
と 

も
、
今
一
つ
の
著
し
い
特
色
で
あ
る
。
' 

こ
の
事
実
は
、
昭
和
九
年
度
は
地
方
財 

政
調
整
制
度
が
ま
だ
確
立
し
て
い
な
か
ら
た
の
で
、
国
の
負
担
も
微
々
た
る
も 

の
で
あ
っ
た
の
に
、
戦̂
^

方
自
■

度
の
改
革
に
よ
り
、
地
方
公
共
体
の
経 

費
，の
ぅ
ち
国
の
負
担
す
る
部
分
が
必
然
的
に
増
加
し
た
こ
と
か
ら
.説
明
さ
れ 

る
。

‘

こ
の
よ
う
に
戦
後
は
戦
前
に
比
べ
、
国
土
資
源
費
.

産
業
経
済
費
.
民
生
安

六
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, 

定
費
等
の
予
算
に
古
め
る
比
重
が
高
ま
り
、
そ
の
う
ち
で
も
民
生
安
定
費
が

®

要
性
を
も
つ
よ

々
^

な
っ
た
こ

と

が
わ
か
る
。

' 
こ
れ

ら

は
常
識
的
に
い
え
ば
、

資
本
主
義
経
済
の
発
展
と'と
も
に
、.
ど
の
国
で
も
一
方
で
は
自
国
の
産
業
を
保
：

護
.
し
、'
そ
；の
生
産
力
を
高
め
で
外
国
と
の
競
争
に
備
え
る
と
と
も
に
、
他
方
で

は
増
大
す
る
労
働
者
を
ば
じ
め
国
民
一
般
の
生
活
を
保
全
し
、
そ
の
水
準
を
向

上
.さ
せ
る

た
.
め
の
仕
事
ガ
大
切.に

な
.-
-
>
た

こ

と
を
反
映
す
る
も
の
.で

あ

ろ

う

。

ま
た
わ
が
国
の
よ
う
に
災
害
が
多
く
国
内
の
資
源
の
芝
し
い
と
こ
ろ
で
は
、
国

土
を
保
全
し
資
源
を
開
発
す
る
仕
事
が
重
要
と
な
っ.た
こ
；と
を
裏
書
き
す
る
も

の
で
あ
み
う
。

い
ず
れ
に
：

1

て
も
戦
前
.
戦
後
の
予
算
溝
成
の
差
異
は
図
に
示

す

と

お

り

で

あ

る

。そ
れ
ら
の
意
義
に
つ
い
て
の
立
ち
入
っ
た
解
明
は
、
同
じ

く
専S

：

講
義
に
.

お
い
て
学
ば
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
'0
.

■ 

ニ

、:'
国

家

財

政

制

度
i

税
制
度
と
地
方
財
政

.

s

国
税
制
度

 

.

第
七
章
の
は
じ
め
に
掲
げ
ら
れ
た

「

連
邦
政
府
租
税
収
入
予
算

」

表
と
対
比
■ 

せ
し
\
め
て
、

こ
こ
で
は
わ
：が

国

の

r

眧
和
三
一
年
度
予
算
租
税
収
入

」

の
内
訳 

.
を
第
三
表
に
華
げ
て
お
い
た0

-

こ
れ
ら
の
説
明
に
入
る
前
に
、
わ
が
国
の
予
算
の
し
く
み
を
収
入
面
か
ら
一 

応
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
わ
が
国
の
財
政
活
動
は
普
通
に
は
、

一
般
会 

計
と
特
別
会
計
、
そ
れ
にi

関
係
機
関
の
三
.つ
に
わ
け
て
考
え
ら
れ
て
い
る 

が
、
実
際
に
こ
れ
を
収
入
の'性
質
か
ら
み
る
と
、

一
般
会
計
と
あ
と
の
二
つ
の 

場
合
と
で
枕
朋
ら
か
な
相
違
が
み
ら
れ
る
。

第 三 寧 昭 和 3 1 年度予算租税収入の内說

• (単位：偾ra) —

1 .所 得 税 ”....... ..... …. 2,623

2- 老売  ^7

3 . 法 人 税 • ,.........…….....2,191

4 . 再* 罰̂ .布R 系̂   ............. *...........  *3fi
5. 酒 藐   …。••…• •••1,650

.6. 砂糖消費税......... ......:…. 531

7. 発油     • • ■« 307

8• 物 品 税 …  ....:........ 287

9* j|?!,   23

10. '関     318

11，そ <0 他…………..，……..... ...ii

12. 印 紙 収  入     233

13. % ■売納付金 ..... 1,127

9,394

資料: r 財政命融統計月報」第.6 3 号およ 

び 「国の予算,、昭和3 1 年度」

た
と
え
ば
特
別
会
計
の
一
つ
で
あ
る
食
糧
管
理
特
別
会
計
で
は
、
政
府
が
米 

表
を
売

る

こ

と

に

ょ

っ

て

ぅ

る代
金
が
収
入
とな
る
の
で
あ

り

、
ま
た
政
府
機 

•関

の一

つ
で
あ
る
日
本
国
有
鉄
道
で
は
乘
車
賃
な
り
運
送
代
が
収
入
と
な
る
わ 

け
で
あ
る
が
、
.こ
れ
ら
は
ど
れ
も
民
間
の
企
業
が
収
入
を
あ
げ
る
場
合
と
そ
の 

方
法
に
お

い

て

さ
ほ
ど
異
な
る
も
の
で
はな
い

。

と
こ
ろ
が
一
般
会
計
に
お
い
て
は
、
収
入
の
大
部
分
が
租
親
収
入
に
依
存
て

. 

て
お
り
、
そ
の
性
質
は
米
表
の
売
上
代
金
や
乗
車
賃
と
は
全
く
異
な
る
も
の
.で 

あ
る
。
し
か
も
前
節
で
説
明.し
た
ょ
ぅ
に
、

一
般
会
計
は
国
家
財
政
活
動
の
中 

心
で
あ
っ
て
、
国
の
お
も
な
仕
事
は
一
般
ム
P

収
入
の
裏
づ
け
があ
っ

て

は
じ 

め

て
支
障
な
く
行
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
一
般
会
計
収
入
の
う
‘ち
に
は
租
税
お
よ

本
邦
経
済
資
料
解
説
.
肖

び
専
売
納
付
金
の
ほ
か
に
、
官
業
益
金
：お
よ
び
官
桊
収
入

'

政
府
資
産
収
入
、 

雑
収
入
、
前
年
度
剰
余
金
受
入
、
そ
れ
に
公
僙
•

借
入
金
収
入
等
の
.項
目
が
あ 

る
が
、
国
の
収
入
の
中
心
は1

刖
戦
後
を
通
じ
て
租
税
収
入
に
あ
る
と
い
っ
て 

ょ

ぃ

？

わ
が
国
予
算
め
う
ち
に
古
め
る
祖
税
収
入
の
位
置
を
知
っ
た
の
で
、
次
に
租 

税
収
入
の
内
訳
を
個
別
的
にみ
た

う

え

で

、
わ
が
国
の
租
税
負
担
に
っ
い
て
考 

■X
.

て
み
よ
う
。

個
人
所
得
税
は
、
合
衆
国
で
は
税
収
の
半
ば
を
占
め
他
の
税
植
を
は
る
か
に 

引
き
離
し
て
第
一
位
に
あ
る
が
、
わ
が
国
で
も
一
一
七
％
あ
ま
り
を
占
め
第
一
位 

に
あ
る
。
か
っ
て
は
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
昭
和
ニ
四
年
度
の
約
四
四
％

の
よ 

う
に
、
税
収
総
額
中
に
占
め
る
所
得
税
の
割
合
の
高
か
っ
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、 

以
降
比
率
は
大
幅
に
低
下
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
戦
前
九

I

一
 

I 

年
度
の 

一
一
％

と
比
較
す
れ
ば
、
所
得
税
の
税
収
総
額
中
に
占
め
る
割
合
は
ニ 

倍
半
く
ら
い
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

合
衆
国
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
法
人
税
も
第
二
位
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ 

は
会
社
や
そ
の
他
法
人
の
所
得
.
に
.

か
か
る
も
の
で
：あ
り
、
税
収
総
額
の
約
ニ 

.
三
%

，を
占
め
て
い
る
が
、1

削
の
約
八%

に
比
べ
る
と
そ
の
割
合
は
.や
は
り
三 

倍

近

く

に

ふ

，
え

.

.て
い
る
0

:
.

酒
税
は
税
収
総
額
の.一
七
％
あ
.
ま
.り
を
a.
.
め
第
三
位
に
あ
る
が
、
こ
れ
は
戦 

前
と
.
ほ
ぼ
変
ら
ぬ
割
合
で
あ
る
。
第
四
位
の
専
売
益
金
は
主
と
し
て
煙
草
の
税 

金
.
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
収
A

は
同
じ
く 
一
 

ニ 
％
近
く
を
占
め
、
戦

前

の

一
六)

五
％

に

比

べ

る

と

そ

の

割

合

は

か

な

り
^

小
ノ
し
て
い
る
。

.
.

,

六
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'

租
税
収
入
の
内
訳
は
わ
か
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
で
は
わ
が
国
の
税
金
は
.一
体 

ど
の
く
ら
い
重
い
の
で
あ
ろ
ぅ
か
。
国
民
“

一
.人
当
り
の
平
均
租
税
負
担
歡
を
み 

る
と
、
1

削
の
九
丨
■

一
一
，
年
度
に
は
国
税
と
地
方
税
と
を
合
わ
せ
て
総
額
ニ
七

. 

円
を
負
祖
し
て1-
>-
た
？
そ
れ
.が
戦
後
に
な
る
と
、

一
一
三
年
は
一
人
当
り
一
一
、
六 

.
九
〇
円
と
百
倍
近
く
に
増
加
し
、
.

三
一
年
度
予
算
で
は
一'五
、
〇
七
〇
円
と
実 

に
五
〇
〇
倍
以
上
に
増
加
し
て
い
る
。
戦
後
は
ィ
ン
フ
レ
に
よ
っ
て

㈱

砠
も
上
. 

っ
て
い
る
か

ら

、
ィ
ン
フ
レ
の
影#

を
除
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ 

，で
も
三
一
年
度
予
算
の

I

人
当
り
の
平
均
租
税
負
担
額
は
，戦
前
の

 

一
•

八
I

と 

な
っ
て
い
る
。

.

し
か
し
こ
れ
は
ー
人
当
り
の
平
均
租
⑩
貞
担
額
の
豸
心
を
示
す
も

の
で
あ
っ 

て
、
必
ず
し
も
そ
の
ま
ま
税
金
の
重
さ
を
示
す
も
の
と
は
い
え

.
な
い
。

つ
ま
り 

租
税
負
担
額
が
ふ
え
て
も
所
得
が
そ
れ
以
上
に
ふ
え
て
い

る

な

ら

ば

、

租
⑩
員 

担
は
介
え
っ
て
軽
く
な
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
実
際
に
租 

税
負
担
の
程
度
を
み
る
際
に
は
、
国
民
所
得
に
対
す
る
租
税
の
割
合
を

も
っ
て 

あ
ら
わ
す
の
が
普
通
で
あ
る
。

そ
こ
で
1

01
]

と
_
罾
に
つ
い
て
へ
国
民
所
得
に
対
す
る
租
税
負
担
率
を
み
る 

と
、
1

則
の
約
一
三
％

に
対
し
三.一
年
度
で
は
一
九.
五
％
と
な
っ
て
お
り
、 

ま
だ
租
税
負
担
の
重
い
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
一
九
五•
四
年
度
に
つ
い
て
、
わ
が
国
と
八
ロ
衆
国
の
租
税
員
担
率

S

璐 

の
み)

.

を
比
較
し
て
み
る
と
、
わ
が
国
が
一
，
五
•

三
％

で
あ
る.の
に
対
し
、
合 

衆
国
は
ニ
.
〇
.

三
％

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
割
合
だ
け
を
み
る
と
、
わ
が
国
の 

租
税
負
担
は
ム
ロ
胄
国
に^

^

し
て
軽
い
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
わ
が
国
の
国

民
所
得
水
準
は
合
衆
国
に
比
べ
る
と
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
.ど
低
い
の
で
あ
る
か 

ら
、
異
な
っ
た
国
の
間
の
祖
税
負
姐
を
比
較
す
る
際
に
は
、
国
民
所
得
に
対
す 

.る
租
税
負
担.
の
割
合
だ
け
で
簡
単
に
税
金
が
重
い
と
：か
軽
い
と
か
い
う
の
は
危 

険
で
あ
る
。
わ
が
国
の
よ
う
圓
民
所
得
め
低
い
国
で
は
、
た
と
.え
そ
の
割
合 

が
小
さ
く
て
も
実
質
的
な
租
税
負
担
は
か
え
っ
て
®

い
も
の
と
な
り
う
る
こ
と 

は
.
i

に
理
解
で
き
よ
う
。.た
と
え
ば
、
，一
九
五
四
年
度
に
つ
い
て
わ
が
■

と 

合
衆
国
の
一
人
当
り
の
国
税
を
支
払
っ
た
後
の
手
取
額

a

人
■当
り
の
税
引
き 

国
民
所
得)

を
調
べ
て
み
る
と
、
わ
が
国
の
五
八
、
五
七
五
円
に
対
し
、
ム
ロ

^

 

国
は
そ
の
九
倍
に
当
る
一
、
四
，七
一
ド
ル
で
あ
っ
て
格
段
の
差
を
示
し
て
い 

る
。

と
も
あ
れ
こ
こ
で
は
、
租
税
負
担
の
国
際
比
較
に
は
粗
.税
負
担
率
の
比
較 

と
い
う
よ
う
な
単
純
な
尺
度
だ
け
で
測
り
う
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
し 

.

て

欲

し

い

.。

 

も 

.

.
こ
の
注
意
は
、
第
四
表
の
よ
う
に

1
.

年
間
の
所
得
が
同
じ
で
、
し
か
も
、
そ 

の
人
の
家
族
構
成
も
同
じ
で
あ
る
場
合
の
所
得
税
の
負
担
を
比
較
す
る
と
、
も 

っ
と
明
瞭
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

:

年
所
得
千
二
百
ド
ル
の
夫
婦
者
.

(

わ
が
国
で
い
ぅ
と
月
給
三
万
六
千
円
の
月 

給取
；
*

を
例
に
と
る
と
、.合
衆
国
で
は
税
金
は
か
か
ら
な
い
が
、
'
わ
が
国
で
は 

所
得
の
一
六
.

八
％

(

.
年
七
万
ニ
千
六
百.
円)

：
の
所
，得
税
を
納
め
る
こ
と
に
な 

っ
て
い
る
。
ま
た
年
所
得
一
一
千
四
百
ドルで
は
、
ム
ロ
衆
国
の
場
合
は
僅
か
に
所 

得

の
/\
%

で

あ

る

，
ー
九
一
一

.
ド

ル

の

所

得

税

を

納

め

る

の

に

対

し

、

..
'
わ

が

国

で

は 

二
.
九
.

三
.
％

で
あ
•
る
.
一
一
五
万
三
一
〇
五
円
を
納
め
な
け
れ
ば
.
な

ら

な

い
.0 

.

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
と
こ
：ろ
か
ら
、
戦
後
の
わ
が
国
の
租
税
負
担
は
、
戦
前

第四表勤労所得考（夫婦） の所得階層別 

所得税負担の比較（わが国と合衆_)  

1 9  5 4 年 度

給与の金額
わが国所得税額

闪 %
合衆国所得税額

108,000H 
300ドル

— — _ . ■—

216,000h
60 0ドル

12,200 (5 .6 )
— . —

432,OOOpi
1,200ドル

72,600 (16.8) — . ~~-

864,000^ 
2,400卜•ル

253,105 (29.3)
V 192 (8.0)

1,296,000h 
3,600ドル

454,1,65 (35.0)
408 (11.3)

2,160,000円
6,000ド八

889,874 (41.2)
844 (14.1)

3,60O,000h
10,000ドル

1,706,500 (47 .4)
1,636 (16.4)

7,200,000h
20,000ドル

3,968,750 (55,1)
4,532 (22.7)

18,000,000円
50,000ドル

-10,988,750 (61.0)
19,002 (38.0)

36,000,OOOpi
100,000 ドル

22,688,750 (63.0) .

52；056 (52.1)
72,000,000«

200,000 ドル
46,088,750 (64.0)

132,726 (66.4)

に
比
べ
て
も
ま
た
合
衆
国
に
比
べ
て
も
確
か
に
重
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
も
っ 

，
と
も
、
近
年
あ
い
つ
ぐ
部
分
的
税
制
改
正
に
よ
り
、

ま
た
昭
和
三
ニ
年
度
め
税 

制
改
正
が
千
億
減
税

——

特
に
所
得
税
の
大
幅
減
税
を
打
ち
だ
し
て
き
.て
い
る 

た
め
、
こ
の
間
の
事
情
が
幾
分
緩
和
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か 

し
そ
れ
で
も
な
お
右
に
述
べ
た
方
向
は
す
こ
し

も

ゆ

る
ぐ

も

の

で

は

な

レ.°.

そ
れ
で
は
な
ぜ
戦
後
の
わ
が
国
の
租
税
は
こ
の
よ
う
に
重
い
の
で
あ
ろ
う 

か
。
そ
の
理
由
と
し
て
誰
れ.で
も
が
思
い
つ
く
の
は
、
わ
が
国
が
戦
争
に
よ
っ 

て
多
く
の
富
を
失
い
、
貧.し
く
な
っ
た®

員
畠
員
の
胃
^

に
多
額
の
費
用
と
犠 

牠
を
要
し
た
と
.い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
節
で
み
た
よ
う

.な
国
土
資
源
費.

産
業

本

邦

経

済

資

料

解

説(4
,

経
済
費
.
.
民
生
安
定
費
の
増
大
が
そ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ 

ぉ’

た
ら
に
戦
後
は
租
税
収
入
全
体
の
中
で
、
所
得
税
の
比
重
が
著
し
く
重 

な

が

く

な
>

て
お
り
、
税
金
荀
重
の
声
が
主
と
し
て
所
得
税
に
集
中
し
て 

料

.

い
る
こ
と
：も
考
え
あ.わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
源
泉
徴 

第

共

。.

収
の
よ
う
核
.

一
日1

一
所
得
と
し
て
手
..に
し
た
も
の
か
ら
差
引
か
れ
る
と 

き
の
苦
痛
は
、
間
接
税
の
よ
う
に
1

に
お
り
こ
め
ら
れ
て
徴
収
さ 

^

'

い
れ
る
場
合
と
は
異
な
る
も
の
が

.
あ
る
か
ら
で
あ
る。

.

—

 I

 

g

加
え
て
戦
後
は
、
低
所
得
階
層
の
納
め
る
税
金
が
所
得
税
の
中
心 

|

 

_

T m

-

と
な
つ
て
お
り
、
こ

の

こ

と

は

、
戦
前
な
ら
ば
税
金
を
免
除
さ
れ
て 

財

ハ

国

し

.：い
た
人
々
が
、
.
現
在
で
は
.
か
な
り
の
税
金
を
収
め
て
い
.る
こ
と
を
意 

合の味して

い
る
。
た
と
え
ば
昭
和
一
〇
年
度
で
い
え
ば
、
年
所
得

 

一
ニ 

I
.

〇
0

円
未
満
な
ら
ば
所
得
税
を
免
除
さ
.
れ
て
い
た
が
、
三
一
年
度
で 

は
当
時
の 

一
二
〇
〇
円
に
ほ
ぽ
相
当
す
る
年
所
得
四
〇
万
円
の
人 

は
、
扶
養
家
族
三
人
.の
勤
労
考
の
場
合
で
す
ら
三
万
七
三
〇
円
の
所
得
税
を
納 

〈

め
る
こ
と
に
な
る
。
大
衆
の
所
得
税
負
担
め
実
感
度
は
、
こ
の
よ
う
な
課
税
最 

低
限
の
弓
下
げ
と
'も
照
^
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
；わ

か

-̂

で
あ
ろ
う
。

.

(P

)

地

方

財

政

テ
ク
ス
ト
で
は
、
連
邦
租
税
制
度
を
論
じ
た
後
で
、
州
お
よ
び
地
方
政
府
の 

経
費
と
租
税
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。
は
じ
め
に
合
衆
国
の
州
お
よ
び
地
方
の 

経
費
目
的
別
分
類
因
と
州
の
経
費
表
が
掲
げ
ら
れ
て
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
第 

三
図
と
第
五
表
に
そ
れ.ら
に
見
合
う
わ
が
国
の
資
料
を
あ
げ
て
お
い
た
。

. 

わ
が
国
の
地
方
財
政
の
現
狀
を
知
る
.
に
は
、

こ
こ
で
は
詳
述
で
き
な
い

が

そ

六
九
■

(

七
四
一)



る
色
彩
が
濃
く
、
ま
た
そ
の
自
治
制
な
る
も
の
も
外
見
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か 

っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
国
か
ら
委
任
さ
れ
る
^

罾
め
な
^
砠
の
た
め
に
支
出
を 

切
り
つ
め
る
こ
と
も«

し
く
、
他
方
収
入
も
主
と
し
て
地
租
.

罾
罾
⑩

.
家
屋 

税
な
ど
の
国
税
の
附
加
税
に
よ
っ
.
た
た
め
、
国
の
方
針
に
左
右
さ
れ
充
分
な
財 

源
を
確
保
す
る
こ
と
が
謹
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
事
情
は
'
第
一
次
大■
，を

境
に
し
て
日
ポ
罾
本
主
_
砠
済
が
不 

.

況
の
段
階
に
立
ち
到
る
と
、
帮

の

住

窀

問

題

、
保
健
衛
生
、
失
業
救
済
な
ど 

:

が
大
き
な
社
会
問
題
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
一
層
な
様
相
を
呈
し
て
き
た
。
 

つ
ま
り
こ
れ
ら
の
間
題
は
い
ず
れ
も
全
国
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
、
そ
の
解

. 

決
を
地
方
団
体
の
そ
れ
ぞ
れ
の
_
由
な
意
志
に
ま
か
せ
て
お
く
こ
と
は
で
き
な 

く
な
っ
た
。
そ
こ
で
行
政
内
容
を
一
定
.
水
準
に
保
つ
必
要
が
生
ま
れ
る
と
、
そ 

こ
か
ら
お
の
ず
か
ち
国
の
.方
針
が
一
層
強
力
に
地
方
財
政
を
動
か
す
こ
と
と
な

ク

た
。
.

.

.経
済
の
発
達
が
個
人
の
間
に
貧
富
の
差
を
つ
く
り
出
す
の

.
と
同
じ
よ
う
に
、 

同
じ
地
方
団
体
の
間

P
,

も
f

の
多
い
地
方
と
農
村
：の
多い
地
方
と
で
は
し
だ 

い
に
経
済
力
め
不
均
衡
が
生
ま
れ
、
貧
^
な
地
方
団
体
は
過
重
な
税
負
担
に
苦 

し
む
よ
う
に
な
る
。
陌
和
四
年
以
降
の
農
村
不
況
か
ら
こ
の

問
®

は
い
.よ
い
よ 

.
重
大
と
な
り
、

こ
こ
に
地
方
財
政
調
整
制
度
が
設

.
け
ら
れ
た
。
昭
和
一
：
一
年
の
. 

臨
時
町
村
財
政
補
給
金
規
則
の
公
布
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
後
こ
の

㈣

^

に
吣 

•

え
る
た
め
、
昭
和
.一
五
年
に
地
方
分
与
税
制
度
と
い
う
新
た
な
調
整
制
度
が
設 

"

け
ら
れ
て
、
應
方
財
政
の
財
源
調
整
に
重
要
な
役
鄱
を
果
し
た

。

:

.

;

と
こ
ろ
が
^
^
、
わ
が
国
の
地
方
財
政
が
か
つ
て
砠
員
し
た
こ
と
の
な
い
変

本
邦
経
済
資
料
解
説
肖

,

■

革
が
お
と
ず
れ
た
。
新
憲
法
第
八
章
に
地
方
自
治
の
規
定
が
設
け
ら
れ
、
民
主 

的
な
地
方
分
権
制
度
へ
の
移
行
が
企
図
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
昭
和
ニ
五
年
に
は 

シ
ャ
ゥ
プ
使
節
団
の
⑩㈣

⑨
正
の̂

罾
に
罾
き
、
地
方
団
体
の
強
力
な
拡
大
、 

そ
の
た
め
め
地
方
围
体
の
財
政
的
基
礎
の
ー
層
の
強
化
が
因
ら
れ
た

。

.

シ
.

ャ
ゥ
プ
勧
告
が
指
摘
じ
：た
地
方
財
政
の
問
題
点
は
次
の
諸
点
で
あ
る
。
⑴ 

市

町

村
.

，都
道
府
県
と
、
中
央
政
府
の
間
の
■職
分
の
区
分
お
よ
び
責
任
の
分
担 

が
、.
不
必
要
に
複
雑■
で
あ
り
重
複
し
て
い
る
。
⑵

こ
の
三
段
階
の
統
治
機
関
の 

間
の
地
方
税
の
財
源
の
配
分
が
不
適
当
で
あ
り
、
ま
た
申
殳
砠
胄
に
よ
る
地
方 

税
財
源
.
の
統
制
が
過
大
で
あ
る
。
⑶
地
方
団
体
の
は
㈣

が
农
質
胡
な
地
方
経
費 

'

を
充
た
す
に
不
宽
分
で
あ
る
。
⑷
国
盧
補
助
金

•

交
付
金
が
勝
手
に
決
定
さ
れ 

る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
総
括
的
に
：い
つ
て
、
中
央
政
府
が
地
方
公
共
団
体 

■'
r

対
し
て
細
か
.い
点
ま
で
過
大
な
統
制
を
加
え
て
い
る
。
⑸
％
方
団
体
の
お

^

 

能
力
が
あ
ま
り.
に
厳
重
に
制
限
さ
れ
て
い
る
と
い
$

諸
点
で
あ
る
。

そ
の
.

た
め
地
方
自i

度
自
体
に
大
き
な
改
革
が
加
え
ら
れ
、
現
在
の
ご
と 

.
き
地
方
財
政
制
度
の
確
立
に
い
た
つ
た
の
：だ
が
、
そ
の
実
情
.は
依

' ^
と
し
て
楽 

■
に

は

な

ら

な

か

つ

た

。
，
か

え

つ

て

地

力

財

政

の

^'
機

を

叫

ぶ

声

は

後

を

断

た
 

ず
、
，地
方
財
政
は
底
の
：な
い
泥
沼
の
よ
.
5

な
も
の
だ
と
さ
え
い
わ
れ
た
。

そ
の
原
因
を'
尋
ね
れ
ば
、
第
三
図
がiTK
す

よ

ぅ

に

、
六

•
.
三

制

の

教

育

制

度

の 

実
施
：や
乱
治
体
警
察
の
維
持
、
/

あ
る
い
は
:̂

の
拡
大
な
ど
で
、
地
方
団 

体
の
行
政
活
動
範
囲
が
拡
大
乙
た
た
め
と
も
代
え
よ
ぅ
。
さ
ら
に
こ
れ
に

#

ぅ

 

機
構
の
膨
脹
と
人
員
の
増
加
が
一
層
の
支
㈤

^

㈤

の
原
因
と
な
つ
て
い
た
に
違 

い
な
い
。
し
：か
し
地
方
財
政
の
収
入
面

(

に
も
|

^

の
問
題
が
残
ざ
れ
て
い
る
。

.
 

七

一

(

七
四
ー
5

.

.

'〔注〕 戦前の金額は物価変動を調整したもの。 

資料：「因説日本の財政」昭和 3 1 年度版

第五表都道府県の歳出（使途別）權成

(P)

(2 9 年度決算）

区 分 決 U 構成ぶ

( 2 9 年度決算）

区 分
決 算 額

. (偾闪）
構 成 比

(%)

都道府県庁費 584 8.6

瞥 察 消 防 費 * 411 6.1

土 木 費 1,169 17.3

教 育 費 2,186 32.3
社会および労働 
旌 設 費

591 8,7

保 健 衛 生 費 164 2.4

業 経 済 費 1,062 15.7
公 債 ， 費 227 3.4

諸 支 出 金 168 2.5
そ の 他 212 3.0

合 計 6,774 100

資料：「国の予算，昭和 3 1 年度」

役 所 （役場）費 943 19,1

瞥 察 消 防 費 311 6.3

土 ：木 費 549 11.1

教 育 費 1,021 20.7

社会および労働 
施 設 費

639 13.1

保 健 衛 生 費 184 3,7

産 業 経 済 費 889 7.9

公 債 費 184 3,7

諸 支 出 金 257 5.2

そ の 他 451 9.2

合 計 4,928 100

三 図

た地方団体歳出

他
费
费

il
.

生
防
び
設
済

. 

の
衛
侦
消
及
陆
経
木
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M

祭
会
出
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fl
-
-
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公
背
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労
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保
健
衛
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依
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及
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労
激
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t
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済
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労
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設
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業
経
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费
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円

そ
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-

r
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il
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：
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^

そ
保ft!
公
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m
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庁 
土 
教 
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缓
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m

%.

の
歴
-*

的
背
景
に
つ
い
て
、
あ
る
.程
度
の
理
解
を
も
つ
こ
と
が
望
吏
し
，い
。

一

； 

わ

が

国

の

.地

方

団

体

は

明

治

ニ

ー

 

年
の
市
町
村
制
，

二
三
年
の
府
県
制
の
実
. 

施
か
ら
一
応
近
代
的
形
態
を
と
る
が
、
L

か
し
そ
れ
は
国
の
下
級
行
政
機
関
た



第 七 表 （ィ ） 都 道 k -県 の 歳 入 構 成  

( 2 9 年 度 決 算 ）

区
合

決 箅 額 榴 成 比 '

( 僚 W ) ( % )

都 道 府 県 税 1 , 6 7 5 2 5 . 0

地 方 譲 与 税 2 3 1 3 . 4

. 地 方 交 付 税 8 6 2 1 2 . 9

国 庫 支 出 金 . 2 , 3 4 6 3 5 . 0

使 用 料 お よ  

手 数

び

料

2 2 5 3 . 4

雜 舣 入 3 9 9 5 . 9

繰 . 越 金 1 5 1 2 . 3

地
方

債 5 6 3 8 . 4

そ の • 2 5 6 3 . 7

合 計 _ 8 1 0 0

第 七 表 ( P ) 市 町 村 の 歳 入 構 成  

( 2 9 年 度 決 算 ）

区  分
決 算 額 ' 構 成 比

( 億 r a ) ( % )

市 町 村 税 2 , 0 0 4 4 2 . 4

地 方 交 付 磁 4 0 1 8 . 5

国 庫 支 出 7 0 5 1 4 . 9

都 道 府 県 支 出 金 1 6 0 3 . 4

使 用 料 お よ び  

手 数 料

1 4 4 . 汰 1

雑 収 入 2 6 6 5 . 6

財 産 収 入 2 2 4 4 . 7

寄 付 金
1 1 5  ノ 2 . 4

繰 入 金 , 1 0 0 2 . 1

繰 越 金 . 1 7 5 3 . 7

地 方 債 3 8 5 8 . 1

そ . の 他 ； 5 1 1 . 1

合 • 計 4 , 7 2 8 1 0 0

の
i

が
、
地
方
税
制
の
総
体
的
な
逆
進
性
を
特
徴
づ
け
て
い
る
'と
も
考
え
ら 

れ
る
。

こ
の
特
徴
は
、
テ
ク
ス
ト
で
述
べ
ら
れ
た
合
衆
国
€>
.地
方
税
制
を
構
成 

す
る
主
要
租
税
の
も
つ
そ
办
と
相
通
ず
る
も
の
が
ぁ
る
。

わ
が
国
地
方
税
制
を
構
成
する
法

定

税

種(

第
六
表
参
照)

を
細
か
に
み
る 

と
、
三
十
種
近
く
に
の
ぽ
る
。こ
こ

で

は

お

.の

お

の

に

つ

い

て

詳

述す
る
ゆ
と 

り
は
な
い
.が
、
独
立
税
と
し
て
は
、
府
県
に
.
お
い
て
は
事
業
税
、.府
県
民
税
、 

遊
興
飲
食
税
が
中
心
で
税
収
の
八
_
を
占
め
.、
市
町
村
で
固
定
資
産
税と
市
町 

村

民

税

'に

ょ

っ

て

同

じ

く
八
割

が

^
.
め

ら

れ

て

い

る0

こ
の
ほ
か
地
方
双
双
で 

定
め
ら
れ
た
普
通
税
に
は
、
不
動
産
取
得
税
、
自
動
車
税
、
鉞
区
税
、
府
県
た 

ば

こ

消

費

税(

以
上
府
県〕

、
自
転
車
荷
車
税
、
電
気
ガ
ス
税
、
市
町
村
た
ば
：こ 

消

費

税(

以
上
市
町
.
村)

な

ど

い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
る。
.
'

本
邦
経
済
資
料
解
説
^ )

■

-

1 

J

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
に
使 

1

3
 

3
 

5 

4 

2
 

2
 

3
. 

8

1

00|

用
㈣

、
手
数
料
な
ど
の
雑
収

31

入
を
合
せ
て
も
、
全
収
入
の

一

60
仏
' S

 

如

15
/

.
00
75
;

“

51
⑶ 

S

 に

秦

た

な

，

，
。

残

り 

■

1

1

2 

2

1

-
1
.
1

3

'
47
,

は
国
の
補
助
金
や
国
が
い
っ

• 

. 

W
た
ん
徴
集
し
て
地
方
に
配
分 

^

金
.び
料
入
入

.金
金
金

«

他
，
\
 

_
す

る

地

力

交

#

^

や

地

方

譲 

^

 

^

双
..

-I
1

r

与
税
、
あ
る
い
は
国
の
資
金 

入I
.

料

数

収

産

付

入

越

方

,

'•
!•
運
用
部
や
民
間
か
ら
の
借
金

一雛則手雑財寄繰繰地そ合資

S

方
債)

に
ょ
,
て
ま
か
な

.

わ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
国 

の
場
合(

一
般
会
S

は
昭
5

ー
ー
華
度
か
ぎ
り
で
公
廣
収
入
に
双
罾
し
な
く 

な
っ
た
の
に
、
她
方
財
政
で
は
収
入
の
一
割
近
く
も
地
方
僙
に
求
め
て
お
り
、
 

し
か
：も
年
々
徵
加
の
傾
向
が
あ
る
と
と
は
注
目
さ
れ
る
。

.
こ
こ
で
残
さ
れ
た
問
題
は
、
地
方
財
政
調
整
制
度
と
し
て
の
地
方
交
付
税
制 

度
で
あ
る
。
そ
れ
は
地
方
団
体
の
税
収
入
と
財
政
需
要
と
を
見
積
り
、
収
入
不 

足
の
も
の
.の
み
に
そ
の
程
度
に
応
じ
て
交
付
さ
れ
る
が
、
そ
の
割
合
は
交
付
金 

総

額

を

菌

税

三

：税

(

所
得
税
、/

法
人
税
、

酒
税)

.収
入
額
の
一
定
割
合
と
法 

-定
し
て
い
る
。，
こ
の
方
式
に
従
え
.ば
、
交
付
金
総
額
は
自
動
的
に
き
ま
り
、
む 

や
み
に
膨
膜
す
る
^

と
も
な
い
が
、
"必

ず

^

知

地

方

団

体

の

実

際

の

収

入

不

足 

額
と
見
合
ぅ
と
は
限
ら
な
い
。
地
方
財
政
の
窮
迫
が
激
し
く
な
る
に
つ
れ
て
、
 

そ
の
穴
ぅ
め
の
た
め
に
交
付
税
f

引
上
げ
な
ど
に
上
る
交
付
金
増
額
を
要
求

■'
七
'三

(

七
四
•五〕

；
.

第 六 表 地 方 税 の 澈 目 別 収 入 額 と そ の 割 合  

昭 和 2 9 部 度 見 込 額 .

( 卑 位 百 万 N )

区 ’ 分 M 額 比率 区 . . . 分 税 額 比率

道府県税 

道 府 _県 民 说 , 17,432
。ふ

12
市 町 村 税 , .

市 町 村 民 税 72,279
%

35
事 業 M 81,691 57 固 定 資 鹿 税 92,404 44
不動産取得税 3,938 自転軍荷取税 ' 3,586 2
道府県たばこ 
消 費 税 9,224 6

市町村たばこ 
消 費 税 18,450 9

入 場 税 4,634 3 電 気 ガ ス 税 17,570 8
娯楽施設利用税 2,132 2 鉱 産 • 税 1,746 1
遊 興 飲 食 税 16,941 12 木 材 取 引 税 1；329 . 1
自 動 軍 税 7,602 5 _ ' / 入 場 ' 税 300
鉱 区 税 454 1 法定外普通税

狩 狐 者 税 315 1 ~ 因 的 税 ■ 878 —
疼定外普通税 旧法による税収入

目 的 m 286 ~  . 小 許 ( C ) 208,542 100
旧法.による税収入 揮発油譲与税 284 " —— '
小 計 (A) 144,649 100

合 計 (D) 208,826 ' * — 1 喝

譲 与 税  

入 場 譲 与 税  

揮発油譲与税

15,550
7,638

* .

'総 計 

(A) +  ■ (C) 353,191 ______ "

合 計 (B) 167,837 ^ ~ ~ - . ： ( B )  +  . . . ( D ) 376,663 —T -

資 料 ： • 自 治 ；r 編 「 地 方 鋭 の 現 状 分 析 」 昭 和 ザ 年 1 2 月 ’

七

ニ 

(

七

四

四)

,

'

.

，つ

ま

り

、
地

方

収

入

の

構

造

が

地

方

支

出

の

罾

_

に
対 

.
し

て

弾
-^

的
で
あ
り
、
■適
搭
性
と
安
定
性
と
を
も
っ
て
い 

た
'な
ら
ば
、
，い
う
と
こ
ろ
の
地
方
財
政
の
危
機
は
免
れ
え 

:

た
：
に

違

い

な

い

o

-
:.
.

'

.

.地
方
財
政
の
収
入
の
構
成
を
ニ
九
年
度
決
算
に
よ
っ
て 

概
観
し
て
み
る
。
：第
七
表s
fc

示
す
と
お
り
、
響

府

県
 

の
収
入
総
額
六
、
..七
〇
八
億
円
の
う
ち
最
も
そ
の
御
合
が 

大
き
い
の
は
、
国
庫
支
出
金
の
三
五
％
で
あ
♦

っ
て
、
都
道 

府

県

税

：の

ニ

五

％

、

地

方

交

付

税

の

 

一
ニ 

•

九

％

が

こ

れ 

に

つ

；
い
：で

い

る

。

■

セ

豸
㈣

に

ボ
す

と

お

り

、
市

町

村 

(

五
大
市
を
含
‘
む)

の
収
入
総
額
四
、
七
二
八
億
円
に
お 

い
て
は
、
市
町
村
税
の
四
一
一
•

四
％
を
筆
頭
に
、0

®
支 

出

金

の

一

四

.
九
％

、
地
方
交
付̂

の

八
.

五
％_
の
順
と 

な
づ
て

い

る

。
地
方
衝
.は
都
道
府
県
、
'
市
町
村
とも
に
ほ 

ぼ
同
じ
割
合
を
占
め
て
お
り
、
都
道
府
県
に
お
い
て
は
八

. 

'
四
％
、
市
町
村.
に
ぉ
-ぃ
て
は
八
. 

一
％

と

な

っ

て

い

る

。

地
方
税
制
は
、
国
の
税
制
特
に
所
得
税
に
み
ら
れ
る
よ 

う
に
累
進
度
の
高
い̂

能
負
担
的
な
も
の
よ
り
も
、
む
し 

ろ

度
は
低
く
て

も

で

き

る

だ

け

多

数

の

者

に

負

担

を 

課
す
？)
'

応
益
負
担
的
な
も
の
に
よク
て
構
成
さ
れ
*
て
い 

る
。
地
方
団
体
の
支
出
内
容
が
、
そ
の
住
民
の
ほ
と
ん
ど 

す
べ
て
の
者
の
生
活
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と

い

う
そ



す
る
声
が
高
ま
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
三

o

年
度
で
は
補
正
予
算
に
ょ
っ
て 

臨
時
にT

六
〇
億
円
の
交
付
金
が
追
加
さ
れ
、
さ
ら
に
三

1

年

度

に

は

こ

•れ

ま 

で
ニ
ニ
％

で.
あ
っ
.
.た
交
付
税
率
が
ニ.
五
％

に
引
上
げ
ら
れ
た
。
メ
：

テ
ク
ス
ト
末
尾
の
要
約
で
は
、
羞
邦
が
州
に
補
助
金
を
与
え
、
州
が
そ
の
.地 

.
方

団

体

に

援

助

を

与

^

る

傾

向

の

増

大

す

る

こ
と
を
ー
ボ
⑨

し

て

：

い

る

。

セ

か

国 

地
方
財
政
の
場
合
も.、
そ
れ
に
対
す
る
国
の'財
i

は
ま
す
ま
す
^
力
に

な

る
 

傾
向
が
現
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
国
と
府
県
と
市
町
村
と
の
間
の
事
務
の
齠
分
を 

根
本
的
に
再
検
討
し' 

財

源

の

偏

在

を

匡

芷

し

，つ

つ

、

地

方

財

政

の

財

政

的

基 

礎
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

1

ニ
、
'
わ

が

国

の

.貨

幣•
金

融

制

度

，

S

貨
幣
制
度 

-

わ
が
国
の
.現
金
通
貨
に
は
鋳
貨
と
紙
幣
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ 

•る
。
鋳
貨
は
現
在
、
.

一
円
の
ア
ル
ミ-

ユ
ー
ム
貨
、
五
円
の
黄
銅
貨
、
十
円
の 

青
銅
貨
、
五
十
円
の
銀
貨
と
が
あ
り
、
紙
幣
は
わ
が
国
の
唯
一
の
発
券
銀
行
で 

あ
る
日
本
銀
行
の
銀
行
券
で
あ
る
。
.銀
行
券
は
こ
れ
を
銀
行
に
持
っ
て
行
け 

•

ば
、

い
つ
で
も
金
貨
と
兌
換
で
き
る
兌
蒙
行
券
と
、
兌
換
で
き
な
い
不
換
銀 

行
券
と
あ
る
が
、
わ
が
国
の
銀
行
券
が
後
者
で
あ
る
こ
-i
6

は
申
す
ま
で
も
な
い
。 

現
在
は
大
低
の
国
が
不
換
銀
行
券
を
使
用
し
て
い
る
。

'

こ
れ
等
の
現
金
通
貨
は
法
律
に
ょ
り
そ
の
流
通
が
保
証
さ
れ
て

.
い
る
。

こ
の 

為
法
貨
と
呼
ば
れ
る
。
：し
か
し
、こ
の
法

貨

の

中

に

は

、

受

渡

し

の

'際

そ

の

金 

額
が
い
く
ら
ま

で

と

い
5

制
限
の 

'な
い

法
貨
と
、
制
限
法
貨
と
が
あ

:
. 

七

四

C

七
四
六)

る
。.
.

百
円
、.

五
百H

r

 

.

千

円

紙

幣

は

無

刹

限

法

贤

で

.あ
る
が
、

五
円
は}s

円 

造
、
十
円
は
一
一百
円
迄
し
か
強
制
通
用
力
を
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
受 

取
る
入
が
承
認
さ
え
す
れ
ば
、

こ
の
制
限
額
を
超
え
て
支
私
ぅ
こ
と
が
で
き 

る
0

ノ
然
る
に
、
.
発

券

銀

行

が

紙

幣

を

発

行

す

る

の

に

.な

ん

ら

か

の

貨

幣

の

内

容

を 

定
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
決
定
す
る
基
準
を
本
位
と
い
ぅ
？
わ
が
国
で
は 

円
、
米
国
.で
は
ド
ル
で
あ
る
が
、
日
本
の
法
貨
法
に
ょ
れ
ば
円
の
単
位

(

即
ち 

1

5

は
純
金
一J

分

(

七
五
0

ミ
リ
グ
ラ
ム)

と

規

定

さ

れ

て

い

る

が

、
.
廃

止 

さ
れ
て
い
る
ま
で
はな
い
が
事
実
上
停
止
さ
れ
て
い
る
。

■

し
か
し
、
日
本
銀
行
は
紙
幣
を
発
行
す
る
の
に
、
不
換
紙
幣
を
発
行
し
て
い 

る
の
.
だ
か
ら
、
法
貨
法
に
ょ
る
金
の
；
i

 c

兌
換
紙
幣
な'
ら
ば
、
紙
幣
保
有
者 

が
日
本
銀
行
に
兌
换
を
要
求
す
れ
ば
、
規
準
に
従
っ
て
金
貨
を
支
払
わ
ね
ば
な 

ら
な
い
か
ら
必
ず
必
要
で
あ
る
：

r

を
必
要
と
し.な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
無
制
限 

に
発
行
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
わ
が
国
が
と
っ
て
い
る
制
度
は

©'
•

资
ff

'
齡 

制
限
制
度
で
あ
る
。

こ
の
発
行
限
度
は
大
蔵
大
臣
が
決
定
し
得
る
。
し
か
し
実 

際
上
は
日
本
銀'行
政
策
委
員
^

の
意
見
を
微
す
る
と
と
と
なって
い
る
。

こ
の 

.

制
限
額
を
超
え
て
、
日
本
銀
行
は
銀
行
券
を
発
行
し
得
る
が
、

こ
の
限
外
発
行 

が
十
五
日
を
超
克
る
場
合
に
は
大
蔵
大
臣
の
認
可
が
必
要
で
、
し
か
も
こ
の
限 

外
発
行
高
に
対
し
、
.

一
定
の
発
行
税
を
納
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
税
率
は
年
三
分 

で
あ
る
。
更
に
銀
行
券
の
限
外
発
行
高
に
対
し
て
は
同
額
の
保
証
を
持
た
ね
ば 

.

な
ら
な
，
.い
。
保
証
物
件
は
商
業
手
形
、
貸
付
金
、
国
像
、
そ
の
他
の
债
券
，
外 

国
為
替
、
地
金
銀
等
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

.

商業銀行店数 突店数
一 行 当 
支 店

- 人当人ロ 

(千人）

アメリ力 . 14,124 19,703 1.4 10.3
イ ギ リ ス 22 41,685 531 2,300
日 本 67 5,646 84 1,240

ア
メ
リ
カ
は
比
例i

制
度
を
と
っ
て
い
る
。
発
行
額
に
対
し
一
定
率
の
正 

貨

(

金
貨)

.

を
£

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
制
度
で
あ
る
。

.

的

‘

融

麗

通
貨
の
流
诵
が
ぅ
ま
く
行
く
為
に
各
国
は
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
に
ょ
り
色
々
な 

金
融
制
度
を
と
っ
て
い
る
。

日
本
で
は
発
券
銀
行
と
し
て
唯
一
の
銀
行
で
あ

る
日
本
銀
行
を
中
心
と
し
て 

色
々
■
な

金

融

機

関

が

あ

る

。

日

本

銀

行

は

個

人

並

び

に

企

業

に

直

接

^

^

し

な 

い
。
直
接
、
.
個
人
並
び
に
企
業
に
接
触
す
る
金
融
機
関
を
三
つ
に
裔
す
る
事 

が
で
き
る
。
：
第
一
は
自
由
主
義
的
金
融
機
関
、
第
一
一

.
に

相

互

主

義

的

金

融

震

、 

第
三
に
政
府
機
関
で
あ
^
。

第
一
に
属
す
る
も
の
に
、
普
通
銀
行
、
債
券
発
1

£

行
、
信
託
銀
行
、
相
互 

銀
行(

銀
行
勘
定)

、
H1
E

券
金
融
会
社
、
保
險
会
社
が
あ
る
。
第
二
に
属
す
る
も 

の
に
、
信
用
金
庫
、
相
互
銀
行

(

無
尽
勘
定)

、
信
用
組
合
、
労
働
金
庫
、
商
工 

組
合
中
央
金
庫
、
農
業
協
同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
が
あ
る
。
第
三
に
属
す
る

も
の
は
、
日
本
輸
出
入
銀
行.、
日
本
開
発
銀
行
、
中
小 

企
業
金
融
公
庫> 
農

林

漁

業

金

融

公

庫

、
，
国

民

金

融

公 

庫
、
住
宅
金
融
公
庫
、
郵
便
貯
金
、
簡

易

保

険

•

郵
便 

年
金
で
一
ぁ
る
。

’

1

日
本
_
の
銀
荇
制
度
は
、
ア
メ
リ
力
の
小
銀
行
主
義
と 

イ
ギ
リ
ス
の
大
銀
行
主
義
と
.の
ニ
つ
の
系
列
か
ら
な
っ 

て
1>

る
。
.

ア
.メ.
リ

力
の
小
銀
行
主
義
と.
い
.
ぅ

の

は

大

銀 

行
が
全
国
に
多
く
の
支
店
を
持
た
せ
な
い

と

い
ぅ
%

_

^
 

で
&

る
0
: 

'イ
ギ
リ
ス
；は
い
わ
ゆ
る
大
銀
行

(

ミ
ッ
ド
ラ

シ
ド
、
バ
ー
ク
レ
イ
、
ロ
イ
ド
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
プ

0

.ビ 

ン
ス
、
ゥ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ

ー)

ガ
イ
キ
リ
ス
の
金
融

の
大
部
分
を
担
当
し
て
い
る
。

こ
の
事
を
表
で
示
す
と
、
上
の
表
の
如
く
な
る
。

.

本
邦
経
済
資
料
解
説

(4
. 

七
.五

(

七
西
七)


