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わが国の地方税制

⑴

.

——

そ

の

問

題

点

——
.
ま

え

が

き

.

従
来
の
地
方
税
分
析
は
、
地
方
自
治
な

い
し
は
住
民
の
税
負
担
感
を
め
ぐ
る 

分
析
が
す
く
な

か
ら
ず
み
ら
れ
る
が
、

経
済
学
的
分
析
は
ほ
と
ん
ど
み
あ
た
ら 

な
い
と
い

っ
て
よ
.
い
。そ
れ
に
は
そ
れ
な
り
の

理
由
が

考
え
ら
れ
る
。こ
こ
で
は 

ま
ず
そ
の

理
由
を
尋
ね
る
た
め
に
、

一
方
で
は
地
方
自
治
、
他
方
で
は
住
民
の 

福
祉
と
い
う
視
点
を
定
め
、
両
者
の
視
点
を
結
ぶ
線
分
の
上
に

い
ま一

つ
地
域 

開
発
と
い
う
視
点
を
設
け
、
他
の
両
視
点
と
を
結
ぶ
三
角
形
の
な
か
で
地
方
税 

の
問
題
点
を
整
理
で

き
る
と
想
定
し
て
み
た
。

そ
の
意
味
で
は
、
小
論
は
筆
者 

が
予
想
す
る

こ
ん
ご
の
地
方
財
政
分
析
の
基
本
的
方
向
を
定
め
る
た
.め
の
予
備 

的
作
業
で
あ
る
。1

地
方
税
制
と
国
•
地
方
の
税
源
配
分

⑴

地
方
財
政
と
地
方
税
負
担
地
方
税
の
役
割
が
地
方
公
共
体
の
資
金
調 

達

(local 

u
n
s
c
i
n
g
)

に
あ
る
か
ぎ
り

' 

そ
れ
は
地
方
財
政
と
い
う
枠
組
み
の

.
 

な
か
で
考
え
ら
る
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
地
方
財
政
そ
れ
自
体

.

古

田

 

' 

精

.

司

」

'

が
、
中
央
財
政
と
並
ん
で
国
民
経
済
的
規
模
に
わ
た
る
財
政
政
策

活
動
を
担
っ 

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
地
方
税
に
か
ん
す
る
問
題
点
も
ま
た
、
中
央
財
政
の 

一
部
で
あ
る
国
税
と
，切
り
離
し
て
議
論
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

一

国
の
全
租 

.税
収
入
の
源
泉
が
、
主
と
し
て
生
産
活
動
の
指
標
と
も
な
る
国
民
所
得
に
依
存 

す
る
限
り
、
地
方
税
と
そ
の
负
担
の
問
題
を
国
税
と
の
関
速
を
問
わ
ず

し
て
論 

ず
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
無
意
味
に
近
い

こ
と
と
な
ろ
う
。

こ
の
観
点
は
、
 

い
わ
ば
垂
直
的
レ
べ
ル
で
の
国
税
と
道
府
県
税
お
よ
び
市
町
村

税
相
互
間
の
関 

速
が
、
税
源
配
分
と
い
う
角
度
、
つ
ま
り
垂
直
的
レ
ベ
ル
に
つ
な
が
る
公
共
体 

単
位
間
の
課
税
関
係
の
あ
り
方
と
い
う
角
度
か
ら
検
討
を
迫
ら
れ
て

い
る
も
の 

で
あ
る
。

こ
れ
に
た
い
し
、
同
じ
レ
べ
ル
で
の
地
方
財
政
相
互
間
の
課
税
と
税
氣
担
の 

関
連
も
問
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
と
も
と
国
民
経
済
活
動
は
、
地
域
経
済
単 

位
の
集
合
体
活
動
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
地
方
财
政
活
動
も
オ 

丨
プ
ン

.
シ
ス
テ
ム

内
部
で
の
非
自
己
完
結
的
な
経
済
活
動
波
及
効
果
と
い
う 

観
点
か
ら
、
そ
の
経
将
的
機
能
を
検
討
す
べ
き
必
要
も
生
ず

.る
か
ら
で
あ
る
。
 

し
か
し
後
述
す
る
よ
う
に

0
地
方
税
と
そ
の
税
食
担
と
い
う
問
盟
点
に
つ

(

て

資 料

は
、
こ
こ
で
は
水
平
的
レ
べ
ル
に
属
す
る
地
域
社
会
相
互
間
に
お
け
る
地
方
税 

負
担
の
格
差
と
い
う
角
度
か
ら
主
と
し
て
問
題
点
を
探
る

こ
と
に
限
定

さ
，

e

よ 

う
。
そ
れ
も
四
六
都
道
府
県
相
互
問
の
税
负
担
格
差
が
も
っ
ぱ
ら

対
象
に
選
ば 

.れ
、
三
、
〇
〇
〇
を
こ
え
る
市
町
村
に
つ
い
て
は
示
唆
的
に
扱
わ
ざ
る

を
え
な 

い
で
あ
ろ
う
。

地
方
税
の
問
題
領
域
を
こ
の
よ
う
に
垂
直
的

•

水
平
的

レ
べ
ル
で
確
定
し
よ 

う
と
す
れ
ば
、
地
方
税
が
く
り
こ
ま
れ
る
べ
き
地
方
財
政
の
特
質
に
つ
い
て
必 

喪
最
づ
限
に
も
言
及
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
地
方
財

^.
の
主 

耍
財
源
と
な
る
べ
き
地
方
税
の
検
討
に
当
っ
て
、
地
方
財
政
そ
れ
，因
体
に

ま
ず 

主
眼
点
を
お
く
べ
き
こ
と
に
興
論
を
と
な
え
る
余
地
が
な
い
か
ら
で

あ
る
。

一
般
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
地
方
財
政
の
特
質
は
第
一
に
そ
の
多
様 

性
に
あ
る
。
地
方
財
政
は
相
互
に
独
立
し
た
多
数
の
地
方
公
共
団
体
の
財
政
集 

合
体
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
内
容
も
バ

ラ
工
テ
ィ
に

富
ん
で

い
る
こ
と 

は
当
然
で
あ
る
。
わ
が
国
に
つ
い
て
い
え
ば
、
都
道
府
県
の
レ
べ
ル
で
は
人
ロ 

1

、〇
〇
〇
万
を
こ
え
る
東
京
都
か
ら
人
口
六
〇
万
の
鳥
取
県
、市
町
村
の
レ
ベ 

ル
で
は
人
口
三
〇
〇
万
に
お
よ
ぶ
大
阪
市
か
ら
人
ロ
わ
ず
か
六
五
〇
の
愛
知
県 

富
山
村
と
い
う
よ
う
に
、
水
平
的
レ
べ
ル
で
の
地
域
社
会
間
の

人
口
格
差
は
い 

ち
じ
る
し
く

顕
著
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
ケー

ス
に
プ
レ
ス
ト

(

>

P

3

Wけ)

力
設
け
た
よ
う
な
代
表

：
^
;
;
it
L
力
公
共
体

(representati v
e
l
o
c
a
l

 

a
utho

r
i
t
y
) 

と
い
う
概
念
、
す
な
わ
ち
、

一
方
の
極
で

あ
る
非
常
に
大
き
く

ま
た
能
率
の

高 

行
政
機
構
を
も
つ
大
都
市
に
も
該
当
せ
ず
、
他
方
の
極
で

あ
る
小
さ
く
て
後 

進
的
か
つ
僻
遠
の
町
村
に
も
該
当
し
な
い
よ
う
な
平
均

的
特
質
を

も
つ

地
方
公 

共
体
、
を
直
ち
に
あ
て
は
め
よ
う

と
す
る

こ
と
は
危
険
で

あ
る
と

い
わ
ね

、

h

な

.

わ
が
国
の
地
方
税
制
⑴

ら
な
い
。

第
二
の
特
質
は
、
地
方
財
政
に
た
い
す
る
権
限
が
地
方
公
共
体
に
あ
る
だ
け 

で
な
く
中
央
政
府
の
側
に
も
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
の
自
律
性
と
他
律
性
と
で 

.あ
る
。地
方
公
共
体
は
国
の
一
部
の
区
域
と
住
民
を
対
象
に
し
て
、中
央
政
府
か 

ら
独
立
し
た
一
定
の
自
治
行
政
を
お
こ
な
う
か

.ぎ
り
で
は
自
律
^
を
も
っ
て
い 

る
。
こ
の

®
律
性
は
、

一
般
に
中
央
政
治
か
ら
独
立
し
た
地
方
政
治
と
い
う
形 

で
地
方
自
治

(local 

a
u
t
o
n
o
m
y
)

と
よ
ば
れ
て
い
る
が
、
地
方
自
治
に

i
中
央 

政
府
の
も
つ
国
権
に
た
い
し
地
方
公
共
体
が
一
定
の
自
治
権
を
も
つ
と
い
う 

(

地
方)

団
体
'
:

E

治
と
、
地
方
公
共
体
内
に
お
い
て
住
民
が
固
有
の
自
治
権
に
参 

加
す
る
と
い
う
住
民
自
治
と
に
わ
け

.て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
自
律 

性
に
た
い
し
、
他
律
性
は
主
と
し
て
中
央
政
府
が
地
方
公
共
体
に
加
え
る
規
制 

(
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
)

な
い
し
統
制

(
c
o
n
t
r
o
l
)

で
あ
る
。
地
方
財
政
の
局
面
で
は
、
こ 

の
よ
う
な
他
律
性
は
財
政
運
営

•
資
金
計
画
の
而
で
の
直
接
的

•

間
接
的
コ
ン 

ト
ロ
ー
ル
が
問
題
と
な
ろ
う
。
か
り
に
地
方
財
政
が
強
固
な
基
盤
に
支
え
ら
れ 

て
い
る
な
ら
ば
、
中
央
政
府
，か
ら
の
い
か
な
る
コ
ン
ト
口
ー
ル
も
危
ぶ
む
.に
た 

り
な
い
で

■あ
ろ
う
。
現
実
に
は
、
地
方
財
政
の
独
自
性
を
ゆ
る
が
す
よ
う
な 

地
方
財
政
力
の
弱
体
化
が
露
呈
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
独
，；

m

性
を
強
化
す
る

た
め
の
独
立
財
源
と
し
て
の
地
方
税
の
役
割
が
觅
視
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ 

、

0 
b

⑵

国
と
地
方
の
税
負
担
率
は
じ
め
に
マ
ク
ロ
的
観
点
か
ら
、
国
税
と
地 

方
税
の
税
負
担
率
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
第

1
表
は
国
民
所
得
に
た
い
す
る
国 

税
と
地
方
税
の
税
负
担
率
の
推
移
を
示
し
て
い
る
。

一
般
に
税
負
担
率
そ
れ

m 

体
は
、
国
民
全
体
の
税
資
担
水
準
を
集
約
的
に
表
示
す
る
指
標
、
な
い
し
は
公

四

七

(

八
八一

)
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表 1 国税と地方税の税負担率の推移

区 分 国民所得
租 税 負 担 額 租 税 負 担 率

— 丽
9 〜11年

24

国 税 地 方 税 | 合 計 国 税 地 方 税 合 計
百万F3 

14, 372
依円

27, 373

百万R 
1,226 

焴円
6, 364

百万円
629
億円

1,424

百万円
1,855 

m i  
7, 788

%
8.5

. 2 3 . 2

%
4.4

5.3

%
12.9

28.5
25 33,815 5, 708 1,883 7,591 16.9 5.5 22.4
26 43,112 7,231 2,723 9, 954 16.8 6.3 23.1
31 79, 889 10, 868 4, 499 15, 367 13.6 5.6 19.2
32 91,346 12,018 5, 272 17, 290 13.2 5.7 18.9
33 94, 235 11,908 5, 440 17, 348 12.6 5.8 18.4
34 107, 498 13, 724 6,109 19,833 12.8 5.6 18.4
35 130, 091 18, 015 7, 442 25, 457 13.8 5.8 19.6
36 154,139 22, 277 9,065 31,342 14.5 5.8 20.3
37 172,150 23, 907 10, 567 34, 474 13.9 6 .1 20.0
38 199, 808 27, 317 12,129 39, 446 13.7 6.0 19.7
39 225,801 31,592 13, 996 45, 588 14.0 6.2 20.2
40 250, 668 32, 797 15, 494 48, 291 13 .1 6.2 19,3

4“ 当 初
273, 929 34, 358 15, 984 50, 342 12. 5 5.9 18.4

1補正後 288, 300 35, 853 16, 827 52, 680 12. 4 5.9 18.3
42 325, 000 40, 821 19, 443 60,264 12. 6 5.9 18.5

4 1 年度以降は大蔵

大蔵省

国民所得は経済企画庁新推計の分配国民所得による。ただ

編 「財政金融統計月報」 19 1号より作成<

省主税局の試算による。

⑵国税は専売納付金をふくむ。4 0 年度までは決算額，4 1 年以降は主税局試算にょ

る

⑶地方税は分与税，交付金，譲与税をふくまず，4 0 年度までは決算額，4 1 年以降 

は主税局試算による。 '

(資料:
注
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共
部
門
と
民
間
部
門
と
の
あ
い
だ
の
資
源
配
分
割
合

を
示
す
指
標
と
も
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
の

国
税
負
担
率
と
地
方
税
負
担
率
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
推

.移
を
み
る
こ
と
に
よ
り
、
中
央
公
共
部
門
と
地
方
公

共
部
門
に
吸
収
さ
れ
る
独
自
の
資
金
源
の
推
移
を
よ

み
と
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
に
よ
れ
ば
、

•国
税
よ
り
も
地
方
税
の
ゥ

H

ィ
ト
が
ト
レ
ン
ド

と
し

て
増
加
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

同
じ
よ
う
な
観
察
は
、
第

2
表
に
よ
り

国
税
と
逍

府
県
税
お
よ
び
市
町
村
税
の
推
移
に
つ
い
て
よ
み
と

る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
は
国
税
の
比
重
が
傾

向
的
に
低
落
し
て
い
る
の
に
対
し
、
道
府
県
税
の
比

重
は
逆
に
傾
向
的
に
増
大
を
示
し
、
市
町
村
税
は
ほ

ぽ
一
定
の
比
重
を
保
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

、

I

府
県
税
と
市
町
村
税
を
合
計
し
た
地
方
税
の
比
重
も

傾
向
的
に
著
増
を
逭
ね
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
す
な
わ
ち
、
国
税
と
地
方
税
と
の
相
対
的
分
け

前
そ
れ
自
体
の
規
模
の
相
違
を

こ
こ
で
は

問
わ
な
い

と
す
れ
ば
■、
両
者
の
シ
ュ
ァ
ー
は
長
期
的
に
国
税
か

ら
地
方
税
へ

と
比
重
が
傾
き

つ
つ
あ
る
と
み
て
よ 

、

0 
I..長

期
的
に
み
て
国
税
の
比
重
が
低
下
し
地
方
税
の 

比
重
が
増
大
し
た
と
い
う

^
実
は
、
少
な
く
と
も
ニ
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別

関
税

，
酒

税
，

砂
糖

 
消

費
税

，
揮
発
油
税
丨
 

物
品

税
，

入
場

税
， 

地
方

道
路

税
，

専
売

丨 

益
金
等 

1

関
税

，
酒

税
，

砂
糖

 
消

費
税

，
物

品
税

， 
揮

発
油

税
,
入

場
税

， 
専

売
益

金

関
税

，
酒

税
，
砂

糖
 

消
費

税
,
物

品
税

，
揮

発
油

税
，

専
売

益
金

1
1..............丨丨

画

i； 
；

;
所

得
税

，
法

人
税

_ 
1

所
得

税
，

法
人

税

所
得

税
，

法
人

税

画

た
ば

こ
消

費
税

，
料

 
理

飲
食

等
消

費
税

， 
軽

油
引

取
税

，
娯

楽
 

施
設

利
用

税
等

1 
'

た
ば

こ
消

費
税

，
遊

興
飲

食
税

等

入
場

税
，

遊
興

飲
食

 
税
等 

1
......... 壊

雜
•税

(
所

得
課

税

分
)
，道

府
県

民
税

織
税

(
所

得
課

税
 

|
分

)
，
道

府
県

民
税

琪
栗

税
（所

得
課

税
 

分
)
，
特

別
所

得
税

段

た
ば

こ
消

费
税

， 

気
ガ

ス
税

等

1 
■

た
ば

こ
消

费
税

,

気
ガ

ス
税

等

電
気

ガ
ス

税
等

3 f

市
町

村
民

税

市
町

村
民

税
’

1 
一…

..

市
町

村
民

税
.

af
'

有
価

証
券

取
引

税
，. 

通
行

税
，
印

紙
収

入
， 

と
ん
税
，

特
別

と
ん

 
_税

等

取
引

所
税

，
有

価
証

 
券

取
引

税
，
と
ん
税
， 

日
銀

券
発

行
税

，
通
 

行
税

，
印

紙
収

入

通
行

税
，
取

引
所

税
， 

日
銀

券
発

行
税

，
と
 

ん
税

，
印

紙
収

入
等

画
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分
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等

狩
獵

者
税

，
事

業
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入

金
課

税
分

)
， 

不
動

産
取

得
税

等

(附
加

偭
値

税
〉
事
業
 

税
（収

入
金

課
税

 
分

)
，
狩

獬
者

税
等

紫
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自
動

車
税

，
固
定
資
 

産
税

（特
例

分
)
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鉱
 

区
税

等

自
動
車
税
等

自
動

軍
税

，
鉱

区
税

 

等
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税
等

鉱
産

税
，

木
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取
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祝
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固
定

資
産
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，
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自
 

動
車

税
等

固
定

資
産
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転
 

車
荷

車
税

等
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固
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資
産

税
等
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つ
の
観
点
か
ら
の
吟
味
を
必
要
と
し
よ
う
。

一
つ
は
、
独
立
財
源
と
し
て
の
地 

方
税
の
比
逭
の
増
大
は
、
地
方
自
治
と
，い
う
見
地
か
ら
は
歓
迎
さ
れ
る
で
あ
ろ 

う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
地
方
自
治
の
育
成

•

強
化
と
い
う
速
前
は
独
立
財
源 

の
強
化
な
く
し
て
は
実
现
し
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
い
ま
一
つ
の
観 

点
、
す
な
わ
ち
、
地
方
税
負
担
が
一
般
に

「

応
益
原
則

」

に
も
と
づ
い
て
配
分 

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
事
実
か
ら
、
地
方
税
負
担
の
比
重
の
増
大
は
、
住 

民
の
所
得
階
層
別
に
.み
て
税
負
担
の
逆
進
的
配
分
の
増
大
に
つ
な
が
る
と
い
う 

観
^
で
あ
る
。
こ
の
観
点
は
、
税
负
担
率
そ
の
も
の
が
本
来
国
税
と
地
方
税
と 

総
合
し
て
は
じ
め
て
最
終
的
に
そ
の
意
義
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
こ 

こ
で
は
直
接
と
り
あ
げ
る
こ
と
を
控
え
よ
う
。

第
一
の
観
点
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
の
比
重
増
加
の
傾
向
が
な
ぜ
地
方
自
治 

の
見
地
か
ら
み
て
塱
ま
し
い
か
と
い
う
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

通
常
、
わ
が
国
の
地
方
歳
入
に
つ
い
て
は
、

一
般
財
源
と
特
定
財
源
、
ま
た
は 

,!.
!
主
財
源
と
依
存
財
源
と
い
う
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
。

一
般
財
源
と
は
地
方 

税
、
地
方
交
付
税
，
地
方
譲
与
税
の
ご
と
く
、
地
方
公
共
体
が
自
主
的
に
支
出 

で
き
る
と
い
う
意
味
で
使
途
の
限
定
を
う
け
な
い
収
入
項
を
指
し
て
い
る
。
 

こ
れ
に
対
し
特
定
財
源
と
は
国
庫
支
出
金
の
ご
と
く
特
定
の
支
出
に
充
当
さ
れ 

る
形
で
使
途
が
限
定
さ
れ
る
収
入
項

E

を
指
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
地
方
財 

政
のS

主
的
活
動
水
準
が
も
っ
ぱ
ら
自
主
的
支
出
水
準
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
る

.
 

と
み
る
な
ら
ば
、
使
途
が
限
定
さ
れ
な
い
一
般
財
源
の
増
大
が
あ
れ
ば
、
泡
主
，
 

的
支
出
の
弾
力
性
が

高
ま
り
、

そ
れ
は
財
政
運
営
の
弾
力
性
の
強
化
を
も
た
ら 

す
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
に
た
い
し
、
，
hl
主
財
源
は
地
方
税
、
使
用
料
、
手
数
料
の
ご
と
く
地
方

五

四

(
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公
共
体
の
自
由
意
志
に
よ
り
収
入
水
準
を
決
宠
す
る
こ
と
が
.で
き
る

と
い
う
意 

味
で
、
収
入
水
準
決
定
に
つ
い
て
の
自
主
性
が
目
安
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
依 

存
財
源
と
は
、
地
方
交
付
税
、
国
邱
支
出
金
、
地
方
偾
の
ご
と
く
地
方
公
共
体 

が
み
ず
か
ら
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
主
と
し
て
国
に
依
存
す
る
こ
，と
に
よ
り 

獲
得
し
う
る
収
入
で
あ
る
。
現
実
に
は
、
自
主
財
源
と
よ
ば
れ
る
地
方
税
、
使 

用
料
、
手
数
料
に
つ
い
て
も
、
囯
の
法
令
に
よ
り
税
率
そ
の
他
に
最
高
限
度
が 

設
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
枠
内
で
の
自
主
的
な
収
入
水
準
の
決
定
と
い
う 

こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

ま
た
景
気
変
動
に
よ
る
課
税
標
準
の
増
減

等
を 

考
慮
す
れ
ば
、
自
主
財
源
に
よ
る
収
入
水
準
も
地
方
公
共
体
が
任
意
に
決
定
し 

う
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
注
意
す

ベ
き

は

、

地
方
税
が
一
般
財
源
に
も
自
主
財
源
に
も
含
め
ら 

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
地
方
税
は
、
地
方
財
改
収
支
の
両
面
か
ら
み 

て
、
地
方
財
政
の
自
主
的
活
動
を
保
証
す
る
主
要
財
源
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
 

そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
地
方
税
は
地
方
公
共
体
の
独
立
性
を
保
証
す
る
と
い
う
意 

味

で

「

独
立

財
源」

と
よ
ぶ

.こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
地
方
税
が
地
方
公 

共
体
の
収
入
の
中
心
と
さ
れ
、
地
方
韵
治
に
と
っ
て
不
可
欠
の

財
源
と
さ
れ
て 

き
た
の
も
、
主
と
し
て
以
上
の
よ
う
な
観
点
に
立
つ
か
ら
と
い
っ
て
よ
い
で
あ 

ろ
う
。

⑶

地
方
自
治
と
シ
ャ
ゥ
プ
勧
告
戦
後
の
わ
が
国
地
方
税
制
の
推
移
を
み 

る
と
、
や
は
り
明
治
以
来
の
中
央
集
権
的

m
治
制
が
崩
壊
し
、
新

憲
法
体
制
の 

一
環
と
し
て
民
主
的
な
地
方
，：

E

治
制
へ
の
移
行
が
企
図
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
す 

る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
支
出
面
で
の
増
加
要
因

——

戦
災
復
旧
、
新
教
育
制 

度
の
実
施
、
自
治
警
察
の
設
置
等
に
く
ら
べ
、
イ
ン
フ
レ
過
程
で
來
し
た
仪
人

面
で
の
地
方
税
の
役
判
"は

あ
ま
り
に

も
無
力
で

あ
り
地
方

息
の
精
神
を
生
か 

す
べ
き
財
政
運
営
へ
の
道
は
は
な
は
だ
遠
か
っ
た

と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
こ 

の
困
難
な
課
題
の
解
決
に
は
、
ニ
四
年
九
月
の
シ

ヤ
ゥ
プ
税
制
使

節

団

の

勧

告
 

を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か

っ

た
。

こ
の
ツ
ヤ
ゥ
プ
勧
告
に

も
と
づ
き

一
一
五
年
八
月
に
実
施
さ
れ
た
新
地
方
税
制 

は
、
現
段
階
の
税
制
を
評
価
す

る
さ
い
の
出
発
点
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
る
。
 

後
述
す

る
よ
う
に
、
シ
ヤ
ゥ
プ
勧
告
の
具
体
案
が
そ
の
ま
ま
新
地
方
税

制
に
実 

現
さ
れ
た
の
で
は

な
い
が
、
成
立
し
た
新
地
方
税
制
は
明
ら
か
に
一
つ
の
革
新 

で
あ
っ
た
。
そ
の
革
新
性
は
、
つ
ぎ
の
勧
告
文
に

も
あ
る
と

お
り
、
段
主
的
也 

方
向
治
の
確
立
を
目
標
と

し
た
と

こ
ろ
に
表
わ
さ
れ
て

い
る
。

「

わ
れ
わ
れ
の
改
帘
案
は
ニ
つ
の
事
実
か
ら
出
発
し
て
い
る
。第

.
一
は
、地 

方s

治
と

い
う
こ
と
は
、
占
領
¥
お
よ
び
日
本
政
府
の
窮
極
目
的
の
一

つ
と 

し
て
宣
言
さ
れ
て
い
る
亊
実
で
あ
る
。
第
二
に
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
地
方
，

|5
| 

治
は
き
わ
め
て
未
熟
な
段
階
に
あ
り
、
地
方
政
府
の
財
政
力
を
強
化
し
、
こ 

れ
と
と
も
に
、

富
裕
地
域
と
貧
困
地
域
問
の
財
政
力
を
も
っ
と
均
等
化
し
な 

け
れ
は
地
方

'|£
1
治
の
完
成
を
绍
む
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る

、
.と
い 

う
來
实
で
あ
る

」

。

シ
ヤ
ゥ
プ
勧
告
は
、
広
汎
な
地
方
財
政
と
く
に
税
制
の

根
本
的
か
つ
具
体
的 

改
革
に
ふ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
勧
告
が
指
摘
し
た
批
判
点
は
要
約
す
れ
ば
つ 

ぎ
の
諸
点
と
な
ろ
う
。 

•

0

市
町
村

•
都
道
府
県
と
、
中
央
政
府
の
知
い
だ
の
^
務
の
区
分
お
よ
び 

炎
任
の
分
担
が
、
不
必
要
に
複
雑
で
あ
り
重
複
し
て
い
る
。

(i
i

こ
の
三
段
階
の
公
共
団
体
の
あ
い
だ
の
財
源
の
.配
分
が
不
適
当
で
あ 

わ
が
国
の
地
方
税
制
⑴

り
、
ま
た
中
央
政
府
に

よ
る
地
方
税
財
源
の
統
制
が

過
大
で
あ
る
。

(i
i

地
方
公
共
体
の
財
源
が
本
質
的
に
地
方
公
共
体
に
属
す
る
十
乂
出
を
み
た 

す
に
不
十
分
で
あ
る
。

(i
v

国
庫
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
っ
て
、
中
央
政
府
が
地
方
公
共
体
に
対
し
て
細
か
い

点
ま
で 

過
大
な
統
制
を
加
え
て
い
る
。

( V
地
方
公
共
体
の
起
債
能
力
が
あ
ま
り
に
き
び
し
く
制
限
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
な
問
題
点
に
た
い
し
、
勧
告
が
う
ち
だ
し
た
改
革
案
は
ど
の
よ
う 

な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

.
こ
こ
で
は
地
方
税
制
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
、
勧
告
が
意 

図
し
た
と
こ
ろ
の
改
舉
方
針
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
し
て
お
こ
う
。
ポ
ィ
ン
ト

は
、
あ
く
ま
で
も
そ
の

「

方
針」

に
お
か
れ
て
い
る

こ
と
.に
留
意
し
て
ほ
し 

、

0 

J
V

(i
窮
極

0
標
と
し
て
の
地
方
自
治
の
確
立
の
た
め
、
地
方
財
政
の
財
源
を 

拡

充
し
、

地
方
公
共
体
.の
行
政
機
能
の
拡
大
に
対
応
せ
し
め
る
こ
と
と
す
る
。

(i
i

財
源
拡
充
は
自
主
財
源
、
主
と
し
て
地
方
税
の
比
茁
を
高
め
る
こ
と
に 

よ
る
。
同
時
に
国
、
道
府
県
、
市
町
杪
の
そ
れ
ぞ
れ
の
税
源
を
完
全
に
分
離

.
 

独
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
方
公
共
体
の
自
主
決
定
権

(

団
体
自
治

)

を
強
化
せ 

し
め
、
あ
わ
せ
て
三
公
共
団
体
の
租
税
を
負
担
す
る
住
民
が
、
各
公
共
体
の
提 

供
す
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
批
判
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
各
公
共
体
の
政
治
貴 

任
を
明
ら
か
に
し
う
る
体
制

(

住
民
向
治

)

を
強
化
す
る
。

c m
住
民
が
負
担
す
る
租
税
と
地
方
公
共
体
が
支
出
す
る
経
费
と
の
関
連
を 

明
確
に
す
る
た
め
、
応
益
原
則
に
か
な
う
直
接
税
で
あ
っ
て
、
か
つ
課
税
標
準 

の
地
域
的
分
割
徙
の
明
白
な
税
種
を
も
.っ
て
地
方
税
制
を
構
想
す
る
こ
と
と
す

五

五

(

八
八
九)



(資料） 由 治 畨 r地方財政のしくみとその運営の - 態 j  
昭和 41年。同 「昭和 40年度地方財政白書」 よ り 

作成。

(注） 昭和 28年に町村合併促進法が施行され，昭和 27 
年に 10, 000あった市町村が， 29年には 5, 927, 30 
年 に は 4, 745に減少していることに注意。

表 4 地方財政実質収支の推移

年 度
赤 字 団 体 数

都 道 府 県 丨 市 町 村

i 

.

j  

L
O

 

0
/
* 

O
O

 

0

0 

I
X 

7
# 

I
i 

0

0

j

4̂
)9
8

4

2

5

6

0

5

8

5

0

9

7

3

 

| 

7
5
6
2
5
8
5
6
5
3
3
4
3
3
3

{ 

2
 

1
 

CS3 

1

15
36
39
34
36
13
5

8

4

2

1

2

4
 

5 

3

_

18
1

35
7
58
3
54
9
15
7
39
7
24
0
37
0
64
8
66
4
53
6
38
6
30
2
47
8

‘
 

A
A
A
A

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

特
徴
づ
け
ら
れ
よ
ぅ
。
三
〇
年
代
か
ら
は
、
地
方
財
政
苒
建
計
画
を
中
心
に
地 

方
財
政
均
衡
化
の
施
策
が
実
施
さ
れ
、
ま
た
高
度
成
長
の
波
に
の
っ
て
地
方
税 

お

よ

び

地

方

交

付

税

の

，
：

E

然
増
収
も
年
々
多
額
に
の
ぼ
り
、
そ
の
結
梁
、
赤
字 

団
体
は
依
然
と
し
て
跡
を
た
た
な
い
に
し
て
も
、
地
方
財
政
全
体
の
収
支
は
か 

な
り
改
善
さ
れ

る
に

.
い
た
っ

て

い

る

。

地
方
財
政
収
支
の
変
動
に
つ

.い
て
は
、
収
入
面
の
み
な
ら
ず
行
政
水
準
と
領 

域
の
変
動
、
さ
ら
に
は
個
々
の
地
域
経
済
活
動
水
準
の
変
動
も
検
討
さ
れ
ね
ば 

な
ら
な
い
。
し
か
し
、
地
方
税
の
観
点
に
限
定
す
る
と
な
れ
ば
、
地
方
税
構
造 

が

.
国

税

と

の

関

迪

で

ど

の

よ
ぅ
に
変
動
を
重
ね
た
か
を
検
討
す
る
必
耍
が

あ

.
五

七

(

八
九
一)

る

(

独
立
財
源
と
し
て
の
地
方
税
を
觅
视
す
る
こ
の
嵇
の
構
想
は
、
地
方

•

独
立
. 

1C
I
接
税
中
心

主
義
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う

)

。

(i
v

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
地
方
税
制
の
简
素
化
•
合
理
化
の
た
め
の 

整
理
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
所
得
お
よ
び
資
産
に
た
い
す
る 

課
税
の
比
茁
を
高
め
る
一
方
、
消
费
お
よ
び
事
業
に
対
す
る
課
税
の
比
蜇
を
引 

き
下
げ
る
と
と
も
に
、
不
適
当
な
法
定
税

R

を
廃
止
し
寄
付
金
を
整
理
す
る
こ 

と
と
す
る

(

表
3
を
参
照)

。

:v
し
か
し
最
終
的
に
は
、
地
方
税
食
担
と
地
方
行
政
サ
ー

ビ
ス
と
の
バ
ラ 

シ
ス
を
は
か
る
た
め
、
国
、
道
府
県
、
市
町
村
間
の

2|
?

務

洱

配

分

を

前

提

と

し
 

て
、
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
制
度
を
新
設
す
る
こ
と
と
す
る

®
 

f 

.こ
こ
で
の
勧
告
案
要

if
'
は
き
わ
め
て
大
ま
か
で
し
か
な
い
が
、
現
段
階
の
地 

方
税
制
を
分
析
に
か
け
る
う
え
で
有
意
で
あ
る
と
し
満
足
す
る
こ
と
と
し
よ 

う
。
現
段
階
で
は
、
シ
ャ
ゥ
プ
勧
告
と
そ
れ
に
も
と
づ
き
成
立
し
た
税
制
の
評 

価
は
定
ま
っ
て
い
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
明
治
以
来
の
地
方
税
制
に
画
期 

的
改
帘
が
突
現
さ
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
き

^
実
で
あ
る
。

2

地
方
税
構
造
の
変
質
過
程
■.
'■

⑴

地
方
税
制
の
異
時
的
比
較
シ
ャ
ゥ
プ
税
制
.の
発
足
か
ら
現
段
階
に
い 

た
る
ま
で
、
地
方
税
制
は
地
方
公
共
体
の
財
政
運
営
に
な
に
を
も
た
ら
し
、

ま 

た
地
方
公
共
体
を
中
核
と
す
る
国
と
住
民
と
の
垂
直
的
関
係
に
い
か
な
る

変
貌 

を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
各
地
方
公
共
体
の
実
質
収
支
を
時
系
列
で
み
る
と
、
表

4

の
ご
と
く
、

一
一
〇
年
代
後
半
は
赤
字
団
体
の
激
増
と
赤
字
の
累
積
が
い
ち
じ
る
し
い
こ
と
で 

わ
が
国
の
地
方
税
制

^
⑴

表 3 シヤウプ勧告前後の地方税体系の比較 

昭和23年における地方税の体系

进府烺税

Iff m 尻 税

地 租

家 m 税

?JV 業 税

特 別 所 得 税

鉱 0 . 税
入 場 税

酒 消 け 税

気 ガ ス 税

鉱 区 税

立税 船 舶 税

勋 难 税

軌 道 税

話 /JI 入 権 税

柱 税

不 動産 取 得 税

木 材 引 取 税

漁 業 権 税

狩 狐 者 税

遊 興 飲 it 税

入 税

法 定外 独 立 税

目的税

f邵市計®税•.•道府狱税独立税割 

( ■ 地 租 割  

t段 別 割
I水利地益税

•地方分み-(配付)税…道 相 似 配 付 税

昭和25年におげる地方税の体系

道 府 県 税

普 通

目 的

/普 通

市 町 村 税 I

fm. 加 価 値 税

OJfMU 特別所得税）

入 場 税

遊 興 飲 食 •税

税 動 屯 税

鉱 区 税

漁 栗 権 税

狩 m 者 税

1法 定 外 普 通 税
税，.水 利 地 益 U

，市 町 村 民 ■税

(S1 定 资 産 税

& 転 す 税
荷 Ai 税

気 _ガス 税

税 1鉱 産 税

木. 材 引 取 税

広 税

入 税

接 溶 人 税

法 定 外 普 通 税

，道府煨税附加税

市町村
税

转通税

立 税

' 地 租 附 加 税  

家 撞 税 附 加 税  

?Jf業 税 附 加 税  

特別所得税附加税 

鉱 m 税 附 加 税  

入 場 税 附 加 税  

酒 消 n 税 附 加 税  

堪気ガス税附加税 

鉱 区 税 蚜 加 税  

鉛 舶 税 附 加 税  

fe'i動 艰 税 附 加 税  

軌 道 税 附 加 税  

帘話加入権税附加税 

m 柱 税 附 加 税  

不動産取得税附加税 

木材引取税附加税 

漁 業 権 税 附 加 税  

狩 狐 者 税 附 加 税

遊興飲食税附加税 

入 沿 税 附 加 税  

法定外独立税附加税 

/ 市 町 村 民 税  

舟 税

e i 転 审 税  

荷 屯 税  

金 睜 税  

と 畓 税

告 

客 人  

用 人  

裕 住 窀

税

税

税

税

0的税<
都 市 計 画 税

法 定 外 独 立 税  

f道府斟税独立税割 

i 市町村税独立税割

水 利 地 益 税 j ， m u

L共 同 施 設 税

[段

…地 方 分 与 胞 付 ）税…市 町 村 k 付税

(資料出所） 0 治庁揭「地方税の現状分析j 昭和 3 0年 

12月。

(注）1 附加価姐税の実施が延期されていた間，これに 

代るものとして事業税及び特別所得税が課されて 

いた，

2 この表に掲げられているものの外，地方明体の 

必耍最少限度の財源を保障するための地方財政平 

衡交付金が設けられていた。 *



る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
ニ
九
年
度
の
地
方
税
制
改
正
に
ま
ず
ふ
れ
て
お 

力
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
改
正
は

シ
ャ
ゥ
プ
税
.制
の
骨
組
み
を
も
が
え

る
変
革 

で
あ
‘っ
た
の
み
な
ら
ず
、
現
段
階
の
地
方
税
制
が

其
-!

本
的
に
は
ニ
九
年
度
税
制 

を
そ
の
ま
ま
ひ
き
つ
ぐ

こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

ニ
九
年
度
改
正
案
は
、
地
方
制
度
調
嵛
会
お
よ
び
税
制
調
赉
会
の
答
申
に
も 

と
つ
き
釗
立
財
泥
の
充
実
を
図
る

と
い
う
前
提
の

も
と
で
、

つ
ぎ
の
三
点
を

迤
本
方
針
と
し
た
。 

—

\
1
/

(i
炙
担
分
任
原
則
に
も
と
づ
く
税
源
配
分
の
合
理
化
ま
ず
市
町
村
民
税 

の

—
部
を
移
譲
し
て
道
府
県
民
税
を
創
設
し
た
。

道
府
県
民
税
創
設
の

理
由 

は
、
都
市
と
農
山
漁
村
と
の
あ
い
だ
の
税
源
の
偏
在
を
是
正

す
る
と
い
う
目
的 

に
求
め
ら
れ
て
い
る

。ま
た
同
様

の
観
点
と
独
立
財
源
充
実
の
見
地
か
ら
、道
府 

原
た
は
こ
消
費
税
と
市
町
村
た
ば
こ
消
費
税
が
創
設
さ
れ
た
。
大
疆
償
却
資 

産
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
一
部
を
市
町
村
か
ら
道
府
県
に
移
譲
し
た
こ
と
、
 

(

三
〇
<
?
r
R
か
ら
実
施)

お
よ
び
入
場
税
が
国
税
に
移
管
さ
れ
、
そ
の
税
収
入
の 

九
〇
％
を
道
府
県
に
譲
与
税

と
し
て
人
口
に

よ
り
配
分
す

る
こ
.と
と
し
た

改

正 

も
、
税
源
配
分
の
合
理
化
と
い
う
観
点
か
ら
実
施
に
移
さ
れ
ヒ
。

(i
i

地
方
税
の
税
嵇
相
互
間
の
负
担
の
均
衡
道
府
県
税
と

し
て
不
動
産
取 

得
彩
が
創
設
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
土
地
、
家
屋
の
値
上
り

に
よ
る
固
定
資
産
税 

の
负
担
緩
和
の
た
め
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
固
定
資
産
税
の
税
率
が
引
き
下
げ
ら 

れ

た

さ
ら
に
、

こ
れ
ま
で
輕
定
的
に
実
施
さ
れ
て
い
た
事
業
税

お
よ
び
特

別 

所
得
税
を
統
合
し
て
事
業
税
と
し
、
_
業
税
の
甚
礎
控
除
を
引
き
上
げ

税
率
を 

づ
き
下
げ
る

こ
と
と
し
た
。
こ
れ
に
と

も
な
い

シ
ャ
ゥ
プ
勧
告
に
盛
ら
れ
た
，

ナ 

加
価
値
税
は
、
実
施
延
期
を
重
ね
た

ま
ま
廃
止
さ
れ

る
に
い
た
っ
た
。

五

八

(

八
九
ニ)

g

 

,

税
務
行
政
の
简
素
化
国
、
道
府
県
、
市
町
村
の
あ
い
だ
の
税
務

上
の 

協
力
体
制
を
確
立
す
る
た
め
、
個
人
の
道
府
県
民
税
の
徴
税
事
務
も

市
町
村
に 

委
任
し
て
市
町
村
民
税
と
と
も
に
取
り
扱
う

こ
と
と
し
、
事
業
税
課
税
標
準
も 

原
則
と
し
て
国
税
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
も
の
を
用
い
る

こ
と
と
し
，.こ
。

こ
れ
に
関
速
し
て
、
同
じ
く
シ
ャ
ゥ
プ
勧
告
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
地
方
財
政 

平
衡
交
付
金

.制
度
が
、
地
方
交
付
税
交
付
金
制
度
に
改
め
ら
れ
今
日
に

い
た
っ
 

て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
る
べ
き
で
あ

.る
。
総
じ
て
い
え
ば
一
一
九
年
度
改
正
は
戦 

後
の
地
方
税
制
の
第
一
一
の
出
発
点
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
の
よ
う
な
変
革
を
念
頭
に
お
い
た
う

£
で
、
さ
き
に
掲
げ
た
表

2
を
検
討 

し
て
み
よ
う

.。

こ
の
表
で
は
課
税
項
目
が

.大
別
し
て
、

所
得
課
税
、

財
産
課 

税
消
費
課
税
流
通
課
税
の
四
つ
に
グ
ル
ー
プ
わ
け
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
分 

類
に
よ
る
と
、
戦
後
を
つ
う
じ
て
、
国
税
と
道
府
県
税
は
所
得
課
税
と

消
费
課 

税
に
主
と
し
て
依
存
す
る
と
い
う
共
通
性
を
も
つ
の
に
た
い

し
、
市
江
村

税
で 

は
財
産
課
税
と
所
得
課
税
に
主
と
し
て
依
存
し
、
消
费
課
税
の
補
完
的
役
割
が 

し
だ
い
に
強
化
さ
れ
て
い
く
と
い
う
特
徴
が
み
い
だ
せ
る
。

、

け
れ
ど
も
、
各
グ
ル
ー
プ
を
形
成
す
る
租
税
の
構
成
変
動
を
、
時
系
列
に
わ 

た
っ
て
さ
ら
に
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
道
府
県
税
で
あ
る
。
所
得
課
税 

で
は
—

税
の
比
重
は
し
だ
い
に
減
退
し
て
い
る
が
、
ニ
九
年
に
設
け
ら
れ
た 

道
府
県
民
税

(

住
民
税)

が
道
府
県
税
に
お
け
る
所
得
課
税
の
役
割
を
高
く
維
持 

す
る
こ
と

に

貢
献
し
て

い

る

。

表
5

に
か
か
げ
た
住
民
税
の
.所
得
弾
性
値
か
ら 

み
て
も
、
こ
ん
ご
住
民
税
構
造
の
手
直
し
が
な
い

と
す
れ
ば
、

道
府
県
税
に
お 

け
る
住
民

.税
の
比
蜇
は
高
ま
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
同
様
の

推

測

ま

、

ォ
産
課
税 

に
お
い
て
所
得
弾
性
，値

の

高

い

自

動

苹

税

に

つ

い

て

も

い

う

こ

と

W

で

き

よ

表 5 税 H別の仲び率と所得弾性値 

(昭 和 29〜3 6 年）

K  分
-----------------

国 贝 所 得

仲び率幾 
何平均 弹 性 値 区 分 仲び率幾 

何平均 弾性値

112.9

国 税 119.9 1.54 個 人 事 業 税 110.9 0. 84
源 康 所 得 税 128.1 2 .18 法 人 事 業 税 119.8 1.66
中 告 所 得 税 130.0 2. 33 個 人 住 民 税 117.2 1.33
法 人 税 120.6 1.60 法 人 住 民 税 120.5 1.59
酒 税 110.4 0. 81 C l 動 1 | 1税 118.3 1.42
物 品 税 125.4 1.97 固 定 資 産 税 110.6 0. 82

-----——---------- ---------------- 料理飲食等消赀 118,4 1.43
地 方 税 114.8 1 . 15 (遊興飲食)税

道 府 県 税 117.2
.

1.33 |
たばこ消 锻 税 106.1 0. 47

市 町 村 税 112.8 0 .99 i
m 気 ガ ス 税 115.4 1 . 19

(資料出所） 税制調进会「昭 和 4 0 年 4 月税制調迹会関係資料集• 遊礎問題小委員会m  
分冊」p. 410〜3..

4

う
消
費
課
税
で
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
ニ
九
年
の
入
場
税
の
国
税
移
管
に
と 

も
な
い
比
蜇
は
減
退
す
る
が
、
道
府
県
税
全
体
の
な
か
.で
現
在
で
も
四
分
の
一 

近
く
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
よ
い
。

道
府
県
税
は
三
九
年
に
市
町
村
税
を
上
回
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
注
目
す
ベ 

き
は
、
国
、
道
府
県
、
市
町
村
の
三
者
の
う
ち
、
道
府
県
税
は
四
グ
ル
ー
プ
を 

つ
う
じ
て
、
ニ
九
年
に
消
費
課
税
の
比
蜇
が
減
退
す
る
ほ
か
は
、
い
ず
れ
も
す 

ベ
て
現
段
階
に
い
た
る
ま
で
比
重
の
増
大
を
遠
ね
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の 

傾
向
は
、
市
町
村
税
に
お
け
る
各
課
税
の
動
き
と
い
ち
じ
る
し
く
対
照
的
で
あ 

る
。
市
町
村
税
で
は
消
费
課
税
の
み
が
傾
向
的
に
比
重
を
高
め
て
い
る
が

' 

所 

得
課
税
は
ほ
ぼ
コ
ン
ス
タ
ン
ト
で
あ
り
、
財
産
課
税
は
.ニ
九
年
を
除
い
て
減
退 

傾
向
に
あ
る
。

す
な
わ
ち
市
町
村
税
の
構
成
比
の
変
動
は
、
所
得
課
税
が
ニ
九
年
に
激
減
し 

た
が
そ
の
後
ほ
ぼ
増
大
の
傾
向
に
あ
り
、
財
産
課
税
が
傾
向
的
に
低
落
し
て
い 

る
の
に
た
い
し
、
消
費
課
税
が
傾
向
的
増
大
を
重
ね
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ 

る
。
流
通
課
税
は
 

一
％

と
コ

ン

ス

タ

ン
ト
で
あ
り
、
.

市
町
村
税

で
.は
ほ
と
ん
ど 

役
割
ら
し

.い
役
割
を
演
じ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

⑵

地
方
財
政
規
模
の
拡
大
と
地
方
税
地
方
税
制
の
興
時
的
比
較
に
よ
る 

と
、
道
府
県
税
は
国
税
と
類
似
し
た
構
造
と
な
る
に
し
た
が
い
、
国
税
に
つ
い 

で
高
い
弾
性
値
を
示
す
が
、
市
町
村
税
は
弾
性
値
の
低
い
税

H
C

に
よ
り
構
成
さ 

れ
て
い
る
た
め
、
全
体
と
し
て
い
ち
じ
る
し
く
低
い
弾
性
値
し
か
も
て
な
く
な 

っ
て
い
る

(

表
5

参
照)

。
そ
れ
ゆ
え
道
府
県
財
政
な
り
市
町
村
財
政
.の
規
模 

が
、
経
済
成
長
過
程
に
お
い
て
、
道
府
県
税
な
り
市
町
村
税
の
弾
性
値
な
い
し 

伸
び
率
に
み
あ
っ
て
大
き
な
拡
大
を
示
さ
な
け
れ
ば
、
地
方
自
治
に

も
と
づ
く

五

九

(

八
九
三)

わ
が
国
の
地
方
税
制
⑴
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地
方
財
政
の
巡
営
は
き
び
し
い
試
練
に
遭
遇
す
る
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ

-
ぅ
。
こ 

こ
で
は
一
一
1

0

年
代
の
地
力
財
政
規
模
の

.
推
移
を
み
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
問
題 

を
検
討
し
て
み
 

よ
ぅ
。

表
6
で
は
、
地
方
財
政
の
歳
入
決
算
の
推
移
に
つ
い
て
、
実
質
収
支
が
黒
字 

に
転
化
し
た
三
一
ー
三
三
年
平
均
を
ベ

_

ス
と
す
る

指

数
お
よ
び
対
前
年
度
比 

率

が

示

さ

れ

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

三
ー
ー
三
三
年
平
均
を
一
〇

〇と
す 

れ
は
、
歳
入
合
計
が
三
二
三
に
伸
び
て

い
る
の
に

た
い
し
、
地
方
税
は
三

0

六 

に
す
ぎ
ず
、
地
方
交
付
税
の
三
七
六
、

国
靡
支
出
金
の
三
三
八
に
く
ら
べ
地
方

税
.の
伸
び
は
か
な
り
小
さ
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
く
に
地
方
税 

は
、
対
前
年
度
比
率
で
み
て
も
、
三
七
年
を
境
と
し
て
そ
の
伸
び
率
は

低
下
す 

る
.
一
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
ぅ
な
地
方
税
収
入
の
動
き
は
、
三
八
年
か
ら

は
じ
ま 

る
経
済
成
長
率
の
低
下
に
主
と
し
て
対
応
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
申
す

ま
で 

も
な
い
。

い
わ
ば

地
方
税
の
伸
び
が

低
く

抑
え
ら
れ
て
い
る

た
め
、

地
方
交
付
税
な
ら 

び
に
国
庫
支
出
金
の

伸
び
が
補
完
的
に

引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
歳
入 

合
計
の

伸
び
が

三
二
三
に
ま
で
達
し
た

と
み
て
よ
い
。
地
方
交
付
税
の
税
率
太

三
〇
年
に
国
税
三
税

(

法
人
税
、
所
得
税
、
酒
税

)

収
入
の
ニ
ニ
％
で
あ
っ
た 

が
、
そ
の
後
し
だ
い
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
四
〇
年
に
は
ニ
九

•
五
％
、
四
一
年 

に
は
三
ニ
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。し
か
し
、こ
の
よ
う
な
交 

付
税
率

(

繰
入
率)

の
引
き
上
げ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

地
方
税
と
同
様
に
三
七 

年
を
境
と
し
て
交
付
税
の
対
前
年
度
比
率
も
低
下
を
み
せ
て
い
る
。
こ
の
動
き 

は
、
国
税
三
税
の
う
ち
と
く
に
法
人
税
と
所
得
税
の
弾
性
値
が
高
い
こ
と
か 

ら
、
経
済
成
長
の
鈍
化
が
は
じ
ま
る
と
地
方
交
付
税
の
伸
び
に
も
た
ち
ま
ち
影 

響

し

、
地
方
財
政
運
営
の
圧
迫
^

因
と
し
て
地
方
交
付
税
も
ま
た
働
き
か
ね
な 

い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
交
付
税
は
、
財
源
の
不
足
す
る
地
方
公 

共
体
に
傾
斜
的
に
配
分
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
交
付
を
受
け
な
い
地
方
公
共 

体

(

不
交
付
団
体

)

に
と
っ
て
は
影
響
な
い

.と
し
て
も
、
交
付
団
体
の
.う
ち
で 

も
よ
り
贫
困
な
団
怵
に
と
っ

て
は
前
大
な
奥
因
と
し
て
働
く
に

'
ち
が
い
な
い
。

国
席
支
出
金
の
増
大
は
、
三
〇
年
代
を
つ
う
じ
て
、
交
付
税
の
伸
び
に
は
お 

よ
ば
な
い
が
や
は
り
歳
入
合
計
の
伸
び
を
上
回
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
国
庫
支
出 

金
の
增
大
は
、
そ
れ
が
地
方
公
共
体
に
た
い
す
る
国
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

量
の
増 

大
を
意
味
す
る

も
の
に
せ
よ
、

地
方
公
共
体
が
こ
れ
に
ま
す
ま
す
依
存
す
.る
こ 

と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
財
政
運
営
が
可
能
と
な

っ
た
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ

.
 

る
。
地
方
歳
出
而
で
、

民
生
、
労
働
、
農
林
水
産
、

土
木
、
教
育
の
各
支
出 

が
、
二
分
の
一
な
い
し
四
分
の
一
程
度
の
国
靡
支
出
金
に
依
存
し
て

い
る
現
状 

で
は
、
こ
れ
ら
の
支
出
の
塯
大
は
国
庫
支
出
金
の
堝
大
に
つ
な
が
ら
ざ
る
を
え 

な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
国
庫
支
出
金
の
増
大
は
、
か
え
っ
て
地
方
財
政
を
圧
迫
す

る
要
因 

と
し
て
磡
く

と
し
て
も
、
地
方
財
政
の
運
営
を
助
ける
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。そ

わ
が
国
の
地
方
税
制

⑴

.

の
原
因
は
、
.国
が
国
庫
支
出
金
を
交
付
す
る
さ
い
に
算
定
の
甚

-礎
と
す
る

、
ri 

助
対
象
数
量
と
範
囲
、
補
助
単
価
の
決
め
方
が
合
理
的
で
な
い
た

め
生
ず
る 

「

超
過
負
担

」

に
あ
石
。

そ
の
額
は
、

四
一
年
に
三
三
一
億
円
を
解
消
す
る
措 

置
が
と
ら
れ
た
が
、
な
お
一
：、
〇
〇
〇
億
円
を
か
な
り
上
回
る
も
の
と
さ
れ
て 

い
る

.0
た
と
え
ば
、
学
校
建
築
費
で
は
、
実
際
の
坪
当
り

'il
l
価
が
九
万
で
あ
っ 

て
も
、
補
助
単
価
が
も
っ
と
低
い
六
万
円
に
杳
定
さ
れ
れ
ば
、
建
築
量
が
増
加 

す
れ
ば
そ
れ
だ
け
地
方
公
共
体
が
蒙
る
超
過
负
担
額
は
ふ
え
る
と
い
う

仕
組
み 

で
あ
る
。
超
過
負
担
額
が
ふ
え
れ
ば
ふ
え

.る
だ
け
、
地
方
財
政
運
営
は
ま
す
ま 

す
弾
力
性
を
失
い
、
地
方
財
政
硬
直
化
の
度
合
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ 

う
。
四
〇
年
に
お
い
て
、
地
方
債
の
伸
び
が
最
も
高
い
と
い
う
^
実
と
あ
わ
せ 

て
考
慮
す
れ
ば
、
こ
ん
ご
に
予
想
さ
れ
る
経
済
成
長
の
径
路
と
に
ら
み
あ
わ
せ 

て
、
地
方
財
政
収
支
を
根
本
的
に
；冉
検
討
す
べ
き
段
階
に
た
ち
い
た
っ
て
い
る 

と
み
て
よ
い
。

⑶

地
域
開
発
下
の
事
務
配
分
と
財
源
配
分
現
段
階
に
い
た
る
経
済
成
長 

に
対
応
し
て
地
方
財
政
規
模
が
拡
大
し
た
け
れ
ど
も
、
出
主
財
源
で
あ
る
地
方 

税
収
入
は
伸
び
悩
み
、
代
っ
て
依
存
財
源
で
あ
る
地
方
交
付
税
、

国
靡
支
出 

金
、
地
方
偾
が
補
完
的
に
伸
び
す
す
ん
だ
と
い
う
事
実
は
、

さ
ら
に
進
ん
で
、
 

な
に
が
そ
の
よ
う
な
地
方
歳
入
構
造
を
形
成
せ
し
め
た
か
、

と
い
う
問
い
を
誘 

発
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
直
接
の
手
が
か
り
は
、
歳
入
の
裏
側
に

あ
る
地 

方
歳
出
で
あ
り
そ
の
構
造
の
吟
味
で
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
地
方
公
共
体
の
歳
出
は
、
.わ
れ
わ
れ
の

日
常 

生
活
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
身
近
か
な
公
共
体
活
動
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
も
の

' 

が
多
い
。
こ
の
こ
と
は
、
表

7

に
み

る
よ
う
に
、
歳

出

の

ほ

ぼ

四

分

の-:
が
教
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億円 
1，835

854
1,933
3,859

1,419

373 
1,457 
2,010 

13, 745

135

127
158
135
145

31〜33年度平 
均規模

区 分

庁 费

警察消防费

土 木 费

教 育 费

社 会 及 ひ  
労働施設費

保健衛生践

産業経済费

そ の 他

歳 出 合 計

表 7 H的別地方歳出の伸び率指数

i 
o 

o 

o 

o

 

0
O 

o 

o 

o

t
o
n 

1

1

1

1100

100
100

100

35
年
度

嫌 —
140
133
177
140

に
つ
い
で
土
木
費
、
 

庁
費
、産
業
経
済
費
、
 

社

会

•
労
働
施
設 

費
が
大
き
な
比
重
を 

占
め
て
い
る

こ
と 

か
ら
も
わ
か
る
で
あ 

ろ
ぅ
。

し
か
し

こ
れ 

ら
経
費
の
ぅ
ち
で 

も
、
土
木
費
と
産
業 

経
済
費
の
伸
び
が
き 

わ
め
て
い
ち
じ
る
し 

い
こ
と
に
注
目
し
な 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

戦
後
も
.っ
と
も
伸
び 

た
費
目
と
い
わ
れ
た 

社
会

•

労
働
施
設
費 

(

社
会
保
障
関
係
費

)

も
、
三
〇
年
代
の
伸 

張
指
数
で
は
む
し
ろ 

糾歳出合計のそれを

治省編「昭和40年度地方財政白書_出所）資.

下
回
つ
て
い
る
か
ら 

で
あ
る
。

土
木
費
の
内
訳
け
を
み
る
と
、
道
路
関
係
費
が
半
ば
近
く
を
占
め
、

都
市
計 

画
事
業
、
河
川
辦
業
、
住
宅
事
業
な
ど
が
こ
れ
に
っ
い
で
い
る
。
ま
た
産
業
経 

.
済
費
で
は
、
農
林
水
産
施
設
の
建
設
や
農
業
補
助
金
な
ど
が
ほ
ぼ
三
分
の

ニ
を 

占
め
て
い
る
。
し
か
も
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

こ
れ
ら
事
業
の
三
分
の
一 

な
い
し
二
分
の

一
は
国
庫
支
出
金
に
依
存
し
、
い
わ
ば
事
務
配
分
の
関
係
か
ら 

み
て
、
国
が
企
画

^
務
を
、
地
方
は
実
施
事
務
を
担
当
し
て
い
る
と
み
な
し
て 

よ
い
。
こ
の
よ
う
に
み
ぽ
く
る
と
、
三
〇
年
代
を
っ
う
ず
る
地
方
歳
出
規
模
の 

拡
大
の
な
か
で
、
歳
出
構
造

.そ
れ
自
体
も
し
だ
い
に

.変
質
し
、
国
の
財
政
が
社 

会
資
本
の
不
足
解
消
の
た
め
に
蜇
点
的
支
出
を
行
な

っ
て
き
た
こ
と
に
対
応
し 

て
、
地
方
財
政
も
そ
れ
，そ
'れ
の
地
域
に
お
い
て
同
じ
努
力
を
重
ね
て
き
た
と
み 

る
こ
と
、が
で
き
る
。

こ
こ
で
の
主
題
が
弛
方
税
の
検
討
に

あ
る
か
ぎ
り
は
、

三
〇
年
代
を
っ
う
じ 

て
地
方
財
政
が
社
会
資
本
の
充
実
に
傾
斜
し
、
ま
た
先
進
地
域
で

あ
る
と
後
進 

地
域
で

あ
る
と

を
問
わ
ず
、
地
域
開
発
に

向
っ
て
地
方
財
政
の

機
能
が
集
中
的 

に
発
現
さ
れ
て
き
た
過
程
を
詳
述
す
る

ゆ
と
り
は
な
い
。
け
れ
ど
も

地
方
税

9 

本
来
の
役
割
が
、
拡
大
し
つ
っ

あ
る
地
方
財
政
需
要
を
满
た
す
と

こ
ろ
に
あ
る 

以
上
財
政
需
要
そ
の
も
の
の
構
造
変
化
を
み
き
わ
め
る

こ
と
な
く
し
て
は
、
 

地
方
税
の
規
模
お
よ
び
構
造
と
そ
の
機
能
に
対
す
る
評
価
も
下
し
え

な
い
こ
と 

も
赛
実
で
あ
る
。

こ
の
点
で
注
目
す
べ
き
は
投
資
的
経
費
の
増
大
で

あ
る
。

地
方
財
政
支
出
を 

消
費
的
経
費
、
投
資
的
経
費
、
金
融
的
経
費
の
三
っ
に
わ
け
る
と
、
地
方
団
体 

が
実
施
事
務
っ
ま
り
サ
ー
ビ
ス
行
政
を
受
け
も
っ
た
め
、
地
方
財
政
支
出
の
う 

ち
半
ば
は
消
費
的
経
費
が
占
め
て
い
る
の
が
現
状
で

あ
る
。
消
費
的
経
費
に
は

40
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34

年
度

指数
124
11!
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11{

11 (
121

11]

ス
^
-麥

物

件

^

扶
fi
/
费

¥
助
費
等
ガ
ふ
く
ま
れ
る
が
、
な
か
で
も
入
件 

毁
は
歳
出
全
体
の
雰
の
一
強
を
占
め
、
そ
の
な
か
に
は
義
務
教
育
な
ど
の
教 

職
員
、
瞥
察
官
、消
防
職
員
の
給
与
も
ふ
く
む
か
ら
、地
方
公
共
体
が
サ
ー
ビ
ス 

中
心
の
機
能
を
営
む

と
い
ぅ
在
来
の
考
え
方
も
ゆ
え
な

し
と
は
し
な
い
。

し
か 

し
図

1
に
ょ
る
と
、
三
〇
年
代
の
消
费
的
経
費
が
地
方
財
政
支
出
の

な
か
に
占 

め
る
割
合
が
傾
向
的
に
減
退
し
て
い
く
の
に
対
し
、
投
資
的
経
費
は
む
し
ろ
逆

奴的経費の割合の推移投資的経赀図

53.7"53̂ 6"53.
*--
55.7

59V

28,

%)
70

60

50

40

30

20

10

に
増
大
す
る
傾
向
を
示
し 

て
い
る
。
投
資
的
経
費
は 

膂
通
建
設
事
業
費
、
災
害 

復
旧
事
業
費
、
失
業
対
策

事
業
^
な
ど
土
木
建
設

^
業
費
の
い
つ
さ
い
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
道
路
建
設
、
 

港
湾
整
備
な
ど
の
個
々
の

^
業
は
、地
域
経
済
に
そ
く
し
て
み
れ
ば
、地
域
開
発 

の
た
め
の
公
共
投
資

と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
ぅ
。
ハ
つ

て
'
,'-
1

尤
.
、
^
1 

方
公
共
体
の
機
能
が
サ
ー
ビ
ス
行
政
中
心
か
.ら
し
だ
い
に
開
発
行
政
へ
と
比
重 

が
移
行
す
る
に
と
も
な
い

' 

地
方
公
共
体
を
通
じ
て
の
財
政
活
動
は

ま
す
ま
す 

拡
大
し

.
賴
市
化
時
代
の

JL
方
财
政
と

^
-
>
ぅ
様
相
を
深
め
て
い
く
の

•で
あ
る
。

し
か
も
留
意
す
べ
き
は
、
図

2

に
み

る
よ
ぅ
に
、
道
路
の
整
倩
状
況
を

と
つ 

て
み
て
も
、
舗
装
率
は
元
一
級
国
道
は
九
〇
%
ち
か
く
達
成
さ
れ

て
い
る
に
も 

か
•か
わ
ら
ず
、

主
耍
地
方
道
に
い
.たつ
て
は
僅
か
三
分
の

一
あ
ま
り
に

し
か
達 

成
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で

あ
る
。

地
域
経
済
に

お
け
る
地
方
道
の

役
割
を

84

24

耍 I
.

主

地

4 日説

S

道
細 

元

国

牌

_
_
_
_
_
_

:
級
道
噸

火

.

.

林

.84
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表 8 府県別一人当り地方税負担の格差 

(税額は円牮位，指数は全国平均を1 0 0として算定）

昭 和 3 1 年

税

昭 和 3 9 年

道府県税 市町村税 地ブ 道府県税 市町村税 地 方 税

税 額 1 指数 税額 指敎 税額 指数 税額 指数 税額 指数 税額 指数

柬 京 4, 224 209 4, 768 165 8, 992 183j20, 968 269 7 ,112 111 28, 080 197
大 阪 4, 229 209 4, 602 160 8, 831 180 21,761 164 10, 832 169 23, 593 166
神奈川 3, 305 163 3, 862 134 7,167 146 12,384 159 10, 593 165丨22, 977 162
福 岡 2,167 107 2, 991 103 6, 968 142 6,188 79 6, 700 104丨21，888 91
愛 知 3, 298 163 3, 485 121 6, 783 138 11,113 142 8, 901 139 20, 014 141
兵 庫 2,575 127 3, 495 121 6,070 123 8, 314 107 8, 625 134jl6, 939 119

山 梨 1，013 50 1,878 65 2, 891 59 3, 563 46 4, 061 63| 7, 624 54
青 森 966 47 1,831 63 2, 797 57 2,821 36 3, 864 60 6,685 47
尚 知 1,042 51 1,778 62 2, 820 57 3,332 43; 4,155 65 7,487 53
岩 手 860 42 1,891 66：2,751 56 3,107 40 4, 016 63: 7,123 50
茨 城 944 46 1,779 H 2, 723 55丨4, 011 51 4, 201 65! 8,212 58
鹿児島 629 31 1,426 49 2, 055 41 2,178 28 3, 060 48： 5, 238 37

(資料） 自治省編「地方税制の現状とその運営の実態」昭和33年自治翁税務局府県税 

課資料より作成。

六

四

(

八
九
八)

考
慮
す
る
と
、
先
進
地
域
に
お
い
て
も
後
進
地
域
に
お
い
て
も
、
地
方
道
整
備 

に
対
す
る
潜
在
的
需
要
度
が
か
な
り
高
い
こ
と
は
強
調
す
る
ま
で
も
な
い
事
実 

で
あ
る
。
先
進
地
域
に
お
け
る
後
行
投
資
と
し
て
の
地
方
道
整
備
、
ま
た
後
進 

地
域
に
お
け
る
先
行
投
資
の
そ
れ
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
三
〇
年
代
の
地
方
財 

政
の
役
割
の
み
な
ら
ず
、
こ
ん
ご
の
役
割
、
そ
し
て
ま
た
歳
入
構
造
、
ひ
い
て 

は
地
方
税
構
造
に
つ
い
て
も
こ
こ
で
洱
検
討
す
べ
き
段
階
に
あ
る
と
い
っ
て
も 

過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

3

府
県
間
の
地
方
税
負
担
と
そ
の
格
差

,

⑴

高
度
成
長
と
地
方
税
負
担
の
格
差
前
節
で
は
地
方
税
全
体
の
タ
ィ

ム

.
シ

リ

ー

ズ

に

つ

い

て

変
動
過
程
を
調
べ
た

が
、
こ
こ
で
は

府
県
別
に
み
た 

ク
ロ
ス
•セ
ク
シ
ョ
ン
で
の

変
動
過
程
を

概
観
し
て
お
こ
ぅ
。

地
方
税
負
担
を

ク
ロ
ス
•

セ
.ク
シ

ョ
.ン
で
み
る
た
め
に
は
、
は
じ
め
に
求

J
、、

へ 

た
地
方
公
共
体
の
特
質
で
あ
る
多
様
性
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
二
八
年
に 

施
行
さ
れ
た

「

町
村
合
併
促
進
法

」

以
降
、
市
町
村
数
は
減
退
を
重
ね
た
が
、
四 

一
年
三
月
現
在
で
も
三
、
三
七
ニ
を
か
ぞ
え
、
こ
れ
に
都
道
府
県
四
六
、
東
京 

都
特
別
区
二
三
を
加
え
る
と
総
数
三

' 

四
四
一
の
多
数
に
お

.ょ
ぶ

。

こ
れ
ら
地 

方
公
共
体
の
す
べ
て
を
比
較
し
、
地
方
税
负
担
の
経
緯
を
調
べ
る
こ
と
は
至
難 

の
業
と
い
ぅ
ほ
か
あ
る
ま
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
府
県
単
位
に
つ
ハ
て
^
方 

税
ダ
担
の
地
域
間
格
差
に
着

0
す
る
こ
と
に
す
る
。

府
県
別
に
地
方
税
負
担
の

.変
化
を
み
る
た
め
に
、
表

8
で
は
道
府
県
税
と
市 

町
村
税
、
お
ょ
び
そ
の
合
計
と
し
て
の
地
方
税
負
担
を
上
位
と
下
位
の
府
県
別 

に
掲
げ
た
。
こ
こ
で
は
一
人

当
り
税
负
担
が
三
一
年
と
三
九
年
に

つ
い
て
示
さ

れ
て

L
る
力
ぶ
較
出

-人
と
し
て

I

一
時
点
に
限
定
し
た
の
は
、
分
析
を
雄
純
化
メ

.'
に
三
九
平
で
は
、
娶

の

二

八

、

.〇
八
〇
円
に
た
い
し
鹿
児
島
は
五
、
二
三
八

H
で
あ
り
、指
数
で
は
柬

JR
の
一
九
七
に
た
い
し
鹿
児
島
は
三
七
で

あ
る
か
ら
、
 

極
盖
は
そ
れ
ぞ
れ
ニ
ニ
八
四

ニ
！： L

と

一
六
o

と
い
ぅ
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り 

三

一

年
か
ら
三
九
年

.に
か
け
て
、

j

人
当
り
地
方
税
負
担
の
最
大
値
と
最
少

M

 

は
束
京
と
鹿
児
島
が
と
り
、
順
位
不
変
で
あ
る
が
、
極
差
は
絶
対
額
で

み
て
も

す
る
意
図
か
ら
で
あ
っ
て
他
意
は

な
い
。
各
グ

ル
ー
プ
内
部
の

み
な
ら
ず
、
グ

“ 
”
ッ
 

ル
ー
プ
相
：A
f.
M
]で
も
府
県
の
そ
れ
ぞ
れ
の
順
位
は
、
•
三
一
年
か
ら
三
九
年
ま
で 

変
0
を
つ
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
問
題
は
そ
の
よ
う
な
順
位
の
変
動
、
ま 

た
は
地
方
税
负
担
の
格
差
の
変
働
を
決
定
す
る
耍
因
を
な
に
に
求
め
る

か
に
か 

か
っ
て
い
る
。

さ
し
あ
た
っ
て
地
方
税
総
額
の
格
差
を
決
定
づ
け
る
要
因
と

し
て
は
、

人
口 

，密
度
の
変
動
、
と
く
に
人
口
移
動
を
と
り
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
周
知
の
と
お 

り
、
三
〇
牢
代
を
つ
う
ず
る
人
口
移
動
は
、
都
市
へ
の
人
口
集
中
化
過
程
と
し 

て
あ
ら
わ
れ
、
経
済
の
高
度
成
長
に

と
も
な

っ
て
そ
の
テ
ン
ポ
は
予
想
を
上
司 

る
も
の
で
あ
っ
た
。
集
中
化
過
程
の
特
色
は
：
郡
部
か
ら
市
部
へ
、
小

都
市
か 

ら
中
堅
都
市
へ
、
表
本
な
い
し
遠
い
地
域
か
ら
三
大
都
市
圈

(

诳
京
、
大
阪
、

名
T
r
屋)

へ

そ
し
て
企
国
か
ら
览
京
圈

へ
と
進
行
し
た

と
こ
ろ
に
あ
る
と

指 

摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
地
域
経
済
の
成
長
ポ
テ

ン
シ
ャ
ル
の
差
興
に
対
応
し 

て
急
速
に
お
こ
な
わ
れ
た

こ
と
は
叨
ら
か
で

あ
る
。
ま
た
こ
の
特
色
は
、
各
守

.

M

の
地
方
税
総
額
の
格
差
に

反
映
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
ハ
。

し
か
し
地
域
社
会
に
お
け
る
税
负
担
の
格
差
に
つ
い
て
は
、

一
人
当
り

税
負 

担
の
格
差
が
よ
り
茁
耍
な
問
題
と
な
ろ
う
。
こ
れ
は
地
方
税
负
担
の
地

威
格
差 

と
し
て
通
常
と
り
あ
げ
ら
れ
る
課
題
で
あ
る
。
表

8
に
よ
れ
ば
：
三

一
年
の
地 

カ
税
负
担
の
最
大
値
は
柬
京
の
八
、
九
九
ニ
円
で
あ
る
が
、
最
少
値
は
鹿
児
島 

の
ニ
〇
五
五
円
で
あ
り
、
全
国
平
均
指
数
を

一

〇
〇
と
す
れ
ば
、
東
京
の
一 

八
三
に
対
し
鹿
兕
島
は
四
一
で
あ
る
.
し
た
が
っ
て
最
大
値
と
最
少
値
と
の
あ 

い
だ
の
極
差
を
と
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
六
、
九
三
七
円
と
一
四
ニ
に
な
る
。
同
様

わ
が
国
の
地
方
税
制
⑴

指
数
で
み
て
も
こ
の
八
年
間
に
か
な
り
の
拡
大
を
示
し
た

と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
府
県
間
の
地
方
税
负
担
格
差
の
拡
大
は
府
県
間
の
経
宵
カ
の
格 

差
に
対
応
し
て
生
れ
た
こ
と
は
明
自
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
経
済
力
格
差
の
う 

ち
、
い
か
な
る
要
因
が
地
方
税
负
担
の
地
域
格
差
を
も
た
ら
し
た
か
が
問
題
と 

な
ろ
う
。

地
方
税
収
入
の
決
定
獎
因
と
し
て
は
、
.
各
地
域
の
所
得
水
準
が
第
一 

次
的
耍
因
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か

.で
あ
る
。
図

3
は
一
人
当
り
の
地
方
税
貞
屯 

を
縦
軸
に
一
人
当
り
分
配
所
得
を
横
軸
に
と
っ
た
相
関
図
で
あ
る
が
、
兰
一 

年
、
三
九
年
と
も
に
地
方
税
灯
担
は
一
人
当
り
分
配
所
得
の
增
加
に

ほ
ぼ
比
例 

し
て
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
よ
み
と
れ
よ
う
。

⑵

道
府
県
税
の
負
担
格
差

I

そ
の
推
移
.
地
域
格
差
を
示
す
指
標
と
し 

て
、
最
高
と
最
低
の
あ
い
だ
の
極
差
を

と
る
こ
と

も
で

き
る
が
、

よ
り
一
般

勺 

に
は
平
均
偏
差
、
標
準
偏
差
、
変
興
係
数
等
を

と
る
ほ
う
が

堅
ま
し
い
。
標
本 

数
が
ふ
え
れ
ば
、
格
差
の
変
動
は
平
均
値
か
ら
の
偏
差
な

り

分
散
と

し
て
と
ら 

れ
る
ほ
う
が
よ
り

厳
密
と

な
る
か
ら
で
あ
る
。

図
4
で
は
、
府
県
税

M
担
の

 ̂

異
係
数
の
変
動
が
算
定
し
て
あ
る
が
、
比
較
の
便
宜
を
考
慮
し
所
藤
善
市
氏
に 

よ
る
分
配
所
得
の
平
均
偏
差
係
数
の
変
動
も
加
え
た
。

j

人
当
り
府
県
税
負
担
の
変
異
係
数
の
推
移
を

み
る
と
、

統
計
資
料
の
制
約 

か
ら
各
年
の
変
動
を

つ
き
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

三
〇
年
代
を

つ
う
じ

六

五

(

八
九
九)

.



図 4 府県税货担の変異係数と分配所得の平均偏差係数の推移
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わ
が
国
の
地
方
税
制
⑴

て
係
数
値
が
趨
勢
的
に
増
大
し
、
地
域
問
の
府
煨
税
货 

担
の
格
差
が
拡
大
傾
向
に
あ
り
な
が
ら
比
％
、的
安
定
的 

'
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
四

0
.年
に
は
係 

.
数
値
が
急
激
に
低
下
し
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
せ
ね
ば 

な
ら
な
い

\
税
負
担
格
差
の
変
動
を
み
る
ば
あ
い
、
提 

扣
と
短

^

の
g*
:
i/
に
わ
け
て
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
か 

ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
三
〇
年
代
に
は
、
人
口
と
経
済 

力
の
集
中
化
が
太
平
洋
沿
岸
べ
ル
ト
地
帯
を
中
心
に
急 

速
に
進
行
し
、
こ
れ
が
同
地
带
の
工
業
化
と
都
市
化
と 

な
っ
て
あ
ら
わ
れ
、
他
服
带
と
の
あ
い
だ
の
地
域
問
の 

所
得
格
差
を
生
み
だ
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ 

る
。
ま
た
税
负
担
格
差
が
、
主
と
し
て
こ
の
地
域
間
の

.
所
得
格
差
に

よ
り
決
定
さ
れ

る
こ
と
は
い
ぅ
ま
で
も
な

\ 

0 

I
V

地
域
問
の
所
得
格
差
は
、
第
一
に
産
業
嵇
類
別
に
み 

て
、
第
二
、
.
三
次
産
業
が
先
進
地
域
に
、
第
一
次
産
業 

が
.後
巡
地
域
に
.集
中
す
る
と
い
っ
た
業
嵇

別

格

蓮
に
も 

と
づ
く
生
産
性
格
差
か
ら
生
じ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き 

る
。
第
二
に
、
企
業
規
模
別
に
み
る
と
、眨
大
企
業
、銀 

行
商
社
等
が
大
都
市
に
集
中
し
、
，中
小
企
業
、
霉
細 

企
業
が
小
都
市
ま
た
は
農
村
に
停
滞
す
る
と
い
っ
た
事 

態
が
地
域
の
生
産
性
に
反
映
し
、
こ
れ
が
地
域
別
の
利 

澗
、
賃
金
、
消
費
等
の
格
差
を
生
み
だ
し
、
地
域
問
の

六

七

(

九
〇

一
)

図 3 猥別一人当り地方税负担と一人当り分配所得の相関
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所
得
格
差
に
ま
で
い
た
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
所
得
格
差
の
変
動 

は
、
ま
ず
三
..〇
年
代
を
長
期
的
に
み
る
と
、
必
ず
し
も
拡
大
傾
向
を
た
ど
っ
た 

と
は
い
え
な
い
こ
と
は
、
図
4

の
分
配
所
得
の
平
均
偏
差
係
数
の
変
動
か
ら
も 

推
测
す
る
こ
と
が
で
き
ょ
う
。
む
し
ろ
短
期
的
に
み
て
、
所
，得
格
差
が
好
況
期 

に
拡
大
し
、
不
況
期
に
縮
小
す
る
と
い
っ
た
循
環
運
動
を
示
し
て
い
る
こ
と
に 

注n
z
r

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

府
県
税
负
担
の
格
差
.の
短
期
的
変
動
は
、
図
4

に
ょ
っ
て
は
明
瞭
に
認
め
る 

こ
と
は
で
き
な
い
。
し
：̂
し
、
四
〇
年
度
の
税
僉
担
格
差
の
縮
小
.は
、第
一
に
府 

m

税
の
主
^

税
m

で
あ
る
法
人
事
業
税
、
迹
府
県
民
税
法
人
分
•

個
人
分
、
向 

動
雄
税
、
料
理
飲
食
等
消
嫂(

遊
興
飲
食)
税
等
が
、
表
5

で
す
で
に
み
た
ご 

と
く
、
い
ず
れ
も
所
得
彈
性
値
が
1

を
超
え
る
と
い
う
_

実
か
ら
、
不
況
に
さ 

い
し
て
こ
れ
ら
弾
力
的
租
税
に
大
き
く
依
存
す
る
公
共
体
の
税
収
の
仲
び
が
急 

減
す
る
こ
と
に
も
と
づ
く
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
富
裕
団
体
に
お
い
て
は
、
 

好
況
期
に
お
け
る
府
県
税
収
の
急
激
な
伸
び
に
う
る
お
う
代
り
に
、
不
況
期
に 

は
逆
に
府
県
税
収
の
急
激
な
減
退
に
悩
む
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
贫
困
団
体
で 

は
、
府
県
税
収
は
慢
性
的
な
欠
乏
に
悩
む
か
わ
り
に
、
不
況
期
に
さ
い
し
急
激 

な
税
収
の
減
退
を
蒙
む
る
と
い
う
苦
難
は
免
が
れ
う
る
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ 

ん
各
府
跟
を
個
別
的
に
検
討
す
れ
ば
、
各
税n

n

の
特
殊
事
情
に
影
響
さ
.れ
る
と 

こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
法
人
琪
業
税
は
府
県
税
の
主
柱
で
あ
る
が
、
 

贫
困
煨
で
は
大
企
業
の
躬
業
所
が
あ
れ
ば
従
業
員
数
に
応
じ
て
一
定
額
の
分
割 

課
税
標
準
が
え
ら
れ
、
か
な
り
多
額
の
税
収
が
確
保
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か 

し

^

該
大
企
業
が
ひ
と
た
び
不
振
に
阶
る
と
、
事
業
税
収
入
も
減
退
し
、
他 

府
^

と
の
税
収
の
格
差
が
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
難
点
は
、
多

,

.
六八

(

九
〇
ニ)

数
の
大
企
業
を
ふ
く
む
三
大
都
市
圏
で
は
生
じ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
不 

況
に
さ
い
し
て
税
収
減
の
大
き
な
影
響
を
蒙
む
る
府
県
は
、
こ
れ
ら
の
大
都
市 

圈
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

-:

税
A

担
格
差
が
縮
小
す
る

さ
い
に
、
第
二
に
注
目
す
べ
き
は
タ

イ

ム

•
ラ
グ 

で
あ
る
。
タ

イ

ム

*

ラ
グ
が
大
き
け
れ
ば
、
前
年
度
の
不
況
の
影
響
は
今
年
度 

の
税
収
減
に
な
っ
て
あ
ら

わ
れ
て
く

る

。

た
と
え
ば
府
県
民
税
で
は
、
铪
与
お 

よ
び
個
人
事
業
所
得
の
ば
あ
い
、
前
年
度
.の
所
得
に
た
い
し
今
年
度
の
税
法
を
. 

，適

川
し
て
算
定
し
た
税
額
を
会
計
年
度
内
に
徴
収
す
る

こ

と

と

さ
れ
て
い

る

。

ま
た
個
人
琪
業
税
も

、

前
年
度
の
.事
業
所
得
と
不
動
産
所
得
に
た
い
し
今
年
度 

内
に
ニ
回
徴
収
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
税
収
に
大
き
く
依
存
す
る 

府
原
は
そ
れ
だ
け
前
年
度
の
不
況
の
影
||

を
今
年
度
に
お
.い
て
税
収
減
と
い 

う
形
で
蒙
む
る
こ
と
と
な
る
。
タ

イ

ム

•

ラ
グ
に
つ
い
て
は
、
延
納
の
利
£
=
迮 

そ
の
他
_

ヵ

い

問

題

も

附

随

，
し

て

^

じ
て
く
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
格
差
変
動 

を
細
部
に
わ
た
.
っ
て
検
討
す
る
た
め
に
は
、
各
府
県
の
税
制
の
仕
組
み
と
運
用 

状
況
ま
で
立
ち
入
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
ろ
う
。

こ
こ
で
は
各
府
県
の
府
県
税
制
を
個
々
に
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
。
し
か
し 

こ
れ
ま
で
述
べ
た
諸
点
を
45

確
認
す
る
た
め
に
、
表
9

で
は
各
府
県
を
財
政
力 

に
し
た
が
っ
て
グ

ル

ー

ピ

ン

グ

し

、

三
六
年
の
府
県
税
収
入
の
榴
成
比
を
莶
準 

と
し
て
四
〇
年
の
構
成
比
が
ど
の
よ
う
に
変
化
1

て
い
る
か
，を
示
し
た
。

三 

五
、
三
六
年
の
好
況
期
に
く
ら
べ
る
と
四
〇
、
四
一
年
の
不
況
期
に
は
、
富
裕 

団
体
と
貧
困
団
体
と
の
あ
い
だ
の
税
负
担
格
差
が
各
種
税
N

の
変
動
に
よ
っ
て 

ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
、が
窺
え
よ
う
。

⑶

独
立
税
強
化
と
地
域
格
差
前
節
で
は
府
県
税
の
地
域
別
负
担
格
差
を
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と
り
あ
げ
、
提
期
的
に
み
て

—*
.一〇
年
代
は
拡
大
傾
向
を
た
ど
り
な
が
ら
、
限
界 

格
差
は
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
か
し

こ

こ

で

は

格

差

変

動
 

で
竹
な
く
、
格
差
水
準
が
む
し
ろ
問
題
と
な
る
。

府
#
税

の

负

担

格

差

は

市

町

.村

税

に

く

ら

ベ
る
と
か
な
り
格
差
水
準
が
高
い 

こ
と
は
、
表

8
に
お
け
る
東
京
と
鹿
児
島
と
の
あ
い
だ
の
両
税
の
極

差

を

比
較 

し
た
だ
け
で
も
よ
み
と
れ
る
で
あ
ろ
ぅ
。
ま
た
同
じ
く
表

0
0

で
、
背
県
税
と
市

.
 

わ
が
国
の
地
方
税
制
⑴

WJ
村
税
と
の
合
計
で
あ
る
地
方
税
の
负
担
格
差
を
束
束
と
鹿
児
.島
の
極
差
で
比 

較
す
る
と
、
そ
の
極
差
値
が
府
県
税
と
市
町
村
税
の
極
差
値
の
ほ
ぼ
平
与
に
あ 

た
る
こ
と

が

窺
え
よ

ぅ

。

い

ず
れ
に
し
て
も
地
方
税
负
担
の
格
差
水
準
が

か
な 

り
高
し
こ
と
は
疑
い
な
い
事
実
で
あ
る
。

.
ま
た
同
一
府
県
内
の
市
町
^
.
の
あ
ハ 

だ
で
も
、
県
内
の
主
要
都
市
と
後
進
地
域
の
市
町
村
と
の

あ
い
だ
で
は
、
同
じ 

よ
ぅ
な
格
差
が
生
じ
て
い
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
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九

(

九
0
三)



こ
の
よ
う
な

_
態
に
対
応
し
て
、
現
状
で
は
地
方
交
付
税
交
付
金
、
地
方
譲 

与
税
、
国
庫
支
出
金
と
い

う

ル
ー

ト

で
国
か
ら
地
方
へ
国
税
収
入
の
苒
配
分
が 

お
こ
な
わ
れ
、
ま
た
地
方
偾
と
い
う
ル
ー
ト
で
国
の
資
金
運
用
部
、
簡
易
保
険 

資
金
が
地
方
へ
洱
配
分
さ
れ
る
こ
と
は
よ
く
处
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
よ
り
地
方
行
政
水
準
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
.
ミ

ニ
マ
ム
の
維
持
、
そ
し
て
各 

地
方
公
井
体
の
行
政
の
画
一
化
が
お
こ
な
わ
れ
、
か
く
て
地
方
税
饩

担
の
高
い 

格
差
水
準
が
坐
み
だ
す
べ
く
予
想
さ
れ
る
困
難
を

I
I

避
で
き
た
と
み
て
よ
い
。
 

け
れ
ど
も
現
実
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

ル

ー

ト

を
つ
う
ず
る
国
か
ら
地
方
へ
の
資 

金
；冉
配
分
は
、
そ
れ
な
り
の
固
有
の
難
点
を
露
呈
し
て
き
て
い
る
こ
と
は
し
ば 

し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。
と
り
わ
け
地
方
財
政
の

「

三
割
由
治

」 

の
3
状

を

打

破

し

「

1元
全
，|£
|
治」

の
実
現
を

'要
望
す
る
立
場
か
ら
は
、
き
び 

し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

「

完
全
.：

H
：

治」

の
立
場
か
ら
は
、
地
方
歳
入
中
に
占
め
る
地
方
税
の
割
合
を
、
 

現
状
の
三
割
余
り
か
ら
可
能
な
か
ぎ
り
十
割
に
近
づ
け
る

こ
と
が
主
張
さ
れ

よ 

う
。
あ
る
い
は
独
立
税
と
し
て
の
地
方
税
を
強
化
す
る
た
め
、
具
体
的
に
は
、
 

国
诹
变
出
金
を
整
现
し
同
じ
金
額
だ
け
国
税
を
減
税
し
地
方
税
を
増
額
す
る
と 

い
う
方
法
か
ら
、

一
層
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
は
国
邱
支
出
金
の
み
な
ら
ず
交
付 

税

r
与
税
も
^
止
し
固
移
で
徴
収
し
て
い
る
税
淑
を
す
べ
て
地
方
税
に
移 

譲
す
る
と
い
う
方
法
に
い
た
る
ま
で
、
植
々
の

「

地
方
独
立
税
強
化
策

」

が
考 

え
ら
れ
る
。
ま
た
個
々
の

「

強
化
策」

を
と
り
あ
げ
る
に
し
て
も
、
そ
の
前
提 

と
し
て
国
と
地
方
と
の
あ
い
だ
の
行
政
権

•限
な
い
し
祺
務
配
分
の
問
題
、
費
用 

负
担
の
問
題
、
お
よ
び
地
方
歳
出

'if
f
]全
般
の
問
題
等
が
決
定

さ
る
べ
き

こ
と
は 

も
ち
ろ
ん
で
あ
る
か
ら
、

「

強
化
策」

そ
れ
向
体
も
無
限
の
ヴ

ア

リ

エ

ー

シ

ヨ

シ

七
〇

(

九
〇
四)

を
と
る
こ
と
が
予
想
で
き
る
。

こ
こ
で
は
考
え
ら
れ
う
る
ヴ

ァ
リ
エ
：
丨
シ

ョ
ン
の
う

ち
、
示
唆
に
富
む
帰
結

を
示
し
た
大
蔵
省
主
税
局
算
定
の
仮
設
例
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
そ
の
一
つ
は
、
 

国
庫
支
出
金
と
地
方
交
付
税
の
整
理
に
よ
り
生
じ
た
財
源
の
地
方
税
へ
の
振
替 

え
で
あ
る
。
仮
定
計
算
の
方
法
と
し
て
、
地
方
税
収
を
地
方
歳
入
中
の
五
〇
％ 

に
高
め
る
べ
く
国
税
三
税
へ
所
得
税
、
法
人
税
、
た
ば
こ
尊
売
益
金

)

を
減
税 

し
、
こ
れ
と
同
額
を
地
方
税
に
振
替
え
る
こ
と
と
し
て
い
る
。ち
な
み
に
、こ
の 

仮
定
は
三
九
年
度
税
制
調
进
会

(

長
期)

答
申
に
あ
ら
わ
れ
た
意
見
の
一
つ
に 

も
と
づ
い
て
い
る
。表

10—

3
に
み
る
と
お
り
、か
り
に
三
八
平
度
決
箅
に
お
い 

て
国
税
三
税
で
ニ
、
八

C
5
〇

億
円
を
減
税
し
、
こ
れ
を
住
民
税
所
得
割
•
法
人 

税
割
、
た
ば
こ
消
費
税
の
各
地
方
税
に
振
替
え
、
各
道
府
県
お
よ
び
市
町
村
に 

対
し
表

10
の

(

注)

に
示
さ
れ
た
签
準
に
し
た
が
い
配
分
す
る
と
い
う
手
続 

き
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
は
、
表

10
丨
5
の
ご
と
く
、
道
府
県
に
お
い
て 

も
市
町
村
に
お
い
て
も
交
付
団
体
で
は
む
し
ろ
財
源
が
減
少
し
、
か
え
っ
て
不 

交
付
団
体
の
財
源
が
増
加
す
る
と
い
う
帰
結
に
終
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
た
ん
な 

る
国
庫
支
出
金
整
理
と
い
う
方
向
で
は
、
地
域
間
の
財
政
力
の
不
均
衡
は
ま
す 

ま
す
惡
化
す
る
と
結
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

■̂
■
ニ
の
仮
定

lil-ls

算
は
し
わ
は
国
税
と
地
方
税
の
入
れ
替
え
を

+1
心
/1
£
し
た
ば 

あ
い
で
あ
る
。
三
八
年
度
の
国
税
は
ニ
兆
七
、
三

一

七
億
円
で
あ
る
が
、

こ
れ 

を
地
方
税
と
し
て
徴
収
す
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
各
都
道
府
県
お
よ
び

市
町
村
で 

は
、
た
と
え
ば
、
所
得
税
は
市
町
村
民
税
所
得
割
、
法
人
税
は
市
町
村
民
税
法 

人
税
割
、
酒
税
は
酒
の
消
費
金
額
を
鉴
準
と
し
て
各
地
方
公
共
体
に
配
分
で
き 

よ
う
。
こ

5)
よ
う
に
調
整
す
れ

.ば
、

一
例
と
し
て
、
工
場
で
発
生
す
る
法
人
利
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Ĥ-
, 

i

 

39

^
'e
^
I
C 

A

H

n

J

:

か。

4. 

s
s
.
0 

.

.
ii

^

^

s

s

s

0

0
 5, 970 
s
^
s
^
s 549 
0
^
0 

•
I

? ?
阶

墙
JJ
V
sr
^

0

5
 

w 

齡 

静

鸯

燁5t
A 
篛
f?1

,
2

 

j： 

o 

rfffh 
o 

ff.
。

.

七

一

(

九
〇
五)



227 A 9
295 28
189 22
300 7
410 A 37

1，166 A 72
298 4

3,660 148
477 A 50
170 A 3
210 A 69
277 A 44
157 A 25
401 A 118
351 A 109
370 A 140
274 A 104
176 A 58
262 A 121

3,125 A 841

3, 206 
145 
225 
213 
192

41,096 
1,241 

. 2,191
2.170 
1,517 
1,437 
2, 270 
1,719 
2,467 
2,784 
7, 281 
2, 372

27, 849 
3,494 
1,328 
1,080 
1,984
1.170  
2, 418 
1,963 
2, 016 
1,439 
1,117  
1,174

19,183

(
逍 府 姑 名 J| 

配丨

表

3, 043 6,453
91 171

143 313
131 291
102 205
105 218
150 323
124 211
155 307
187 373
504 1,0.94
142 ； 302

1,834 3, 808
231 427
72 167
71 141

109 233
65 132

141 .283
107 242
105 230
82 170
53 118
71 141

1，107 2, 284

1,246 1,960
71 74

121 104
115 98
83 109

103 124
169 126
93 96

142 158
186 224
538 628
155 •143

1,776 1,884
229 248
90 80
86 124

146 131
85 72

218 183
168 183
191 , 1 7 9
142 132
94 82

137 125
1,586 1,539

1 都逍府姑別似圾所得，国税地方税负拟額および国税の地方還元額

参考) 一 —
和37年 地 方 税 調  
県段分 A
醒 — ________ 丨

9,007 782
15,421 1,308
31,001 2, 528
9,317 807

64, 746 5, 425
4,825 396
*7,778 614
3,814 289
3,285 273
4,062 260
6,805 451
3,678 273
2,252 188
2,303 168
2,294 162

国 税 B のうち地方へ支出し/; 
B —研 親 ！T fW ——i ぼ( 7  一

び譲与税1支 出金

1,644 18 217
31,141 26 366
6, 691 17 668
1,801 37 284

13, 277 98 1,535
773 74 201

1,305 133 302
653 91 142
607 127 189
603 115 136
973 222 400
501 140 141
374 110 152
324 158 166

o r n 億円）

額 . 差 引 C
1C ( B - C ) B

235 1,409
%
14

392 2, 749 12
685 6, 006 10
321 1,480 18
633 11,644 12
275 498 36
435 870 • ' 33
233 420 36
315 292 52
251 351 42
622 351 64
281 220 56
262 112 70
274 50 85

表 1 1 のつづき

夕.
(参考） 

昭和37年 地 方 税 調整国税
B のうち地方へ支出した金額 m 引

度煨民分
M _ —一.

A B 交付税及 国 庫  
至 」丨1 金_ 小 計 C (B 一 C)

高 知 1,066 58 131 122 131 253 A 122
r r 森• 1,686 88 193 168 138 306 A 113
山 形 1,643 94 175 153 110 263 A 88

D 沿 手 1,671 90 194 187 136 323 A 129
グ

岛 根 994 57 112 123 103 226 A 114
ル,
1

佐 n 1,081 55 112 105 117 222 A 110
徳 岛 1,027 56 115 108 98 206 厶 91
h 取 701 44 86 85 71 156 A 70
秋 m 1,531 87 176 169 134 303 A 127
鹿圯岛  ̂ 1

1,814 90 201 238 201 439 A 238
(小計） | 13,214 719 1,495 1,457 1,239 2, 696 A  1,201
全国計 i 166, 088 12,128 27, 317 6,163 8,157 14, 320 12, 997

C

B'

%
193
159
150：
166!
202
198
179 
181 
172 
218
180 
52

(资料） 大 蔵 劣 「財政金融統計月報」n 6 号。 —

この統計のねらい：如方税及び国税を徴収面から，府煨別に調拖し， さらに国税が，国庫を通 

じて地方に支出される金額を支出而から府煨別に調赉して，府県の財政力 

と財源調整との関係を示したものである。

税 a 調 整 通 準

所 得 税 市町村民税所得割（故準財政収入）

法 人 税 市町村玛税法人税割

酒 税 酒の消费金額

砂 糖 消 m 税 県民個人消费支出

挪 発 汕 税

地 方 道 路 税
} 揮発油販売览

物 品 税 県民個人沏费支出

印 紙 収 入 収入印紙の推計売捌額

m 税 「消赀財」は猥民個人消贤支出 

「生産財」は市町村民税法人税割 

「炭化水素油」は石汕販売霜：

その他 (入場税等） 徴収地

埤 9U 納 付 金 市町村たばこ消赀税

2,

ある。なお，国庫支出金には国有提供施設等所在市町村助成交付金が含まれている。 

3 . 道府媒のグループ別は，財政力指数の高いものから順次10〜1 1 煨を 1 グループと 

したものである。
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潤
は
そ
の
地
域
の
公
共
体
の
税
収
に
反
映
し
、
現
実
の
法
人
税
の
ご
と
く
本
社 

- 

所
在
地
の
税
収
が
過
大
に
計
上
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
免
れ
よ
う
。
酒
税
に
し 

て
も
、
本
社
の
所
在
地
で
は
な
く
、
各
地
域
の
最
終
的
な
酒
購
入
者
の
負
担
•を 

反
映
す
る
よ
う
に
調
整
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
を
調
整
国
税
と
よ
び 

各
都
道
府
県
.

市
町
村
に
帰
厲
せ
し
.
め
る
。表
11

で
は
、
こ
の
調
整
国
税
か
ら
こ

こ
で
鹿
止
を
仮
矩
し
て
い
る
交
付
税
、
譲
与
税
、
国
庫
支
出
金
を
差
，し
引
い
た 

.

金
額
が
、(

B

I

C

)

と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
こ
れ
は
国
税
を
す
べ
て
地
方
に
移
し 

た
ば
あ
い
の
各
都
道
府
県
の
独
立
財
源
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
、

表
で
あ
き
ら
か
な
ご
と
く
、
現
在
の
財
政
力
水
準
を
維
持
で
き
な
い
道
府
県
が 

ニ
四
団
体
に
も
達
し
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
財
政
力
水
準
が
も
と
も
と
高
く
な 

い
団
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
^-
政
力
水
準
の
寄 

い
団
体
は
、
JK
M

、
大
阪
を
は
じ
め
と
し
て
、
か
え
っ
て
よ
り
多
く
の
新
規
^

源
を
う
る
と
い
う
結
來
に
終
る
こ
と
に
注
卩
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
 

.

地
方
独
立
税
の
充
実
の
た
め
各
地
域
の
国
税
を
す
べ
て
地
方
税
に
ふ

り

か

え

て 

も
、
地
域
問
の
所
得
格
差
水
準
が
現
状
の
ま
ま
で
は
、
地
方
財
源
対
策
は
い
ま 

だ
成
功
へ
の
道
を
約
來
さ
れ
て
い
な
い
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

(

以
下
次
号
に
て
完
結) 

‘

礙

研 究 ノ ー  卜

マ
ス
•
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
資
本
観

——

卜

マ

ス
•

ホ
ジ
ス
キ
ン
の
経
済
学
研
究

㈡

丨

代

光

朗

は

し

が

き
 

一
、
资
木
の
不
生
産
性
に
つ
い
て 

⑴

流励資本と因定資本 

は流励資本の不也産性 

(3

因
矩
资
本
の
不
^
産
性 

.

ニ
、
資
本
の
不
生
産
性
の
論
証
ょ
り
生
ず
る
諸
結
論

⑴

資
本
家
の
側
に
お
け
る
労
働
渚
の
た
め
の
生
活
手
段
の
貯
え
と 

い
ぅ
概
念(

い
わ
ゆ
る
貨
銀
諶
金
説)

の
批
判 

⑵

利
潤
の
不
当
性(

以
下
つ
づ
く)

は

し

が

き

木
報
に
お
し
て
は
ト
マ
ス
•
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
資
本
親
を
論
ず
る
こ
と
に
す 

る
。
既
に
拙
稿『

ト
マ
ス
.
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
生
産
力
論』

(『

三
田
学
会
雑
誌』

第 

61

卷
第
5

号)

に
お
い
て
述
べ
た
ょ
ぅ
に
、

ホ
ジ
ス
キ
ン
は
、
労
働
の
生
産
物 

の
巨
額
な
部
分
を
資
本
家
が
利
潤
の
名
の
も
と
に
取
得
し
、
そ
の
結
果
労
動
者 

が
贫
困
な
状
態
に
あ
る
取
実
を
認
識
し
て
、
利
潤
の
正
当
性
を
否
定
し
労
働
こ 

ト
マ
ス
•
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
資
木
観

そ
が
す
ベ
て
を
受
け
取
ら
ね
ば
な
ち
な
い
と
い
う
こ
と

(

全
労
働
収
益
権)

を 

労
働
者
階
級
を
擁
護
す
る
た
め
に
論
証
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
彼
は
、
 

資
本
家
が
労
働
者
を
搾
取
す
る
こ
と
及
び
労
働
者
の
贫
困
を
正
当
化
す
る
資
本 

弁
護
論
と
理
論
的
に
対
決
す
る
こ
と
を
せ
ま
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
资 

本
弁
護
論
の
実
体
を
な
し
て
い
た
も
の
は
、
資
本
蓄
積
を
国
富
の
増
進
の
原
因 

と
し
、
資
本
の
生
産
力
と
そ
れ
に
対
す
る
当
然
の
報
酬
と
し
て
の
利
潤
を
主
張 

す
る
学
説
、

マ
ル
サ
ス
流
の
人
口
論
、
収
獲
遍
減
の
法
則
、
貨
銀
莶
金
説
な
ど 

で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
ホ
ジ
ス
キ
ン
が
こ
の
よ
う
な
諸
学
説
を
批
判
や
か
し
卜 

に
よ
っ
て
资
本
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
た
か
、
特
に
生
産
.

か
卜
レ
1

か
.

4
 

の
本
質
に
ど
の
程
度
ま
で
接
近
す
る
こ
と
が
出
来
た
W

を
^'

，
t

卜
r
 

t
 

る
。

一
、
資
本
の
不
坐
産
性
に
つ
い
て

労
働
者
は
道
具
も
原
料
も
生
活
諸
手
段
も
持
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
彼
ら 

が
生
産
を
し
虫
活
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
資
本
家
が
こ
れ
ら
の
固
定
資
本
や 

流
動
資
本
を
労
働
者
に
：i

f

し
て
、
労
働
者
の
生
活
及
び
生
産
を
助
け
る
か
ら
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