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五

〇

(

九
，七
八)

殊
に
戦
後
'
の
企
業
別
組
合
の
先
駆
形
態
と
し
て
の
意
味
も
無
視
し
え
ぬ
こ
と
を
知
れ
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
ご
と
く
、.
戦
前
に
お
い
て
も
、
組
織
も
機
能
も
そ
の
お
よ
ぶ
.
範
囲
が
企
業
単
位
で
、.
し
か
も
自
主
的
性
格
を
も
っ
た
組
合
が
存
し
た
こ

と
を
明
瞭
に
う
か
が
え
る
。
と
は
い
え
、.
そ
の
よ
う
な
企
業
別
組
合
は
、
組
織
や
行
動
様
式
に
お
い
て
そ
の
存
在
を
広
く
認
め
ら
れ
て
、
労
働
界
に

市
民
権
を
有
す
る
形
で
定
着
し
た
.
の
：で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
戦
前
の
企
業
別
組
合
と
戦
後
の
そ
れ
を
企
業
を
単
位
と
す
る
組
織
形
態
の
同
一
性
を

(

1

)

も
っ
て
安
易
に
同
一
線
上
に
並
べ
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
戦
後
の
企
業
別
組
合
の
行
動
様
式
を
み
て
も
、
戦
前
の
そ
れ
と
必
ず
し
も
同 

じ
も
の
で
は
な
い
し
、
戦
後
の
エ
職
.
一
体
の
組
織
に
し
て
も
、
産
報
組
織
に
反
映
さ
れ
て
い
る
戦
時
下
の
労
働
市
場
.
.
労
資
関
係
を
媒
介
に
す
る 

こ
と
な
し
に
は
、
戦
前
の
工
員
の
み
の
企
業
別
組
合
と
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
こ
と
も
む
ず
か
し
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
戦
前
に
お
い 

て
は
横
断
組
合
で
も
そ
の
闘
争
•

活
動
範
囲
は
工
場」

事
業
所
単
位
に
限
ら
れ
て
い
た
と
し
て
、
単
に
そ
と
に
.今
日
の
企
業
別
組
合
の
基
盤
の
み 

を
み
る
こ
と
や
、.
戦
時
下
の
産
業
報
国
会
の
工
場
組
織
に
企
業
別
組
合
の
源
流
を
み
る
こ
と
も
決
し
て
見
当
ち
が
い
で
は
な
い
に
し
ろ
、
そ
れ
だ 

け
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
も
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
し
て
や
' 

戦
前
の
企
業
別
組
合
ィ
-コ
ー
ル
会
社
組
合
と
い
う
理
解
が
い
ま
だ
に
存 

し
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
も
改
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
わ
が
国
の
労
働
，組
合
組
織
の
歴
史
的
推
移
や
今
日
の
企
業
別
組
合
の
実
態
を
究
明
せ
ん
と
す
る
と
き
に
は
、
戦
前
の
企
業 

別
組
合
の
存
在
は
看
過
さ
れ
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
同
一
の
市
場
基
盤
か
ら
生
み
だ
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
ら
と
並
行
し 

て
存
続
し
た
会
社
組
合
や
工
場
委
員
会
、
さ
ら
に
は
産
報
組
織
に
ひ
き
つ
が
れ
、
や
が
て
戦
後
に
い
た
っ
て
今
日
あ
る

企
業
別
組
合
と
し
て
一
挙 

に
開
花
し
定
着
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
る
。
そ
の
：意
味
で
も
、
戦
前
の
企
業
別
組
合
こ
そ
今
日
の
そ
れ
の
源
流
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に 

掘
り
下
げ
た
形
で
の
究
明
が
ま
た
れ
る
の
で
あ
る
。

.(

1)

た
と
え
ば
、
高
橋
洸
、
前

掲『

日
本
的
労
資
関
係
の
研
究』

の
第
二
章
の
ニ
を
み
よ
。

付

記

本
稿
は
一
九
六
八
年
七
月
六
日
、
専
修
大
学
で
開
催
さ
れ
た
社
会
政
策
学
会
労
働
組
合
分
科
会
例
会
に
お
い
て
報
告
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

わ

が

国

の

地

方

税

制

⑵

——

そ

の

問

題

点

——

4

地
方
自
治
と
地
方
税
原
則

U

地
方
税
原
則
地
方
税
制
改
单
の
た
め
の
ド
ラ
ス
テ
ィ
ク
な
提
案
も
、
 

み
る
べ
き
成
果
を
あ
げ
え
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
ん
ご
の
地
方
税
制
の
あ
り
方
を 

き
め
る
ベ
き
原
理
に
つ
い
て
两
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

税
制
調
査
会
の「

長
期
答
ホ」

(

三
九
年)

に
よ
る
と
、
地
方
税
制
の
あ
り
方 

を
き
め
る
基
本
的
方
向
と
し
て
、「

地
方
自
治
は
近
代
民
主
主
義
の
基
盤
で
あ 

り
、
こ
れ
を
強
固
に
す
る
た
め
に
は
、
地
方
財
源
を
保
障
し
、
地
方
財
政
を
強 

化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
方
行
政
の
遂
行
を
円
滑
な
ら
し
め
< 
住
民
の
負
託
に 

こ
.た
え
る
も
の
I
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
地
方
税
源
の
充
実
を 

図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
た」

と
し
て
い
る
0
ま
た
そ
の
方
法
と
し
て 

「

国
と
地
方
囲
体
と
の
間
の
行
政
柰
務
の
配
分
を
明
確
化
し
、

可
能
な
限
り
国 

，庫
^
助
負
担
金
を
整
理
し
、
こ
れ
に
伴
っ
て
、
国
と
地
方
団
体
と
の
間
の
税
源 

配
分
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
地
方
一
般
財
源
、
特
に
地
方
独
立
税
を
充
実
す
る 

こ
と
が
当
で
あ
る」

.と
の
見
解
.を
示
し
.て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な 

税
源
が
轺
ま
し
い
地
方
独
立
税
と
し
て
選
ぱ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
答
申
に
よ 

わ
が
国
の
地
方
税
制
⑵

'

古

田

精

司

る
と
、
.「

地
方
税
の
収
入
は
、

地
方
団
体
ご
と
に
十
分
な
収
入
を
あ
げ
う
る
税 

種
に
よ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
地
方
税
源
の
充
実
を
図
る
に
当 

っ
て
は
、

そ
の
税
収
入
に
つ
い
て
、

伸
張
性
と
と
も
に
普
遍
性
に
富
ん
だ
税 

種
を
強
化
す
る
方
法
に
よ
っ
て
行
う
べ
き
で
あ
る」

と
の
結
論
に
達
し
て
い

同
様
の
結
論
は
、
自
治
省
の
報
告
書
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ 

る
と
、
地
方
税
の
特
性
お
よ
び
原
則
と
し
て
、
要
約
す
れ
ば
つ
ぎ
の
六
つ
の
条 

件
が
满
.た
さ
れ
る
こ
と
が
必
獎
と
さ
れ
て
い
る
。
⑴
収
入
の
充
分
性
お
よ
び
普 

遍

性

(

地
方
財
政
を
ま
か
な
う
に
十
分
な
収
入
を
確
保
し
う
る
こ
と
、
お
よ
び
各
也 

方
団
体
に
収
入
が
普
遍
的
に
存
在
す
る
こ
と)

、
⑵
収
入
の
安
定
性(

年
度
ご
と
の 

収
入
に
激
変
が
な
く
安
定
し
て
い
る
こ
と)

、
⑶
収
入
の
伸

張

性(

収
入
が
地
方
団 

体
の
発
展
に
応
じ
て
増
加
す
る
こ
と)

、
⑷
収
入
の
伸
縮
性(

地
方
団
体
の
意
志
に 

よ
っ
て
収
入
を
加
減
し
う
る
こ
と
.

)

.、
(5
)
負
担
分
任

性

(

全
住
民
が
広
く
地
方
税
を 

負
担
す
る
こ
と)

、

(6
)
地
方
団
体
の
行
政
ま
た
は
施
設
と
の
関

連

性(

提
供
さ
れ 

る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
受
益
に
応
じ
た
地
方
税
負
担

U

応
益
原
則)

。
さ
ら
に
課
税
方 

式
と
し
て
、
地
方
自
治
の
観
点
か
ら
、
地
方
税
の
税
率
等
の
決
定
に
お
け
る
地

五一
(

九
七
九)



.
方
団
体
の
自
主
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

•
「

長
期
答
申」

に
み
ら
れ
る
地
方
税
の
望
ま
し
い
性
格
は
、

自
治
省
の
報
告 

書
で
举
げ
ら
れ
て
い
る
地
方
税
の
原
則
の
う
ち
、
充
分
性
、
普
遍
性
、
伸
張
性 

の
三
点
で
一
致
し
て
.い
る
こ
と
が
よ
み
と
れ
よ
う
。

「

長
期
答
申」

で
は
、

充 

分
性
、
.普
遍
性
、
伸
張
性
の
三
.原
則
を
満
た
せ
ば
：、
望
ま
し
い
地
方
税
制
の
構 

成
に
と
っ
て
必
要
か
つ
充
分
で
あ
る
と
し
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
か 

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
望
ま
し
い
地
方
税
制
の
た
め
に
、
こ
の
三
原
則
が
必 

要
最
低
限
に
満
た
さ
る
ベ
き
条
件
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
現 

実
に
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
ご
と
く
、
地
方
税
制
に
あ
る
も
の
は
、
充
分
性 

で
は
な
く
不
充
分
性
で
あ
り
、
普
遍
性
で
は
な
く
遍
在
性
で
あ
り
、
伸

張

性

.% 

国
税
に
く
ら
べ
る
と
劣
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
.現
実
の
地
方
税 

制
は
、
こ
れ
ら
の
原
則
に
適
合
し
な
い
が
ゆ
え
に
、
望
ま
し
か
ら
ざ
る
税
制
で 

あ
る
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

吁
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
視
点
を
か
え
て
、
望
ま
し
い
地
方
税
制
を
規
定
す
る 

と
い
わ
れ
る
地
方
税
原
則
そ
の
も
の
に
着
目
し
て
み
よ
う
。
は
た
し
て
も
ろ
も 

ろ
の
地
方
税
原
則
は
、
ど
の
程
度
の
発
言
力
を
現
実
の
地
方
税
の
構
成
に
た
い 

し
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

.
⑵

地
方
税
、
地
方
財
政
と
地
域
社
会
自
治
翁
の
報
告
書
に
み
ら
れ
る
地 

方
税
原
則
で
は
、
は
じ
め
の
充
分
性
と
普
遍
性
、
安
定
性
、
伸
張
性
、
伸
縮
性 

は
い
ず
れ
も
地
方
財
政
当
局
か
ら
み
て
望
ま
し
い
原
則
で
は
あ
る
が
、
住
民
か
，
 

ら
み
て
M
ま
し
い
原
則
と
は
，̂
V
き
れ
な
L
で
あ
ろ
う
こ
れ
は
一

般
.

に

B 

渚
が
財
政
収
入
原
則
と
よ
ば
れ
る
の
に
た
い
し
、
.後
者
が
税
食
担
原
則
と
よ
ば 

れ
、
さ
き
の
货
祖
分
任
制
、
応
益
原
則
が
こ
れ
に
ふ
く
ま
れ
る
こ
と
か
ら
も
明

五
ニ 

(

九
八
〇)

ら
か
で
あ
るV

た
.だ
し
、
I
治
省
の
挙
げ
た
地
方
税
原
則
で
は
、
住
民
か
ら
み 

て
望
.ま
し
い
原
則
と
し
て
税
負
担
の
公
平
原
則
が
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
に 

注
意
せ
ね
ば」

な
ら
な
い
。

-

け
れ
ど
も
、
地
方
税
原
則
一
般
の
発
言
力
に
疑
念
が
も
た
れ
る
と
こ
ろ
.は
、
 

諸
原
則
相
互
間
の
矛
盾
で
あ
る
。
.'.か
り
に
安
定
性
を
重
視
す
る
と
す
れ
ば
、
そ 

れ
に
か
な
.う
地
方
税
は
所
得
弾
力
性
に
乏
し
く
、
し
た
が
っ
.て
成
長
期
に
増
大 

す
る
財
政
需
要
を
満
た
さ
な
い
か
ら
、
伸
張
性
の
原
則
と
矛
盾
せ
ざ
る
を
え
な 

い
で
あ
ろ
う
。
現
行
の
地
方
税
制
は
確
か
に
安
定
性
の
原
則
は
満
た
す
け
れ 

ど
、
伸
張
性
の
原
則
は
満
た
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、す
で
に
み
た
ょ
う
に
、
 

三
十
年
代
.の
高
度
成
長
期
に
お
け
る
地
方
税
収
入
は
、
増
大
す
る
財
政
需
要
に 

追
い
つ
け
ず
、
財
政
運
営
を
困
難
な
ら
し
む
る
筮
要
な
原
因
と
な
っ
た
。
か
り 

に
、
，こ
ん
ご
予
想
さ
れ
る
ょ
う
に
、
経
済
成
長
率
の
鈍
化
が
進
行
す
る
と
す
れ 

ば
、
安
定
性
の
原
則
を
満
た
す
地
方
税
制
は
、

一
転
し
て
低
所
得
階
層
の
税
负 

担
を
過
重
な
ら
し
め
、
租
税
原
則
の
重
要
な一

つ
で
あ
る
公
平
の
原
則
と
あ
ら 

.た
に
矛
盾
す
る
に
い
た
る
で
あ
ろ
う
。

充
分
性
と
普
遍
性
の
原
則
も
、
す
で
に
検
討
’し
た
ご
と
く
、
現
行
地
方
税
制 

が
満
た
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
条
件
で
あ
る
。
地
域
間
の
経
済
力
格
差
に
対
応 

し
て
、住
民
の
税
負
担
格
差
が
い
ち
じ
る
し
く
か
け
は
な
れ
、不
充
分
か
つ
遍
在 

的
な
税
源
に
悩
む
地
方
団
体
が
大
半
を
占
め
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
か
り
に
.向 

主
性
の
原
則
に
も
と
づ
き
、
税
収
不
足
に
悩
む
地
方
団
体
が
自
主
的
意
志
か
ら 

徴
税
強
化
に
の
り
だ
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
当
該
行
政
地
域
内
の
低
所
得
階
層 

の
税
負
担
を
重
く
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
貧
困
団
体
の
住
民
の
地
方
税
負
担
が 

む
し
ろ
過
重
と
な
る
結
果
を
生
み
だ
す
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
例
は
、
後
述
す
る

ご
と
く
、
住
民
税
に
お
け
る
本
文
方
式
と
た
だ
し
書
方
式
と
を
.め
ぐ
る
問
題 

で
、
こ
れ
ま
で
紛
糾
を
重
ね
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

'

地
方
税
原
則
間
の
矛
盾
は
ま
だ
ま
だ
事
例
に
こ
と
欠
か
な
い
。
し
か
し
こ
こ 

で
は
事
例
を
挙
げ
る
こ
と
よ
り
も
、
地
方
税
原
則
そ
れ
泡
体
が
、
す
で
に
現
実 

の
地
方
税
制
の
構
成
に
た
い
し
発
言
力
を
失
な
っ
て
い
る
こ
と
に
む
し
ろ
注
佴 

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
地
方
財
政
の
新
し
い
寧
態
に
対
応
し
て
、
新
し 

い
地
方
税
原
則
を
構
想
す
る
必
要
に
迪
ら
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う

> 
o

力
工
業
化
の
激
し
い
進
行
に
と
も
な
っ
て
、

一
方
で
は
、
地
域
開
発
の
必
要
や 

都
市
問
題
の
解
決
の
た
め
に
広
域
行
政
問
題
が
登
場
し
、
他
方
で
は
、
ナ
シ
ョ 

ナ
ル
.
ミ
ニ
マ
ム
を
維
持
す
る
た
めne

w

 c
e

n
triliz

a
tio

n

と
い
う
形
で
、
中 

央
政
府
の
地
方
公
共
体
に
対
す
る
介
入
が
増
大
す
る
。
こ
の
新
し
い
事
態
に
対 

応
し
て
、
古
典
的
地
方
自
治
の
原
理
を
い
か
に
：#
構
成
し
、
ま
た
そ
れ
を
い
か 

に
地
方
財
政
の
運
営
上
に
反
映
せ
し

め

、

地
域
社
会
の
住
民
の
福
祉
の
増
大
に 

結
合
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
地
方
税
原
則
を
新
た
に
再
構 

成
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
す
く
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
視
点
を
欠
く
こ
と
は
.で 

き
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

一
般
に
、
地
方
税
はS

主
財
源
の
中
心
で
あ
る
か
ら
、
地
方
収
入
に
占
め
る 

そ
の
割
合
が
大
き
い
こ
と
は
、
地
方
自
治
の
観
点
か
ら
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い 

.る
。
小
論
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
地
方
税
の
問
題
を
と
り
あ
げ 

て
き
た
。
け
れ
ど
も
，
す
で
に
み
た
ご
と
く
、
贫
困
団
体
で
は
貧
し
い
経
済
力
V 

の
ゆ
え
に
塯
大
す
る
財
政
需
耍
を
筚
独
で
は
ま
か
な
い
き
れ
な
い
と
す
，れ
ば
、
 

従
来
の
ご
と
く
既
存
の
地
方
税
原
則
を
操
作
し
て
も
そ
の
限
界
は
も
は
や
明
甶

わ
が
国
の
地
方
税
制
⑵

と
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
ん
ご
の
地
方
税
制
を
考
え
る
と
き
、
地
方
公
共
体
の 

行
政
能
率
の
観
点
か
ら
み
た
広
域
化
の
要
請
と
、
住
民
自
治•

団
体
自
治
の
観 

点
か
ら
み
た
小
域
化
の
要
請
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
上
で
、
地
方
財
政
全
体
の
機
構 

の
あ
り
方
が
問
わ
れ
、
そ
れ
の
一
環
と
し
て
新
た
な
地
方
税
制
の
構
想
が
描
か 

れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
 

，

5

地
方
税
制
を
構
成
す
る
租
税

こ
こ
で
は
個
々
の
地
方
税
に
つ
い
て
問
題
点
を
悪
約
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
ま 

で
ど
お
り
狭
義
の
地
方
税
制
を
対
象
と
す
る
か
ら
、
地
方
交
付
税
や
地
方
譲
与 

税
は
除
外
さ
れ
よ
う
。
ま
た
地
方
税
制
を
構
成
す
る
純
粋
七
地
方
税
で
あ
っ
て 

も
、
重
要
度
が
低
い
と
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
は
と
り
あ
げ
な
い
。
さ
ら
に
観 

点
は
異
な
る
が
、
教
育
、
産
業
経
済
、
土
木
、
警
察
を
め
ぐ
る
住
民
の
税
外
负 

担
の
問
題
も
.除
外
さ
れ
よ
う
。
総
じ
て
こ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、
現
行
の
地
方 

税
制
を
構
成
す
る
個
々
の
租
税
を
五
つ
の
課
税
形
態
に
分
類
す
る
こ
と
に
よ 

り
、
す
で
に
述
べ
た
国
税
の
経
済
的
効
果
に
準
ず
る
も
の
と
し
、
、む
し
ろ
地
方 

税
と
し
て
の
特
殊
性
に
焦
点
を
あ
つ
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

⑴

地
方
個
人
所
.得
税——

道
府
県
民
税
、

市
町
村
民
税(

個
人
均
等
割
、
 

所
得
割)

個
人
に
た
い
し
て
道
府
県
お
よ
び
市
町
村
よ
り
課
さ
れ
る
所
得
税 

と
し
て
は
、
個
人
事
業
税
を
除
け
ば
道
府
県
民
税
と
市
町
村
民
税
の
個
人
均
等 

割
と
所
得
割
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
住
民
税
と
は
、
道
府
県
民
税
と
市
町
村
民
税 

と
を
あ
わ
せ
.た
呼
称
で
あ
る
.が
、
個
人
の
み
な
ら
ず
法
人
も
ふ
く
む
の
が
通
例 

で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
は
、
個
人
課
税
と
し
て
の
住
民
税
を
ま
ず
と
ヶ
あ 

げ
、
ま
た
こ
，れ
を
地
方
個
人
所
得
税
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

.五

三

宄
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33, 475 
3,116 

28,508 
326 

1,258

13, 763 100 66, 683 100

納税人員 百分比 税 額 百分比
区 .分

第一課税方式 

第二課税方式本文 

第二課税方式ただし書 

第三課税方式本文 

第三課税方式ただし書 

不均一課税

市町村数 百分比

491
%
14

68 2
2, 810 80

11 0
141 4

5 0
3, 526 100

表 1 2 市町村民税の所得割課税方式;に関する採用状況

(昭和35年 7 月 1 日現在)
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資料） 税制調崙会「当面の税制改正に関する答中」昭和35年 一 一

注） 不均一課税市町村とは，同一市町村のなかでも地域別に興なった方式を採用している 

. 市，村である。それゆえ，不均一課税市町村における納税人員数および税額は，採州 

課税方式地域別に，それぞれ納税人員数および税額を区分して計上してある

第
二
課
税
方
式 

た
だ
し
書
き
を 

採
历
し
、
つ
い 

で
第
一
課
税
方 

式
が
一
四
％
の 

市
町
村
で
採
用 

さ
れ
て
い
る
。
 

と
こ
ろ
が
納
税 

者
数
と
税
額
を 

み
る
と
、
第
一 

課
税
方
式
で
は 

と
も
に
第
二
課 

税
方
式
た
だ
し 

書
き
を
上
回
っ 

て
お
り
、
全
体

の
ぅ
ち
こ
の
ニ 

方
式
で
課
せ
ら 

れ
る
納
税
者
数 

と
税
額
は
九
三 

%
を
占
め
て
い 

る
。
こ
の
表
か 

ら
推
測
で
き
る 

こ
と
は
、
基
礎

住
民
税
を
個
人
所
得
税
と
し
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
消
費
税
に
く
ら
べ
所
得
，に•  

.た
い
し
直
接
に
課
さ
れ
る
か
ら
、
負
担
を
意
図
し
た
ひ
と
び
と
に
確
実
に
帰
着 

せ
し
め
う
る
し
、
ま
た
控
除
と
差
別
税
率
と
に
よ
り
税
負
担
配
分
に
公
平
を
期 

す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
、
し
か
し
わ
が
国
の
地
方
個
人
所
得
税
、
と 

り
わ
け
市
町
村
民
税
の
問
題
点
は
、
こ
れ
ま
で
税
負
担
の
不
均
衡
を
め
ぐ
る
も 

の
で
あ
っ
た
。

税
負
担
の
不
均
衡
.は
、
地
域
間
、
個
人
業
種
間
、
所
得
階
層
間 

等
で
生
み
だ
さ
れ
て
い
た
が
、
と
く
に
近
年
ま
で
は
地
域
間(

市
町
村
間)

で 

の
税
負
担
格
差
の
是
正
に
つ
い
て
論
議
が
集
中
し
て
い
た
。

.問
題
は
、
市
町
村
民
税
所
得
割
の
税
負
担
が
市
町
村
に
よ
っ
て
.

異
な
り
、
，農 

山
漁
村
等
の
財
政
力
の
弱
い
市
町
村
で
は
住
民
の
税
負
担
が
重
く
、
六
大
都
市 

は
じ
め
富
裕
市
町
村
で
は
税
負
担
が
相
対
的
に
'軽
く
な
る
と
い
.う
と
こ
.ろ
に

あ 

る
。
そ
の
主
た
る
原
因
は
、
市
町
村
の
自
主
性
を
尊
重
し
て
複
数
の
課
税
方
式 

か
ら
一
つ
を
選
択
に
委
ね
た
制
度
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

昭
和
二
十
六
年
以
来
と
ら
れ
た
市
町
村
民
税
の
所
得
割
課
税
方
式
に
は
、

つ

、 

ぎ
の
五
つ
の
.

方
式
が
あ
っ
た
。

⑴
第
一
課
税
方
式(

所
得
税
額
を
課
税
標
準
と 

す
る)

。
⑵
第
二
課
税
方
式
本
文(

所
得
税
の
課
税
総
所
得
金
額
、
課
税
退
職
所
得 

金
額
お
よ
び
課
税
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
を
課
税
標
準
と
す
る)

。
⑶
第
二
課
税 

方
式
た
だ

し

書

き(

総
所
得
金
額
か
ら
迤
礎
控
除
額
を
控
除
し
た
金

額

を

課

税

標
 

準
と
す
る)

。
(4

第
三
課
税
方
式
本
文(

第
二
課
税
方
式
本
文
か
ら
所
得
税
額
を
控 

除
し
た
金
額
を
課
税
標
準
と
す
る)

。
(5
)

第
三
課
税
方
式
た
だ
し
書

(

第

一

j

課
税
方 

式
た
だ
し
書
き
の
課
税
標
準
か
ら
所
得
税
額
を
控
除
し
た
金
額
を
課
耽
標
準
と
す 

る)

。
こ
れ
ら
の
課
税
方
式
が
、

各
市
町
村
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
採
用
さ
れ 

た
か
と
い
う
実
敏
は
、

表
12

に
み
る
と
ぉ
り
で
ぁ
_.

る
*

市
吖
村
の
.

八
3

%

太

控
除
だ
け
を
認
め
る
、
し
た
が
っ
て
、
低
額
所
得
層
に
比
較
的
重
課
さ
れ
る
第 

ニ
課
税
方
式
た
だ
し
書
き
が
貧
困
市
町
村
で
圧
倒
的
に
採
用
さ
れ
、
食
担
の
軽 

い
第
一
課
税
方
式
が
富
裕
囲
体
に
多
く
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

五
つ
の
課
税
方
式
の
選
択
制
度
は
、
三
十
ニ
年
十
二
月
の
税
制
調
査
会
答
中 

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

つ
ぎ
の
二
つ
の
欠
陥
を
生
み
だ
し
て
い
る
。T

課
税
方
. 

式
の
興
な
る
市
町
村
相
互
間
に
お
い
て
、
同
一
程
度
の
所
得
者
で
あ
り
な
が 

ら

そ

の

^
担
に
著
し
い
不
均
衡
を
生
ず
る
と
い
う
欠
陥
が
あ
り
、
し
か
も
、
 

現
状
は
経
済
的
に
発
達
し
た
都
市
部
の
住
民
の
負
担
が
比
較
的
に
軽
く
、
反 

而
、
後
進
地
た
る
農
山
漁
村
の
住
.民
の
负
担
が
相
対
的
に
重
く
な
っ
て
い
る
傾 

向
に
あ
る
こ
と…

…

。
他
方
、
現
行
の
課
税
方
式
が
、
前
述
の
よ
う
に
所
得
税 

の
課
税
を
そ
の
蓝
礎
と
す
る
方
式
を
と
っ
て
い
る
た
め
、
所
得
税
の
改
正
、：̂
自 

動
的
に
所
得
割
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
実
情
に
あ
る
こ
と」

、

つ
ま
り
、

市 

町
村
間
の
賢
担
の
不
均
衡
と
い
う
欠
略
と
所
得
税
減
税
に
よ
る
市
町
村
の
自 

主
性
の
侵
害
と
い
う
欠
腧
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
住
民
側
か
ら
は
不
均
衡
是
T 

の
た
め
の
課
税
方
式
統
一
と
い
う
要
望
が
だ
さ
れ
、
市
町
村
当
局
か
ら
は
所
得 

税
改
正
に
と
も
な
う
影
響
を
遮
断
し
街
主
性
を
強
化
し
た
い
と
い
う
翦
望
が
だ 

さ
れ
た
。
し
か
し
、
両
者
の
要
望
は
と
も
に
課
税
方
式
の
改
正
を
求
め
る
も
の 

で
あ
る
が
、
住
民
側
は
税
食
担
の
軽
い
第一

課
税
方
式
べ
の
？

を
望
む
も
の 

で

あ

力

、

市

町

村

当

局

は

，
：

2

主
性
の
強
化
、
そ
し
て
充
分
な
税
収
確
保
の
た
め 

に
国
税
で
あ
る
所
得
税
と
の
絶
縁
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
达 

ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
欠
陥
を
是
正
す
る
た
め
、
昭
和
三
十
七
年
度
か
ら
は
、
所
得
税
の 

総
所
得
金
額
等
か
ら
諸
控
除
を
差
し
引
い
た
金
額
を
課
税
標
準
と
す

る

「

本
文

わ
が
固
の
地
方
税
制
⑵

方
.式」

と
、
基
礎
控
除
の
み
を
差
し
引
い
た
金
額
を
課
税
標
準
と
す
る「

た
だ 

し
書
方
式」

の
二
本
建
て
が
実
施
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
市

 ̂

村
当
局
の
自
主
性
を
尊
重
し
課
税
の
伸
縮
性
と
負
担
分
任
性
は
確
保
し
え
た
と 

し
て
も
市
町
村
間
の
税
負
担
の
不
均
衡
は
依
然
と
し
て
残
さ
れ
た
こ
と
に
強 

い
批
判
が
集
中
し
て
い
た
こ
•と
は
注
目
に
値
い
し
よ
う
。
な
ぜ」
尤
ら
、
韦

.3
か 

ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
従
前
の
五
つ
の
課
税
方
式
の
う
ち
第
一
課
税
方
式
を
採 

用
し
て
い
た
い
わ
ゆ
る
富
裕
市
町
村
は「

本
文
方
式
«_
を
採
用
し
、
第
二
課

税
 

方
式
を
採
用
し
て
い
た
^
;
困
市
町
村
は
.r

た
だ
し
書
方
式」

に
移
行
し
た
か
ら 

で
あ
る
。
ま
た
同
じ
表
に
み
ら
れ
る
準
拠
税
率
と
は
、

一
五
万
円
以
下
の
ニ
％ 

か
ら
五
、
〇
〇
〇
万
円
以
上
の
一
四
％
に
い
た
る
一
三
段
階
の
超
過
累
進
税
率 

と
し
て
、

そ
の
決
定
は
市
町
村
条
令
に
権
限
が
委
譲
さ
れ
て
い
る
税
率
で
あ 

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
上
回
る
高
い
税
率
を
適
用
す
る
市
町
村
が
、
と
く 

に

「

た
だ
し
書
方
式」

.を
採
用
す
る
市
町
村
で
、
多
け
れ
ば
そ
れ
だ
け「

本
文 

方
式」

の
市
町
村
と
の
税
僉
担
格
差
は
開
く
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ
の
表
に
あ 

ら
わ
れ
て
い
な
い
税
額
控
除
の
適
用
方
式
も
、
税
負
担
格
差
の
拡
大
に
働
い
た 

こ
と
も
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
結
果
、

「

た
だ
し
書
方
式」

採
用
の
市
町 

村
で
は
、

「

本
文
方
式」

の
そ
れ
に
く
ら
べ
七
倍
も
の
税
負
担
と
な
る
に

、：
こ 

.っ
た
と
い
う
極
端
な
ヶ
ー
ス
す
ら
生
れ
た
の
で
あ
る
。

.そ
の
た
め
、.
昭
和
三
十
九
年
と
四
十
年
の
ニ
年
間
で「

た
だ
し
書
方
式」

を 

廃
止
し
、
'「

本
文
方
式」

一
本
に
.統
一
す
る
と
と
も
に
、

四
十
年
か
ら
は
準
拠 

税
率
に
か
え
て
標
準
税
率
が
採
用
さ
れ
、
制
限
税
率
も 

一

•
，
五

倍

と

す

る

と

い
 

う
是
正
措
置
が
と
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
四
十
年
以
後
は
市
町 

村
民
税
所
得
割
の
税
負
担
'に
つ
い
て
は
、
.
市

町

村

間

の

税

負

担

の

格

差

と

い

う

五

五(

九
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表 1 3 市町村R税所得割の課税方式および税率の採用状況

(昭和36年および37年)

区 分 昭和 3 6 年 昭和 3 7 年

本 文 方 式  

たたし書方式

市町村数 （八） 551 629
準拠税率をこえている市町村数（B ) 119 98
比 率 （B )/(A ) • % 21.6 15.6
市町村数. .（八） 2, 916 2,828
準拠税率をこえている市町村数（B ) 1,738 1,496,
比 率 （B )/(A ) % 59.6 52.9

計

市町村数 （a ) 3,467 3, 457
準拠税率をこえている市町村数（B ) 1,857 1,594
比 率 （b ) / ( a )  % 53.6 | 46.4

(資料） = „ | 和「昭 | 38年度の税制改正に関する臨時答申及びその審讓の内容と経過 

(注） 両年度とも7 月 1 日現在の採用状況である。
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問
題
は
解
消
し
た
と
い
‘

っ
そ
よ
い
。

け
れ
ど
も
、
地
方
個
人
所
得
税
の
問
題
点
が
こ
れ
で
す
ベ
て
解
消
さ
れ
た
わ 

け
で
は
な
い
。
そ
の
第
一
は
、
地
方
個
人
所
得
税
の
課
税
最
低
限
が
国
税
で
あ 

る
所
得
税
に
く
ら
べ
低
す
ぎ
る
が
ら
、
低
所
得
階
層
の
地
方
個
人
所
辱
税
の
負 

担
が
..mす
ぎ
る
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
給
与
所
得
者
#
;
a
lf
'1帯

こ 

.つ
い
て
み
る
と
、
，
四
十
年
度
で
所
得
税
の
課
税
最
低
限
が
五
四
四
、
ニ
五
九
2: 

で
あ
る
の
に
対
し
、
市
町
村
民
税
で
は
三
四
七
、

一
八
五
円

(

道
府
県
民
税
で 

は
三
七
八
、
七
四
八
.円)

と
な
り
か
な
り
の
格
差
が
生
じ
て
い
る
。

こ
の
よ
う 

な
課
税
最
低
限
の
格
差
は
、
所
得
税
に
お
い
て
は
所
得
控
除
の
引
上
げ
等
に
よ 

る
軽
減
措
置
が
各
年
と
ら
.れ
て
い
.た
が
、
地
方
所
得
税
で
は
地
方
税
独
段
の
立 

場
か
ら
三
十
六
年
以
来
据
え
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
事
情
か
ら
生
れ
た
も
の
で 

あ
る
。
所
得
税
と
.の
比
較
で
い
え
ば
、.
地
方
所
得
税
に
は
一
方
で
は
均
等
割
と 

い
う
強
度
に
逆
進
的
な
措
置
が
残
さ
れ
、
他
方
で
は
道
府
県
民
税
の
軽
度
の
ニ 

段
階
税
率
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
現
状
も
問
題
と
な
ろ
う
。

地
方
個
人
所
得
税
の
税
負
担
配
分
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
課
題
は
、

こ
ん
ご
も
地
方
税
制
の
構
成
に
当
っ
て
重
耍
な
論
点
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る 

で
あ
ろ
う
そ
の
際
、
地
方
自
治
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
個
々
のc

：

治
体
活
動 

の
領
域
と
効
果
、
し
た
が
っ
て
経
！s ：

面
と
の
つ
き
合
せ
を
必
驳
と
す
る
こ
と
は 

こ
れ
ま
で
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

し
か
し
、

「

本
文
方
式」

に
統
一
さ
れ 

た
経
緯
、
.お
よ
び
地
方
交
付
税
交
付
金
制
度
等
の
存
在
理
由
を
考
え
あ
わ
せ
る 

な
ら
ば
、
こ
ん
ご
も
一
方
で
は
住
民
の
税
負
担
の
軽
減
、他
方
で
は
地
方
団
体
の 

自
主
性
を
尊
重
し
た
財
源
強
化
の
努
力
が
続
け
ら
れ
る
も
の
と
期
待
し
た
い
。
 

.
⑵

地
方
法
人
所
得
税—

事
業
税
：
地
方
法
人
所
得
税
と
し
て
は
、

事
^

税
、
道
府
県
民
税
•
市
町
村
民
税(

法
人
等
均
等
割
、
所
得
割)

が
あ
る
が
、
こ 

こ
で
は
事
業
税
、
そ
れ
も
法
人
企
業
に
課
せ
ら
れ
る
も
の
に
限
定
し
よ
う
。
ま 

た
地
方
法
人
所
得
税
と
し
て
辦
業
税
を
と
り
あ
げ
る
と
し
て
も
、
例
外
と
し
て 

課
税
標
準
に
収
入
金
額
が
採
用
さ
れ
て
い
る
策
気
•
ガ
ス
供
給
業
、
生
保
•
損 

保
辦
業
に
対
す
る
事
業
課
税
は
、
所
得
税
と
は
呼
べ
な
い
こ
と
に
留
意
せ
ね
ば 

な
ら
な
い
‘

事
業
税
は
道
府
県
税
で
最
大
の
税
収
を
も
た
ら
し
、
ま
た
伸
張
性
の
高
い
地 

方
税
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
と
り
わ
け
法
人
の
負
担 

分
が
近
年
で
は
九
割
を
占
め
、
道
府
県
団
体
よ
り
み
れ
ば
、
地
方
法
人
所
得
税 

と
し
て
の
事
業
税
の
あ
り
方
は
、
道
府
県
税
制
の
最
も
重
耍
な
課
題
で
あ
る
と 

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
と
く
に
事
業
税
に
お
い
て
は
、「

事
業
は
、
道
路
、
 

港
湾
、
教
育
，
衛
生
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の
道
府
県
の
施
設
を
利
用
し
て
収
益
活 

動
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
施
設
に
必
要
な
経
費
を
分
担
せ
し 

め
る
も
の
と
し
て
道
府
県
に
辦
業
税
の
課
税
権
を
賦
与
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
の 

で
あ
る
。
事
業
税
は
、
祺
業
と
い
う
収
益
活
動
を
.行
な
っ
て
い
る
事
実
に
着e

 

し
て
、
そ
こ
に
担
税
力
を
見
出
し
て
課
税
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
卞 

来
所
得
課
税
の
補
完
税
た
る
性
格
を
も
つ
べ
き
も
の」

と
ー
.般
に
み
な
さ
\ 

て
い
る
*
事
業
税
の
性
格
が
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
地
方
税
制
全
般

の
構
成
に
と
っ
て
.茁
要
な
問
題
点
が
象
徴
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
み
て
よ

> 
0

I
V問

題
点
の
第
一
は
、
事
業
は
道
府
県
の
提
供
す
る
施
設
な
り
サ
ー
ビ
ス
を
可 

用
し
て
収
益
活
動
を
お
こ
な
い
、
こ
の
応
益
関
係
に
立
脚
し
て
事
業
税
の
課
税 

の
根
拠
を
み
い
だ
す
と
い
う
応
益
原
則
適
州
の
意
味
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う

わ
が
国
の
地
方
税
制
⑵

.に
、
地
方
税
制
の
構
成
に
.あ
た
っ
て
、
地
方
公
共
体
は
そ
の
事
業
施
設
の
充
実 

を
つ
う
じ
て
地
方
の
発
展
を
図
り
住
民
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
R
的
と
す 

る
団
体
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
行
政
に
要
す
る
経
費
は
、
こ
れ
に
よ
り
利
益
を
う 

け
る
も
の
が
受
益
の
程
度
に
し
た
が
.っ
て
負
担
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
応 

益
原
則
の
適
用
が
強
調
さ
れ
、
と
く
に
事
業
税
に
お
い
て
そ
の
傾
向
が
い
ち
じ 

る
し
い
。
し
か
し
留
意
す
べ
き
は
、
事
業
税
の
課
税
標
準
お
よ
び
実
効
税
率
の 

選
択
に
あ
た
っ
て
、
現
状
は
応
益
原
則
が
徹
底
し
て
貫
ぬ
か
れ
て
い
る
と
は
決 

し
て
い
え
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
か
り
に
厳
密
な
意
味
で
の
応
益
原
則
の
適 

用
を
図
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
費

用•

便
益
分
析
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ 

り
各
企
業
の
事
業
税
負
担
の
適
切
な
配
分
が
考
■
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ 

う
。
.ま
た
費
用•

便
益
分
析
の
徹
底
し
た
利
用
は
、
.地
方
経
费
の
合
理
的
配
分 

の
決
定
に
あ
た
っ
て
も
有
用
で
あ
る
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な 

い
。
い
わ
ば
琪
業
税
構
成
の
決
定
に
あ
た
っ
て
、
費

用

•
便
益
分
析
の
適
屯
と 

い
う
要
請
は
、P

P
B

S

 

(p
la

n
n
in

g

 P
ro

g
ram

m
ing

 w
udg

eting  s
y
s
te

m
)

方
t 

の
徹
底
し
た
適
用
と
し
う
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
あ 

ら
た
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
事
業
税
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
地
方
財
政
全 

般
に
つ
い
て
、
応
益
関
係
の
徹
底
し
た
追
求
と
そ
の
上
に
立
っ
て
の
税
負
担
配 

分
の
決
定
が
こ
れ
ま
.で
試
み
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で 

は
、

「

応
益
原
則」

に
立
脚
し
た
事
業
税
負
担
の
配
分
と
い
う
要
請
は
根
抵
か 

ら
再
吟
味
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

第
二
の
問
題
点
は
、
か
り
に
応
益
原
則
が
妥
当
す
る
と
し
て
も
、
事
業
税
の 

課
税
標
準
に「

所
得」

を
選
ぶ
こ
と
が
果
し
て
適
切
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
 

法
人
企
業
の
所
得
に
た
い
し
て
は
国
税
と
し
て
法
人
税
、
地
方
税
と
し
て
事
業

, 

五

七

(

九
八
五)



税
お
よ
び
住
民
税
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
事
業
税
の
課
税
標
準
で
あ
る
所
得
が 

原
則
と
し
て
国
税
で
決
定
さ
れ
た
定
義
に
よ
る
た
め
、
法
人
税
の
算
定
に
誤
り 

が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
住
民
税
に
も
事
業
税
に
も
波
及
す
る
と
い
う
欠
陥
を
も
た 

ら
す
で
あ
ろ
う
。
ま
た
安
定
性
の
原
則
と
い
う
観
点
を
と
る
と
す
れ
ば
、
法
人 

.合
業
の
'所
得
は
.|
3.ヵ
貧
変
0
に
よ
る
影
1-
を
大
き
く
う
け
る
た
め
、.
景
気
後
1
切
丨 

に
は
事
業
税
収
入
は
激
減
す
.る

と
い
う
難
点
を
ま
ぬ
か
れ
る
こ
と
は

で
き
な 

V

い
わ
ば
安
定
性
の
原
則
か
ら
み
て
も
、
事
業
税
の
課
税
標
準
に
所
得
を
'1
.

ぶ
根
拠
は
鴻
弱
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
も
事
業
税
額
は
、
国
税
の
法
人
税
額
の
所
得
計
算
に
あ
た
つ
て
損
金
に 

算
入
さ
れ
て
い
る
た
め
、

一
般
に
事
業
税
負
担
は
企
業
の
価
格
形
成
の
段
階
に 

お
い
て
転
嫁
さ
れ
企
業
の
负
担
に
は
な
ら
な
い
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
は
た
し 

て
事
業
税
货
担
が
ど
の
程
度
ま
で
転
嫁
さ
れ
て
い
る
か
は
厳
密
な
論
証
を
必 

耍
と
す
る
が
、
か
り
に
全
額
転
嫁
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
さ
き
.の
応
益
原
則 

に
も
と
づ
く
所
得
課
税
と
し
て
の
_
業
税
の
意
義
は
ほ
と
ん
ど
見
失
わ
れ
る
と 

い
つ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

.

.

こ
れ
ま
で
.の
.事
業
税
の
あ
り
方
に
は
、
.こ
の
ほ
か
種
々
の
批
判
が
加
え
ら
れ 

て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
シ
ャ
ゥ
プ
勧
告
で
実
施
が
求
め
ら
れ
た
ま
ま
姿
を
消
し 

た
利
加
肺
沉
税
の
復
活
が
、
琪
業
税
に
と
つ
て
代
る
も
の
と
し
て
論
議
の
対
象 

と
さ
れ
る
こ
と
も
理
ri
l
な
し
と
し
な
い
。
も
と
よ
り
付
加
価
値
税
そ
れ
自
体
に 

も
欠
脑
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
.。
業
種
の
興
な
る
企
業
に
い
か
な
る
も
の
を
付 

加
価
値
と
み
な
す
べ
き
か
、
非
営
業
収
支
を
除
外
し
た
控
除
法
を
と
る
べ
き
か 

ま
た
は
利
潤
•
支
払
利
子
.
货
貸
料
•
給
与
の
合
計
と
し
て
の
加
算
法
を
と
る 

へ
き
か
.
さ
ら
に
赤
字
企
業
に
も
課
税
さ
れ
る
と
な
れ
ば
ど
の
ょ
ぅ
な
下
均
課

.
五

八
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税
方
式
を
と
る
べ
き
か
等
々
、
付
加
価
値
税
が
事
業
税
の
座
を
占
め
る
に
い
た 

る
ま
で
負
担
調
整
に
あ
た
っ
て
未
解
決
の
課
題
が
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
課
題
を
.と
り
あ
げ
る
よ
り
も
、

一
般
に
見
'1
さ
れ
て
い 

る
と
思
わ
れ
る
課
題
を
：ニ
点
追
加
し
て
お
き
た
い
、

一
つ
は
、
事
業
税
に
せ
よ 

#•
か
仙
値
税
に
せ
よ
、
企
業
に
た
い
し
て
課
税
さ
れ
る
租
税
で
.あ
る
以
上
、
国 

税
で
あ
る
法
人
税
、
地
方
税
で
あ
る
住
民
税
と
と
も
に
企
業
課
税
全
体
と
し
て 

企
業
税
負
担
の
配
分
を
考
虛
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
課
税
5 

経
済
的
効
果
を
統
一
.的
に
と
ら
え
よ
.う
と
す
る
立
-#
に
.
.た
て
，太
、
こ
の
說
点
ょ 

容
易
に
是
認
さ
れ
よ
う
。
ま
た
こ
の
立
場
に
た
つ
と
、
つ
ぎ
に
、
E

E
C
六
力 

国
が
一
九
七
〇
年
を
目
標
>
す
る
共
.通
付
加
価
値
税
方
式
へ
の
統
一
と
い
う
狙 

い
も
理
解
に
難
く
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
わ
が
国
と
異
な
り
、
国
税
と
し
て 

付
加
価
値
税
の
.採
用
を
図
る
E 
E
C
の
狙
い
は
、
負
担
配
分
の
技
術
的
問
題
を 

克
服
し
.た
う
え
で
、
む
し
ろ
£
£0
>
経
済
発
展
の
た
め
統
|
に
踏
み
き
っ
た
と 

み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
地
方
税
で
あ
れ
国
税
で
あ
れ
、
 

付
加
価
蟹
を
長
期
的
か
つ
国
際
的
レ
ベ
ル
で
再
吟
味
す
べ
き
段
階
に
き
て
い 

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑶

地
方
資
産
税
丨
固
定
資
産
税
地
方
.税
制
の
な
か
で
、
地
方
資
産
税
と 

し
て
固
定
資
産
税
が
果
す
役
割
は
大
き
い
。
市
町
村
税
の
な
か
に
占
め
る
比
率 

は
ニ
五
年
の
四
六
％
か
ら
四
一
一
年
の
三
六
％
に
低
下
し
て
い
る
け
れ
ど
、
固
定 

資
産
税
は
住
民
税
と
な
ら
ん
で
市
町
村
税
の
生
柱
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
変
り 

は
な
い
。
そ
の
う
え
固
定
資
産
税
は
、
国
税
、
地
方
税
を
つ
う
ず
る
資
産
課
税 

の
な
か
で
も
、
他
の
税
0
に
く
ら
べ
は
る
か
に
大
き
な
税
収
を
も
た
ら
し
て
、，

る
点
で
も
注E
さ
る
べ
き
租
税
で
あ
る
*

表 1 4 固定資産税の大都市，都市，町村別の収入描成 

(昭和38年 5 月末日现在）

 _______  (単位千円 )

大 都 市 都 市 町 村 全 国 計

税 額
比率

% 税 額 比率
% 税 額

比率
% 税 額 比率

固定資産税 A 59,344, 006 100 93, 009, 759 100 47,167, 744 100 199, 521,509 100
土 地 13, 851,791 23 23, 957, 320 26 18, 925, 333 40 56,734, 444 28
家 屋 29, 481,508 50 39, 603,662 42 15,163,179 32 84. 253, 349 42
. 彼 却 資 産

市町村普通税 
総 額 B

19,010,707 

169,005, 304

27 29,443, 777 

241, 240, 457

32 13,079, 232 

109,462,390

28 58, 533, 716 

519, 708,151

30

A/B ( %) 35 30 43 38

固定資産税の3 
地域別比率 29 47 100

(資料） t丨治番税務局「地方税制の現状とその運営の突態」昭和39年より作成

五
.九

(

九
八
七)

1

般
に
、
わ
が
国
固
定
資
産
税
の
意
義
と
し
て
つ
ぎ
の
特
質
が
あ
げ
ら
れ
て 

い
る
。
⑴
固
定
資
産
税
は
土
地
、
家
屋
お
よ
び
事
業
用
償
却
資
産
に
た
い
し
て 

課
せ
ら
れ
、
資
産
税
の
性
格
を
も
つ
物
税
で
あ
り
、
課
税
標
準
は
資
産
の
賃
貸 

料
ま
た
は
賃
贷
価
格
等
で
は
な
く
、
資
産
の
価
格(

適
正
な
時
価)

と
さ
れ
て
い 

る
。
ま
た
課
税
は
台
帳
課
税
主
義
に
も
と
づ
き
、
登
録
さ
れ
た
資
産
の
所
有
者 

に
た
い
し
、
，登
録
さ
れ
た
価
格
に
も
と
づ
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
⑵
固
定
資
産 

税
は
全
市
町
村
に
と
っ
て
普
遍
的
か
つ
安
定
的
財
源
で
あ

り

、

ま
た
応
益
原
則 

に
か
な
っ
た
租
税
で
あ
る
。
⑶
固
定
資
産
税
は
、
償
却
資
産
の
過
大
評
価
防
止 

の
た
め
の
自
動
的
制
限
の
機
能
を
も
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
た
業
$
法
人
税 

ま
た
は
所
得
税
の
課
税
所
得
を
減
少
さ
せ
る
た
め
、
償
却
資
產
を
過
大
評
而
し 

減
仙
償
却
額
を
増
大
し
よ
ぅ
と
す
れ
ば
、
他
方
で
は
償
却
資
産
の
価
格
を
課
税 

標
準
と
す
る
固
定
資
産
税
の
負
担
が
大
と
な
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
固
定
資 

産
税
は
国
税•

地
方
税
の
速
結
環
と
し
て
の
機
能
を
も
つ
。

固
定
資
産
税
の
特
質
を
こ
の
三
点
に
要
約
で
き
る
な
ら
ば
、
問
題
点
も
ま
た 

こ
れ
ら
を
め
ぐ
っ
て
坐
ず
る
と
み
て
よ
い
。
辦
実
、
固
定
資
産
税
.の
当
面
す
る 

最
大
の
問
題
点
は
賢
担

S

整
-
と
く
に
第
一
S

5

問
題
2

る

と

い

、 

わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
第
二
の
普
遍
性
、
安
矩
性
、
応
益
性
と
い
っ
た
原
則 

に
つ
い
て
も
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
普
遍
性
に
.つ
い
て
は
、
固
定 

資
産
税
が
他
の
地
方
税
に
く
ら
べ
地
域
的
偏
在
度
が
す
く
な
い
と
は
い
え
、
表 

14

に
み
る
ご
と
く
、
人
口
六
四
％
の
大
都
市
お
よ
び
都
市
に
税
収
の
七
六
％
が 

集
叶
し
て
お
り
、
し
か
も
市
町
村
税
に
占
め
る
比
茁
で
は
町
村
は
四
三
％
と
最 

高
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
必
し
も
税
収
の
齊
遍
性
が
納
得
で
き
る
も
の
で
は 

な
い
。
し
か
も
、
市
町
村
の
固
定
資
産
税
収
入
の
状
況
を
個
別
的
に
み
る
と
、

'

わ
が
国
の
地
方
税
制
⑵



工
場
•
発
電
所
そ
の
他
の
事
業
所
の
償
却
資
産
は
極
度
に
偏
在
し
、
し
た
が
っ 

て
：ま
た
税
収
の
い
ち
じ
る
し
い
格
差
を
生
み
だ
し
て
い
る
。

こ
れ
に
た
い
し
て 

は
、
'人
口
の
す
く
な
い
市
町
村
に
大
規
模
償
却
資
産
が
偏
在
す
れ
ば
、
そ
れ
だ 

け
近
隣
市
€
*
村
と
の
税
負
担
格
差
が
拡
大
す
る
た
め
、

「

大
規
模
廣
却
資
産
に 

た
い
す
る
課
麗
準
の
特
例」

と
し
て
、
市
町
村
の
人
口
に
応
じ
て
課
税
額
を
. 

制
限
し
、

一

定
額
を
こ
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
当
該
道
府
県
が
課
税
権
を
も
つ 

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、.
こ
の
よ
ぅ
な
特
例
が
あ
る
こ
と
自
^
;
が
普 

遍
性
の
存
在
を
疑
わ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
応
益
性
そ
れ
自
体
に
つ
い
て 

も
嵇
々
の
疑
念
を
さ
し
は
さ
む
余
地
を
残
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に 

観
点
は
異
な
る
が
、
安
定
性
の
原
則
そ
れ
自
体
も
地
方
税
原
則
と
し
て
容
認
し 

が
た
い
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
ご
と
く
で
あ
る
。

第
三
の
®
動
的
制
限
の
機
能
は
、
第
一
の
評
価
の
問
題
を
つ
ぅ
じ
て
税
負
担 

調
整
の
問
題
と
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
二
十
五
年
に
シ
ャ
ゥ
プ
嘲
t
n
こ
も
：
 

と
づ
き
設
け
ら
れ
た
固
定
資
饔
は
、
従
来
の
地
租
•
家
屋
税
と
異
な
り
、
憤 

却
資
産
も
課
税
対
象
と
さ
れ
、

課
税
標
準
も
賃
貸(

収
益)

価
格
で
尤
な
く
讨 

産

(

資
本)

価
格
と
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
息
的
制
限
機
能
の
誕
生
は
、
実 

は
こ
の
課
税
対
象
と
標
準
の
変
更
と
密
接
に
.

び
つ
い
て
い
た
。

シ
ャ
ゥ
プo
 

^
想
に
よ
る
固
定
資
産
税
の
由
動
的
制
限
機
能
は
、
固
定
資
産
の
強
制
..

|

律
两 

ilr:_=  

W
に
よ
る
減
做
償
对
费
の
増
大
が
法
人
税
ま
た
は
所
得
税
の
減
税
に
結
び
つ 

き
、

ま
た
取
得
固
定
資
産
Q
_

に
よ
り
付
加
価
値
税
の
減
税
を
も
た
ら
す
と 

は
い
え
、

固
定
資
産
価
額
の
増
大
に
よ
る
固
定
資
産
税
の
増
税
に
み
ち
び
.か
れ 

る
と
こ
ろ
に
.あ
っ
た
。
そ
の
点
、
シ
ャ
ゥ
プ
簾
に
よ
る
税
体
系
の
統
一
性
は 

高
く
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
つ
た
。
し
か
し
そ
S

Q

税
制
改
正
で
は
、
固
定
.資

六
〇

(

九
八
八)

• 

産
の
再
評
価
は
任
意
制
と
な
り
、
付
加
価
値
税
も
既
述
の
ご
と
く
廃
止
と
な 

り
、
税
体
系
の
統
一
性
が
見
失
わ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
と
り
わ
け
様
々
な
孩
で 

の
企
業
合
理
化
な
I

し
誘
致
の
た
め
の
傲
却
資
産
に
た
い
す
る
優
遇
措
置
は
、
 

固
定
資
産
税
の
増
税
効
果
を
弱
め
、
し
た
が
っ
て
そ
の
自
動
的
制
限
機
能
も
こ 

れ
ま
で
強
力
に
働
い
て
い
た
と
は
い
い
が
た
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

従
来
固
定
資
産
税
の
問
題
点
と
し
て
は
、
各

資

産(

土
地

•

家
屋

•

俊
却 

資
産)

間
お
よ
び
市
町
村
間
の
評
価
の
不
均
衡
が
強
調
さ
れ
、

こ
の
た
め
三
十 

九
年
か
ら
評
価
方
法
の
統
一
と
土
地
の
評
価
方
法
の
改
訂
が
実
施
さ
れ
る
よ
う 

に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
土
地
に
つ
い
て
は
大
幅
な
評
価
額
の
引
き
上
げ
が
お 

こ
な
わ
れ
、
現
実
の
売
賀
価
格
に1

歩
近
づ
い
た
観
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
改 

訂
は
税
負
担
の
激
増
に
直
結
す
る
た
め
、
実
際
に
は
負
担
緩
和
の
た
め
の
経
過 

措
匱
が
と
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
改
訂
は
、
宅
地
を
中
心
と
す
る
土
地
価
格
の 

一
速
の
騰
貴
に
も
と
づ
く
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
こ
れ
ら
の
措
置
が
固
定
資
産
評
価
の
不
均
衡
を
根
本
的
に
解
決 

し
た
と
は
至
底
t 

Lが
た
‘い

。

税

負

担

緩

和

の

た

め

の

宅

地

.
•
農

地

の

低

評

衍 

は
、

負
担
の
不
均
衡
を
是
正
す
る
た
め
の
み
な
ら
ず
、
資
産
配
分
の
不
均
衡
を 

調
整
す
る
た
め
に
も
妨
げ
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

「

適
正
な
時
饰」

と
い
う
^

 

宠
も
、
家
屋
は
苒
建
築
価
格
、
ft
却
资
産
は
取
得
ま
た
は
苒
取
得
価
格
に
も
と 

づ
い
て
い
る
が
、
土
地
に
つ
い
て
は
き
わ
め
て
暧
眯
な
基
準
が
あ
る
の
み
で
あ 

る
。
か
り
に
こ
れ
ま
で
不
当
に
無
視
さ
れ
た「

資
産
配
分
の
観
点」

を
と
り
い 

れ
る
な
ら
ば
、
各
資
産
の
収
益
力
に
よ
り
定
ま
る
市
場
価
格
が
評
価
基
準
と

さ
 

れ
課
税
が
こ
れ
に
も
と
づ
け
ば
、
固
定
資
産
税
は
資
.源
の
最
適
配
分
に
重
要 

な
役
鄭
を
担
ぃ
ぅ
る
で
ぁ
ろ
ぅ
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
際
、
税
负
担
の
調
整
は
税
車

の
操
作
を
必
耍
と
し
、
ま
た
資
産
課
税
と
し
て
の
固
定
資
産
税
の
あ
り
方
を
税 

体
系
全
体
の
な
か
で
??
吟
味
す
べ
き
こ
と
が
前
提
と
な
ろ
う
。

⑷

地
方
消
費
税—

電
気
ガ
ス
税
最
近
の
地
方
消
費
税
に
つ
い
て
主
な
税 

目
か
ら
あ
げ
る
と
、
道
府
県
で
は
軽
油
引
取
税
、
料
理
飲
食
等
消
費
齓
、
た
ば 

こ
消3A

税

奴

楽

施

設

矛

用

税

狩

狐

税

な

ど

が

あ

り

、
市
町
村
で
は
た
.ば
こ 

消
费
税
、
m
気
ガ
ス
税
' 
入
湯
税
な
ど
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
地
方
消
毁
税
の
す 

.ベ
て
を
と
り
あ
げ
る
余
裕
が
な
い
の
で
、
電
気
ガ
ス
税
の
み
に
限
定
す
る
こ
と 

と
す
る
。
m
気
ガ
.ス
税
よ
り
多
く
の
税
収
を
も
た
ら
す
た
ば
こ
消
費
税
は
、
た 

ば
こ
の
全
国
平
均
^
価
に
各
地
域
の
小
売
本
数
を
乗
じ
た
金
額
が
専
売
公
社
か 

ら
還
付
さ
れ
る
と
い
う
形
を
と
る
た
め
、
い
わ
ば
純
粋
の
地
方
税
と
は
い
い
が 

た
い
。
ま
た
軽
汕
引
取
税
も
、
税
収
の
使
途
が
道
路
に
か
ん
す
る
費
用
に
限
定 

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
目
的
税
と
し
て
国

税

.

地
方
税
を
綜
合
し
た 

税
体
系
の
な
か
で
考
察
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
地
方
税
制
.の
な
か
で 

消
费
税
相
互
の
代
替
関
係
を
考
虛
す
べ
き
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
た
と
え 

ば
三
十
七
年
か
ら
三
十
九
年
に
か
け
て
、
市
町
村
た
ば
こ
消
費
税
の
税
率
引
上 

げ
の
見
返
り
と
し
て
*
電
気
ガ
ス
税
率
が
各
年
一
％
引
下
げ
ら
れ
た
こ
と
は
そ 

の
好
^
と
い
え
よ
う
•

電
気
ガ
ス
税
の
意
義
は
、

一
般
に
電
気
ガ
ス
の
使
用
者
か
ら
特
別
徴
収
す
る 

消
费
税
と
し
て
、
そ
の
徴
収
は
確
実
か
つ
容
易
で
あ
り
、
電
気
ガ
ス
消
费
最
と 

消
費
者
所
得
に
明
白
な
相
関
が
み
ら
れ
、
ま
た
税
源
の
普
遍
性
、
税
収
の
安
定 

性
お
よ
び
伸
張
性
か
ら
も
適
切
な
地
方
消
费
税
と
み
な
さ
れ
て
い
る
.と
こ
ろ
に 

あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
地
方
財
政
当
局
か
ら
み
て
電
気
ガ
ス
税 

は
諶
ま
し
い
地
方
税
因
の
ー
つ
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

と

こ

ろ

が

現
実
に 

わ
が
国
の
地
方
税
制
⑵

 

.

は
、

電
気
ガ
ス
税
撤
廃
の
声
が
し
ば
し
ば
聞
か
れ
た
よ
う
に
、
近
年
ま
で
か
な 

り
き
び
し
い
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
。

問
題
点
の
第
一
は
、
必
需
品
と
し
て
の
電
気
ガ
ス
に
た
い
す
る
課
税
が
大
衆 

課
税
と
な
る
の
み
な
ら
ず
、
産
業
用
の
電
気
ガ
ス
に
た
い
す
る
課
税
は
原
料
課 

税
と
な
り
産
業
の
発
展
を
阻
害
す
る
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
こ
の
批
判
が
撤
廃 

へ
の
論
搬
と
さ
れ
た
が
、
他
方
で
は
反
批
判
と
し
て
、
m
気
ガ
ス
消
费
が
所
得 

の
増
加
と
ほ
ぼ
比
例
し
て
増
加
す
る
こ
と
か
ら
逆
進
性
の
す
く
な
い
こ
と
が
指 

摘
さ
れ
、
ま
た
税
収
が
地
域
開
発
に
と
も
な
う
財
政
需
要
の
増
加
に
た
い
し
て 

必
要
な
市
町
村
の
財
源
で
あ
る
と
と
が
強
調
さ
れ
た
。
現
実
に
は
こ
の
よ
う
な 

批
判
と
反
批
判
に
た
い
し
、

一
方
で
は
家
庭
用
の
電
気
ガ
ス
に
た
い
す
る
免
税 

点
の
設
定
、
他
方
で
は
重
要
産
業
用
途
の
電
気
に
た
い
す
る
非
課
税
措
置
の
拡 

大
に
よ
り
妥
協
が
図
ら
れ
た
が
、
な
お
か
つ
電
気
ガ
ス
の
消
费
水
準
の
上
昇
に 

と
も
な
う
免
税
点
の
改
訂
，
な
ら
び
に
非
課
税
措
置
の
拡
大
傾
向(

ニ
三
年
の 

対
象
数
一
八
品
目
か
ら
四
一
一

年

の

一

一

一

四

品

目

に

増

大

)

に

た

い

す

る

整

理

合

理
 

化
、ヵ

_>ま
な

*>
問
^ ;
と
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い

.る
。

こ
こ
で
は
、
家
庭
用
の
電
気
ガ
ス
に
た
い
す
る
税
負
担
の
み
の
公
平
と
い
う 

観
点
は
受
け
入
れ
が
た
い
た
め
、
問
題
点
と
し
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
を
控
え
よ 

う
。
し
か
し
産
業
用
の
電
気
に
た
い
す
る
非
課
税
措
置
の
拡
大
傾
向
は
、
そ
れ 

が
製
品
コ
ス
ト
中
に
占
め
る
電
気
料
金
の
割
合
が
五
％
以
上
の
も
の
と
い
う
签 

準
に
よ
っ
て
t
る
だ
け
に
基
準
そ
の
も
の
の
两
検
討
を
つ
う
ず
る
チ
ヱ
ッ
ク 

の
余
地
が
す
く
な
か
ら
ず
残
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
優53  

措
置
の
廃
止
は
、
国
税
に
お
け
る「

租
税
特
別
措
置
法」

の
再
検
討
の
方
向
と 

同
じ
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
同
時
に
個
々
の
市
町
村
財
政
に
た
い
す
る
マ
ィ
ナ
ス

六

一

(

九
八
九)
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の
反
作
用
を
考
虛
に
入
れ
る
へ
き
特
殊
性
を
も
.

っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の

特

來

,4 

を
重
視
す
れ
は
優
遇
措
置
は
国
税
に
振
り
替
え
る
か
ま
た
は
企

業

補
助
金
と 

レ
う
形
を
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
問
題
点
を
ょ
り
一
墨
り
下
げ 

る
た
め
に
は
、
複
雑
な
電
気
ガ
ス
料
金
の
価
格
形
成
か
ら
再
吟
味
し
、.
そ
の
上 

に
立
っ
て
常
気
ガ
ス
税
の
経
済
効
果
を
ま
ず
明
確
に
す
る
こ
と
が
先
央
で
あ
る 

こ
と
ば
难
す
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

問
題
S

第
一一

は
、
第

一
の
そ
れ
と
結
び
つ
い
て
い
る
が
、
.
資

源

配

分

の

観
 

点
か
ら
み
れ
ば
、
舅

ガ
ス
と
代
替
関

係

プ

ロ

パ

X

ガ
ス
、

灯
油
等
に
. 

た
い
す
る
非
課
税
は
、
後
者
の
消
费
状
況
か
ら
み
て
ひ

ろ

く

？

ル
ギ
丨
課
税 

の
あ
り
力
と
I

う
新
し
い
問
題
点
を
提
起
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
地
方
税
制
に 

お
け
る
消
費
課
税
の
あ
り
方
を
；
吟
味
す
る
糸
口
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の 

視
点
か
ら
は
、
わ
が
国

エ
ネ
ル
ギ
丨
産
業
の
将
来
の
あ
り
方
を
一
方
で
は
確
か 

め

ね

に

，

ら

ず

ま

た

他

方

で

は

，
国

と

地

方

を

一

体

と

し

た

消
費
課
税
シ
ス 

テ
ム
を
さ
ま
I

Q

公
I

照
ら
し
あ
わ
せ
て
§

討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い 

う
新
た
な
検
討
方
針
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
み
て
ょ
い
。

参

考

文

献

(

こ
こ
で
は
比
較
的
新
し
い
文
献
■
•

資
料
に
限

定

し

た

)

(

1)
L
.  

B
oyle,  l

a
lilo

n

 and  the  F
u
tu

re

 o
f  

I

 

G
overnm

ent  

F
inance,  

1966 ,  

O
liv

e
r  k

 w
oyd.

2

)

藤
田
武
夫『

現
代
地
方
財
政
人
門』

昭
和
三
七
年
刊

(

H

I

論
新
社)

(

3)  

U
.K

.  

H
icks,  

P
I
C

 Finance,

 2
ed.,  

1955 .  

C
am

b
rid

g
e
,

巽
博 j  
.

肥
後
和
夫
訳「

財

攀

」

昭
和
三
七
年

(

東
洋
経
爵
報
社

)

(

A

碌
村
英 

一
•

■

厘
野
光E

R
『

地
方-

0

治
読
本j

昭
和
四
一
年
刊(

東
洋
経
済

六
ニ 

(

九
九
〇)

一

新

報

社

)

..

?

-

井

輩

弥

『

地
方
財
政
，
租
税
の
原
理』

昭
和
四
〇
年

刊

(

千

倉

崖

)

 

S

岩

元

和

秋「

国
と
地
方
自
治
体
の
財
政
関
係」

『

財
政
学
講
座
三
日
本 

財
政
の
構
造』

所
収
昭
和
三
九
年
刊

(

有
斐
間)

2

金
子
敬
生
.『

地
域
の
経
済
学』

昭
和
四
一
年
刊(

日
本
経
済
新
間
社)

?

)

木
下
和
夫
編『

地
方
自
治
の
財
政
理
論』

昭
和
四
一
年
刊

(

創
文
社)

.

ハ

3

喜

多

登

「

地
域
と
財
政
丨
収
人
而
か
ら
の
.

接
近」

『

政
経
論
叢』

第
三 

一一

卷
四
号
所
収
、
.昭
和
三
九
年
四
月

(

I

)

松

跟

秀

雄

議

『

戦
後
日
本
の
税
制』

昭
和
三
四
年
刊
S

洋
経
済
新
報 

社)

(

II)

 

p

 

p

f

f
 State 

i
 Local G

§
e
i
s
,

 

1965, 

H
h
e Brookings Institution.

(

1

)

中
西
博
•

坂
弘
ー
一
•

栗
田
幸
雄『

地
方
税』

地
方
由
治
講
座
第
一
〇
巻
.、
 

昭
和
四
一一

年

刊

(

第

一

法
規
出
版
K

.

K

)

3

)

获

田

保

『

地
方
税
財
政
制
度』

昭
和
三
五

年

刊(

学
腸
書
房)

(

1

)

大
熊
ー
郎
編『

財
政
読
本』

昭
和
四
一
一
年
刊(

來
洋
経
済
新
報
社)

§

大

蔵
省『

財
政
金
融
統
計
月
報』

0 

|

六
六
号
、
第
一
九
一
号 

(

16)

_

同

『

地

方

税

制

参

考

資

料

集

』

.
昭

和

四

一

一

年

三

月

S

大
阪
市
政
研
究
所『

最
近
地
方
税
制
度
の
動
向』

研

究
報
告
,

2
0

 

昭
和
三
六
年
刊 

、

18)

同

『

国
と
地
方
の
税
源
配
分
問
題』

研
究
報
告No. 2

3
,

昭
和
三
七
年
刊

(

1)
.

同
『

地
力
財
政
改
革
の
諸
問
題』

研
究
報
告
^

0. 

2
5
,

昭
和
三
'
年
W

(

2) 

£

.

 

P
I
, 

P

I
 

Fim/rrn 

in 

Theory 

PTli

 

p
r
i
g
,

 I960, 

Weidenfeld &
 Nicolson.

21)

 

§

 
s

a

i

l
 Taxation 
ざ the

 

f

 Mission

 

(

シ
ヤ
ウ
プ

使
節
団
H

本
税
制
報
告
ti
l

、
全
四
巻)

昭
和
ニ
四
年
刊

(

22)

佐
藤
進『

日
本
財
政
の
構
造
と
特
徴』

昭
和
四
一
年
刊(

束

洋

経

済

新

報
 

社)

23)

柴
I3
J

徳
衛
'V

宮
本
憲
一『

地
方
財
政』

昭
和
三
八

年

刊

(

有

斐
間

)

(

24)

篠
原
三
代
平
編『

地
域
経
済
構
造
の
計
量
的
分
析』

沼
和
四
〇
年

刊

(

岩 

波
書
店)

(

25)

首

藤

堯

『

地
方
財
政
の
奭
態』

昭
和
四
三
年
刊(

全
国
地
方
銀
行
協
会)

(

26)

恒
松
制
治「

地
方
財
政
の
問
題
領
域—

研
究
ノ

ー

ト」

、『

学
習
院
大
学
政 

経
学
部
研
究
年
報』

七

所

収

、
昭
和
三
六
年
一
一
月

27)

.

.同

「

地
方
税
の
問
題
点」

、『

日
租
研
第
一
七
回
研
究
大
会
記
録』

所
収
、
 

昭
和
四
〇
年

刊

(
E

租
研
刊)

(

狀)

嘉

他

次

『

現
代
日
本
地
方
財
政
論j,

昭
和
三
八
年
刊(

東

洋

経

済

新

報
 

社)

(

29)

税
制
調
淹
会『

「

今
後
に
お
け
る
わ
が
国
の
社
会
経
済
の
進

展

に

即

応

す
 

る
迤
本
的
な
租
税
制
度
の
あ
り
方」

に
つ
い
て
の
答
中
及
び
そ
の
.
審

議

の

内
容 

と

経

過

の

説

明

』■

昭

和

三

九

年

刊

(

30)

同

『

税
制
調
靈
会
関
係
資
料
集』

(

越
礎
問
題
関
係
資
料
集
•
第
一
•
第 

一
ー
分
册

)

昭

和

四

〇

年

刊
.

(

31)

税
制
研
究
会
編『

税
制
改
制
の
兹
本
方
針』

昭
和
三
六
年
刊(

日
本
租
税 

研
究
協
会)

32)

自

治

庁『

地
方
税
の
现
状
分
析』

昭
和
三
〇
年

刊

(

地
方
財
務
協
会)

(

33)

同

『

现
行
地
方
税
の
主
な
問
題
点』

昭
和
三
一
年
刊(

自

治

庁

税

務

部)

(

34)

同

『

地
方
税
に
関
す
る
参
考
計
数
資
料』

昭
和
三
ニ
年(

自
治
庁
税
務
部)

(

35)

同

『

地
方
税
制
の
现
状
と
そ
の
運
営
の
実
態』

昭
和
三
三
年

刊

(

邪)

自

治

翁『

地
方
税
制
の
现
状
と
そ
の
運
営
の
実
態』

昭
和
三
九

年

刊

(

地 

わ
が
国
の
地
方
税
制
⑵

方
財
務
協
会)

.

(

37)

同

『

地
方
財
政
白
書』

各
年
版
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