
言
い
換
え
れ
ば
、
税
金
は
「
お
上か

み

に
取
ら
れ
る
も
の
」
か
ら

「
自
ら
納
め
る
も
の
」
に
変
わ
っ
た
の
で
す
。

国
家
運
営
の
コ
ス
ト
は
納
税
者
が
負
担
し
て
い
る

し
か
し
、
こ
の
制
度
も
ま
だ
充
分
に
納
税
者
に
根
づ
い
て
い

る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
納
税
者
の
税
金
に
対
す
る
不

公
平
感
や
重
税
感
、
さ
ら
に
使
途
に
対
す
る
不
満
、
税
務
行
政

そ
の
も
の
に
対
す
る
不
信
感
な
ど
が
あ
る
た
め
で
し
ょ
う
。

た
し
か
に
、
今
日
の
税
金
に
は
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
り
ま

す
。
し
か
し
一
方
で
、
納
税
者
の
意
識
や
知
識
不
足
か
ら
く
る

思
い
違
い
の
部
分
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
す
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
税
金
は
国
家
収
入
の
根
幹
で
す
。
も
っ

と
税
金
を
よ
く
知
り
、
そ
の
使
い
方
に
目
を
配
り
、
納
税
は
義

務
だ
け
で
な
く
、
国
家
運
営
の
コ
ス
ト
を
納
税
者
が
負
担
す
る

と
い
う
積
極
的
な
気
持
を
持
つ
こ
と
も
必
要
で
す
。

税
金
の
歴
史
は
取
る
側
と
取
ら
れ
る
側
の
せ
め
ぎ
あ
い

中
世
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
家
の
「
窓
の
数
」
に
税
金
を
か
け

た
そ
う
で
す
。
そ
こ
で
人
々
は
、
窓
の
少
な
い
家
を
建
て
て
税

金
を
逃
れ
よ
う
と
し
ま
し
た
。
日
本
の
昔
の
京
都
で
は
、
家
の

「
間
口
の
広
さ
」
に
課
税
さ
れ
た
た
め
に
、
間
口
が
狭
く
奥
行

き
の
あ
る
、
独
特
の
家
並
み
が
で
き
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
税
金
は
取
る
側
と
取
ら
れ
る
側
の
せ
め
ぎ
あ

い
で
す
。
税
金
の
歴
史
は
、
知
恵
比
べ
の
歴
史
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
歴
史
的
に
見
る
と
、
今
日
の
税
金
の
制
度
は
、
歴

史
上
稀
に
見
る
民
主
的
な
制
度
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

何
し
ろ
、
納
税
者
自
ら
が
所
得
を
計
算
し
、
申
告
し
、
納
付

す
る
「
申
告
納
税
制
度
」
が
と
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
税
金

は
、
課
税
権
者
が
一
方
的
に
決
め
る
の
で
は
な
く
、
納
税
者
が

自
ら
の
責
任
と
納
得
の
上
で
納
付
す
る
制
度
に
な
り
ま
し
た
。

な
ぜ
税
金
を
払
う
必
要
が
あ
る
の
で
す
か
？
�

取
ら
れ
る
側
か
ら
見
れ
ば
、
税
金
は
単
な
る
「
義
務
」
。
し
か
し
、
国
家
運
営
の
コ
ス
ト
は
納
税
者

が
負
担
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。�
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「日本」の運営コストは税金でまかなわれる！�

国の予算の50％は税金が支えている！�

財務省ホームページhttp://www.mof.go.jpより作成�

平成15年度�
一般会計歳入�
81兆7891億円�
（100％）� その他収入�

3兆5581億円�
（4.4％）�

消費税�
9兆4890億円�
（11.6％）�

法人税�
9兆1140億円�
（11.1％）�

所得税�
13兆8100億円�
（16.9％）�

その他税収�
公債金収入�
36兆4450億円�
（44.6％）�

租税および�
印紙収入�

41兆7860億円�
（51.1％）�

国の予算（歳入）の�
45%は実は借金だが…�
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も
あ
り
ま
す
。
以
上
の
よ
う
な
法
律
に
よ
っ
て
、
税
法
の
体
系

が
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

税
務
行
政
の
実
体
は
「
通
達
行
政
」
？

法
律
の
ほ
か
に
、
法
律
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
府
が
定
め

る
「
法
令
」、
財
務
省
な
ど
の
所
轄
官
庁
が
定
め
る
「
省
令
」

が
法
律
の
細
部
を
補
完
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
法
律
等
は
、
経
済
取
引
の
細
部
ま
で
触

れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
国
税
庁
は
、
法
律
で
は
判
断
で
き
な

い
部
分
の
解
釈
の
統
一
を
は
か
る
た
め
に
、
各
法
律
ご
と
に

「
基
本
通
達
」
と
「
個
別
通
達
」
を
、
下
部
機
関
に
示
し
て
い

ま
す
。
実
際
に
は
、
税
務
行
政
の
現
場
は
、
す
べ
て
こ
の
通
達

に
よ
っ
て
動
い
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
税
務
行
政
の
実
体
は
「
通
達
行
政
」
で
は
と
い

う
批
判
が
あ
る
の
も
事
実
で
す
。

「
税
法
」
が
す
べ
て
の
税
金
を
決
め
る

少
し
「
法
律
」
の
話
を
し
ま
す
。

日
本
の
税
金
は
「
租
税
法
律
主
義
」
で
す
か
ら
、
法
律
に
基

づ
い
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
税
金
に
つ
い
て
定
め
た
法
律
を
総
称

し
て
「
税
法
」
と
呼
び
ま
す
。
た
だ
し
、「
税
法
」
と
い
う
名

前
の
法
律
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
は
次
の
よ
う
な
法

律
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
ず
、
国
税
に
つ
い
て
基
本
的
な
共
通
的
事
項
を
定
め
た

「
国
税
通
則
法
」
が
あ
り
ま
す
。
滞
納
処
分
等
や
徴
収
手
続
き

に
つ
い
て
は
「
国
税
徴
収
法
」、
ま
た
脱
税
等
に
対
す
る
検
査

権
な
ど
を
定
め
た
「
国
税
犯
則
取
締
法
」
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
上
に
、
所
得
税
や
法
人
税
、
相
続
税
、
地
方
税
等

と
い
っ
た
、
個
々
の
税
金
に
対
す
る
い
わ
ゆ
る
「
税
法
」
が
あ

る
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
、
経
済
情
勢
や
社
会
の
要
請
に
よ
っ
て
、

政
策
的
に
税
金
の
負
担
の
増
減
を
は
か
る「
租
税
特
別
措
置
法
」

税
金
は
ど
ん
な
法
律
で
課
税
さ
れ
る
の
で
す
か
？
�

「
租
税
法
律
主
義
」
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
税
金
は
法
律
で
定
め
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
実
は
「
通

達
行
政
」
で
は
な
い
か
と
の
批
判
も
あ
り
ま
す
。�
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日本の「税法」はこんな構造になっている�

各税法の下に施行令や�
通達があって、細かく�
規定されています�

国税通則法�
通
　
則�

直
接
税�

施
行
令（
法
令
）�

施
行
規
則（
省
令
）�

基
本
通
達
・
個
別
通
達�

税
　
法�

間
接
税�

国税微収法�

国税犯則取締法�

所得税法�

法人税法�

相続税法�

他�

他�

他�

租税特別措置法�

消費税法�

個別間接税法�
酒税法、たばこ税法、�
揮発油税法、�
地方道路税法、など�
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成
さ
れ
ま
す
。
税
制
調
査
会
は
、
中
長
期
税
制
の
あ
り
方
な
ど

を
答
申
し
ま
す
が
、
毎
年
12
月
に
提
出
さ
れ
る
答
申
内
容
は
、

そ
の
年
の
政
府
原
案
に
強
く
反
映
さ
れ
ま
す
。
現
実
に
は
、
与

党
税
調
の
意
見
で
税
制
改
正
が
決
ま
る
と
言
っ
て
も
い
い
で
し

ょ
う
。最

終
的
に
決
め
る
の
は
国
民
の
意
思

以
上
が
、
税
法
が
で
き
る
ま
で
の
手
続
き
で
す
が
、
で
は
結

局
の
と
こ
ろ
「
税
法
は
誰
が
決
め
る
の
か
」。

最
終
的
に
は
国
民
の
意
思
に
よ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ご
記

憶
の
方
も
い
る
で
し
ょ
う
。
１
９
７
９
年
の
衆
議
院
選
挙
に
お

い
て
、
時
の
大
平
内
閣
は
売
上
税
の
新
設
を
国
民
に
問
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
結
果
は
自
民
党
の
大
敗
に
終
わ
り
、
売
上
税
の

導
入
は
見
送
ら
れ
ま
し
た
。

税
法
も
ま
た
、
国
民
自
ら
が
つ
く
る
制
度
で
あ
る
わ
け
で
す
。

「
財
務
省
（
旧
大
蔵
省
）
主
税
局
」
が
原
案
を
作
成
す
る

税
法
も
他
の
法
律
と
同
様
、
国
会
の
議
決
で
成
立
し
ま
す
。

内
閣
が
提
出
す
る
法
律
案
の
原
案
は
、
そ
の
法
律
案
を
所
轄

す
る
各
官
庁
が
作
成
し
、
内
閣
法
制
局
の
審
査
、
閣
議
決
定
を

経
て
、
国
会
に
提
出
さ
れ
審
議
さ
れ
ま
す
。
税
法
の
場
合
は
、

「
財
務
省
主
税
局
」
が
所
轄
と
な
っ
て
原
案
を
作
成
し
、
予
算

関
連
法
案
と
し
て
、
必
ず
内
閣
が
提
出
し
ま
す
。
こ
の
原
案
が
、

こ
れ
ま
で
「
大
蔵
原
案
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

「
税
制
調
査
会
」
の
答
申
が
強
く
反
映
す
る

原
案
作
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
の
が
、
総
理
大
臣
の
諮

問
機
関
で
あ
る
「
税
制
調
査
会
（
税
調
）」
で
す
。
税
調
が
財

務
省
に
答
申
し
、
こ
れ
に
対
し
て
与
党
税
制
調
査
会
な
ど
か
ら

意
見
が
述
べ
ら
れ
、
調
整
さ
れ
て
、
原
案
が
つ
く
ら
れ
ま
す
。

現
在
、
委
員
は
30
名
以
内
。
各
界
の
代
表
的
な
人
た
ち
で
構

「
税
法
」
は
誰
が
決
め
て
い
る
の
で
す
か
？
�

財
務
省
主
税
局
が
原
案
を
作
成
し
、
国
会
で
審
議
・
議
決
さ
れ
ま
す
。
原
案
に
は
「
税
制
調
査

会
」
の
答
申
も
強
く
反
映
さ
れ
ま
す
。�
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「税法」はこうして決められている�

「与党の税制調査会（税調）の意見で税法の�
 内容が決まる」と言ってもいいが、最終的に�
 決めるのは国民の意思です�

内　閣�

国　会�

審査�

閣議決定�

内閣法政局� 内閣官房�

原案作成�

答申�調整�

財務省主税局�
�

閣議�

政府税制調査会�
（税調）�

与党税制調査会�
（与党税調）�
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「
所
得
課
税
」「
消
費
課
税
」「
資
産
課
税
」
と
は
？

こ
の
ほ
か
に
も
、
い
く
つ
か
の
区
分
方
法
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
こ
で
は
①
と
②
の
方
法
で
、
財
務
省
が
例
示
し
て
い
る
税
金

の
種
類
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

①
国
税
と
地
方
税
（
�
Ｐ
192
）

正
確
に
言
え
ば
、
課
税
権
の
主
体
が
国
に
あ
る
税
金
が
「
国

税
」、
地
方
公
共
団
体
に
あ
る
税
金
が
「
地
方
税
」
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

②
所
得
課
税
、
消
費
課
税
、
資
産
課
税

所
得
税
や
法
人
税
の
よ
う
に
、
個
人
の
給
与
や
会
社
の
利
益

な
ど
に
課
税
さ
れ
る
税
金
が
「
所
得
課
税
」
で
す
。

一
方
、
消
費
税
や
酒
税
、
た
ば
こ
税
な
ど
、
モ
ノ
や
サ
ー
ビ

ス
の
購
入
に
含
ま
れ
て
い
る
税
金
を
「
消
費
課
税
」
と
呼
び
、

相
続
税
や
固
定
資
産
税
な
ど
、
資
産
に
関
す
る
税
金
を
「
資
産

課
税
」
と
呼
び
ま
す
。

分
け
方
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
種
類
に
大
別
で
き
る

ひ
と
口
に
「
税
金
」
と
い
い
ま
す
が
、
種
類
に
よ
っ
て
い
く

つ
か
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
大
別
す
る
と
、
次
の
よ
う

な
分
け
方
が
あ
り
ま
す
。

①
納
付
先
の
区
分
に
よ
っ
て
分
け
る
方
法

こ
の
分
け
方
で
は
、
税
金
は
「
国
税
」
と
「
地
方
税
」
に
分

け
ら
れ
ま
す
。

②
何
に
課
税
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
分
け
る
方
法

こ
の
分
け
方
で
は
、「
所
得
課
税
」「
消
費
課
税
」「
資
産
課

税
」
の
よ
う
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

③
納
税
の
仕
方
に
よ
っ
て
分
け
る
方
法

こ
の
分
け
方
で
は
、
納
税
義
務
者
が
直
接
納
付
す
る
「
直
接

税
」
と
、
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
を
購
入
し
た
と
き
に
そ
の
価
額
に

税
金
が
含
ま
れ
て
い
て
、
結
果
的
に
納
税
す
る
こ
と
に
な
る

「
間
接
税
」
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

そ
も
そ
も
税
金
に
は
ど
ん
な
種
類
が
あ
る
の
で
す
か
？
�

納
付
先
で
分
け
れ
ば
「
国
税
」「
地
方
税
」
、
課
税
対
象
で
分
け
れ
ば
「
所
得
課
税
」「
消
費
課
税
」

「
資
産
課
税
」
の
よ
う
に
分
類
で
き
ま
す
。�
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税金を種類によって分けてみると…�

国　税� 地方税�

所得税�
法人税�

所得課税�

個人住民税�
個人事業税�
法人住民税�
法人事業税�
住民税利子割�

相続税・贈与税�
地価税�
印紙税�
登録免許税�

資産課税�
等�

不動産取得税�
固定資産税�
都市計画税�
事業所税�
特別土地保有税�
等�

消費税�
酒税�
たばこ税�
たばこ特別税�
揮発油税�
航空燃料税�
石油ガス税�
石油税�
自動車重量税�
関税�
とん税�
地方道路税�
特別とん税�
電源開発促進税�

消費課税�

地方消費税�
道府県たばこ税�
市町村たばこ税�
軽油引取税�
自動車取得税�
ゴルフ場利用税�
入湯税�
自動車税�
軽自動車税�
鉱産税�
狩猟者登録税�
入猟税�
鉱区税�

PART1 そもそも税金の基本とは？23



予
算
案
は
「
予
算
委
員
会
」
を
通
っ
て
本
会
議
へ

内
閣
の
予
算
案
を
受
け
て
、
国
会
は
（
形
式
的
に
）
12
月
末

に
招
集
さ
れ
、
１
月
末
の
通
常
国
会
で
質
疑
応
答
が
行
な
わ
れ

ま
す
。

そ
の
後
、
例
年
２
月
に
衆
議
院
、
３
月
に
参
議
院
の
各
「
予

算
委
員
会
」
で
議
論
し
ま
す
。
そ
し
て
予
算
委
員
会
を
通
過
し

た
予
算
案
が
本
会
議
に
上
程
さ
れ
、
予
算
と
し
て
成
立
す
る
こ

と
に
な
る
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
な
過
程
で
、
平
成
15
年
度
の
当
初
予
算
も
決
め
ら

れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
歳
出
の
中
で
は
、
国
債
費
が
全
体

の
20
・
５
％
の
高
い
割
合
を
占
め
て
い
ま
す
。
わ
が
国
の
公
債

依
存
度
は
、
著
し
く
高
い
の
で
す
。

景
気
が
回
復
し
て
、
税
収
入
が
自
然
増
加
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
歳
入
と
歳
出
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
と

こ
ろ
で
す
。

税
金
の
使
い
途
が
要
す
る
に
「
国
家
予
算
」

国
の
予
算
は
、
税
金
を
主
要
な
財
源
と
す
る
「
歳
入
」
と
、

予
算
の
支
出
で
あ
る
「
歳
出
」
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

「
歳
出
」
が
、
税
金
の
使
い
途
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
税
金
の

使
い
途
は
、「
国
家
予
算
」
と
し
て
決
め
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

国
の
予
算
は
、
毎
年
４
月
頃
か
ら
各
省
庁
の
準
備
が
始
ま
り
、

８
月
末
に
は
概
算
要
求
が
締
め
切
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
「
財
務

省
主
計
局
」
に
よ
る
３
カ
月
の
査
定
期
間
を
経
て
、
12
月
に
財

務
省
原
案
を
も
と
に
各
省
庁
と
の
調
整
が
行
な
わ
れ
（
い
わ
ゆ

る
「
復
活
折
衝
」）、
そ
の
結
果
が
予
算
の
概
算
（
予
算
案
）
の

形
に
ま
と
め
ら
れ
ま
す
（
新
設
さ
れ
た
内
閣
府
の
「
経
済
財
政

諮
問
会
議
」
の
意
見
も
重
視
さ
れ
る
）。

こ
の
予
算
案
は
、
内
閣
に
よ
る
３
度
の
閣
議
決
定
の
の
ち
、

政
府
案
と
し
て
国
会
に
提
出
さ
れ
ま
す
。
そ
の
間
も
、
主
計
局

で
は
、
予
算
の
精
査
作
業
（
計
数
整
理
）
が
行
な
わ
れ
ま
す
。

税
金
の
使
い
途
は
ど
う
や
っ
て
決
ま
る
の
で
す
か
？
�

各
省
庁
か
ら
「
予
算
の
要
求
」
が
あ
っ
て
、「
財
務
省
主
計
局
」
で
査
定
・
調
整
さ
れ
た
あ
と
、
政

府
案
と
し
て
国
会
に
提
出
さ
れ
ま
す
。�
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予算成立�

税金の使い途を決める「予算」編成のプロセスは？�

各省庁�
予算要求準備�

4月～�

7月�

8月末�

12月下旬�

1月末�

2月�

3月�

9月～�
　　12月�

概算要求基準�
閣議決定�

概算要求�
締切り�

財務省主計局�
による査定�

通常国会で�
質疑応答�

衆議院�
予算委員会審議�

参議院�
予算委員会審議�
本会議上程�

財務省原案内示�
復活折衡�
政府案決定�
通常国会招集�

業界�

政治家�

陳情�

圧力�

地方�

内
閣
府
の
中
の�

経
済
財
政
諮
問�

会
議
の
意
見
も�

重
視
さ
れ
る�
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