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財
務
省
は
一
昨
年
の
段
階
で
国
民
負
担
率

が
47
・
５
％
に
な
る
見
込
み
だ
と
発
表
し
ま

し
た
。
確
か
に
、
年
末
調
整
を
や
り
な
が
ら

顧
問
先
の
社
員
さ
ん
た
ち
の
源
泉
徴
収
票
を

見
て
い
る
と
「
こ
り
ゃ
ヒ
ド
イ
！
」
と
思
い

ま
す
。
ち
な
み
に
、
私
が
社
会
人
に
な
っ
た

頃
の
国
民
負
担
率
は
30
％
前
後
で
し
た
。

　

一
説
に
よ
る
と
、
国
民
負
担
率
47
・
５
％

と
い
う
数
字
は
、
江
戸
時
代
で
い
う
と
こ
ろ

の
五
公
五
民
と
同
水
準
の
高
負
担
を
国
が
国

民
に
強
い
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
一
揆
が
起

き
て
も
お
か
し
く
な
い
水
準
に
ま
で
達
し
て

い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
で
す

が
、
江
戸
時
代
に
農
民
が
お
こ
し
た
一
揆
と

い
う
と
、
農
民
た
ち
が
竹
槍
や
鍬
や
鋤
な
ど

の
農
具
で
武
装
し
て
領
主
を
襲
撃
す
る
イ
メ

ー
ジ
を
持
た
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
以

外
に
も
様
々
な
方
法
を
も
っ
て
権
力
に
対
す

る
抵
抗
手
段
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

一
番
お
と
な
し
い
方
法
が
「
越お

っ

訴そ

」
で
、

所
定
の
手
続
き
を
経
ず
に
奉
行
所
な
ど
の
役

所
に
訴
状
を
提
出
し
て
訴
願
す
る
方
法
。
こ

れ
は
今
で
言
う
陳
情
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ

う
か
。
次
に
お
と
な
し
い
方
法
は「
逃

ち
ょ
う

散さ
ん

」で
、

訴
願
を
貫
徹
す
る
た
め
に
領
主
の
権
力
の
及

ば
な
い
山
や
寺
な
ど
に
集
団
で
逃
げ
る
方
法
。

こ
れ
は
今
で
言
う
キ
ャ
ピ
タ
ル
フ
ラ
イ
ト
で

す
か
ね
。
そ
れ
で
も
ダ
メ
な
時
に
は
い
よ
い

よ
「
打う

ち

毀こ
わ
し」
と
い
う
実
力
行
使
に
及
び
、人
々

は
集
団
で
村
役
人
や
重
税
政
策
に
加
担
す
る

商
人
な
ど
の
家
に
乱
入
し
、
家
な
ど
を
破
壊

し
た
の
だ
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
さ
す
が
に
現

代
の
法
治
国
家
で
は
な
か
な
か
起
こ
り
え
な

い
暴
動
の
よ
う
な
も
の
で
す
ね
。

　

そ
し
て
い
よ
い
よ
最
後
に
は
、
局
所
的
な

打
毀
で
は
収
ま
り
が
つ
か
ず
「
強ご

う

訴そ

」
と
な

り
、
徒
党
を
組
ん
だ
数
千
か
ら
万
余
の
集
団

が
城
下
な
ど
へ
押
し
寄
せ
て
お
上
に
訴
え
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
大

規
模
デ
モ
み
た
い
な
も
の
で
し
ょ
う
か
？

　

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
様
々
な
方

法
で
権
力
に
対
し
て
抵
抗
す
る
手
段
は
あ
る

と
い
う
の
に
、
現
代
で
は
一
向
に
国
民
の
怒

り
の
声
は
盛
り
上
が
ら
な
い
の
は
い
っ
た
い
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