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「個人住民税」と「ふるさと納税」を考える
～ふるさと納税制度の平成31年度税制改正を契機として～

1
�
は
じ
め
に
〜
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
と
、
平
成

31
年
度
税
制
改
正

個
人
住
民
税
に
お
け
る
、
ふ

る
さ
と
納
税
制
度
と
は
、
個
人

住
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除

（
地
法
37
の
2
①
、
3
1
4
の

7
①
）に
加
え
、都
道
府
県
・
市

町
村
に
対
す
る
寄
附
金
の
う
ち

一
定
の
算
式
で
計
算
し
た
金
額

を
都
道
府
県
住
民
税
お
よ
び
市

町
村
住
民
税
か
ら
税
額
控
除
す

る
と
い
う
制
度
で
あ
る
＊
1
。

こ
の
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
を

め
ぐ
っ
て
、
令
和
2
年
1
月
30

日
、
大
阪
高
裁
が
、
総
務
省
が

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
の
対
象
と

な
る
基
準
に
適
合
し
な
い
と
し

て
大
阪
府
泉
佐
野
市
を
令
和
元

年
6
月
1
日
以
降
、
ふ
る
さ
と

納
税
の
対
象
と
な
ら
な
い
団
体

と
し
た
決
定
の
取
り
消
し
を
求

め
た
訴
訟
に
つ
い
て
、
同
市
の

請
求
を
棄
却
し
た
（
2
月
6
日

上
告
）。

平
成
31
年
度
の
税
制
改
正
で

は
、「
過
度
な
返
礼
品
を
送
付

し
、
制
度
の
趣
旨
を
歪
め
て
い

る
よ
う
な
団
体
に
つ
い
て
は
、

ふ
る
さ
と
納
税
（
特
例
控
除
）

の
対
象
外
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
制
度
の
見
直
し
を
行

う
」＊
2
と
い
う
趣
旨
に
よ
り
、

以
下
の
基
準
に
適
合
す
る
都
道

府
県
等
に
対
す
る
寄
附
金
に
限

り
ふ
る
さ
と
納
税
の
対
象
と
す

る
こ
と
と
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、総
務
大
臣
は
、地

方
財
政
審
議
会
の
意
見
を
聴
い

た
上
で
、
次
の
基
準
に
適
合
す

る
地
方
団
体
を
ふ
る
さ
と
納
税

の
対
象
と
し
て
指
定
す
る
こ
と

そ
の
他
所
要
の
措
置
を
講
ず
る

こ
と
と
さ
れ
た
（
地
法
37
の
2

②
〜
⑩
、3
1
4
の
7
②
〜
⑩
）。

①
寄
附
金
の
募
集
を
適
正
に

実
施
す
る
地
方
団
体

②
（
①
の
地
方
団
体
で
）
返

礼
品
を
送
付
す
る
場
合
に

は
、
以
下
の
い
ず
れ
も
満

た
す
地
方
団
体

・
返
礼
品
の
返
礼
割
合
を

3
割
以
下
と
す
る
こ
と
。

・
返
礼
品
を
地
場
産
品
と

す
る
こ
と
。

上
記
の
訴
訟
は
、
こ
の
改
正

に
よ
り
泉
佐
野
市
を
ふ
る
さ
と

納
税
制
度
の
対
象
に
し
な
い
と

す
る
決
定
の
取
り
消
し
を
求
め

た
訴
訟
で
あ
る
。

ふ
る
さ
と
納
税
の
返
礼
品
に

つ
い
て
は
、
納
税
者
の
関
心
が

高
い
一
方
、
日
税
連
も
「
ふ
る

さ
と
納
税
を
利
用
す
る
納
税
者

の
多
く
は
、
寄
附
の
使
途
に
つ

い
て
関
心
が
薄
く
、
返
礼
品
目

当
て
に
寄
附
を
行
っ
て
お
り
、

本
来
の
制
度
の
趣
旨
か
ら
逸
脱

し
、
寄
附
文
化
そ
の
も
の
を
な

い
が
し
ろ
に
す
る
と
の
指
摘
が

あ
る
。
さ
ら
に
、
寄
附
額
に
対

す
る
返
礼
品
の
価
格
の
割
合
が

高
い
こ
と
に
よ
り
、
高
所
得
者

に
有
利
で
不
公
平
な
制
度
と
な

っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
な
ど

＊
3
、
か
ね
て
よ
り
問
題
点
が

論
じ
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
ふ
る
さ
と
納
税
制

度
の
よ
り
重
要
な
問
題
点
は
、

個
人
住
民
税
に
お
け
る
制
度
の

整
合
性
で
あ
ろ
う
。す
な
わ
ち
、

個
人
住
民
税
の
課
税
根
拠
と
い

わ
れ
る
応
益
性
の
原
則
、
ま
た

負
担
分
任
の
原
則
と
の
関
係
に

お
け
る
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ふ
る
さ
と

納
税
研
究
会
報
告
書
も
「
個
人

住
民
税
と
し
て
考
え
る
場
合
、

受
益
と
負
担
の
原
則
に
反
す
る

な
ど
理
論
的
に
困
難
な
問
題
が

あ
る
」
と
、
当
初
よ
り
そ
の
問

題
を
認
識
し
て
い
る
＊
4
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
個
人

住
民
税
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
お

け
る
地
方
税
原
則
に
つ
い
て
検

討
を
行
い
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の

視
点
か
ら
、
ふ
る
さ
と
納
税
制

度
に
つ
い
て
検
証
す
る
。

ま
た
、
地
方
税
課
税
の
根
拠

で
あ
る
課
税
自
主
権
と
ふ
る
さ

と
納
税
制
度
と
の
関
連
に
つ
い

て
も
検
討
を
試
み
た
い
。

な
お
、
本
稿
は
、
ふ
る
さ
と

納
税
制
度
の
政
治
的
是
非
に
つ

い
て
議
論
す
る
も
の
で
は
な

い
。
ま
た
、
平
成
28
年
度
税
制

改
正
に
お
い
て
創
設
さ
れ
、
令

和
2
年
度
税
制
改
正
に
よ
っ
て

適
用
期
限
の
延
長
と
税
額
控
除

割
合
の
拡
充
が
行
わ
れ
た
、
地

方
創
生
応
援
税
制
（
企
業
版
ふ

る
さ
と
納
税
）
に
つ
い
て
は
論

じ
な
い
こ
と
と
す
る
。

2
�
個
人
住
民
税
に
お
け
る
応
益
性
の
原
則
・
負

担
分
任
の
原
則
と
ふ
る
さ
と
納
税

⑴
個
人
住
民
税
の
意
義

個
人
住
民
税
は
均
等
割
と

所
得
割
の
2
つ
か
ら
構
成
さ

れ
る
が
、
こ
の
う
ち
、
均
等

割
は
、
地
方
団
体
内
に
住
所

又
は
事
務
所
等
を
有
す
る
個

人
と
当
該
地
方
団
体
の
「
行

政
上
の
諸
施
策
に
よ
る
種
々

の
応
益
関
係
に
着
目
し
て
、

そ
の
た
め
に
要
す
る
経
費
の

一
部
を
そ
の
住
民
に
広
く
負

担
を
求
め
、
そ
の
税
負
担
を

通
じ
て
地
方
自
治
体
の
行
政

に
参
画
す
る
こ
と
を
期
待
す

る
、
い
わ
ゆ
る
負
担
分
任
と

い
う
住
民
税
の
正
確
を
最
も

端
的
に
表
す
も
の
」
＊
5
と

言
わ
れ
る
。
ま
た
所
得
割
に

つ
い
て
は
、「
所
得
税
と
同

じ
く
所
得
を
基
準
と
し
て
課

税
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
所

得
税
は
所
得
再
分
配
機
能
を

有
す
る
の
に
対
し
、
地
方
団

体
の
住
民
が
地
域
社
会
の
費

用
を
そ
の
能
力
に
応
じ
て
広

く
負
担
す
る
い
わ
ゆ
る
負
担

分
任
を
基
調
と
す
る
も
の
」

＊
6
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
以
下
に
お
い
て
、

応
益
性
と
負
担
分
任
の
考
え

に
つ
い
て
検
討
す
る
。

⑵
応
益
性
の
原
則

旧
自
治
省
『
地
方
税
制
の

現
状
と
そ
の
運
営
の
実
態
』

は
、
地
方
団
体
に
内
在
す
る

特
有
性
を
伴
う
地
方
税
の
特

性
と
し
て
の
原
則
と
し
て
、

①
普
遍
性
の
原
則
、
②
安
定

性
の
原
則
、
③
伸
長
性
の
原

則
、
④
伸
縮
性
の
原
則
、
⑤

負
担
分
任
の
原
則
、
⑥
応
益

性
の
原
則
、
⑦
自
主
性
の
原

則
を
掲
げ
、
こ
れ
ら
は
、
一

般
に
、「
地
方
税
原
則
」
と

さ
れ
て
き
た
。

こ
の
う
ち
、
応
益
性
の
原

則
は
、「
公
共
サ
ー
ビ
ス
の

受
益
に
応
じ
た
負
担
」
を
求

め
る
と
い
う
原
則
で
あ
る
。

地
方
税
に
お
い
て
最
も
重
要

な
原
則
で
あ
る
と
さ
れ
、
し

ば
し
ば
、
所
得
再
分
配
の
よ

う
な
機
能
は
国
税
に
期
待
す

べ
き
で
あ
っ
て
、
地
方
は
も

っ
ぱ
ら
、
地
元
の
ニ
ー
ズ
に

応
え
た
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
に
専
念
す
べ
き
と
し
て
、

「
国
税
は
応
能
原
則
、
地
方

税
は
応
益
原
則
」
と
論
じ
ら

れ
て
き
た
。

個
人
住
民
税
は
、「
居
住

者
を
対
象
と
す
る
税
目
で
あ

る
た
め
、
そ
の
地
域
で
の
行

政
サ
ー
ビ
ス
の
対
価
と
し
て

の
応
益
性
を
満
た
し
て
い

る
。」
＊
7
と
評
価
さ
れ
、
平

成
19
年
の
い
わ
ゆ
る
税
源
移

譲
に
お
け
る
所
得
割
の
比
例

税
率
化
も
、
個
人
住
民
税
に

お
け
る
応
益
原
則
を
強
化
し

た
も
の
＊
8
と
さ
れ
て
い
る

（
た
だ
し
、地
方
税
の
大
半
は

居
住
の
地
方
団
体
に
納
め
、

サ
ー
ビ
ス
の
多
く
を
流
動
先

の
地
方
団
体
か
ら
享
受
す
る

こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
受

益
と
負
担
は
一
致
し
な
い
＊
9

と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
行
政
サ

ー
ビ
ス
の
ｓ
ｐ
ｉ
ｌ
ｌ

ｏ
ｖ
ｅ
ｒ
（
拡
散
）
の
問
題

も
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
）。

⑶
負
担
分
任
の
原
則

地
方
自
治
法
は
、「
住
民

は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
そ
の
属
す
る
普
通

地
方
公
共
団
体
の
役
務
の
提

供
を
ひ
と
し
く
受
け
る
権
利

を
有
し
、
そ
の
負
担
を
分
任

す
る
義
務
を
負
う
」（
地
方

自
治
法
10
②
）
と
定
め
、
こ

れ
が
負
担
分
任
の
原
則
の
根

拠
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に

お
い
て
、
負
担
分
任
と
は
、

住
民
が
地
域
社
会
の
構
成
員

と
し
て
、
そ
の
会
費
を
広
く

負
担
す
る
と
い
う
精
神
を
表

す
も
の
で
あ
る
＊
10
と
さ
れ

る
。

⑷
応
益
性
の
原
則
・
負
担
分
任

の
原
則
と
ふ
る
さ
と
納
税

ふ
る
さ
と
納
税
は
、
応
益

性
の
原
則
・
負
担
分
任
の
原

則
と
の
関
係
に
お
い
て
、

「
そ
も
そ
も
個
人
住
民
税
は

地
域
社
会
の
費
用
を
住
民
が

広
く
負
担
す
る
税
で
あ
り
、

居
住
地
で
な
い
地
方
自
治
体

へ
の
寄
附
に
よ
り
、
居
住
地

で
あ
る
地
方
自
治
体
か
ら
税

額
控
除
を
受
け
る
「
ふ
る
さ

と
納
税
」
は
、
受
益
と
負
担

と
の
関
係
を
歪
め
る
制
度
で

あ
る
」
＊
11
と
問
題
点
を
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
負
担
分
任
の

原
則
に
つ
い
て
は
、
地
方
団

体
は
地
方
公
共
財
を
提
供

し
、
住
民
が
公
共
財
の
提
供

を
受
け
等
し
く
サ
ー
ビ
ス
を

享
受
で
き
る
の
に
対
し
、
住

民
が
そ
れ
に
対
す
る
負
担
を

し
な
け
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
ｆ

ｒ
ｅ
ｅ

ｒ
ｉ
ｄ
ｅ
ｒ
（
タ

ダ
乗
り
）
が
生
じ
る
と
い
う

問
題
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

＊
12ふ

る
さ
と
納
税
に
お
い
て

問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
ま
さ

に
こ
の
点
に
あ
る
。
寄
附
を

行
っ
た
者
は
、
そ
の
住
所
を

置
く
地
方
団
体
に
対
す
る
納

税
額
を
減
少
さ
せ
る
。
こ
れ

は
受
益
に
対
す
る
負
担
を
減

じ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
減

少
額
に
お
い
て
他
の
住
民
に

比
し
、
タ
ダ
乗
り
の
現
象
が

生
じ
る
。
そ
の
た
め
、「
ふ

る
さ
と
納
税
（
寄
附
）
す
る

こ
と
で
、
皆
で
分
か
ち
合
う

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
負
担

を
免
れ
、
そ
の
結
果
、
行
政

サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
通
じ
て

住
民
全
体
に
悪
影
響
を
及
ぼ

す
か
、
借
金
に
転
化
さ
れ
て

将
来
の
住
民
に
負
担
を
及
ぼ

す
」
＊
13
と
指
摘
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。

3
�
課
税
自
主
権
と
ふ
る
さ
と
納
税

⑴
課
税
自
主
権

地
方
団
体
は
、
憲
法
で
保

障
さ
れ
た
自
治
権
（
憲
法

94
）
の
一
部
と
し
て
、「
地

方
公
共
団
体
が
必
要
と
す
る

財
源
が
国
や
他
の
地
方
公
共

団
体
に
依
存
す
る
こ
と
な
く

自
主
財
源
に
よ
っ
て
賄
わ
れ

る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
地
方

公
共
団
体
の
課
税
や
起
債
等

に
つ
い
て
国
や
他
の
地
方
公

共
団
体
に
よ
る
規
制
を
受
け

ず
に
自
立
的
に
決
定
し
う

る
」
＊
14
自
主
財
政
権
を
有

す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

特
に
、
必
要
な
財
源
を
自

ら
調
達
す
る
権
能
、
す
な
わ

ち
課
税
自
主
権
が
不
可
欠
で

あ
り
、
こ
れ
が
地
方
税
課
税

の
根
拠
で
あ
る
。
＊
15

⑵
課
税
自
主
権
と
ふ
る
さ
と
納

税
憲
法
が
保
障
す
る
地
方
自

治
の
本
旨
と
、
課
税
自
主
権

の
趣
旨
に
鑑
み
る
と
、
地
方

団
体
の
自
主
性
は
十
分
に
尊

重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

国
の
法
律
で
地
方
税
の
す
べ

て
を
一
義
的
に
規
定
す
る
こ

と
は
適
当
で
は
な
く
、
国
の

行
政
機
関
の
指
揮
・
監
督
権

は
な
る
べ
く
排
除
す
る
必
要

が
あ
る
、
と
主
張
さ
れ
る
。

＊
16

課
税
自
主
権
に
お
け
る
こ

の
主
張
か
ら
は
、
寄
附
を
行

っ
た
者
が
住
所
を
置
く
地
方

団
体
が
税
収
（
と
交
付
団
体

が
受
け
る
べ
き
地
方
交
付

税
）
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
と

な
る
こ
の
制
度
を
、
国
が
一

律
に
定
め
る
こ
と
に
も
問
題

が
あ
る
こ
と
に
な
る
。「
各

地
方
自
治
体
が
税
額
控
除
を

行
う
か
否
か
を
独
自
に
決
定

で
き
る
制
度
と
す
る
こ
と
」

と
の
考
え
＊
17
は
、
こ
の
意

味
に
お
い
て
理
解
で
き
る
も

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ふ
る
さ
と

納
税
は
課
税
自
主
権
、
さ
ら

に
は
地
方
自
治
の
本
旨
と
い

う
根
本
的
な
点
に
お
い
て

も
、
問
題
の
あ
る
制
度
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ

う
。

4
�
お
わ
り
に

以
上
、
個
人
住
民
税
と
ふ
る

さ
と
納
税
制
度
に
つ
い
て
考
察

を
行
っ
た
。
平
成
31
年
度
の
改

正
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
の
本
来

の
趣
旨
に
立
ち
返
る
た
め
の
一

歩
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
本
稿
で
考
察
し
た
制
度
の

問
題
を
解
決
す
る
も
の
で
は
な

い
。
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
は
、

い
ま
い
ち
ど
寄
附
の
本
来
の
趣

旨
に
沿
っ
た
制
度
を
検
討
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。

い
か
な
る
制
度
設
計
が
、
地

域
活
性
化
の
有
効
手
段
と
な
り

得
る
か
は
、
今
後
の
研
究
課
題

と
し
た
い
。

＊
1

ふ
る
さ
と
納
税
の
制
度
は

所
得
税
の
寄
附
金
控
除
も
含
ま

れ
る
が
、
こ
の
趣
旨
は
、「
ふ
る

さ
と
納
税
」
は
地
方
団
体
の
み

な
ら
ず
国
に
と
っ
て
も
大
き
な

意
義
を
有
し
て
お
り
、
本
来
で

あ
れ
ば
、
こ
の
意
義
は
地
方
団

体
の
み
な
ら
ず
国
も
自
ら
の
国

土
政
策
を
通
じ
て
達
成
す
べ
き

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
も

相
当
程
度
の
役
割
を
担
う
こ
と

が
望
ま
し
い
。
ま
た
、
国
の
財

政
が
地
方
財
政
と
並
ぶ
車
の
両

輪
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、

国
も
応
分
の
負
担
を
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い
」
と
い
う
考
え
方

に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ふ
る

さ
と
納
税
研
究
会
報
告
書

平

成
19
年
10
月

4
頁

＊
2

財
務
省
『
平
成
31
年
度
税

制
改
正
の
大
綱
の
概
要
』
1
頁

＊
3

日
税
連
『
平
成
30
年
度
税

制
改
正
に
関
す
る
建
議
書
』
17

頁
＊
4

一
方
、「
寄
附
金
税
制
を
応

用
し
、
進
化
さ
せ
れ
ば
、
こ
れ

ら
の
問
題
を
ク
リ
ア
で
き
る
だ

け
で
な
く
、
納
税
者
が
「
ふ
る

さ
と
」
に
貢
献
し
た
い
と
い
う

「
ふ
る
さ
と
納
税
」
本
来
の
趣

旨
を
円
滑
に
実
現
す
る
こ
と
が

で
き
る
。」
ふ
る
さ
と
納
税
研
究

会
報
告
書

前
掲
（
注
1
）
4

頁
＊
5

市
町
村
税
務
研
究
会
『
令

和
元
年
度
版

要
説
住
民
税
』

（
ぎ
ょ
う
せ
い

2
0
1
9

年
）
22
頁

＊
6

市
町
村
税
務
研
究
会

前

掲
（
注
5
）
26
頁

＊
7

橋
本
恭
之
「
個
人
住
民
税

の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
税
研
1

8
2
号
（
日
本
税
務
研
究
セ
ン

タ
ー

2
0
1
5
年
）
51
頁

＊
8

政
府
税
制
調
査
会
資
料

2
0
1
5
年

＊
9

橋
本
徹

編
『
改
訂
版

地
方
税
の
理
論
と
課
題
』（
税
務

経
理
協
会

2
0
0
1
年
）
5

頁
以
下

＊
10

持
田
直
樹
『
地
方
財
政
論
』

（
東
京
大
学
出
版
会

2
0
1

3
年
）
1
4
1
頁

＊
11

東
京
都
税
制
調
査
会
『
平

成
30
年
度
東
京
都
税
制
調
査
会

答
申
』
54
頁

＊
12

橋
本

前
掲（
注
9
）13
頁

＊
13

杉
並
区
『「
ふ
る
さ
と
納

税
」
と
区
財
政
の
危
機
』
2
0

1
8
年

＊
14

宇
賀
克
也
『
地
方
自
治
法

概
説
』（
有
斐
閣

第
5
版

2

0
1
3
年
）
1
4
4
頁

＊
15

「
地
方
団
体
は
、
憲
法
上

の
自
治
権
の
一
環
と
し
て
課
税

権
（
課
税
自
主
権
）
を
も
ち
、

そ
れ
に
よ
っ
て
自
主
的
に
財
源

を
調
達
で
き
る
、
と
い
う
原
則

を
自
主
財
政
主
義
と
い
う
。」
金

子

宏
『
租
税
法
』（
弘
文
堂

第
23
版

2
0
1
9
年
）
98
頁

＊
16

金
子

前
掲（
注
15
）99
頁
。

＊
17

東
京
都
税
制
調
査
会

前

掲
（
注
11
）
54
頁

住吉 真〔浅草〕

日
本
税
務
会
計
学
会

令
和
元
年
7
月
月
次
研
究
会
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