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　国や地方公共団体では、私たちが健康で文化的な生活をおくるために、個人ではでき
ないさまざまな仕事を行っています。これらの仕事をするためには、多くの費用（財源）
が必要です。そのために、みなさんから「税金」という形で負担してもらいます。もし「税
金」がなかったらどうなるでしょう。道路は穴だらけ、街にはゴミがあふれているといっ
たことになりかねません。そうなると一番困るのは私たち自身です。
　では、税金にはどのような種類があり、だれが、どんな方法で、どこに納めているのでしょ
うか。また、納められた税金は、私たちの生活にどのように関わっているのでしょうか。
　こうした税金に関するさまざまな事柄をこれから一緒に考え、調べていきましょう。
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　私たちが平等に教育を受けられるよ
うに、教育費には多くの税金が使われ
ています。
　皆さんが学校で使っている教科書や
机、いすの購入、校舎の建設や修理も、
多くの人が納めた税金によりまかなわ
れています。

校舎や体育施設の建設のた
めに1年間に７４３億円が使
われます（令和5年度予算）

義務教育の学校の児
童・生徒が使う教科書
のために１年間に464
億円が使われます。
（令和５年度予算）

約 975,000円 約1,122,000円 約1,063,000円
１か月あたり
約81,300円

１か月あたり
約93,500円

１か月あたり
約88,600円

１日あたり
約5,610円

（ 令和２年度 ）

　もし、税金がなくなって、火事や事故にあっても、
消防車や救急車、警察官が来てくれないと大変です。
　税金は、犯罪の防止や社会の安全と秩序の維持な
ど、私たちの生命・身体・財産を守ってくれる仕事に
も使われています。

（令和３年度）
約42,200円

警察や消防に使われる税金
国民一人あたり（1年間）
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　私たちが安心して生活していくために
必要な「医療」「年金」「介護」「福祉」
などに使われています。

　かぜを引いたり、けがを
したりして病院で手当てをし
てもらうと、お金がかかりま
す。かかった金額の一部に
は、税金が使われています。

　老後も安心して暮ら
していくために国から
受けとるお金（年金）の
一部には、税金が使わ
れています。

　介護サービスを利用した
ときにかかる金額の一部
には、税金が使われてい
ます。

　PCR検査や感染拡大防止の対
策にも税金が使われています。

医療費に使われる税金
国民一人あたり（1年間）

（令和２年度）
約130,700円

　私たちの生活を便利にするために道
路や橋を整備したり、美術館や図書館な
ど様々な知識を与えてくれる施設を造る
ためにはたくさんのお金がかかりますが、
ここにも税金が使われています。

村道維持補修工事２（昭和村）

村道維持補修工事１（昭和村）
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ごみ処理費用にかかる税金
国民一人あたり（1年間）

（令和３年度）
約19,400円

　平成23年3月の宮城県沖を震源とした
東日本大震災や、令和元年10月の令和元年
東日本台風などの災害復旧や復興のためにも
税金は使われています。

　ゴミの収集や自然環境の保護など、清潔で
快適な暮らしのための取り組みをしています。
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１年間に国に
納められる税金

（令和５年度当初予算）
69兆4,400億円

１年間に群馬県に
納められる税金

（令和５年度当初予算）
2,605億円

１年間に群馬県内の
市町村に納められる税金

（令和５年度当初予算）
3,090億円
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　累進課税制度は、所得が多いほどより税率が高くなる税金のしくみで、日本では、所得税のほか相続税や贈与税もこのしくみ
です。この制度は、支払い能力に応じて税金を負担してもらおうとするものです。
　これとは逆に、消費税のように税率が一定の税金もあります。

　例えば、夫婦と子ども２人（うち１人は16歳：１人は20歳）の勤め人の所得税（令和５年分、復興特別所得税を含む）は…

同じ家族構成でも、年収500万円の場合の税額は4.8万円ですが、年収が2,000万円になると、税額は341.5万円で約71倍になります。

Ａさん　年　収　　　500万円
　　　　所得税　　4.8万円

Ｂさん　年　収　　　　　　　　　2,000万円
　　　　所得税　　 341.5万円 ※社会保険料控除を含めて計算しています。

累 進 課 税 制 度

　財政とは国や地方公共団体の経済活動のことで、そのために必要なお金は
税金として集められています。私たちが納める税金は、公共サービスや公共
施設に形を変えて、生活のさまざまな場面で役立っています。

　日本の所得税などでは、所得が多くなるほど税負担が大きくなる
累進課税制度が採られています。また、歳出面では社会保障の支出
を通じて、所得の少ない人の生活を助けています。このように、財
政には国民間の所得の開きを縮める働きがあります。

　会社や個人の所得が増える好景
気のときには、税負担が増えて、
景気の加熱にブレーキをかけま
す。
　不景気のときには、税負担が
減って、景気の落ち込みをゆるめ
ます。また、歳出面では、公共事
業を増やすなどして景気をよくす
ることもできます。

　友だち３人で食事に行きました。みんなでいろいろな料理を分け合って食べたとき、支払
いはどうしますか。
　　 ①３人で均等に割って支払う。
　　 ②たくさん食べた人は多く、少ししか食べていない人は少なく支払う。
　　 ③お小遣いをたくさん持っている人は多く、あまり持っていない人は少なく支払う。
　どの方法でも"公平"のようですが、１つの方法では完全な"公平"にはならないのです。
　税金も１つの方法で課税したのでは、完全な"公平"にはなりません。税負担の"公平"を確保
するために、税の性格に応じた適切な課税方法を採用して、所得課税、消費課税、資産課税
等をバランスよく組み合わせるという工夫が行われています。



考えてみよう

各人の所得 橋の使用回数
Ａ 400　万円 月　20　回
Ｂ 700　万円 月　50　回
Ｃ 1,000　万円 月　10　回
Ｄ 600　万円 月　0　回
Ｅ 800　万円 月　40　回
Ｆ 100　万円 月　60　回
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　皆さんは（ 　　　　　　　　 ）タウンの住民です。このまちには、下表の
ような家が6軒あり、まちの真ん中をまちが管理する川が流れています。行き
来するには、渡し船を使っていますが、雨で増水した時は運航できず、不便で
した。今回、住民の皆さんの希望により橋を建設することになりました。建設
する費用は1,800万円かかります。

　この費用は、どのようにして集めたらいいでしょうか。

考え方の
ポイント

「公平」な負担とは？
どのような集め方が公平な集め方だと思いますか？
　・みんなから同じ金額を集める方法
　・特定の人から集める方法
　・みんなから同じ率で集める方法
　・負担する能力に応じて集める方法
その他の集め方はあるでしょうか？



まとめ
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集め方

金 額

学習を通して感じたこと

各人の所得 集めるお金 残りの金額
Ａ 400万円 万円 万円
Ｂ 700万円 万円 万円
Ｃ 1,000万円 万円 万円
Ｄ 600万円 万円 万円
Ｅ 800万円 万円 万円
Ｆ 100万円 万円 万円



群馬県の財政（令和５年度当初予算）

国の財政（令和５年度当初予算）

県
民
税 事業税

地方消費税

自動車税

その他

9

自主財源
4,387 億 1,435 万円

53.5%

依存財源
3,809 億 8,565 万円

46.5%

県税
2,605 億円
31.8%

その他
1,782 億 1,435 万円

21.7%

地方交付税
1,395 億円
17.0%

国庫支出金
1,540 億 2,565 万円

18.8%

県債
485 億 6,000 万円

5.9%

地方譲与税・その他
389 億円
4.8%

歳入総額
8,197億円

健康福祉費
2,013 億 8,289 万円

24.6%

教育費
1,563 億 6,931 万円

19.1%

公債費
984 億 7,525 万円

12.0%
県土整備費

658 億 4,545 万円
8.0%

警察費
439 億 2,949 万円　5.4%

生活こども費
380 億 9,545 万円　4.6%

総務費
317 億 1,774 万円　3.9%

農政費
208 億 1,884 万円　2.5%

環境森林費
184 億 3,084 万円　2.2%

知事戦略費
116 億 314 万円　1.4%

産業経済費・労働費
104 億 2,720 万円　1.3%

地域創生費
73 億 9,944 万円

0.9%

その他
1,152 億 496 万円

14.1%

歳出総額
8,197億円

歳入 歳出

令和５年度の群馬県歳入予算額は、8,197億円です。そのうち県税
収入は2,605億円で、予算額の31.8％を占め、県の財源として重要
な役割を担っています。

〔県税の内訳〕

31.3%

24.8%

19.9%

13.7%

10.3%

歳入

歳出

歳入の内訳
　令和５年度の歳入は約114.3兆円です。
　この歳入の約60.7％が租税及び印紙収入でまかなわれてい
ますが、残りのうち、約35.6兆円（約31.1％）は公債金収入
に依存しています。
　公債金となる国債は元本の返済や利子の支払いなどの負担を
将来の世代に残すことから、国債に依存するわが国の財政を改
善することが、大きな課題となっています。

歳出の内訳
　国の予算の使い方は国会で決められます。
　私たちが、より豊かで安心して生活できる社会となるよ
うな施策に、多く支出されています。
　「国債費」は、国債の元本の返済、利子の支払いなどの
費用であり、歳出のうち22.1％と高い割合になっています。

その他
10兆 4,060 億円　9.1％

一般会計
歳入総額
114 兆
3,812 億円

その他収入
9兆 3,182 億円

8.2％

建設公債
6兆5,580 億円

5.7％

特例公債
29 兆 650 億円
25.4％

租税及び印紙収入
69兆 4,400 億円
60.7％

所得税
21 兆 480 億円
18.4％

法人税
14 兆 6,020 億円

12.8％

消費税
23 兆 3,840 億円

20.4％

公債金
35 兆 6,230 億円

31.1％

社会保障
36 兆 8,889 億円

32.3％

地方交付税交付金等
16兆 3,992 億円

14.3％

公共事業
6兆 600 億円　5.3％

文教及び科学振興
5兆 4,158 億円　4.7％

防衛
10 兆 1,686 億円

8.9％

新型コロナ対策予備費
4兆円　3.5％

その他
10 兆 1,986 億円

8.9％

国債費
25 兆 2,503 億円

22.1％
一般会計
歳出総額
114 兆
3,812 億円



6.6人

1980年（昭和55年）
2.6人

2010年（平成22年）
1.3人

2060年（令和42年）
20～64歳人口の65歳以上人口に対する比率

待機児童の解消

介護職員の処遇改善

幼児教育・保育の無償化

介護保険料の軽減

高等教育の無償化

年金生活者支援給付金の支給

●景気や人口構成の変化に左右されにくく、税収が安定している
●働く世代など特定の人に負担が集中することなく、経済活動に中立的
●高い財源調達力がある

なぜ、消費税なの？

社会保障の財源を
調達する手段として
ふさわしい税金です。
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（平成24）
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（令和2）

※社会保障給付費とは、公的な社会保障制度の給付総額を示すものである。
※参考資料：国立社会保障・人口問題研究所「令和２年度社会保障費用統計」

福祉・その他

年金

医療

（医療における高齢者医療）

132.2兆円
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　社会保障の充実・安定化や財政の健全化のために安定的な財源が必要です。そのため、令和元年
10月から消費税率が10％に引き上げられ、その増収分の使いみちは社会保障の充実策に加え、教育
負担の軽減・子育て層支援・介護人材の確保に充てられています。

　日本人の平均寿命は、40年の間に10歳も延び、現在、男性が約81歳、女性が約87歳に達しています。
このような急速な寿命の伸びが、社会の高齢化を進めているわけです。
　一方、将来の働き手となる子どもの出生率は急激に下がっています。
　このように高齢者が増え、反面、年少者が減るという現象は、将来の社会に大きな問題を投げかけ
ています（少子高齢社会）。

　少子高齢社会の問題の一つは社会保障の費
用が増えていくことであり、もう一つはその費用
を負担する働き手が減っていくことです。
　高齢者の急増にともない、年金や医療、介護
などの社会保障費が増加することが予想されま
す。
　しかし、その費用を負担する働き手が減って
いくと、一人ひとりの負担が重くなります。老後
の安定した生活や健康で文化的な社会を実現す
るためには、大きな費用を必要としますが、そ
の財源の中心は税金なのです。
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※日本は、「国勢調査」及び「日本の将来推計人口」（国立社会保障・人口問題研究所、
平成29年推計）、※諸外国はUN "World Population Prospects:The 2017Revision"
による。

1965
（昭和40）

1980
（昭和55）

2010
（平成22）

2060年
（令和42）

日本
38.1%
ドイツ
31.7%
フランス
26.9%
イギリス
26.7%

アメリカ
23.6%

少子高齢社会の到来

社会保障の充実と税負担

消費税率の引き上げと使いみち



　３世紀ごろ、魏志倭人伝に日本の
税に関する最初の記録があり、邪馬
台国では、税
が納められて
いたと記載さ
れています。

　大化の改新では、新しい租税制度
を含む政治の方向が示され、後の
大宝律令では、班田収授の法により、
農民に田を与
える代わりに
租・調・庸・
雑
ぞう

徭
よう

等という
税が課税され
ました。

　班田収授の法が崩れ、荘園が各
地にできました。民には領主から年
貢、公

く

事
じ

、夫
ふ

役
やく

が課税されました。

　地頭に税の徴収権が与えられ、や
がて守護もこれを行うようになりま
した。また、
座（協同組合）
が作られ生産、
販売を独占す
る代わりに、
座役という税
を納めました。

　天下統一を行った豊臣秀吉は、全
国の土地調査・太閤検地を行い、農
地の面積だけ
でなく、土地
の良し悪しや
農地の収穫高
などを調べて
年貢をかけま
した。

　税は田畑に課税される本
ほん

途
と

物
もの

成
なり

（年貢）が中心でした。また、町人に
は、清酒や醤油の製造、牛馬の売
買などに免許
料や営業税の
ような運

うん

上
じょう

・
冥
みょうが

加 などが
課税されまし
た。

　明治政府は、歳入の安定化を図る
ため、租税制度の改革に着手し、明
治６年には、地租改
正を実施しました。
　明治 20年には、
所得税が導入され、
所得金額 300 円以
上の所得者が課税
されました。

　戦費調達などのため、増税が行わ
れ、明治の後期には登録税、麦

ビール
酒税、

通行税、相続
税などが、大
正時代には清
涼飲料税、営
業収益税など
の、新税が創
設されました。

　昭和 15年には勤労所得に源泉徴
収制度が採用されました。
　昭和 21年、新憲法が公布され、
教育、勤労に並ぶ三大義務の一つ
として納税の義務が定められました。
また、租税をかける場合は、法律に
よらなければならないとする、租税
法律主義が規定されました。
　昭和 22年には、納税者が自主的
に自分の税額を計算して納税する申
告納税制度が導入されました。昭和
25年、シャウプ勧告に基づく税制
改革が行われました。この改革では、
所得税を中心とした公平な税制の確
立が図られ、さらに法人や個人が記
帳を基に申
告する青色
申告制度も
導入されま
した。

　経済社会の変貌に対応して所得、消費、資産の間
で均衡のとれた、将来にわたって安定的な税制を確
立するために、平成元年には所得税の減税や消費税
の導入を骨子とする税制の抜本改革が行われました。
　国民一人ひとりに 12ケタの番号（マイナンバー）
が付番され、社会保障や税金の制度について、平成
28年１月から利用が開始されています。

前　橋　税　務　署	 〒 371-8686　前橋市大手町 2-3-1　前橋地方合同庁舎　TEL		027-224-4376
群馬県総務部税務課	 〒 371-8570　前橋市大手町 1-1-1　TEL		027-226-2192
群馬県総務部市町村課	 〒 371-8570　前橋市大手町 1-1-1　TEL		027-226-2228
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