
　
「
入
湯
税
」

　

僕
の
住
ん
で
い
る
仙
北
市
田
沢

湖
に
は
、
沢
山
の
温
泉
が
あ
り
ま

す
。
温
泉
を
利
用
す
る
時
支
払
う

料
金
に
は
、
入
湯
税
と
い
う
税
金

も
入
っ
て
い
ま
す
。
温
泉
に
入
る

だ
け
な
の
に
何
で
税
金
が
か
か
る

の
か
不
思
議
で
し
た
。

　

こ
の
入
湯
税
は
、
仙
北
市
の
観

光
振
興
や
環
境
衛
生
施
設
、
鉱
泉

源
の
保
護
管
理
施
設
の
整
備
な
ど

に
つ
か
わ
れ
る
税
金
で
す
。
具
体

的
に
は
、
温
泉
施
設
を
建
て
る
た

め
の
費
用
、
温
泉
を
掘
り
出
す
時

の
費
用
、
温
泉
施
設
の
修
繕
時
の

費
用
な
ど
温
泉
施
設
の
整
備
に
必

要
な
費
用
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

仙
北
市
に
旅
行
に
来
て
温
泉
を

利
用
し
て
く
れ
る
方
々
や
市
民
の

方
々
が
一
日
温
泉
を
利
用
す
る
度

に
課
税
さ
れ
る
税
金
で
温
泉
施
設

の
維
持
、
継
続
に
役
立
っ
て
い
る

の
で
と
て
も
良
い
こ
と
だ
と
思
い

ま
し
た
。
温
泉
も
限
り
あ
る
資
源

な
の
で
大
切
に
利
用
し
て
行
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

昔
と
比
べ
て
温
泉
の
量
も
少
な
く

な
っ
て
い
る
と
聞
い
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
冬
に
な
る
と
ス
キ
ー
場

に
よ
く
行
き
ま
す
が
、
ゲ
レ
ン
デ

の
す
み
か
ら
温
泉
の
に
お
い
が
し

て
き
ま
す
。
雪
で
凍
っ
た
道
路
も

温
泉
の
排
湯
を
利
用
し
て
溶
か
し

た
り
、
温
泉
は
い
ろ
い
ろ
な
利
用

方
法
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
入
湯
税
は
、鉱
泉
浴
場
（
温

泉
）
に
入
る
際
に
課
税
さ
れ
ま
す

が
、
僕
た
ち
中
学
生
（
12
才
未
満

の
人
に
は
か
か
り
ま
せ
ん
。）
も

大
人
と
同
じ
よ
う
に
納
め
て
い
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
入
湯
税
の
税

額
は
全
国
で
平
均
、
入
浴
客
一
人

一
日
に
つ
き
百
五
十
円
が
標
準
の

よ
う
で
す
。
こ
う
し
て
支
払
っ
た

入
湯
税
は
、
経
営
者
の
方
が
市
へ

納
入
し
ま
す
。
中
学
校
の
近
く
に

も
公
衆
浴
場
が
あ
り
ま
す
。
一
度

利
用
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
と

て
も
気
持
ち
よ
く
、
家
の
風
呂
と

は
違
い
広
く
開
放
感
が
あ
り
、
リ

ラ
ッ
ク
ス
で
き
ま
し
た
。
温
泉
の

効
果
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
い
ま

す
が
、
僕
は
温
泉
の
中
で
少
し
浮

力
に
作
用
さ
れ
「
フ
ワ
ッ
」
と
感

じ
る
と
こ
ろ
が
好
き
で
す
。

　

仙
北
市
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
種

類
の
温
泉
が
あ
る
の
で
全
て
を
回

っ
て
み
た
い
で
す
。
そ
し
て
そ
の

度
に
し
っ
か
り
入
湯
税
を
課
税

し
、
温
泉
施
設
の
維
持
に
役
立
て

て
使
っ
て
ほ
し
い
で
す
。

　

自
分
の
住
ん
で
い
る
仙
北
市
の

温
泉
を
、
友
だ
ち
や
知
り
合
い
の

方
々
に
、
し
っ
か
り
説
明
で
き
て
、

み
な
さ
ん
が
支
払
っ
て
く
れ
た
入

湯
税
で
温
泉
施
設
等
が
成
り
立
っ

て
い
る
こ
と
も
伝
え
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

今
回
、
入
湯
税
に
つ
い
て
調
べ
、

自
分
が
知
ら
な
い
う
ち
に
支
払
っ

て
い
た
税
金
を
、
も
っ
と
調
べ
て

み
た
い
、
と
思
い
ま
し
た
。

　

仙
北
市
の
大
き
な
財
産
と
も
い

え
る
温
泉
や
、
他
に
も
道
路
や
学

校
な
ど
僕
た
ち
の
地
域
の
大
切
な

も
の
を
支
え
て
い
る
の
が
税
金
だ

と
わ
か
り
、
税
金
の
大
切
さ
を
改

め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
て
よ
か

っ
た
で
す
。

 

菅
原
　
陽
彦
さ
ん

　
　（
生
保
内
中
学
校
１
年
）

税についての作文

 　

仙
北
市
納
税
貯
蓄
組
合
連
合

会
主
催
の
小
学
生
の
「
税
に
関
す

る
習
字
」
で
、
佐
々
木
祐
奈
さ
ん

（
中
川
小
学
校
６
年
）
の
作
品
が

最
優
秀
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

に
関
す
る

習
字

　
最
優
秀
賞
以
外
の
入
選

者
は
次
の
と
お
り
で
す
。

※
氏
名
の
表
記
は
原
文
の

ま
ま
掲
載
し
て
い
ま
す
。

（
敬
称
略
）

▼
金
賞
＝
や
つ
や
な
ぎ
わ

か
（
角
館
小
学
校
１
年
）、

石
川
才
稀
（
神
代
小
学
校

４
年
）、
西
宮
理
央
（
角
館

小
学
校
５
年
）

▼
銀
賞
＝
田
口
ら
な
（
角

館
小
学
校
２
年
）、
山
口
海

嘉
（
神
代
小
学
校
３
年
）、

佐
々
木
心(

角
館
小
学
校
４

年)

、
佐
々
木
棟
旺
（
西
明

寺
小
学
校
５
年
）

▼
銅
賞
＝
す
ず
き
こ
こ
ろ

(

角
館
小
学
校
１
年)

、
門

脇
知
奏
（
角
館
小
学
校
３

年
）、
村
岡
す
み
れ(

角
館

小
学
校
４
年)

、
青
山
颯
羽

(

中
川
小
学
校
６
年)

　国税庁と全国納税貯蓄組合連合会が共催で募集していた中学生の「税についての作文」で、 菅原陽彦

さん（生保内中学校 1 年）の作品「入湯税」と水平駿さん（角館中学校 2 年）の作品「暮らしと税金」が、

仙北市納税貯蓄組合連合会長賞を受賞しましたので、全文（原文のまま）をご紹介いたします。

「
税
に
関
す
る
習
字
」
で
、
最
優
秀
賞
に
輝
い
た
佐
々
木

祐
奈
さ
ん
。

税
　
「
暮
ら
し
と
税
金
」

　

国
や
都
道
府
県
・
市
町
村
は
、
私

た
ち
が
豊
か
で
安
心
し
た
暮
ら
し
が

で
き
る
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
公
共

サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
た
め

に
必
要
な
費
用
は
、
国
民
が
納
め
て

い
る
税
金
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
ま

す
。
税
金
が
私
た
ち
の
暮
ら
し
の
中

で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
は
た
し
て
い

る
の
か
、
疑
問
に
思
い
ま
し
た
。

　

国
の
収
入
は
平
成
三
十
年
度
一
般

会
計
予
算
に
お
け
る
歳
入
の
う
ち
、

租
税
及
び
印
紙
税
収
入
で
賄
わ
れ
る

額
は
約
五
十
九
兆
一
千
億
円
で
、
歳

入
全
体
の
６
割
強
を
占
め
て
い
ま

す
。
税
収
の
ト
ッ
プ
３
は
、
所
得
税
、

消
費
税
、
法
人
税
で
す
。
中
で
も
消

費
税
は
５
歳
の
子
ど
も
か
ら
、
80
歳

の
高
齢
者
ま
で
、
物
を
買
う
と
バ
ラ

ン
ス
よ
く
は
ら
わ
れ
る
税
金
で
す
。

　

最
近
の
日
本
は
、
少
子
高
齢
化
が

目
立
つ
社
会
と
言
っ
て
も
過
言
で

は
、
あ
り
ま
せ
ん
。
高
齢
者
一
人
に

対
し
て
、
支
え
る
若
者
が
ど
ん
ど
ん

減
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
国
の
収

入
で
あ
る
、
九
十
七
兆
七
一
二
八
億

円
を
ど
の
よ
う
に
利
用
し
て
い
る
の

か
。
ま
た
、
一
番
多
く
利
用
し
て
い

る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
、

気
に
な
り
ま
す
。

　

平
成
三
十
年
度
一
般
会
計
予
算

は
、
約
九
十
七
兆
七
千
億
円
で
す
。

こ
の
う
ち
、
歳
出
に
つ
い
て
み
る
と
、

社
会
保
障
費
、
国
債
の
元
利
払
い
に

充
て
ら
れ
る
費
用
（
国
債
費
）、
地
方

交
付
税
交
付
金
等
で
歳
出
全
体
の
８

割
弱
を
占
め
て
い
ま
す
。
歳
出
で
は
、

社
会
保
障
が
ト
ッ
プ
で
、
全
体
の
三

分
の
一
に
当
た
り
ま
す
。
で
は
、
な

ぜ
社
会
保
障
が
歳
出
で
ト
ッ
プ
な
の

で
し
ょ
う
か
。
そ
も
そ
も
社
会
保
障

と
は
何
な
の
か
。
疑
問
に
思
い
ま
し

た
。

　

社
会
保
障
と
は
、
私
た
ち
が
安
心

し
て
生
活
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な

公
的
サ
ー
ビ
ス
の
こ
と
で
、
医
療
、

年
金
、
福
祉
、
介
護
、
生
活
保
護
の

し
く
み
の
こ
と
で
す
。
今
、
我
が
国

で
は
、
少
子
高
齢
化
が
進
ん
で
い
ま

す
が
、
こ
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
。
働
き
手
（
20
歳
か
ら
64
歳
）

が
高
齢
者
（
65
歳
以
上
）
一
人
に
対

し
て
支
え
た
と
き
、
二
千
年
は
三
．

六
人
で
し
た
。
し
か
し
、
だ
ん
だ
ん

時
が
経
つ
に
つ
れ
働
き
手
が
減
り
、

高
齢
者
が
増
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

比
率
が
だ
ん
だ
ん
と
縮
ま
っ
て
い
き

ま
す
。
二
千
五
十
年
の
比
率
を
予
測

し
て
み
る
と
、
働
き
手
は
一
．
二
人

で
高
齢
者
一
人
を
支
え
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　

老
後
の
安
定
し
た
生
活
や
健
康
で

文
化
的
な
社
会
を
実
現
す
る
に
は
、

大
き
な
費
用
を
必
要
と
し
ま
す
。
そ

の
財
源
の
中
心
は
税
金
で
す
。
政
府

か
ら
ど
れ
だ
け
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
、
そ
の
費
用
を
ど
う
負
担
す
べ
き

か
、
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
少
子

高
齢
化
は
止
ま
る
こ
と
な
く
、
進
み

続
け
て
い
く
で
し
ょ
う
。　

　

だ
か
ら
こ
そ
、
支
え
合
い
を
大
切

に
し
、
今
現
在
を
大
切
に
し
て
い
き

た
い
と
僕
は
思
い
ま
す
。
税
金
と
は

大
切
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

 

水
平
　
駿
さ
ん

　
　（
角
館
中
学
校
２
年
）

入
選おめ

で
と
う

ご
ざ
い
ま
す

最
優
秀
賞

を考えよう

税に関する習字・・・・・・・・・・

身近な

2018-12-16

税
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