
日 本 大 学 広 報 特 別 版 （2）平成２９年１０月１日第4３号

財
政
学
を
母
体
と
し
な
が

ら
も
、
租
税
論
を
中
心
と
す

る
伝
統
的
な
財
政
学
で
は
捉

え
切
れ
な
い
所
得
や
富
の
再

分
配
の
問
題
ま
で
、
経
済
合

理
的
に
解
決
し
よ
う
と
い
う

の
が
公
共
経
済
学
。
そ
こ
で

は
現
実
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な

デ
ー
タ
を
計
量
分
析
し
、
具

体
的
か
つ
現
実
に
即
し
た
政

策
を
提
言
す
る
こ
と
が
不
可

欠
で
あ
る
。

も
と
も
と
財
政
学
を
専
攻

し
、
計
量
経
済
分
析
を
熟
知

す
る
川
出
教
授
が
、
公
共
経

済
学
と
い
う
新
し
い
分
野
に

足
を
踏
み
入
れ
た
の
は
当
然

の
帰
結
だ
っ
た
。

文
部
科
学
省
の
科
学
研
究

費
を
得
て
、
取
り
組
む
の
は

「
財
政
運
営
と
有
権
者
の
価

値
観
に
関
す
る
実
証
分

析
」。
マ
イ
ク
ロ
デ
ー
タ
を

使
っ
て
、
消
費
税
と
社
会
保

険
料
の
負
担
増
が
家
計
に
ど

う
響
く
か
を
、
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
で
階
層
別
に
は
じ
き

出
し
た
。

そ
の
結
果
は
―
―
。
低
所

得
世
帯
の
負
担
は
重
く
、
と

く
に
社
会
保
障
の
ア
ッ
プ
が

痛
い
。
逆
に
高
所
得
世
帯
は

税
率
を
引
き
上
げ
て
も
効
果

が
薄
く
、
公
的
負
担
の
平
準

化
が
階
層
を
超
え
て
進
ん
で

い
る
と
警
鐘
を
鳴
ら
す
。

所
得
階
層
間
の
流
動
性
に

助
け
ら
れ
、
政
策
面
で
の
国

民
の
価
値
判
断
に
公
的
再
分

配
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て

は
い
な
い
が
、
も
し
階
層
の

固
定
化
が
進
め
ば
、
社
会
対

立
に
発
展
す
る
可
能
性
は
否

め
な
い
。そ
の
た
め
に
も「
低

所
得
世
帯
に
対
す
る
税
の
還

付
分
を
社
会
保
障
に
回
す
な

ど
、
税
と
社
会
保
障
を
合
わ

せ
た
公
的
負
担
の
総
合
的
な

検
討
を
」と
提
言
し
て
い
る
。

外
部
で
も
積
極
的
に
行
動

川
出
教
授
は
、
行
動
す
る

研
究
者
で
も
あ
る
。「
経
済

財
政
見
通
し
と
政
府
収
支
」

の
テ
ー
マ
で
研
究
を
進
め
、

各
国
政
府
の
作
成
過
程
を
検

証
。
G
D
P
な
ど
の
経
済

見
通
し
を
甘
め
に
見
通
す
こ

と
で
税
収
を
多
め
に
算
定

し
、
結
果
的
に
財
政
が
膨
ら

む
余
地
が
出
て
い
る
と
結
論

付
け
た
。

そ
の
延
長
線
上
で
４
年
前

「
経
済
財
政
社
会
保
障
の
将

来
推
計
を
、
行
政
で
は
な
く

国
会
傘
下
の
独
立
機
関
と
し

て
立
ち
上
げ
を
」
と
い
う
超

党
派
国
会
議
員
団
の
共
同
提

言
メ
ン
バ
ー
に
参
画
。
参
院

予
算
委
員
会
に
も
公
述
人
と

し
て
出
席
し
、
こ
れ
を
強
く

訴
え
て
公
聴
会
を
締
め
く

く
っ
た
。

２
年
前
の
消
費
税
論
議
の

時
は
、
低
所
得
層
の
恩
恵
に

な
ら
な
い
と
し
て
「
軽
減
税

率
の
導
入
を
懸
念
す
る
ア
カ

デ
ミ
ア
有
志
の
声
明
」
の
発

起
人
に
名
前
を
連
ね
た
。

そ
れ
は
、「
財
政
は
民
主

主
義
を
無
視
し
て
や
っ
て
い

け
な
い
世
界
。
息
の
長
い
丁

寧
な
説
明
を
国
民
に
続
け
て

い
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
の

思
い
か
ら
で
あ
る
。

２
年
前
に
引
き
上
げ
る
は

ず
だ
っ
た
消
費
税
は
、
そ
の

後
２
回
も
延
期
。
財
政
の
健

全
化
を
考
え
れ
ば
引
き
上
げ

は
不
可
避
な
だ
け
に
、
こ
れ

は
重
大
な
財
政
規
律
違
反
に

当
た
る
。

し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
正

し
い
意
見
で
あ
っ
て
も
、
国

民
の
支
持
を
得
な
い
限
り
是

正
は
不
可
能
だ
。
国
民
の
高

い
支
持
は
あ
る
が
、
税
収
を

甘
く
見
積
も
り
、
利
権
政
治

と
政
府
の
肥
大
化
の
温
床
に

な
り
か
ね
な
い
旧
来
型
の
公

共
事
業
を
志
向
す
る
、
現
政

権
の
財
政
運
営
に
も
厳
し
い

目
を
向
け
る
川
出
教
授
に

と
っ
て
、
世
界
各
地
で
横
行

す
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
策
を

打
破
す
る
た
め
に
は
、
自
身

の
考
え
に
対
す
る
理
解
を
広

げ
て
い
く
糸
口
を
絶
や
す
わ

け
に
は
い
か
な
い
。
内
閣
府

の
経
済
財
政
諮
問
会
議
の
政

策
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
な
ど
、

外
部
の
委
員
を
務
め
る
の
も

そ
の
た
め
だ
。

学
生
に
実
践
的
ア
ド
バ
イ
ス

一
方
、
ゼ
ミ
の
グ
ル
ー
プ

研
究
で
は
、
発
表
・
質
問
・

反
論
・
司
会
と
い
っ
た
役
割

を
輪
番
で
割
り
当
て
て
議
論

を
進
め
て
い
る
。
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
高
め
る

た
め
だ
が
、
議
論
の
質
を
維

持
し
、
発
展
さ
せ
る
た
め
に

は
「
自
発
的
に
動
か
な
い
と

何
も
変
わ
ら
な
い
」
と
い
う

民
主
主
義
の
根
幹
に
触
れ
る

意
識
を
自
覚
さ
せ
る
狙
い
も

あ
る
そ
う
だ
。

川
出
教
授
は
「
公
共
経
済

学
の
理
論
は
整
然
と
し
て
い

る
が
、
実
際
の
制
度
に
は
必

ず
穴
が
あ
っ
て
、
い
た
る
と

こ
ろ
に
不
備
が
あ
る
。
そ
う

し
た
欠
陥
を
理
解
し
つ
つ

も
、
悪
化
し
な
い
よ
う
に
良

識
を
持
っ
て
使
い
こ
な
し
、

民
主
主
義
を
支
え
な
け
れ
ば

社
会
は
動
か
な
い
」
と
、
学

生
た
ち
に
ア
ド
バ
イ
ス
す

る
。
そ
の
実
践
的
な
指
摘
に

こ
そ
、
研
究
対
象
に
対
し
て

謙
虚
な
姿
勢
を
保
ち
続
け
る

教
授
の
本
質
が
あ
る
。

本
学
農
獣
医
学
部
食
品
工

学
科
（
現
・
生
物
資
源
科
学

部
食
品
生
命
学
科
）
に
入
学

し
、
４
年
次
に
恩
師
の
藤
井

先
生
と
出
会
い
、
研
究
の
道

を
志
す
こ
と
と
な
る
。
研
究

室
か
ら
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ

は
抗
酸
化
作
用
で
、
カ
ニ
の

殻
か
ら
グ
ル
コ
サ
ミ
ン
を
取

り
、
褐
変
さ
せ
、
物
質
の
抗

酸
化
性
を
検
証
。
そ
れ
が
将

来
の
研
究
者
と
し
て
の
コ
ア

と
な
る
部
分
を
形
成
し
た
。

小
柳
津
教
授
の
研
究
人
生
を

前
後
に
分
け
る
と
、
前
半
は

食
品
中
に
含
ま
れ
る
抗
酸
化

物
質
を
見
つ
け
老
化
防
止
な

ど
の
健
康
に
役
立
て
る
、
後

半
は
加
工
食
品
の
開
発
と
い

う
分
野
に
な
る
。

「
老
化
防
止
の
た
め
の
物

質
は
食
品
か
ら
取
り
出
し
て

い
ま
し
た
。
ど
ち
ら
の
研
究

も
根
底
に
は
食
品
工
学
が
あ

り
、
そ
の
出
発
点
は
カ
ニ
の

殻
な
の
で
す
」

研
究
の
転
換
期
が
訪
れ
た

の
は
佐
野
短
期
大
学
（
現
・

佐
野
日
本
大
学
短
期
大
学
）

へ
の
転
職
だ
っ
た
。
専
門
学

校
教
員
時
代
に
使
用
し
て
い

た
研
究
機
器
が
な
く
、
目
に

飛
び
込
ん
で
き
た
の
は
栃
木

県
産
の
イ
チ
ゴ
、
か
ん
ぴ
ょ

う
と
い
う
素
材
。
イ
チ
ゴ
で

は
ふ
り
か
け
と
ケ
チ
ャ
ッ

プ
、
か
ん
ぴ
ょ
う
の
原
材
料

と
な
る
ユ
ウ
ガ
オ
の
実
を
使

用
し
た
ジ
ャ
ム
を
開
発
。
ユ

ウ
ガ
オ
の
ジ
ャ
ム
は
道
の
駅

で
販
売
も
さ
れ
た
。

「
佐
野
短
期
大
学
の
環
境

と
食
品
工
学
と
い
う
私
の
バ

ッ
ク
ボ
ー
ン
が
マ
ッ
チ
し
、

研
究
を
始
め
た
ら
面
白
か
っ

た
。
そ
こ
で
地
域
の
農
産
物

で
加
工
食
品
を
製
造
す
る
と

い
う
発
想
に
至
り
ま
し
た
」

遊
び
心
詰
ま
っ
た
製
品

現
在
は
地
元
で
あ
る
静
岡

県
の
農
産
物（
茶
、落
花
生
、

ミ
カ
ン
、
ス
イ
カ
な
ど
）
を

使
用
し
た
加
工
食
品
の
開
発

を
行
っ
て
お
り
、
遊
び
心
が

ふ
ん
だ
ん
に
詰
ま
っ
た
製
品

や
廃
物
を
原
材
料
と
し
た
製

品
を
生
み
出
し
て
い
る
。

静
岡
で
は
最
初
に
焼
津
の

抹
茶
と
丹
那
牛
乳
を
使
用
し

た
微
炭
酸
ヨ
ー
グ
ル
ト
を
開

発
。
佐
野
日
大
短
大
時
代
に

米
粉
を
使
用
し
た

ヨ
ー
グ
ル
ト
を
製

造
し
た
経
験
か
ら

ヒ
ン
ト
を
得
た
。

米
粉
を
混
ぜ
る
こ

と
で
高
エ
ネ
ル
ギ

ー
に
な
る
た
め
、

朝
食
を
抜
い
て
学

校
へ
来
た
子
ど
も
や
食
の
細

い
高
齢
者
に
最
適
だ
。
プ
レ

ー
ン
で
は
酸
味
の
強
い
ヨ
ー

グ
ル
ト
に
炭
酸
ガ
ス
が
加
わ

る
こ
と
で
、
食
べ
た
人
に
爽

快
さ
と
楽
し
み
を
感
じ
て
も

ら
う
と
い
う
狙
い
も
あ
る
。

ま
た
低
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
高
カ

ル
シ
ウ
ム
の
ヨ
ー
グ
ル
ト
も

研
究
中
だ
。

落
花
生
で
は
焙
煎
落
花
生

ペ
ー
ス
ト
入
り
ラ
ク
ト
ア
イ

ス
、
落
花
生
を
用
い
た
チ
ョ

コ
レ
ー
ト
菓
子
、
落
花
生
コ

ー
ヒ
ー
を
開
発
。
ピ
ー
ナ
ツ

以
外
の
食
品
を
作
る
こ
と
で

消
費
量
を
増
や
す
こ
と
が
で

き
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
問

題
解
決
に
も
つ
な
が
る
と
考

え
た
。

ミ
カ
ン
で
は
ふ
り
か
け
、

果
肉
・
皮
入
り
ラ
ク
ト
ア
イ

ス
、
皮
の
ほ
う
じ
茶
、
ス
イ

カ
で
は
皮
と
種
を
利
用
し
た

味
噌
、
皮
と
種
を
利
用
し
た

し
ょ
う
ゆ
、
ケ
チ
ャ
ッ
プ
、

皮
の
つ
く
だ
煮
な
ど
を
製
造

し
た
。

「
ミ
カ
ン
の
皮
、
ス
イ
カ

の
皮
と
種
は
本
来
な
ら
捨
て

る
物
で
す
。
し
か
し
廃
物
利

用
を
す
る
こ
と
で
ゴ
ミ
か
ら

価
値
あ
る
物
に
生
ま
れ
変
わ

り
、
食
品
ロ
ス
軽
減
に
も
つ

な
が
り
ま
す
」

な
お
、
低
エ
ネ
ル
ギ
ー
・

高
カ
ル
シ
ウ
ム
の
ヨ
ー
グ
ル

ト
と
ス
イ
カ
製
品
は
日
本
調

理
科
学
会
で
発
表
し
た
。

地
域
、
学
部
間
連
携
が
不
可
欠

製
造
し
た
加
工
食
品
は
好

評
を
得
て
い
る
が
、
言
う
ま

で
も
な
く
味
覚
は
千
差
万
別

だ
。
ま
た
味
に
こ
だ
わ
る
な

ら
ば
既
製
品
を
利
用
す
れ
ば

い
い
。
し
か
し
研
究
の
目
的

は
味
の
追
求
で
は
な
い
。

「
ス
イ
カ
の
し
ょ
う
ゆ
や

味
噌
な
ど
は
小
麦
・
大
豆
ア

レ
ル
ギ
ー
を
持
つ
方
に
は
有

用
で
す
し
、
ス
イ
カ
の
ケ
チ

ャ
ッ
プ
は
、
例
え
ば
ナ
ポ
リ

タ
ン
は
ト
マ
ト
よ
り
ス
イ
カ

と
い
う
こ
と
が
静
岡
で
根
付

け
ば
、
他
県
の
方
に
も
興
味

を
持
っ
て
も
ら
え
る
は
ず
で

す
。
こ
れ
ら
が
研
究
の
目
標

で
あ
る
地
域
活
性
化
と
新
た

な
食
文
化
の
創
造
に
つ
な
が

る
と
信
じ
て
い
ま
す
」

も
ち
ろ
ん
ク
リ
ア
す
る
課

題
は
あ
る
。
当
面
は
「
製
法

を
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら

う
」「
製
品
化
す
る
際
の
原

材
料
の
確
保
と
安
全
性
の
確

認
」
の
二
つ
だ
。
そ
の
た
め

に
は
地
域
や
学
部
間
の
連
携

が
欠
か
せ
な
い
こ
と
か
ら

「
個
人
で
も
製
法
レ
シ
ピ
を

知
り
た
い
方
、
興
味
の
あ
る

学
部
の
方
は
ぜ
ひ
三
島
校
舎

ま
で
ご
連
絡
い
た
だ
き
た

い
」と
小
柳
津
教
授
は
語
る
。

川出 真清 教授 経済学部

短期大学部

所得格差の固定化にメス

かわで・ますみ
平成10年大阪大経済学部経済学科卒。15年に東京大大
学院経済学研究科博士課程を満期退学し、新潟大経済
学部准教授。同大学院准教授から22年に本学経済学部
准教授となり、27年に教授。一方で財務省財務総合政策
研究所の研究官を務め、大学赴任後は特別研究官に。４
月にアイルランドのメイヌース大での１年間の客員研究
員を終え、帰国した。愛知県出身。44歳。

平準化進む公的負担を実証分析
税と社会保障の統合提言

廃物を原材料とした加工食品開発

おやいず・まこと
昭和51年本学農獣医学部食品工学科卒。54年同大学
院農学研究科食品工学専攻博士前期課程修了。学校
法人後藤学園武蔵野栄養専門学校などを経て、平成
15年佐野日本大学学園佐野短期大学社会福祉学科栄
養福祉専攻助教授、22年総合キャリア教育学科栄養士
養成課程主任教授。27年から本学短期大学部食物栄
養学科教授。医学博士。静岡県出身。64歳。

カニの殻から始まった研究者人生
地域活性化と新たな食文化の創造へ

小柳津 周 教授

ゼミでは実践的アドバイスを重視

学生と共に機器分析の勉強中


