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ふるさと納税制度について

「
ふ
る
さ
と
は
ど
こ
で
す
か
、
と
私
は
聞

い
た
。
南
の
海
の
町
と
あ
な
た
は
答
え
た
。

（
中
略
）
ふ
る
さ
と
は
、
そ
ん
な
に
も
あ
た

た
か
い
も
の
な
の
ね
」（
作
詞　

中
山
大
三

郎
、
作
曲　

う
す
い
よ
し
の
り
）
は
、
私
の

好
き
な
テ
レ
サ
・
テ
ン（
中
国
名　

鄧
麗
君
）

の
ヒ
ッ
ト
曲
「
ふ
る
さ
と
は
ど
こ
で
す
か
」

の
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
。

み
な
さ
ん
の
ふ
る
さ
と
は
ど
こ
で
す
か
。

そ
も
そ
も
、
ふ
る
さ
と
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

ど
こ
の
こ
と
を
言
う
の
だ
ろ
う
か
。
生
ま
れ

た
所
、
小
中
学
校
な
ど
に
通
っ
た
所
、
人
に

よ
っ
て
そ
の
感
覚
は
異
な
る
は
ず
だ
。
親
が

健
在
で
あ
れ
ば
、
自
分
の
親
が
今
住
ん
で
い

る
所
が
ふ
る
さ
と
か
も
し
れ
な
い
。

鹿
児
島
県
東
京
事
務
所
に
て

ふ
る
さ
と
納
税
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

取
材
す
る
た
め
に
、
ま
ず
鹿
児
島
県
東
京
事

務
所
を
訪
問
し
た
。
ご
対
応
い
た
だ
い
た
の

は
、
所
長
の
平
田
武
志
さ
ん
と
東
京
事
務

所
ふ
る
さ
と
納
税
課
長
の
桑
畑
昭
彦
さ
ん
で

あ
る
。
ま
ず
は
、
そ
の
意
気
込
み
に
つ
い
て

お
聞
き
し
た
。「
六
月
に
新
た
に
東
京
事
務

所
に
ふ
る
さ
と
納
税
課
を
設
け
、
五
人
の
専

従
職
員
を
配
置
し
ま
し
た
。
大
阪
事
務
所

も
同
じ
布
陣
で
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
鹿

児
島
県
で
は
県
と
市
町
村
が
一
体
と
な
っ

て
、
大
都
会
に
お
住
ま
い
の
県
出
身
者
の

方
々
を
中
心
に
こ
の
制
度
を
ア
ピ
ー
ル
し
、

引揚記念公園より舞鶴湾を望む
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寄
附
金
を
募
る
た
め
に
『
か
ご
し
ま
応
援
寄

附
金
募
集
推
進
協
議
会
』（
以
下
協
議
会
）

と
い
う
組
織
を
設
立
し
ま
し
た
」
と
語
る
平

田
さ
ん
。

「
県
人
会
、
同
窓
会
な
ど
の
鹿
児
島
県
出

身
者
の
団
体
が
首
都
圏
だ
け
で
も
二
五
〇
〜

二
六
〇
程
あ
り
、
こ
れ
ら
の
団
体
の
総
会
、

懇
親
会
等
に
出
向
い
て
、
制
度
紹
介
と
と

も
に
寄
附
の
お
願
い
に
あ
が
っ
て
い
ま
す
」

と
ま
さ
に
最
前
線
で
営
業
活
動
に
汗
を
流
す

桑
畑
さ
ん
。
そ
の
活
動
に
対
し
て
の
手
応
え

を
お
聞
き
し
た
と
こ
ろ
、「
制
度
は
ご
存
知

の
方
が
多
い
の
で
す
が
、
そ
の
具
体
的
な
内

容
と
な
る
と
ま
だ
ま
だ
浸
透
し
て
い
ま
せ
ん
。

い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
へ
お
邪
魔
し
て
制
度
の

内
容
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
こ
と
か
ら
地
道

に
始
め
て
い
ま
す
」
と
の
こ
と
。「
ふ
る
さ

と
納
税
制
度
が
で
き
る
と
聞
い
て
い
た
が
、

も
う
で
き
た
の
で
す
か
」
と
い
う
よ
う
な
反

応
が
一
般
的
な
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
活
動
を
補
完
す
る
た
め
に
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
の
み
な
ら
ず
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
も

充
実
さ
せ
、
制
度
を
浸
透
さ
せ
て
い
こ
う
と

い
う
戦
略
を
お
持
ち
の
よ
う
だ
。
実
際
、
鹿

児
島
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
拝
見
し
て
も
強

い
意
気
込
み
を
感
じ
る
。

「
寄
附
を
し
て
い
た
だ
く
と
五
〇
〇
〇
円

の
自
己
負
担
は
発
生
す
る
が
、
所
得
税
（
国

ふるさと納税制度

平成20年4月30日に公布された「地方税法等の一
部を改正する法律」により、個人住民税の寄附金
税制が大幅に拡充されました。その内容は次のとお
りです。

1．ねらい
「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援し
たいという納税者の思いを活かすことができるよう、
都道府県・市区町村に対する寄附金税制が抜本的
に拡充されました。

2．制度の概要
都道府県・市区町村に対する寄附金(※1)のうち、

5千円を超える部分について、個人住民税所得割(
※2)の概ね1割を上限として、所得税と合わせて全
額が控除されます。

3．軽減額
控除額の計算方法については右図をご覧下さい。
平成20年1月1日以後に都道府県・市区町村に

支出した寄附金が対象となり、寄附をした翌年度の
住民税から控除されます。（所得税については現年
分から控除されます。）

4．手続き等
寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、

都道府県・市区町村が発行する領収書等を添付し
て申告を行っていただく必要があります。（所得税の
確定申告を行う方は住民税の申告は不要です。所得
税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に
住民税の申告を行っていただく必要があります。）

（総務省ホームページより抜粋にて作成）

鹿児島県ホームページ



4

税
）
と
個
人
住
民
税
（
地
方
税
）
が
軽
減

で
き
る
こ
と
。
そ
の
た
め
に
は
確
定
申
告
が

必
要
で
あ
る
、
と
い
う
複
雑
な
制
度
を
ま
ず

理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
が
結
構
大
変
で
す
」

と
平
田
さ
ん
、
桑
畑
さ
ん
と
も
に
口
を
揃
え

る
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
寄
附
金
の
件
数
を

公
開
し
て
い
る
鹿
児
島
県
だ
が
、
寄
附
の
平

均
金
額
は
今
の
と
こ
ろ
約
七
万
五
千
円
／

人
で
結
構
高
額
で
あ
る
。
当
然
、
個
人
の

控
除
額
に
合
わ
せ
た
額
を
目
安
に
行
わ
れ
て

い
る
よ
う
だ
。

鹿
児
島
県
独
自
の
寄
附
金
の
考
え
方
と

し
て
、
寄
附
金
の
一
〇
分
の
四
を
県
に
、

一
〇
分
の
六
を
市
町
村
の
施
策
に
活
用
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
。
四

：

六
と
い
う
比
率

は
、
現
在
の
住
民
税
一
律
一
〇
％
（
都
道

府
県
四
％
、
市
町
村
六
％
）
と
い
う
比
率

等
を
考
慮
し
て
協
議
会
で
決
定
し
た
。
ま
た

寄
附
を
さ
れ
る
方
の
希
望
に
応
じ
て
、
特
定

の
市
町
村
の
施
策
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
使
途

を
指
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
市
町
村
の

指
定
の
な
い
場
合
は
、
そ
の
四
分
の
一
を
均

等
割
で
、
四
分
の
三
を
人
口
割
で
全
市
町

村
に
配
分
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
な
る
べ

く
寄
附
す
る
方
の
思
い
を
吸
い
上
げ
ら
れ
る

よ
う
に
寄
付
金
を
充
当
す
る
事
業
も
き
め
細

か
く
提
示
し
て
あ
り
、
寄
附
し
た
人
に
と
っ

て
、
そ
の
寄
附
金
の
使
い
道
が
良
く
分
か
る

よ
う
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
ゆ
く
予
定
だ
。

「
具
体
的
な
目
標
額
は
あ
り
ま
す
か
。
例

え
ば
、
保
険
会
社
の
よ
う
に
当
月
の
寄
附
金

額
を
担
当
者
別
に
グ
ラ
フ
に
し
て
事
務
所
内

に
掲
示
し
た
り
さ
れ
る
予
定
は
あ
り
ま
す
か
」

と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
、
笑
い
を
交
え
な

が
ら
、「
ノ
ル
マ
は
ね
ぇ
…
…
。
で
も
額
よ

り
も
件
数
の
拡
が
り
を
期
待
し
て
い
ま
す
」

と
お
答
え
い
た
だ
い
た
。
も
と
も
と
地
方
の

税
収
格
差
を
埋
め
る
た
め
に
開
始
さ
れ
た
制

度
で
は
あ
る
が
、
ふ
る
さ
と
を
離
れ
て
暮
ら

す
人
々
に
も
う
一
度
ふ
る
さ
と
を
思
い
出
し

て
も
ら
い
た
い
と
思
う
。
三
位
一
体
改
革
の

中
で
、
自
治
体
の
税
の
徴
収
能
力
が
よ
り
問

わ
れ
る
時
代
と
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
鹿
児

島
県
と
し
て
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を

作
り
、
例
え
ば
税
の
徴
収
力
を
ア
ッ
プ
さ
せ

る
た
め
に
コ
ン
ビ
ニ
で
の
支
払
い
を
可
能
に

さ
せ
る
な
ど
の
努
力
も
行
っ
て
き
た
。
こ
れ

ら
の
ノ
ウ
ハ
ウ
も
活
か
し
、
今
回
寄
附
す
る

人
に
と
っ
て
払
い
や
す
く
す
る
た
め
に
銀
行

振
り
込
み
だ
け
で
は
な
く
、
様
々
な
形
態
を

と
る
こ
と
に
よ
り
、
寄
附
し
て
頂
く
方
々
の

多
様
な
支
払
方
法
に
応
え
る
べ
く
、
努
力
を

し
て
い
る
。

鹿児島県東京事務所長　平田武志さん

鹿児島県東京事務所ふるさと納税課長　桑畑昭彦さん

「かごしま応援寄附金のご案内」鹿児島県パンフレット
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株
主
優
待
制
度
の
よ
う
に
、
寄
附
を
し
て

い
た
だ
い
た
方
に
豪
華
商
品
を
進
呈
す
る
予

定
の
自
治
体
も
あ
る
。
鹿
児
島
県
の
場
合

は
、「
あ
く
ま
で
寄
附
な
の
で
、
そ
ん
な
も

の
は
要
ら
な
い
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る

し
、
何
か
欲
し
い
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

る
。
寄
附
者
へ
の
御
礼
に
つ
い
て
は
今
後
検

討
し
て
い
く
」
と
の
こ
と
だ
。

桑
畑
さ
ん
の
「
現
在
の
活
動
の
中
で
、

昔
か
ら
地
元
に
何
か
貢
献
し
た
い
と
思
っ
て

お
り
、
今
回
の
制
度
は
あ
り
が
た
い
、
と
い

う
声
を
よ
く
聞
き
ま
す
。
そ
う
い
う
方
々
の

拡
が
り
を
期
待
し
て
、
継
続
し
て
活
動
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
い
う
言
葉
に
熱

意
を
感
じ
て
、
同
事
務
所
を
後
に
し
た
。

そ
し
て
舞
鶴
へ

私
は
、
父
親
の
仕
事
の
関
係
で
、
就
学
、

仕
事
で
各
地
を
転
々
と
し
た
。
生
ま
れ
は
、

京
都
市
。
そ
の
後
、
富
山
市
、
京
都
府
舞

鶴
市
、
京
都
市
、
京
都
府
城
陽
市
、
横
浜

市
、
東
京
都
、
川
崎
市
、
東
京
都
、
千
葉

県
八
千
代
市
、
神
奈
川
県
平
塚
市
、
そ
し

て
今
再
び
千
葉
県
八
千
代
市
に
居
住
、
終

の
住
み
か
と
な
る
予
定
で
あ
る
。
一
年
以
上

居
住
し
た
場
所
だ
け
で
右
記
の
通
り
で
あ
り
、

数
カ
月
、
数
週
間
ま
で
含
め
る
と
海
外
も
含

め
、
も
う
ど
こ
が
ふ
る
さ
と
な
の
か
分
か
ら

な
く
な
る
。

両
親
が
既
に
他
界
し
、
そ
の
家
が
な
い
こ

と
が
一
層
ふ
る
さ
と
感
の
欠
如
を
助
長
す
る
。

生
ま
れ
て
か
ら
ず
っ
と
同
じ
場
所
に
住
ん
で

い
る
人
に
と
っ
て
は
、
今
住
ん
で
い
る
と
こ

ろ
が
ふ
る
さ
と
で
も
あ
ろ
う
か
ら
、
逆
の
意

味
で
、
ふ
る
さ
と
感
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

敢
え
て
自
分
な
り
に
整
理
を
す
る
と
、
ふ
る

さ
と
と
は
、「
自
分
を
育
ん
だ
と
こ
ろ
」
と

言
え
る
と
あ
ら
た
め
て
今
思
う
。

そ
し
て
私
の
心
は
、
舞
鶴
市
へ
と
向
か
っ

た
。
舞
鶴
市
は
、
小
学
校
の
二
年
生
か
ら

三
年
間
過
ご
し
た
市
だ
。
も
っ
と
長
く
住
ん

だ
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
今
回
舞
鶴
市
を
選
ん

だ
の
に
は
わ
け
が
あ
る
。
泳
ぎ
に
行
っ
た
海
、

魚
を
釣
っ
た
川
、
カ
ブ
ト
ム
シ
を
採
り
に
行

っ
た
山
が
舞
鶴
市
に
あ
る
。
こ
の
豊
か
な
自

然
は
今
も
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。

加
え
て
、
舞
鶴
市
の
寄
附
金
の
使
途
に

惹
か
れ
た
か
ら
だ
。
三
つ
の
使
途
の
一
つ
で

きめ細かい寄附金の使途（「かごしま応援寄附金のご案内」鹿児島県パンフレットより）

山陰線電車の車窓から眼下を望む

抑留先ソビエト連邦（当時）から日本の留守
宅へ送られたはがき。宛名の主（竹内兼吉氏）
は既に死亡、抑留中の本人には知らせていな
い。表面には、「俘虜郵便」の赤い印面が残
っている。©竹内敦



6

あ
る
「
海
外
引
揚
の
歴
史
を
語
り
継
ぎ
平

和
を
発
信
す
る
事
業
」
だ
。
私
の
父
親
（
故

人
）
は
い
わ
ゆ
る
シ
ベ
リ
ア
抑
留
兵
で
あ
り
、

一
九
五
八
年
（
昭
和
三
三
年
）、
戦
後
一
三

年
間
の
抑
留
、強
制
労
働
の
末
、帰
国
し
た
。

最
後
か
ら
二
番
目
の
引
揚
船
だ
っ
た
そ
う

だ
。
そ
の
後
、
結
婚
し
私
が
生
ま
れ
た
。
今

想
う
と
、
舞
鶴
市
に
居
住
し
た
時
の
父
親
の

気
持
ち
は
本
当
に
複
雑
だ
っ
た
だ
ろ
う
と
思

う
。
ふ
る
さ
と
、
そ
し
て
、
亡
き
父
親
が
望

郷
の
念
を
抱
き
な
が
ら
故
国
へ
の
第
一
歩
を

記
し
た
舞
鶴
市
と
い
う
地
を
選
ん
だ
。

私
は
ワ
ク
ワ
ク
し
な
が
ら
、
約
四
〇
年
ぶ

り
に
京
都
駅
か
ら
山
陰
線
に
乗
っ
た
。
山
陰

線
は
、
山
あ
い
を
走
る
箇
所
が
多
く
、
ト
ン

ネ
ル
、
鉄
橋
が
続
く
。
車
窓
か
ら
の
景
色
は

絶
景
だ
。
福
知
山
方
面
へ
の
分
岐
点
、
綾

部
駅
で
ス
イ
ッ
チ
バ
ッ
ク
。
背
面
方
向
へ
と

再
び
走
り
始
め
る
。
京
都
駅
か
ら
特
急
電
車

に
乗
り
、
約
一
時
間
半
で
目
的
地
東
舞
鶴

駅
に
到
着
す
る
。
昔
は
、
急
行
で
も
三
時

間
ほ
ど
か
か
っ
た
よ
う
な
記
憶
が
あ
る
。

駅
に
到
着
す
る
や
否
や
、「
違
う
。
昔
と

違
う
」
と
い
う
気
持
ち
が
も
た
げ
る
。
駅
舎

は
き
れ
い
に
な
り
、
線
路
は
高
架
さ
れ
て
い

た
。
出
口
を
出
る
と
区
画
整
理
さ
れ
た
広
い

道
が
私
の
目
前
に
。
約
四
〇
年
ぶ
り
の
ふ
る

さ
と
の
街
並
み
は
大
き
く
変
貌
を
遂
げ
て
い

た
。そ

ん
な
複
雑
な
気
持
ち
を
抱
き
な
が
ら
そ

の
ま
ま
舞
鶴
市
役
所
へ
。
で
も
、
市
役
所

へ
の
道
す
が
ら
の
川
は
、
昔
と
変
わ
ら
ず
き

れ
い
で
魚
が
泳
い
で
い
る
の
が
見
え
た
。

●

面
談
者
で
あ
る
舞
鶴
市
役
所
企
画
管
理

部
企
画
政
策
室
企
画
調
整
課
課
長
の
福
田

豊
明
さ
ん
と
同
係
長
櫻
井
晃
人
さ
ん
が
温
か

く
迎
え
て
く
れ
た
。

舞
鶴
市
が
、
現
在
ふ
る
さ
と
納
税
制
度

に
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
る
か
、
ま
ず

お
聞
き
し
た
。「
舞
鶴
市
に
は
自
衛
隊
な
ど

の
国
の
機
関
も
多
く
、
過
去
居
住
、
勤
務

し
た
こ
と
の
あ
る
方
々
な
ど
を
対
象
に
登
録

し
て
頂
く
制
度
が
あ
り
ま
す
。
ま
い
づ
る
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
と
呼
ん
で
い
る
四
〇
〇
人
く
ら

い
の
方
々
に
申
込
書
と
案
内
チ
ラ
シ
を
お
送

り
す
る
こ
と
を
九
月
か
ら
始
め
ま
し
た
。
第

二
段
階
と
し
て
は
、
舞
鶴
市
内
の
高
校
（
三

校
）
出
身
者
の
東
京
や
大
阪
で
の
同
窓
会

に
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
絞
っ
て
お
知
ら
せ
を
し
て

い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
福
田
さ
ん
は

具
体
的
に
教
え
て
く
れ
た
。

寄
附
金
の
使
途
、
そ
の
決
定
理
由
を
お

伺
い
し
た
と
こ
ろ
、「
市
民
も
参
加
す
る
形

で
の
ま
ち
づ
く
り
を
焦
点
に
す
え
た
か
っ
た

ん
で
す
。
そ
し
て
、
他
の
ま
ち
と
違
う
部
分

を
知
っ
て
欲
し
い
と
思
い
、
三
つ
の
事
業
に

決
定
し
ま
し
た
。
テ
ー
マ
は
、「
舞
鶴
の
歴

史
と
文
化
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
」
で
あ

り
、
具
体
的
に
は
、
赤
れ
ん
が
パ
ー
ク
整
備

事
業
、
城
下
町
の
歴
史
を
活
か
し
た
ま
ち
づ

く
り
事
業
、
海
外
引
揚
の
歴
史
を
語
り
継

ぎ
平
和
を
発
信
す
る
事
業
で
す
」
と
福
田
さ

ん
、
櫻
井
さ
ん
と
も
に
口
を
揃
え
る
。「
赤

れ
ん
が
倉
庫
群
は
今
年
の
六
月
に
国
の
重

要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
し
、
ま
た

二
〇
〇
八
年
は
、
引
揚
船
の
最
終
船
入
港

か
ら
五
〇
年
に
な
る
年
で
す
」
と
櫻
井
さ
ん

は
語
る
。
偶
然
と
は
い
い
な
が
ら
も
、
ふ
る

さ
と
納
税
制
度
と
市
の
重
要
事
業
の
節
目

の
年
が
一
致
し
た
わ
け
だ
。

舞鶴市企画調整課長　福田豊明さん

舞鶴市企画調整課係長　櫻井晃人さん
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と
の
こ
と
だ
。

「
他
の
市
に
は
な
い
唯
一
の
も
の
が
舞
鶴

市
に
は
あ
り
ま
す
。
海
外
引
揚
と
い
う
史
実

を
通
し
て
平
和
を
発
信
す
る
責
務
を
負
っ
て

い
る
舞
鶴
市
に
来
て
欲
し
い
。
市
の
財
政
が

厳
し
い
中
で
事
業
投
資
を
し
て
い
る
赤
れ
ん

が
倉
庫
群
も
、
市
民
の
数
々
の
協
力
を
得

な
が
ら
ま
ち
を
活
性
化
さ
せ
る
き
っ
か
け
と

な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
」
と
櫻
井
さ
ん

は
、
最
後
に
語
っ
た
。

（
取
材

：

協
会
職
員　

竹
内　

敦
）

施
策
と
し
て
考
え
て
い
る
と
の
こ
と
だ
。

「
寄
附
金
に
対
す
る
謝
礼
は
お
考
え
で
す

か
」
と
い
う
問
い
に
は
、
櫻
井
さ
ん
は

「
五
〇
〇
〇
円
以
上
の
寄
附
を
い

た
だ
い
た
方
に
は
、
舞
鶴
引
揚

記
念
館
を
含
む
三
施
設
の
年
間

無
料
入
場
券
を
、
五
万
円
以
上

寄
附
を
い
た
だ
い
た
方
に
は
そ
れ

に
加
え
て
、
甘
と
う
（
京
野
菜
）

や
か
ま
ぼ
こ
な
ど
の
舞
鶴
市
の
地

場
産
品
を
差
し
上
げ
る
予
定
で

す
」
と
答
え
た
。「
謝
礼
に
つ
い

て
は
、
賛
否
両
論
が
あ
る
こ
と
は

承
知
し
て
い
ま
す
が
、
施
設
の
無

料
入
場
券
は
、
舞
鶴
市
の
こ
と
を

よ
り
深
く
知
っ
て
も
ら
う
た
め
で

あ
り
、
食
品
に
つ
い
て
は
、
地
場

産
品
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
、
味

わ
っ
て
も
ら
い
た
い
、
と
い
う
気

持
ち
か
ら
決
定
し
た
次
第
で
す
」
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「
引
揚
船
の
最
終
船
入
港
か
ら
三
〇
年
と

な
っ
た
一
九
八
八
年
、
舞
鶴
引
揚
記
念
館

を
作
り
ま
し
た
。
当
時
、
市
だ
け
で
は
な
く
、

海
外
引
揚
経
験
者
や
市
民
な
ど
、
本
当
に

多
く
の
方
々
か
ら
の
寄
附
を
い
た
だ
き
作
っ

た
記
念
館
で
す
。
今
回
の
ふ
る
さ
と
納
税
制

度
で
は
寄
附
を
集
め
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、

舞
鶴
市
の
事
業
を
お
知
ら
せ
す
る
、
そ
し
て
、

舞
鶴
市
を
知
っ
て
ほ
し
い
、
来
て
欲
し
い
。

そ
の
た
め
に
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
を
上
手
く

活
用
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」
と
舞
鶴
市
、

そ
し
て
そ
の
事
業
に
対
し
て
多
く
の
人
々
に

関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
何
よ
り
も
重

要
だ
と
櫻
井
さ
ん
は
話
し
た
。
実
際
、
今
回

ご
対
応
い
た
だ
い
た
福
田
さ
ん
、
櫻
井
さ
ん

が
属
す
る
企
画
調
整
課
は
、
市
と
し
て
の
新

規
施
策
等
を
担
当
す
る
企
画
・
計
画
部
門

で
あ
り
、
舞
鶴
市
は
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
を

税
、
お
金
と
い
う
見
方
で
は
な
く
、
市
の
新

舞鶴引揚記念館

舞鶴引揚記念館で見つけた引揚船乗船名簿　おそらく父
親の名前が記載されているであろう。

赤れんが倉庫群
映画ロケでよく使用される。
最近では、映画『男たちの大
和／YAMATO』で使用された。

舞鶴市「ふるさと納税」のパンフレット


