
論

説

現
代
租
税

・
税
制
論

の
検
討

(二)

177

目

次

一

現
代
租
税

・
税
制
論

の
新
傾
向

二

再
評
価
論

の

一
般
的
特
徴

三

い
わ
ゆ
る

「支
出
税
」

に
つ
い
て

e

基
本
的
な
理
念
と
課
税

パ
タ
ー
ン

⇔

キ

ャ
ッ
シ

ュ
・
フ
ロ
ー
方
式

(「古
典
的
支
出
税
」)

臼

「現
代
的
支
出
税
」
(労
働
所
得
税
)

四

「包
括
的
所
得
税
」

に

つ
い
て

e

所
得
概
念
と
そ
の
変
遷

口

「包
括
的
所
得

(税
)
」
の
概
要
と
問
題
点

ω

具
体
的
改
革
案
と
そ
の
難
点

(以
上
、
第
二
九
巻
第

.号
)

五

租
税
原
則

に

つ
い
て

ー

歴
史
性

・
階
級
性

の

自
由
主
義
と
租
税
原
則

小

林

晃
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⇒

独
占
資
本
主
義
と
租
税
原
則

似

国
家
独
占
資
奎

義
と
租
税
原
則

四

現
代
の
租
税
原
則

(そ
の

一
)

ー

そ

の
特
徴

と
傾

向
1
1

-

1
,
「簡
素
」

2
.
「中
立
」

五

租

税

原

則

に

つ

い

て

・1
ー

歴

史
性

・
階

級
性
ー
1

租

税

と

は
・
国
家

が
・

そ

の
必
要

経

費

を
賄

う

に
足

り
る
財

源

を
安
定

的

か

つ
持

続
的

に
確
保

す

る
た
め

に
、
国
民

(個
人

.
法
人
)
か

ら
所
得

等

の

是

部
分

を

強
制

的

(権
力
的
)
に
徴
収

す

る

も

の
で
あ

る
か

・り
、

そ

の

ツし
と

喬

民

に
納
得

さ
せ
、
あ

る

い
は
正
当

化

す

る

た
め
の
理
論
的

な
根
拠
を
示
す

こ
と
が
多

か
れ
少
な
か
れ
必
要

と
な
る
。

こ
う
し
た
国
家

の
政
治
的
要
請

に
理
論
的
に
応

え
よ
.つ
と
す
る

の
が
ー

あ

る

い

は
そ

う
し

た
客
観

的

意
義

を

も

つ
も

の
が
、

腹

に
租
税

原

則

(§

。
P

R

⇒
。
昼

Φ
。
P

曽
×
き

コ
)
論

に
ほ
か

な

.り

な

い

。

内

容

上

か

ら

い
え
ば

・

そ

こ
に
は

二

つ
の
側
面

が
あ

る
。

;

は
、
国

民

は
租

税

を

な
ぜ
支

払

わ

ね
ば

な
・り
な

い
の
か
、

あ

る

い
は
国

家

は
租
税

を

な
ぜ

徴
収

す

る

の
か

・

そ

の
理
由

を

主

と

し

て
説

明

し

よ
う

と
す

る
側

面

で
あ

り
、

も

う

;

は
、

課
税

は

い
か

な

る
基

準

に
則

っ
て
行

う

べ
き

か
・

い
い
か

え
れ

ば
課

税

に
際

し

て
拠

る

べ
き

原
則

を
主

と
し

て
説

明

し
よ

・つ
と

す

る
側
面

で
あ

る
。

両
者

は
内
容

上
重
な
り
あ
う
面
が
多

い
が
～

と
り
わ
け
公
平
論
が

そ
う

で
あ
る
ー

、

そ
し

て
ま
た
、
両
者
生

括
し

て
、
多
か
れ
少
な
か
れ
混
同

し

て
議
論

さ
れ

る
ケ
ー
ス
も
し
ば
し
ば
み
う
け
ら
れ

る
よ
う
に
思
え
る
が
、

以
下

で
は
、
前
者
を
租
税
根
拠
論
、
後
者
を
狭
義

の
租
税
原
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則
論
、

そ
し

て
両
者
を
あ
わ
せ
て
広
義

の
租
税
原
則
論
と

一
応
区
分

・
整
理
し

て
論
述
す

る
。

そ
う
し
た
方
が
・
論
点
が
よ

り
明
確

に
な

る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と

▼」
ろ
で
、
資
本
主
義
と

9

つ
社
会
経
済
体
制
を
前
提

に
し

て
考
え
れ
ば
、
国
家
と
は

一
般

に
事
実
上

の
総
資
本

で
あ

る
か
ら
・
国
家

の
要
請
と
は
、

つ
ま
る
と

こ
ろ
総
資
本

の
要
請

で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
財
政
理
論

一
般

が
基
本
的

に
そ

う

で
あ
る
よ
う
に
・

資
本
主
義

の
そ
れ
ぞ
れ

の
発
展
段
階

の
歴
史
的

・
社
会
的
諸
条
件

に
よ

っ
て
規
定

さ
れ
た
、
支
配
的
な
形
態

の
資
本

の
要
請
を
お
お
む
ね

理
論
的

に
反
映
し
た
も

の
と
い
う

こ
と
が

で
き

.

こ
の
よ
う

に
親

原
則
な
る
も

の
も
・
厳
密

に
い
え
ば
・
超
歴
史
的

で
普
遍
的
な

も

の
で
は
あ

り
え
ず
ー

論
者

の
多
く
は
、
超
歴
史
的

・
普
遍
的
な
も

の
と
し

て
主
張
し

て
き
た

こ
と

は
後

に
み

る
と
お
り

で
あ
る
ー

・

そ
れ

ぞ
れ

に
固

有

の
歴

史
性

を

具

え
、

ま

た
同
時

に
固
有

の
資
本

主

義
的

階
級

性

を

具

え

て
い
る
。

こ
こ

で

の
主
題

は
、
現
代

の
租

税

原

則
論

(上
記
の
区
分

で
い
う
狭
義

の
そ
れ
。
な
お
根
拠
論

に
つ
い
て
は
次
号
予
定
)
の
再

検

討

で
あ

る
が
、

ま

ず

そ

の
た

め

に
も
、

従
来

主

張

さ

れ

て
き

た
代
表

的

な
租

税

原
則
論

を
再
検

討

し

、
概

括

し

て
お

き

た

い
。

(
1
)

拙
著

『
財
政
学
要
説
』
、
第

二
章
参
照
。

8

自

由

主
義

と
租
税

原
則

租
税

原

則

を
述

べ
た
も

の
と
し

て
、

史

上
も

っ
と

も
有
名

な

の
が

A

・
ス
ミ

ス
の
四
原

則

で
あ

る

こ
と

は

い
う
ま

で
も

な

い
。

ス
ミ

ス

は
課

税

に
あ

た

っ
て

の

西

つ
の

一
般

原

則

(

(工
)

8
霞

ho
=
o
惹

コ
。q
ヨ
窪

冒

。。
)
」

と

し

て
・

次

の

四

点

を

挙

げ

て

い

る
・

1

公

平

の
原

則

(「
あ
・り
ゆ
る
国
家

の
臣
民
は
、
各
人

の
能
力
に
で
き
る
だ
け
比
例
し

て
、

い
い
か
え
れ
ば
、
か
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
国
家

の
保
護

の
も
と
に
享
受
す
る
収
入
に
比
例
し
て
、
政
府
を
維
持
す
る
た
め
に
貢
献
す

べ
き
も
の
で
あ
る
」)

2

明

確

の
原

則

(「
各
個
人
が
支
払

つ
霧

言

う
租
税
は
、
確
実

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
恣
意
的

で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
・
支
払
時
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期

支

払
方
法

・
支
払
金

額

の
す

べ
て
は
、
貢

納
者

に
も
他

の
あ

ら
ゆ

る
人

に
も
、
明

白

で
.平
易

な
も

の
で
な

け
れ
ば

な

り
な

い
L
)

3

便

宜

の
原

則

(「
あ
ら
ゆ
る
租
税
は
、
貢
納
者

が
そ
れ
隻

払
う
の
に
お
そ
,り
く
は
最
も
多
-

の
便
宜
が
あ
る
時
期
と
方
法
と
に
お
い
て
徴
収

さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
ヒ
　

4

徴

税
叢

小

の
原

則

(「
あ
ら
ゆ
る
租
税
は
、
そ
れ
が
人
民
の
ボ
ケ

ッ
ふ

・り
取
畠

す

に
し

て
も
ポ
ケ

ッ
ト
の
外

に
と
ど
め

て
お
く
に
し

て

も
・

そ

の
分

が
・
国
庫

に
納

入

さ
れ
る
分
以
」

に
な

る

}と

を

で
き

る
だ

け
少

な
く
す

る
よ
・つ
に
考
案

さ
れ
な
け
れ
ば

な
.り
な

い
」
)

ス
ミ

ス
が
篁

の
課
税

原

則

と

し

て
あ
げ

て

い
る
公
平

の
.原
則

の
規
定

に

つ
い
て
は
、
様

々
な
解
釈

の
余
地

を
残

し

て
お

り
、

そ

し

て

実
際

・

様

々
な

解
釈

が
従

来

か
ら

な

さ
れ

て
き

た

ξ

」
ろ

で
あ

る
。

あ

る
論
者

に
よ

る
と

、
利

糞

応
益
)
説
此

例
課
税

と

い
.つ
見
方

、

能
力

(応
能
)
説

索

進

課

税

の
繭

芽

と

い
う
見

方
、

全
般
的

利

益
説

(個
別
的
利
益
と
違

.
て
、
・、
の
場
A
口
は
、
必
ず
し
も
比
例
課
税
と
は
い
.え

な

い
と
さ
れ
て
い
る
)
と

い
う
見
方

が
あ

る
と

さ
れ

て
い
髭

、

こ

の
中

で
佐
駿

授

に
よ
れ

ば
、
利

糞

応
益
)
説

比

例

課
税

を
通

説
的

　
ヨ

　

解
釈

と

さ
れ

て

い
る
。

し

か

し
・

こ
の
通
説

的
解

釈

に

は
少

々
舞

が

あ

る

よ
・つ
に
思

わ
れ

る
。

あ

る

い
は
、

少

々
機

械
的

な
図

式

化

の
き

り
い
が
あ

る

よ
.つ

に
思

わ

れ

る

(
た
と

え
ば
仮

に
利
益

説
だ
と

し

て
も
、
比
例
税

で
な
け

れ
ば
な
ら

な

い
理
由

は
必
ず
し
も

な

い
)
。

ス
、、、
ス
の
規

定

(
文
、、一口)
に
お

い

て

は
・
客

人

の
能

力

に
比

例

L
(暮

.
旨

一δ
三

・
)
し
た

課
税

と

国

家

の
保

護

の
も

と

に
髪

す

る
収

入

に
比

例
L

し
た
課

税

と

は
、
別

次

元

の
も

の
と

し

三

あ
れ
か
こ
れ
か
)
で
は
な

く
、
「
い

い
か

え
れ

ば
」

(けげ
量

と

し

て
結

び

つ
け

て
述

べ
.り
れ

て
お

り
、
し

た
が

っ
て

両
者

は
実

質
的

に
同

義

と

み

な

さ
れ

て
い
る

(あ
る
い
巖

格

に
区
別
し
て
葦

り
れ
て
い
な
い
)
と

み
た
方

が
、
素

直

で
無

理

の
な

い
解

釈

と

い
う

べ
き

で
あ

ろ
う
・

つ
ま

り
・
各
人

が

国
家

(
の
保
護
)
か
ら
享

受

す

る
利
益

は
、
そ

の
収

入

の
多

寡

と

し

て
お
お

む

ね
反

映

し
、

そ
し

て
そ

の
収
入

の
多
豪

各
人

の

(親

罷

力

の
多
寡
を
お
お
む
ね
表
現
す
る
。
し
た
が

.
て
、
灸

が

「
政
府
を
維
持
す
る
た
め
に
貢
納

す

べ
き

も

の
」
は
・
こ

の

罷

力

L
な

い
し

「
収

入
」

に

「
比
例

」
し

た
課
税

額

で
あ

る
。
馨

[
す

れ
ば
、

ス
、、、
ス
に
お

い
て
課
税

の

「
公

煽
　…
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平
L

と

は
、
後

世

の
論

者

が
名
付

た
用
語

を

用

い
れ
ば

、

「
応
益

」

か

そ
れ

と
も

「
応

熊

か
と

い
う

よ

・つ
に
・

二
者

択

一
的

で
は
な

く
・

「
応
謹

聯

で
あ
る
と
と
も
に

「応
能
」
課
税

で
も
あ
り
、
両
者

は
事
実
上
お
お
む
ね

一
致
す

る
と
み
な
さ
れ

て
い
る

と

い

っ
て
よ
い
か

ら

で
あ

る

。

し

た

が

っ
て
、

ス
、、、
ス
が

昆

例

L

し

た
課

税

と

い
う
場

合
も

、

数

学
上

の
厳

密

な

"比
例

"

あ

る

い
は
比
例

税
率

に

い
う

〃比

例

"

(
　
定
率
)
と

い
.つ
よ
り

は
、

も

.
と
広

く
漠
然

と

し
た
、

あ

る

い

は
多

か
れ
少

な

か

れ
累
進

税
率

的

な
課

税

を

も
包

含

し

た
用
語

と

し

て

使

用

し

て
い
る
と

い
・つ
}」
と

で
あ

る
。

}」
の
点

は
、

す

ぐ

あ
と

で
述

べ
る
と
お

り
、

ス
ー

ス
に
よ

る
具
体

的

な

税
目

の
提

案
内

容

に
も

示

さ

れ

て
い
る

と

い

っ
て
よ

い

で
あ

ろ
う

。

ま

た
、

7」
.つ
し
た

ス
、、、
ス
の
見

解

は
、

か

れ

の
時
代

い

い
か

え

れ
ば

資
本

義

の
自
由

†

義
段

階

に
お

け

る
所
得

.
資

産
格

差

は
・

個

人

に

つ
い

て
も

法
人

に

つ
い

て
も

、
後

の
独

占

資
本

嚢

段

階

に
比

べ
れ
ば

は
る
か

に
小

さ

い
と

い

っ
て
よ

く

・

し
た
が

っ
て
・
比

例

的

な
課
税

で
も
実
質
的
な
負
担

の
公
平
を
お
お
む
ね
確
保

で
き
る

(仮
り
に
所
得

盗

産
格
黍

ぎ

の
場
Aぼ

・
実
質
的
公
平
を
確
保

す
る
た
め
に

は
比
例
税
率
課
税

で
+
分

で
あ
り
、
累
進
課
税
を
必
要
と
し
な
い
)
と

い
う
客

観
的

事

情

を
反

映

し

て
い

る
と

い

っ
て
よ

い

で
あ

ろ
う
・

こ

の
点

で
も
、
後
述
す
る
と
お
り
、
公
平
課
税
確
保

の
た
め
に

7

グ
ナ
ふ

累
進
課
税
案

張
せ
ざ
る
を

え
な

い
事
情

と
き
わ
め

て
対
照
的

で

あ

る
。

そ

れ

で
も
、

▼し
の
点

に

つ
い

て
様

々
な
解

釈

の
余

地

を
残

し

て
お
り

、

ま
た
様

々
な
解

釈

が
な

さ

れ

て
き

た
最
大

の
理
由

は
・

ス
ミ

ス

が
課
税

の

「
公
平
」

の
資
本
義

的
規
定
を
事
実
上
問
題
と
し
て
い
な
が
ら
、
実
際

に
は
そ
う
し
た
歴
史
的
視
点
を
欠
除

し
・
し
た
が

っ

て
課

税

原

則
を

超
歴

史

的

に

展

的

.
並
日
遍

的

な

も

の
と

し

て
規

定

し

よ
う
と

し

た
点

に
由

来

し

て

い
る

と

い

っ
て
よ

い
・

だ

が
・

こ

の

点

の
よ
り
立
ち
入

っ
た
検
討

は
、
根
拠
論

の
と

こ
ろ
で
再
論
す
る

こ
と

に
し
よ
う
。

と

こ
ろ
で
公
平
課
税

の
原
則
は
、
現
代

に
い
た
る
ま

で
各
論
者

に
よ

っ
て
最
大
か

つ
中
心
的
な
課
税
原
則

と
さ
れ

て
き
た
と

い

っ
て
よ
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い
が
・

ス
ミ
ス
の
場
合

の
歴
史
的
階
級
堕

思
義
は
、
か
れ

の
主
観
的
意
図

は
別
と
し
て
、
成
立

.
発
展
期

の
資
本
義

に
お
け
る
産
業
資

本

(自
由
毛
義
ブ

ル
ジ

ョ
ア
ジ
ー
)

の
実
際

的

要
求

を

理
論

的

に
代

弁

し

た
点

に
あ

る
。

つ
ま
り
前
資
本
義

(資
本
の
本
源
的
落

期
)
に
お
け
る
絶
対
義

的
封
建
的

な
特
権
階
級

(貴
族

.
僧
侶
等
)
へ
の
免
税
特
権

や
総
じ

て

恣
意
的
な
課
税
制
度
を

扁

し
・
国
家
機
能
を
維
持
す

る
た
め
の
必
叢

小
限

の
税
収
は
、
「
応
能
」
な

い
し

「応
益
」
に
準
拠
し
た

「
公

平
」

な

課
税

に
よ

る

べ
き

だ
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

し

た
が

っ
て
、

三

」
で

の

「
公
平

」

は
、

抽
象

的

な
公
平

一
般

で
は
な

く
、
実
質

的

に
は
ブ

ル
ジ

ョ
ア
革
命
期

の
自
申

平
等

の
要
求
が
そ
う

で
あ

っ
た
よ
う

に
、
封
建
的
な
諸
特
権

に
反
対
す
る
新
興

フ
ル
ジ

ョ
ア
ジ

あ

平
等

公
平

の
要
求
を
意
味
す
る
点

に
ポ
イ

ン
ー
が
あ
る
・
ブ

ル
ジ

ョ
罠

主
菱

の
課
税
原
則

へ
の
適
用
と

い
い
か
え

て
も

よ
い
.
租

税
を
廃
止
す
る
の

で
は
な
く
・
前
資
本
義

的
捧

を

扁

し

て
、
租
税

と
税
制
を
ブ

ル
ジ

ョ
ア
民
主
義

の
原
則

の
も
と

に
新
た
に
再

編
す

る
こ
と

で
あ
る
・
こ
の
意
味

で
箪

の
公
平

の
原
則
は
、
支
配
を
確
芒

た
島

義

ブ

ル
ジ

.
ア
ジ
⊥

産
業
資
本
)
の
実
際
的
要

請

の
理
論
的

反

映

に
ほ
か

な

ら
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

し

た
が

っ
て
・

ス
ミ

ス
が

「
公

平

」

の
原

則
を

第

一
位

に
挙

げ

て

い
る
と
し

て
も
、

そ
れ

は
資

本
蓄

覆

先

の
原

則
を

従

属
的

地
位

に

置

い

た

こ
と

を

意
味

し

な

い
・

む

し

ろ
逆

で
あ

る
。

こ

の
期

の
資

本

義

に
ふ

さ

わ

し

く
、
支

配

を

確

立

し

た
自

由

主
義

フ
ル
ジ

ョ
ア

ジ
去

産
業
資
本
)
の
立
場

に
客
観
的

に
立

っ
て
、
資
本
蓄
積

に
と

.
て
栓
楷

(障
害
)
を
な
す
諸
特
権

や
諸
制
度
を

扁

し
、
そ
れ
.り
か

り

資
本
落

を
解
放
し
・
資
本
落

の

百

由
L
を
保
証
す

る
条
件
を
税
制
面

に
お

い
て
実
現
、
確
立
す
登

、
と
を
意
味
し

て
い
る
か

り
で

あ
る
・
そ

の
こ
と
は
・

ス
ミ

ス
が
利
潤

や
墓

に
た

い
す
る
課
税

に
反
対

し
、
産
業
資
本

に
と

っ
て
41
生
産
的
な
地
代
、
利
子
、
葎

口
叩

へ
の
課
税
隻

持
し

て
い
る

こ
と

に
も

よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。

一
般

に
、
資
本
奮

叢

優
先
す
る
}」
と
は
、
資
本
義

的
税

.
財
政

に

蓮

す
る
根
本
原
則

で
あ

り
・

た
だ
そ

の
条
件
と
内
容
が
資
奎

義

の
発
展
段
階

の
違

い
に
よ

.
て
歴
史
的

に
目
稼

的

に
変
化
す
る
に
す

ぎ

な

い
。
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あ
わ
せ
て

ス
ミ
ス
は
、
課
税
と
税
制

は
、
上
述
し
た
意
味

で

「
公
平
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
け
で
な

く
、
自
由
主
義
的
な
経
済

.

財
政
論

に
ふ
さ
わ
し
く
、

「自
然
的
自
由

の
体
系
」
と
し

て
の
国
民
経
済

に
対
し

て

「
中
立
的
」
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す

る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
産
業
資
本

の
資
本
蓄
積
と
内
外
市
場

で
の
産
業
資
本

の

「
自
由
」
な
活
動

に
た
い
し

て
、
国
家

(課
税
と
税
制
)
に
よ

る

下
渉

と
撹
乱
が

で
き
る
だ
け
少
な

い
も

の
、
す
な
わ
ち
自
由
主
義
流

に
資
本
蓄
積
を
最
も
よ

く
促
進
す

る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

す
る
。

そ
し

て
ス
ミ

ス
は
、

こ
う
し
た
性
格

の
租
税
と
し

て
、
資
本

の
本
源
的
蓄
積
期

の
基
幹
税
た
る
関
税

や
内
国
消
費
税

に
代
え

て
、
土
地

税

(地
租
)
と
家
屋
税
か
ら
な
る
収
益
税

(租
税
分
類
上
、
所
得
税
と
な
ら
び
収
得
税
に
属
す
る
)
を
基
幹
税
と
し
・
利
子
税
と
奢
移
品
に
た

い

す

る
消
費
税
を
補
完
税

と
す
る
税
制
を
主
張

し
た
。
そ

の
反
面
、
産
業
資
本

の

「自
由
」
な
活
動
す
な
わ
ち
資
本
蓄
積
促
進

の
観
点
か
ら
、

利
潤
と
賃
金

へ
の
課
税

に
反
対
し
た

こ
と
は
す

で
に
述

べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
税
率
構
造

に

つ
い
て
は
、

ス
ミ
ス
流

の

「
公
平
」
と

「
中
立
」

の
観
点
か
ら
、
産
業
資
本

に
よ
る
生
産
な
ら
び
に
分
配
過
程

に
た

い
し
て
、
国
家

(税
制
)
に
よ
る
干
渉

の
程
度
が
相
対
的

に
小

さ
く
、
か

つ
ま
た
当
時

の
事
情

の
下

で
は
、
実
質
的
公
平
を
お
お
む
ね
確
保

で
き
る
と

い

っ
て
よ
い
比
例
課
税
を
中
心
と
し

つ
つ
・
軽
度

の
累
進
課
税
を
補
完
的

に
支
持
し
た
と
み

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
後
者

に

つ
い
て
は
、
家
屋
税
が
実
質
的

に
累
進
課
税

で
あ
る
こ
と
を
肯
定

　
　

　

的

に
容
認

し

て

い
る

こ
と
、

ま

た
奢

修

口
…
へ
の
消
費

税

が
、
実

質

的

に
は
所
得

に
た

い
す

る
累
進

課

税

と
し

て
作

用
す

る

こ
と

に
示

さ

れ

て
い
る
。

な

お
、

こ
こ

で

一
.茜
付
ま
口し

て
お

け
ば
、

後
述

す

る
と

お

り
、

そ

の
非

中
ヴ

性

が
資

本

主
義

的
租

税

の

一
般
的

本
質

で
あ

っ
て
、

し

た

が

.
て
理
論
的

に
厳
密

に
い
え
ば
、
害

的
な
租
税
な
る
も

の
は
存
在
し
え
な

い
。

い
か
な
る
種
類

の
租
税

で
あ
れ
・
ま
た

い
か
な
る
税

率

(比
例
、
累
進
を
含
め
)
の
課

税

で
あ
れ

、
資
本

主

義
下

の
租
税

は
、
な

ん
ら

か

の
程

度

に
お

い

て

(あ
る
い
は
な
ん
ら
か

の
仕
方
に
お

い
て
)、

自
律

的

な
市

場

メ
カ

ニ
ズ

ム
に
た

い
す

る
外

部

か

ら

の
権

力

的
介

入

を
意

味

す

る
か

ら

で
あ

る
。

こ

の
意

味

で
、
多

か

れ
少

な

か
れ
経

済
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的

に
非

中
立

的

で
あ

る
と

こ
ろ

に
、

租
税

の
租
税

た

る
ゆ

え

ん
が
あ

る
か

ら

で
あ

る
。

し
た

が

.
て
、

比
喩

的

に
租

税

の

「
中

立

」
性

を

い
う

と
す

れ
ば
・

そ
れ

は
租

税

に
よ

る
権

力
的

介

入

の
程
度

な

り
仕

方

の
相

対

的
差

異

の
問

題

と

し

て
、

そ
・つ
い

い
・つ
る

に
す

ぎ
な

い
。

し

た

が

っ
て

こ
の
意

味

で
・

ス
ミ

ス
が

可
能

な

か
ぎ

り

「
中
立

」

的

な
課

税

と

し

て
、

比
例

課

税

を
41
心

と
し

つ

つ
軽

度

の
累

進
課

税

を

あ

わ

せ

て
主
張

し
た

と
し

て
も
・

必
ず

し

も
論

理
矛

盾

す

る
も

の

で
は
な

い
。
前

者

は

「
中
立

的

」

で
あ

る

が
、

後

者

は

「
非

中
立

的

」

で
あ

る
と

い
う

よ

う
な
性

格

の
も

の
で
は
な

い
か

ら

で
あ

る
.

そ
し

て
、

大
筋

の
高

と
内

容

に
お

い

て
、

}し
う
し

た

ス
ミ

ス

79
議

に

ほ
ぼ
沿

っ
た
税

制
改

革

を
象

徴

す

る

の
が
、

w

・
ピ

ッ
ト

に
よ

る
本

格
的

な

所
得

税

(収
得
税
)
の
創

設

(
一
七
九
九
年
)

で
あ

.
た
。

な
お
・

ス
ミ

ス
の
四
原
則
4・
の
残
り

の
第
二
か
ら
第

四
の
原
則
も
、
絶
対
主
義
的
な
恣
意
を
排
し
た
財
政
民
主
義

と
り
わ
け
公
平
課

税
と
い
う
篁

原
則
を
課
税
な

い
し
徴
税
制
度

(税
務
行
政
上
)
の
面
か

り
補
完
す
る
性
格

の
も

の
で
あ
る
}し
と
は
、
あ
え

て
解
説
を
加

え

る

必

要

も

な

い

で
あ

ろ

う

。

(
1
)

A

・
ス
ミ

ス

『
諸
国
民

の
富
』

(
大
内
兵
衛

・
松
川

七
郎
訳
)
、
岩
波
書

店
、

H
、

一
、

一
八

六
頁
。

(2
)

山
崎
怜

「昭
和
期

に
お
け
る
ス
ー
ス
租
税
第

一
原
則

の
解
釈

に
つ
い
三

(香
川
恣

子
経
済
学
部

『
研
究
年
報
』
、

一
九
六
七
年
)
。

(
3
)

佐
藤

進

『
現
代
税

制
論

』
、

三
七
、

四
五
頁
。

(
4
)

大

内
兵
衛

、
井

手
文
雄

教
授
も

ほ
ぼ
同
様

の
解

釈
を

さ
れ

て
い
る
。

疲

の
租
税
学
説

は
所

謂
利
益

説

雪

。
h三

げ
§

蕊

曾

く
餌
ぎ

」
巨

霧

ω
Φ
〒

る

α
。
村
。
Φ
霧

・・
9
①
。
彗
帥Φ

で
あ
り
、
同
時

に
能
力

説

{
四
。
`
=
《

g
§

香

…

善

8
q
曽雲

α・
評
き

§

Φ
で
あ
り
、
ま
た
比
例
税
払響

。
艮

ぎ

蕾

囲
き

毛

あ
る
L
(大
内
兵
衛

『財
政
学
大
綱
』
中
巻
、

、二
二
六
頁

)
。

「
ス
ミ

ス
は
・
各
個

人
が
国
家

よ
り
享
受
す

る
利
益

を
各
個
人

の
収

入

に
見
出

し
、
更

に
、

そ

の
収
入

に
お

い
て
各
個
人

の
担
税
能
力

を
見
出
し

て

い
る
と
考

へ
て
よ
い

で
あ

ろ
う
・

こ
の
意
味

に
お

い
て
は
、

ス
長

は
、
利

益
説
と
同
時

に
、
能
力
説

を
採

っ
て
い
る
と

い

っ
て
よ

い
。
利
益
説

と
能

力
説

と
が

ス
ミ

ス
に
お

い

て
は
・

薮

し

て
い
る
の

で
あ

る
。
」

(井
手

文
雄

『
占

典
学
派

の
財

政
論
』
、

三
〇

貢

の
注
五
。

た
だ
し
、
他
方

で
本

文

二
九

六
頁

で
は
利

益
説
と

み
な

さ
れ

て
い
る
)
。

(
5
)

前
掲
、
拙

著

『
マ
ル
ク

ス
主
義
財

政
論
』
、
第

四
章

参
照
。
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(
6
)

家

屋
税

は
実
質

的

に
は
累
進
課
税

で
あ

る
た
め
、
完
全

な
比

例
課
税

と

い
う
尺
度

か
ら
す

れ
ば

「
不

公
平
」

で
あ

る
が
、
「
富
者
」

が

「
い
く
分

か

そ
の
収

入

に
比
例

す

る
以
上

に
」
、
累
進

的
な
租
税
負

担
を
負

う

の
は

「
不
当

で
は
な

い
」
、

つ
ま

り
公
平

で
あ

る
と

し

て
、
次

の
よ
う

に
述

べ
て
い

る
。「

家
屋
賃

料
費

の
全
生
活
費

に
対
す

る
割
合

は
、
財
産

の
程
度

が
ち

が
う

の
に
応
じ

て
さ
ま
ざ

ま
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
、
財
産

の
程
度

が
最
高

で
あ

れ
ば

こ
の
割
合

も
最
高

で
、
財
産

の
程

度
が

さ
が
る

に
し

た
が

っ
て

こ
の
割
合
も

だ
ん
だ

ん
と
低
ド
し
、
総

じ

て
そ

の
程
度

が
最
低

で
あ

れ
ば

こ
の
割

合
も
最
低

で
あ

ろ
う
。

盗
活
必
需

品

は
貧
乏

人

に
は
大
変

な
支
出

の
も
と

に
な

る
。

か
れ

ら

は
食
物

を
手

に
い
れ

る

の
に
困
難

を
感
じ

る

の
で
あ

っ

て
、
か
れ

ら

の
わ
ず

か
ば
か

り
の
収

入

の
大
半

は
、
こ
れ
を
手

に

い
れ

る
た
め

に

つ
い
や
さ
れ

る
。
富
者

の
ば
あ

い
に
は
、
生
活
上

の
ぜ

い
た
く
品

や

虚
栄

品

が
主
要

な
支
出

を

ひ
き
お

こ
す

の

で
あ

っ
て
、
壮

麗
な
邸
宅

は
、
か
れ
ら
が
所
有

す

る
他

の
す

べ
て
の
ぜ

い
た
く
品

や
虚
栄

品
を
美
化

し
た
り

か
ざ

り
た

て
た
り
す

る

の
に
も

っ
て
こ
い
の
も

の
で
あ

る
。
そ
れ

ゆ
え
、
家
屋
賃
料

に
対
す

る
租
税

は
、
総

じ

て
富
者

に
も

っ
と
も
重

課
さ
れ

る

で
あ

ろ
う

が
、
こ
の
種

の
不
公
平
な

ら
、
お
そ
ら
く

ひ
じ

ょ
う
に
不
当
と

い
う

こ
と

は
あ
る
ま

い
。
富
者

が
そ

の
収
入

に
比
例
す

る
だ
け

で
は
な

く
、
い
く

分
か

こ

の
比
例
以
上

に
公
共
的
経

費

に
寄
与

す

る
と

し

て
も
、
あ

ま
り
不
当

で

は

な

い
か

ら

で
あ

る
」

(前
掲

『
諸
国

民

の
富
』
、

H
、

一
、

二

一
〇

頁
)
。

(
7
)

留

①
7
鋤
箋

∴
ぎ

。・
「
量

く
Φ
↓
§

仲葺

》

ω
ε

身

葺

g

u
Φ
ぐ
巴
。
葺

Φ
巳

。
;

Φ
ぎ

。・
「
①
婁

Φ
勺
9

豊

①
葺

冨

bご
邑

ω
7
ぎ

§

①

↓
娑

』
㊤
qω

・
和
田
八
束

『
現
代
租
税
論
』
、
五
九
～
六
〇
頁
。

そ
の
概
要
は
、
地
代
、
家
賃
を
含
む
不
動
産
所
得
の
ほ
か
四
種
類

の
所
得
を
課
税
対
象
と
し
て
、
年
所
得
六
〇
ポ
ン
ド
以
下
免
税
、
六
〇

～
二
〇
〇

ポ
ン
ド
累
進
課
税
、

二
〇
〇
ポ
ン
ド
超

一
律
比
例
課
税
と
い
う
も

の
で
あ

っ
た
。

⇔

独
占
資
本
主
義
と
租
税
原
則

こ
の
よ
う

に
ス
ミ

ス
の
租
税
原
則
は
、

一
言

で
い
え
ば
、
資
本

の
自
由
競
争
を
支
配
的
特
徴
と
す
る
資
本
主
義

の
自
由
主
義
段
階
を
歴

史
的
背
景
と
し

て
、
そ
こ
に
お
け
る
産
業
資
本

(自
由
主
義
ブ
ル
ジ

・
ア
ジ
ー
)
の
実
際
的
要
求
を
理
論
的

に
代
弁
す
る
も

の
で
あ

っ
た
。
し

か
し
、
資
本

の
自
由
競
争

の
必
然
的
産
物
と
し

て
独
占
資
本

(主
要
な
産
業
分
野
で
盤
産
や
市
場
を
独
占
的
に
支
配
す
る
少
数
の
巨
大
企
業
)
が
や

が

て

一
九
世
紀
末

か
ら
二
〇
世
紀
初
頭

に
か
け

て
i

成
立

し
、

そ
れ
が

「
国
民
経
済

に
お
い
て
決
定
的

な
役
割
を
演
じ
る
」

よ
う
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な
段
階

へ
資
本
主
義
が
移
行
す
る
と
と
も
に
、
租
税
原
則

に
も
新
た
な
変
化

が
生
じ
る
。

「
自
由
競
争
は
生
産

の
集
積
を
生
み
出
し
、

こ
の
集
積

は
ま
た
そ
の
発
展

の
特
定

の
段
階

で
独
占
を
も
た
ら
す
」
。

「
競
争

の
独
占

へ
の
こ
の
よ
う
な
転
化
は
、
最
新

の
資
本
主
義

の
経
済

に
お
け

る
も

っ
と
も
重
要
な
現
象

の

一
つ
で
あ

る
」
。

　
ユ

　

「
生
産

の
集
積

に
よ
る
独
占

の
生
誕

は
、
総
じ

て
、
資
本
主
義

の
発
展

の
現
在

の
段
階

の

一
般
的

か

つ
根
本
的
な

一
法
則

で
あ
る
」
。

こ
の
独
占
資
本

の
成
立

と
支
配
を
基
軸
と
し

つ
つ
、
資
本
主
義

の
新

し
い
歴
史
的
段
階
を
特
徴
づ
け
る
五

つ
の

「
基
本
的
標
識
」
と
し

て
、

レ
ー

ニ
ン
は
次

の
よ
う

に
総
括

し

て
い
る
。

「
e
生
産
と
資
本

の
集
積
。
こ
れ
が
高
度

の
発
展
段
階

に
達

し
て
、
経
済
生
活

で
決
定
的
な
役
割
を
演

じ
て
い
る
独
占
体
を

つ
く
り
だ
す

ま

で
に
な

っ
た
こ
と
。
口
銀
行
資
本
が
産
業

資
本
と
融
合
し
、

こ
の

『
金
融
資
本
』
を
基
礎
と
し
て
金
融
寡
頭
制

が

つ
く
り
だ
さ
れ
た

こ

と
。
ω
商
品
輸
出
と
は
区
別

さ
れ
る
資
本
輸
出
が
、
と
く

に
重
要
な
意
義
を
獲
得
し

て
い
る

こ
と
。
四
資
本
家

の
国
際
的
独
占
団
体
が
形

成

さ
れ

て
・
世
界
を
分
割
し

て
い
る
こ
と
。
㈲
資
本
主
義
的
最
強
国

に
よ
る
地
球

の
領
土
的
分
割
が
完
了
し
て
い
る
こ
と
。
帝
国
主
義
と

は
、
独
占
体
と
金
融
資
本
と

の
支
配
が
成
立
し

て
、
資
本

の
輸
出
が
顕
著

な
重
要
性
を
獲
得
し
、
国
際

ト
ラ
ス
ト
に
よ
る
世
界

の
分
割
が

　
　

　

は
じ
ま
り
、
最
強

の
資
本
主
義
諸
国

に
よ
る
い

っ
さ
い
の
領
土

の
分
割

が
完

了
し
た
、

そ
う
い
う
発
展
段
階

の
資
本
主
義

で
あ
る
」
。

こ
の
よ
う
な
資
本
主
義

の
新
し

い
歴
史
的
発
展
段
階
-

帝
国
主
義

(独
占
資
本
主
義
)
i
l
を

歴
史
的
背
景

と
す
る
租
税
原
則
を
代
表

す

る

の
が
・

A

.
ワ
ー
グ

ナ

ー

の
見

解

で
あ

る
。

ワ
ー
グ

ナ

ー
の
租

税

原
則

は
、

四

つ
の
大
原

則

と
九

つ
の
小
原

則

か

ら
構
成

さ
れ

て
い

(罷
・

1

財

政
政

策
上

の
原

則

1
.

課

税

の
十
分

性

(租
税
は
経
費
を
ま
か
な
う
に
十
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
)

2
.

課

税

の
弾
力

性

(収
入
不
足
が
坐
じ
た
場
合
、
増
税
ま
た
は
自
然
増
収

で
埋
あ
ら
れ
る
よ
う
な
税
制
が
必
要
で
あ
る
)
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n

国

民
経

済
上

の
原

則

3
.

正

し

い
税

源

の
選

択

(税
源
は
原
則
と
し

て
所
得
に
求
め
、
財
産

・
資
本
を
侵
す
も

の
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
)

4
.

税

種

の
選
択

(国
民
経
済
上

・
公
正
上
、
租
税
は
、
負
担
す
る
は
ず
の
者
に
確
実

に
帰
着
す
る
よ
う
な
種
類
が
選
ば
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。
ま
た
租
税
転
嫁
を
通
じ
て
生
産

・
流
通
が
阻
害
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
)

m

公

正

の
原
則

5
.
課

税

の
普

遍
性

(す

べ
て
の
人
と
物
と
に
課
税
す
る
。
た
だ
し
、
社
会
政
策
上
の
見
地
か
ら
低
所
得
者

へ
の
減
免
税

は
認
め
ら
れ
る
)

6
.

課
税

の
平
等

性

(担
税
能
力

に
応
じ
た
累
進
課
税
が
必
要
で
あ
る
)

W

税
務

行

政
上

の
原
則

7
.

課

税

の
明
確

性

8
.

課
税

の
便

宜

性

9
.

徴
税
費

の
最
小

化

,

ワ
ー
グ

ナ

ー
の
見

解

の
第

一
の
特

徴

は
、

そ

の
第

一
原
則

(
1
の
ー
)

に

「
課
税

の
ト

分
性

」

(第

原

則

「
課
税

の
弾
力
性
」
は
・
そ
の
補

完
的
原
則
と
み

て
よ
い
)
を
あ
げ

、

な

に
よ

り
も
必

要

税
収

の
確
保

を
強

調

し

て
い

る
点

に
あ

る
。

こ
れ
が

以
下

の
諸

原

則

の
大
前

提

を
な

し
、

あ

る

い

は
中

心
的

な

原
則

を

な

し

て
い
る
。

こ
れ

に
対

し

て
、

公
平

の
原

則

は
第

五

、
六

の
原
則

に
お
か

れ

て
お

り
、

こ
れ

を

ス
ミ

ス
が
第

一
原
則

と

し

て
い
た

の
と
対

照
的

で
あ

る
。

何

よ

り
も

こ
の
点

に
、

ワ
ー
グ

ナ

ー

の
九

原

則
が

帝
国

主
義
段

階

の
独
占

資
本

の
意

思

を

理
論

的

に
代

弁

し

て
い
る
と

し
ば
し

ば

い
わ

れ

る
最

人

の
理
由

な

い
し
根

拠

が
あ

る
。

す

で
に
述

べ
た
と

お

り
資

本

主

義

は
、
世

界
史

的

に

み

て
、

ほ
ぼ

一
九

世

紀
末

か

ら

二
〇
世

紀

の
初

頭

に
か

け

て
、
自

由
競

争

を
支

配

的

特

徴

と

す

る
段
階

か

ら
独

占

資
本

の
成
立

と
支

配

を
特

徴

と
す

る
帝

国

主
義

(独
占
資
本
セ
義
)

の
段

階

へ
移
行

し

混

。
だ

が

そ
れ
と

と
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も

に
、

こ
の
段
階

に
固
有

の
新
し

い
矛
盾
と
対
立
を
生
み
だ
し
た
。

「
こ
の
過
程

で
経
済
的

に
基
本
的
な

の
は
、
資
本
主
義
的
自
由
競
争

に
資
本
主
義
的
独
占

が
と

っ
て
か
わ

っ
た

こ
と
で
あ
る
。
自
由
競
争

は
資
本
主
義
と
商
品
生
産

一
般
と

の
基
本
的
特
質

で
あ
り
、
独
占

は
自
由
競
争

の
直
接

の
対
立
物

で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、

こ
の
自
由
競
争

は
、
大
規
模
生
産
を

つ
く
り
だ
し
、
小
規
模
生
産
を
駆
逐

し
、
大
規
模
生
産
を
最
大
規
模

の
生
産

に
よ

っ
て
お
き
か
え
、
生
産
と
資
本
と

の
集

積

を
・

そ

の
な

か

か

ら
独

占
ー

カ

ル

テ

ル
、

シ

ン
ジ

ケ

ー

、

ト

ラ

ス
ト
、

お

よ
び

、

ワ」
れ

・り
の
も

の
と
融

合

し

て
幾

慮

の
金

を
運

用
し

て
い
る

一
〇

ば

か

り

の
銀
行

の
資
本

ー

が
す

で

に
発

生

し
、
ま

た
現

に
発
生

し

つ
つ
あ

る
と

い
・つ
ほ
ど

に
導

き

、
}」
.つ
し

て
、

い
ま

や
わ
れ

わ
れ

の
目

の
ま

え

で
独

占

に
転

化

し

は
じ

め

た

の

で
あ

る
。

し

か
も
、

こ
れ

と
同

時

に
、
独

占

は
、

自
由

競
争

か
ら
発

生

し

な

が

ら
も
、

自
由

競
争

を

排

除

せ
ず
、

自

由
競

争

の
う
え

に
、

こ
れ

と
な

ら

ん

で
存

在

し
、

そ

の
こ
と

に
よ

っ
て
、

幾
多

の
と
く

に
鋭

く

　
ら

　

て
激

し

い
矛
盾
、

軋

礫
、

紛

争

を
生

み
だ

す

」
。

　
　

　

そ
の

「
矛
盾
・
軋
礫
、
紛
争
」
と
は
、

よ
り
具
体
的

に
い
え
ば
、
対
外
的

に
は
列
強

の
間

で
の

「
世
界

の
分
割

と
再
分
割
」
を
め
ぐ
る

対
立

と
抗
争

の
激
化
、
対
内
的

に
は
、
独
占
資
本

の
搾
取
と
収
奪

に
も
と
つ
く
労
働
者
、
農
民
、
中
小
企
業
等

の
窮
乏
化
、
そ
し

て
そ
れ

を
背
景

と
す
る
社
会

・
労
働
運
動

の
高
揚

で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
諸
問
題

に
対
処

す
る
た
あ

に
、
総
資
本

の
立
場

に
お

い
て
国
家

の
積
極
的
役
割
が
求
め
ら
れ
る
に
い
た
り
、

そ
の
結
果
、
財
政
規
模

の
膨
張

(「
経
費
膨
張
の
法
則
」)
と
財
政
機
能

の
拡
充
が
必
至
と
な

っ

た
・
具
体
的

に
は
・
軍
事
費
・
植
民
地
経
営
費
、
公
債
費
、
産
業
経
済
費
、
社
会
政
策
費
な
ど
を
41
、心
と
す
る
経
費
膨
張
蛮

、
れ

で
あ
る
。

ワ
ー
グ

ナ

ー

の
第

一

(な
ら
び
に
第
二
)
原

則

は
、

こ
う
し

た
経
費

と

財
政

規
模

の
膨

張

、
財

政
機

能

の
拡
充

に
応

え

る
た
め

の
税

収
増

加

と
税

収
確

保

と

い
う
総

独

占
資

本

の
要

請

を
反

映

し

た
も

の
に
ほ

か
な

ら
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

第

二

の
特

徴

は
、

こ
う

し

た

「
経
費

膨

張

」

に
対
応

し
た
増

収

・
増

税

が
傾

向
的

趨
勢

と

な

る
と

し

て
も

、

そ

の
際

、

「
財
産

.
資
本

」

に
対

す

る
課
税

の

〃
不
可

侵
"

を

主
張

し

て
、

資
本

蓄
積

の
優

先

性

を
強

調

し

て
い
る

▼」
と

で
あ

る
。

そ
れ

を
示

し

て
い
る

の
が
第

三
、
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四
原

則

(H
国
民
経
済
上

の
原
則
)
と

い

っ
て
よ

い
。
「税

源

の
選

択
」
に
あ

た

っ
て
は
、
「
財
産

・
資
本

を
侵

す

も

の

で
あ

っ
て
は
な

ら
な

い
」

と

し
、
ま

た

「
税

種

の
選

択
」

に
あ

た

っ
て
は
、
「
租
税
転

嫁

を

つ
う
じ

て
生

産

・
流

通

が
阻
害

さ
れ

て
は
な

ら
な

い
」
と

し

て
い
る
。

こ

の

こ
と

の
実
質

的

な
意

義

は
、

体
制

側

の
財

政
論

と
し

て
は
当
然

な

が

ら
、
税

収

の
確

保

に
あ

た

っ
て
、

資
本

蓄
積

と

そ
れ
を

基
軸

と

す

る

「
国

民
経

済

」
の
発

展
を

阻
害

し

た

り
、
侵

蝕

し

た
り

す

る
よ

う
な

こ
と

が
あ

っ
て
は
な

ら
な

い
と

い
う
点

に
あ

る
か

ら

で
あ

る
。
ワ

ー

グ

ナ

ー
流

に
表

現

さ
れ

た

「
中
逝

」

の
原

則

と

い
う

こ
と

も

で
き

る
。

そ
し

て
W

の

「税

務

行
政

上

の
原

則

」
を
除

い
て
、
事
実

上

一
番

最

後

に
挙

げ

ら

れ

て
い
る

の
が

皿
公

正

(公
平
)
の
原

則

で
あ

る
。

こ

の
点

に
第

三

の
特
徴

が
あ

る
。

こ

の
序

列

か

ら
明

ら
か

な
と

お

り
、

ス
ミ

ス
の
場
合

、
公

平

の
原
則

が
第

一
の
原
則

と

さ
れ

て
い
た

の
と

対

照
的

に
、

資
本

蓄

積

促
進

と
体

制
維

持

の
原
則

が
名

実

と

も

に
優
先

さ
れ
、

公
平

の
原
則

は
従

属
的

地

位

に
置

か

れ

て

い
る

の
が
特

徴

的

で
あ

る
。

く

わ

え

て
特

徴
的

な

こ
と

は
、
公

平

の
内

容

に
お

い

て
、

ス
ミ

ス
の
場

合

と

は
大

き

な
相
違

が

み
ら

れ

る

こ
と

で
あ

る
。

つ
ま
り
、

公

平

課
税

実

現

の
方
式

と
し

て
、

ス
ミ

ス
が
比

例

課
税

を
中

心

と

し

た

の

に
た

い
し

て
、

ワ
ー
グ

ナ

ー
は
累

進

課
税

を
主

張

し

た
。
社

会
政

策
的

見
地

か

ら
低

所

得

(者
)
へ
の
減

免

税

を
承

認

す

る
と

と
も

に

(第
5
原
則
)、
高

所
得

へ
の
累

進
税

率

に
よ

る
課

税

の
必

要
性

を

主
張

し

て
い
る

(第
6
原
則
)
。
こ

の

こ
と

は
、
第

5

の
原
則

を

≧

一αq
o
ヨ
①
貯
ぴ
Φ
牌
α
霞

Oσ
Φ
鴇
Φ
¢
o
「§

σq
と
呼

び

、
第

6

の
原

則

を

○
一Φ
ド
7
ヨ
騨

-

ω
一σq
評
o
搾
α
興

bσ
霧
8
ロ
碧

¢
コ
σq
と
呼
び

、
そ
し

て
両

者

を

一
括

し

た
大

原
則

の

皿

(そ
の
内
容
上
か
ら
い

っ
て
、
普
通
に
公
平

の
原
則
と
呼
ん
で
い

い
も

の
)
と

し

て
、

あ

え

て

O
興
Φ
o
げ
鉱

αq
犀
Φ
詳

(公
正
)
と

い
う
用

語
を

使

っ
て
い
る

こ
と

に
も

よ
く
示

さ

れ

て

い
る
。

こ
う

し

た
公
平

の
内
容

な

い
し
概
念

の
変
化

を
も

た

ら
し

た
背

景

は
、

一
言

で

い
え
ば
、

株
式

会
社

の

一
般

化

を
挺

子

と
す

る
独

占
資

本

の
成
立

と
支

配

、

資
本

主
義

の
帝
国

主

義
段

階

へ
の
移
行

に
あ

る

と

い

っ
て
よ

い
が
、

具

体
的

に
は
次

の
こ
点

を
指
摘

で
き

よ

う
。

そ

の

一
つ
は
、
比

例

課
税

で
は
、

誰

が

み

て
も
公

平
課

税

の
実

現

・
確

保

が
不

可
能

な

こ
と
が

明

ら
か
と

な

る
ほ
ど

に
、
所

得

な

ら
び

に
資
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産
格

差

が
、
法

人

間

に

つ
い

て
も

個
人

間

に

つ
い

て
も

著

し

く
拡

大

し

た

こ
と
、

ま

た
も
う

一
つ
は
、
資

本
主

義

の
矛

盾

(上
記
の
所
得

,

資
産
格
差
の
拡
大
は
そ
の
重
要
な

一
つ
)
と
階

級
対

立

の
顕

在
化

、
社
会

・
労

働

運
動

の
高
揚

を

迎

え

て
、
体

制
維

持

の
必

要

上
、
社

会
政

策

的

な
配
慮

が
税
制

上

で
も
避

け

ら
れ

な

く
な

っ
た
、

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

こ
こ

に
、
比

例

課
税

か

ら
累

進
課

税

へ
の
主
張

の
変

化

の
背

　
ア

　

景

な

い
し

根
拠

が

あ

っ
た

と

い
う

こ
と

が

で
き

る
。

ま

た

こ

こ
か

ら
・

今

日
な

お
支

配
的

な
租

税
体

系

の
原
型

と

も

い
う

べ
き

ワ
ー
グ

ナ

ー
流

の
租

税

体

系
論

が
導

き

だ

さ
れ

る
。

ま
ず

「
課
税

の
普

遍

性

」
を
充

た
す

た
め

に
は
、
ω
所

得

お

よ
び
資

産

の
収

得
-

収
得

課

税

国
「
≦
Φ
吾

。。
9

ω
冨
仁
Φ
噌二
口
σq
、
働
資

産

.
財

産

の
所

有
l
l
所
有
税

し口
Φ
ω
一討
ω
8
器

『、
⑧
所
得

・
資
産

の
使

用
l

l
使
用
税

O
Φ
σ
冨
琴

匿

斡
窪

巽

を
組

み
合

わ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
し
、
具
体

的

に
は
、
ω

に
対
応
す
る
累
進
課
税

の
所
得
税

(個
人

・
法
人
)
な

い
し
収
益
税
を
基
幹
税
と
し
、
②
㈹

に
対
応
す
る
財
産
税
と
消
費
税
を

補
完
税
と
す

る
租
税
体
系
を
も

っ
と
も
適
切
と
し
た
。
な
お
あ
わ
せ
て
消
費
課
税

に

つ
い
て
も
、
①
生
活
必
需
品
は
除
外
す
る
、
②
対
象

は
少
数

の
主
要
品
目

に
限
定
す
る
、
③
奢
修
品

に
は
重
課
す
る
、
な
ど
社
会
政
策
的
見
地

(実
質
的
な
累
進
課
税
)
を
適
用
す

る
配
慮
を
行

っ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
累
進
課
税

(消
費
税

へ
の
そ
の
実
質
的
な
適
用
を
含
む
)
を
基
軸
と
す

る
ワ
ー
グ

ナ
ー
の

一
公
正

(公
平
)
の
原
則
」
は
、
そ
れ

自
体

の
内
容
と
し

て
は
、
現
代

に
も
通
用
す
る
教
訓
を
含
ん

で
お
り
、
公
平
課
税
を
最
優
先

の
原
則
と
す

べ
き
現
代
的
税
制
改
革

に
と

っ

て
も
積
極
的
意
義
を
少
な
か
ら
ず
有
し

て
い
る
と
い

っ
て
よ

い
。
し
か
し
、

こ
こ
で
ワ
ー
グ

ナ
ー
が

い
う
減
免
税

や
累
進
課
税

は
、
基
本

的

に
は
、
独
占
資
本
主
義

の
も
と

に
お
け
る
国
民
間

の
所
得

・
資
産
格
差

の
傾
向
的
増
大

と
、
そ

の
も
と
で
　口同
揚
を
み
せ
始
あ
た
社
会

.

労
働
運
動

へ
の
止
む
を
得
な

い
対
処
な

い
し
譲
歩
と

い
う
消
極
的
意
味
し
か
も

っ
て
い
な

い
。
先

に
指
摘
し
た
と
お
り
、
何
よ
り
も
、
資

本
蓄
積
を
最
優
先
す

る
と
い
う
大
前
提

の
も
と

で
の
減
免
税

や
累
進
課
税

で
あ
り
、
「
公
平
」
の
原
則

に
す
ぎ
な

い
か
ら

で
あ
る
。
や
や
具

体
的

に
い
え
ば
、

一
つ
に
は
所
得

・
資
産
格
差

が
増
大

し
て
、

一
律

の
課
税

に
経
済
的

に
耐
え
ら
れ
な

い
失
業
者
を

は
じ
め
と
す
る
低
所
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得

層

が
広

範

に
生

み
だ

さ

れ

た

こ
と
、

二

つ
に
は
社
会

・
労
働

運

動

を
体
制

の
枠

内

に
押

し
止

め

て
お

く
た

め

に

は
、

こ
の
程
度

の
譲

歩

は
総

資

本

と
し

て
止

む

を
得

な

い
と

い
う

こ
と

(
こ
れ
が
総
じ
て
い
わ
ゆ
る
社
会
政
策
の
本
質

で
あ
る
)

こ
う
し

た
歴
史

的
事

情

を
客

観

的

に
反

映

し
た

も

の
に
す

ぎ

な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

こ

こ
に

ワ
ー
グ

ナ
ー

の
公

平
課

税
論

の
歴

史

的
意

義

と
限

界

が
あ

る
。

そ
も

そ
も
、

資

本
蓄

積

の
原
則

と
負

担

公
平

の
原
則

と

は
、
資

本

主
義

的

枠
組

を
前

提

す

る
か

ぎ

り
、

本

質
的

に
は

い
わ
ば

二
律

背

反

の
関

係

を
な
す

と

い

っ
て
よ

く
、

そ

し

て
そ
れ

は
労

資

の
階
級

対

立

関
係

の
租

税

原
則

に
お

け
る
必

然
的

な

反
映

に
ほ
か

な
ら

な

い
。

こ

の
意

味

で
は
、

そ
れ

は
資
本

主

義

の
も

と

に
お

け

る
租

税

原

則
を
共

通

し

て
貫

く

一
般
的

特

徴

と

い
う

こ
と

も

で
き

る
。

(1
)

レ
ー

ニ
ン

『帝
国
セ
義
』、
岩
波
文
庫
、
..一〇
、
三
四
、
三
五
頁
。
な
お
、

マ
ル
ク
ス

『資
本
論
』
(岩
波
版
)、
第
三
巻
第

一
部
、
五
五
、
一～
五

五
三
頁
も
参
照
。

(2
)

前
掲
、

レ
ー

ニ
ン
、

}
四
五
～

一
四
六
頁
。

(3
)

》
0
9
9

≦
品

尾

さ
コ
轟

嵩

≦
凶ω。。8
。・
o冨

沖

戸

ω
.
ら。β

(
4
)

「独
占
体

の
歴
史
を
基
本
的
に
総
括
す
る
と
、

つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
(
一
)
一
八
六
〇
年
代
と

一
八
七
〇
年
代

自
由
競
争

の
最
高

の
極
限

の
発
展
段
階
。

独
占
体
は
ほ
と
ん
ど
目
だ
た
な

い
く
ら
い
の
萌
芽

に
す
ぎ
な
い
。

(二
)
一
八
七
三
年

の
恐
慌
以
後
。

カ

ル
テ
ル
は
広
範
に
発
展
し
た

が
、
な
お
そ
れ
は
例
外

に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
ま
だ
強
固

で
な
く
、
ま
だ
経
過
的
な
現
象

に
す
ぎ
な

い
。
(三
)
十
九
世
紀
末

の
好
景
気
と

一
九
〇
〇
1

一
九
〇
三
年

の
恐
慌
。
カ
ル
テ
ル
は
全
経
済
生
活

の
基
礎

の

一
つ
と
な
る
。
資
本
セ
義
は
帝
国
主
義
に
転
化
し
た
。
」
(前
掲

『帝
国
セ
義
』
.、,七
頁
)。

(5
)

前
掲
書
、

一
四
四
～

一
四
五
頁
。

(
6
)

同
上
、

一
二
六
頁
。

(
7
)

こ
う
し
た
社
会
政
策
的
見
地

に
も
と
つ
く

ワ
ー
グ
ナ
ー
の
累
進
課
税
論
を
、
そ
の
後
、
「理
論
」
的
に
根
拠
づ
け
た
と
さ
れ
る
の
が
、
限
界
効
用

理
論
に
よ
る
最
小
犠
牲
説

(国
.
の
鋤
区
嘲
閃
・
く
・
国
α
αq
①
≦
O
「
けぽ
)
で
あ
る
が
、

こ
れ
に

つ
い
て
は
租
税
根
拠
論

の
と

こ
ろ
で
後
述
す
る
。

㊨

国
家
独
占
資
本
主
義

と
租
税
原
則

つ
い
で
狭
義

の
現
代
資
本
主
義

の
も
と

に
お
け

る
租
税
原
則
を
み
て
お

こ
う
。
狭
義

の
現
代
資
本
主
義

(
一
九
.↓6

年
代
世
界
大
恐
慌
な
い
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則原税租の汐劉イゴF

則原の上策政政財　上

則原的策政会社

配分再

則

置

の

例

産

原

措

性

極

動

実

務

体

比

財

的

入

域

立

積

自

策

税

と

北
除
劇

嚇
鉱

則原

生

性

の

や

ル

力

力

上

弾

弾

政

性

的

的

現

行

系

性能

胴最費税緻

皿
雑

的
響

税
得
政
別
人
争
税
税
長
上
離

雛

雛
宜

庫

十

伸

理

普

公

担

所

済

個

個

競

課

課

成

法

整

明

実

継

廉

便

国
L
㌔

驚

匙

経
監

鉛

造

税
撮

提

毘
凪

I

H

皿

W

し
第
二
次
大
戦
以
降

の
資
本
主
義
)
と

は

国
家

独
占

資

本

主
義

(近
代
経
済
学
流
に
い
え
ば

「
混
合
経
済
」
あ
る

(
1
)

い
は

「
二
重
経
済
」)
に
ほ
か
な

ら

な

い
が
、
そ
れ

は
同

じ
独

占
資

本

主
義

(帝
国
主
義
)
段
階

ド

の
最
新

の
局

ハ
　

　

面

を
な

す

の

で
あ

る
か

ら
、

こ

こ
に
お
け

る
租

税
原

則
も
、

口

で
述

べ
た

ワ
ー
グ

ナ

ー
の
原

則

を
基

本
的

に
お

お

む

ね
継

承

な

い
し
踏

襲

し

つ

つ
、

新

た
な
特

徴

を

加

味

し

た

も

の

と

な

っ
て

い
る

と

い

っ
て

よ

い
。

そ

の
新

し

い
特
徴

と

は
、
後

述

す

る

と
お

り
、

と

り
わ

け

フ
ィ
ス
カ

ル

・
ポ

リ

シ
ー
的

租
税

原

則

と

し

て
の

「
経
済

政

策
的

原
則

」

で
あ

る
。
そ

の
代
表

的

な

一
例

が
F

・
ノ
イ

マ
ル
ク

の

一
八
原

則

(四
大
原
則
、
一
八
小
原
則
)
な

ら
び

に
R

.
A

.
マ
ス
グ

レ
イ
ブ

の
六

原

則

で
あ
る
。

資
本
主
義

は
、
第

一
次
世
界
大
戦
か
ら
三
〇
年
代
世
界
大
恐
慌
そ
し
て
第

二
次
大
戦

と
い
う

一
連

の
激
動
期
を
経

て
、
国
家
独
占
資
本

主
義
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し

い
新
た
な
局
面

へ
移
行

し
た
。

こ
こ
に
お
け
る
重
要
な
特
徴

の

一
つ
は
、
呼
称
も
示
す
と
お
り
、
国
家

の
経
済

的
役
割
が
従
前

に
増
し

て
格
段

に
高

ま

っ
た

こ
と

で
あ
る
。
国
家

の
経
済
的
役
割
が
決
定
的

に
高

ま

っ
た
独
占
資
本
主
義

と
い
う

こ
と
も

で
き

る
。

こ

の
こ
と
を

理
論

的

に
よ
く
反

映

し

て
い
る

の
が
、
現
代
財

政

の
四

つ

(な
い
し
三

つ
)
の
役

割

1

「
資
源

配
分

の
調
整

」
「
所

得

(資
産
)
の
再

配

分

」
「
経

済

の
安
定

化

」
「適

度

な
経

済
成

長

の
実

現

」
(た
だ
し
、
論
者

に
よ

っ
て
は
後
の
二

つ
は

一
括
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
)

1

に
関
す
る
理
論

で
み
罷
。
現
代

の
租
税
原
則
も
、

こ
う
し
た
現
代
資
本
主
義

の
歴
史
的
特
徴
を
反
映
し
、
あ
る
い
は
照
応

し
た
も

の

と

な

っ
て

い

る

こ
と

は

い

う

ま

で

も

な

い
。
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1公 平

II中 立性(効 率性)

皿 政策 手段 としての租税

政策 と公平性 との調整

IV経 済の安定 と成長

V明 確 性

VI費 用最小

R.A.マ スグ レイブの租税 原則

税負担の配分は公平であるべ きこと。

租税 はS効 率的な市場における経済上の決定 に対する

干渉を最小 にす るよう選択されるべ きこと。

租税が投資促進のような他の政策 目的を達成す るため

に用い られる場合には,公 平をで きるだけ阻害 しない

ようにすべきこと。

租税構造は,経 済安定 と成長のための財政政策 を容易

に実行で きるものであるべ きこと。

租税制度は,公 正でありかっ恣意的でない執行 を可能

と し,ま た納税者にとつて理解 しやすいものであるべ

きこと。

税務当局及 び納税者の双方にとっての費用を他 の目的

と両立す る限 り,で きるだけ小 さくすべ きこと。

前

掲

の
と

お

り
、

ノ
イ

マ
ル
ク
は
、

ワ
ー
グ

ナ
ー

の
四
大
原

則

(九
小
原
則
)

を

ベ
ー

ス
と
し

つ
つ
、
そ
れ
を

補
強

な

い
し
修

正

す

る
形

で
四
大

原
則

(
一
八
小
原
則
)

(
4
)

を
提
示
し
て
い
る
。

ま
ず
以
下

の
議
論

の
前
提
と
し

て
、
「
高
度

の
経
済
発
展
度
を
も

っ
た
西
欧

民
主

主
義

の
国
民
経
済

に
お
け

る
政
治
的

・
経
済
的
関
係
」
(換
吾
す
れ
ば
国
家
独
占
資
本
監

義
)
を
措
定
し
た
う
え

に
た

っ
て
、
注
目
す

べ
き

「
現
代
税
制

の
変
化
」
と
し

て
、
「
㈲

租

税

の
主
要
国
家
財
源

と
し

て
の
発

展
、
㈲
租
税
立
法

へ
の
利
益
団
体
組
織

の
介

入
、

㈲
租
税

の
目
的

・
機
能

に
お
け

る
フ
ィ
ス
カ

ル

・
ポ
リ

シ
ー
的
側
面

の
増
大
、

㈹
源
泉
徴
収
制

の
発
展
を
巾
心
と
す
る
徴
税
技
術

の
発
展
、
㈲
所
得
税

の
大
衆
課
税

化

と

一
般
売
上
税

の
発
展
、
ω
租
税

の
景
気
弾
力
性

・
成
長
弾
力
性

の
増
大
、
図
課

税

の
中
央
集
権
化
」
を
挙
げ
、
そ
し

て
こ
れ
ら
を
背
景
と
し

て
、
「
租
税
政
策

の
基
礎

原
理
」
も
変
化
し
た
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
㈲

『
干
渉
国
家
』
(團簿
霞
く
①
葺
陣o
-

づ
ω
ω
訂
舞
)
が
夜
警
国
家

の
理
想

に
と

っ
て
か
わ
る

こ
と
に
よ
り
、
中
立
性
、
節
約
、

収

入
安
定
性
と

い

っ
た
ふ
る

い
要
請

な

い
し
原

理
が
崩
れ

た
。
㈲
完
全
雇

用
が
経

済

・
財
政
政
策

の
主
目
標
と
な
り
、

レ
ッ
セ

・
フ
ェ
ー
ル
の
要
請

が
過
去

の
も

の
と

な

っ
た
。

㈲
市
場
経
済

メ
カ

ニ
ズ

ム
の
結
果

に
対
す
る
批
判
が
増
大
し
、
分
配
問
題

の

『
公
正
』
な
解
決

は
国
家
介
入
な
し

に
は
不
可
能
と
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。

こ

れ
に
よ
り
財
政
政
策
上

の

『
公
正
』
観
が
大

き
く
変
わ

っ
た
。
㈹
同
様

に
租
税

の
社
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(
5

)

会
政

策

的

目
標

も
、

最
低

所

得

保
障

と
租

税

の
再
分

配
機

能

の
重
視

と

い

っ
た
形

で
大

き

く
変

わ

っ
た
」

と
述

べ

て
い
る
。

こ
う

し
た

「
現
代

税
制

」

と

「
租

税
政

策

の
基

礎

原

理
」

の
変

化

を

う
け

て
、

現
代

の
租

税

原
則

は

一
般

に
日

財
政

政

策
的

(予
算
的
)

機
能

、

口

経
済

政
策

的
機

能

、

口
社

会

政
策

的
機

能

と

い
う

一二
つ
の
機

能

を
も

つ
と
し

、

さ

ら

に

こ
こ
か
ら

具
体

的

に
現

代

の
租
税

原

則

と

し

て
、

前
掲

の
と

お
り

四
人

原
則

、

一
八

小

原
則

を
導

き

だ
し

て

い
る
。

ま

ず
、

1
国
庫

収

入
上

・
財

政
政

策
上

の
原

則

は
、

ワ
ー
グ

ナ

ー

の
第

-
原

則

を
基

本
的

に
ほ
ぼ
踏
襲

し

た
も

の

で
あ

る
。

た
だ

新

し

く
加
味

し

て
い
る

の
は
、

そ

の
中

の
第

2
原
則

に
、

ワ
ー
グ

ナ
ー

の
場

合

の
弾
力

惟

(UU
Φ
芝
①
αq
膏

罫

Φ
ε

を
伸

張

性

(
誓
Φ
一ひQ
Φ
葺

昌
αq
。。
h似
-

三
σq
屏
Φ
ε

と

い
う
表

現

に
か

え

て
、

一
般

に

「
経
費

の
膨

張

」

に

「
弾

力

的
」

に
対
応

す

る
だ

け

で
な
く
、

フ
ィ

ス
カ

ル
ポ

リ

シ
ー

に
よ

る
財
政

需

要

の
変
化

に
対

応

す

る
必

要

を
新

た

な
原

則

と
し

て
追

加

し

て
い
る

こ
と

で
あ

る
。

そ
し

て
、

こ

の
第

-
原

則

に
適
合

し

た
税

目

と

し

て
、
所

得
税

と

一
般

売

上

(消
費
)
税

を

あ
げ

て

い
る
。

H

の
倫

理
的

・
社

会

政
策

的

原

則
も

、
ほ
ぼ

ワ
ー
グ

ナ

ー
の
踏

襲

で
あ

る
。
こ

の
中

の
第

4
原
則
ー
ー

-公
平

の
原
則

(○
一蝕
魯

ヨ
餌
こ。
蒔

評
鉱
け)
に
お

い
て
、
「
同

じ

あ

る

い
は
同

種

の
納

税
上

の
関
係

に
お
か

れ

る
限

り
、
当

該

の
租

税

に
関

し

て
等

し

い
取
扱

い
」
、
ま

た

「
異

っ

た
関

係

に
あ

る
人

々

の
異

な

っ
た
租

税

上

の
取

扱

い
」

と
し

て
、

い
わ

ゆ

る

「
水

平
的

公
平

」

と

「
垂
直

的
公

平

」
論

を

展
開

し

つ

つ
、

こ
う
し

た

「公

平
」
な

租
税

負

担

の
基

準

と
し

て
、
「
担

税
力

(ピ
Φ
一ω
ε

コ
σq
ω
融
三
αq
評
Φ
一一)
比

例
」

の
原

則
を
第

5

の
原

則

と
し

て
呈

示

し

て

い
る
。

ま

た
担

税
力

の
適

切
な
指

標

と

し

て
は
、

所

得
を

主
要

指
標

と
し
、

財
産

と

消
費

支

出
を

補
完

的
指

標

と

し
た

う
え

で
、

こ

の

第

5
原

則
を

実
現

す

る

た
め

に
は
累
進

税
率

課

税

の
導

入

が
必
要

で
あ

る
と

し

て
い
る
。

同

じ

H

の
な

か

の
第

6
原

則
と

し

て
、
所

得

・
財
産

の
再

分

配

(d
ヨ
<
①
巨
Φ
一一毒

σq
)
を

あ

げ
、
そ

の
た
め

の
主
要

な
措

置

と
し

て
、
社

会

保

障

に
よ

る
移

転
支

出

で
補
完

さ

れ

た
所

得

税

へ
の
累
進

課
税

の
適

用
、

一
般

財
産

税

の
導

入

、
相
続

税

(贈
与
税
を
含
む
)
の
確
立

な

ど

を
指

摘
し

て

い
る
。

だ

が

他
方

で
は
、
法

人

税

へ
の
累
進

課
税

導

入

の
否
定

、

一
般

売
上

税

導
入

の
積

極
的

肯

定

に
み

ら
れ

る

よ
う

に
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(い
ず
れ
も
、

担
税
力

に
見
合

っ
た
累
進
的
な
課
税
と
い
う
主
張

に
反
す
る
)
、

公

平
原

則

を
規

定

し

た
第

H
原

則

に
は
論

理

の
自

己
矛
盾

が
顕
著

に
み

ら
れ
、

論

理

の

一
貫
性

と

い
う
点

で
は
、

ワ
ー
グ

ナ

ー

の
場

合

に
く
ら

べ
大

き

く
後

退

し

て

い
る

の
が
特
徴

的

で
あ

る
。

な

お
、

こ

う

し

た
現
状

追

認

の
い
わ
ば

政

治
的

論
法

は
、

と

り
わ

け
政
府

税

調

の
論
者

た

ち

に
み

ら
れ

る
と

お

り
、
現

代

の
税
制

論

に
み
ら

れ

る
特

徴
的

な

一
傾

向

で
も
あ

る
。

皿

の
経

済
政

策
的

原

則

は
、

ワ
ー
グ

ナ

ー

の
場
合

と

異
な

っ
て
、

国
家

独
占

資

本
主

義

と
し

て
の
現

代
資

本

立
義

の
歴

史
的

特

徴

を
、

次

に
述

べ
る
二
重

の
意

味

で
、

も

っ
と
も

よ

く
反
映

し

た
租

税

原
則

と

い
う

こ
と

が

で
き

る
。

皿

の
な

か

の
前

半
部

分

、
す

な

わ
ち
第

7
～

9

の
原
則

は
、

一
言

で
要
約

す

れ
ば

、
見
出

し

か

ら
も
自

明

の
と
お

り
、
「市

場
経

済

」
あ

る

い
は

「
市

場

の
自
由

な
競
争

メ
ヵ

ニ
ズ

ム
」

へ
の
租
税

に
よ

る
介

入
を
排

除

す

る

(な
い
し
、
「中
立
性
」
を
維
持
す
る
)
と

い
う
も

の

で
あ

る
。

そ
う

し
た
例

と

し

て
、
個

別

の
企

業

や
産
業

へ
の
課
税

優

遇

、
奢

修

品

を
含

む
個

別

消
費
税

、

累
積

的

売
上

税

な
ど

が
挙

げ

ら

れ

て

い
る
。

こ

こ
で
は
確

か

に
、

「
個

別
的

・
非

体

系

的
」

と

い
う
条

件

づ

き

で
、

「
介

入
」

の

「
抑

制
」

な

い
し

「排

除

」

が
主
張

さ
れ

て
は

い
る
。
し

か
し
、

こ

の
よ
う

に

一
方

で
は
、
租

税

に
よ

る

「介

入

」

の

「
排

除

(抑
制
ご

な

い
し
課
税

の

「
中

立
性

」
を

主
張

し

な

が
ら
、

他
方

で
同
時

に
、
課

税

の
公

平

、
所

得

・
資

産

の
再

分

配
、
国

民
経

済

の
安
定

的
成

長

(後
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
第
10
～
12
原
則
参
照
)
の
た

め

に
、

租
税

に

よ
る

「
介

入
」

の

「
不

可
避

」

性

を
主
張

す

る
、

と

い
う

の
は
明

ら

か

に

　
種

の
論

理
矛

盾

で
あ

る
。

だ

が
、

こ
れ
も

た

ん
な

る
論

理
矛
盾

と

い
う
よ

り

は
、

現

代
資

本

主
義

の
歴
史

的

・
体

制
的

矛

盾
、

い
い
か

え
れ
ば

現

代

の
国

家
独
占

資

本
主

義

も
、

本
来

的

に

は
国

家

の
介
入

を

排

除
す

る

「
競

争

的
市

場

メ
カ

ニ
ズ

ム
」

の
基
礎

の
う
え

で
し
か
存

続

で
き

な

い
が
、

し
か

し
同
時

に
、
国

家

の

経

済

的
介

入

や
規
制

な

く
し

て
は
も

は

や
存
続

で
き

な

い
、

と

い
う
現

代

的
矛
盾

の
客

観
的

な

反
映

に

ほ
か
な

ら
な

い
。

つ
い

で
皿

の
な
か

の
後

半
部

分

、
す
な

わ

ち
第

10
～

12
原
則

は
、
「
現
代

の
財

政

論

」
が
主
張

す

る

「
経
済

の
安
定

化

」
な

い
し

「
適

度

な
経
済
成
長

の
実
現
」

と
い
う
現
代
財
政

の
難

に
対
応
し
た
租
税
原
則

で
あ
る
。
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そ

の
う
ち

の
第

10
原
則

「
課
税

の
積
極

的
弾

力

性

の
原

則

」
(奨

仲一く
Φ
葱
Φ
×
一σ
一冨

辞)
は
、
好

況

な

い
し
景

気

過
熱

期

の
増

税
、
不
況
期

の

減

税

を
抗

循

環
的

な

措
置

と

し

て
弾

力
的

に
実

行

す

る
と

い
う
、

い
わ

ゆ

る

フ
ィ

ス
カ

ル

・
ポ

リ

シ

ー
の
手

段

と

し

て

の
租

税
政
策

の
発

動

で
あ

り
、

ま

た
第

11
原

則

「
課

税

の
消

極
的

(自
動
的
)
弾

力

性

の
原

理
」

(o
霧
。・一く
①
。
自
2

Φヨ
伽q
Φ
σ
磐

一Φ
竃
巽

量

=
藥

)
は
、

い
わ

ゆ

る

ビ

ル
ト

・
イ

ン

.
ス
タ

ビ

ラ
イ

ザ

ー
と

し

て

の
税
制

に
よ

る
経

済

(景
気
)
安
定

効

果

を
指

し

て
い

る
。
そ
し

て
、
こ
う
し

た
目
的

に
と

っ

て
適

切

な
租

税

と

し

て
、
法

人

税
、

所

得
税

、

一
般

売

上
税

が
挙

げ

ら
れ

て
い

る
。

ま
た
、

第

12
原

則

「
成
長

政

策
実

現

の
原

則
」

に
対

応

す

る
税
制

上

の
措

置

と

し

て
、
労

働
量

に
影

響

を
与

え

る
も

の

(労
働
意
欲

の
促
進
、
労
働
力
の
流
動
化
な
ど
)、
投

資

促
進

機

能

を
も

つ
も

の
、
貯

蓄

促
進

機
能

を
も

つ
も

の
が
指

摘

さ
れ

て
い
る

(な
お
、
上
掲

の
マ
ス
グ

レ
イ
ブ

の
租
税
原
則
も
見
出
か
ら
し
て
明
ら
か
な
と
お
り
、
基
本

的
に
は
ノ
イ

マ
ル
ク
の
場
合
と
ま

っ
た
く
同
様
と
い

っ
て
よ
い
が
、

こ
れ
に

つ
い
て
は
次
項

で
打
に
検
討
す
る
)。

こ
う
し

て
現

代

の
国

家

独
占

資

本

主
義

の
も

と

で
は
、
資

本

主

義

の
基

本

的

矛

盾

の
具
体

的

顕

在

化

と

し

て

の
経

済

的

諸

矛
盾

の
激

化

、

不

況

の
頻

発

と
低
成

長

に
よ

る
経

済
発

展

の
不

安
定

化
、

経

済

の
国

際
化

に
よ
る
国
際

経

済
戦

争

の
激

化
を

背
景

と

し

て
、
娯

気
変

動

の
調
整

、
社

会

的

間
接

資
本

の
整

備
、

経

済
成

長

の
促

進
、

海

外
経

済
協

力

・
援
助

な

ど
、

国
家

の

「
経

済
的

役
割

」

が

一
段

と
大

き

く
要

請

さ
れ

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
ワ
ー
グ

ナ

ー

の
時
代

か

ら

さ
ら

に
進

ん

で
経
費

の
膨
張

も

一
段

と

進
行

す

る
。
こ
の
た
め

、
新

た

に

「
経

済

政
策

的

原
則

」

も
加

っ
て
、

総

じ

て
税

収
確

保

の
原

則

の
重

要
性

が
決
定

的

な
意

義

を
も

つ
に
い
た

る
点

に
現

代
的

特
徴

が

あ

る
。

一

言

で

い

い
か

え
れ

ば
、

国

家

と
独

占
資

本

と

の
融
合

・
癒

着

が
深

ま

る
な

か

で
、
資

本
蓄

積

の
原

則

の
優

先
性

が

ま
す

ま
す

強
調

さ

れ

る

に
い
た

っ
て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

だ

が

そ

の
反

面

で
、
本
来

二
律
背

反

の
関

係

に
あ

る
資

本

蓄
積

の
原

則
と

公
平

(公
正
)
の
原

則

と

の
矛
盾

が

ま
す

ま
す
拡

人

し
、
ま

た

公

平

の
原

則

の
デ

マ
ゴ

ギ

i

(欺
隔
)
性

も

顕

と
な

る
。
所

得

・
資

産

の
再
分

配

、
低

所
得

者

へ
の
減
免

税
、
累
進

課
税

制
度

な
ど
を

内
容

と

す

る
公
平

の
原

則

が
、

こ
れ

ま

で
課

税
上

の
方

針

と

し

て
は
ほ

ぼ

一
貫

し

て
唱

え
ら

れ
続

け

て
き

た

に
も

か

か
わ

ら
ず
、

現
実

に

は
、
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個
人

.
法
人
を
問
わ
ず
国
民
間

の
所
得

.
資
産
格
差

は
傾
向
的

に
む
し
ろ
ま
す
ま
す
拡
大
し
、
ま
た
租
税
負
担

の
不
公
平
も
実
質
的

に
は

ま
す
ま
す
増
大
す
る
傾
向

に
あ
る

こ
と
が
実
証
し

て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

一
方

で
、
「
市
場
経
済

メ
カ

ニ
ズ

ム
」

の
も
と

で
は
、
「
分
配
問
題

の

『
公
正
』
な
解
決

は
国
家
介
入
な
し

に
は
不
可
能
」

(
ノ
イ
マ
ル
ク
・

注
の
5
参
照
)
と

い
わ
ざ
る
を
え
な

い
ま

で
に
、
所
得

・
資
産
格
差

の
不
平
等
が
拡
人
し
、
し
た
が

っ
て
そ
の
た
め

の
再
分
配
手
段

と
し

て

の
公
平
課
税

の
原
則

の
重
要
性

と
必
要
性
が
増
大
し

て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
方

で
資
本
主
義
的
.再
分
配
と
し

て
の
階
級
的

(「社
会

政
策
的
」
)
限
界

の
ゆ
え
に
、
両
者
間

の
矛
盾

は
ま
す
ま
す
傾
向
的

に
増
大

せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

こ
の
結
果
、

一
般

に
現
存

の
税
制

に

「合

理
的
」
な
理
論
的
解
釈
を
施
す

、
と
を
本
質
的
特
徴

と
す

る
体
制
側

の
租
税
原
則
論

は
、
個

々
の
ケ

ー
ス
ご
と
に
・
そ
れ
ぞ
れ
を
正
当

化
す
る

「A
口
理
的
」
解
釈
は
施
す
が
、
全
体

と
し

て
は
理
論
的
な

一
貫
性
と
体
系
性
を
多
か
れ
少
な
か
れ
欠
除
I

-
た
と
え
ば
・

芳

で

「
中
立
」
を
主
張
し
な
が
・り
、
他
方

で
同
時

に

「介
入
」
を
主
張
し
、
あ
る
い
は

芳

で
累
進
課
税
を
主
張
し
な
が
ら
・
他
方

で
同
時

に
逆

進
課
税

(
一
般
売
上
税
)
を
主
張
す
る
と

い

っ
た
一
し
と
く
1

亡

た
も

の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
。
だ
が

こ
れ
も
・
す

で
に
述

べ
た
と
お

り

国
家
独
占
資
本
主
義

と
し

て
の
現
代
資
本
主
義
が
も

つ
歴
史
的
限
界
と
矛
盾

の
理
論
的

一
反
映
と
い
う

べ
き

で
あ
孤
莞
。

(-
)

現

代
資
奎

義
は

;

の
混
合
経
済
組
織

で
あ
る
。
国
民
生
産
物

の
大
部
分
が
民
間
の
消
費
と
投
資
と
の
主
体

に
よ

っ
て
購
入

さ
れ
・
そ
し

て

生
産
物

の
大
部
分
は
民
間
企
業

に
よ

.
て
生
産
さ
れ
か

つ
供
給
さ
れ
る
。
所
得

の
分
配
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
す

べ
て
が
・
生
産
要
素

の
所
有
と
市
場

に
お

け
る
そ
の
稼
得
額
と

に
よ

.
て
決
定
さ
れ
る
。
そ
れ
と
同
時

に
、
国
民
生
産
物

の
か
な
り
の
部
分
は
公
的
欲
求
の
充
足

の
た
め

に
用

い
ら
れ
・
個
人
所

得
の
か
な
り
の
部
分
が
公
共
予
算
か
・り
発
生
す
る
。
ま
た
公
的
な
租
税
と
振
替
支
払
と
は
、
個
人
所
得
の
分
配
状
態
に
重
要
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
・

さ

.り
に
予
算

政
策

は
、

経
済

の
民
間
部
門

の
雇
用
と
物

価
と

の
水

準

に
た
い
し

て
作

用
す

る
。

こ
の
よ
う

に
現

代

の
資
奎

義

経
済

は
混
合
組

織

で
あ

り
、
市
場

セ
ク
タ

ー
と
と
も

に
公
経
済

と

い
・つ
か
な
り
大

き
な
ま

た
き
わ
め

て
婁

な
領
域

を
ふ

く

ん

で
い
る
の

で
あ

る
・
L
(
マ
ス
グ

レ
イ
ブ
・
前
掲

書
、

三
頁
)

「
公
共

セ
多

-
は
、

そ
の
理
論
的
構
造

に
お

い

て
市

場

セ
ク
字

と
異
な

る
け
れ
ど
も
、

い
ず
れ
も

活
動
し

つ
つ
あ
る
回

の
経
済

の
な
か

で
密

接

に
依
存

し
あ

つ
.
.
つ
の
部
分

で
あ
る
。
り」
の
相

互
依
存

関
係

は
、
.
.轟

済

組
織

に
お
け

る
毒

政
策

の
も

っ
と
も
重

要
竺

つ
の
特
徴

で
あ

る
・
L
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七

三
頁

)
。

(
同

、

(2
)

拙
稿

国

家
独
占
資
奎

義
論
争
の
展
開
L
(大
内
兵
衛

・
向
坂
逸
郎
監
修

『
大
系
国
家
独
占
資
本
主
義
』
、
第
四
巻
、
河
出
璽
、房
、
所
収
、
な
.り

び
に
拙
著

『
現
代

の
改
良
主
義
批
判
』
、
十
月
社
、
第

一
章
、
同

『財
政
学
要
説
』、
第
三
章
な
ど
参
照
。

な
お
・
国
家
独
占
資
本
義

へ
の
移
行

の

一
契
機
-

外
部
的
契
機
だ
が

を
な
す
と
い

.
て
よ
い
社
会
主
蕃

界
体
制

の
成
立

に
関
し
て
は
、

そ
の
後
九
〇
年
代
初
頭

に
お
け
る
そ
の
崩
壊

に
よ
り

一
定
の
修
正
が
必
要

で
あ
る
が
、
国
家
独
占
資
本
主
義

の
成
立
と
そ
の
本
質
規
定
そ
の
も

の
ま

で
無
効
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

(
3
)

R

・
A

.
マ
ス
グ

レ
イ
ブ

『
財
政

理
論
』
、

-
、

「
篁

章

公
共
詳

の
複
合

理
論
」
、
な

・り
び

に
前
掲
、
拙
著

『
財
政
学
要
説

』
、
第

二
章

の
H
、

第
三
章
参
照
。

(
4
)

国
.
z
Φ
§

婁

。
琶

騒

け
N
Φ
。・
舞

葺

Φ
こ

巳

α
蚕

舅

一ω
g

曇

。
コ
9
一Φ
目
望

Φ
¢
。
『
。
。
藝

・
薯

・

こ
れ

に
つ
い
て
は
・
佐
藤
進

「租
税
原
則
と
租
税
体
系
」

(『
現
代
財
政
論
の
再
検
討
』、
林
栄
夫
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
、
所
収
)
に
詳
し

い
紹
介

と
論
評

が
あ

る
・

な
お
・

マ
ス
グ

レ
イ
ブ

に

つ
い
て
は
、
前

掲

『
財

政
理
論
』

な
・り
び

に
大
蔵

省
編

冒

本

の
税
制
』
、
財

経
詳
報
社
刊
、
平

成
五
年

度

版
、

一
六

～

一
七
頁

な
ど
参

照
。

(
5
)

前
掲

、
佐
藤
論
文

、

二
一
二

～

二
二
二
頁
。

(
6
)

拙
著

『
財
政
学

要
説

』
、
第

二
章

参
照
。

(
7
)

佐
藤
教
授

も
・
観
点

は
や

や
違

う
が
、

ノ
イ

マ
ル
ク

に

つ
い
て
次

の
よ
う
な
評
価
を

く
だ

さ
れ

て
い
る

(前
塁

臼
、

二
四
〇
頁
)
。

国

庫
収
入
上

の
原
則

の
優
越

の
ト

に
多
元
的

租
税
原
則
論

を
展
開

し

つ
つ
、
結

局

は
現
行

制
度

の
A
口
理
化

に
終

わ

.
て
い
る
…
…

『
理
想
的
税

制
』

の
あ

り
方

に

つ
い
て
も
・
同
じ
く
西
欧

諸
国
と

く

に
西

ド
イ

ツ
の
現
行

制
度

の
合

理
化
が

そ

の
主

た
る
帰
結

と
な

っ
て
い
る
-

-
。
個

別
消
費
税

.
収

益
税

の
廃
止
等

々
を

く
り
か
え

し
主
張

し

て

い
る
点
な

ど
、

注
目
す

べ
き
論
点

は
あ

る
が
、
全

体
と

し

て
現
行
制
度

の
A
口
理
化
が

ね
.り
わ
れ

て

い
る
。

租
税

原
則
論

そ

の
も

の
が
・

そ

の
よ
う
な
性
格

を

も

つ
。

ま

た
財
政

学

は
そ
れ
が
支
配
的

な
も

の
と
な
れ
ば
な

る
ほ
ど
、
『
支
配
階
級

の
意
図

の
弁
解

の
こ
と
ば

』
と

し

て
利
用

さ
れ

る
可
能
性

が
強

い
こ
と
を
、

こ
の
租
税

原
則
論

は
示

し

て
い
る
と

い
え

よ
う
」
。
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四

現
代

の
租
税
原
則

(そ
の

「
)

ー
ー
そ
の
特
徴
と
傾
向
-

周
知

の
と
お
り
、
第

二
次
大
戦
後

の
戦
後
税
制

の
推
移

の
中

で
、
時
期
を
画
す

る
と
い

っ
て
よ
い
税
制
抜
本
改
革
が

元

七
〇
年
代
後

半

か
、り
八
〇
年
代
末

に
か
け

て
国
際
的
規
模

で
推
進
さ
れ
た
。

こ
こ
で
現
代
と

い
う
の
は
、

こ
の
国
際
的
規
模

で
実
施

さ
れ
た
税
制
抜
本

肇

以
降
、
A
.
日
に
い
た
る
時
期

で
あ

る
。
た
と
え
ば

ア
メ
リ
カ
財
務
省

の
税
制
改
革
報
篁

臼
(
兀

八
四
年
)
や
わ
が
国
近
年

の
政
府
税

縫

蒲
い鍵

編
り麓
擁

鶴

難

謬

羅
適鋒
郵

擁
鰯

則

は

い
ず

れ
も

、

す

で

に
み

て
き

た
と

お

り
、

そ

れ

ぞ

れ

の
時

期

に
照
応

す

る
歴

史

性

と
階

級

性

を

も

っ
て
主

張

さ
れ

て
き

た

も

の

で

あ

っ
て
、

}」
の
意
味

で
は

そ
れ
自

体

と
し

て
何

わ
目
新

し

い
も

の

で
は
な

い
。

特
徴

的

な

の
は
、

そ
れ

ら

が
政
治

的
色

彩

を
強

く
帯

び

た

い
わ
ば

ス

ロ
ー
ガ

ン
と

し

て
ー
ー

経

済
学

的

に

は
内

容

乏

し
く
無

原

則
的

に
ー

、

現
代

流

の
意

味

と
内

容

(歴
史
性

・
階
級
性
)
を

こ
め

て
新
た

に
強
調
さ
れ

て
い
る
点

に
あ
る
。

}、
の
期

の
国
際
的

な
抜
本
的
税
制
改
革
は
、
す

で
に
指
摘
し
た
と
お
り
、
第
二
次
大
戦
後

の
税
制

の
歩

み
の
中

で
・
新

た
に
時
期
を
画

す

る
文
字

ど

お

り
抜

本
的

な
改
革
ー
ー

た
と

え

ば
、

わ

が
国

で
は

シ

ャ
ウ
プ
税

制

以
来

と
し

ば
し

ば

い
わ

れ

た
ー

と

い

っ
て
よ

い
が
・

そ
.つ
し
た
改
革
推
進

の
直
接
的
な
背
景
を
な
し
た
の
は
、

;

・
で
い
え
ば
、
実
態
面

に
お
け
る
戦
後
か

つ
て
な

い
長
期
か

つ
慢
性
的
な
財

政
危
機

(赤
字
)
の
進
行

で
あ
り
、
理
論
面

に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま

で
財
政
論

の
中
枢
を
な
し

て
き
た
ケ
イ

ン
ズ
流

の

「
馨

要
管
理
」
論

　
　

　

と

そ

の
政

策

の
破

綻

で
あ

っ
た
。

▼」
}」
に
お

い

て
、

}」
・つ
し

た
事

態

を
打
開

す

べ
く
新

し

い
財

政
論

、

す

な

わ
ち

運

の
反

ヶ

イ

ン
ズ
理

論

(「供
給

サ
イ
ド
・
の
財
政
論
な
ど
)
が
ム
ロ
頭

し
、
そ
し

て

こ
れ

を
理

論
的

バ

ッ
ク

ボ

↓

と

し

つ

つ
、
税

制

面

で
は
所
得

税

や
法
人

税

な

ど

の

藏

税
」
と
間
接
税

の
増
税

(付
加
価
値
税
の
引
上
げ
な
い
し
導
入
な
ど
)、
経
費
面
な
ら
び

に
国
家
財
政
全
般
を

つ
う
じ
る

「
小
さ
な
政
府
」
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の
実
現

(
い
わ
ゆ
る

「
行
政
改
革
」)
が
、

先

進
各

国

に
お

い
て
挙

げ

て
追
求

さ
れ

た
。

こ
う
し
た
新
し

い
税
財
政

の
動

き
の
な
か
で
、
課

税

の
基
本
原
則
L
と
し
て
新

た
め

て
強
調
さ
れ
だ
し
た

の
が
、
「公
平
」
「簡
素
」
甲

立
L
で
あ

っ
た
・
抽
象
的

に
い
え
ば
・1

元
来
、
抽
象
性

が
原
則
論
そ
の
も

の
の
特
徴

で
も
あ
る

の
だ
が
i

税
制

の
不
公
平
を

「
公
平
」

化
し
・
複
雑
な
税
製

簡

素
L
化
し
、
介
入
過
剰
な
税
製

「
中
立
」
化
す
る
と

い
,つ
の
で
あ
る
々

り
、

頁

至
極
当
然

で
何
.り
異
論

の
余
地

な

い
よ

う

に
み

え
る
。

だ

が
問

題

は
、

そ

の
具

体

的
、

実
質

的

な
内

容

で
あ

る
。

こ
う
し
た
観
点

か
ら
現
代

の
租
税
原
劉

細
を
検
討
し

て
み
る
と
、
前
節
末
尾

で
も
小
括
し
た
と
お
り
、
そ
れ
は
現
代
資
奎

義

の
歴
史

的
限
界
と
矛
盾
を
反
映
し

て
・
全
体

と
し

て
の
理
論
的

青

性
と
体
系
性
を
ま
す
ま
す
欠
除
す
る
も

の
t

論
理
矛
盾

の
形
而
上
学
的

な

混
沌
{
1

と

な

っ
て
い
る

こ
と
、
い

い
か
え

れ
ば

、
税

制

面

に
反
映

さ
れ

る
総
資

本

の
意

思

と
要

請

を
、
多

元
論

的

に
、
い
わ
ば

ケ

ー

ス

.

バ
イ

.
ケ

ー

ス

で
理
論

的

に

「合

理
化

」

す

る
、

弁

護
論

的

で
空
疎

な
政

治
的

ス

〒

ガ

ン
化

の
傾
、同
を

ま
す

ま
す
帯

び

る
よ

.つ
に
な

っ

て
い
る
点

に
特
徴

が
あ
る
と
言

わ
ざ
る
を
え
な

い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
現
代

に
お
け
る
生
産
力

の
昊

化

(籍

に
は
社
会
化
の
進
展
)
が
市

場

(商
品
)
経
済
的
枠
組

(謹

関
係
)
か
ら
の
開
放
を
ま
す
ま
す
強
く
求
め

て
い
る
に
も
か
か
わ
・り
ず
、
国
家

に
よ
る

「計
画
化
」
窺

制
L

香

理
L
「
介
入
」
「
誘
導
」
等

々
1

市
場
讐

の
そ
れ
と
は
本
来
矛
盾
す
る
原
理
1

に
よ

.
て
体
制
維
持
を
計
う

つ
と
す
る
現
袋

本
義

の
歴
史
的
地
位
ー

こ
れ
が

頁

性

と
体
系
性
を
欠

い
た
、
逆

に
い
え
ば
多
元
論
的
な
傾
向
を
も

.
た
現
代
流

の
租
税
原
則
論
を
生

み
だ

し
・

横

行

さ
せ

る
客
観

的
基

盤

と

な

っ
て
い
る
と

い

っ
て

よ

い
で
あ

ろ
う
。

租

税
原

則

と

い
・つ
名

の
無
原

則
性

と

い
.つ
最

近

年

の
租
税

原

則
論

に
み
ら
れ

る
新
し

い
特
徴
と
傾
向

は
、

こ
う
し
た
現
代
資
本
義

の
歴
史
的
地
位

の
理
訟隅

皮

映

に
ほ
か
な
.り
な

い
。

ユ
　

コ
ゆ

　

ヒ

税
制

簡

素
L
化

の
本
来
的

な
意
味
は
、
先

に
み
た

ス
三

や

ワ
歩

ナ
あ

原
則

に
も
み
・り
れ
る
よ
・つ
に
、
課
税

の
明
確
性
、
課
税

(納
税
)
の
便
宜

性

・
徴

税

(納
税
)
費

の
最
小

化

な
ど
、
主

と

し

て
税

務

行
政

に
か

か
わ

る
原

則

で
あ

り
、
ま

た
A
フ
日

で
も

基
本

的

に
は
同

一 囲鞭1輔1一 田棚 田醐…凶L出一咀 山
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様

で
あ

る
。

こ

の
よ

う

な
意
味

の
税

制

の

「
簡

素
」

化

は
、

用

語

は
別

と
し

て
、

実
質

的

な
内

容

と

し

て
は

ス
ミ

ス
以
来

主
張

さ
れ

て
き

た
も

の

で

何

、b
目

新

し

い
わ
け

で
は
な

い
が

、
従

来

は

ど
ち

ら

か
と

い
え
ば
付

随
的

原

則

と
し

て
提

示

さ

れ

て
い
る

に
す

ぎ
な

か

っ
た
・

そ
れ

が
今

日

「
公
平

」
「
中
立

」
と
な

、b
ん

で
、
い
わ
ば

三
大

原

則

の

;

と
し

て
強

調

さ
れ

る

に
い
た

っ
て

い
る

の
は
・
現
代

の
税

制

が

い
か

に
複

雑

化

し

て
い

る
か
を

反
映

し

て

い
る
と

い

っ
て
よ

い
。

現

代
税

制

の
複
雑

さ

は
、

あ

え

て
過

去

の
税

制

と
比
較

対

照
す

る
ま

で
も
な

く
明

ら
か

な

こ
と

だ
が

、

た
と

え
ば

J

.A

.
ペ

ッ
ク

マ
ン
も

ア
メ
リ
カ

の
現
行

税
制

を
念

頭

に
お

き

つ

つ
i
l

事

情

は
各
国

と
も
大

同
小

異

と

い

っ
て
よ

い
ー
ー
-次

の
よ

う

に
述

べ

て
い
る
。

「
所
得
税

に
対
し

て
最
も
共
通
し

て
も
た
れ

る
不
満

は
、
租
税
実
務
家
高

様
、
納
税
者

や
執
行
側

に
と

っ
て
・
所
得
税
が
ひ
ど

く
複
雑

に
な

っ
た

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

現

在
何

百

万
人

も

の
人

た
ち

が
、
納

税
申

告

を

す

る

た
め

に
民

間

の
専

門
機

関

に
代

金

の
支

払

を

し

て

い
る
。
内

国
歳

入
法

そ
れ

自
体

は
と

て
も

読

め

る
も

の

で
は
な

く
、

そ

の
す

べ
て

に
精

通

し

て
い
る
弁
護

士

や
会
計

士

は
あ

ま
り
多

く

な

い
。
近
年

、
議
会

が

い
く

つ
か

の
租

税

優
遇
措

置
を
縮

小

し
よ

う
と

す

る

一
方

で
、
同

時

に
新

し

い
も

の
を

付
加

す

る

た
め
・
税

法

は
長

っ

た

ら
し

く

な

っ
て
し
ま

っ
た
。

複

雑

に
な

る
主

た
る
原

因

は
、

議
会

や
大
半

の
行

政

当

局

が
、

あ

る
経

済

的

、
社

会
的

目

標

を
遂

行
す

る

の

に
、
直

接

の
支

出
と

い
う

よ

り
も

む

し

ろ
所
得

税

を
用

い

る
傾

向

に
あ

る

こ
と

に

よ
る
。
現

在

、

エ
ネ

ル
ギ

ー
利

用

の
削

減

、

貯
蓄

・
投

資

イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

の
増

大
、
企
業

に
対
す
る
身
体
堕

、者

の
雇
用
促
進
、
民
間

の
研
究
開
発
費

の
引
上
げ
、
低
所
得

の
賃
金
稼
得
者

に
対
す
る
租
税
負
担

の
緩
和

お
よ
び
そ
の
他

の
目
的

の
促
進

の
た
め
に
、
特
別
措
置

や
税
額
控
除
が
利
用
可
能

で
あ

る
。
正
常
な
租
税
構
造

か
ら

の
乖
離

は
す

べ
て
・

所
得
税
申
告
を

い

っ
そ
う
複
雑

に
し
、
納
税
者

に
追
加
的

な
記
帳

や
重
荷
を
課
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
複
雑
さ
を
解
決
す

る
に
は
、
特
別
措
置
を
廃
止

し
、
そ
し
て
再
び
最
初
か
ら
や
り
直
す

こ
と

に
よ

っ
て
・
税
法
を
簡
素
化
す

る

こ



202商 経 論 叢 第30巻 第2号

と

で
蟻

」
・

簡

素
化
と

い
う
こ
と

に
関
心
が
よ
せ
ら
れ
る
背
景
と
し

て
は
、
現
代

の
税
制
が
、
経
済
活
動

の
複
雑
化
を
反
映
し

て
、
あ
る
い
は
、
さ

ま
ざ

ま

な
利
害

関

係

調
整

の
結
果

と

し

て
、

き

わ
め

て
複
雑

な
も

の
と

な

っ
て
い
る

と

い
・つ
事

実

が
あ

る
。

と

り

わ
け
問
題

な

の
は
、

租

　
ア

　

税
特

別

措
置

で
あ

る
。

こ

の
点

に

つ
い

て
は
程
度

の
差

こ
そ
あ

れ
、

日
米

両

国

に
比
ハ通

の
問

題
点

で
あ

る
L
。

み

ら

れ

る
と

お
り
・
現

代
税

制

が

き
わ

あ

て
複

雑
化

し

て

い
る

こ
と

は
、
誰

し
も

承

認

せ
ざ

る
を

え
な

い
実

態

で
あ

り
、
ま

た
そ

の

「
主

た

る
原

因
」

が
・

本

則

そ

れ
自

体

も
然

る
事

な

が

ら
、
取

り
分
け

そ

の
特

例

と

し

て

の
彪

大

な

「
租

税

特
別

措
置

」

の
存

在

に
あ

る

▼、
と

も

ほ
ぼ
異

論

の
な

い
と

こ

ろ
と

い

っ
て
よ

い
。
だ

が
、
多

く

の
論

者

た

ち

に
み

・り
れ

る
難
点

は
、
そ

の
本

質

認
識

の
曖

昧

さ

(階
級
性
の
認

識
欠
除
)
で
あ
る
・

一
言

で
い
え
ば
、
「
租
税
特
別
措
置

と
は
、

す
ぐ
れ
て
国
家
独
占
資
奎

義

の
税
制
上

の

産

物

に
ほ
か
な

り
な

い

　
　

　

と

い
う
認
識

を

多

か

れ
少

な

か
れ

欠

い
て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

一
言

で

「特
別
措
置

と

い

っ
て
も
、
そ

こ
に
は
社
会
政
策
上

の
必
要
か

り
採
用
さ
れ
た
も

の
も
あ
れ
ば
、
大
法
人

の
所
得

.
資
産
や

巨
額

の
個
人
資
産

.
所
得

に
た
い
し

て
資
本
蓄
積
促
進

の
観
点

か
ら
採
用

さ
れ
た
も

の
も
あ
る
。

}」
の
・つ
ち
現
代

の
税
制
複
雑
化

の
主
因

を
な
す

の
は
・
と
り
わ
け
後
者

で
あ
る
。
現
代
税
制

の
根
幹
的
理
念

た
る
べ
き
租
税
民
主
主
義
、

そ
の
中
、心
と
し

て
の
公
平
課
税

の
大
原

則

に
照
ら
し

て
み
れ
ば
・
前
者

は
ほ
と
ん
ど
が
必
要
不
可
欠
な
も

の
ー

}、
の
意
味

で
は
税
制
が

一
定
程
度
複
雑

に
な
る
の
も
や
む
を
え

な
い
ー

で
あ
る
が
・
後
者
は
・
特
別
措
置

の
大
半
が
こ
れ
に
属
す

る
だ
け

で
な
く
、
公
平
課
税
を
著

し
く
塁

口す
る
も

の
で
あ
り
、
し

た
が

っ
て
税
制

「
簡
素
」
化

の
中
心
的
対
象
た
る

べ
き
性
格

の
も

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ
が
・
先

に
引
用
し
た

ペ

ッ
ク

マ
ン
等

の
指
摘

の
仕
方

に
象
徴
的

に
み
ら
れ
る
と

お
り
、
両
者

に
本
質
上

の
区
別
や
軽
重

の
差
が

事
実
上
置
か
れ
ず
・
特
別
措
置

の
具
体
的
事

例
が
た
だ
現
象
的

に
並
列
的

に
列
挙
さ
れ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

}」
.つ
し
た
難
点

は
、

さ
、b

に

い
え
ば
現
代
資
本
義

の
認
識

の
曖
昧
さ

に
遡
る
。
現
代
税
制

の
複
雑
性
と

そ
の
主
因
を
な
す
租
税
特
別
措
置

が
、
た
ん
に
現
代

の
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表1各 国の所得税の税率構造の 「簡素」化

(1980年 〈昭和55年 〉初)

日 本 アメ リカ イギリス(1979年 初)ド イ ツ フランス

75%

圃
10%

70%

國
14%

83%

團
25%

5fi%

22%

fiO%

國
5%

(1994年 〈平成6年 〉初>b

圃 …836万Ill[壷1・,・ ・12万FF13F圃

1,655.1万 円[39.&%)

!36%)

3277万 円

821万 円

(31%)

{㌶岬州などの地方圃体で
所得税を課税 してい
るところがある。

1.,275胴[亟 司2,・55.2万 円
(53%}{56.8%)

ド イ ツ

羅 灘 隷 鰐258.lfi(12%}円
れ て い る 。

認藩 輪 轍 騰 欝 薦臨 享鵜 糀 所得税の

こ
う
し

た

現
代

に
特

徴

的

な

理
論

的
難

点

を
象

徴

す

る

}
事

例

が

、
税

率
構

造

(と
り
わ
け
所
得
税
)
の

「
簡

素
」
化

(そ
の
究

極
の
形
態
が
、

フ
ラ

ッ
ト
艶
卑

化
す
な
わ
ち
均

一
税
率
な
い
し
単

一
税

率
化
)
論

で
あ

る
。

「
議
会

や
行
政
当
局
」
に
よ
る

「
傾
向
」
と
か

「
経
済
活
動

の
複

雑
化
」

の

「
反
映
」
と
し

て
し
か
把
握

さ
れ

て
い
な
い
こ
と
に

み
ら
れ
る
と
お
り
、
現
代
国
民
経
済
が
、
き
わ
め
て
抽
象
的

・

現
象
的

に
し
か
認
識

さ
れ
ず
、

換
言
す
れ
ば
現
代
経
済

の
歴
史

的
特
質
ー

国
家
独
占
資
本
主
義
と
し
て
の
歴
史
性

・
階
級
性

I
I

が
ほ
と
ん
ど
考
慮

に
入
れ
ら
れ

て
い
な

い
か
ら

で
あ
る
。

こ
う

い
う
捉
え
方

に
た

つ
か
ぎ
り
、
税
制
複
雑
化

の

「
主

た
る

原
因
」

が
特

別
措
置
に
あ
る
こ
と
は
指
摘
し
え

て
も
、

そ
れ
ら

は
無
差
別

に
た
だ

「
特
例
」
と
し

て

一
括
さ
れ
、

し
た
が

っ
て

税
制

「簡
素
」

化

の
中
心
的
対
象
が
何

で
あ
り
、
重
点
的
課
題

が
何

で
あ
る
の
か
、

ま
た
そ
の
根
拠

は
何

で
あ

る
の
か
1

税

制
が

「
簡
素
」

で
あ
れ
ば
万
事
良
し
と
い
う
も

の
で
は
必
ず
し

も
な
く
、

問
題

は
そ
の
実
質
的
内
容

で
あ

る
ー

を
真

に
ト
分

に
明
確

に
す

る

こ
と

は

で
き
な

い
。
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主
な
先
進
資
本
義

国

の
税
率
構
造
が
、
表

乏

み
ら
れ
る
と
お
り
、
「
抜
本
改
革
」
に
よ
り
ほ
ぼ
時
期
を
同
じ
く
し

て
大
幅

に

「
簡
素
」

化

さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ

で
は

レ
方

ン
政
権
下

で
、
従
来

の

西

壱

○
%
の

五

段
階
か
.b
八
六
年

に

は

五

～

二
八

%

の
二
段
階

に
ま

三

簡

素

L
化

さ
れ

た
。
も

・
と

も
現

在

で
は
、
あ

る
種

の
揺

戻

し

現
象

が
生

じ

三

注

の

(
5
)
参
昭
{)
、

ブ

ッ
シ

ュ
政

権

下

で
三

段

階

へ
・

さ

ら

に

ク

リ

ン
ト

ン
政

権

下

で

五

～

三

九

.
五

%

の
五
段

階

へ
と

な

っ
て

い
る
。

イ
ギ

リ

ス
で
も

サ

ッ
チ

ャ
政

権
下

で
・
従
来
ま

で
の
二
五
～
八
一二
%

の

二

段
階
か
ら
八
八
年

に
昼

五

～

四
〇
%

の
二
段
階

へ

簡

素
L
化
さ
れ
、

現
在

メ
ジ

ャ
ー
政
権
下

の
九
二
年

に
は
二
〇
西

○
%
の
三
段
階
と
な

っ
て
い
る
。

ド
イ

ッ
で
は

コ
ル

政
雫

の
八
六
～
九
。
年

に
か

け

て
・
従
来
ま

で
の
二
二
～
互

ハ
%
か
ら
最
{口同
税
率

の
引
下
げ
と
累
進
性

の

「
緩
和
」
に
よ
り
、

兀

～
五
三
%

へ

簡

素
L
化
さ
れ
た
。

フ
ラ

ン
ス
で
は
ミ

ッ
テ
ラ
ン
政
権
下

で
い

っ
た
ん
は
税
率
引
上
げ
も
行
わ
れ
た
が
、
保
守
連
立

の
び

フ
デ

ュ
ル

政
権
下

で
、
従
来

の
五

～
六
〇
%

の

三

段
階
か
ら

三

～
五
Lハ
・
八
%

の
六
段
階

へ

簡

素
花

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
わ
が
国

で
も
雷

口
根

.
竹
下
政
権
下

で
、

従
来
ま

で
の

δ

～
七
五
%

の

一
九
段
階
か
ら
、

δ

～
五
〇
%

の
五
段
階

へ

簡

素
L
化
さ
れ

て
現
在

に
至

.
て
い
る

▼、
と
は
周
知

の

と

お

り

で
あ

る

(こ
の
点
は
、
後

の
3
.
「公
平
」
の
項

で
再
論
す
る
)。

こ
の
よ
う

に
・

九

〇
年

代

に
入

っ
て
欧
米

諸

国

で

一
定

の

い
わ
ば

揺

戻

し
現

象

が
生

じ

て
い
る
と

は

い
え
、

「
抜
本

改

革

」

を
経

て
以

降
・
従
前

の
税
霧

造
が
大
幅

に

簡

素
L
化
さ
れ
た

こ
と

に
は
変
り
な
い
。

こ
う
し
た

「
簡
素
」
化
推
進

に
も

.
と
も
大
き
な
国
際
的

影
響
力
を
及
ぼ
し
た
論
者

の
袋

的

天

が
、

サ
プ

ラ
イ

・
サ
イ
ギ

と
し

て
の
M
.
フ
ー

ド

マ
ン
で
あ
り
、

そ
の

璽

税
率
課
税
L

論

(
h巨

山
卑

Φ
邸
メ
も

『
o
℃
霞

一
δ
コ
巴

マ
讐
馬

讐
①
δ

図
)

で

あ

る

。

「
わ
た
し
は
畠

義

者

と
し

て
・
も

っ
ぱ
ら
所
得
を
募

配
す
る
た
あ

の
累
進
課
税

に

つ
い
て
は
、
い
か
な
る
正
当
化

の
理
由
を
も
認

め

る

こ
と

が

む
ず

か
し

い
と
考

え

る
。

こ
れ
は
他

の
人

び

と

に
あ

た

え

る
た

め

に
強
権

を

用

い
て
あ

る
人
び

と
か

.り
取

り
上

げ

る
と

い
.つ

明

瞭

な
事

例

で
あ

り
、

し
た

が

っ
て
個
人

の
自

由

と
真

正
面

か
ら
衝

突

す

る

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

一 馳 」幽]幽 山凶一"幽 凹」L
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す

べ
て
の

Ψ、
と
を
考
慮
し

て
、
わ
た
し
に
最
良
と
思

え
る
個
人
所
得
税

の
馨

は
、
あ
る
免
税
点

を
超
え

る
所
得

に
対
す
る
均

一
税
率

の
課
税

で
あ
り
、

こ
の
場
合

の
所
得

は
非
常

に
広
く
定
義

さ
れ
、
控
除

は
厳
密

に
定
義

さ
れ
た
必
要
響

に

つ
い
て

の
杢
認
め
ら
れ

る
も

の
と
す

る
。

す

で

に
示
唆

し

た

よ
・つ
に
、

わ

た
し

は

こ

の
提

案

を
法

人
所

得

税

の
撤
廃

と
結

び

つ
け
、

ま
た
法
人

企

業

は

そ

の
所
得

を
株

主

に
帰
属
さ
せ
誇

れ
ば
な
、り
ず
、

そ
し

て
株
主
は
そ
の
よ
・つ
な
金
額
を
納
税
巾
告
教
臼
に
譲

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と

い
う
要
求
と
結

び

つ
け

た

い
と
思

う
」
。

み
.り
れ

る
と
お

り
、
フ
ー

ド

マ
ン
に
よ
れ

ば
、
累

進

課
税

は
市

場

メ
カ

ニ
ズ

ム

に
も

と
つ

く
所

得

の
分

配
を

国
家

の

「
強
権

」
に
よ

っ

て
変

更

し
、

}」
の
意

味

で

「
個

人

の
畠

(資
本
の
利
潤
追
求

の

「自
由
」

…

引
用
者
と

を

侵
害

す

る
も

の

で
あ

る
か

ら
承

認

し
難

く
・
均

一
税

率

に

よ
る
比
例

課

税

▼」
そ
が

ベ

ス
ー
だ

と

い
う
。

そ
し

て
こ

の
意

味

で
、
現

在
支

配
的

な

累
進

課

税

の
税

率
構
造

を

で
き

る
か
ぎ

り

簡

素
L
化
す

べ
き
だ
と
主
張
す
る

の
で
あ
る
。
資
本

の
論
理
と
意
思

の
ス
じ

ー

な
表
明

で
あ

る
・
こ
こ
に
い

う
税
率

の

簡

素
L
化

と
は
、
後

に
も
再
論
す

る
と
お
り
、
実
質
的

に
は
、
最
高
税
率

の
引
下
げ
と
高
額
所
得

へ
の
累
進
製

用
の
事
実
上

の
撤
廃

(高
額
所
得
の

大
幅
減
税
と
不
公
平
課
税
の
拡
大
)
を
意
味
す
る
か
、b
で
あ

る
。
新
保
守

(畠

)
嚢

、
サ
プ
ラ

イ

・
サ
イ
ド
の
財
政

(経
済
)
論

の
階
級
的

本

質

が

よ
く

示

さ
れ

て
い

る
と

い

っ
て
よ

い
。

そ
れ

に
し

て
も
、

芳

で
課
税

の
公
平
を
強
調
し
な
が
・り
、
同
時

に
他
方

で
、
簡

素
L
化

の
名

の
も

と

に
課
税

の
不
公
平
を
表

す
る

論
撰

造
ー

}、
▼、
に
も
、
現
代

の
租
税
原
則

(
ひ
い
て
は
財
政
塗

般
)
に
特
徴
的

に
み
ら
れ
ゑ

珊
理

の
多
元
性
・

更

性

と
体
系
性

の
欠

除
、

ひ
い
て
は
弁
護
論
的

な
政
治
的
欺
隔
性
が
き
わ
め

て
象
徴
的

に
示

さ
れ

て
い
る
と
い
わ
ざ

る
を

え
な

い
で
あ
ろ

う
。

擾

的

に

い

っ
て
、
税
制

が
可

能

な
か

ぎ

り
簡
素

で
あ

る

こ
と

は
、
望

ま

し

く

か

つ
必
要

な

こ
と

で
あ

る
・
し

か
し

だ

か
㍉り
と

い

っ
て
・

「
簡
素
」
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
無
条
件

に
す

べ
て
望
ま
し

い
わ
け
で
は
な

い
。
上

述
の
と
お
り
、
課
税

の
不
公
平
を
侵
害

し
拡
大
す

る
よ
う

な

「
簡
素

」
化

も

あ

り

つ
る
か

・り
で
あ

る
。
自

由

に
も

拒
否

す

べ
き

百

巾

L

(殺
人
の

百

由
L・
人
間
姦

隷
化
す

る

百

由
L
等
)
が
あ

る
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の
と
同
様

で
あ

る
・
簡

素
L
化

の
最
重
点
課
題
は
、
何
よ
り
も
不
公
平

課
税
を
助
長
す
る
よ
・つ
な

一
連

の
租
税
特
別
謹

の
撤
廃

で
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

　
　
コ　
　
ヒ

租

税

な

い
し
税

制

の
経

済

に
た

い
す

る

「中

立

」
性

(原
則
)
に

つ
い

て
は
、
次

の
定

義

に

ほ
ぼ
集
約

さ
れ

て
い
る
と

い

.
て
よ

い

で
あ

ろ
う
　

「
税

制

の
経

済
的

中

立
性

と

は
・
個
人

や
企

業

が
だ仔
な
う
経

済
行

動

に
対

し

て
税
制

が
干

渉

し

な

い
}、
と
を
意

味

し

て
い
ま
す
。
具
体

的

に
い
え
ば
・
た
と
え
ば
個
人
が
行

な
う
貯
蓄
と
消
費

将
来
消
費
と
現
在
消
費
)、
労
働
と
余
暇
、
消
費

宇

ン
、
労
働
機
会
な
ど
の
選
択

に
お

い
て
・
そ
の
意
思
決
定
を
税
制

が
歪
め

て
は
な
・り
な

い
と

い
う

こ
と
を
、
ま
た
企
業

の
場
A
口
に
は
、
企
業
懇

、
投
資
対
象
、
資
金

調
達

・

生
産

方
法

な
ど

の
選

択

に

つ
い

て
税
制

が

そ

の
血思
思
決

定

を
歪

め

て
は
な

.b
な

い
と

い
・つ
}」
と

を
意
味

し

て

い
ま
す

。

7」
れ

.り
は

所

得

ベ

ー

ス
に
せ

よ
・

消

費

↑

ス
あ

る

い
は
キ

ャ

ッ
シ

ュ

・
フ

・
ー

ベ
曳

に
せ

よ
、

い
わ
ゆ

る
悪

措
置

や
特
別

措
置

の
存

在

を

　
の
　

望

ま

し
く

な

い
と

す

る
主

張

に
通
ず

る
と

い

っ
て
よ

い

で
し

ょ
う
」
。

課

税

の
中
立
性
と
は
、
税
が
人

々
の
経
済
活
動

に
影
響
を
及
ぼ
さ
な

い
▼、
と
を
い
・つ
.
効
率
的
な
市
場

に
爵

る
経
済
上

の
決
定

に
対

す

る
干

渉

を
最
小

に
し
・

資

源

配
分

を
撹

乱

し

な

い
よ
う

な
税

が
中

立

性

の
原

則

か
・り
み

て
望

ま
し

い
税

で
あ

る
L
。

み
ら

れ

る
と

お
り
・

「
中

立
」

と

は
・
個

人

な

・り
び

に
法

人

(企
業
)

の
あ

ら

ゆ
る
経

済

的
活

動

と

そ

の
結

果

に
た

い
し
税

制

は
千

渉

し

て
は

な
ら

な

い
と

い
う

こ
と
・
逆

に

い
え
ば

(あ
る
い
は
、
よ
り
正
確

に
い
え
ば
)、
そ
れ
・り
は
市

場

メ
カ

ニ
ズ

ム
と

そ

の
機
能

に
委

ね
、
そ
れ

を

侵

害

す

る
よ
う

な
も

の

で
あ

っ
て
は
な

ら
な

い
、

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

し

た
が

っ
て

}」
れ
も
、

目
パ体

的

に
明

示

さ
れ

て
い
る
か

ど

.つ

か
・

あ

る

い
は
表

現

の
仕

方

が
ど
う

で
あ

る
か

は
別

と

し

て
、
内

容

上

は

ス
ー

ス
以
来

の
従
来

の
租
税

原
則

に
ほ

ぼ
共

通

に
含

ま

れ

て
い

る
と

い

っ
て
よ

く
・
殊

更
新

し

い
も

の
で
は
な

い
。

最
近

年

の
特

徴

は
、

す

で

に
述

べ
た

と

お
り
、

い
わ
ば

デ

マ
ン
ド

.
サ

イ
ド

の
経

済
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学

(財
政
論
)
と

し

て
の
ケ

イ

ン
ズ

理
論

の
破

綻

を

う

け

て
、
主

に

サ
プ

ラ
イ

・
サ
イ

ド

の
経
肇

(税

・
財
政
払繭
)
の
影
響

の
も
と

に
・
租

税

三
原
則

の

一
つ
と

し

て
新

た

に
強

調

さ

れ

て
い
る
点

に
あ

る
。

}」
の
よ
.つ
な
意
味

に
お
け
る
租
税

(税
制
)
の
経
済
的

「
中
立
」
性

は
、
集

嚢

の
自
由
霧

段
階
を
歴
史
的
墓

と
し
た

ス
ミ
ス
の

場
A
口
に
は
、

一
定

の
現
実
的
意
華

も

.
て
い
た
と

い

・
て
よ

い
。
租
税

(税
制
)
は
、
あ
る
い
は

一
般

に
そ
れ
を
包
含
す
る
国
家

の
経
済

的
活
動
は
、
百

然
的
自
由

の
体
系
L
と
し

て
の
国
民
経
済

に
と

・
て
撹
乱
要
因

で
あ

り
、
資
本
落

に
と

っ
て
輩

産
的
な

「
必
要
悪
」

で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
国
鍾

済

は
国
家

々

り

「
自
由
放
任
」
さ
れ
る
と
き

に
、
讐

す
れ
ば
国
家

(と
そ
の
税
制
)
が
経
済
的

に

〃中
立
"

的

で
あ

る
と

き

に
、
国

民

経
済

は
も

っ
と

も

よ
-
発

展

し

う

る
と

み
な

さ
れ

、
ま

た
実

際

に
も

そ
う
し

た
歴

史
的

条

件
を

ほ
ぼ
具

り廷

歴

史
的
段
階

に
あ

る
資
本
義

で
あ

っ
た
か
.b
で
あ
る
。

こ
の
意
味

で
、
租
税
な
ら
び
に
税
制

の

「
中
立

」
性

の
原
則
は
・
客
観
的

に

応

の
理
論
的
妥
当
性
を
も
ち
、
し
奈

.
て
ま
た
そ
れ
な
り

の
理
論
的

蚕

性
を
も

っ
て
、

運

の
租
税
原
則
論

の
な
か
に
位
置
を
占

め
る

こ

と

が

で
き

た

と

い

っ
て

よ

い
。

「
資

本
主

義

の
成

立

.
発

展
期

に
形
成

さ
れ

た
A

・
ス
ー

ス

(『
富
国
論
』
第
五
篇
)
に
袋

さ
れ

る
古

典

派

理
論

は
・
笙

に
国

民
経

済

に

つ
い

て
、
そ

}」
に
は

冒

然

的
自

由

の
体

系

』
(ω
幕

§

h
・
羅

き

σ
書

)
が

存
在

し

て
お

り
、
し
た

が

っ
て
国

家

か
ら

の

『
昂

放
任

』

(一山
一の
ω①N
l騰ゆ
一門Φ)

の
も

と

で
、
各

個

人

が
利

己

、心
の
お
も

む

ま

ま

に
自
由

な
経

済
活

動

を
行

・え
ば

・
『
見

え
ざ

る
手
』

(量

.巾喜

7
程

..)

に
導
か
れ

て
、

お
の
ず
々

b
国
民
経
済
全
体

の
調
和

の
と
れ
た
発
展
が
実
現

さ
れ
る
と
み
な
し
た
・
し
た
が

っ
て
・
第

二
に
国
家

は
・
経

済

の

冒

然
的
自
由

の
体

系
」
に
と

っ
て
は
、
む
し
禽

乱
茜

で
あ
り
、
ま
た
基
本
的

に
は
非
生
産
的

な

『
必
慧

言

§

ω.自山
贋
重

)

で
あ
り
、
か
く

て
国
家

の
罷

は
、
具
体
的

に
は
市
民
的
自
由
を
保
証
す
る
と

こ
ろ
の
、

い
わ
ば
外
部
的
与

件

と
し

て
・
①
国
防
・
②
司

法
、
警
察
、
③
個
人

で
は
不
可
能
な
特
殊
例
外
的
な
公
華

業

(嚢

)
の
撰

と

い
う
、
三

つ
に
限
定

さ
れ

た

『
夜
欝

家
』
に
と
ど
ま

る

べ
き

と
考

え
ら

れ

た
。
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こ
う
し
た
国
民
経
済
観

(論
)
な
ら
び

に
国
家
観

(論
)
を
前
提
し
た
う
え

で
、
第

三
に
国
家
財
政

に

つ
い
て
は
、
そ
の
必
然
的
帰
結
と

し

て
・
財
政

の
規

模

が
最
小

限

で
あ

る

こ
と
を

理
相
曹

標

と

す

る

『
安
価

な

政
府

』
(・
げ
.
・
℃
-、
。
<
.
.ロ
ヨ
.
コ
け)
、
資

本
蓄

鱒

対

し

て

『
中

立

的

』

な
租
税

・

国
債

の
排
除

・

そ

し

て

『
均

衡
財

政
』

(σ
賢

き

鋤
　

-
σ
¢
α
・・
.
一)

の
実
現

と
貫
徹

が
素

さ

れ

た
L
.

し
か
し
そ
れ

で
も
な
お
整

に
い
え
ば
二

般

に
資
奎

義
下

の
租
税
は
、
す

で
に
述

べ
た
と
お
り
、
経
済
的
な
非
中
毒

に
そ
の
本

質

が
あ
る
と
解
す

べ
き

で
あ
ろ
う
・
資
本
義

的
租
税
と
は
、
市
場

メ
カ

ニ
ズ

ム
と
い
・つ
経
済
的

に
竪

的

な
国
民
経
済
と
し

て
の
下
部

難

に
た
い
す

る
・
上
部
構
造

に
よ
る
権
力
的
反
作
用
t

内
容
上
は
経
済
的
だ
が
ー

の

形

態

に
ほ
か
な
,り
な

い
か
.り
で
あ
る
.
ど

の
よ
う
な
租
税
な

い
し
税
制

で
あ
れ
・
多
か
れ
少
な
か
れ
霧

メ
カ

ニ
ズ

ム

へ
の
国
家
権
力

に
よ
る
経
済
的
介
金

臼心味
す
る
か

り
で
あ

る
むも

っ
と

も
租

税

は
・
内

容

的

に
み
れ
ば

・

国
民

経
済

の
運
動

に
た

い
し
比

較

的

に
促

進
的

に
作

用

す

る

}、
と
も
、

比
較

的

に
阻

宝
]的

に

作

用

す

る

こ
と

も
・
あ

る

い
は
比
較

的

に

〃豊

的

"

に

(促
進
的

で
も
阻
害
的

で
も
な
く
)
作

用
す

る

サ」
と
も

あ

り

つ
る
.

し

た
が

っ
て
、

せ

い
ぜ

い
租

税

の

「
中

立
」
性

と

は
・
本
質

的

に
非
巾

歯

な
租

税

が
、
国

民
経

済

な

い
し
国

民
生

活

に
及
ぼ
す

反

作
里

権
力
的
介
入
)

の
相
対
的
度
合

の
差
違

の
賭

で
あ
る
・

ス
…
ス
に
と

っ
て
の
理
論
的
軽

は
、
経
済
的

に

「
必
要
悪
」
な

馨

国
家
L
と
し

て
の
機

購

難

纂

薩

鑓
鍵
μ.藤

翻

薩
.髄

鱗

難

抄

き

に
・
国
民
経
済
と
国
民
所
得

の
分
配

メ
カ

ニ
ズ

ム

へ
の
権
力
的
介
入

の
度
合
叢

小
限

に
止
φ

つ
る
か
い
な
か
、

い
い
か
え
れ
ば
税
制

の
経
済
的

「
中
立
」
性
を
保
持

で
き

る
か

い
な
か
に
あ

っ
た
。

こ

の
よ

う

に
・
本
質

的

に
非

中
立

的

な

租
税

の

「
中
立

」
性

と

い
う
、
あ

る
種

の
逆

説
的

な
命

題

は
、

ス
、、、
ス
の
場
A
口
(時
期
)
に
昼

応

の
理
論
的
妥
当
性
を
も
ち
う
る
と
し
て
も
、
国
家
独
占
資
本
義

あ
る
い
は
混
A
口
経
済

と
し

て
の
現
袋

本
義

に
お

い
て
は
、
非
現
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実
的

で
空
虚
な
お
題
目
と

い
う

べ
き

で
あ
ろ
う
。
租
税
政
策
を
含
む
国
家

の
積
極
的

な
経
済
的
介
入
や
規
制

(そ
の
程
度
や
内
容
に
は
、
い

う

ま
で
も
な
く
時
期
や
国
に
よ
り
差
違
や
特
殊
性
が
あ
る
)

な
し

に
は
、

資
本
蓄
積
と
再
生
産
を
基
本
的

に
維
持
し
え
な

い
の
が
現
代
資
本
主
義

の
構
造
的
特
徴

で
あ
る
以
上
、
「
経
済
活
動

に
影
響
を
及
ぼ
さ
な

い
」
よ
う
な

「
中
立
」
的
租
税

な
い
し
税
制
・
「
個
人

や
企
業
が
行
.つ
経

済
行
動

に
対

し
て
干
渉
し
な

い
」

よ
・つ
な
租
税
な

い
し
税
制
な

る
も
の
は
、
基
本
的

に
背

理
か

つ
無
意
味

で
あ
り
・

ま
た
本
来

そ
の
よ

う

な
租
税
は
原
則
と
し

て
存
在

し
え
な

い
か
、b
で
あ
る
。

芳

で
、
税
制

に
よ
る
積
極
的
な
介
入

や
規
制

の
必
要
を
説
き
な
が
ら
・
同
時

に

他
方

で
、
税
制

の
非
介
入
と
非
下
渉
、
経
済
的

「
中
立
」
性
を
税
制

の
原
則
と
し

て
主
張
す

る
の
は
、
明
ら
か
に
論
理
矛
盾

で
あ

り
・
論

理

の
自
己
否
定
と
い
う
ほ
か
な

い
か
ら

で
あ
る
。
そ
し

て
実
際

に
も
、
独
占
資
本

の
資
本
蓄
積
を
、
直
接
的

か
間
接
的

か
は
別
と
し

て
・

最
大
限

に
促
進
し

バ

ッ
ク
ア

ッ
プ
す
る
ー

こ
の
意
味

で
、
「中
立
」
的

で
あ

る
の
と
は
む
し
ろ
反
対

に
、
積
極
的

に
経
済

に
影
響
を
及
ぼ

し
、
干
渉
す
る
ー
1
点

に
、
現
代
税
制
を
歴
史
的

に
際
立

て
る

】
大
特
徴

が
あ

る
こ
と

は
紛
も
な
い
現
実

で
あ
る
。

論
者

た
ち
が
共
通

に
依
拠
す

る
近
代
経
済
学

↑

ス
の

現

代
財
政
論
L
(た
と
え
ば

マ
ス
グ

レ
ィ
ブ
)
に
昭
醐ら
し

て
み
て
も
・
「中
立
」
論

が

い
か
に
不
条
理
な

い
し
背
理

で
あ
る
か
明
.b
か

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
周
知

の
と
お
り
、
「
資
源
配
分

の
調
整
」
「
所
得

の
再
分
配
」
雇

済

の
安
定
化
L
「
適
度
な
経
済
成
長

の
実
現
」
を
現
代
財
政

の
役
割
と
し

て
主
張
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
現
代
財
政

の
広
範

で
積

極
的

な
役
割
を
推
進
す

蚤

、
と
、

つ
ま
り
国
家
と
財
政

の
経
済
的
な
介
入
と
干
渉
な
し
に
は
現
代

の
国
民
経
済
は
も

は
や
存
続
し
え
な

い

と
主
張
す
る

の
が
、
現
代
経
済
論
と
し

て
の

漉

A
曇

.重
)
経
済
L
論

で
あ
り
、
そ
し

て
そ

の
財
源
的

↑

ス
を
な
す

の
が

雨

の
税
制

.

租

税
体

系

に

ほ
か

な

り
な

い
か
・り
で
あ

る
。
し

た

が

っ
て
、
混

合

経

済
」
論

と

い
う
大
前

提

の
も

と

で
、
税
制

の

「
中
立

」
性

が
現
実

的

意
味
を
も
ち

つ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は

マ

グ
†

流

の
意
味

に
お
け
る

"中
立

"

の
原
則
、
す
な
わ
ち
資
本

.
財
産

に
た

い
す
る
課
税

の
不

可
侵

(資
本

.
財
産

の
私
的
所
有
権

へ
の
屡

口排
除
)
と

い
う

こ
と
以
外

に
は
本

質

的

に
あ

り

え
な

い
・
そ
し

て
こ
れ

な

ら
・

そ
れ
な

り

に

論

理

の

一
貫
性

と
体

系

性

を
も

っ
て
い

る
と

い
う

こ
と

が

で
き

る
。

…



商 経 論 叢 第30巻 第2号21Q

と

こ
ろ
が
・

現
代

の
論

者

た
ち
が

い
う

「
中
立

」
性

の
原

則

は
、

す

で
に
批

判

し

た
と

お

り
、

}し
の
よ

・つ
な
意

味

に
お

い

て
.岩

れ

て

い
る
わ

け

で
は
な

い
か

ら
-1

い
わ
ば

二
元

論

的

で
形
而

ヒ

学
的

な
矛
盾

の
論

理
l
l

、

議
論

が
具
体

的

に
な
れ
ば

な

る

ほ
ど
、

そ
れ

は

い
き

お
い
無
原
則
な
理
論
的
混
沌
性

の
傾
向
を
帯
び
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

た
と
え
ば
先

に
引
男

注
m
)
し
た
論
者

は
、
「税
制

の
経
済
的
中
擁

」
と
は
、
樹

入

や
企
業

の
経
済
行
動

に
対
し

て
税
制
が
干
渉
し

な

い

こ
と
を
意

味

す

る
L

と

規
定

し

た
う

え

で
、

よ

り
具
体

的

に

い
え
ば
、

そ
れ

は
個
人

や
企
業

に
よ

る
経

済

的

な

憲

思

決
定

を
税

制

が
歪

め

て
は
な

ら

な

い
と

い
う

こ
と
L
を
意

味
す

る
と

さ
れ

て

い
る
。
そ
し

て

▼」
の

▼し
と

は
、
「
別

璽

口葉

で
い
え
ば
市

場

メ
カ

妄

ム
に

対

す

る
強

い
信

奉

を
意

味

す

る
」

と

し

て
次

の
よ
う

に
述

べ
ら

れ

て

い
る
。

翼

際

に
は
必
ず
し
も

こ
の
霊

性
と

い
う
考
・秀

が
普
遍
的

な
有
効
性
を
も

つ
と
は

い
え
ま
せ
ん
。
市
場

メ
カ

ニ
ズ
ム
は
、
よ
ー
知
ら

れ

て
い
る
よ
う
に
市
場

の
失
敗
を
も
た
ら
す
ケ
支

も
あ
り
、

ま
た
市
場

に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
所
得
分
配
が
望
ま
し

い
分
配
状
況

と
は

必
ず

し
も
限
り
ま
せ
ん
・
あ

る
い
は
短
期
的
な
経
済
不
況
、
長
期
的

な
経
済
停
滞
と

い

っ
た
よ
・つ
な
経
済
状
況

の
委

定

や
構
造
的
悪
化

を
市
場

が
も
た
ら
す

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

し
た
が

・
て
経
済
的
中
立
性

の
充
足
を
完
全

に
支
持
す
る
}し
と
は
実
際

に
は
む
ず
か
し

い
と
思

(
15

)

わ

れ
ま

す
」
。

　
お
　

つ
ま
り
・
税
制

の

「
経
済
的
中
耗

」
を
、

芳

で
現
代

で
も

「
だ
れ
も
が
異
存

の
な

い
望
ま
し

い
税
制

の
条
件
」
、
現
代

の
租
税
原
則

と
し
て
肯
定
的

に
主
張
し
な
が
ら
、
他
方

で
同
時

に
、
資
源
配
分
上

の
欠
陥
、
所
得

.
資
産
格
差

の
拡
人
、
低
成
長
と
不
況

の
頻
発
な
ど

市
場

メ
カ

ニ
ズ

ム
が
う
ま
く
籠

し
な
く
な

っ
た
現
代

の
資
奎

義

の
も
と

で
は
、

そ
れ
を

「
完
全

に
支
持
す

る
}し
と
は
実
際

に
は
む
ず

か
し

い
」
と
し

て
否
定

的

に
主
張

さ

れ

て
い
る
。
は
た
し

て
、

こ

の
よ
う
な
重

大

な
難

点

を

も

つ
命

題

を
あ

,え
て
社
会

科
学

上

の

「
理
論

」

と
し

て
・
租
税
原
則

の

;

と
し

て
主
張
す
る
理
論
的
意
味

が
ど
れ
ほ
ど
あ

る
と
い
う

の
で
あ
う

つ
。
あ
る
い
は
ど
れ
ほ
ど

の
理
論
的
有

効
性
が
あ
る
と
い
う

の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
が
実
際
的
意
味
を
も

つ
と
す
れ
ば
、

せ
い
ぜ

い
の
ζ

」
ろ
独
占
資
本

の
資
本
落

に
た
い
す
る
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阻
害
的
作
用
を
最
小
限

に
す
る
▼」
と
-ー

あ

意
味

で

「
中
立
」
化
1

、
た
と
え
ば
先
述
し
た
税
率
構
造

の
フ
ラ

ッ
ト
化

(実
質
は
不
公

平
課
税

の
拡
大
)

に
た

い
し
、

こ
れ

を
政

治

的

に
正
当

化

す

る

一

"論
拠

"

を
提

供

す

る
く

ら

い
の
も

の

で
あ

ろ
(犯
。

こ
の
よ
う
な

税

制

の

「経

済

的
中

立
性

」

に
関

連

す

る
具
体

的

な
議

論

と
し

て
、

も

う

一
つ
論

者

た
ち

に

ほ
ぼ
共

通

し

て
取
上

げ

ら

れ

て
い
る
の
が
租
税
特
別
措
置

の
問
題

で
あ

る
。

こ
れ
は
、
す

で
に
み
た
と
お
り

簡

素
化
」

の
対
象
と
し

て
も
議
論

さ
れ
て
い
る
も

の
で

あ
る
が
、
甲

立
L
性
を
損

つ
と

い
・つ
観
点
か

り
も
議
論

の
対
象
と
さ
れ

て
い
る
。
「
中
立
」
性

の
観
点
か
ら
す
れ
ば
・

　
般
論

と
し

て
は

当
然
な
が
.り
、
特
別
措
置
は
原
則
的

に
撤
廃
す

べ
き
も

の
と
さ
れ

て
い
る
が
、
し
か
し

是

の
条
件

の
も

と

で
は
例
外
的

に
は
必
要
か

つ

是
認
さ
れ

る
べ
き
も

の
と
す
る
の
が
論
者
た
ち

に
支
配
的
な
見
解
と

い

っ
て
よ
い
。

あ
る
論
者

は
、
わ
が
国

の
政
府
税
調

の
長
期
答
申

(
兀

六
四
年
)
が
、
「
経
済
的
中
立
性

の
例
外
と
し

て
・
特
別

の
租
税
誘
因

ま
た
は
優

遇
措
置
を
認
め
る
た
め

の
基
本
的
条
件
」

と
し
て
提
示
し
た
内
容
i

政
策
目
的
が

「
合
理
的
」

で

「効
果
的
」

で
あ
る
こ

と
ー

を
・

「
今

日

で
も

そ

の
考

え
方

は
有

効

で
あ

る
」

と

し

つ
つ
、

さ
ら

に
そ
れ

を
補

強

し

て
こ
う
述

べ

て
い
る
。

現

実

の
税
制

に

つ
い
て
い
え
ば
、
そ

の
歴
史
的
あ
る
い
は
経
済
的
な
発
展
局
面
な
ど
を
通
じ

て
み
る
と
・
特
別

の
経
済
的
な
租
税
誘
因

を
必
要
と
す
る
ケ
支

が
、
む
し
至

般
的

で
あ

っ
た
と
さ
え

い
え
ま
す
。

…

例
外
的

に
特
別

の
租
税
誘
因
護

を
認
め
る
条
件

は
・

次

の
二
点

に
集
約

で
き
る

で
し

ょ
・つ
。
①
政
策
目
的

が
合
理
的

で
あ
る
こ
と
は
当
然

で
す
が
、
同
時

に
・
長
期
的
か

つ
確
実

に
解
決
が
迫

.b
れ

る
課
題

で
、
し
か
も
対
象
が
個
別
的

な
い
し
選
別
的

で
な

く
普
遍
的

で
あ
る
こ
と

で
す
。
②
政
策
手
段
と
し

て
税
制
上

の
特
別
緯

を
用

い
る

こ
と
が
も

っ
と
も
効
果
的

で
あ
り
、
特
別
措
置

の
制
度
化

や
実
施
方
法

に
工
夫
を
す
れ
ば
、

そ
の
弊
害
が
明
ら
か
に
効
果

よ
り

も
小
さ
く
と
ど
め
、り
れ
る
▼」
と

で
す
。
要
す
る
に
、
費
用
対
効
果

の
基
準
か
ら
税
制
上

の
特
別
措
置
が

も

っ
と
も
効
率
性
が
高

い
と
判
断

さ
れ
る
場
合

で
す
。

以
上

の
よ
.つ
な

、
一
つ
の
条
件

が
満

た
さ
れ
る
場
合

に
は
、
特

別

の
租
税
誘
因
措
置

の
導
入
も
合
理
性
を
も

つ
も

の
と
し

て
是
認

さ
れ
・
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表2不 公平税制是正による増収試算(1994年 度)

項 目

1.国 税

① 株式時価発行差金非課税の廃止

② 受取配当益金不算入の廃止

③ 各種引当金 ・準備金の廃 止

内訳

イ 貸倒 引当金16,508億 円 ロ 退職給与 引当金

43,261億 円 ハ 賞 与引当金29,643億 円 二 特

別修繕引当金835億 円 ホ 海外投資損失準備金

780億 円 へ 異常危険準備金L701億 円 ト プ

ログラム等準備金1,061億 円 チ 原子力施設解体

準備金1,646億 円 リ 使用済核燃料再処理準備金

4,653億 円 ヌ その他2,843億 円

④ 特別償却,割 増償却の廃止

⑤ 試験研究費の税額控除廃止

⑥ 製品輸入促進税制の廃止

⑦ 外国税額控除(間 接控除 とみなし控除)廃 止

⑧ その他の大企業等 に対する特別措置の廃止

⑨ 利 了一 律分離課税 の見直 し

⑩ 配 当所得の源泉分離選択課税廃止

⑪ 配当控除の廃止

⑫ 給与所得控除無制限の廃止

⑬ 土地の譲渡所得の分離課税廃止

⑭ 有価証券の譲渡所得の分離課税廃 止

ヨ
目 安

90

1,799

102,931

1,170

1,295

220

1,2x9

1,975

21,466

476

37a

408

5,263

3,304

、ノ 十
二
..
口

141,986

2.地 方税

① 国税(法 人税,所 得税)関 係特例廃止による増収分

② 地方税独 自の特例廃止による増収分

‡

ss,870

27,6

94,5

236,5

」

小
」
.
.
口

合 計
　　　 へ 　　 　　 　　　　　　　 　

(注)
こ謝 騰 難 瓢 雑 籍黎 畠灘懲 輪 謙 繭蒲 あ亀劣
税19,029億 円)と な る 。

出 所:CTJフ ォ ー ラ ム 編 『福 祉 と ぜ い き ん 』 第7号(1994年 版)。

鉗
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む

し

ろ
望

ま

し

い
と
評

価

さ

れ

る

で
し

ょ
(18
)
・つ
」
。

こ

こ
で
租

税
特

別

措
置

が

政
策

目
的

い
か

ん

に
よ

っ
て
、
例
外

的

に
是

認

さ

れ

る
と
す

る
場

合

の
条
件

と

は
、
要

す

る

に
・
そ
れ

が

「
合

理
的

」

で

「効

果

的
」

あ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

不
合

理

で
効

果

が

な

い
も

の
を
是

認

で
き

な

い
こ
と

は
確

か

で
あ

る
。

だ

が
問
題

は

こ
こ

で
も

、

こ
う

し

た
抽

象

的

で
無

内
容

な
文

言

で
表

現

さ

れ

た
条

件

が
実

際
的

に
意
味

す

る
実

質
的

中
味

で
あ

る
。

現

存

の
租

税
特

別

措
置

に

は
様

々
な
も

の
が
あ

る

が
、
大

別

す

れ
ば

、
独

占
資

本

の
資
本

蓄

積
促

進

に
直

接
間

接
資

す

る
も

の

(大
法
人

の
所
得

.
資
産
や
高
額

の
個
人
資
産
、
所
得

に
た
い
す
る
課
税
優
遇
)
と
、
広

義

の
社
会

政

策
上

の
特

別
措

置

(中
小
零
細
企
業
・
農
漁
業
者
・
低
所

得
者
、
社
会
的
弱
者

に
た
い
す
る
課
税
上

の
特
例
)
と

に
分

け
ら

れ

る
。
こ
の
中

で
、
質

量

と
も

に
中

心

を
な

し
、
そ
し

て
最
大

の
租

税

原
則

た

る

べ
き
公
平
課
税
を
著

し
く
侵
害
し

て
い
る
の
が
前
者

で
為

・

だ
が
、
階
級
的
視
点
を
欠

い
た
多
元
論
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

そ
の
論
理
と
論
法

の
性
格
上
、

こ
う
し

た
区
別
は
基
本
的

に
な

く
な
り

(あ
る
い
は
曖
昧
化
さ
れ
)、
い
ず
れ
も
事
実
上
無
差
別

に

「
特
別

の
措
置
」
と
し

て
並
列
的

に

一
括

さ
れ
、
し
た
が

っ
て
・
ひ
い
て
は
い
ず
れ

も
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
理
由

で
そ
れ
ぞ
れ
に

「
合
理
的
」
か

つ

「
効
果
的
」
と
評
価
せ
ざ
る
を
え
な

く
な
る
。
資
本
蓄
積
促
進

の
観
点
を
基

準
と
す
れ
ば
、
そ
の
た
め
の
特

別
措
置

は
、
落

促
進
と

い
う
目
的
を
政
策
的

に
加
速
す

る
と

い
う
意
味

で

「
合
理
的
」
か

つ

「
効
果
的
」

と

い
う

ほ
か

な

い
し

、

ま

た
社

会

政
策

的
観

点

を
基

準

と

す
れ

ば
、
社

会

改

良

を
政

策
的

に
実

現

す

る
と

い
う
意
味

で
、

こ
れ

ま

た

「合

理
的

」
か

つ

「
効

果
的

」
と

い
う

ほ
か

な

い
か

ら

で
あ

る
。

こ
う
し

て
、

へ
ー
ゲ

ル
で
は
な

い
が
、

"存
在

す

る
も

の
は
、
す

べ

て
合

理
的

で
あ

る
〃

と

い
.つ
}」
と

に
な
り

、

し
た

が

っ
て
現

存

す

る
租
税

特

別
措

置

を
無

差

別

に
妻

上
是

認

な

い
し
追

認

す

る

こ
と

に
・

そ

の
論

理

(論
法
)
上
、
必
然
的

に
行
き
着

か
ざ
る
を
え
な

い
。
も

っ
と
も

こ
の
論
法

は
、
現
実

に
は
、
す
な
わ
ち
特
別
措
置

の
改
廃
が
最
終
的

に

結
着
す

る
政
治

の
舞
台

で
は
、
資
本
主
義
下

の
階
級
的
力
関
係
上
、
先

に
大
別
し
た
二
者

の
う
ち

の
前
者

が
、
多

く

の
場
合
、
優
先
的

に

是
認
な

い
し
追
認
さ
れ
る
結
果
と
な

る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。



214商 経 論 叢 第30巻 第2号

繰

り
返
す

ま

で
も

な

く
・
近

代

財
政

(学
)

の
基
本

性
格

か
ら

い

.
て
も
、

課
税

の
公

平

(
一
般
的
に
は
税
財
政
民
主
義

二

」
そ
が
、

課

税

上

の
基

幹

的

な
大

原

則

で
あ

っ
て
、

そ

の
他

の
も

の

は

い
か

な

る

も

の

で
あ

れ
、

そ
れ

に
従

属

す

べ
き

性

格

の
も

の

で
あ

る
。

し

た

が

っ
て
・

こ

の
観
点

を

盲

さ
せ

る

つ
も
り

で
あ
れ

ば
、
「
中

立

」
化

の
対

象

と
す

べ
き

も

の
は
、
ま
ず

何

よ

り
も
独
占

資

本

む
け

の
特

別

措

置

で
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
。

だ

が
・
公
平

課
税

を

著

し
く
侵

害

す

る

こ

の
種

の
膨

大

な
租

税

特

別
措
置

(表
2
参
昭
曲)
は
、

ス

ロ
ー
ガ

ン
風

に
は

ワ」
れ

ま

で
も
幾

度

と

な

く
縮
小

や
改
廃

が
叫

ば

れ
続

け

て
き

た

に
も
か

か

わ
ら

ず
、

現
実

に
は
縮

小

に
向

つ
よ

り
は
、

む

し

ろ
温
存

強
化

の
傾

向

に
あ

る

の
が

実

態

に
近

い
と

い

っ
て
よ

い
。
特
別

措
置

が

諌

税

↑

ス
の
侵

食

な

い
し
脱

漏

(Φ
頃O
詔
O
コ
)L

の
重

大

な
要
因

と

し

て
、
各

国

で
共

通

に

問
題
と
し

て
取
り
あ
げ
ら
れ
な
が
ら
、

こ
の
面

で
の
課
税

↑

ス
の
拡
大
が

い

っ
▼」
・つ
に
前
進
し
な

い
i

「拡
大
」
が
実
際

に
著
し

い

の
は
・
所
得
税

の
大
衆
課
税
化
や
付
加
価
値
税

の
導
入
、
強
化

の
面

で
あ
る
t

の
も
、
先
述
し
た
現
代

の
論
者
た
ち

の
論
理
と
論
法

に

も
・

そ
の

一
因
1

も
ち
ろ
ん
主
因

で
は
な
い
ー

が
な

い
と
は

い
え
ま
い
。

(
-
)

爵

Φ
⇒

①
窃

ξ

蜜

u
ε

窪

ヨ
Φ
艮

閑
8

象

8

ぎ

Φ
零

Φ
ω
己
Φ
三

為

娑

寄

h。
暑

噛。
「
審

冒

Φ
。摩
ω
・
。。
ぢ

℃
=
。
騨
《
も

コ
α

国
。
。
ロ
。
巨

。
O
『
。
葺

ゴ
、

譲

(塩

崎
潤
訳

・
含

社
)
、
政
府
税
調

「
税

制
改
革

に

つ
い
て

の
答
申

」

(
充

八
八
年
、
ハ
月

、
八
九
年
六
月

)
、
注

(
6
)

£

.
〉
、
勺
①
。
ぎ

鋤
口

ほ

か
。

(
2
)

「税
制
改
革

に
つ
い
て
の
答
申
」
(政
府
税
調
、

一
九
九
四
年
六
月
三

日
)、
大
蔵
省
編

『
日
本

の
財
政
』、
九
四
年
度
版
、
七
四
頁
。

(3
)

藷

外
国

に
お
い
て
は
二

九
七
〇
年
代
末
か
ら

充

八
〇
年
代
に
か
け
て
、
税
制

の
大
幅
な
改
正
が
活
発
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

▼、
れ
は
、
石
油

危
機

に
伴
う
イ

ン
フ
レ
や
経
済
成
長

の
鈍
化

の
中

で
政
府
部
門

の
拡
大
及
び
直
接
税
負
担

の
増
加
が
生
じ
、

そ
の
重
税
感
や
高

い
限
界
税
率

に
よ
る

活
力

の
低
下
等

の
弊
害
が
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た

こ
と
等
を
背
景
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

主
要
諸
外
国

に
お
け
る
税
制
改
正
は
国

に
よ
り
あ
る
程
度
の
違

い
は
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
各
種
租
税
特
別
謹

の
整
理

.
A
口
理
化

に
よ
る

課
税

ベ
ー
ス
の
拡
大
と
所
得
税

・
法
人
税

の
税
率
引
下
げ

・
累
進
性
緩
和
等
が
図

り
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ア
メ
易

で
は
改
蒙

覆

税

の
枠
内

で

行
わ
れ

て
い
る
の
に
対
し
・
〒

・
ッ
バ
諸
国

で
は
直
接
税
負
担

の
軽
減
を
図
る
高

が
強
く
、
}」
の
た
め

の
財
源
と
し
て
付
加
価
値
税

の
存
在
が
重
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き
を
な
し
て
い
る
点
が
特
徴
的

で
す
。

こ
う
し
た
改
正

の
背
景

に
は
、
税
制
を
支
え
る
理
念

の
変
化
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
ず
第

一
は
水
平
的
公
平

の
重
視

で
す
。
先
進
諸
国
に
お
い

て
は
、
社
会
が
成
熟
す
る

一
方
経
済
が
低
成
長

へ
移
行
し
高
齢
化
が
進
展
す
る
の
に
伴
い
、
全
体
と
し
て
の
国
民

の
負
担
が
増
大
し

一
部

の
所
得
に
税

負
担
が
偏

っ
て
い
る
こ
と

へ
の
不
満
が
高
ま

っ
て
き
て
い
ま
し
た
。
国
民
の
関
心
は
、
異
な
る
所
得
階
層
間
の

「垂
直
的
公
平
」
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

同
等
の
負
担
能
力
を
持

つ
者
は
同
等
の
税
負
担
を
負
う
べ
き

で
あ
る
と

い
う

「水
平
的
公
平
」
に
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
う
し

た
傾
向

は
、
課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
、
直
接
税

の
税
率
引
ド
げ

・
累
進
性
緩
和
、
付
加
価
値
税
の
税
率
引
上
げ
な
ど
に
現
わ
れ

て
い
ま
す
・

理
念

の
変
化

の
第
二
は
簡
素

で
わ
か
り
や
す
い
税
制
を
め
ざ
す
と
い
う
も
の
で
す
。
各
国
に
お
い
て
、
各
種

の
特
別
措
置
に
よ

っ
て
税
制
が
複
雑
化

し
節
税
策
が
盛

ん
に
利
用
さ
れ

て
不
公
平
を
生
じ

る
と

い
う
弊
害
を
除
去
す
る
た
め
に
、
税
制

の
優
遇
措
置

の
縮
減
等

に
よ
る
簡
素
化
が
行
わ
れ

て

い
ま
す
。

第
一.↓の
新
し
い
理
念
は
、
税
制
を
経
済

に
対
し

て
中
立
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
よ
り
経
済

の
活
性
化
を
図
ろ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
か

つ
て
の
よ

う

に
種

々
の
特
別
措
置

に
よ
る
経
済

.
産
業
政
策
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
縮
減
し
て
課
税

ベ
ー
ス
を
拡
大
し
、
そ
の
財
源
で
所
得
税

・
法
人
税

の

税
率
を
引
き
ド
げ

て
民
間
企
業
の
活
力
を
荊悶向
め
、
ま
た
勤
労
意
欲
、
事
業
意
欲
を
刺
激
す
る
方
が
よ
り
経
済
成
長

に
資
す
る
と
の
考
え
方
が
広
ま

っ
て

い
る
の
で
す
。

な
お
、
諸
外
国

に
お
い
て
課
税

ベ
ー
ス
の
拡
大
と
所
得
税

・
法
人
税
の
税
率
引
ド
げ

・
累
進
性
緩
和
等
の
共
通

の
動
き
が
見
ら
れ
る
背
景
と
し

て
、

経
済

の
国
際
化

の
進
展
が
あ
り
ま
す
。
国
際
化
す
る
経
済
の
も
と
で
、
同
種

の
所
得

に
国
ご
と
に
異
な
る
税
制
が
採
用
さ
れ
て
い
る
場
合

に
は
、
租
税

の
中
立
性
が
損
な
わ
れ
、
競
争
条
件

に
も
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
E
C
に
お
い
て
は
、
域
内

の
経
済
統
合
の

}
環
と
し

て
、
税

制

の
調
和
が
図
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
」。

(大
蔵
省

『
日
本

の
税
制
』

一
九
九
四
年
度
版
、
二
三
八
～
二
三
九
頁
)。

(
4
)

前
掲
、
拙
著

『財
政
学
要
説
』
、

一
八
～
二
五
、
九
八
～

一
一..
一
頁
。
『財
政
再
建
と
税
財
政
改
革
』、
前
掲
、
大
蔵
省
編

『
日
本

の
税
制
』
、

一
九

九
四
年
度
版
、

四
六
、
二
.、一八
頁
な
ど
参
照
。

(5
)

一
九
九
〇
年
代

に
入

っ
て
、
各
国

の
税
制
改
正
の
動
向

に
、
そ
の
基
調
は
ヒ
、
八
〇
年
代
と
変
わ
り
な
い
と
い

っ
て
よ
い
が
、

↓
定

の
変
化
が
生

じ

つ
つ
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。

一
方

で
依
然
と
し
て
間
接
税

(付
加
価
値
税
)

の
引
上
げ
と

い
う
大
衆
増
税
が
推
進
さ
れ
て
い
る
反
面

で
、
税
率

フ

ラ

ッ
ト
化

の
い
わ
ば
揺
戻
し

に
象
徴
さ
れ
る
所
得
税
や
法
人
税

の
見
直
し

(増
税
)
が
多
か
れ
少
な
か
れ
実
施
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
は
、

一
方
で
反
ケ
イ

ン
ズ
理
論
と
い
う
新
し
い
処
方
箋

に
よ

っ
て
も
財
政
危
機
は
ほ
と
ん
ど
解
消

で
き
な
い
こ
と
と
、
他
方
で
は
、
七

・
八
〇
年
代
の
抜
本

的
税
制
改
正
に
よ

っ
て
大
衆
増
税

の
強
化

と
不
公
平
課
税
が
拡
大
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
国
民

の
不
満

の
増
大

に
対
処
す
る
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
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と

い

っ
て
よ

い
で
あ

ろ
う
。
改
正

動
向

の
具
体

的
内
容

に

つ
い
て
は
、
『
財
政
金
融

統
計
月
報

』
、
九

四
年

四
月
号
、

一
～
九
頁
参

照
。

(
6
)

旨
〉
'
勺
Φ
。
ゴ
ヨ
薗
戸

↓
冨

幻
一。
ぴ
曽
誓
①
勺
o
o
が
鎚
コ
ロ
9

Φ
↓
鋤
×
①
ω
↓
げ
Φ
網
勺
鋤
ざ

一㊤
。。
9

(石
、
馬
場

訳

『
税
制
改
革

の
理
論
と
現
実

』
、
七
六
～
七
七

頁
)
。

(
7
)

高

橋
利
雄

『
日
米

の
税
制

改
革

と
租
税
論

の
展
開
』
、

一
.二
頁
。

(
8
)

北
野
弘
久

氏
も
、
筆
者

と

ほ
ぼ
近

い
見
解

(
前
掲
拙

著

『
財

政
学
要
説
』
、

=

四
頁

ほ
か
参
照
)

を
示

さ
れ

て
い
る
。

「
租

税
特
別
措

置
と

い
う

の
は
、
租
税

負
担
公

平
原
則

を
犠
牲

に
し

て
も

っ
ぱ
ら
産
業

経
済
政
策

の
観

点

か
ら
大
資
本

や
高
額
所

得
層

の
租
税

を
減

免
す

る
措

置
を

い
う
」

(北

野
弘
久

『
新
財
政
法

学

・
自

治
体
財
政
権

』
勤
草

童
旦
房
、

一
九
七
七
年
、

一
四
二
頁
)
。

な

お
、

わ
が
国

の
租
税
措

置

の
具
体
的

実
態

に

つ
い

て
は
、
前
掲
拙
著

の
ほ
か
和

田
八
束

『
租
税
特

別
措
置
』
、

一
九
九

二
年

、
有
斐

閣
、
参

照
。

(
9
)

(
10
)

(
11
)

(
12
)

(
13
)

ζ
葺

o
ロ
閃
ユ
①
O
ヨ
印
ρ

O
磐

詳
鋤
一δ
ヨ

睾

α
閃
希
Φ
α
o
實

お
①
N

b
」
罫

(熊

谷
尚
夫

ほ
か
共

訳

『
資
本

主
義
と
自
由
』
、

一
九

六
頁
)
。

宮
島

洋

『
租
税
論

の
展
開

と

日
本

の
税

制
』
、

二

一

一
頁
。

大
蔵

省
編

『
日
本

の
財
政

』
、

一
九
九

四
年
度

版
、

七

四
～
七

五
頁
。

払剛
掲
、
拙
せ者
、

一
五
～

一
六
頁
。

資
本

主
義

的
国
民
経

済

の
自
立

的
な

メ
カ

ニ
ズ

ム
と
運
動
法

則

に

つ
い
て
は
、

ス
ミ

ス
の

『
国

富
論
』
を
発
展
的

に
継
承
、
止
揚

し
た
K

.
マ
ル

ク
ス

『
資

本
論
』

が
基

本
的

に
解

明
し

て
い
る
と
お

り

で
あ

る
。

(
14
)

前
掲

、
拙
著
、

七
〇
頁
。

(
15
)

宮

島
、
前
掲
書

、

一
二

一
頁
。

(
16
)

同
、

二
〇
六
頁
。

(
17
)

「
米
国
経
済

は
長
期

に
わ
た

っ
て
税

制
上

の

一
連

の
欠

陥

に
よ

っ
て
阻
害

さ
れ

て
き

た
。

高

い
限
界

税
率
が
勤
労
、
貯
蓄

お

よ
び
投
資

を
減
退

さ

せ
、
か

つ
発
明

や
イ

ノ
ベ
ー

シ

ョ
ン
に
悪

影
響
を
与

え

て
い
る
。
消
費

に
対

す

る
課
税

よ
り
も
む
し

ろ
所

得
課
税

へ
の
依
存
度

塑

口同
い

こ
と
が
、
貯
蓄

に
対
す

る
刺
激

を

い

っ
そ
う
弱
め

て
き
た
。
特
定

産
業

に

つ
い
て

の
租
税

優
遇
措

置
1

～
租
税

政
策

を
通
じ

て
遂
行

さ
れ
る
産
業
政
策

が
、
優

遇

さ
れ

て
い
る
産

業

へ
の
あ
ま
り

に
多

い
労
働

と
資

本

の
流
れ
を

よ
ぶ
原
因
と
な

っ
て
い
る
。
反
対

に
、
他

の
部
門

へ
の
流
れ
を
あ

ま
り

に
も
少

な
く
し

て
い
る
。
数
多

く

の
例

の
中

に
、
新
し

い
事

業
を
興

こ
す

こ
と
が
、
税

制
上
き

わ
め

て
厳

し

い
不
利

な
立

場

に
あ

る
と

い
う
理
由

か
ら
、
困
難

と
な

っ

て
い
る
。

極
端

な
場
合

に
は
、

税

引
き
前

の

べ
ー

ス
で
貨
幣
的
損
失

が
あ

る
税

法
上
優

遇
さ
れ

て
い
る
投
資

は
、

い

っ
た
ん
節
税

が
考
慮

さ
れ

る
な

ら
、
利

益
を
生

じ
う

る

の
で
あ

る
。
市
場

の
諸
力

に
対

す
る

こ
の
種

の
租

税
的
誘

引

に
よ
る
干

渉

の
結
果

は
、
生
産
的
投

資

に
対
す

る
機

会
を
失

う

こ



と

に
な
り
、
ま

た
国
民
生
産

物

の
不
必

要
な
犠
牲

を
と
も
な

う

こ
と

に
な
る
。
抜
本

的
税
制
改
革

案

の
主
要

目
標

の

一
つ
で
あ

る
経
済
成

長

は
・
中
立

的
租
税
制
度

に
依
存

し

て
い
る
。
す
な

わ
ち
、

そ
れ
は
自
由
市
場
経

済

に
固
有

の
成
長

に
対
す

る
潜
在

的
な
も

の
を
阻
害
し

な

い
も

の

で
あ

る
」
。

「
サ
プ

ラ
イ

.
サ
イ
ダ

ー

は
、
高

い
限

界
税
率

が
経
済
行
動

に
与

え
る
悪
影
響

を
重
視

し
、
民
間
経
済

の
意
欲
を
高

あ

る
に
は
、
低

い
限
界
税
率

(
で

き

れ
ば
低

い
単

一
税
率
)
が
望
ま
し

い
と
み
た
。
す

な
わ
ち
、
勤

労
意
欲
、
実

物
投
資

へ
の
誘
因
を
高

め

る
た
め

に
所
得
税
率
、
法
人
税
率

の
フ

ラ

ッ

ト
化

を
提
案
し

た
」

(高
橋

、
前
掲

書
、

一
四
～

一
五
、

二
〇
～

一
二

頁

)
。

(
18
)

宮
島

、
前
掲
書
、

二

ご

.～

二

…
三
頁
。

(
19
)

租
税
特

別
措

置

は
、
特

別
措

置
法

に
規
定

さ

れ
た
も

の
だ
け

で
把
え

る

の

で
は
不
十

分

で
あ
り
、
す

で
に
本

則

に
組

み
込

み
ず

み

の
も

の
を
含

め

て
把

え
な

け
れ

ば
な
ら
な

い
。

こ
の
点

、
く
わ

し
く

は
前
掲

、
拙
著

『
財
政
学

要
説
』
、
第

四
章

の
V
不
公
平
税

制
、

一
=

二
～

一
三

一
頁
参

照
。

(
未
完
)

現代租税 ・税制論の検討 し⇒217


