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目

次

「

現

代
租
税

・
税
制
論

の
新

傾
向

.
、

再
評
価

論

の

一
般
的
特
徴

一、
.

い
わ

ゆ
る

「
支
出
税

」

に

つ
い
て

0

基
本

的
な

理
念
と
課
税

パ
タ
ー

ン

⇔

キ

ャ

ッ
シ

ュ
・
フ

甲

方
式

(
,
古

典
的
支
出
税

」
)

ω

一現
代
的
支
出
税
」
(労
働
所
得
税
)

四

「
包
括
的
所
得
税
」

に
つ
い
て

日

所
得
概
念
と
そ
の
変
遷

O

「包
括
的
所
得

(税
こ

の
概
要
と
問
題
点

ω

具
体
的
改
革
案
と
そ
の
難
点

(以
上
、
第
、
.九
巻
第
、
、号
)

五

租
税
原
則
に

つ
い
て

ー
1
歴
史
性

・
階
級
性
1
ー

…
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ヨ

　
　よ　
　
　

と
　
　

　
　

唄

独
占
資
本
義

と
租
税
原
則

訓

国
家
独
占
資
奎

義
と
租
税
.原
則

剛

現
代
の
租
税
原
則

ー

そ
の
特
徴
と
傾
向
i
l

l

「
簡
素
」

2

「
中
立
」

(
以
上

、
第

適
○
巻
、
第

、
.号
)

3

「
公
平
」

の

　
　
と
　

　
しぼ
　　

似

咽
丞
平
的
公
平
L
最

直
的
公
、平
L

似

批
判
的
小
挙

そ
の
下

⇔

批
判
的
小
括
ー
そ
の
一
1

3

「
公

平

」

ω

現

代

と
公
平

原

則

(-
)

現

代
的

租

税
原

則

の
な

か

で
も
・

や

は
り
最

大

の
力
点

を

お

い

て
、

ほ

ぼ
止
ハ通

に
強
調

さ

れ

て

い
る

の
が

「
公

平

」

の
原

則

で
あ

る
。

「
公

平

」

の
原

則

は
・

ス
三

以
来

・
従

来

か

・り
中

心
的

か

つ
最

大

の
租
税

(課
税
)
原

則

と
し

て
轟

さ
れ

て
発

も

の

で
も

あ

っ
た
.

そ
れ
が
近

年
・

事

新

し

く
強

調

さ
れ

て

い
る
背

景

に
は
、

次

の
二

つ
の
事

情

が

あ

る
と

い

.
て
よ

い

で
あ

う

つ
。

第

一
は
・
国
民

(個
人

法

人
)
間

に
お
け
る
所
得
な
ら
び

に
資
産

の
分
配

(篁

次
的
分
配
)
の
不
公
平
が
、
ま
す
ま
す
拡
大
す

る
傾
、同

を
強
め

て
い
る
こ
と
・
第

二
に
・

そ
れ

に
も
か
か
わ
・り
ず
、
所
得

盗

産

の
再
分
配
手
段

で
あ
る
は
ず

の
現
代
税
制

は
、

そ
の
機
能
を
ト

分

に
発
揮
す
る
ど
こ
ろ
か
・
現
実

に
は
む
し
ろ
逆

に
不
公
平

の
拡
大
を
助
長
す
る
手
段
と
化
し
、

そ
の
た
め
税
制

の
不
公
.平
性

に
た
い
す
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る
国
民

の
不
満
が
増
大
f

そ
れ
が
ど

の
程
度

に
顕
在
的

か
潜
在
的

で
あ

る
か
は
別

と
し

て
ー

し

て
い
る
・
と
い
う
事
情
が
そ
れ

で
あ

る

。ま
ず
篁

の
所
得

.
資
産
分
配

の
不
公
平

に

つ
い
て
い
え
ば
、

一
般
に
資
本

嚢

の
も

と

で
・
そ
れ
が
拡
人
的
傾

同
を
必
然
的

に
も

つ

}、
と

に

つ
い
て
は
、

つ
と
隣

ル
ク

ス
の

『
資
本
論
』
に
よ

.
て
、
蚕

本
嚢

的
落

の

鰐

法
則
」
と
し

て
、
あ
る
い
は

蚕

李

義
的
生
産
11
体

の
内
在
的
法
則
」
と
し

て
解
明
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
と
り
わ
け
独
占
資
歪

義

段
階
以
降

に
お

い
て
は
・

こ
う

し
た
傾
向
的
法
則
謙

、
少
数

の
独
占
資
本

の
婆

と
支
配

に
規
定

さ
れ

て
、
明
白

に
社
会
讐

化
し
、
ま
た
そ
の
貫
徹
度
も
必
然
的

に

い

っ
そ
.つ
顕
董

な
る
。

▼し
の
点

ケ
イ

ン
ズ
も
、
莞

全
雇
用
を
提
供
す
る

こ
と
が

で
き
な
い

と
い
う

こ
と

(失
業
の
慢
性
化
…

引
用
者
)
・

な
.り
び
に
富

お
よ
び
所
得

の
恣
意
的

に
し

て
不
公
平
な
分
配
L
を
、
現
代
資
本
義

の

「
.顕
著
な
論

」

と
し

て
事
実
上
承
認
し

て
い
る

Ψ」
と

は
周

知

の
と
お

り

で
あ

る
。
ま

た
、
そ

の
ほ
か
近

代
経

済

(財
政
)
学
者

の
多

く
も
、
理
論

的

に
は
と

も

か
く
実
態

と
し

て
・
所
得

・

資
産

の
分
配

に
お
け
る
不
公
平
と
格
差

の
拡
大
を
、
現
代
資
李

義
下

の
傾
向
的
現
実
と
し

て
承
認
し

て
い

る
と
い

っ
て
よ
(㎎
・

そ
}」
で
、

}」
.つ
し
た
現
実
を
現
代
資
李

義
下

の
傾
向
的
実
態

と
し

て
大
方
丞
認
せ
ざ
る
を
え
な

い
現
代
財
政
学

の
大
勢

は
・
国
家

に

よ
る
所
得

.
資
産

の
再
分
配
を
現
代
財
政

の
霧

な

疫

割
と
し

て
強

塵調
す
る
。

そ
の
た
め

の
婁

な
手
段
と
さ
れ
る
の
が
・

い
う
ま

で

も
な
く
租
税
と
税
制
な
ら
び

に
振
替
支
出

(社
会
保
障
関
連
支
出
)
で
あ
る
。

「
平
等
な

い
し
不
平
等

に
関
し

て
、
社
会
哲
学
あ
る
い
は
個
人
的
偏
好

は
そ
れ
ぞ
れ
異
な

っ
て
い
る
・
し
か
し
あ

る
限
界

の
範
囲
内

で
は

時
と
場
所
と
を
問

わ
ず
、
問
題

の
あ
る
基
本
的
側
面
に

つ
い
て
は
程
度

の
差

は
あ
れ
、
広

く
認
め
ら
れ
た
通
念

が
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
・

わ
れ
わ
れ

の
社
会

で
は
、
幼
児

に
は
レ
分

に
、・、
ル
ク
が
与
え
ら
れ
、
老
人

は
保
護

さ
れ
、
極
端
な
貧
困

は
救
済

さ
れ
る

べ
き

で
あ
る
こ
と

そ

の
他

に

つ
い

て
は
、

ひ
と

び
と

の
此臼寛

昼

致

し

て
い
る
。

そ
れ

以
上

の
問

題

に

つ
い

て
は
意

見

が
分

れ

る

が
・
民

主
的

社

会

に
お

い

て
は
分

配
状

態

へ
の
r

渉

が
葉

さ
れ

る
場

A
ロ
が
お

}」
る

こ
と

を
否
定

す

る
も

の
は

ほ
と
ん

ど
な

い

で
あ

ろ

う
・

し
た

が

っ
て
・

分

配
状

脚
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態

の
是

正

が
秩

序

あ

る
方

式

で
、

し
か
も

経
済

の
効
率

的
機

能

に
た

い
し

て
も

.
と
も
虫
口
の
少

い
方

法

で
、
行

わ
れ

.つ
る
機

構

が
準
備

さ

れ

ね
ば

な

ら

な

い
。

ハ
　

　

こ

の
よ

う
な
機

構

は
、

分

配
部

門

の
租
税

お
よ

び
振

替
組

織

に
よ

っ
て
与

え
ら

れ

る
」
。

だ
が
・

こ
う
し
た
義

と
見
解
と
は
裏
腹

に
、
現
代
税
制
は
所
得
と
資
産

の
再
分
配
機
能
を
券

に
発
揮
し

て
い
な

い
。
と

い
.つ
よ
り

む
し

ろ
・

所

得

盗

産

分

配

に
お
け

る
格
差

と

不
平

等

化

の
拡
大

を
助

長

し

て

い
る
と
、.肖
っ
た
方

が
実

態

に
近

い
。

}」
.つ
し

た
矛
盾

も

ま

た
・
論

者

た
ち

の
多

く

が
承

認

せ
ざ

る
を

え
な

い
現
袋

本

義

の
現

実

で
あ

る
。
た
と
え
ば

、
ー

.
A

.
ペ

ッ
ク

マ
ン
は
、
消
費

税

(付

加
価
値
税
)
と
給

与
税

(。
馨

。
=
費

社
会
保
険
税

八料
〉
)
の
増
大

、
法

人

税

や
財

産
税

の
重

要

性

の
後
退

雫

な

理
由

と

し

て

(所
得
税
率

塞

の
フ
ラ

ッ
ト
化

に
よ
る
累
進
緩
和
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
難
点
が
あ
る
が
)、

大
半

の
先

進

資
本

義

諸

国

の
税
制

が
、

全
体

と
し

て
は

実
質

的

に
む
し

ろ
逆

進
性

を
強

め
、

そ

の
結

果
、

課
税

後

の
所

得

分

配

は
課
税

前

に
く
・り
べ
不

平
等

を

か

え

.
て
拡
大

し

て
い
る
と
指

摘

し
、

以
下

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。

「
ア
メ
リ

カ
合

衆

国

に
お

い

て
、
こ

こ
二
〇

年

間

(
冗

六
六
人

五
年

・…

引
用
者
)、
税

制

は
次

第

に
累

進
的

で
は

な
く
な

っ
て
き

て
い

る
・
こ

の

こ
と

は
給
与

税

(社
会
保
険
税

・-
引

用
者
)
の
税

率

が
急
上

昇

す

る

万

で
、
法

人

所
得

税
、
そ

し

て
若

干

程
度

は
落

ち

る
が
財

産
税

が
重
要

性

を
失

っ
て
き

た

こ
と

か

ら
、
生

じ

た
も

の
で
あ

る
。

連

邦

税
制

繁

と

し

て
法
人

所
得

税

に
重

き

を
置

か
な

く
な

.
た

た

め

に
・

そ
の
累
進
性
を
低
下

さ
せ
て
き
た
・
州

地

方
税

は
、
用
い
ら
れ
る
転
嫁

の
仮
定

に
よ

.
て
比
例
的

に
も
逆
進
的

に
も
な
る
が
、

ほ

ぼ
同

じ
状

況

の
ま
ま

で
あ

っ
た
。

課
税

前

の
所

得
分

配

は
・
研

究
対

象

の
期
間

(
冗

」ハ
六
λ

五
年
)
を

通

じ

て
非

常

に
安

定

し

て
い
た
。
▼、
れ
は

二

つ
の
相
反

す

る
傾

向

の
結

果

に
よ

る
も

の
と
思

わ

れ

る
。
笙

に
、
市

場
活

動

か

ら

の
所

得

分

配

(賃
金

.
稔

、
事
業
所
得
、
簾

所
得
)
は
、
集
中

度

が
高

ま

.

た
・
し

か
し
第

二

に
・
移

転

支
払

(社
会
保
険
給
付
、
箋

給
付
、
福
祉
手
当
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド

・
メ
噌ア
イ
ケ
ア
ー
、
住
宅
扶
助
な
ど
)
は
急
増

し

た
。
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納
税
申
告

デ
ル

に
よ
る
と
、
市
場

に
よ
る
所
得

の
集
中
が
高

ま

・
た

の
は
主
と
し

て
最
上
位

の
所
得
受
領
者

で
は
な

く
最
上
位
か
ら
二

%

の
所

得
受

領
者

の
所
得

が

「
三
%

、

シ

ェ
ア
を

増
大

さ
せ

た
結

果

で
あ

っ
た

。
移

転
支

払

の
増

加

が
な

ぜ
・

市
場

に
よ

る
所

得

の
集

中

の
増

加

を
正
確

に
相
殺

し

た

の
か

は
、

デ

ー
タ

に
よ

っ
て
説

明

し

え
な

い
ミ

ス
テ
リ

ー

で
あ

る
。

ア
メ
リ

カ

の
課
税

前

所
得

分

配

(移
転
支
払
を
含
む
)
は
大

ざ

っ
ぱ

に

い

っ
て
変
化

な

く
、

税
制

が

よ

り
累
進

的

で
な

く
な

っ
た

の

で
、

課
税

後

所
得

分

配

は
よ

り
不

平
等

に
な

っ
た
。

し

か
し

そ

の
不

平
等

の
上

昇

は
、

相
対

的

に
小

さ

い
。

も

し
移
転

支

払

の
増
加

が

な

か

っ

た
な

ら
、

課

税
前

と
課

税

後

双
方

の
所

得
分

配

は

一
九
六

六

年

の
時

よ
り

一
九
八

五
年

に
も

っ
と
不

平
等

に
な

っ
た

の
は
明

ら
か

で
あ

ろ

(
7

)

,つ

」
・「

大
半

の
先
進
資
本
主
義
諸
国

で
累
進
的
な
税
収

が
総
税
収

の
、
秀

璽

に
満
た
な
く
な

っ
て
い
る
。
O
E
C
D
が
最
近
作
成
し
た
推

計

に
よ

る
と
、

日
本
、

カ

ナ
ダ
お

よ

び

ほ
と

ん
ど

の

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
諸

国

で
の
個

人
所

得

税

と
法

人
所

得
税

の
負

担

率

(対
G
D
P
比
率

で
測

定
)
は
、
ア

メ
リ
カ
合
衆

国

と

ほ
ぼ
同

じ
く

ら

い

で
あ

る
。
し

か
し

消
費

税

と
給

与
税

は
、
ヨ

ー

ロ

ッ
パ
に
お

い

て
は

ア
メ
リ
カ
合

衆
園

の

場

合

よ
り
も

は

る
か

に
大

き

な
役

割

を
果

し

て
い
る
。

イ

ギ

リ

ス
で
は
消
費

税

と
給
与

税

と

で

一
九

八

二
年

の
総
収

入

の
四
六

%

を
占

め

る

の

に
対

し

て
、

ア

メ
リ
カ
合

衆
国

で
は

わ
ず

か

に
三

四
%

で
あ

っ
た
。

フ
ラ

ン

ス
、

イ

タ

リ

ア
と

い

っ
た
個
人

所
得

税

を
効

果
的

に
課

す

こ
と

が
不

可
能

に
思

え

る
国

々

で
は
、
消

費

税

と
給

与
税

で
総
税

収

の
六
〇

%
を

超

え

る
。
所

得
税

が
比
較

的
高

い

ス
カ

ン
ジ

ナ
ビ

ア

諸

国

に
お

い

て
さ
え
、

消
費

税

と
給

与

税

と

で
総

税

収

の
四
〇

%
を

超

え

て
い
る
。

以
上

の
事

実

を
考

慮

す

る
と

、

ア
メ

リ
カ
合

衆

国

の
デ

ー
タ
か

ら
推

測

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
諸
外

国

の
税
負

担

分
布

の
形
状

を
近

似
的

に
明

.b
か
に
す
る
際
、
高
度
な
数
学
的
知
識

は
不
要

で
あ
る
。
西

ヨ
占

ッ
パ
に
お
け
る
.
一
つ
の
妻

な
収
入
源

ー

消
費
税
と
給
与
税

-
ー

は
、
明
ら
か

に
逆
進
的

で
あ
る
。
所
得
税
が
よ
り
重
要
な

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

に
お
い
て
さ
え
、

そ
の
累
進
性
は
消
費
税
と
給
与
税

の

逆
進

性

を
相

殺

す

る
程
度

の
も

の

で
あ

る
。

だ

か
ら
、

世

界

の
ど

こ

の
国

に
お

い

て
も

、
税

制

は
概

し

て
た

い
し

て
累

進
的

に
な

っ
て
い
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な

い
と

い
え

る

の

で
あ

る
。

カ

ナ
ダ
、
オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア
、
そ

し

て
日
本

で
は
、
租
税

負

担

は
大

ま
か

に

い

っ
て
所

得

に
比
例

し

て

い
る
。

し

か
し
・
デ

ン

了

ク
・

ス
ウ

ェ
L

ア
ン
と

い

っ
た
あ

り
う

べ
き
例

外

を
除

け
ば

、
西

〒

・

ッ
パ

に
お

い

て
は
租

税

は
逆

進
的

で
あ

り
、

　
　

　

そ

の

い
く

つ
か

の
国

々

で
は
実
際

非
常

に
逆

進
的

で
あ

る

に
違

い
な

い
」
。

口

「
水

平
的

公

平
」

「
垂

直
的

公

平

」

こ

の
よ
う

に
現
代

、

課
税

の
公
平

が
事

新

し

く
強

調

さ
れ

る
理
由

は
、

上
述

し

た

二

つ
の
主

た
る
事
情

に
よ
る
と

い

っ
て
よ

い
が
、

そ

の
際

、

公

平

の
現

代

的

尺

度

と

し

て
特

徴

的

に
主

張

さ

れ

て

い
る

と

い

っ
て

よ

い

の
が
、

い

わ

ゆ

る

「
水

平

的

公

平

」

(『
。
「一、
。
口
け9
一

8
量

)
「垂

直
的

公

平

」
(<
9

。
量

号

)
論

で
あ

る
。

こ

の
点

を
め

ぐ

っ
て
、
現
代

の
多

く

の
論

者

の
あ

い
だ

で
は
、

い
わ
ば

自

明

の

こ
と

と

し

て
無

反
省

に
議
論

さ
れ

て

い
る
傾

向

が
強

く

み

ら
れ

る
が
、

そ

の
内

容

に
少
し

く
文

っ
て
み
る
と
、

そ

}」
に
は
再

検
討

を

要

す

る
重
大

な
難

点

が
、

あ

る

い
は
批
判

す

べ
き
数

多

く

の
問

.題

点

が
含

ま

れ

て
い
る
。

も

っ
と

も
、

こ

の

「水

平

的

公
平

」
「
垂
直

的

公
平

」
論

は

い
ず

れ
も
、

「
応
益

」

課

税

で
は
な
く

「
応

能
」

課
税

に
事

実

上
立

脚

し

た

議

論

で
あ

り
・

こ
の
か
ぎ

り

で
は
正

当

で
あ

る
。

と

い
う

の
は
、
現

代
的

租
税

原

則

と
し

て

の
公
平

論

は
、

理
論

的

に
も
実

際

的

に
も

、

基
本

的

に
は
応

能

課

税

の
見

地
を

基
軸

に
し

て
展

開
す

べ
き

だ
か

ら

で
あ

る
。

そ

の
第

一
の

い
わ
ば

積
極

的

理
由

は
、
「
応

益

」
(ま
た
は
国
家
か
ら
の

「受
益
」
の
大
小
)
は
概

ね

「
応
能

」

(ま
た
は
担
税
力

の
大
小
)
に

一

致
す

る
ー

そ

の
根
拠

は
別

と
し

て
・

結
論

的

に
は

ス
・三

の
論

の
あ

る
意
味

の
窺

1

よ

見
倣

し

て
よ

い
と

い
・つ
}」
と

で
あ

る
.

科
学

的

(階
級
)
国

家
論

の
見
地

か

ら
す

れ
ば

、
国
家

の
本

質

的
使

命

は
基

本
的

に
支

配
的
階

級

の
階

級

利
華

擁

護

し
、
実
現

す

る

}、
と

(経
済
的

に
は
・
国
家

に
よ
る
集

の
利
潤
追
求

の
保
障
と
促
進
)
に
あ

る

の
で
あ

る
か

・り
、
国

家

か

・り
の

「受

益

」

は
、

一
般

的

.
必

然
的

に
、

資
本
家
階
級
を
頂
点
と
す

る
諸
階
級

・
階
層

の
社
会
的
地
位

に
応
じ
た
所
得

・
資
産

(担
税
力
)
の
格
差
と
し
て
概

ね
反
映
す

る
、
と
考

え
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て
よ

い
か

ら

で
あ

る
。
国
家

の
経
済

的

役
割

が
著

し

い
国

家

独
占

資
本

主
義

(混
合
経
済
体
制
)
と

し

て

の
現
代
資

本
主

義

の
も
と

で
は
・

ま
す

ま
す

も

っ
て
そ
う

で
あ

る

こ
と

は
言

う

ま

で
も

な

い
。

そ
し

て
実
際

、
各

国

に
お

い

て
程
度

の
差

は
あ
れ
、

現
代

資
本

主

義

に
特

徴

的

な
構

造

的

一
要

素
を

な

す
、

い
わ

ゆ

る

"政

・
官

・
財

複
合

"

に
象

徴

さ
れ

る
と
お

り
、

こ

の

こ
と

は
現
実

に
も
概

ね
実

証

さ
れ

て

い

る
と

い

っ
て
よ

い
。

そ
し

て
ま

た
、

所
得

や
資

産

と

い

っ
た
担

税
力

と

し

て

で
あ

れ
ば
、

様

々
な
技

術

的

困
難

を
伴

う

と

は

い
え
・
課

税

標

準

と

し

て
数

量

的

に
測

定

・
評
価

す

る

こ
と

も
基

本
的

に
可
能

で
あ

る
。

第

あ

い
わ
ば
消
極
的

理
由

笙

の
理
由
と
は
表
裏

の
関
係
を
な
す
の
だ
が
1

乏

も

い
う
べ
き
も

の
は
・
か
り
に

「
応
益
」
を

公
平

の
直

接

的

な
尺

度

(な
い
し
課
税
標
準
)
と

し

て
採

用
し

よ
う
と

し

て
も
、
国

家

か
ら

の

「
受
益

」

そ

の
も

の
を

直
接

に

(第

一
と
し
て

述

べ
た
と
お
り
、
担
税
力
と
し

て
い
わ
ば
間
接
的

に
で
は
な
く
)
数

量
的

に
測
定

・
評

価

す

る

こ
と

は
、
実
際

上

}
般

に
ー
ー

特

殊

例
外

的

ケ

ー

ス
を
除

い

て
ー

ほ
と

ん

ど
不

可
能

に
近

い
と

い

っ
て
よ

い

こ
と

で
あ

る
。

と

り

わ
け

現
代

資
本

下
義

に
み
ら
れ

る
と

お

り
・
膨

大

で
複

雑
化
し
た
国
家
機
能
を
も

つ
現
代
国
家

の
も
と
で
は
尚
更
そ
う
で
あ
る
。
逆

に
い
え
ば
、
国
家
か
ら

の

「
受
益
」
の
人
小

は
・
直
接
的

に

で
は
な
く
間
接
的

に
、
所
得

.
資
産
な
ど
担
税
力

の
大
小
と
し

て
捉
え
た
方

が
、
よ
り
正
確

に
近
似
的

に
表
現
さ
れ
う
る
と

い
う

こ
と

で

あ
る
。

こ
う
し
た
理
由

に
よ
り
、
と
り
わ
け
現
代
資
本
主
義
下

の
課
税

の
公
平

に
関
す

る
議
論

は
、
「
応
能
」
の
見
地
を
基
軸

に
し

て
展
開
す

べ

き

で
あ

る

(「
応
益
」
は
、
特
殊
例
外
的
ケ
支

に
お

い
て
、
「応
能
」
に
よ
る
公
平
課
税
を
補
完
す
る
必
要

の
あ
る
場
合

の
み
考
慮
す
れ
ば

よ
い
)
と

い

う

こ
と
、

そ

の
方

が
理
論

的

に
も

実
際

的

に
も

、

よ

り
妥
当

か

つ
生

産

的

で
あ

る

と

い
う

の
が
筆

者

の
見

解

で
あ

る
。

な

お

一
言

付

記
し

て
お

け
ば

、
「
応

益

」
論

な

い
し

「
応
益

」
説

に
肱

脚

す

る
公

平
論

に

つ
い

て
は
、
租
税

根

拠
論

に
お

け

る
t

た
る
議
論

の
対
象

と
し

て
後

述

(本
誌
、
第

一..
.巻
第

.号
予
定
)
、

再
論

す

る
。

そ

こ
で
本
論

に
戻

っ
て
、
「
水

平
的

公

平
」
「
垂
直

的
公

平

」
論

の
批

判
的

再
検

討

に
論
点

を
移

す

こ
と

に
し

よ
う
。
そ

の
た

め

に
ま
ず
、
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周

知

の
と

こ
ろ

で
は
あ

る
が
、

論
者

た

ち

に
よ

る

そ

の
定

義

を
念

の
た
め

再
確

認

し

て
お

こ
う

。

「
課

税

に
お

い

て
最

も
広

く

受

け
容

れ
ら

れ

て

い
る
公
平

の
原

則

は
、

等

し

い
状

態

に
あ

る

ひ
と

び

と

は
等

し
く

取
扱

わ
れ

る

べ
き

で

あ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
こ
の
平
等

す

な

わ
ち
水

、平
的

公
平

の
原

則

は
、
支
払

能
力

か
ら

の
接
近

法

に
と

っ
て
根
本

的

な
も

の

で
あ

り
、

こ
の
接

近
法

は
等

し

い
能

力

を

も

つ
ひ
と
び

と

に
は
等

し

い
課
税

を
、
異

な

る
能

力

を
も

つ
ひ
と

び
と

に
は
異

な

る
課
税

(垂
直
的
公
平
)

を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
-
…

水
平
的
公
平
と
垂
直
的
公
平
と
い
・つ
要
求
は
同

一
の
金
貨

・
イ
ン
)
の
両
面

に
す
ぎ
な

い
。

い
ず
れ
の
原

則
を
と
る

に
せ
よ
、
こ
れ
を

;

の
具
体
的
な
租
税
鯉

に
移
す

た
め

に
は
、
峯

あ
る
い
は
不
平
等

の
客
観
的
指
標

が
必
要
と
さ
魂

.

支

払
能

力

に
よ

る
初
期

の
議

論

は
能

力

と

い
う

タ

ー

ム

で
行

わ

れ
た

が
、

そ

の
後
次

第

に
所

得

の
タ

ー

ム
で
行

わ

れ

る
よ

う

に
な

っ
た
」
。

「
ア

メ
リ

カ

の

マ
ス
グ

レ
イ
ブ

ら

を
中

心

と

し

た
現

代

の
財

政

学

で
主

張

さ
れ

て

い
る
現

代

の
租
税

原

則

は
、

…

…
公
平

の
点

で

は
、

…

…
同

じ
経

済
的

条

件

の
者

は
同

じ
負

担

を
、

異

な

っ
た
条

件

の
者

に
は
異

な

っ
た
負

担

を
、

と

い
う

い
わ

ゆ
る
水

平
的

公
平

と
垂

直

的

公

平

の
確

保

と

い
う
形

で
、

ワ
グ

ナ

ー
流

の
能
力

原

則
を

よ
り
明
晰

で

エ
レ
ガ

ン
ト
な
主

張

に
整

序

し

て
い
る
。

…

…
も

っ
と
も

、

ど

の

よ
う
な
課
税
を
す
れ
ば
両
方
向

の
公
平
を
確
保
し
た

こ
と
に
な
る
の
か
は
、

ワ
グ

ナ
以

来

の
能
力
説

に
と

っ
て
の
難
問

で
あ
り
、
そ
れ

は
こ
こ
に
も
当

て
は
ま
る
。

そ
の
点
は

一
般

に
は
支
払
能
力
を
所
得

に
求

め
、
限
界
効
用
理
論

と
厚
生
経
済
学

の
前
提

に
も
と
つ

い
て
、

租
税
を
負

の
効
用
す
な
わ
ち
犠
牲
と
み
な
す
租
税
犠
牲
説

に
立
ち
、

そ
の
犠
牲
を
均
等
な
ら
し
め
る
よ
う
な
税
が
公
平
だ
と
し

て
い
る
と

(
H
)

い

っ
て

い

い

」
。

「
税
負
担

は
各
人

の
負
担
能
力

に
応
じ

て
公
平

に
配
分
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
、
負
担

の
公
平

に
は

『垂
直
的
公
平
』
と

『
水
平
的
公
平
』

と
が
あ
る
と

い
わ
れ

て
い
る
。

垂
直
的
公
平
は
・
『
担
税
力

(経
済
上
の
負
担
能
力
)
が
大
き

い
者

ほ
ど
大
き

い
税
負
担
を
負
う

べ
き
』
と
す
る
原

則

で
あ
り
、
水
平
的
公

平
は
、
『
等

し
い
担
税
力
を
有
す
る
者

は
等

し
い
税
負
担
を
負
う

べ
き
』
と
す
る
原
則

で
あ
る
。
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水

平
的

公
平

は
、

垂

直
的

公

平
を

図

る
・つ
え

で
の
前

提

と

な

る
も

の

で
あ

り
、

だ

れ
も

が
合

意

で
き

る
公

平
概

念

で
あ

る
・

な

に
を

指

標

と

し

て
担

税
力

を
判

断

す

る

の
か

に

つ
い

て
は
、
必

ず

し
も

霧

的

に
決

ま

る
も

の

で
は

な

い
が
、

一
般
的

に
は
・
所
得

・
消

費

資

産

に
着
目

さ
れ
る
場
合

が
轟

L
・

み

ら

れ

る
と
お

り
、
現
代

流

の
支

配
的

な

「
公

平

」
論

、
す

な

わ
ち

「
水

平
的

公

平
」
「
垂

直
的

公

平
」
論

の
要

旨

は
、

ほ
ぼ
次

の
三
点

に
整

理

で
き

よ
う
。
ま

ず
第

一
に
、
「
水

平
的

公

平
」
と

は
、
等

し

い
経

済

的
状

態

に
あ

る
も

の

(な
い
し
、
そ
の
種
類
や
形
態

の
い
か
ん
に
か

か
わ
ら
ず
、
等
し
い
担
税
力
)

に
対

し

て
は
等

し

い
課

税

を
、

ま

た

罰
乖
直

的

公

平
L

と

は
、

異

な

る
経
済

的
状

態

に
あ

る
も

の

(な
い

し
異

な
る
担
税
力
)
に
対

し

て
は
異

な

る
課
税

を

、
と

い
う
応
能

負

担

の
原

則
を

意

味
す

る

こ
と

、
第

二

に
、
前

者

は
後
者

の
前
提

な

い
し
基

礎

を
な

し

(あ
る
い
は
逆
の
い
い
方
を
す
れ
ば
、
後
者

は
前
者
か
ら
派
生
し
)、
.両
者

あ

い
ま

.
て
課

税

の

公
平

を
規
定

す

る

ヨ

イ

ン
の
両
面
L
(
マ

ス
グ

レ
イ
。フ
)
な

い
し

「
車

の
両

輪
」

(有
斐
閣

『経
済
辞
典
』
)
を

な
す

と

い
う

こ
と

、

そ
し

て
第

三

に
、

そ

の
際

、
公

平

・
不
公

平

の
客
観

的

指

標

(担
税
力
)
と

な

る

の
は
、

擾

に
所

得

.
資

産

・
消

費

で
あ

り
、

そ

の
中

で
も
セ

た

る
も

の
が
所
得

、
従

た

る
も

の
が
資

産

と
消

費

で
あ

る
、

と

い
う

の
が

そ

れ

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
、
「
水
平

的

公

平
」
「垂

直

的
公

平

」
と

は
、
要

す

る

に
経

済

的
状

態

な

い
し
経

済
的

能

力

(所
得
や
資
産
な
ど
担
税
力
)
に
見

合

う
応
分

な
租
税

負
担

と

い
う

こ
と

で
あ

り
、

こ

の
意

味

で
は
現
代

的
常

識

に
も
合
致

し

た
月

並

み
な

内
容

の
定

義

と

い
う

こ
と

も

で
き

る
。

だ

が
厳

密

(正
確
)

に
い

え
ば

、

そ
れ

は
近

代

的

(ブ
ル
ジ

・
ア
的
)
民

主
セ

義

の
中

心
的

一
内

容

を
な

す
平

等

(公
平
)
の
課
税
面

へ

の
適

用

で
あ

り
、

課

税

の
公

平

の
現
代

流

の

一
表

現

で
あ

る
。

あ

る

い

は
、

そ

の
よ
う

に
解

す

べ
き
性

格

の
も

の

で
あ

る
。

し

か

し
、

ス
ミ

ス
以
来

、
今

日

の
ほ
と

ん
ど

の
論

者

に

い
た

る

ま

で
事

実
上

そ
う

で
あ

る
が
、

そ
れ

は
自

然
法

下

の
臼

然
権

の
体

現

と

し

て
非

歴
史

的

に
、

い

い
か
え

れ

ば
実
際

上
、

公

平

の
資

本

主
義
的

規

定

性
を

問
題

と
し

て
い
な

が
ら
、

超
歴

史

的

で
普
遍

的

な

い
わ

ば

規

範

と
し

て
認
識

さ
れ
、

議

論

さ
れ

る
傾
向

が
強

か

っ
た
と

い

っ
て
よ

い
。
だ

が
、

課
税

の
公
平

の
意

義

と
内
容

を

正

し

く
規
定

す

る

た
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め

に
は
、
こ
の
よ

う

に
非
.歴
史
的

な
、
し

た
が

っ
て
抽

象
的

・
一
般
的

な

認
識

方
法

に
立
脚

す

る

の

で
は
な

く
、
歴

史
的

か

つ
具

体
的

に
、

す

な
わ

ち
資
本

主

義

(と
り
わ
け
現
代
資
本
セ
義
)
の
諸

条

件

の
も

と

で
、
そ
れ
と
正

し

く
結

び

つ
け

て
考
察

、
検
討

さ
れ

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

そ
う

で
な

け
れ

ば
、

課
税

の
公
平

を

具
体

的

に
規

定

し
、

あ

る

い
は
具

体
的

に
議
論

す

る
場

合
、

公
平

論

を

い
た
ず

ら

に
複

雑
化

し

て
混
沌

の
域

に
落

し
入

れ
・
あ

る

い
は
曖

昧

性

を

い
た
ず

ら

に
増

幅

す

る

7し
と

に
な

り
か

ね
な

い
か

り
で
あ

る
。
以

下

は
、
そ

つ
し

た

「
水

平
的

公
平

」

「
乖
直

的

公
平

」

論

に
た

い
す

る
批
判
的

小

括

で
あ

る
。

の

批

判
的

小

括
～
1

そ

の

一

ω

現
代

に
支
配
的

な
公
平
論

は
、
「
水
平
的
公
平
」
と

竃

直
的
公
平
L
を

ヨ

イ

ン
の
両
面
L
軍

の
両
輪
L
と
並
列
的
な

い
し
二

元
的

に
・
あ

る

い
は
、両
者
を

、
「
水
平

的

公

平
」
は

「
垂

直
的

公

平

」
の
基
礎

(な
い
し
讐

は
前
者
ゆ

り
派
生
)
と
関

連

づ

け

て
捉

え

る
の
が

一
般
的

と

い

っ
て

よ

馳

・

し
か

し
正

し

く

は
、

む
し

ろ
逆

に

「
垂
直

的

公
平

」

が
現

代
的

な

課
税

の
公

平

を
規
定

す

る
基

軸

と

し

て
、

そ
し

て
こ

の
よ

う
な

内
容

と
意

味

に
お

い

て

一
元
的

に
捉

え

る

べ
き

で
あ

ろ
う
。

そ

の
根
拠

の
第

一
は
、

一
般

に
資
本

主

義

の
も
と

で
は
、
担

税

力

(所
得
や
資
産
)
に
お
け

る
格
差

の
発

生

と
存

在

が
多

か
れ

少

な
か

れ

必
然

的

で
あ

る

こ
と

(資
本
義

と
は
、
労
資

の
搾
取

・
篠

取
関
係
を
葉

と
す
る
社
会
関
係

で
あ
る
こ
と
の
必
然
的
な

皮

映
)、

と

り

わ
け
現

代

で
は
・
独
占
資
本

の
成
立
と
支
配

に
規
定

さ
れ

て
、
そ
の
格
差

の
拡
大
的
傾
向
が
必
然
的
と
な
り
、
格
差

の
存
在
と
拡
大
が
常
能
花

し
、

い
わ

ば
社
会

構
造

的

性

格
を

強

く
帯

び

る

に
い
た

っ
て
い
る

こ
と

で
あ
る
。

こ
の

こ
と

は
、

す

で
に
述

べ
た

と
お

り
実

態

と

し

て
も

ほ
ぼ

証
明

さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
担
税
力

に
お
け
る
著
し

い
格
差

の
存
在
と
そ
の
拡
大
的
傾
向
が
必
然
的
か

2

般
的
常

態

で
あ

る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
現
代
的
な
課
税

の
公
平
を
め
ぐ
る
論
議

に
お

い
て
は
、
蓬

直
的
公
平
L
が
決
定
的
な
意
義
と
重
要
性
を

も

っ
て

い

る

と

い

う

こ
と

で
あ

る

。
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も

っ
と
も
、

そ
う
だ
か
ら
と
い

っ
て

「
水
平
的
公
平
」
が
ま

っ
た
く
無
意
味
だ
と

い
う
わ
け
で
は
な

い
。
た

と
え
ば
、
資
産
性
所
得

に

た
い
す

る
課
税
優
遇
と
勤
労
性
所
得

に
た
い
す
る
重
税
と

い
う
不
公
平
を
論
ず

る
場
合
な
ど
に
は
重
要
な
意
味
を
も

つ
。

し
か
し
・

こ
の

よ
う
に

「
水
平
的
公
平
」
も

一
定

の
意
味
を
も

つ
と
し

て
も
、
そ
れ
を

「
垂
直
的
公
平
」
と
並
列
的
な

い
し
二
元
的
な
関
連

に
お

い
て
捉

え
る
の
で
は
な
く
、
担
税
力

の
著

し
い
格
差
を
前
提
と
す

る

「
垂
直
的
公
平
」
を
基
軸

に
据

え
た
公
平
論

ー

そ
の
枠
内
に
包
摂

さ
れ
る

議
論

と

し

て
位
置

づ

け

る

べ
き

で
あ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

根
拠

の
第

.
慮

、
同

種

間

に

つ
い

て
は
も

ち

ろ
ん

の

こ
と

異
種

間

に

つ
い

て
も

、
同

額

の
担

税
力

に
た

い
し

て
は
同

額

の
負

担

を
と

い

う

「
水
平

的

公
平

」

は
、
理
論

上

、
「
垂
直

的

公
平

」

の
中

に
包

含

し

う

る
と

い
う

こ
と

、
あ

る

い
は
そ

の
特

殊

な

ケ

ー

ス
と

み
な

し

て
も

よ

い
と

い

う

こ
と

(担
税
力

の
格
差
が
ゼ

ロ
の
場
合

は
、
両
者
は

一
致
す
る
)

で
あ

る
。

こ
う
し

た
意
味

に
お

い

て
、
と

り
わ

け
現

代

で
は
理
論

的

に
も

実
際

的

に
も

、
「
垂
直

的

公
平

」
(表
現
を
変

え
れ
ば
応
能
課
税
)
が
課

税

の

公
平

(論
)
の
基
軸

と
し

て
位
置
づ
け

り
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
う
し
た

充

的
観
点
か
ら
分
析

畿

論
さ
れ
な
け
れ
ば
・
後
述

の
と

お
り

、
公

平
論

に
重

大

な

誤

り

や
無

用

な
混

乱

を
も

ち

こ
む

こ
と

に
も

な

り
か

ね
な

い
か
ら

で
あ

る
。

②

現
代

の
支

配

的

公
平

論

が
、

公
平

.
不
公

平

の
客
観

的

指

標

と
し

て
漠

然

と

い
う

「
等

し

い

(あ
る
い
は
異
な
る
)
経

済
的

状

能
心」

の
厳
密

で
具
体

的

な
中

味

は
何

か
と

い

う
問
題

で
あ

る
。

こ
れ

を

一
般

に
担

税

力
と

解

す

る
点

で
は
、

ほ
ぼ
共

通

し

て
い

る
と

い

っ
て
よ

い

で
あ

ろ
う
。

と

こ
ろ
が
支

配
的

公

平
論

に
お

い

て
は
、

先

に
紹

介

し

た
と

お

り
、

そ

の
担
税

力

と
し

て
所

得

、
資

産
、

消
費

を

い
わ
ば

同
列

に
置
く
傾

・同
が
強

く

み
・り
れ

る
。

だ

が
、

課

税

の
公

平
を

め

ぐ

る
議
論

が
正

し
く

行

わ

れ
う

る
た

め

に

は
、

そ

の
担
税

力

を

よ

り
厳

密

に
ー
1

無

差

別

に

一
括

す

る

の

で
は
な

く
、

い
わ
ば

一
.兀
的

に
ー

確
定

な

い
し
限

定

す

る
必
要

が

あ

る
。

い
い
か

え
れ

ば
、

一
般

に
担
税

力

と

な

り
う

る

の

は
所

得

と
資

産

で
あ

っ
て
、

消
費

は

そ
れ
ら

と
同
列

視

さ
れ

る

べ
き

性
格

の
も

の
で

は
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

た
し

か

に
消
費

課

税

が
存
在

す

る
か

ぎ

り
、
消

費

(正
確
に
は
、
そ
の
数
量
な
い
し
価
額
)
は
課

税
標

準

で
は
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あ

る

・

あ

る

い

は

課

税

標

準

で
あ

る

ほ

か

な

い
。

そ

う

で
な

け

れ

ば

、

消

費

課

税

に

お

い

て

は
、

一
般

に
実

際

上

課

税

は
不

可

能

だ

か

ら

で
あ

る

。

こ

こ

で

課

税

標

準

(げ
餌
oo
一匂り
O
h
餌
o弓
ω
Φ
ω
ω
ゴ
P
Φ
ロ
ド
)
と

い

う

の

は
、

一
般

的

定

義

が

い

う

と

お

り

、

「
課

税

物

件

に

つ

い

て
、

課

税

上

の

　
け

　

観
点
か
ら
と
ら
れ
た
価
値
を
示
す
価
格

や
数
量

(
こ
れ
に
具
体
的
な
税
率
や
控
除
が
濡

さ
れ
て
税
額
が
算
定
さ
れ
る
)」
を
指
す
。
し
か
し
消
費

は
・

こ
の
よ

う

に
課
税

標
準

で
は

あ

り
え

て
も
、
そ

れ
自
体

担

税
力

で
は
な

い
。
消
費

支

出

は
所

得

な

い
し
資
産

の
実

現

形
態

(消
費
支
出

は
結
局

の
と
こ
ろ
所
得
や
資
産
を
元
手
と
し
て
実
現
さ
れ
る
)
に
ほ
か

な
ら

な

い
か

ら

で
あ

る
。

こ

の
意
味

で
、
消
費

は
所

得

や
資

産

と
同

列
視

す

べ
き
も

の

で
は
な

く
、

担
税

力

の
表

現

と
し

て
は
、
消

費

は
間
接

的

な
指

標

も

し
く

は
副
次

的

な
指

標

に
す

ぎ
な

い
。

㈹

上

述

の
ω
働

で
指

摘

し

た

よ
う

な
理
論

的
難

点

が

、

課
税

の
公

平

を

め
ぐ

る
論
議

を

い
か

に
無

用
な
混

乱

な

い
し
誤

り

に
陥

れ

る

大

き

な

一
因

に
な

っ
て
い
る
か

は
、
近

年

の
税

制
抜

本

改
革

の
焦
点

と

な

っ
た

所
得

税

の
税
率

構
造

の

「
フ
ラ

ッ
ト
化

」
「
簡
素

化

」
や
消

費

税

(付
加
価
値
税
)

の
導

入
を

め

ぐ

る
議
論

に
も
象
徴

的

に
示

さ

れ

て

い
る
。

た
と

え
ば

、
あ

る
論

者

は
所
得

税

率
構

造

の

「
フ
ラ

ッ
ト
化

」
「
簡
素

化

」
の
必
要

理
由

と

意
義

に

つ
い
て
、
次

の
よ

う

に
述

べ
て
い

る
。

「
従
来

の
日
本

の
所

得
税

で
は
、
限
界

税
率

が
最
高

七

〇

%

ま

で
上

昇
す

る

よ
う

に
な

っ
て
い
た
。

ア
メ
リ
カ

で

は
、
最
高

税
率

が

五
〇

%

に
ま

で
引

き
下

げ

ら

れ

て

い
た
が
、

一
九

八

六
年

の
税

制

改
革

に
お

い

て
、
税

率

は

一
五

%
、

二
八

%

の
二
段

階

(現
在
で
は
、

一
定

の

揺
り
戻
し
が
あ

っ
て

一
五
～
二
.九

・
六
%
の
五
段
階

…
-
引
用
者
)

に
簡
素

化

さ

れ

た
。

ま
た
、

イ
ギ

リ

ス
で
は
、

形
式
的

に
は
累
進
税

率

を

と

っ
て

い
る
が
、
基

本
税

率

(
.
、五
%
)
で
納

税
者

の
九

五
%

を

カ

バ

ー
し

て

い
る

の

で
、
事
実

上

の
単

一
税
率

と

な

っ
て

い
る
。
従

来

、

所

得

税

の

一
つ
の
大

き

な
機
能

は
、
所

得
再

分

配

に
あ

る
と

さ
れ
、

そ

の
た
め
、

高

い
累

進
税
率

が
設

定

さ
れ

て
い
た
。

ア
メ
リ
カ

や
イ

ギ

リ

ス
に
み
ら

れ

る
累

進
構
造

の
緩

和

は
、
所

得

税

の
本

質

の
変

化

で
あ

る

と

い

っ
て
も

よ

い
。

所

得
税

の
累

進
度

引

下

げ

が
必
要

と
さ

れ

る
理
由

と

し

て
、

つ
ぎ

の

こ
と

が
指
摘

さ
れ

て
い
る
。

第

一
は
、

労
働

意
欲

に
与

え

る
影

響

で
あ

る
。

累

進
度

が
あ

ま

り

に
高

い
と
、

働

く

よ
り
余

暇

を
楽

し

む

ほ
う

が
合

理
的

に
な
り
、
労

働

意

欲

が
低
下

す

る
。

こ
う

し

た
影
響
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は
、

所

得

の
高

い
人

々
、

つ
ま
り
生

産
性

の
高

い
人

々

に
対

し

て
よ
り
強

く
働

く

た
め
、

社
会

は
大

き
な
損

失

を
被

る
・

第

二

は
・

所
得

分
散
と

の
関
連

で
あ
る
。
異
進
度

が
高

い
と
、
所
得
を
世
欝

間

で
分
散
す

る
こ
と
が
有
利

に
な
り
、
水
平
的
公
平
が
侵
さ
れ
る
・
第

三

の
理
由

と

し

て
あ

げ

り
れ

る

の
は
、

い
か

に
形

式
的

に
累

進
度

が
高

く
と

も

(あ
る
い
は
、
累
進
度
が
高
い
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
)・
節
税

や
脱

税

が
増
加
し
、
実
質
的
な
累
進
性

が
確
保

さ
れ
な
い
と

い
う
こ
と

で
あ
る
。

以
上

の
諸
点
は
、

日
本

に
お

い
て
も
あ

て
は
ま

る
と
思
わ
れ
る
。
と
く

に
第
三
点

は
重
要

で
あ
り
、
実
際

に
累
進
課
税
が
な
さ
れ
る

の

は
、

サ
一プ
リ
↓

ン
の
給
与
所
得
が
41
心
と

い
う

の
が
実
態

で
あ

.
た
。

冗

八
七
年

と

充

八
八
年

の
改
革

で
累
進
構
造

の
大
幅
な
手

直

し

が
行

な

わ
れ

た

の
は
、

こ
う
し

た
背

景

に
よ

る
も

の

で
あ

る
」
。

「
税
率

構

造

の
見

直

し

は

サ

フ
リ

ー

マ
ン
の
み
を
対

象

と
す

る
措

置

で
は
な

い
が
、
前

述

の
よ

う

に
、
現

在
累

進
課

税

の
影

響

を
も

っ
と

も
強

く

受

け

る

の
が
中

堅

サ
一ブ
リ

↓

ン
で
あ

る

こ
と

を
考

慮

す

る
と
、

こ
れ

に
よ

っ
て
大

き
な

恩
恵

を
受

け
る

の

は
彼

ら

で
あ

る

と

い

え

よ

う

。

甲」
れ
.り
の
措

置

に
よ
り
、

サ

一プ
リ

↓

ン

の
税

負

担

は
か
な

り
軽

減

さ

れ

る
。

そ

の
意

味

で
は
、

一
歩

前
進

と
評

価

で
き

餐

」
・

ω

み
、り
れ

る
と

お

り
、

税
率

讐

「
フ
綱フ
ッ
ト
化

」

の
必
要

理
由

な

い
し
背

景

と
し

て
、

三
点

が
指

摘

さ
れ

て
い
る
・
篁

の
理
由

と

し

て
、
従

来

ま

で

の
よ

.つ
に

累

進

度

が
あ

ま

り
高

い
と
、
労
働

意
欲

が
低

下
す

る
L
、
と

り
わ

け

「所

得

の
高

い
人

々
・

つ
ま

り
生
産

性

の
高

い
人

々
」

ほ
ど

よ

り
強

い
影

響

を
受

け

る

た
め

に
、

そ
れ

だ
け

「
社

会

は
人

き

な
損
失

を

被

る
」

こ
と
を
挙

げ

ら

れ

て

い
る
・

た
し
か

に
、
ヲ

ラ

ッ
花

L

の

ポ
イ

ン
鹸

、
表

ま

諸
外
国

に

つ
い
て
は
・
第
・
論

斎

収

の
表

-
参
照
)

に
み
ら

れ

る
と

お
り
・

最
高

税

率

の
大
幅

引

下

げ

(七
五
%
か
、り
五
〇
%

へ
)
と
高

額

所

得

ラ

ン
ク

に
お

け

る
累

進

課
税

の
事

実
上

の
適

用
廃

丈

課
税
所
得
二
・
o
O
O
万

円

で
頭
打
ち
。
従
来
は
八
、
O
O
O
万
円
)
に
あ

る

と

い
う

か
ぎ

り

で
は
、
「
所

得

の
高

い
人

々
」
(と

り
わ
け
課
税
所
得

・・
○
○
○
万
円
超
)
は
・

▼し
の

「
フ
一フ

ッ
ト
化
」

に

よ
る
大
幅

減

税

に
よ
り
、
「
労

働

意
欲

」

は
大

い
に
高

ま

る
か
も

し

れ
な

い
。
だ

が
他
方

・

〃所
得

の
低

い
人

々
"
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表1日 本の所得税 率 の変 遷

1983年

60万円以下の金額

60万 円を超える金額

120

180

240

300

400

50Q

soa

700

soo

1,0ao

1,200

1,500

2,aaa

3,000

4,000

s,000

111

"

"

"

"

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

年8819

1984年

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

10

12

14

16

18

21

24

27

30

34

38

42

46

50

55

60

65

70

75

%

%

%

%

%

%

0

0

0

0

0

凸U

1

2

3

4

5

6

50万 円 以 下 の 金 額

50万 円 を 超 え る 金 額

120

200"

sao

4ao

6QO・ ・

soo

1,000"

1,200〃

1,5ao

2,000

3,0aa

5,000"

8,000"

1987年

300万 円 以Fの 金 額

300万 円 を 超 え る 金 額

saa

l,000

2,000〃

5,aoo

1989年

300万 円 以 ドの 金 額

300万 円 を 超 え る 金 額

600〃

1,000"

2,000"

10.5%

12%

14%

17%

21°/a

25%

30

35%

40%

45%

50%

55%

sa/

65%

150万 円 以 下の 金 額10.5%

150万 円 を 超 え る 金 額12%

200〃16%

300〃20%

500〃25%

600〃30%

800〃35%

1,000〃40%

1,200"45%

1,500〃50%

3,000"55%

5,000〃60%

70°/a

年 1995年 以降

金額 lay 330万 円以下 の金額 10%

る金額 20/ 330万 円を超え る金額 20%

30% goa 30°/a

4U% 1,80a 40%

50% [3,000" 50%

⊥_ a
1

臨……会協理経務税瓢舞学政附著拙
ロ

　所出

富

の
事
実

上

圧

倒
的

部
分

の
生
産

者

で

あ

る
か

ら
、
社

会

が
被

る

「損

失

」
も
、

「
フ

ラ

ッ
ト
化
」

後

の
方

が

は

る

か

に

大

き

い
と
言

う

べ
き

で
あ

ろ
う
。

つ
ま

り
、

論
者

の
理
屈

は
実

は
逆

の
こ
と

を

証
明

し

て

い
る

こ
と

に
な

る
。

こ
の
意

味

で
、

第

一
の
理
由

は
あ

る
種

の
誰

弁

ヘ

へ

　

と

い
う

ほ
カ

あ

る
ま

し

ま
た
第

二
、

第

三

の
理
由

に

つ
い

て

も

問
題

が

あ

る
。

論

者

は
、

第

二

の
理

負
担

は
相
対
的

に
著
し
く
増
大
し
、

ま

た
税
制
全
体
と
し
て
負
担

の
不
公
平
が

著

し
く
拡
大
す
る

こ
と

に
な
る
た
め
、

論
者
流

の
理
屈

に
従

え
ば
、
「労

働
意

欲
」

は
ま
す
ま
す

「
低
下
」
す

る
は
ず

で
あ
る
。

く
わ
え

て
彼

ら
は
、
社
会
的

つ
ま

り
納

税
者

の
大
半

に
と

っ
て

は
、

同

じ

「
フ
ラ

ッ
ト
化

」

に
よ
り
、

租
税
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由

と

し

て
、
累

進

度

が
高

い
と
、
所
得

を

世
帯

員

間

で
分
散

す

る

(
そ
れ

に
よ

り
高

い
税
率

の
濡

を
免
れ
る
:
…

引
用
者
ご

」
と
が
有

利

と
な

り
、

水

平

的
公

平

が
侵

さ

れ

る
L

と

い
わ

れ

る
。

だ

が
、

こ
れ

は
論
点

の
す

り
替

え
と

い
う

べ
き

で
あ

っ
て
・

累
進
税

率

の

ヲ

ラ

ッ
ト

化

L
を
正

当

化

す

る
理
由

と

は
何

を

り
な

り
え
な

い
。
累

進
度

が
高

い
こ
と

が
必

然
的

に
所

得

分
散

(込細
者

は
・
そ
の
例
と
し
て
・
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
と
対
比
し

つ
つ
、
暑

業
者
等

に
お
け
る
専
従
者
控
除
制
度
、
み
な
し
法
人
制
度
の
場
合
塞

げ
て
い
る
が
・
も

っ
と
更

な
の
は
資
産
所
得

の
場
合

で
あ
る
)

を

生

み
だ

す

わ
け

で
は
な

く
、

そ
・つ
し

た
所

得
分

散

を
合

法
的

な

い
し
非

合
法

的

に
許

す

よ

う

に
仕

組

ま

れ
た
税

制

の
方

に

こ

そ

む
し

ろ

問
題

が

あ

る
か
・り
で
あ

る
。

し
た

が

っ
て
、

税

制

が
持

つ
そ

う
し

た
側

面

を
廃
止

な

い
し
是

正
す

れ
ば

済

む
問

題

だ
か

ら

で
あ

る
。ま

た
第

三

の
理
由

と

し

て
、
「
い
か

に
形
式

的

に
累

進

度

が
高

-

と
も

(あ
る
い
は
、
累
進
度
が
高
い
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
)・
節

税

や
脱

税

が

増
加

し
、

実
質

的

な
累

進
性

が
確
保

さ
れ
な

い
」

か

・り
だ

と

い
わ

れ

て
い
る
。

だ

が
、

こ
れ

も

ま

っ
た

く

の
論

点

の
す

り
替

え

と

い
う

べ

き

で
あ

.
て
、
税
率

の

「
フ
一フ
ッ
ト
化
」
が
必
要
な
理
由

と
は
何

ら
な

り
え
な

い
。
「節
税
や
脱
税
が
増
加
し
・
養

的

な
累
進
性

(垂
直

的
公
平
)
が
覆

さ
れ
な
い
」
の
は
、
累
進
度
が
高

い
か
・b
必
然
的

に
そ
う
な
る

の
で
は
奄

、
資
産
所
得

に
た
い
す

至

律
低
率

の
分
離

課
税
を
は
じ
め
と
す
る
警

い
数

の
親

特

別
措
置

不
公
濤

制
)
の
存
在

や
徴
税
管
理
体
制

の
甘

さ
に
こ
そ
問
禦

あ

る
・
し
奈

っ

て
、

▼」
の
点
も
後
者
垂

理
な

い
し
整
備
す
れ
ば
済
む
問
題

で
あ
り
、
今

日
公
平
課
税
を
前
進

さ
せ
る
た
め

に
は
・

}」
の
方

こ
そ
が
先
決

問

題

と

い
う

べ
き

だ

か

ら

で
あ

る
。

と
り

わ

け
問

題

な

の

は
、
論

者

が

「
と
く

に
重

要
」
と

さ
れ

る
第

三

の
理

史

累

進
度
が
高

い
た
め
に
・
節
税
や
脱
税
が
増
加
し
・
実
質
的
な

累
進
性
が
覆

さ
れ
な

い
L)
を
根

拠

に
、
逆

に

い
え
ば

「
実

際

に
羅

課
税

が
な

さ
れ

る

の
は
、

サ

ラ
リ

↓

ン
の
給
与

所

得

が
中

心

と

い

.つ
の
が
実

態

」

で
あ

る

サ」
と
を
根

拠

に
し

て
、

「
フ
}フ
ッ
ト
化

」

に
よ

る

累

繧

造

の
大

幅

な
孟

し
L

を

・
「
サ

ラ
リ

↓

ン
の
税

負

担

の
軽

越

と
公
平

課

税

の
前

進

と

い
・つ
観

点

々

り
、

コ

歩

前
進

」

と
肯
定

的

に
評
価

さ
れ

て
い

る

こ
と

で
あ
る
・

つ
ま

り
・
ヲ

ラ

ッ
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ト
化

L

に
よ

る
不

公
平

課

税

の
拡

大

を
公
平

課

税

の
陥剛
進

と

し

て
、

ま

さ

に
逆

の
結

論

を
下

さ
れ

て
い
る

}」
と

で
あ

る
。

}」
の
よ
.つ
な

い

わ
ば
逆
立
ち
し
た
議
論
・
相
互

に

青

し
た
論

理

の
脈
絡
を
欠

い
た
理
由
づ
け
、
事
柄

の

商

毒

り
え
て
全
体
を
推
し
量
る
よ
.つ
な
論

法
等

々
ー

」
う
し
た
課
税

の
公
平
論
議
を
め

ぐ
る
混
乱
、
誤
り
、
自
家
薯

が
、
上
述
し
た
現
代

の
公
平
論

そ

の
も

の
の
基
本
的
混
乱

に
由

来

し

て
い

る

こ
と

は
明

ら
か

で
あ

ろ
う
。

励

消

費
税

の
導
入

(な

い
し
引
止
げ
)
を

あ

ぐ

る
議
論

に
お

い

て
も

同
様

で
あ

る
.

論
者

の
多

く

は
、
課
税

の
公
平

と

い
,つ
観

占
{か

,り

も

(そ
の
他

の
理
由
も
あ
る
が
)
・
そ

の
導

入

(な

い
し
引
L
げ
)
を
肯
定

的

に
支
持

さ
れ

な

」
と

は
周

知

の
と
お

り

で
あ

る
.

そ
れ
を
袋

す

る

の
が
政

府
税

調

の
答

申

で
あ

る
・

同

時

に

こ
れ

は
、

政
府

税

調

の
現

代

的
糖

か

り
し

て
、
A
コ
日
支

配
的

な
論

調

に
ほ
ぼ
共

通
す

る
見

解

と

い
う

こ
と

も

で
き

よ

う
。

「
い
か
な

る
税
目

も

そ
れ

ぞ

れ

の
長
所

を

有

す

る
反

面
、
何

ら
か

の
問
題
点

を

有

す

る

の

で
、
税
収

が
特

定

の
税

目

に
依
存

し

す
ぎ

る
場

合

に
は
・

そ

の
税

目

の
抱

え

る
問

題

点

が
増

幅

さ

れ

る
。

し
た

が

.
て
、
税
体

系

に
お

い

て
、
所

得

.
消
費

.
資
産

等

に
対

す

る
課
税

を

適

切

に
組

み
合

わ
せ

る
必

要

が

あ

る
。

所
得
課
税

は
・
所
得
水
準

に
応

じ
累
進
的
な
負
担
を
求
め

る
}」
と
が

で
き
、
垂
直
的
公
平

に
資
す
る
が
、
把
握

(所
得
纏

)
の
状
況
如

可

に
よ

っ
て
は
・
実
質
的

に
公
平
が
覆

で
き
な

い
場
ム
・
も
生
じ
う
る
。
同
じ
額

の
所
得

で
あ

っ
て
も
、
税
負
担

に
糞

を
生
ず

る
と

い

イう
水
平
的
公
平
上

の
問
題

で
あ
る
・
他
方
、
消
費

課
税
は
、
累
進
的
な
負
担
案

め

皆

い
が
、
所
得
把
握

の
状
況
如
何

に
よ
.り
ず
、
消

費

の
大
き
さ
に
応

じ
比
例
的
な
負
担
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
、
水
平
的
公
平

に
資
す

る
占
描が
指
摘

さ
れ
る
.
近
年
、
水
平
的
公
平

へ
の
関

心
が
高
ま

っ
て
い
る
が
遍

去

の
所
得
課
税

と
消
費
課
税

と
の
比
重

の
変
化

に
よ
り
、
税
制
全
体
と
し
て
は
、
水
平
的
公
平
を
覆

す

る

側

面

が
弱

ま

っ
て
き

て

い
る
と

い
う

こ
と

が

で
き

る
。

税
体
系

に
お
い
て
所
得
課
税

は
引
き
続
き
基
幹
的
役
割
藁

す

べ
き
も

の
と
考

え
・り
れ
る
が
、
税
制
改
革

に
当

た

.
て
は
、
所
得
課
税
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に
お

い
て
負
担

の
公
平
を
図
る
と
と
も

に
、
税
体
系
全
体
と
し

て
実
質
的
な
負
担

の
公
平

に
資
す

る
見
地
か
ら
・
所
得
課
税
を
軽
減
し
・

消
費

に
も
応
分

の
負
担

を
求
め
、
資
産

に
対

す
る
負
担
を
適
正
化
す
る

こ
と
等

に
よ
り
、
国
崇

公
平
感
を
も

っ
て
納
税

し
う
る
よ
う
税

体
系
を
構
築
す

る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

間
接
税

に

つ
い
て
は
、
現
行
制
度
が
直
面
し

て
い
る
諸
問
題
を
根
本
的

に
解
決
し
、
国
民
が
公
巌

を
も

っ
て
納
税

し
う
る
よ
う
な
安

定
的

か

つ
信
躍

の
あ

る
税
制
を
蟻

す
る
た
め
、

}、
れ
を
抜
本
的

に
豊

し
、
消
費

般

に
広
毒

養

担
を
求
め

る
制
度
と
す
る
}し

と
が

必
要

で
あ

る
」
。

▼」
象

口申

の
義

は
、
要
す

る

に
、
屏

得

.
消

費

・
資

奪

に
対

す

る
課
税

L
の

緬

み
合

わ
せ
L
を

「税

体

系
」
と

捉

え
た

う

え

で
・

屑

費

般

に
広
く
薄
く
負
担
を
求

め
る
L
消
費
税

は
、
屑

費

の
人
き
さ
に
応
じ
比
例
的
な
負
担
を
求
め
る
L

(す
な
わ
ち
同
額
の
消
費
に
は

同
額

の
負
担
を
求
め
る
)
と

い
,つ
意
味

で
、
「
水

平
的

公

平

に
資

す

る
」
租

税

で
あ

る
。
し

た

が

っ
て
、

そ

の
導

入

は
・
「
税
体

系
全

体

と

し

て

実
質
的
な
負
担

の
公
平

に
資
す

る
」

Ψし
と
に
な
り
、
国

民
が
公
平
感
を
も

っ
て
納
税
し
う
る
よ
う
な
安
定
的

か

つ
信
頼
感

の
あ
る
税
制
L

の

「
構

築

」

を
意

味
す

る
、

と

い
う
も

の

で
あ

る
。

み
.ら
れ
る
と
お
り
、

▼」
の
痕

の
な
か

で
所
得

.
資
産

・
消
費
が
同
列
視
さ
れ
、
し
た
が

っ
て
所
得

盗

肇

い
う
本
来

の
担
税
力
と

担
税
力

の
間
接
的
な
指
標

に
す
ぎ
な

い
消
費

と
が
事
実
上
同
列
視
さ
れ

て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
ご

あ

た
め
・
消
窺

の
導
入

(な

い
し
引
上
げ
)
に
よ
る

「
水
平
的
公
平
」
の

撃

ロL
と
は
、
実
質
的

に
は
、
す
な
わ
ち
所
得
や
資
産

と
い
う
本
来

の
担
税
力
と
の
関
係

に

お

い

て
は
、
逆

進

的

に
作

用

し
、

し

奈

.
て
実
質

的

に

は
不
公
、平
課

税

の
拡

人

を
意

味

す

る

の
だ

が
、

そ
れ

が

ま

っ
た
く
無

視

さ
れ

て

い
る
。

つ
ま

り
、
消
窺

の
導

入

(な
い
し
引
上
げ
)
に
よ

。
て
、
課
税

の
公

平

が

"改

悪

"
さ
れ

る

に
も

か

か

わ
ら

ず
・
答
申

は
逆

に

「
改

善
」

さ

れ

る
と

い
う
結

論

を
t

張

し

て
い

る
。

も

.
と
姦

.申
は
、
別

の
と
}」
ろ

で
、
「
所
得

に
対
す
る
逆
進
性
」
(課
税
の
不
釜

を
、
屑

費

般

に
負
担
を
求

め
る
間
接
税
を
導
入



商 経 論 叢 第31巻 第2号2!2

す
る
場
合

の
問
題
点
L
と
し
三

応
指
摘

し
て
は

い
る
.

し
か
し
、

そ
う
指
摘

し

て
お
き
な
が
・り
、
結
局

は
消
窺

導
入
を

「
水
平
的
公

平

」

の

「改

善

に
資

す

る
」

と
し

て
止是

す

る

}し
と

は
、

公
平

概

念

の
・
充

論

的

な
乱

用

と

い
・つ
ほ
か

あ

る
ま

い
.

と

い
.つ
の
は
、

▼」
れ

で
は
消
費

税

は
不

公

平

課
税

で
も

あ

り
公

平

課
税

で
も

あ

る
、

と
事
実

上

主
張

す

る

に
等

し

い
か

り
で
あ

る
。

ザ」
れ

に
対

し

て
は
、

い
わ

ゆ

る

ト

レ
ー

ド

・
オ

フ

(§

8

量

い
・つ
簡
便

な
回
答

が
用
意

さ
れ

て

い
る

の
か
も

し
れ

な

い
が
、
そ
れ

は
真

の
回
答

で
は
な
く

回
答

の
回
避

な

い
し
肇

に
す
ぎ

な

い
・

そ

れ

は
、
病

根

に

メ

ス
を

入

れ

る
か

わ
り

に
、
症

状

へ
の
対
症

療

法
的

な

蒔

凌

ぎ

で
済

ま
す

に
似

て
い
る
・

こ
の
よ

う
な

「
論

理
」
と
論

法

に
よ

る
最

大

の
被

害

者

は
、
判

断

に
迷

わ

さ
れ

る

一
般
納

税

煮

国
民
)
で
あ

る

}し
と

は

い
.つ
ま

で
も

な

い
・

(な
お
・

消
費
課
税

に
も
所
得
累
喬

な
親

-
兆

と
え
冥

修
品

.
高
級
。
…葉

な
課
税
対
象
と
す
る
個
別
消
費
税

が
存
在
し
う

る

こ
と

に

つ
い
て
は
後
述

す

る
)
。

㈲

次

の
論

者

の
主

張

は

、

そ

の
点

で
も

っ
と

.ー
寧

で
あ

る
。

翼

な
る
撃

間

の
不
公
平
は
・
所
得

の
性
質

の
也遅
い
か
ら
必
然
的

に
も
た
・り
さ
れ
る
面

が
撃

、
所
得
税

の
抱
え
る
本
質
的
な
問
題

で

あ

る

と

も

い

え

る
。

こ
う
し
た
条
件
を
叢

す
る
と
・
間
接
税

の
比
重
を
高

め
る

こ
と

に
よ
り
、
税
製

体

と
し

て
の
水
平
的
公
平
度
喬

上

さ
せ
る
}」
と

も
必
要

で
あ
ろ
う
・
課
税

↑

ス
の
広

い
間
接
税

で
は
、
同
じ
消
費
を
す

る
限

り
、
税
負
担

も
同
じ

に
な
・り
ざ
る
を
え
な

い
.
し
た
が

っ

て
・
所

得

源
泉

の
違

い

に
よ

っ
て
税

負

担

が
異

な

る

と

い

っ
た
事
態

は
生

じ
な

い
、

つ
ま

り
、

い
わ
ゆ

る

『
ク

ロ
ヨ
ン
問
題

』

は
原

理
的

に
生

じ
な

い
の
で
あ
る
・

し
た
が

っ
て
・
消
窺

を
増
税
し

て
所
得
税

を
減
税
す

れ
ば
、
水
平
的
公
平
が
改
善
さ
れ
る
も

の
と
期
待

さ
れ

る

ヒ
　畢

直

的

公
平

の
点

で
は
・
消
費

税

に
は
問
題

が
あ

る
。

こ
れ

に
は
、

つ
ぎ

の
二

つ
の
側

面

が
あ

る
。
篁

は
、
生
活

必
需

.
…
に
対

し

て

課
税
が
な
さ
れ
る
と
低
所
得
世
帯

の
負
担
が
過
重

に
な
る
と

い
う
騒

で
あ
る
.
第

二
は
、
税
率
が
里

で
あ
り
、
か

つ
所
得
税

に
お
け
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る
所

得

控
除

に
相
当

す

る
も

の
が
な

い
た

め
、
累

進
課

税

が
実

現

で
き
な

い
と

い
う
問

題

で
あ

る
・

た
だ

し
、

累

進
性

の
問

題

に

つ
い

て
は
、
所

得
税

の
累
進

性

が
形

骸

化

し
、

ア
メ
リ
カ

や

イ
ギ

リ

ス
に
続

い
て
日
本

で
も

・
法
定

の
累

進
税
率
を
緩
和

せ
ざ
る
を
え
楚

な

っ
て
い
る
▼」
と

に
注
意
す
る
必
要

が
あ
る
。

こ
う
し
窺

状
を
考
慮
す

る
と
・
消
窺

塑

口同
額
所
得

者

に
対
し
て
高
率

の
税
負
担

を
課
し
得
な

い
と
い
う
占
描は
、
従
来
考

え
ら
れ

て
き
た
ほ
ど
致
命
的
な
問
題

で
籔

曜
」
・

う

り
れ
る
と
お
り
、

一
般

に
同
額

の
担
税
力

で
あ
れ
ば
、

そ
の
形
態

や
源
泉

の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
・
同
額

の
租
税
負

担

で
な
け
れ

ば
な

り
な
い
と

い
.つ
意
味

の

「
水
平
的
公
平
」

の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
消
費
税

は

問

じ
消
費
を
す

る
限
り
・
税
負
担
も
同
じ

に
な

り
ざ

る
を

え
な

い
L

か

、り
、

公
平

課
税

の
整

筒
が
期
待

さ
れ

る
と

さ

れ

る
。

こ
こ

で
も

立
論

の

↑

ス
と
な

っ
て
い
る

の
は
・

同

じ
担
税

力

と

し

て
、
消
費
が
所
得
や
資
産
高

列
視

さ
れ

て
い
る

こ
と

で
あ

る
。
消
費

と
は
、
所
得
な
い
し
謹

か
ら
の
支
出

で
あ
り
・
し
奈

っ
て

理
論
的

巌

密

に
い
え
ば
、
真

の
担
税
力
と
な
り
う
る

の
は
所
得
な

い
し
資
産

で
あ
る
。
こ
の
意
味

で
消
蓼

・
担
税

力

の

;

と
し

て
・

所
得

な

い
し
塵

と
同
列

に
並

べ
る
▼し
と
は
、
理
論
的

に
は
正
し
垂

い
。
し
た
が

っ
て
、
消
費
税

の
場
合
・
局

額

の
消
撃

す

る
限

り
・

税
負
担
も
同
額

に
な
る
L

に
違

い
な

い
が
、
真

の
担
税
力
と

の
関
係

で
み
れ
ば
、
同
額

の
租
税
負
担

と
は
・
明
ら
か

に
担
税
力

に
た
い
し

て
逆
進
的
な
負
担
を
意
味
す
る
。

そ
れ
故

に
、
消
窺

は
、

一
般
的
本
質
的

に
麗

課
税

で
あ

り
・
課
税

の
不
公
平
を
必
然
的

に
拡
大
せ

ざ

る
を

え

な

い
。

ξ

」
う
が
論

者

は
、

こ

の
よ
・つ
に

「
水

茜

公
平

」
を

議

論
す

る
と
き

に
は
、
事

実
上

、
消

費
税

の
逆

進
性

を
否

定

(な
い
し
看
過
)
し

て
お
き

な

が
.り
、
転

じ

て

「
垂

直
的

公

平
」

を
議

論
す

る
段

に
な

る
と

(輪削
掲
引
用

の
後
半
部
分
)
、
屑

費
税

に

は
問

題

が
あ

る
L

と
し

て
・

そ

の
逆
進

性

を
・認
め

ら
れ

て

い
る
。

つ
ま
り
、

一
種

の
自
家

撞
着

に
陥

っ
て
い

る
と

い
う

ほ
か

な

い
・

く

わ
え

て
問

題

な

の
は
、
翼

な

る
繋

間

の
不

公
平

L

は

「
所

得

の
性
質

の
塩遅
い
か

ら

必
然

的

に
も

た
ら

さ
れ

る
」

と

い
.つ
誤

り

(所

得

の
性
質

で
は
な
く
、
税
制

の
性
質
か

り
む
し
ろ
も
た
・り
さ
れ
る
か
ら
)
は
、

こ

こ

で
問

わ
な

い
と

し

て
も

・
「
所

得
税

の
累
進

性

が
形

骸
化

し
・
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累
進
税
率

が
緩
和
さ
れ

て
い
る
現
状
L
で
は
、
屑

費
税
が
高
額
所
得
者

に
対

し
て
高
率

の
税
負
担
を
課
し
得
な

い
と

い
.つ
占
{は
.
従
来
考

え
ら

れ

て
き

た

ほ
ど
致
命

的

な

問
題

で
は
な

い
」

と

さ
れ

て
い
る

こ
と

で
あ

る
。

い

い
か

え

れ
ば
、

す

で

に
前

に
批

判

し
た

と
お

り
、
所

得
税
率

の

ヲ

ラ

ッ
ト
化
L
簡

素
化
L
な
ら
び

に
広
範

に
及
ぶ
租
税
特
別
摸

の
存
在

に
よ

.
て
、
累
進
性

が
形
骸
化
し

て
い
る
現
状
を

事
実

上

不

問

に
付

し

た
う

え

で
・
所
得

税

の
税

率
構

造

も

か

っ
て
に
比

べ
れ
ば

璽

税
率

に
近

い
も

の

に
変

.
て
き

て
い
る
か

.り
、
「高

額

所

得
者

に
対

し

て
高
率

の
税
負

担

を
課

し
得

な

い
と

い
・つ
点

」

は
、

な

に
も
消
費

税

だ

け

に
限

.
た
問

題

で
は
び

、

し

た
が

.
て
現

状

で
は
取

り
薯

て
問

題

に
す

る
事
柄

で
は
な

く

な

っ
て

い
る
と
事

実
上

述

べ
・り
れ

て

い
る

}」
と

で
あ

る
。

}」
れ

は
理
論

的

な
説

明

と

い
.つ

よ

り
は
、

現
状

(現
行
税
制
)
の
政

治
的

な

「
合

理
化

」

と
追

認

で
あ

る
。

こ
う
し

て
・

い
わ
ば
董

・
三
重

の
事
実
上

の
論
点
す
り
替

え
に
よ

っ
て
、
結
局

は
消
費
税
が
も

つ
所
得
逆
進
性

と
課
税

の
不
公
平

の

拡
大
と

い
う
本
質
的

な
理
論
問
題
が
牒

模
糊
と
化

し
て
し
ま
う
.

▼、
れ
ま
乍

述
し
た
と
お
り
、
理
論
的

に
耀

ば
、
現
代
流

の
公
平

論
が
も

つ
基
本
的

な
混
乱
と
誤
り

に
巾
来
し

て
い
る
と
、」[
う

べ
き

で
あ
ろ
う
.
現
代
秘
税
論

の

混

沌
L
と

暮

迷
L
を
象
徴
的

嬉

小
し

エ

へ

む

て

い

る

と

ま
　ロ
う

ほ

カ

あ

る

ま

し

の

時
代

の
推
移
と

の
関
連
か
ら

い
え
ば
、
現
代

隻

配
的
な
公
平
論

と
し

て
の

宋

平
的
公
平
」
「垂
直
的
公
平
」
の
中

で
、
議
論
と

し
て
取

り
分
け
強
調
さ
れ
・

あ
る
い
は
注
目

さ
れ
だ
し
た

の
は
前
者

の
方

が
新

し
く
、

ほ
ぼ

冗

三
〇
年
代
以
降
-

国
家
独
占
資
杢

義

へ
の
移
行
と
ほ
ぼ
符
号
t

の
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
。

諌

税

の
公
平

の
分
析

は
・
人
部
分

が
異
な
る
経
済
状
況

に
あ

る
人

々
の
間

で
の
租
税
幕

配
分
ー

垂
爵

公
平

に
関
連
し
て
き
た
.

本
質
的

に
同
じ
経
済
状
況

に
あ
る
人

々
の
取
扱

い
に
関
す

る
問
零

-

歌

饗

平

の
問
題
t

は
、

兀

三
〇
年
代
以
降

に
注
目
を
集

(
20

)

め
だ

し

た
」
。

こ

の
よ
う

に

「
水

平
的

公

平

」
が
注

目

さ

れ
だ

し

た

の
は
比

較
的

に
新

し
く
、

従

来
あ

え

て
強

調

さ
れ

な
か

.
た

の
は
、

そ

の
内

容

自
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体

あ

る
意
味

で
は
自

明

の
前

提

で
あ

る
と

い
・つ
だ

け

で
な

く
、
す

で

に
ω

で
述

べ
た
と

お

り
、
「
垂
直

的

公
平
」

の
中

に
理
論

上
包

含

さ

れ

え

た
か

、り
だ

と

い

っ
て
よ

い

で
あ

う

つ
。

そ
れ

に
も
か

か

わ
ら

ず
、

三
〇
年

代

以
降

に
な

っ
て
、
事

新

し

く
強

調

さ
れ
・

注
目

を

あ

び

る

に
至

っ
た

の
は
、
少

な

く

と

も
次

の
二

つ
の
事
情

(理
由
)
に
よ

る
と

い

っ
て
よ

い

で
あ

ろ
う
。

そ
の
第

一
は
、
現
代
資
李

義
も
資
本
義

と
し

て
の
基
本
的

・
本
質
的
構
造

に
お

い
て
は
、
当
然
な
が
ら
変

り
な

い
も

の
の
・
国
家

独
占
資
本
主
義

へ
の
新
た
な
移
行
と
と
も

に
、
経
済
讐

と
階
級

・
階
層
獲

が
複
雑
化
し
・
あ
わ
せ
て
国
家

に
よ

る
経
済
的
な
介
入

.

規
禦

響

に
進
展
し
1

人
・
日
、

蒔

的

に
流
行
り
気
味

の
い
わ
ゆ
る

「
規
制
緩
和
」

の
動
き
は
・
本
質
的

に
は
ケ

イ
ン
ズ
理
論

「
破

綻
」

後

の

歪

の
反
動
と
介
入

.
規
制

の
再
調
整

に
す
ぎ
ず
、

決
し

て
吊

義

(段
階
)

へ
の
回
帰

で
は
な

い
し
・

ま
た
あ
り
え
な

い

i

-、
そ

の

憂

映
と
し

て
、
い
わ
ゆ
る
所
得

の

「多
様
化
」
と
そ

の
源
泉

の

覆

雑
化
」
が
急
速

に
進

ん
だ

こ
と

で
あ
る
・
た
と
え
ば
・

各
種

の
資
産
所
得
や
移
転
な

い
し
振
替
所
得

(量

h§

8
星

が
そ
れ

で
あ
る
。
と
り
わ
け
資
産
所
得

の

「
多
様
化
」

に
よ

っ
て
・

そ

の
真

の
源
泉
が
剰
余
価
値

で
あ
り
、

そ
の
諸
派
生
形
態

で
あ
る

こ
と
を
ま
す
ま
す
隠
蔽
す

る
事
態
、

言

で
い
え
ば
資
本

の

「
物
神
性
」

が

一
段

と
高
度
化
し
た
}、
と

で
あ

る
。

}、
の
た
め

に
、
現
象
的

に

「
多
様
」

で
様

々
な
所
得
間

に
お
け

る
課
税

の
公
平
性
1

「
水
平
的

公
平
」
i

と

い
う
問
題
関
心
が
、
実
際
的
問
題

と
し

て
人
き
く

ク

ロ
ー
ズ

ア

ッ
プ
さ
れ
る

に
い
た

っ
た

こ
と

で
あ
る
。

第

二
が
、

い
わ
ゆ
る
租
税
特
別
謹

に
よ
る
各
所
得
間

に
お
け
る
租
税
負
担

の
不
公
平

と
り
わ
け
資
産
性
所
得

と
勤
労
性
所
得
な
ら

び

に
大
法
人
所
得

と
41
小
法
人
所
得
間

の
そ
れ
ー

の
著
し

い
拡
大

で
あ

る
。

こ
れ
も
国
家
独
占
資
本
義

へ
の
移
行

に
伴

つ
国
家

の
経

済
的
介
♂

規
制

(誘
因
護

)
の
重
要
な

蓼

し
て
、
税
制
が

「萬

的
課
税
」
(曇

璽

鋤諸
婁

)
な
い
し

租

税
萬

L
(露

一コ
α
=
。
.
ヨ
.
コ
仲)
と

し

て
積

極

的

に
利

用

さ
れ
始

め

た

▼し
と

の

反

映

で
あ

る
。

こ
れ

に
関

し

て
は
、

す

で
に
各

国

の
多

く

の
論
者

に
よ

っ

て
繰

返
し
指
摘
ず

み
の
こ
と

で
あ

麺

、
た
と
え
ば

ペ

ッ
ク

マ
ン
も

ア
ー

カ
の
実
態

に

つ
い
て
次

の
よ

う
に
述

べ
て
い
る
・

爵

政
学

の
専
門
家

は
、
課
税

の
公
平
概
念
叢

直
的
、
水
平
的

と
い
う
・
一
つ
の
側
面

で
考

え
る
。
爵

的
公
平
は
異
な

る
所
得
階
層

に
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い
る
人
々
の
間

で
の
税
制

の
公
平

に
関
連
す

る
。
大
半

の
人

々
は
所
得
階
層
間

に
租
税
負
担
を
分
配
す
る
最
も
公
平
な
方
法

と
し
て
、
累

進
課
税
を
受

け
入
れ
る
・

つ
ま
り
富
裕
者

は
貧
困
者
以
上

に
支
払
う

の
み
な

b
ず
、
ま
た
所
得

の
・つ
ち
よ
り
大
き
な
割
A
口
を
支
払

つ
べ
き

だ
と
信
じ
ら
れ

て
い
る
・

ア
う

力
合
衆
国

の
税
制

は
全
体

と
し

三

連
邦
、
州

地

方
税
を
A凸
め
て
)
累
進
的
だ
が
、
し
か
し
そ
の
程
度
は

緩

や

か

で
あ

る
。

窒

的
公
平

は
・
同
じ
経
済
状
況

に
あ

る
人

々
の
問

で
の
租
税
負
担

の
分
配
と
関
係
を
も

つ
。

}、
れ
は
重
要

な
国
民
曽

標
が
租
税

の

牛

ト
を
通

じ
て
最
も
効
率
的

に
護

さ
れ
う
る
場
食

め

っ
た
に
こ
の
場
合
は
な
い
が
)
を
除

い
て
、
等
し

い
所

得
に
等
し

い
課
税
を
要
求

す
る
・

ア
メ
リ
カ
の
税
制

は
書

的
公
平

の
基
準
と
か
ろ
・つ
じ

二

致
す
る
け
れ
ど
も
、
か
な
り

の
程
度
水
平
的
公
平

の
原
則
を
踏

み
に

じ

っ
て
い
る
・

無
数

に
あ

る
特

別
控

除

、
除

外
、

税

額
控

除

は
同

じ
経
済

状

況

に
あ

る
人

々

の
間

で
、
租

税

負
担

に
大

き

な
差

を

つ
く
り

出

し

て

い
る
。

そ
し

て
国

益

に
と

っ
て
役

に
立

た
な

い
か

阻
害

的

で
あ

る
」。

ヲ

メ
リ
ヵ
合
衆
国

の
個
人
所
得
税
は
、
課
税

↑

ス
を
大
幅

に
縮
小
さ
せ
、
ま
た
、
い
か
な
る
税
率
体
系

で
も
潜
在
的
税
収
を
減
少
さ

　
お

　

せ

る
無
数

の
特

別

措
置

に
よ

っ
て
侵
食

(巴
。
ωδ
コ
)
さ

れ

て
き

た
」
。

こ
う
し

て
・
上
述

の
二

つ
♀

な
事
情

(理
由
)
が
、

亘

自
明
と
も
思
え
る

「水
平
的
公
平
」
論
を
、
比
較
的
近
年

に
い
た

.
て
事
新

し

く
強
調

さ
せ
・

ク

。
ー
ズ

ア

ッ
プ

さ

せ
た

こ
と

は
明

ら

か

で
あ

ろ

う
。

だ
が
、

▼」
の

「
水
平

的

公
平

」

の
意
義

、

な

.り
び

に

「
垂
直

的

公

平
」

と

の
関
連

に

つ
い

て
は
、

す

で

に
ω

で
述

べ
た
内
容

に
お

い

て
把

握

さ

る

べ
き

」
と

は
繰
返

す

ま

で
も
な

い
。

@

批
判
的
小
括
ー
-

そ
の
、
一ー
ー

別

「
水
平
的
公
平
」
「垂
直
的
公
平
」
を
め
ぐ
る
現
代
的
公
平
論

の
論
点
整
理

の
た
め
に
、
最
後

に
指
摘
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
.り
な

い
の
は
・
篁

に
・

い
わ

ゆ

る
笙

次

的

分

配

に
お

け

る
所

得

な
ら

び

に
資

産

(担
税
力
そ
の
も
の
)

の
不

公
平

の
所

在

と
理
由

、

そ
し

て
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第
二
に
、
第
二
次
的

.
再
分
配

の
現
代
的
実
態
と
し

て
の
現
存
す
る
不
公
平
課
税

・
税
制

の
基
本
的
性
格

(本
質
)
、
所
在
な
ら
び
に
理
由

を
、
ど

こ
に
、
ど
う
見
る
か
と

い
う
問
題

で
あ

る
。

こ
れ
は
同
時

に
、
資
本
主
義
と

り
わ
け
現
代
資
本
主
義

の
本
質
認
識

の
い
か
ん

に
係

る
問
題

で
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
点
が
明
確

に
さ
れ
な
け
れ
ば
、
「水
平
的
」
か

「
垂
直
的
」
か
を
問
わ
ず
、
不
公
平
課
税

・
税

制

の
是
正
と
公
平
課
税

の
実
現

の
方
向
な
ら
び

に
方
策
も
明
確

に
さ
れ
え
な

い
か
ら

で
あ
る
。
先
ず

は
、

こ
の
点

に
関
し

て
支
配
的
と
思

わ
れ
る
主
張
を
聞

い
て
み
よ
う
。

「
わ
れ
わ
れ

の
生
活
し

て
い
る
経
済
社
会

の
顕
著
な
欠
陥
は
、
完
全
雇
用
を
提
供
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
、
富
お

よ
び
所
得

の
恣

意
的
で
不
公
平
な
分
配
で
劾

」・

「資
本
主
義
体
制

は
所
得
と
富

の
か
な
り
大
き
な
不
平
等

に
よ

っ
て
特
徴

づ
け
ら
れ

る
こ
と
が

で
き

る
し
、
実
際

に
も

そ
の
よ
う
に
特

(
25
)

徴

づ
け
ら
れ

て
い
る
」
。

「
市
場
経
済

に
お
け
る
所
得
と
富
と

の
分
配
は
、
相
続

に
関
す

る
法
律

・
生
得
的
才
能

の
分
布

・
教
育

の
機
会

の
利
用
可
能
性

.
社
会

的
可
動
性

.
お
よ
び
市
場

の
構
造
を

ふ
く
む
多
く

の
要
因

に
依
存
す
る
。

こ
れ
ら

の
要
因

の
結
果
と
し

て
、

一
定

の
平
等
度
な

い
し
不
平

等
度
を
も

っ
た
あ

る
分
配
状
態

が
あ
ら
わ
れ
る
。
…
…
民
主
的
社
会

に
お
い
て
は
分
配
状
態

へ
の
干
渉
が
要
求
さ
れ
る
場
合

(不
公
平
、
不

平
等
…

引
用
者
)
が
お
こ
る

こ
と
を
否
定
す
る
も
の
は
ほ
と

ん
ど
な

い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
分
配
状
態

の
是
正
が
秩
序
あ

る
方
式

で
、

し
か
も
経
済

の
効
率
的
機
能

に
た

い
し

て
も

.
と
も
害

の
少

い
方
法

で
、
行
わ
れ
う
る
馨

が
準
備

さ
れ
ね
ば
な
ら
亀

」
・

「
公

平

と

い

っ
て
も

、

『
事

前

の
』

公
平

と

『
事

後

の
』

公
平

と

い
う
考

え
方

が

あ

る

こ
と

に
注

意

し

な

け
れ
ば

な

り
ま

せ

ん
。
事

前

の

公

平

と

い
う

の
は
、
機

会

の
均
等

が
保

障

さ

れ
れ

ば
、
結

果

の
不
公

平

は
努

力

や
能

力

の
相

違
か

ら
生

ず

る
も

の
と
し

て
是

認

し
う

る
と

い
う
考

え
方

に

つ
な

が

っ
て
い
ま
す

。

し

た

が

っ
て
こ

の
場
合

に
は
、
納

税
者

が
出
発

点

に
お

い

て
イ

コ
ー

ル

・
フ

ッ
テ

ィ

ン
グ

な
関

係

に
あ

る

こ
と

が
も

っ
と

も
重
要

視

さ
れ

ま
す
。

　…
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こ
れ

に
対

し

て
事

後

の
公

平

は
結

果

の
公

平

を
意

味

し

ま
す
。

こ
の
よ

う
な
事

後

の
公

平
性

が
強

調

さ
れ

る

の
は
、
第

一
に
出
発

点

が

必

ず

し
も

イ

コ
ー

ル

・
フ

ッ
テ

ィ

ン
グ

で
な

い
こ
と
、

す

な
わ

ち
贈

与

・
遺

産
、

人

間
関

係
、

家

庭

環
境

な

ど

に
よ

っ
て
、

制
度

的

に
は

と
も

か

く
、

実
質

的

に
は
機

会

の
均
等

が
保
障

さ

れ

な

い
こ
と
、

そ
し

て
第

一に
た

と
え
機
会

の
均

等

が
保
障

さ
れ

た
と

し

て
も
、
将

来

の
不

確
実

性

、

市
場

の
不
完

全
性

な
ど
人

び

と

に
と

っ
て

ア

ン

コ
ン
ト

ロ
ー

ラ
ブ

ル
な
要

因

に
よ

っ
て
結

果

の
不

公
平

が
不
可
避

的

に
生

　
れ
　

ず
る

こ
と

で
す
。
し
た
が

っ
て
、
租
税
論

と
し

て
は
主
と
し

て
事
後

の
公
平
を
重
視
す
べ
き

で
し

ょ
う
」
。

「
西
欧
先
進
諸
国

や
戦
後

の
日
本

は
、

政
治
原
則
と
し

て
民
セ
主
義
を

と
り
、

経
済
原
則
は
資
本
主
義
を
採
用
し
て
い
る
が
、

そ

の
結

果
、
平
等

な
権
利

と
不
平
等
な
所
得
や
富
が
混
在

し
、
両
者

の
間

に
緊
張
関
係
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
状
況

に

あ
る
。
権
利

は
平
等

に
分
配

さ
れ

て
い
る
は
ず

で
あ
る
が
、
巨
額
な
市
場

の
報
酬
を
得
た
人

は
、
当
然
、
権
利
を
余
分

に
入
手

で
き
る
。

資
本
主
義
経
済
社
会

が
め
ざ
す
第

一
の
目
標

は
、
自
由

で
効
率
的
な
社
会

で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
結
果
、
所
得

や
富

が
不
平
等
な
も

の

と
な
り
、

そ
の
格
差
は
放
置
す
る
な
ら
拡
大
す

る
だ

け
で
あ
る
。

そ
こ
で
不
平
等

の
範
囲
と
程
度
を
縮
小
す
る
た
め
の
経
済
政
策
を
採
用

す
る
と
、

そ
れ
が
生
産
誘
因
を
弱
あ
た
り
、
他

の
点

で
経
済
効
率
を
損

っ
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、

こ
の
過
程

で
社
会

は

し
ば
し
ば
選
択
を
迫
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
効
率
性
を
す

こ
し
犠
牲

に
し

て
平
等
を
促
進
す

る
か
、
平
等
を
す

こ
し
犠
牲

に
し
て
、

効
率
性
を
す

こ
し
増

し
た
り
す

る
か
、
と

い
う
選
択

で
あ
る
。
民
主
的
な
資
本
主
義
経
済
社
会

に
お
い
て
は
、
『
平
等
と
効
率
」
の
あ

い
だ

　
　
　

の
ト

レ
ー
ド

オ

フ
に
常

に
悩

ま

さ
れ

て
い
る
と

言

え

る

の

で
あ

る
」

等

々
。

鋤

み

ら
れ

る

と
お

り
、
上

述

の
.
一
つ
の
面

に
お
け

る
不

公
平

の
存

在

そ

の
も

の

に

つ
い
て

は

(
た
だ
し
、
後
者

の
面
の
不
公
平

に
か
ん
す

る
引
用
は
、
こ
れ
ま
で
繰
返
し
指
摘
し
て
き
た
こ
と
で
も
あ
る
の
で
省
略
)、

い
ず

れ

も
現

代
資

本
主

義

下

の
歴
然

た
る
実

態

で
あ

る
か

ら
、

こ
れ

を

否
定

す

る
論

者

は
ま
ず

い
な

い
と

い

っ
て
よ

い

で
あ

ろ
う
。

だ
が

問
題

は
、

そ

の
所

在

と
理

由

を
、

ど

こ
に
ど

う

み

る
か

で
あ

る
。

ま
ず
第

一
点

の
第

一
次

的
分

配

に
お
け

る
所

得

・
資

産

の
不

公
平

に

つ
い
て

い
え
ば
、

ほ
と

ん
ど

の
論

者

の
見

解

に
み
ら

れ

る
ほ
ぼ
共
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通

の
特

徴

は
、
総

じ

て
現

象

的

・
皮

相
的

な

い
し
主
観

的

・
偶

然
的

な

諸
要

因

に
よ
る
多

元
的

な

説
明

に
終

始

し

て
い
る

こ
と

で
あ

る
。

つ
ま

り
、
「相

続

、
生

得
的

才

能
、
教
育

の
機

会

の
利

用
可
能

性
、
社

会

的
可
動

性

、
市
場

の
構

造

」
(
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
)
、
あ

る

い
は

「
贈

与
・

遺

産

、
人

間

関
係

、
家
庭

環

境
、
将

来

の
不
確

実

性
、
市

場

の
不

完
全

性

」

(宮
島
)
な

ど
、
「
多

く

の
要

因
」

の
複

合
的

な

「結

果

」
と

し

て
し

か
捉

え

ら
れ

て

い
な

い
。
こ

の
よ

う
な
捉

え
方

に
蹉

つ
か
ぎ

り
、
第

一
次
的

分

配

に
お

け

る
不
公

平

は
、
ケ
イ

ン
ズ
が

い
う

と

お
り
・

ま

さ
し

く

「
恣
意

的

な

不
公

平
」

に
す
ぎ

な

い

こ
と

に
な

ろ

う
。

し
か

し
、

こ
れ

で
は
、

不

公
平

は

い
ろ

い
ろ
な
部

面

と
時
点

に
、

い

ろ

い
ろ
な
要

因

に
よ

っ
て
、
い
ろ

い
ろ
な
性
格

の
も

の
が
発

生

し
、
存
在

す

る
と

い
う
説

明

以
上

の
も

の

で
は
あ

り
え

な

い
。
逆

に
い
え
ば

、

不

公

平

の
本
質

(基
本
的
性
格
)、

そ

の
基

本

的

な
も

の
と
副
次

的

な

も

の
等

々
が
レ

全

に
明

ら

か

に
さ
れ

え
な

い
。

し

た
が

っ
て
ま
た
、

「
所

得

(資
産
)
の
再

分

配
」

政
策

に
よ

る
不
公

平

是
正

に

つ
い

て
も
、

何

が
基
幹

的

で
何

が
補

完

的

か
、

そ

の
方

向

性

と
基
本

的

内
容

が

正

し
く
明

確

に
さ
れ

え
な

い

こ
と

に
な

ろ
う
。

ほ
ぼ
毎

年
度

、

大

な

り
小

な

り
実

施

さ

れ

る
税

制

改
正

の
具
体

的

内
容

が
、

概

し

て
い
わ

ゆ

る
総

花
的

な
域

を
出

な

い
こ
と
、

あ

る

い

は
、

こ
れ

ま

で
長

き

に
わ

た

っ
て

「
再
分

配

」
政

策

が
積

み
上

げ

ら

れ

て
き

た

は
ず
な

の

に
、

不
公

平

の
是

正

は

い

っ
こ
う

に
実

現

し

な

い

の
も

、

こ
う

し

た
理
論

的

難
点

に
責

任

の

一
半

が

あ

る
i

決

定
的

要

因

は
政

治
的

力
関

係

の
方

に
あ

る
と

し

て
も

ー

と

い

っ
て
も
過

詩

で
は
な

い

で
あ

ろ
う
。

不

公

平

の
所
在

と

理
由

を
真

に
明
確

に
す

る

た
め

に
は
、

現

象
的

・
皮

相

的

な

い
し
主

観
的

・
偶

然
的

な

諸
要

因

に
よ

る
多

元
的

な
説

明

で
は

な
く
、
資

本
主

義

の
基

本

的

な
社

会

・
経

済
的

メ
カ

ニ
ズ

ム
に
由

来

す

る
客

観
的

な
必

然

性

(な
い
し
必
然
的

ハ
の
　

傾
向
)
と

し

て
把

握

さ

れ
な

け

れ
ば

な
ら

な

い
。
そ
し

て
、

こ

の
点

で
は
今

な

お
、
『
資
本

論

』
(資
本
蓄
積

の

一
般
法
則
)
に
よ

る
分
析

を
超

え

る

よ
う

な
、

理
論

的

な
説

得
力

を

も

っ
た
解

明

は
見

当

た

ら
な

い
よ
う

に
思

わ

れ

る
。

次

い

で
、
第

二
点

目

の
現

行

税
制

そ

の
も

の

の
不

公
平

性

に

つ
い

て
い
え

ば
、
現

代

の
財

政
論

が

い
う

「
所

得

(資
産
)
の
再
分

配
」

の

理

念

と
、

本
来

は
相

矛

盾

す

る
性
格

の
も

の

で
あ

る

こ
と

は

い
う
ま

で
も

な

い
。

し

か
も

こ
れ

は
、

た

ん

に

一
時

的

な

も

の

で
も
、

あ

る
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い
は
特
定

国

に
だ

け
存

在

す

る
と

い
う

も

の

で
も
な

く
、

逆

に
長

期
的

な
傾
向

と

し

て
各

国

に
ほ
ぼ
共

通

に
ー

も

っ
と
も
、

程
度

の
差

や
具
体

的

な
特

殊
性

の
違

い
が
あ

る

こ
と

は

い
う

ま

で
も

な

い
が
ー

み

ら
れ
現

象

(実
態
)
で
あ

る

こ
と
、
ま

た
く

わ
え

て
、

こ
の
不

公

平

税

制

は
、

一
言

で
い
え
ば
、

担
税

力

の
大

き

い
資

本

の
側

に
軽

く
、
逆

に
担
税

力

の
小

さ

い
労

働

の
側

に
重

い
と

い
う

こ
と

を
、

そ

の

中

心

的

な
内

容

と
し

て

い
る

こ
と
も
、

す

で

に
み

た
と

お
り
、

ほ
と

ん
ど

の
論
者

が
事

実
上

承

認
す

る
と

こ
ろ
と
言

っ
て
よ

い
。

こ

の
よ
う

に
、

こ

の
不
公

平

も
、

偶
然

的

で
も

一
時

的

で
も

な

い
と
す

れ

ば
、
資

本

主
義

あ

る

い
は
現
代

資
本

主
義

の
社

会

.
経

済
的

メ
カ

ニ
ズ

ム

に
基

本

的

に
由

来

す

る
構

造

的

、

必
然

的

な
性

格

の
も

の
と

し

て
明

ら
か

に
す

べ
き

こ
と

を

示

唆

し

て

い
る
と

い

っ
て
よ

い
。
あ

る

い
は
言

い
か

え
れ
ば
、

こ
う
し

た

。・o
一一。
コ
(あ
る
べ
き
こ
と
、
あ
る
は
ず
の
も
の
)
と

ω
9
コ

(現
に
そ
・つ
で
あ
る
も

の
)
と

の
長

期
的

.

一
般

的

な
乖

離

が
、

な

ぜ
発
生

し
、

な
ぜ

消

滅
し

え

な

い

の
か

が
、

よ

り
根

源
的

に
問

わ

れ
な

け

れ
ば

な
ら

な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

と

こ
ろ
が
・
論
者

の
ほ
と
ん
ど
は
・
現
行
税
制

の
仕
組
上
な

い
し
制
度
上

の
問
題

に
・
そ
の
要
因
を
求

め
る
に
止

ま
麓

こ
れ
は

こ
れ

で
、

不
公

平

を
生

み
だ
す

直
接

的

・
具

体
的

要

因

と

し

て
、

個

々

の
指
摘

は

ほ
と

ん
ど
首

肯

で
き

、

か

つ
重

要

で
あ

る

に
違

い
な

い

の
だ
が
、

さ
ら

に
立

入

っ
て
、

直

接
的

諸
要

因

の

い
わ
ば
背

後

に
存
在

す

る
根
本

的
、

一
般
的

要

因
、

い

い
か
え

れ
ば
、

そ
も

そ
も

こ
う

し

た
税
制

の
不
公

平

が

一
般

的

か

つ
長

期
的

な
常

態

を
な

す

の
は
、

な
ぜ

か

が
問

わ
れ

ね
ば

な

ら
な

い
ー

、

あ

る

い
は
決

定
的

な
説
得

力

を

も

た
な

い
、

内
容

空

疎

な
抽
象

的

説
明

に
終

っ
て
い
る
場
合

が
多

い
よ
う

に
思

わ
れ

る
。

後
者

に

つ
い
て
補

足

す

れ
ば

、

「
現
代

国
家

」

の
も

と

で
は
、

「
政

策

の
プ

ラ
イ
オ

リ

テ

ィ
が
、
租

税

原
則

保
持

よ

り

は
そ

の
他

の
目
的

に
お
か

れ

て
き

た

こ
と

」
「原

則

保
持

以
外

の
価
値

判

断

に
よ

っ
て
租
税

が
操
作

さ
れ

る
」

こ
と

の
た

め

に
、
「
『
公
平

』
を
中

心

と

し

て
組

立

て
ら
れ

て

い
る
原

則

へ
の
侵
割

」

が
生

ず

る
と
か

、

あ

る

い
は
租

税
原

則

な

い
し
経

済

政
策

の

「
効

率
性

と

公
平
」
、

そ

の

「
ト

レ
ー

ド

・
規
躍
」

の
た
め

に
、
公
平

の
侵
害
が
生
ず
る
と

い

っ
た
説
明
i

実
際

に
は
、
説
明

の
回
避
な

い
し
放
棄
1
が
、
そ

の
象
徴
的
な
事

例

で
あ

る
。
こ
う

し

て
、
第

一
の
面

に
お
け

る
不

公
平

だ

け

で
な
く
、
第

二

の
面

に
お

け

る
不

公
平

、
す

な

わ
ち
第

二
次
的

分

配

(再
分
配
)
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の
制
度
的
表
現
と
し
て
の
現
代
税
制

の
不
公
平

に

つ
い
て
も
、
蚕

本
論
』
に
よ
る
ド
部
構
造

の
分
析
を
踏

ま

え
た
国
千

事
実
上

の
総
資

本

(総
独
占
資
本
)
と

い
・つ
基
本

的
観

点

と

見
解

以
外

に
、
そ

の
こ
と
を

理
論

的

な
説

得
力

を

も

っ
て
解

明

し
・
説
明

で
き

る
も

の
は
な

い

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

㎝

以
下

は
、

㈹
～

⑨

で
述

べ
た

こ
と

の

一
応

の
小
括

で
み

罷
。

資
本
主
義
下

の
第

灰

的
分
配
に
お
け
る
所
得
と
資
産

の
格
差

(不
公
平
)
は
、

蒔

的

・
偶
然
的
な
性
格

の
も
の
で
は
な
く
・
構
造
的

で
あ

っ
て
、

し

た
が

っ
て
長
期

的
、

必
然

的

性
格

の
も

の

で
あ

る
。

し

た

が

っ
て
、

ケ

イ

ン
ズ
が

い
う
よ

う

に
、

そ
れ

は
決

し

て

「
恣
意

的

な

不
公

平
」

で
は
な

い
。

}、
の
不
公

平

と
格

差

は
、
『
資

本
論

』

が
解

明

し

て
い
る
と

お

り
、
経

済

の
二
要
素

を

な
す
生

産

手
段

と
労
働

力

が
、
前
者

は
私
有

財

産

と

し

て
資

本

の
側

に

(そ
の
存
在

・
所
有

の
現
象
形
態
は
、
か

つ
て
と
比
べ
現
代

で
は
複
雑
化
し
て
い
て

も
・
本
質
的
関
係

は
不
変
で
あ
る
)、
後
者
は
労
働

の
側

に
.
極

分
離
し
た
う
え

で
、
労
働
力
商
品

の
売
買
を

つ
う
じ
る
経
済
的
搾
取

(剰
余
価
値

の
生
産
)
関
係

に
よ

っ
て
結

合

し

た
社

会
経

済
構

造

で
あ

る

こ
と

に
必

然
的

に
由

来

す

る
か

ら

で
あ

る
。

し
た

が

っ
て
現

代

資
本
t

義

の
も

と

で
は
、
主

と
し

て
独

占
資

本

の
成

立

と
支

配

に
よ

っ
て
、

こ
う
し

た
富

(所
得
と
資
産
)

の
両

極
分

化

の
傾
向

は

}
般

的

に
い

っ
そ
う

顕
著

と

な

る
。

一
般

に
経

済

(資
本
蓄
積
)
の
発

展

と
進
行

に
伴

っ
て
、
独
占

資

本
を

頂
点

と

す

る
資
本

の
側

へ
の
所

得

と
資
産

の
集

中
化

が
傾

向

的

に

強

ま

り

(
ワ、
の
内
部

に
も
格
差
が
発
生
、
拡
大
す
る
が
、
い
ず
れ
も
剰
余
価
値

m
の
派
生
形
態
な
い
し
分
割
形
態
の
集
積
)
・
他
方

で
労

働

の
側

の
所
得

と
資
産

は
、
内
部

格

差

を
含

み

つ

つ
、
絶

対
的

に
は
増

大

し

う

る
と

し

て
も
、
そ
れ

ら

は
可
変

資
本

v

(労
働
力
の
再
生
産
費

.
賃
金
)
の
転

化
形

態

の
域

を
基

本

的

に
超

え

る

こ
と

は
な

い

(な
お
、
小
零
細
企
業
や
農
民
な
ど
小
商
品
生
産
者
の
ケ

ー
ス
も
、
こ
れ
に
準
じ
て
捉
え
て
お
け
ば
よ

い
)。
▼、
れ
が
、
資
本
主
雫

の
、
そ
し

て
現
代
資
李

義
下

の
笙

次
的
分
配

に
お
け
る
格
差
と
不
公
平

の
基
本
的
な
性
格

と
傾
向

で
あ

り
、

本

質
的

な
根

因

で
あ

る
。

こ

の

こ
と

は
、

現
代
資

本

主
義

下

の
実

態

に
よ

っ
て
も

ほ
ぼ
実
施

さ
れ

て

い
る
と

い

っ
て
よ

い
。

ま

た
、

現

代

財
政

論

の
各

流

派

が

こ
ぞ

っ
て
、

「
所

得

(資
産
)
の
再

分

配

」

の
必
要

を
現

代

財

政

の
軍
要

な

一
役

割

と

し

て
強

調

し

て

い
る

こ
と
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自
体

が
・

こ
う
し
た
笙

次
的
分
配

に
お
け
る
不
公
平

の
必
然
的
な
発
生
と
存
在
を
逆

に
証
明
し

て
い
る
と

い

っ
て
よ
い
。

だ

が
・

こ
う

し

た
主
張

と

理
念

(ω
量

)
に
も

か

か

わ
ら

ず
、

現
代

税
制

の
実
態

(善

)
は
、

む

し

ろ

そ

の
逆

に
近

い
。

す
な

わ
ち

、

現
代
税
制

に
よ
る

募

配
L

は
、
資
本

の
側

に
厚

-
労
働

の
側

に
薄

い
と
言

.
て
趨

」口
で
は
な

い
実
態
下

に
あ
る
.

そ
(顎

因
は
、

つ
ま

る
と

こ
ろ
、
「
再
分

配
」

の
推

進

者

で
あ

る
現

代

国
家

が
事
実

上

の
総

資
本

(総
独
占
資
本
)
で
あ

る

こ
と

に
由

来

し

て

い
る
。

こ
こ
か

ら
・

万

に
お
け
る
資
本
優
遇
課
税

と
他
方

に
お
け
る
大
衆
課
税

の
強
化
と

い
う
、
現
代
税
制

の
根
幹
を
貫
ぬ
く
本
質
的
特
徴

と
基
本
的

傾
向

が
必
然
的

に
発
生
す
る
。

し
た
が

っ
て
、
現
代

に
お
け
る
公
平
課
税

の
実
現
と
不
公
平
税
制
是
正

の
是
本

は
、

こ
う
し
た
不
公
平

の
縮
小
と
解
消

に
あ
り
、
ま
た

資
本

の
側
と
労
働

の
側

そ
れ
ぞ
れ

の
内
部

に
存
在
す
る
不
公
平

の
解
消
も
、
副
次
的

で
は
あ
れ
重
要
な
課
題
と
な
る
。

そ
し

て
、

}」
の
よ

う
な
内
容
と
方
向

に
お

い
て
・
所
得

(個
人
、
法
人
)
課
税
、
資
産
課
税
、
消
費
課
税
等
を
含
め
た
税
制
全
体
を
通
じ
て
、
応
能

.
累
進
課

税

華

直
的
公
平
L
き

い
か
え
て
も
よ
い
)

を
強

化

し
、

あ

わ
せ

て

蓬

の
不
公

平

な
租
税

特

別
措

置

を
整

理

.
縮

小

.
廃

止

す

る

}」
と

　
あ

　

(門水
平
的
公
平
」

の
強
化
と
言

い
か
え

て
も
よ
い
)
が
、

そ

の
た
め

の
中
心

的
課

題

と

な

る
。

以
下

は
、

旧
拙

著

か
ら

の
引

用

で
あ

る
が
、
本

稿

の
差

し
当

り

の
結

び

と

し

て
掲

げ

て
お
き

た

い
。

「資
本
義

下

の
租
税

に
関
す
る
最
も
重
要
な
論
占
{と

い
う

べ
き
も

の
は
、
租
税
負
担
を
め
ぐ
る
問
題

で
あ
る
。
租
税
負
担

の
資
本
義

的
階
級
性
-

一
般

に

『
不
公
平
税
制
』

と
呼
ば
れ
る
問
題

が
す
な
わ
ち
そ
れ

で
あ
る
。
資
本
義

下

の
租
税
問
題

は
、

つ
ま
る
と

こ

ろ

、

こ

の

点

に
集

約

さ

れ

る

と

い

っ
て

よ

い
。

す

で
に
述

べ
た

と
お

り
、
課

税
権

者

と

し

て

の
国
家

は
、
『
中
立

的
』
な

『
第

三
者
』

で
は
な

く
、
事
実

上

の
総
資
本

(現
代
資
本
義

の

も
と
で
は
、
と
り
わ
け
総
独
占
資
本
)
で
あ

る
か
ら
、

一
般

に
原

則

と
し

て
、
必
要

財

源

い

い
か

え
れ

ば
租

税
負

担
を

資
本

の
側

に
で
は
な

く
、

労
働

の
側

に
可
能

な
限

り
求
あ
よ
う
と
す

る
。
個

別
資
本

の
莞

に
お
け
る
最
大
限

の
利
潤
追
求

と

い
・つ
性
向

は
、
総
資
本

の
次

兀
に
お
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い
て
は
、
最
大
限

の
大
衆
負
担

に
よ
る
税
収
確
保
と

い
う
傾
向
と
な

っ
て
必
然
的
に
現
れ
る
か
ら

で
あ

る
。

こ
の
た
め
に
、

一
般

に
担
税
力

の
豊
か
な
資
本

の
側

に
相
対
的

に
軽

く
、
逆

に
担
税
力

に
乏
し

い
労
働

の
側

に
相
対
的

に
重
く
と

い
う

の
が
ー

本
来

は
こ
の
逆

で
あ

っ
て
然

る

べ
き
な

の
だ
が
f

資
本
義

下

の
租
税
負
担

の

一
般
的
傾
向
と
な

る
・

こ
の
意
味

で
不
公
平

税
制

は
資
本
主
義
的
労
資
関
係

の
必
然
的
な

皮

映

で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
ま
た
経
費

と
と
も

に
租
税
と
税
制
も
・
資
本
主
義
的
政
治

(総

資
本

に
よ
る
階
級
支
配
)

の
数

量
的

表
現

と

い

っ
て
よ

い
。

確
か

に
資
李

義

の
国
家
は
、
国
民
所
得

の

一
定
部
分
を
租
税
と
い
う
形

で
権
力
的

に
調
達
し
、
そ
し

て
そ
れ
を
様

々
な
経
費
支
出
を

通
じ

て
再
び
国
民
経
済

や
家
計

へ

"還
元
〃
す
る
。

こ
の
意
味

で
国
家

は
、
形
式
的

に
は
、
財
政
を
通
じ

て
国
民
所
得

の

『
再
分
配
』
を

行

.つ
。
し
か

し

、

▼、
・つ
し
た

形
式

の
所
得

の

『
再
分

配
」

も
、

そ

の
実
質

は
、
国
民

間

の
所

得

(資
産
)
の
不
平
等

な

い
し

肇

を
真

に
日疋

正

す

る
も

の

で
は
あ

り
え

な

い
。
結

果
的

に
は
、

む

し

ろ
そ

の
拡

大

を
推

進

す

る
と

い

っ
て
よ

い
。

と
い
.つ
の
は
、
篁

に
、
国
家

に
よ
る
所
得

の

『
再
分
配
』
に
よ

.
て
も
、
国
民
間

の
所
得

(資
塵

の
不
平
等

と
格
差
を
生

み
だ
す
基

本
的
原
因

そ
の
も
の
は
取
り
除
か
れ
る
わ
け

で
は
な
い
か
ら

で
あ
り
、
ま
た
第

、
疋

、
国
家

に
よ
る
所
得

『
募

配
』
は
・
基
本
的

に
は
・

社
会
政
策
的

配
慮

に
も
と
つ
く
政
治
的
手
段
と
し

て
、
消
極
的

に
実
施
さ
れ
る
以
上

の
も

の
で
は
な

い
か
ら

で
あ
る
・
資
本
義

下

の
不

公
平
税
制

の
核
心
を
な
す
問
題
は
、
あ
る
い
は
そ
の
本
質
的
問
題
は
、
す

で
に
述

べ
た
と
お
り
、
主

と
し

て
資
本
と
労
働

と

の
間

の
不
公

平
、
と
り
わ
け
現
代

で
い
え
ば
独
占
資
本

(昊

法
人
、
超
高
額
所
得
者
)
と
労
働

(
サ
言

↓

ン
、
書

業
者
・
農

民
な
ど
)
の
間

の
不
公

平

で
あ

る
。

}」
▽」
に
問
題

の
核

、心
が

あ

る
。

▼し
の
意

味

か

り
す
れ

ば
、

9

・
6

・
4

は
同

じ
労
働

の
側

の
内
部

の
不
公

平

で
あ

っ
て
・

第

.
↓義
的

問

題

と

い

っ
て
よ

い
。

ワ」
.つ
し

て
、

資
本

と

労
働

と

の
間

の
租

税

負
担

の
不
公

平

を

そ

の
本

質

と
す

る
不
公

平
税
制

は
、

資
本

主
義

と

そ

の
財

政

に
と

っ
て
・

偶
然
事

で
は
な
-
多
か
れ
少
な
か
れ
必
然
的

な

一
随
伴
物
を
な
す
。
逆

に
い
え
ば
、
資
本
義

の
枠
内

で
ど

の
程
度

ま

で
不
公
平
税
制
を
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是
正

で
き
る
か
否
か
は
・
労
働

の
側

(勤
労
国
民
)
の
租
税
問
題

に
関
す

る
認
識

と
政
治
的
力
量

の
成
長

い
か
ん
に
か
か

.
て
い
る
と

い
,つ

(
36
)

こ
と

で
も

あ

る

。
」
。

(
-
)

課

税

の
公
平

は
・

い

つ
の
時

代

に
も
、

ど

の
社
会

に
お

い
て
も
、

人

々
が
ね
が

い
も
と

め

て
き

な

」
と

で
あ

る
。

そ
し

て
ま

た
そ
れ
は
護

さ

れ
る

こ
と
も
少

な
か

っ
た

こ
と

で
あ

る
・
財
整

子
に
お
い

て
課
税

の
翁

は
、
A

・
ス
三

や
A

.
ワ
グ

ナ
な

ど
多
く

の
租
税
原
則

に
お

い
て
、
時

代

に
よ
り
社
会

に
よ

り
そ

の
意
味

内
容

に
ち

が

い
は
あ
る
も

の
の
、
す

べ
て
の
租
税

原

則

に
共
通

に
含

ま
れ

る
磐

墨

な
課
税

の
原
則
と

さ
れ

て

き

た
・
現
代

に
お

い
て
も
課
税

の
公
平

は
最

も
霧

な
原
則

で
あ
る

こ
と

に
変

わ

り
は
な

い
。
い
や
む
し

ろ
、
課
税

の
現
実

が
不
公
.平

の
度
を
強

め

て

い
る

こ
と
・
個

人

や
集
団

の
利
害
対
立

の
な

か

で
政
治
的
過

程

で
決
ま

る
税
制
が
公

平
な
課
税

ほ
ど
実
現

し

に
く
く
、
ま
た
実

現
し

に
く

い
が
膣

に

よ

り
強

く
求
め

ら
れ

る
と

い
う
相

互
作
用

が
強

く
な

っ
て
い
る

こ
と
、
課

税

の
公

平

に

つ
い
て
新

し

い
内
容

が
要
請

さ
れ

て

い
る

▼」
と
な
ど
を
考

え

れ
ば
・

こ
れ
ま

で
以
上

に
課
税

の
公
平
篭

要
な
問
題

に
な

っ
て
き
て
い
る
と
い
え
る
.
共

中
禦

文

「
公
平
課
税
の
基
本
的
課
題
」、
林
栄
夫
先
生

還
暦
記
念

『現
代
財
政
論

の
再
検
討
』
所
収
、
二
四

一
頁
)。

(
2
)

K

.
マ
ル
ク

ス

『
栞

論
』
、
向
坂
逸
郎

訳
、
岩
婆

居

、
第

一
巻
、

八
〇
九
～
八

6

、
九

五
〇
～

九
五

.
一、頁
。

(
3
)

レ
⊥

ン

『
帝
国

義

論
』
・
拙
稿

「
レ
上

ン
の
国
家
独

占
資
奎

義
漉

鰻

(大
内

兵
衛
/
向
坂

逸
郎
編

『
唯
物

史
観
』
、
第

.
、
一
.、

二
.一.

号
所

収
、
河
出
書
房

)
、

参
照
。

(
4
)

J

・
M

・
ケ
イ

ン
ズ

雇

用

・
利
子
及

び
貨

幣

の

一
般

理
論
』

(
塩
野
谷

祐

一
訳
、
全
集

第
七
巻
、
東

洋
経
済
新
報
社

、
..豆

頁

)
。

(
5
)

「
市

場
経

済

に
お
け

る
所
得

と
富

と

の
分

配

は
、
相
続

に
関

す

る
法

律

生
得

的
才
能

の
分

布

.
教

育

の
機
会

の
利

用
罷

性

.
社

会
的

可
動

雅雛

鰯
讐

影

勘糠

騰婁

雛
描
韓
馨

齢

蒔麟
難

護
鑛
蕪

い
平
等
度

を
好
む

ひ
と
も

い
る

で
あ

ろ
う
。

分
配

の
調
整
が
時
折
必
要

で
あ
ろ
う
し
か

つ
こ
の
調
整

は
分
配
部
門

の
毒

を

つ
う
じ
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
結
論
す
る
}、
と
は
容
易

で
あ

る
・
し
か
し
困
難

は
」

体
適

正
な
分
配

状
態

と
は
ど
う
あ

る

べ
き
か
を
決
定

す
る

ワ」
と

に
あ

る
。
}」
の
決

定
が
市
場

過
程

に
よ

.
て
行

わ
れ

え

な

い

こ
と

は

あ

き

ら

か

で
あ

る

」

(
R

・
A

・

マ
ス
グ

レ
イ
ブ

『
財

政

理

論

1
』
、

二

五

、

、
一七

頁

)
。

ヲ

メ
リ

ヵ
合
衆
国

に
お

い
て
・
市

場

に
よ

る
所
得
分

配

は
、
過
去

三
〇
年
間

に
よ
り

一
層

不
平
等

に
な

っ
た
。

か
く

し

て
社
会

の
生
産
物

の
.つ

ち
、
世
帯

の
上

位

一
五

%

に
発
生
す

る

シ

ェ
ア
は

こ
の
期
間

に
着

実

に
増

加
し
た
。
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融鞭
灘
講
蕪
淵羅
羅
熱
驚
灘
鱗
鐸

(瀞

灘
撚
雛
懲
孫
灘
諾
鵜
購
館ボ艦
鍵
難

(
7
)

J

.
A

.
ペ

ッ
ク

マ

ン
、

前

掲

書

、

四
～

五

頁

・

(
8

)

同

右

、

二

五

漏ハ
一頁

。

に対堵

酬縫
鰯
鐸

縮

総
殆越
瀦

嘲鯖

纏

観
効果に注目するζ
資産所得漆

めた馨

難

幽

欝

欝

蘭
癖
驚

鶴
羅

凋備

薪

聲

貯羽葎

就髄

擁
懇

(
9
)

ス
ミ

ス
の
見
解

に

つ
い

て
は
、

前
稿

の
⇔

(
本
誌
、
第

三
・
巻
第

二
号
)
・

モ

九

～

天

四
頁
参
照
・

(
01
)

R

.
A

.
マ
ス
グ

レ
イ
ブ
、
前
掲
書

、

二
三
九

～

∴
四
〇

頁
・

(
11
)

林

健
久

『
財
政
学
講

義
』
、
五
六
～

五
七
頁

。

(
12
)

大
蔵
省

『
日
本

の
財
政
』
、

一
九

九

四
年
度
版

、
七

四
頁
。

な
お
、
同

冒

本

の
税
制
』
、

充

九

四
年
度
版

(
τ

ハ
頁

)

で
も
、

ま

っ
た
く
同
様

な
記
述
が

み
ら

れ
る
・

晶

錦

鋒

郵

幽

舞

講

獣

誠

詳

払
・
・
　

あ
る
(水
平
的
公
平
)
②
大
　

経
済
力
を
持
つ
人
は
よ

垂
直
的
公
平
は
、
税
制

に
求
め
ら
れ
る
所
得
再
分
配
籠

と
か
か
わ
り
ま
す
が
、

こ
れ
を
ど
?

り
い
行

つ
べ
き
か
に

つ
い
て
は
・
社
会

の
禽
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馨

簸
齋
簸

讐

纏難

肌難

韓
監

遜
麟
繰

継
趣

糊擁醤

(凸舗

繋

繕
を雛

讐

虞盤

漿
雛

縫
蒙

扁難
霧

謬

.・・,・辱

農

韓

謙

饗

曲誓

箋

箋

罷

盤

餐

§

一ー

に
お
い
て
管

い状
態
に
商

る
ひ
と
び
と

に
は
均
等
な
犠

牲
が
課

せ
ら
れ

る

べ
き

で
あ

る
と

い
う
要
求

(
こ
れ
は
水
平
的
公
平

の
愁

で
あ
る
)
と
、
す

べ
て
の
ひ
と
び
と

に
た

～

し

て
均
等

な
舞

が
課

せ
ら
れ

る

べ
き

で
あ

る
と

い
う
-

ル
の
原
則

(
こ
れ
は
垂

直
的
公

平

に
関
す

る
種

々
の
解
釈

の

一
つ
に
す
ぎ

な

い
)
と
を

つ
ま

く
区
副
繋

駐

鉱

搬

誕

鑑

噸
.ボ
転
饗

を
ど
の
よ
ー

に
お
い
て
理
解
す
る
か
犠
論
嘆

様
々
で

あ

る
・

し
か
し
・
薯

が
要
約

し
た

よ
う

な
捉
え
方

が
、
A
,
日
ほ
ぼ
共
通

の
支

配
的
な
見

解
を
な
し

て
い
る
と

い

っ
て
よ

い
で
あ

ろ
.つ

遵
も灘

雛

纒
継
射

ボ
q蝶

糠

張

艶

縁

.裏

.いゑ
も.

(
61
)

こ
の
点

に

つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著

、

δ

五
～

δ

六

、

=

四
～

二

五
頁

参
照
。

(
71
)

政
府

税
調

「
税
制
改
革

に

つ
い
て

の
中

間
答
申

」
、

一
九
八
八
奪

四
月

.
入

日
。

舖
繭

概

翻
が

駅

駄

欝
摘
さ
れ
ー

　
鴛

だ
が
A装

そ
-
か
盧
ー

讐
い
ー

な
む
し

蕪

霧
難

礫
騰

懸

羅

・籍

　罐
羅

響

籔
樋脈

む
し
ろ
現
代

の
親

論
は
昏
迷
を
重
ね

て
い
る
」
(佐
藤
進

『現
代
租
税
論
』、

冗

七
〇
年
、
五
三
頁
)
。

(
20

)

J

・
A

・

ペ

ッ

ク

マ

ン

、

前

掲

書

、

五

三

頁

。
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　 ノヘ ノへ

292827
)))

((((((

262524232221
))))))鶴

嶽

諜

雛

馨

麟

的
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
す
な
わ
ち
生
産
f
段
の
私
有
制
を
基
礎
と
す
る
商
品
璽

経
済
と
の
理
論
的
必
妖
{

今

日
存
在
す

る
ほ
ど
大

き
な
格
蒐
を

正
当
ヒ

・
る
も

鋤
懲

鞭

躍
難

黎

弩

費掴
餐

鰐
膀

羅

馨

推
鶴

樋
箪

険
な
人
間
性
質
を比
較
的
害
の

讐

力
や
権
勢

の
無
謀
な
追
及
と
か
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
形

の
臼
己
顯

不
欲

に
は
け
日
を
求
め
る
よ
う
に
な
ろ
う
L
.
(孟

・
ケ
イ

ン
ズ
・
前

手
段
と
が
雀

す
る
ξ

」
ろ
の
も
の
に
応
じ
て
あ
た
,凡
よ
』
で
あ
る
.
こ
の
原
則

で
さ
え
も
、
そ
の
実
施
繕

黙
の

う
ち

に
国
家

の
窃

に
依
存
し
て

い
る
.
財
産
権
は
法
と
社
会
的
慣
習

の
問
題

で
あ
る
.
す
で
に
み
た
よ

う
に
、
財
産
権
の
定
義
と
実
施
は
国
家
の
嚢

な
機
能

の

;

で
あ

る
・
Ψあ

鰯

籍

矯

拳

で
成
蹉
す
る
所
得
と
窩
の
究
極
的
な
分
配
は
、
採
用
さ
れ
る
財
産
所
有
の
ル
ル

に
よ
っ
て
著
し
差

右
さ
れ
る
と
い

 部分騒

測
麟

議

鰐

襲

柵
襲

㌧
覇

絃

講

響

と扁螺
旙

馨

-
であ
ろ嘉
.

。
.
。
。
ぎ

.
国
ω
の
印
団
ω
一コ
℃
¢
σ
=
。
閃
一§

。
9

…

ぎ

萱

{

藝

(
木
村

・
大
川

・
佐
藤

共
訳

『
財
政

と
景
気
政
策
』
・

八
四
頁
)
・

和

田

八

束

『
租

税

特

別
措

置

ー

歴

史

と

構

造

ー

』
、

有

斐

閣

、

一
九

九

二
年

。

J

.
A

.
ペ

ッ
ク

マ

ン
、

前

掲

書

、

七

二

、

八

六

頁

。

」

.
M

・
ケ

イ

ン
ズ
、

前

掲

書

、

:
↓七

五

一頁
。

M

.
フ

リ

ー

ド

マ

ン

『
資

本

益
.義

と

自

由

』
、

一
八

九

頁

。

R

.
A

.
マ

ス
グ

レ
イ

ブ

、

前

掲

書

、

、
.
五
～

、
.」
ハ
頁

。

宮

島

洋

『
租

税

論

の
展

開

と

日
本

の
税

制

』
、

.

.〇

六

～

.

.○

ヒ

頁

。

高
橋

利

雄

『
日
本

の
税

制

改

革

と
租

税

論

の
展

開

』
、

一
九

四

。頁

。

ケ
イ
ン
ズ
や

フ
習

ド

マ
ン
も
、
資
本
霧

ド

の
所
得

.
資
雰

配
に
お
け
る
不
公
平
の
存
在
そ
の
も

の
に

つ
い
て
は
実
態
と
し

て
承
認
す
る

「私
自
身
と
し
て
は
、
所
得
お
よ
び
官
朗
の
相
当
な
歪

等
霊

当
化
す
る
こ
と
の
で

き
る
社
会
的
心
理
的
理
由
は
存
在
す
る
け
れ
ぎ

・
そ
れ
は

イ

つ

の

で
は
な

い
、
と
信
じ

て
い
る
。
価
値

あ

る
人

間
活

動
を
十
分

に
実
現
す

る
た
め

に
は
、
金
儲
け

す

る
と
、
残

忍
性

と
か
、
個
人

、、石

七

頁
)
。

百

由
虜

社
A
ム
に
お
け
る
所
得
の
分
配
を
直
接

に
正
当
化
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ

る
倫
理
原
則
は
・
『各
人
に
・
彼
と
彼
の
所
享

る
譲
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(3・
)

た
と
え
ば
・
中
桐
姿

「
公
平
課
税
の
基
本
的
課
題
森

栄
夫
還
暦
記
念

現

代
財
黎

細
の
再
検
甦

所
収
)
も
、
そ
の

5

で
あ
る
.

れて糠

諾

論

W欄鱒

範

∀、ゼ饗

難

態
要誤

・覗購

唄購
碗継

襲

醐難

覆

雑

」

化

に
・

税

制

が

対

応

す

る

こ
と

の
困

難

性

を

指

摘

す

る

に
止

ま

っ
て

い

る

(
前

掲

社
H
、

.

.四

...～

.

.四

六

頁

)
.

(
31
)

林

健

久

『
財

政

学

講

義

』
、

.乱

八

。貝

。

論
者

に
よ
れ
ば
・
現

代
国
客

の
も
と
で
は
、
「
政
策

の
プ
ラ
イ
オ
!

ア
イ
」
が
租
税
原
則

の
保
持
以
外
の
目
的

に
壌

れ
箆

か
、
.租
税
原

則
保
持
以
外
の
価
値
判
断
L
に
よ

っ
て
・
親

が

、操
作
L
さ
れ
る
た
め
と
か
述

べ
・り
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は

現

代
匡
家
L
は
何
墜

の
よ
う
に
舞

う
の
か
・
あ
る
い
は

政

策
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
L
と
か
、
価

値
判
断

と
い
・つ
抽
象
的
な
表
現
の
禄

的
意
昧

は
何

で
あ
る
の
カ

ま

っ
た
く
不
明

で
あ
る
。
説
明

す

べ
き
も

の
が
何

ら
説

明

さ
れ

て
い
な

い
か
ら

で
あ
る
。

こ
う
し

た
発
想

は
・
公
平
概
念

を

義

的

に
規
定

で
き
な

い

コ
価
値
判
断

の
問
題

L
と
す

る
見
蟹

マ
ス
グ

レ
イ
。フ
、
前
髪

日
、

.
、八
頁
、
宮
島

洋
・

前
掲
書

、

二
〇
六

頁
な
ど

)
と
同
様

に
、

あ

る
種

の
、不
再
知

論

に
似

て
い
る
。

(認
)

西

欧
先
藷

国
や
戦
後
の
日
本

は
・
政
治
原
則
と
し
罠

著

義
を
と
り
、
経
済
原
則
は
栞

義

葬
採

用
し
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
、
平
等

な
権
利
と
歪

等
な
所
得
や
富
が
混
在
し
、
両
者

の
間

に
緊
張
関
係
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
回
避
す
る
▼、
と
は
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
.
権
利
は
平
黛

分
配
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
・
巨
額
な
市
場

の
報
酬
を
得
た
人
は
、
当
然
、
権
利
を
余
分
に
李

で
き
る
。
栞

義

経
済
社
会
が
め
ざ
す
第

の
目
標
は
・
鼠

で
黎

的
な
社
会

で
あ
る
・
し
か
し
、
そ
の
輩

、
所
得
や
富
が
不
平
等
な
も
の
と
な
り
、
そ
の
格
差

は
放
置
す
る
な
.b
拡
大
す
る

だ
け
で
あ
る
・
そ
こ
で
不
奪

の
範
囲
と
程
度
を
縮
小
す

る
た
め
の
経
済
政
策
を
採
用
す
る
と
、
そ
れ
が
雀

萬

姦

め
た
り
、
他

の
占
崩で
経
済
効

犠

藁

蕪

鷺

羅

レ講

馨

穫

鯵

鳩
蝶
齢鷺
韓

雛

隷

済

社
会

に
お

い
て
は
・

『
平

等
と
効
率

』

の
あ

い
だ

の
じ

ー

オ

フ
に
常

に
悩

ま

さ
れ

て
い
る
と
豊
口
・え
る

の
で
あ

る
」

(高
橋

、

脇削
璽

目、

一
九

四

頁
).

「望
ま
し
い
税
制

の
条
件
ま
た
は
税
制
改
蓉

的
と
し
て
-

つ
の
点

(釜

睾

簡
素
;

あ
げ
ま
し
た
が
、
も
し

こ
の
・・.
つ
の
条
件
な

い
し
目
的

が
互

い
に
整
合
的

で
あ
る
な
ら
ば
・

つ
ま
り
あ
る
禺

を
追
求
す
れ
ば
他

の
目
的
高

時
に
達
成

で
き
る
の
で
あ
れ
ば
問
題
は
あ
り
ま
せ

ん
・
と

こ
ろ
が
実
際

に
は

こ
の
三

つ
の
目
的

・
あ

る

い
は
望

ま
し

い
条
件

の
間

に
は
、
と
く

に
公

平
と
他

の
条
件

と
の
間

に
は

ト

レ
ー

ド

.
オ

フ
の
関

係

が
存

在
す

る

こ
と

が
む
し

ろ
多

い
の
で
す
」

(宮
島

、
前
掲
書

、

一
.
一
五
頁

)
。
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る国幾

繕

、晶肋梅

蝶
、灘

鱗

辮

鷲

饗

.鍵

舞

鯵
醸

播
鱗

誰

率
性

」
と

「
公

平
」
と
が
き

わ
め

て
抽
象
的

に
、
同
次
.兀
に
な
ら

ぶ
並
列
的

な
対

抗
関
係

と
し

て
・
現
象

的

に
し
か
把
響

れ

て
い
な

い
・

い
い
か
え

搬

蛎

継

翫

簸

鍵

確

占
資
本
.
利
潤
追
求
と
資
本
蓄
積
・
促
進
と
、
労
働
側
に
よ
る
公
平
課
税
と
税
禦

化
案

と

も

っ
と
も
、

}」
の
効
率
性

と
公
平

の
ト

レ
ー

オ

フ
論

の
誤

り

は
、

L

・
c

・
サ

7

に
よ

っ
て
実

誓

れ

て
い
る
・

(恕

§

ミ

§

受

切
。
ら
賊黛
S

防
職
ら
鳴

・
黛
謡
織
肉
鳴
織
帆砺
、「
帆守
黛
織
§

℃
卜
鳴
砺
§

。

寒

§

§

↓
9

萎

鋤
「
Φ
ω
垂

障
ρ

蕗

・
国
e

「
塁

り
.・
㎞騨
P

雪

。

E
C
D
編

難

還

権

握

瞳

課
調
査
室
.
経
済
企
画
庁
国
民
生
活
政
策
課
.
労
働
省
国
際
労
働
課
彫皿誓

よ
垂

、
.
=
・.頁

高
橋
、

(繕
の興
護

鱗
驚
薮

鱈嫉

韓
籔

縁

繋

鷲

杯鷺

謹
耀
癖

拙
著

の
第
四
章
v
不
公
平
税
制
-
租
税
負
担
の
階
級
性
ー
、
同

w
の
㈹
課
税
の
公
平
実
現
の
基
本
要
件
を
参
照

さ
れ
た
い
・

(
鈎
)

現
代
国
家

の
意
田
心
を
禁

的

に
規
定
す
る
の
は
、
資
本
総
体

に
と

.
て
、
い
わ
ば
そ
の
最
大
公
約
数
を

な
す
共
通
利
害

で
あ
る
・
労
働

の
側

の
意

田
心も
、
そ
の
政
治
的
召

の
い
か
ん
に
応
じ
て
国
家
意
田
だ

反
映

さ
れ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
は
馨

本

の
立
場
か
ら
み
て
政
治
的

(体
制
的
)
安
定
を

響

藁

縫

駿

嚢

顎

り
で
許
容
さ
れ
う
る
譲
歩
の
範
囲
を
、
通
常
超
え
る
も
の
で
は
あ
ー

い
.
こ
れ
が
、
薬

主
雫

の

(
35

ご

」
の
占
…
で
は

、
-

.
A

.
ペ

ッ
ク

マ

ン

の
前

掲

資

.
。五

㌢

、
.六

、
.頁

)

や
中

桐

論

文

(前

掲

書

・

二

四

・
～

二

四
査

)
も

同

意

で
き

る

と

こ
ろ
が
多

い
。

(
36
)

前
掲
、
拙
著

、
九

八
～

一
〇

〇
頁

。

(未
完

)


