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次

一

現
代
租
税

・
税
制
論
の
新
傾
向

二

再
評
価
論

の

↓
般
的
特
徴

三

い
わ
ゆ
る

「支
出
税
」

に
つ
い
て

O

基
本
的
な
理
念
と
課
税
パ
タ
ー
ン

ロ

キ

ャ
ッ
シ

ュ
・
プ
ロ
i
方
式

(「古
典
的
支
出
税
」)

口

「現
代
的
支
出
税
」

(労
働
所
得
税
)

四

「
包
括
的
所
得
税
」

に
つ
い
て

H

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
二
号
)

五

租
税
原
則

に
つ
い
て

小

林

晃
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-
i
歴
史
性

・
階
級
性

↓

自
由
主
義
と
租
税
原
則

口

独
占
資
本
主
義
と
租
税
原
則

日

国
家
独
占
資
本
主
義
と
租
税
原
則

四

現
代

の
租
税
原
則

ー

そ
の
特
徴
と
傾
向
1

1

「
簡
素

」

2

「
中
立
」

(
以
上
、
第

三
〇
巻
、

第

一
.号

)

3

「
公
平

」

ω

現
代

と
公
平
原
則

切

闘
水
平
的

公
平
」

「
垂
直
的

公
平
」

捌

批
判
的
小
括

そ
の

一
t

の

批
判
的
小
括
ー

そ
の
二

(
以
上
、

第
三

一
巻
、

第

一
.号

)

六

租
税

の
根
拠

に

つ
い
て

0

根
拠
論

の
意

義

と
内
容

口

利
益

・
応

益
税

(対

価
説
)

1

意
義
と
論

点

2

租
税

の
負
担
配
分

(
公
平
規
定

)

3

小

括

ω

義

務
説

(応
能

、
能
力

説
)

1

意
義

と
論
点

2

先
駆

と

し

て
の
義
務
説

J

・
S

・
ミ

ル
の
見
解
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ω

義
務

・
犠
牲
と
し

て
の
租
税

㈲

「能
力
説

の
占
典
的
説
明
」

(以
上
、
第
三
二
巻
、
第
三
号
)

3

本
流
と
し

て
の
義
務
説

ω

意
義
と
論
点

回

租
税
の
負
担
配
分

(公
平
規
定
)

の

小
括

3

本

流

と

し

て

の

義

務

説

ω

意

義

と
論

点

ω
義

務

説

の

一
般
的

意
義

に

つ
い

て
は
、
す

で

に
前

号

(本
誌
第

.二
巻
、
第

三
号
)
に
お

い

三

通

り
述

べ
て
お

い
た

が
・

J

.
s

.
ミ

ル
の
見
解

(同
上
)
を
そ
の
先
駆
と
す
れ
ば
、
そ
の
本
流
と
も
い
う

べ
き
も

の
が
A

・
7

グ
†

の
見
解

で
あ
る
・
か
れ

の
租
税
根
拠
論

は
、
ひ
い
て
は
原
則
論
や
体
系
論
を
も
含
め

て
、
現
代

の
支
配
的
な
租
税

税
制
論

の
源
流
套

し

て
い
る
と
い

っ
て
も
過
言

で
は
な
く
・

あ
る
い
は
多

か
れ
少
な
か
れ

そ
の
有
力
な
理
論
的

↑

ス
と
し

て
、
現
代

の
多
様

で
混
沌
と
し
た
租
税
論

の
中

に
・
様

々
な
形

で
実
質
的

に
継

承

さ
れ

て

い
る
と

い

っ
て
よ

い
。

ワ

ー
グ

ナ
ー

は
租

税

の
意
義

に

つ
い

て
次

の
よ
う

に
述

べ
て
い

る
。

「
財
政
上

の
意
義

よ
り

い
え
ば
、

租
税
と
は
公
共
団
体

の
施
策

嚢

に
対
す

る

一
般
的
報
償

と

し
て
・

一
般
的
原
則
と
擢

と
に
よ

り
、
公
共
団
体
が

芳

的

に
定
む
る
所

の
方
法
を
も

.
て
、
ま
た

そ
の

芳

的

に
定
む

る
所

の
額

に
お

い
て
・
公
共
団
体
山

家

そ
の
他

の
権
力
団
体
ふ

そ
の
財
政
上

の
必
要
を
充
す
が
た
め

に
、

そ
睾

権

に
基
づ

い
て
、
強
制
的

に
個

別
経
済

よ
り
徴
収
す

る
と

こ
ろ
の
賦
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課

で
あ

る
・
ま
た
・

こ
れ
を
社
会
政
策
上

の
意
義

よ
り

い
え
ば
、
租
税
と
は
財
政
上

の
必
要
を
充
す
と
同
時

に
、

も
し
く
は
、
財
政
上

の

必
要

の
有
無

に
拘
わ
ら
ず
・
国
民
所
得

の
分
配
並

び
に
国
民
財
産

の
分

配
を
、
ま
た
時
と
し

て
は
、
個
人
所
得
並
び

に
個
人
財
産

の
消
費

　
　

　

を
規

制

し
、
改

変

す

る
目

的

を

も

っ
て
徴

収

す

る
と

こ
ろ

の
賦

課

で
あ

る
」
。

こ
の
租
税

の
定
義
か
ら
も
明
ら
か
な
と
お

り
、
7

グ

才

は
、
国
民
所
得

・
資
産

の
.再
分
配
を
含
め

て
、
国
家

が
提
供
す
る

庵

策

.

施
設

に
対
す

至

般
的
報
償

(。
Φ
塁

一Φ吋
国
還

彗

歪

L
と
い
う
点

に
租
税

の
根
拠

を
霧

て
い
る
と

い

っ
て
よ

い
。
利
益
説
が
国

家
と
個
人

.
個
別
企
業
と

の
間

の
給
付

・
反
対
給
付

の
関
係
を
、
商
品
交
換
関
係

に
擬
制

し

て
、
租
税

(負
担
)
を
国
家

に
よ
る
給
付

に
た

い
す

る
対
価
と
し

て
の
個
別
的

な
反
対
給
付
と

み
な
す

の
と
対
照
的

に
、

7

グ

才

は
、
両
者

の
個
別
的
、
直
接
的
な
関
連
を
断
ち
切

る
・

す

な

わ
ち

・
租

税

を
国

家

に
よ

る

一
般
的

・
普
遍

的

な
給

付

に
た

い
す

る

一
般

的
濯

、

い
い
か

.凡
れ
ば

一
般

的

反
対
給

付

と

し

て

　

え

て

い
る
む

だ

が
・
租

税
負

担

は
・

現

実

に
は
あ

る

い
は
実

墜

、
個

別

的

で
あ

り
、

ま

た
個

別
的

で
あ

る

ほ
か
な

い
か

り
、

▼」
の
よ
.つ
に
租
税

u

一
般
的

報

償

と

い
う
捉

え
方

に
た

て
ば

、
租

税

負
担

額

を
規
定

す

る
目
パ体

的

で
個

別
的

な
規

準

が

あ

る
意

味

で
は
無

く
な

る
、1

租
税

を

商
品
交
換
関
係

に
お
け
る

「
対
価
」
と
し
て
擬
制
視
す

る
利
益
説

の
場
合
は
、
前
号

で
批
判
し

て
お

い
た
と
お
り
、
理
論
的

に
は
成

り
立

ち

え

な

い
た
ん
な

る
霧

な

い
し
仮

説

に
す

ぎ

な

い
と

し

て
も
、
理

屈
上

は
個

々
人

・
企

業

が
受

け

た
給

付

(受
益
)
に

そ
れ
ぞ

れ
対
応

し

た
反

対

給
付

(対
価
)
と

し

て
・
そ
う

し
た
基

準

が

応

は
存
在

す

る

の

に
対

し

て
t

-}」
と

に
な

る
。

そ

の
結

果
当

然

な

が
、り
、
租

税

の

根

拠

を
説

明

す

る

に
あ

た

っ
て
・
納

税

(親

負
担
)
は
、

"義

務

で
あ

る
と

い
・つ
側

面

が
、
利
益

説

の
場
A
口
に
～

り
べ
て
よ
り

い

っ
そ
.つ

強

調

さ
れ
、

あ

る

い
は

よ

り

い

っ
そ
う
前
面

に
押

し
出

さ
れ

る

こ
と

に
な

る
。

ワ
ー
グ

ナ

ー
い
わ
く

「
租

税

と

は
・
主

権

に
も

と
・つ
い
三

方
的

に
、
強

制

的

に
個

別
経

済

(個
人

.
個
別
企
業
)
よ
り
徴
収

す

る
と

}し

ろ

の
賦

課

で
あ

る
」
と
・

こ
の
租

税

が
も

つ

コ

方

的

L
彊

制
的

L

と

い
う
性

格

は
、
国

家

(公
)
権
力

の
属

性

と

し

て

の
強
制

性

に
由

1潮 」0闇四一 闘一劇
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来

す

る

}」
と

は
き
m
.つ
ま

で
も

な

い
が
、
}」
の

ツ」
と

を

い
わ
ば

裏

返

せ
ば
、
租

税

と

は
た

ん

な

る

「
対

価

」
で
も

な

け
れ

ば
寄
付

で
も

な
く

、

"義

務

"

で
あ

る
と
主
張

す

る

こ
と

に

ほ
か

な

ら
な

い
。

▼」
.つ
し

て

ワ
置
グ

ナ
ー

は
、

雇

的

報

償

.
反

対
給

付

と

し

て

の

"義

務

"

と

い
う
側

面

に
、

よ

り
力

点
を

置

い

て
・
親

の
根
拠

を

事
実

上

説

明
す

る
.
だ

が

▼」
の

}」
と

は
、
し

ば
し

ば

混
同

な

い
し
誤

蟹

れ

る

こ
と

が
多

い

の
だ
が

・
7

グ

ナ

ー
が
租

税

の
根

拠
を

義

務

"
そ
れ

自
体

に
求

め

て

い
る
わ

け

で
は
決

し

て
な

い
.
そ
れ

は
と
も

を

、
こ
う
し

た

理
論
的

特

徴

か
ら

・
通
説

的

説
明

が

7

グ

ナ
ー

の
租
税
根
拠
論
を
、
利
益
説
と
対
比
し

て
、
"霧

説
と
呼

ぶ
ゆ
え
ん
で
あ

る
.
資
奎

義
が
独
占
資
本
嚢

(帝
国
毒

の
段
階

へ
移

行
す
る
に
伴

.
て
、
い
わ
ゆ
る

「
経
費
膨
張
」
が
必
然
化
し
、
そ
の
た
め
税
収
と
親

負
担

の
増
大
が

奇

避

の
傾
向
と
な
り
・
し
た
が

っ

て
ま
た
、
そ
の
よ
.つ
な
租
税
負
担

の
増
大

(と
り
わ
け
大
衆
趨

の
政
治
的
正
当
化

の
必
要
性
が
高

ま
る
と
と
も
に
・
こ
う
し
た
義
務
説
的

根
拠
論
が
ま
す
ま
す
有
力
視

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

現
代

の
国
家
独
占
資
本
霧

の
も
と

で
も
、

▼、
の
流
れ
奮

む
租
税
根
拠
論
が
事
実
上
支
配
的

で
あ
る
理
由
も
・
基
本
的

に
亘

で
あ

る

こ
と

は

い
う
ま

で
も

な

い
。

も

っ
と

も

ワ
「
グ

ナ

「
は
、

}」
れ

ま

た
し
ば

し

ば

混
同

し

て
論

じ
ら

れ

る
場

合

が
多

い

の
だ
が
・
租
税

の
根
拠

そ

の
も

の

(根
拠
論

の
第

一
の
内
容
)
と
し

て
で
は
努

、
租
税

の
負
担

配
分
規
定

(根
拠
論
の
第
二
の
内
容
)

に
際
し

て
は
・
応
能

と
い
う
具
体
的

・
個
別
的
基
準

に

よ
る
課
税
を

一
般
的
原
則
と
し

て
毒

す
る
ソ」
と
は
す
ぐ
後

で
述

べ
る
と
お
り

で
あ
る
.

つ
ま
り

7

グ

ナ
ー
は
・
租
税

の
根
拠

そ
の
も

の
と
し

て
は
個
別
的
反
対
給
付
す
な
わ
ち
利
益

.
対
価
説
を
否
定
し

て
、

一
般
的
反
対
給
付

・
報
償
説
を
表

す
る
の
で
あ

る
が
・
租
税

の
負
担
配
分

に

つ
い
て
は
応
能

(能
力
)
説
を
主
張
す

る
。

ま

た
な

お

=
縮口
▼」
}」
で
壇

し

て
お

け
ば

、

"利

益

〃
対

"霧

と

い
う
形

で

の
二

つ
の
根

拠

論

の
対

比
も

・
正

確

に
い
え

ば
理
論

的

正
当
性
を
欠

い
て
い
る
と
い
う

べ
き

で
あ

ろ
う
.
と

い
う
の
は
、
第

匠

、
両
説
と
も
親

の
根
拠

を
反
対
給
付

に
求
め
る
点

で
は
変
り
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な
く
t

す

で
に
指
摘

し
た
と
お
り
・
霧

説
も
租
税

の
根
拠
を

"霧

〃

そ
れ
自
体

に
求
め

て
い
る
わ
け

で
は
な

い
ー

、
た
だ
違

い

は
・
薯

が
そ
れ
を
個
別
的

に
-
商
品
交
換
関
係

に
擬
制
し

て
、
「
対
価
」
と
し
て
、
後
者
が

一
般
的

に

直
接
的
な
商
。
嬰

換

の
関
係
を

断
ち
切

っ
て
二

般
的
濯

皮

対
給
付
と
し

て
捉
え

て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
第

二
に
、
両
説
と
も

に
、
租
税
負
担
を
国
民

の
霧

と

み
な
す
点

で
は
・
基
本
的

に
何
ら
変

り
な

い
ー

い
わ
ゆ
る
霧

説
だ
け
が
、
租
税
を

"義
務

と
主
張

し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
t

か

ら

で
あ

る
む

と

こ
ろ

で
・

ワ
ー
グ

ナ

ー

の
見

解

の

こ

の
点

を

め
ぐ

っ
て
、

ス
ー

ス
に
袋

さ
れ

る
利

益
説

と
対

比

し

て
、

笙

に
現

実
的

で
は
あ

っ

て
も
論
理
的

で
は
な
く
・
租
税

の
根
拠

の
説
明
と
し

て
鐘

論
的

に
無
意
味

で
あ
る
と
い
・つ
批
判
、
ま
た
第
二

に
、
統

蓋

た
準
則
が

な

い
た
め
・
そ
こ
か
ら
租
税
原
則
を
理
論
的

に
導
き
だ
す

こ
と
は
奇

能

で
あ
り
、

そ
し
て
実
際
、

ワ
歩

ナ
あ

租
税
原
則

に
は
論
理

的

亘

性

が
な
く
・
た
だ
実
務

・
実
用
的
藷

原
則

の
鷺

が
み
ら
れ
る
に
す
ぎ
な

い
と

い
・つ
通
説
的
解
釈

に
よ
る
批
判
が
あ
る
.

租

税
が
霧

で
あ
り
・
瑳

で
あ
る
と

い

っ
た
と

}し
ろ
で
、
そ
れ
は
、
租
税

の
も

っ
て
い
る
権
力
的
側
面
を
た
だ
別

の
.量

で
い
い
な

お

し

た

に
す
ぎ

な

い
の

で
あ

っ
て
・

お

な
じ

租
税

根
拠

論

で
も
利

益
説

と

は
、

か

な

り

そ

の
性
格

を

異

に
し

て
い

る
。

と

い
.つ
の
は
、

も

と
も

と
利

益
説

は
・

す

で
に
み

た

よ
う

に
、

こ
の
よ

う
な
権

力
的

側

面

を
交

換

と

い
・つ
。ブ
ル
ジ

ョ
ア
的

に
A
口
理
的

な
関
係

に
擶

し

て
と

ら
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
二

面
租
税

の
存
在
を
合

理
化
す

る
と
と
も

に
、
他
面
、
利
益
な
け
れ
ば
租
税
な
し
と

い
.つ
意
味

に
お

い
て
課
税

に

一
定

の
限

度

を
お

こ
う
と

し

た

の

で
あ

っ
た
.

と

こ
ろ
が
霧

説

で
は
す

で

に

}し
の
よ
・つ
な
。フ

ル
ジ

.
ア
的

な
A
口
理
化

の
た

め

の
説

明

は
饗

さ
れ

て
し

ま

っ
て

い
る

の
だ
か

ら
・

そ
れ

は
租
税

根

拠
論

と
し

て
は
ほ

ん
・り
い
無
意

味

な

も

の
と
な

っ
て
い
る

と

い
わ
な

け
れ
ば

な

ら
施

」
・

莉

益
説

の
ば

あ

い

に
は
・
租
税

は
国

家

か

ら

つ
け

る
利
益

の
対

価
と

し

て
理
解

さ
れ

て
い
た
か

・り
、
各

人

が

ど
れ

だ
け

の
租

税

を
負
担

す

べ
き

か

に

つ
い

て
も
・

ま
た

そ

の
さ

い

い
か

な

る
条

件

を
必

要

と

す

る
か

に

つ
い

て
も
、

}」
の
理
解

に
も

と
つ

く
多
少

と

も
堕

さ
れ

囲幽酬 闘闘 馳」」」■」u凹脚 踊 目幽
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た
準

則

を

た

て
え

た

の

で
あ

っ
た
。

}」
れ

に
反

し

て
霧

説

の
ば

あ

い
は
、
租

税

と

は
国

民

の
霧

で
あ

り
・
罐

で
あ

る
と
抽

象

的

に

説

か

れ

る

に
す
ぎ

な

い
々

り
、

な

に
が
各
人

の
霧

の
程
度

を

け

っ
す

る

か
も
、

ま
た
各

人

が

い
か

な

る
条

件

の
も

と

に
こ

の
霧

を

は

た
す

べ
き
か

も

ま

っ
た

-

わ
か

.b
な

い

ソ」
と

に
な

る
。

か
-

て
霧

説

に
お

い

て
は
、

利
益

説

の
ば

あ

い
と

は
異

り
・

租
税
根

拠

論

と

の

関

連

に
お

い

て
課
税

原

則

を
導

き

だ
す

こ
と

は
奇

能

と
な

っ
て

▼し
ざ

る
を

え

な
(甲
)L
・

「
▼」
の

(
ワ
ー
グ
ナ
あ

租
税
九
)
詠

は

ス
ー

ス
の
そ
れ

に
～

b
べ
る
と
・
そ

の
数

も

多

く
・
そ

の
視
角

も
広

い

こ
と

は
た

し
か

で
あ

る
.

し

か

し

そ
れ

は

ス
、、、
ス
の
原
則

が

そ

の
利

益

説

か

・わ
導
き

だ

さ

れ
、

各
原

則
相

互

の
あ

い
だ

に
も
密

接

な
有

機
的

連

繋

が
あ

っ
た

の

に
た

い
し

て
、

租
税

が

霧

で
あ

る
と

い
・つ
▼し
と

か

・り
ど

の
よ
う

に
し

て
導

き

だ

さ
れ

た
も

の
か
、

ま
た
各

原

則
相

互

の
あ

い
だ

に

い
か
な

る

連

馨

あ

る

の
か

は
す

▼」
し
も

明

り
か

で
は
な

い
。

す

な

わ
ち
、

ワ
グ

†

に
お

い

て
は
、
租

税

は
国
家

が

芳

的

に
賦

課

し
・

国
民

が

義
務
的

に
納

め
る
べ
き
も

の
で
あ

る
が
、
国
家
が

こ
れ
を
徴
収
す
る

に
あ
た

っ
て
は
、
財
政
政
策
的
観
点

の
ほ
か
・
国

民
経
済
的
な

い
し

社
会
正
義

の
観
点
々

り
の
慮

も
必
要

で
あ

る
と
い
う

こ
と
が
、
き
わ
め

て
抽
象
的
、
羅
列
的

に
述

べ
ら
れ

て
い
る
だ
け
で
あ

っ
て
・

そ

れ
ぞ
れ

の
客
観
的
基
準
を
ぎ

に
も
と
め
、

ま
た
三

つ
の
観
点
を

い
か
に
調
和
芒

む

べ
き
か
と
い
う

こ
と

に

つ
い
て
の
具
体
的

.
系
統

的
な
説
明

は
ま

.
を

あ
た
え
.b
れ

て
い
な

い
.

た
だ
し
い
て
い
え
ば
、
増
人
す

る
租
税
を
覆

な
巌

収
す

る
た
め
に
必
要
な
配
慮
が

根
底

に
あ

っ
て
、

}」
れ
が

各
原

則

を

つ
な

い

で
い
る
と

い
う

こ
と

に
な

る

で
あ

を

犯
L
・

み
、り
れ
る
と
お
り
、
支
配
的
な
租
税
根
拠
論

が
利
益
説
か
・り
霧

説

へ
な
ぜ
変
化

し
た
の
か
に
関
す
る
通
説
親

晩
盗

本
嚢

の
自

由
霧

段
階
か
、り
帝
国
主
義

(独
占
葉

嚢

)
段
階

へ
の
移
行
を
根
拠

と
し

て
説
叩

に

つ
い
て
は
・
基
本

的

に
再

し
う
る
と

こ
ろ
で

あ

る
が
、

ヲ」
▼し
で
指
摘

さ
れ
て
い
る
よ
・つ
な
通
説
的
解
釈

に
よ
る
霧

説
批
判

は
、
理
論
的
妥

当
性
を
欠

い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
・

ま
ず

第

一
の
論
点

批
判

に

つ
い

て
。

通
説

的

解
釈

に
よ
れ
ば

、
租

税

の
根

拠

を

"霧

〃
に
求

め

る

こ
と

は
、
「
リ

τ

ス

テ

ィ

ッ
ク

で
あ

る
が

・
そ

の
代

り

。
ジ

カ

ル

で
は
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な
く

L
・

「
租
税

の
も

っ
て
い
る
権

力
的

側

面

を

た
だ
別

の
墓

で
い

い
な

お

し

た

に
す
ぎ

な

い
の

で
あ

っ
て
・…
:
租
税

根

拠
論

と

し

て
は

ほ
ん
ら

い
無

意

味

な
も

の
と

な

っ
て
い

る
」

と

い
う
。

だ

が
、

こ

こ
に
は
明

り
か

に
混
同

な

い
し
誤
解

が

あ

る
。
す

で

に
前

に
述

べ
て
お

い
た
と
お

り
・

ワ
ー
グ
ナ
あ

見
解

で
は
、
そ
の
理
論
的

フ
レ
イ
ム

マ

ク
の
性
格
と
特
徴
か

り
し

て
、
利
益
説

に
比

べ
、
霧

と
い
.つ

側
面

が
よ
り
前
面

に
押
し
出

さ
れ
・
あ

る
い
は
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確

か
で
あ
る
が
、
決
し

て
霧

そ
の
も

の
を
租
税

の
根
拠

と
し

て
い
る
わ
け

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
・
も
し

マ

グ

ナ
ふ

霧

そ
れ
保

霜

税

の
根
拠
と
し
て
い
る

の
で
あ
れ
ば
、

}」
の
通
説

的
解
釈

の
批
判
も
妥
当
す
る
か
も
し
れ
な

い
.
し
か
し
、

マ

グ

ナ
ふ

肇

上
租
税

の
根
拠
と
み
な
し
て
い
る

の
は
、
国
家

に
よ
る

一

般
的

.
普
遍
的

な
給
付

に
た
い
す

る

一
般
的
濯

・
反
対
給
付

と
解
す

べ
き

」
と
は
す

で
に
述

べ
た
と
お
り
で
あ

る
.

同
様

に
・
霧

説
を
利
益
説
と

の
対
比

に
お
い
て

・
ジ
カ

ル
で
は
な

い
と
い
う

の
も
当
を
失

し
て
い
る
と

い
,つ
べ
き

で
、
論
理
な

い
し

理
論
を
恣
意
的

に
狭
く
限
定
す
る
も

の
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ

ろ
う
。

い
わ
ゆ
る
原
論
的
莞

の
も

の
1

利
益
説

は
、
個
別

的

直

接
的

な
商
品
交
換
関
係
と
し

て
・

い
わ
ば
原
論
的
次
元

に
お
い
て
擬
制
的

に
説
明
し

て
い
る
ー

だ
け
が
論
理
的
な

い
し
理
論
的

で
あ

る

わ

け

で

は

な

く

(
こ
う

し
た
捉

え
方

の
背

後

に
は
、

い
わ
ゆ
る
、
宇
野

理
論

流

の
理
解

の
影
響

が
あ

る
よ
・つ
に
田
心
わ
れ

る
)
、

そ

▼し
に

は

様

々

な
次
元

や
タ
イ
プ

の
論
理
な

い
し
理
論
が
あ
り
う
る
か
ら

で
あ

る
.

マ

グ

ナ
涜

の
霧

説
的
な
根
拠
論
も
、
そ
れ
を
止目
定
す

る
か
否

か
は
別
と
し
て
・

そ
れ
は
そ
れ

で

;

の
論
理

に
ほ
か
な
ら
な

い
。
た
だ
、
利
益
説
と
対
比

し
た
場
A
口
、
租
税

の
根
拠

の
理
論
的
説
明

に

お
い
て
・
そ

の
論
理

の
次
元
や
組
立

て
方

に

一
定

の
差
違
が
あ

る
と

い
う

に
す
ぎ
な
い
。

第

二
の
論
点
批
判

に

つ
い
て
。

通
説
的
解
釈

に
よ
れ
ば
・
利
益
説

が

[
多
少
と
も
堕

さ
れ
た
準
則
を
た

て
え
た
L

の
に
対
し
、
霧

説
は

「
租
税
と
は
国
民
の
霧

(犠
牲
)
で
あ

る
と
抽
象
的

に
説
か
れ
る
に
す
ぎ
な

い
か
ら
、
な

に
が
各
人

の
霧

の
程
度
を
け

っ
す
る
か
も
、
ま
た
各
人
が

い
か
な
る
条

件

の
も

と

に

こ

の
義
務

を

は
た
す

べ
き

か
も

ま

っ
た

く

わ
か

b
な

い
」

と
批

判

さ
れ

て

い
る
。

_仙 」_幽 』幽一 割曲酬自
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▼」
れ
も
当

然

な

が
、b
、

篁

の
論

点

の
解

釈

の
延

長
線

上

で
立

論

さ

れ

て
い
る

こ
と

は

さ

て
お

く
と

し

て
も
・

逆

に

い

っ
て
・

は

た
し

て
利

益
説

が

い
わ

れ

る

ほ
ど

具
体
的

で
、

「
堕

さ
れ

た
準

則
」

を

も

っ
て
い
た
ξ

・
い
き

れ

る

の
か
ど

う
か
・

き

わ

め

て
疑

問

で
あ

る
・

事
実
、
マ
ス
グ

レ
イ
ブ
も
利
益
説

は
必

・り
ず
し
も
比
例
課
税

に

つ
う
ず
る
だ
け

で
努

、
「
富
め

る
人

は
国
家

の
保
護
か
ら
よ
り
多

く

の
利

益

を
受

け

る
」
ゆ

,凡
に
累
進

課

税

に

つ
・つ
ず

る
と

い
う
論

責

ル
γ

、
ジ

ェ
イ
ム
ズ

・
ス
チ

ュ
ー

な
ど
)・
あ

る

い
は
逆

に

国

家

の
保

磯
姥

蕎

鴛

饗

り
緊
急
に
必
要
と
さ
れ
る
L
ゆ
え
に
逆
進
課
税
に
言

ず
-
と
い
-
訟湘
者

(-
.
!

奎

が

▼し
の
よ
.つ
に
利

益
説

に
も

、

い
ろ

い
ろ
な
解

釈

を
許

す
余

地

が

あ

り
、

ま

た

そ

の
解

釈

の

い
か

ん

に
よ

っ
て
は
・
比

裂

税

に
も

累

進

課
税

に
も
逆

進

課
税

に
も

?

つ
じ

つ
る
と

い
・つ
▼」
と

は
、

い

い
か

え
れ

ば
利

益
説

の
規
定

と

て
同

様

に
抽
象

的

で
・

租
税

負
担

に

つ
い

て

の

「
堕

さ
れ
た
箭

を
た

て

え
た
」

と
は
必
ず

し
も
言

い
難

い
こ
と
を
意
味
し

て
い

る
に
ほ
か
な
ら
な
い
・

こ
れ
は
・
利
益
説

が
理

畑

的

な
擬
制
と
霧

に
痴

し

て
い
る

}」
と
に
基
本
的

に
由
来
し

て
い
る
.
利
益
説
が

"具
体
的

"

三

堕

さ
れ
華

則
を
た

て
え
た
L

の
に
対

し
て
、
霧

説

は

「
抽
象
的
」

三

統

一
さ
れ
た
準
則
」
を
た

て
え
な

い
と

い
う

の
は
・
き
わ
め
て
機
械
的

で
次
憲

的
な
裁
断
な

い
し

対

比

と

い
わ

ね
ば

な

る

ま

い
。

}」
.つ
し
た
誤
解

の
背
後

に
は
、
租
税

の
根
拠
を
霧

そ
れ
自
体

と
妻

上
解
す
る
こ
と
と
あ
わ
せ

て
・
先
述

し
た
根
拠
論

の
二

つ
の
内

容
す
な
わ
ち
、
租
税

の
根
拠

そ
の
も

の
と
租
税

の
負
担
配
分
規
定

と
の
騎

と
関
連

(拙
稿
四

の
冒
頭
参
昭
{)
に

つ
い
て
の
看
過
な

い
し
未

難

と

い
.つ
問
題
も
あ

る
.
「
な
に
が
各
人

の
霧

の
程
度
を
け

・
す
る
か
、
ま
た
各
人
が

い
か
な

る
条
件

の
も
と

に
▼あ

霧

を
は
た
す

べ
き

か
」

は
、

根

拠
論

の
第

.
あ

内
容

に
t

と

し

て
か

か
わ

る
問

題

で
あ

り
、

そ
し

て

7

グ

†

は

こ

の
点

に

つ
い

て
は
・

応
能

に
も

と

つ
く
公
平

規
定

を
鯖

す

る

▽し
と

に
よ

っ
て
、
「
多
少

と

も
堕

さ

れ

た
準

則
を

た

て
え
」

て
い
る

こ
と

は
・
す

ぐ
後

の
回

で
み

る
と

お

り

で
あ

る

。
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同
様

に
・
利
益
説

の
租
税
原
則

(狭
義
)
が

「
相
互

の
あ

い
だ

に
密
接
な
有
機
的
轟

が
あ

.
た
」
の
に
反
し

て
、

ワ
ー
グ

ナ
あ

そ
れ

は

「
き
わ
あ

て
抽
象
的
・
羅
列
的

に
述

べ
ら
れ

て
い
る
だ
け
」
(大
内
、
前
響

)、
「
論
理
的
と

い
・つ
よ
り
藏

的

に
必
要
と
田
心
わ
れ
る
嘉

を
万
遍
な
く
列
挙
森

・
前
掲
弔

皆

)、
「
『梨

説
』
に
み
ら
れ
た
明
快
な

亘

性

の
代
わ
り
に
、
相
互

に
矛
盾

さ
え
す

る
諸

『
原
則
」

の
羅
列
L
(高
橋
・
前
掲
書

-
笠

等

々
と

い
う

の
も
理
論
的

に
当
を
得

て
い
な

い
と

い
・つ
べ
き

で
孝

つ
。

ワ
ー
グ

ナ
ー
に
袋

さ
れ
る

霧

説

に
立
脚
す
る
租
税
原
則
も
・

そ
れ
は
そ
れ

で

一
つ
の
論
理

で
あ
り
、

し
か
も
す
ぐ
れ
て
帝
国
義

(な
い
し
独
占
資
本
)
の
論
理

に

も
と
つ
く

萌

快
な

重

性

と

「
寝

な
有
機
的
連
撃

に
よ

.
て
特
徴
づ
け

り
れ
る
も

の
で
あ
る
}、
と
は
、
す

で
に
前

に

(拙
稿
。
参

照
)
述

べ
て
お

い
た

と

お

り

で
あ

る
。

璽

述
し
た

ワ
ー
グ

ナ
あ

租
税
根
拠
論
が
、

そ
の
固
有

の
国
家
論
と
奇

分

で
あ
る
}」
と
は
、
利
益
説

に
お
け
る
場
A
口
と
言
.つ
ま
で

も

な

く
　
　

で
あ

る
む

国
家
論
を
含

む

7

グ
ナ
あ

思
想
的
な
基
本
的
凱
場
i

;

・
で
い
え
ば
社
会
改
良
義

(「国
家
社
A
ム
義

」
ω
一鋤
四
一・,,、。
、帥鋤
=
、
ヨ
¢
.
)

ー

に

つ
い
て
は
・
す

で
に
多
く

の
研
究
と
紹
介
が
あ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
、
き
わ
め

て
蕩

か

つ
要
を
得

た
北
岡
教
授

の

論
稿

に
主
と
し

て
よ
り

つ
つ
、
そ
の
特
徴

に

つ
い
て
葦

の

コ
メ
ン
ト
を
付
し

つ
つ
み

て
お

}」
.つ
。

ヲ

ー
グ

ナ
ー
は
…

各
歴
史
段
階
を
・
封
建
時
代
専

族
的
家
産
国
家

の
時
代
芋

七
、
八
世
紀

の
絶
対
専
制
国
家

の
時
代
-
立
憲
制

に
基
づ
く
霞

国
家

の
時
代

に
分
け
・
最
後

の
市
民
国
家

の
時
代

に
は
私
経
覆

先

の
理
念
が
支
配
し
、
自
由
義

の
も
と

で
生
産

は
著

し
く
増
大
し
た
が
・
分
配
面

の
不
平
等
が
生
じ
、
暮

田
の
差

が
響

に
な

.
て
、
国

家
に
よ
る
社
会
政
策

の
実
施
さ
れ
る
時
代
、
『
社
A
蒔

代
』
が
到
来
す

る
と
し
・
国
家
社
会
義

は
こ
の
時
代

の
要
請

に
答
え
る
指
轟

念

で
あ
る
と
し
た
。
国
家
社
会
義

は
共
同
体
利
糞

全

体
利
益
)
の
観
点

か
ら
・
私
経
済

に
お

け
る
無
制
限
な
個
人
義

を
排
し
、
個
人

の
利
益
が
共
同
体

の
利
益
と

豪

す

る
限
り
、
そ

の
妥
当

性
と
必
要
性

は
容

認
さ
れ
る
が
二

致
し
な
い
面

に
関
し

て
は
、
所
有

に
対
す
る
社
会
義

の
要
蓼

部
分
的

に
認
め
、
社
会
的
な
制
限

国鵬 」』開雌臨 層H国㎞ 曲凹m冊巴闇幽 一 巳一 旧 祀胞 囲四
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を
加
え
る
。
し
か
し
、

こ
の
制
限
は
、
国
民
経
済
全
体

の
仕
組

の
な
か

で
、
強
制
共
同
経
済

(財
政

経
済
)
が
・
私
経
霜

織

の

一
部
を
代

置
す
る
}、
と
に
よ
り
、
私
的
利
益

を
単
な

る
私
的
な
も

の
に
終
わ
ら
さ
ず
、
公
的
利
益

へ
と
転
換

さ
す

こ
と

に
よ

っ
て
国
家
理
套

護

し
.つ
る
と
し
た
。

ワ
「
グ
ナ
置
は
私
経
済
領
域

に
お
け
る
生
産
面

の
拡
大

・
発
展

に
関
し

て
は
、
個
人
主
義
的
な
自
由
競
争

原
理
を
蓄

す
る
が
、
分
配
面

に
お
け
る
所
有
権

に

つ
い
て
は
、
崖

か
ら
帰
属
し
た
ま
ま

の
状
態
を
絶
対

と
み
ず
・
歴
史
的
・
相
対
的
な
も
の
と
し

て
そ
の
制
限
を
義

し
た
。
所
有
権

の
神
聚

可
侵
は
全
体
利
益

典

同
体

に
奉
仕
す
る
限

り
で
の
み
神
聖

で
あ
り
・
全
体
利
益
と

褒

し

な

い
も

の
は
否
定

な

い
し
制

限

さ

れ

ね
ば

な
ら

な

い
と

し
(規
」
。

ワ
「
グ

ナ

ー
は
、

ワ」
.つ
し

た
社

会

発

展
観

と
思

想
的

募

に
た

.
て
、

最
新

に
し

て
最

後

の
段

階

と

し

て
の

「
社
会

時

代
」

(。・
。
N
幕

℃
ぴ
.
・。.
)
に
お

け

る
国

民

経

済

を

「
私

(営
利
)
経

済

組
織

」
「
強

制
共

同

経
済

組

轡

国
家
財
政
)
」
「
墾

口的

経
済

組
織

」

に
区
分

し
・
そ

の

な
か

で
国
家
と

姦

制
共
同
経
済
組
織
L
は
、
公
正
な
所
得

の
再
分
配
、
福
祉

支

化
施
策

の
推
進

な
ど
社
会
髭

(。・
&

鋤
葺

量

を

?
つ
じ

て
、
国
民
的
全
体
利
益
を
実
現
す

る

青

欝

な
全
体
意
田
心
の
具
現
者
L

(な
い
し
全
体
意
思
の
調
整
者
)
で

あ
る
と
主
張
す
る
・

い

わ
ゆ
る
国
家
有
機
体
論

の
展
開

で
あ

る
。

「私
経
霜

織
は
経
済
的
利
華

追
究
す
る
利
己
的
動
機
に
よ
り
、
交
準

給
付

・
反
対
給
付
の
個
別
的
報
竿

に
よ
る
需
給
関
係
を

反
映
し
た
、
自
由
競
争
価
格

に
基

つ
い
て
実
現
さ
れ
る
。
し
た
が

・
て
こ
の
組
織

で
の
生
産
と
分
配
は
・
全
体
利
益

の
見
地
か

ら
な
さ
れ

え
な

い
。
そ
れ
ゆ
え

こ
の
欠
陥
を
強
制
共
同
経
済
組
織
並
び
に
慈
善
組
織

に
よ

っ
て
補

う
必
要
が
あ

る
。

国
家

に
よ
る
強
制
共
同
経
霜

織
は
、
共
同
体

の
成
員
と
し

て
必
要
な
欲
望
を
充
足
す

る
た
め
、
共
同
財
の
生
産

と
そ
の
支
弁
を
社
会

的
な
公
正

に
基
づ

い
て
、
権
威
的

に
行

・つ
。

し
た
が

.
て
各
成
員

へ
の
費
用
配
分
は
、

　
般
的
な
濯

諜

税

の
形

で
行
う

の
が
原
則
と

な
る
。
国
民
経
済
自
体

は
相
互

に
関
連
し

た
主
体
な
喬

傑

と
し

て
存
在
す

る
か
ら
、
国
家
が
有
欝

な
全
体
意
思
の
具
現
者
と
し
て
・

意
識
的

・
人
為
的

な
組
織
体
と
な
る
。
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馨

経
済
組
織

は
自
発
的
な
道
徳
的
行
為

に
よ
り
、
経
済
的
利
己
的
行
為

の
克
服
を
期
す
る
も

の
で
、
前
二
者

の
足

り
ざ
る
と
}、
ろ
を

補
完
し
・
財

.
サ
ー
ビ

ス
を
道
徳
的
な
利
用

に
ま

で
高
め

る
点

で
重
要

で
あ
る
が
、

}し
の
組
織

喬

民
経
済
体
系

の
中
、心
に
据
え
る
の
は

理
想

に
す

ぎ

な

い
と
し

た
。

ワ
ー
グ

ナ

ー

に
よ

る
と

・

こ
れ

ら

の
組

織

が

ど

の

よ
う

な

割
合

で
組

み
合

わ

さ

れ

る
か

は
、

そ

の
時
、

場
所

な

ど
歴

史

的

な
推

移

に

よ

っ
て
変

わ

る
と

し
た
・

た
だ
基

盤

と

な

る
主
要

な

経
済

領
域

は
、
有

形

財

の
生

産

.
分

配
を

行

・つ
私

経
済

組
織

で
あ

り
、
国

家

に
よ
る

強
制
共
同
経
済
懇

(財
政
)
が
私
経
済

の

一
部
を
代
置
し
、
規
制
、
矯
正
を
行

い
、
慈
善
経
済
組
織
が
両
者

の
す
き
ま
を
補
完
す
る
と
し

(
10
)

た

」
・み

ら
れ

る
と
お

り
・
国

家

有
櫟

論

(な
い
し
有
機
体
的
国
家
論
)
と
も

呼

ば
れ

る

マ

グ

ナ

肉

家
論

の
特

徴

と
止臼心義

の
第

一
は
、
国

家

を
超

階
級

的

な

「中

立

的
第

三
者

」
「
全

体
意

思

・
利

益

の
具
現

者

・
調

讐

」
と
規
定

し

て

い
る

}」
と

で
あ

る
.

}」
の
意
味

で
は
、

ワ
ー

グ

ナ
あ

国
家
論
も
二

般

に
資
本
家
的
国
家
論

(し
た
が
っ
て
、
そ
の
社
会
で
概
ね
蕪

的
な
国
家
観
)
に
基
本
的

に
共
通

の
本
質
的
特
徴
を

も

っ
て
お
り
・

こ
の
限
り
で
は
霧

説

の
国
家
論
も
・
社
会
契
約
説
的
な
利
益
説

の
国
薫

と
な
ん
・り
変

る
と
こ
ろ
が
な
い
と

い
・つ
}」
と

で

あ

る

　

そ
の
第

二
は
・
本
質
的

に
は
同

じ
養

本
家
的
国
家
論

で
は
あ

.
て
も
、
利
益
説

の
国
家
論
と
は
違

.
て
、
嚢

の
曜

資
本
義

す

な
わ
ち
独
占
資
本

義

(帝
国
義

)
段
階

の
歴
史
的
諸
特
徴
を
理
込隅

に
反
映
し
た
国
家
論
と
な

.
て
い
る

}、
と

で
あ
る
。

さ
ら

に
い
え
ば
・
「
私

(営
利
)
経
済
組
織
」
と

「
強
制
共
同
経
済
組
織

」
を
二
大
構
成
要
素

と
み
な
す
国
民
経
済
観
、
「
分
配

の
歪

等
」

「
暮

田
の
格

差

」
に
た

い
す

る
国
家

(社
会
政
策
)
に
よ

る

「
是
正

」
、
「
私

経

済
組

織

」
の

「
欠
陥

」

に
た

い
す

る
国

家

に
よ
る

「
規

制
」
「
矯

正
」
扁

完
L
等
々
と
い
っ
た
主
張
に
み
ら
れ
る
と
お
り
、
狭
義
の
現
袋

本
義

す
な
わ
ち
国
家
独
占
資
本
義

註

)九
三
。
年
岱

界
大
恐
慌
と
第

二
次
世
界
大
戦
が
そ

の
画
期
-

下

の
支
配
的
か

つ
主
流
的
な
国
家
論

と
い

.
て
よ
い

「
福
祉
国
家
」
論

(経
済
体
制
と
し

幽
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て
は
混
合
経
済
論
)

の
い
わ
ば

原
型

を

呈
示

し

て
い

る

こ
と

で
あ

る
。

そ
の
第

三
は
、
思
想
的
本
質
か
、b
い
え
ば
、
よ
く

い
わ
れ
る
と
お
り
、
社
会
改
良
主
義

・
§

量

ω
晃

Φ
8
弓

ぎ

鴬
ω
(資
本
家
的
イ

↓ア
オ
。
ギ
「
と
い
わ
ば
蚕

の
関
係
を
成
す
)
に
属
す
蚤

」
と

で
あ

る
。

そ
の
点

は
、
あ
-
ま
で

「
私
経
済
組
墾

を
蓋

と
な
る
主
要
な
経

済
領
域
と
し
た
.つ
え
で
の

百

由
競
争
原
理

の
尊
重

「
所
有
権

の
神
聖
奇

侵
」
を
大
前
提
と
し

つ
つ
・
そ
の
大
枠

の
中

で
国
家

に
よ
る

窺

制
L
「
肇

」
を

?
つ
じ

て
、
「
社
会
時
代
」
と
し

て
の
現
代
社
会
体
制

婁

定
的

羅

持
す

る
こ
と

ー

三

に
国
家

の
基
本
的
な
役

割

と
意
義

を
求
め

て
い
る

こ
と

に
よ
く
示

さ
れ

て
い
る
。

㈲

租
税

の
負
担
配
分

(公
平
規
定
)

租
税
根
拠
論

の
第

二
の
内
容
、
す
な
わ
ち
租
税

の
幕

配
分
を

い
か

に
規
定
す
る
か
、
あ
る
い
は
言

い
か
え
れ
ば
課
税

に
お

け
る
公
平

概
念

の
基
本
的
規
定

に

つ
い
て
、

ワ
歩

才

は
ど

の
よ
う
な
主
張
を
展
開
し
て
い
る
の
か
・

こ
れ
が
次

の
問
題

で
あ
る
・

そ

の
基
本
的
要
点
を

言

で
い
え
ば
、
受
益

に
見
A
口
う
負
担
、

い
い
か
え
れ
ば
受
益

に
応
ず

る
比
例
的
課
税

を
も

っ
て
公
平
と
規
定

す

編
讐
総
難

列髪

謹
獣難

鍵

籍

終
鞭
讃
籔
於甕

轍

労
)
所
得

に
た
い
す

る
重
課
、
低
額
所
得
な

い
し
勤
労
所
得

に
た
い
す
る
軽
課

・
免
税

の
所
得
税

を
中
核
と
し

つ
つ
・
そ
れ
を
財
産

(保
有
)

税
や
奢
修
。
欄
消
費
税

で
も

.
て
補
完
す

る
こ
と

に
よ

・
て
、
課
税

の
公
.平
が
実
現

さ
れ
る
と
主
張
す
る
・

ま
ず

ワ
ー
グ
す

は
、
荷

が

『
公
更

公
平
)
』
な
課
税

の
本
質

を
成
す

の
か
、
ま
た

こ
れ
は
実
際
上
何
を
意
味
す
る

の
か
・
こ
れ

に
関

す

る
見
解

は
、
所
得

と
資
産

の
現
実
の
配
分
を
ど

の
よ
う

に
認
識
す

る
か

に
、
も

っ
ぱ
ら
か
か

っ
て
馳

L
と
し
た
う
え

で
・

ス
ミ
ス
に

代
表
さ
れ
る
従
来

の
利
益
説
的

な
公
平
論
を
以
下

の
よ
う
に
批
判
す
る
。

従
来

の
見
解

に
従

え
ば
、
藻

税

の
公
正
と

い
・つ
概
念
L
な
ら
び
に

「
普
纏

と
公
平
と

い
う
原
則
」
は
・
要
す

る
に
次

の
こ
と
を
意
味
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す
る
・
」
の
普
遍
性

は
・
文
字
ど
お
り
に
と
れ
ば
、
原
則
と
し

て
、
す

べ
て
の
国
民

は
所
得

の
人
小
喬

わ
ず
、
ま
た
勤
労
所
得
か
不
労
所

得
か
を
問
わ
ず
・
納
税
義
務
を
負

う
。
最
低
限

の
生
活
維
持

の
た
め
の
所
得
も
、
}し
の
例
外

で
は
な

い
。
喫

平

は
、
『
所
得

に
た

い
す

る

同

一
比
率

の
課
税

』
を
意

味

す

る
・
す

な
わ

ち
、
原

則

と

し

て
す

べ

て
の
国

民

は
、
所

得

の
同

じ
比

率
分

を

納
税

し
な

け
れ
ば

な

、り
な

い
。

こ
れ

は

『
比

例

課
税

』

あ

る

い
は
す

べ

て
の
所

得

に
た

い
す

る
同

瓦

率

を
、

し

た
が

.
て

『
累
進

課
税

」

の
排
除

糞

口心味

す

る
。

そ
れ

は
ま
た
・
勤
労
所
得
と
投
資
所
得

へ
の
同
等

の
課
税
を
音
心味
し
、
現
存
す

る
私
的
な
資
産
と
資
本
は
免
除
さ
れ
、
課
税

は
所
得

に
の
み
限

定
さ
蟻

L
・

し
か
し

ワ
歩

ナ
ー
に
よ
れ
ば
・
こ
の
よ
う
な
見
解

は
、
「
私
的
企
業

と
畠

競
争

の
制
度

の
も
と

で
の
所
得
と
資
産

の
分
配
が
、
正
義

で
あ

り
公
正

で
あ

る
と

い
う
前

提
」

の
う

え

に
成

り
立

っ
て
お

り
、

し

た

が

っ
て

こ
の

「
前
提

」

が
承

認

さ

れ
れ
ば

有
効

で
あ

る
が
、

承

認

さ
れ

え
な

け

れ
ば
崩

壊

す

る
。

と

こ
ろ

で
現

実

に
与

え

ら

れ

て
い
る
分

配

を

み
れ
ば
、

}し
の

「
前

提
」

歪

し

い
と

認

あ

る

▼」
と

は

で

き

な

い
へ

と

い
う

　

「
し
た
が

っ
て
ま
た
・
所
得
と
資
産

の
分
配
あ
る
い
は
所
得

と
資
産

の
相
関
的
秩
序

は
神
聖

で
あ
り
、
課
税
は

ソし
れ
を
塁

口
し

て
は
な

り

な

い
・

と

い
う
結

論

を
導

き

だ
す

こ
と

も
誤

っ
て
い
る
。

し

た

が

っ
て
、

た

ん

に
収
入

調
達

の
手

段

と

し

て
の
純

粋

に
財

政
的

な
基

準

の

ほ
か

に
・

課
税

の
第

二

の
基

準

と

し

て
の
社

会

福
祉

と

い
う
基
準

、

す

な

わ
ち
、

そ
れ

に
よ

っ
て
同
時

に
、

自
由

競
争

に
も

と
つ

く
所

得

と
資
産

の
分

配
を

改

善
す

べ
く
干

渉

す

る
と

い
う
課
税

の
基

準

を

設

け

る

}」
と
が
、

適

切

で
あ

る
ば

か

り
か

必
要

と

な

る
。

こ
う
し
た
見
解

に
た
て
ば
・
課
税

の
普
遍
性
と
公
平

の
内
容

は
基
本
的

に
以
下

の
よ
う
に
爲

L

と
し

て
、
次

の
よ
う
に
結
論
づ
け
て

い

る

　
「
ω
普
遍
性

に

つ
い
て
は
・
文
字
通

り
に
と

っ
て
は
な
ら
ず
、

雨

の
現
実

の
国
民

に
と

.
三

様

で
あ

.
て
は
な

り
な

い
。
低
所
得
者

と
く

に
勤
労
所
得
者

を
課
税
全
体
か
ら
、
あ
る
い
は
直
接
税
と
し

て
の
所
得
税

の
よ
・つ
な
特
定

の
租
税
か

り
除
外
す

る
}し
と
が
必
要
と
な

脳酬一曲咽 幽凹凹 固柚一m
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る

(
}」
こ
に
は
最
低
生
活
費
免
税
の
社
会
的
要
請
も
含
ま
れ
る
)。
こ
れ

は
そ
れ
自
体
と
し

て
、
貧
者

の
経
済
的
負
担
を
軽
減

し
、
ま
た
貧
者

に
た

い
す
る
課
税
を
富
者

に
比

べ
て
相
対
的

に
少

な
く
す

る

一
手
段
と
し

て
正
当
化

さ
れ

る
。

②
公
平

は
、
『
で
き

る
だ
け
経
済
力

に
応
じ

て
課
税
す

る
』
と

い
・つ
意
味

の
も
の
と
な
る
。
こ
の
経
済
力

は
、
絶
対
概
念
と
し

て
の
所
得

や
資
産

に
比

べ
て
、
よ
り
急
勾
配
に
増
大
す

る
か
ら
、
高
額
所
得
者

に
は
累
進
課
税
が
適
用
さ
れ

(す
な
わ
ち
租
税
負
担
は
所
得
に
比
べ
て
、

よ
り
急
勾
配
に
増
大
す
る
)
、
比
例
的

課
税
は
排
除
さ
れ

る
。
同
様

な
意
味

に
お
い
て
、
土
地
と
資
本
か
ら
生
ず
る
所
得
、
あ

る
い
は
手
短

に

い
え
ば
資
産
所
得

は
、
勤
労
所
得

に
対
比
し

て
よ
り
重
課
さ
れ
る
。

こ
れ
ま
た
累
進
課
税
と
所
得
源
泉

に
よ
る
差
別
が
求
あ
ら
れ

る
。
ま

た
通
常

の
租
税
と
り
わ
け
通
常

の
所
得
課
税

に
た

い
す
る
補
完
税

と
し

て
、
た
と
え
ば
奢
修
品
税

や

一
般
財
産
税
、
あ
る
い
は
所
得

へ
の

付
加
税
と
し
て
真

.
先

に
挙
げ
.b
れ

る
資
本
収
益
税
な
ど
が
必
要
と
な
ろ
う
。

さ
ら

に
は
、

こ
の
観
点

は
、
個
人
的
な
経
済
的
稼
得
を
表

現
し
な

い
偶
然

の
利
得

や
予
期

し
な

い
利
益

な
ど
に
対
す
る
臨
時
的
課
税

(資
産
の
農

や
株
式
売
買
へ
の
課
税
等
々
)
な
ど
・
特
殊

な
諸

々

の
租
税
な

い
し
そ
れ
ら
を
含
む

一
連

の

一
般
的
租
税
体
系
を
包
含

す
る
。
最
後

に
資
産

な
ら
び
に
資
本
課
税
と
し

て
の
相
続
税

も
き
わ
め

て
重
要
視

さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
轟

」
・

こ
う
し
た
公
平
概
念

の
変
化
と
転
換

の
背
景

に
は
、

一
般
的

・
基
本
的

に
い
え
ば
、
資
本
主
義

の
発
展
段
階

の
高
度
化
、
す
わ

ち
資
本

の
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
歴
史
的
特
徴
と
す

る
段
階

へ
の
移
行
が
あ
る

こ
と

は
・
繰

り
返
し
指
摘
す
る
ま

で
も
な
い
で
あ
ろ
(粥
。

こ
の
点
を
よ
り
具
体
的

に
い
え
ば
、

そ
の
第

}
は
、
資
産
性
所
得

と
勤
労
性
所
得

へ
の
い
わ
ば
所
得

の
両
極
分
化
を
中
心

と
す
る
所
得

の
多
様
化

と
不
平
等

の
拡
大

(い
わ
ゆ
る

「所
得
源
泉
の
多
様
化

・
複
雑
化
」)
を
含
め

て
、
総
じ

て
所
得

・
資
産

の
第

一
次
分
配
段
階

に
お
け

る
格
差
と
不
平
等
が
著

し
く
拡
大
し
、
顕
在

化
す

る
に
い
た

っ
た
こ
と

で
あ
る
。
第

二
に
、
資
本
主
義

の
社
会

・
階
級
構
造
か
ら

い

っ
て

必
然
的
な
労
資
間

の
階
級
対
立

の
激
化
と
顕
在
化
、
資
本
義

に
批
判
的
な
諸
勢
力

(総
じ
て
社
ム至

義
的
藷

勢
力
)
の
ム
。
頭
と
組
織
化
が
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進
展
す
る
に
伴

っ
て
、
階
級
宥
和
と
体
制
維
持
を
本
質

と
す

る

「社
会
政
策
」
(小
提

、
中
小
零
細
業
者
の

「保
護
」
の
た
め
の
産
業
経
済
政
策

を
含
む
)
的

イ

デ

オ

ロ
ギ

ー
が
必
然

的

に
発

生

し
、

ま
た
重

視

さ
れ
ざ

る
を

え

な

く
な

っ
た

こ
と

で
あ

る
。

主

と
し

て
、

こ
う

し

た
二

つ
の
理
由

と
要

因

に
よ

っ
て
、

従

来
支

配
的

で
あ

っ
た
利
益

説

に
立

脚
す

る
比
例
的

課
税

論

i

公
平

概
念

ー

は
・

理
論

的

に
も
現

実
的

に
も
、

さ

ら

に
は
政
策

的

に
も

客
観

的

根
拠

を
失

い
、

こ
れ

に
替

.
て
、
応

能

.
累

進
課

税
論

が
公
平

概
念

と

し

て
新
た

に
支
配
的
主
流

の
位
置
を
占
め
る
に
い
た

っ
た
と
い
う

こ
と

で
あ
る
。

こ
9

、
と
は
国
家
独
占
資
本
義

下

の
現
代

に
も
、
基

本

的

に
妥

当

す

る

こ
と

は

い
う
ま

で
も

な

い

で
あ

ろ
う
。

換
言
す
れ
ば
・
本
来
・
資
本
義

的

(ブ
ル
ジ

・
ア
)
民
主
主
義

が
も

つ
弁
証
法
的
特
質
、
そ

の
歴
史
的

に
固
有

の
本
質
と
特
徴
あ
る
い

は
そ

の
歴
史
的
進
歩
性
と
限
界
・
す
な
わ
ち

芳

に
お
け
る
形
式
的

・
法
律
的
平
等

(公
平
)
と
他
方

に
お
け
る
実
質
的

.
経
済
的
不
平
等

(不
公
平

経

済
的
搾
取
)
と
い
う
内
在
的
矛
盾
が
、
こ
こ
に
お

い
て
言

わ
ば
社
会
的
規
模

で
顕
在
化
す

る
に
い
た

っ
た
}」
と
i

公
平
概
念

　
の

　

と
租

税

根
拠

論

の
転

換

も
、

そ

の
理

論
的

な

一
反

映

に
ほ
か

な

ら
な

い
、

と

い
う

こ
と
が

で
き

る
。

の

小
括

ω
租
税
根
拠
論

の
二

つ
の
源
流
を
な
す
利
益

・
応
益
説
と
霧

説
ー

こ
の
う
ち
現
代
支
配
的
な

の
は
、
霧

説
的
根
拠
論
-1

は
、

い
ず

れ
も
租

税

を
国

民

の

〃義
務

"

と

み
な
す
点

で
は
共

通

し

て
お

り
、

後
者

だ

け

が

"義

務

〃

と
主
張

し

て

い
る

わ
け

で
は
な

い
。

一

般

に
・
義
務

説

と

は
区

別

し

て
説

か

れ

て
い
る
利

益

説

の
立

場

に
た

つ
ス
ー

ス
の
場
合

も

、
「貢

納

(納
税
)」
は

「
畏

」

の

「
義
務

」
と

さ

れ

て

い
る

こ
と

は
、

す

で

に
み

た
と

お

り

で
あ

る
。

こ

の
限

り

で
は
・

両

説

と
も
事

実

上

は
同

一
の
内
容

で
あ

り
な

が
ら
、

強

調
点

を

や

や
異

に
し

て

い
る
と

い
・つ
ヲ」
と

、

す

な
わ

ち

芳

が
国
家

か
ら
享
受
す

る
利
益
と
そ
の
代
償

の
側
面
を
強
調
し
、
他
方

が
国
民

の
国
家

に
対
す
る
義
務

の
側
面
を
強
調
し

て
い
る
と

い
う
こ

と

で
あ
る
。
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留

税

の
根
拠

そ
の
も

の

(根
拠
論
を
構
成
す
る
笙

の
内
容
)
に

つ
い
て
い
え
ば
、
利
益

・
応
益
説

が
国
家

か
ら
享
受
す

る

「
受
益
」
に

対
す
る
個
別
的
な

「対
価
」
(反
対
給
付
)
と
し

て
、
対
す

る
に
霧

説
が

一
般
的
な

報

僅

(反
対
給
付
)

と
し

て
租
税

の
根
拠
を
説

い
て

い

る

こ
と

で
あ

る

。

▼」
の
よ
.つ
に
利

益

.
応
益

説

と
霧

説

は
、

更

そ

の
理
論
的

内

容
を

異

に
し

て
い

る

よ
う

に

み
え

る
が
・
本

質

的

に
は
大

差

な

い
内

容

と
い

.
て
よ
い
。
要
す
る
に

青

で
い
え
ば
、

い
ず
れ
も
租
税
と
は
国
家

か
ら
享
受
す
る
利
益

に
対
す
る
返
報

と
し

て
支
払
う

べ
き
国

民

の
霧

で
あ

る
、

圭

張

し

て
い
る
点

で
は
但

ら
変

り

な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

こ

の
意

味

で
は
・

両
説

と

も

に
・

き

わ

め

て

「
常

識
」
的
な
国
民

の
租
税
観

(実
は

「総
資
本
の
観
念
」)
を

「
理
論
化
」

し
た

に
す
ぎ
な

い
と

い

っ
て
よ
(甲
)。

⑧
根
拠
論

の
第

二
の
内
容
を
な
す
公
平
規
定

に

つ
い
て
い
え
ば
、
利
益

・
応
益
説
が
主

と
し

て
比
例
的
課
税
を
も

っ
て
・
義
務
説
が

主

と
し

て
累
進
的
課
税
を
も

っ
て
、
課
税

の
公
平
が
実
現
さ
れ
る
と
み
な
し

て
い
る
。

}し
の
よ
.つ
な
見
解

の
相
違
な

い
し
転
換

は
、
上
述
ω

の

"対
価
か
義
務

か
"
と

い
う
強
調
点

の
相
違
と
あ
わ
せ
て
・
概

ね
資
奎

義

の

歴
史
的
発
展
段
階
i

自
由
主
義

の
段
階
と
、
現
代
を
含

む
独
占
資
本
主
義

の
段
階

ー

の
相
違
を
客
観
的

に
反
映
し

て
い
る
と

い
う

こ

と
が

で
き
る
。
や
や
日
入体
的

に
い
え
ば
、
す

で
に
述

べ
た
と
お
り
、
篁

に
所
得

盗

産
格
差

の
顕
在
化

の
程
度

の
相
違
・
第

二
に
国
家

に
と

.
て
の
税
収
確
保

の
必
要
度

の
相
違
ー

要

価
な
政
府
L
か

「高
価
な
政
府
」
か

ー

、
第
三

に
労
資
間

に
お
け
る
階
級
対
立

の

顕
在
化

の
程
度

の
相
違
と
力
関
係

の
変
化
を
、
概

ね
理
論
的

に
反
映
し

て
い
る
と
い

っ
て
よ
い
か
ら

で
あ
る
。

ω
だ
が
、

}」
・つ
し
た
歴
史
的
な
対
応
関
係
を
機

的

に
藷

し
す
箋

の
は
正
し
-
な

い
f

轟

至

歩
行
き
過
ぎ
れ
ば
誤
り
に
転

化

す

る
-i
I

で
あ

ろ

う

。

確
か

に
、
利
益
説
は
、
租
税

の
徴
収
ー

負
担
と

い
う
国
家

の
経
済
的
な
権
力
行
為
を
、
貨
幣

交
換
関
係

と
し

て
擬
制
視
す
る
点

に

お

い
て
、
自
由
義

段
階

の
資
本

に
ふ
さ
わ
し

い
租
税
観
主

応

は
い

っ
て
も

よ
い
で
あ

ろ
う
。
だ
が
、
幕

商

品

(交
換
蘭

係
は
・
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発
展
段
階

の
相
違
を
超
え

て
資
本
義

全
体

に
共
通
す
る

一
般
的
属
性

で
あ
り
、
し
た
が

.
て
、

甲し
の
意
味

で
は
、

}」
.つ
し
た
観
念

は
n

由
義

に
固
有
な
も

の
と

い
う
よ
り
は
・
む
し
ろ
絶
対
義

的
な
租
税

観
と
は
対
照
的

に
、
全
面
的
な
商
。
叩
.
貨
幣
経
済
と
し

て
の
資
本

主
義

一
般

に
ふ
さ
わ
し

い
懇

と
解
す
る
方
が
、
理
論
的

に
よ
り
正
当
だ
か
・り
で
あ
る
。
同
様

に
、
霧

説
は
、
国
家

の

「
経
済
的
役
割

の
増
大
」
・
国
家
経
費

の
膨
張

に
対
応

し
て
、
租
税
増
徴

の
必
要

に
迫
ら
れ
る
帝
国
義

(独
占
資
本
義

)
段
階

の
国
家

に
ふ
さ
わ
し

い
租

税
観
を

一
応
は
反
映
し

て
い
る
と

い

っ
て
も
間
違

い
で
は
な

い
。

だ
が
、
租
税
を
霧

視
す

る
見
方
は
、
上
述
し
た
と
お
り

ス
、、、
ス
の
利

益
説

に
お

い
て
も
止
ハ通
し

て
お
り
・

し
た
が

っ
て
そ
れ
は
帝
国
義

に
固
有
な
も
の
と
い
・つ
よ
り
、
資
本
義

的
租
税
観

に

一
般

に
共
通

す

る

一
側

面

と
解

し

た
方

が
、

こ
れ

ま

た
理
論

的

に
正

当

だ

か
ら

で
あ

る
。

こ
う
し
た
意
味

で
は
・
従
来
し
ば
し
ば
段
階
的

に
区
別
し

て
論
じ
ら
れ
が
ち
な
利
益
説

と
霧

説
も
、
ω
②

で
上
述
し
た
と
お
り
、
両

者
あ

い
ま

っ
て
ワ
ン
セ

ッ
ト
を
な
す
資
本
義

的
な
ー

発
展
段
階

の
相
違
を
超

え
て
共
通
す
る
ー

租
税
根
拠
論

の
二

つ
の
特
徴
的
な

内
容
-

受
益

に
対
す
る
返
報

で
あ
り
、

か

つ
霧

で
あ
る
と

い
・ー

-
を
強
調
占
描を
や
や
異

に
し
て
表
現
し
た
も

の
と

い
.つ
▼」
と
も

で

き

る
・
し
た
が

っ
て
ま
た
・
そ
れ
ら
は
本
質
的

に
は
、
資
本
義

の
も
と

に
お
け
る
勤
労
国
民

の
租
税
負
担

(追
加
叢

)
と
大
衆
課
税
を

　
お
　

理
論

的

に
正

当
化

す

る
総

資

本

の

(資
本
主

義
的
)
イ

デ

オ

ロ
ギ

ー
と

い
う

べ
き

で
あ
ろ

う
。

⑤
事
実
上
・
租
税
根
拠
論

の
重
要

な
農

要
素

の

一
つ
を
な
す
国
家
論

に
つ
い
て
い
え
ば
、
利
益
説

に
せ
よ
霧

説

に
せ
よ
、

い
ず
れ

も
国
家

は
国
民

の
共
通
利
益

の
た
め

に
存
在

し
、

そ
の
実
現

の
た
め

に
租
税
を
徴
収
し
、

そ
の
た
詮

租
税
を
使

用
す
る
、
と

い
.つ
自
明

な

よ

う

に
み

え

て
非

科
学

的

な
大
前

提

の
う
,え
に
立

っ
て
い

る

こ
と

で
あ

る
。

い
い
か
え

れ
ば

、
国

家

の
本
質

を

な

す
階
級

性

を

ま

っ
た

く
無

視

し

て
・
超

階

級
的

で

甲

立

的

な

「第

一暑

」
機

関

と

い
う
外

観

(現
象
形
態
)
を

本
質

と
み

な
し

て
い

る
》し
と

で
あ

る
。

}」
の

点
で
は
・
利
益
説
が
立
脚
す
る
社
会
契
約
説
的
な
国
家
論
も
、
霧

説
が
痴

す
る
有
傑

説
的
な
国
家
観
、
福
祉
国
家
論
も
な
ん
.り
変

葛

な
い
・
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}」
.つ
し
た
国

家
観

に
立

つ
限

り
、
租

税

と

は
国

家

か
・り
享

受

す

る
利

益

に
対

す

る

「
対

価
」

で
あ

り
・
報

償

L

で
あ

る
と

い
う
見

方

が

導
き
だ
さ
れ
る

の
は
当
然
か

つ
必
然

で
あ

る
。
ま
た
、
利
益
説

に
せ
よ
霧

説

に
せ
よ
、

そ
の
藷

の
事
実
上

の
前
提
と
な

っ
て
い
る
資

本
主
義
国
家

は
、
経
済
的

に

「
寄
生
的
」
な
国
家

で
あ
る
腿

、
国
家

の
存
続

の
た
め

に
は
租
税
歯

民

の

義

務
芝

す

る
こ
と
も
論

理
必
然
的
な
帰
結
と
な
る
。
そ
・つ
で
な
け
れ
ば
、
資
本
義

の
国
家

は
、
そ
の
経
済
的
議

(必
要
財
源
)
を
原
則

と
し

て
覆

し
え
な
い

か

.b
で
あ

る
。

}し
.つ
し

て
、

利
益

説

も
義

務

説

も
、

ω
②

で
す

で
に
指

摘

し

た
と

お

り
、
本

質
的

に

は
厘

内

容

の
も

の

で
あ

る

の
は
・

こ

の
よ
う
な
本

質

的

に
同

一
の
国

家
論

に
事

実

上

吃

っ
て

い
る

こ
と

に
も
由

来

し

て
い
る
と

い

っ
て
よ

い
。

㈲
馨

本

の

(資
本
義

的
)
エ

ア
オ

・
ギ

と
し

て
で
は
奄

、
科
学
的

に
、
租
税

の
根
拠

(な
い
し
目
的
)
を
ど

の
よ
う
に
理
解
す

べ

き
か

に

つ
い

て
、

佐
藤

進

教
授

は
次

の
よ
う

に
述

べ
ら
れ

て
い

る
。

穂

税

は
国
家
権
力
を
前
提

と
し
、
}、
の
国
家
権

力
の
維
持

の
た
め

に
徴
収
さ
れ
る
。
華

を
か
え

て
い
え
ば
・
資
本
義

国
家

の
物
的

基
礎

の
確
保
と

い
う

こ
と
が
租
税

の
究
極
的

目
的

で
あ
る
」
。

租

税
は
国
家
権
力
の
維
持
を
目
的
と
し
、
同
時
に
そ
れ
は
資
本
嚢

的
崖

関
係
の
維
持
を
本
来
的
目
的
と
す

る
・
現
代
的
租
税
論
に

お
け

る
租
税

目
的

の
多

元

的
解

釈

は
、

結

局

こ
う

し

た
観
点

の
ブ

ル
ジ

ョ
ア
的
表

現

に
す
ぎ

な

い
L
。

現

実

の
資
本
制
国
家

で
、
国
家
活
動

に
よ
る
受

益
叢

大
限

に
享
受
し

て
い
る
の
は
支
配
階
級

で
あ

る
が
・

こ
の
受
益

は
必
ず
し
も
支

配
階
級

の
自
発
的
な
納
税
意
田
心
の
・つ
・り
づ
け
と
は
な

.
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
租
税

は
資
本
制
国
家

に
お

い
て
は
・
支
配
階
級

の
被
支
配

階
級

に
対
す
る
抑
圧
と
収
奪

の
手
段
と
し

て
そ
の
存
在
根
拠
を
も

つ
と

い
う
の
が
真
実

に
近

い
・
租
税
は
国
民
か

ら
強
制
的

に
と
ら
れ
る

貨

幣

で
あ

る
と

の

べ
奈

、

}」
の
強
制

力

の
背

後

に
あ

る

の
は
、
国

家

権
力

で
あ

り
、

す

な

わ
ち
軍
隊

で
あ

り
・
婁

で
あ

り
・
裁
判

所

な

の

で
あ

る
。

こ

の

こ
と

を
忘

れ

て
は
租
税

の
根

拠

を

説
明

し

え
な
(25
)
い
」
・

σ

こ
れ

と
基

本

的

に
ほ

ぼ
同

じ
見
解

を

筆
者

も

か

つ
て
述

べ

て
お

い

た
。
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「
資
本
義

国
家

の
経
済
的
議

套

す
国
家
財
政
は
、
ま
ず
何

よ
り
も
、
資
本
家
階
級

に
よ
る
階
級
支
配

(
い
わ
ゆ
る
社
会
政
策
も
当
然

な
が
ら
包
含
)

の
維

持

、

ひ

い

て
は
資

本
主

義

体
制

の
維

持

に
、

そ

の
第

一
次
的

.
基
本

的
役

割

が

あ

る
。

だ
が
・
資
本
義

国
家
財
政

は
・
さ
ら

に
な
お
第

二
次
的

・
副
次
的
役
割
と
し

て
、
上
部
構
造

の
反
作
用
と
し

て
の

歪

の
経
済
的
役

割
を
も
も

っ
て
い
る
・
そ
れ
は

;

・
で
い
え
ば
、
資
本
落

の
補
完

・
促
進

と
い
・つ
役
割

で
あ
る
。
最
大
限
利
潤
追
及
を
本
質
と
す
る
下

部
構
造

に
よ

っ
て
基
本
的

に
規
定
さ
れ
た
資
本
霧

の
国
家
財
政
は
、
逆

に
ま
た
、

そ
の
反
作
用
と
し

て
個
裂

本

の
落

と
利
潤
追
求

を
補
完

し
促
進

す

る
」
。

と

こ
ろ
で
・
資
本
義

の
国
家

は
経
済
的

に
は

「
寄
生
」
的

で
あ
る
か
ら
ー

社
会

の
嚢

生
産
手
段

の
所
有
者

で
は
な
く
、
し
た
が

.

て
・
社
会

の
生
産
過
程
を
直
接

に
自
ら
毒

・
管
理
す

る
主
体

で
は
な
い
か
ら
、
経
済
的

に
は
、
国
家

の
い
わ
ば
外
側

に
あ

る
本
来

の
生

産

・
経
済
過
程

(戻

間
部
門
」
)
に
依
存
す
る
ほ
か
な
い
ー

、
こ
う
し
た
役
割
を
国
家
が
果
す
た
め

の
経
済
的
基
礎

(必
要
財
源
)
を
臼

り

直
接

に
確

保

す

る

こ
と

が

で
き

な

い
。

「
こ
の
よ
う
な
資
本
義

国
家

の

『
寄
生
』
性
と

い
う
特
徴
か
ら
、
国
家

の
経
済
的
擁

を
な
す
財
政
-

老

の
歳
入

に
お

い
て
、
租
税

が
決
定
的
意
義

と
比
薯

も

つ
と
い
う
特
徴
が
必
然
的

に
で
て
く
る
.
経
済
的

に

『
寄
生
』
的

な
国
家

が
、
そ
の
窃

に
必
要

な
経
済
的

基
摩

財
源
を
確
保

し
う
る
た
め

に
は
、
価
値
生
産
物

な
い
し
国
民
所
得

の

一
定
部
分
を
権
力
的

に
調
達

し
た
収
入
、
す
な
わ
ち
租
税

に

　
あ
　

大

部

分
依

存

す

る

ほ
か

な

い
か

ら

で
あ

る
」
。

㈲

;

・
で
い
え
ば
、
総
資
本

に
よ
る
階
級
支
配

の
維
持
と
資
本
落

の
補
完

.
促
進
、

そ
し

て
そ
の
目
的
と
役
割
を
達
響

る
た
め

の

経
済
的
基
礎

(必
要
財
源
)
の

「
寄
生
」
的
、
権
力
的
確
保
ー

こ
こ
に
租
税

(課
税
)
の
根
拠
が
あ

る
と

い
.つ
}し
と
が
で
き

る
。

利
益
説
的
な
ら
び
に
霧

説
的
な
租
税
根
拠
論

は
、

い
ず
れ

に
せ
よ
、
租
税
と
は
国
家
か
・り
享
受
す
る
受
益

個
別
的
か

巖

的
か

は
別
と
し
て
ー

に
た

い
す
る
返
報

で
あ
り
、
霧

で
あ
る
と
規
定
す
る

こ
と

に
よ

っ
て
、

}」
の
}」
と
を
理
論
的

.
政
治
的

に
正
当
化
す
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る
と

い
.つ
共
通

の
本
質

と
客
観
的
意
味
を
も

っ
て
い
る
と
い

っ
て
よ
い
。
佐
藤
教
授

の
言

い
回
し
を
借
り
れ
ば
・
資
本
義

国
家

に
よ
る

課
税

の
目
的
と
根
拠

の

「
ブ

ル
ジ

・
ア
的
表
現
」

で
麓

.
逆

に
勤
労
国
民
的

に
表

現
す
れ
ば
・
生
活
改
善

と
民
主
主
義

の
拡
充
が
、

い

わ
ば
租
税

の

"根
拠
〃
と

い
・つ
▼」
と
も

で
き
る
。
し
た
が

・
て
ま
た
、
公
平
課
税
と
租
税

の
塁

的

平
和
的
使
用

の
漿

が
国
民
的
課

題

と

な

る

。

な
お
、
根
拠
論

の
不
可
分

の
震

部
分
套

す
公
平
規
定

(な
ら
び
に
狭
義
の
租
税
原
則

の

;

と
し
て
の
公
平
原
則
を
も
含
め
)
に
か
ん
し

て
い
え
ば
、
す

で
に
述

べ
た
と
お
り
、
利
益
説
を
袋

す
る
A

・
ス
ー

ス
に
せ
よ
、
霧

説
を
袋

す
る
J

.
S

・
ミ
ル
・
A

・
ワ
ー
グ

ナ
ー
に
せ
よ
、

そ
の
論
述

に
は
現
代

へ
継
承
す

べ
き
ぞ

の
肯
定
的
側
面
を
含

ん

で
い
る
.
現
代
財
政
論

が

こ
ぞ

っ
て
強
調
す

る
所
得

.

資
産

の

再

分
配
L

政
策
f

公
斐

現

の
主
張
ー

と
、

他
方

に
お
け
る
実
態

(現
実
)

と
し

て
の
所
得

盗

産

の
分
配
-

不
公
平

f

な
.b
び
に
現
行
税
制

1

不
公
平
性

が
最
大

の
特
徴
-

と
の
乖
肇

、
今

日
ま
す
ま
す
著

し
垂

っ
て
い
る
だ
け

に
・
あ
る
意
味

で
は
古
典
的
な
彼

、b
の
公
平
論

の
現
代
的

再
評
価

が
き
わ
め

て
重
要

で
あ

る
。
そ

の
肯
定
的

な
核
心
を
現
代

へ
ど

の
よ
う

に
継
承
す
る

か
、
と
り
わ
け
現
行
税
制

の
改
善

の
た
め
に
、
目
六体
的

に
そ
れ
を
ど

の
よ

う
に
生

か
し
、
適
用
す
る
か
・

こ
の
こ
と
が
現
代
租
税
論

の
最

重
要
課
題
と
な

っ
て
い
る
と

い

っ
て
も
決
し

て
過
言

で
は
な

い
。

(
-
)

〉
.
≦

m
-q
⇔
Φ
『
・
閃
一コ
四
『
N
≦
一ω
ω
Φ
訂
ω
・
ゴ
異

↓
Φ
葺

ぎ

ζ

・・
㊤
ρ

護

P

(渠

美

『
7

グ

ナ

i
財

政

学

』
・

三

九

頁

)
・

(2
)幻
恥
町
難

醗

鋸

屏
『鉾

欝

舞

ユ

げ鑓

勺
=
げ
翫
.
閃
一コ
四口
.ρ
δ
、心
(閃
一.ω一
①口
ぎ

…

.・.)も
三

⊥
・

同
様
な
見
解

は
、
林
健
久

『財
政
学
講
義
』
に
も
み
ら
れ
る
。

会擁
.鞭

郵
鷺

露
鶴
轄
藍
藩
礒
デ羅

ン蓑
麗
穆
評蓑

響

嘱耐

}」
カ
.り
国
家
と
個
人
と
の
取
引
を
薪

し

て
利
益
説
的
親

論
を
結
論

す
る
、
と
い
う
推
論
の
段
取
り
を
ふ
ん
で
い
る
・
と

}」
う
が
霧

説

で
は
・
国
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燃轍

縫

顯

韓
難

跡幽鱗
讐

繰

縫

雛

醸
耐耀

糧

浦範

が
・
そ
の
代
り

。
ジ
カ
ル
で
は
な
く
・
市
民
社
会
の
根
源
か
ら
国
家

租
税
を
説
明
す
る
筋
道
は

つ
い
て
い
な
い
.
た
だ
単
に
目

の
前

に
妻

と
し
て

存
在
し
て
い
る
租
税

の
強
制
徴
収
を

『
霧

だ
か
ら
当
鉄
{だ
」
と
言

い
か
え
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
L

(五
二
頁
)。

(
3
)

同
右
、

一
九

一
～

一
九

二
頁

。

(
4
)

拙
稿

(本
誌
、

第
三
〇
巻

、
第

二
号
)
、
参

照
。

(
5
)

武

田

ほ
か
前

掲
書
、

一
九
三
頁

。

同
様
な
見
解
は
・
前
掲
・
林

『
財
政
学
嚢

』
や
高
壌

・
柴
田
徳
衛
編

『財
政
学
』

に
も
み
.り
れ
る
。

て耀
鰭
髪

性購
嫁
灘
犠

踊
羅
疑
継

難

鯉

購
賑蔽
暴

饗

践
鍍

鞭

擁

だ
『雑

誕

が
訴

籍

眺
る
の
で
あ
る
が
・
ス
ー
ス
の
『利
益
説
ー

れ
た
明
快
釜

性
の
代
わ
}

、

糊
塾
繍
灘
繁

総
鱗
趣鍬
凝
辮

欝
蕪
糊購

と

い
わ
な
け
れ
ば

な
る
ま

い
」

(高
橋

、

一
五
六
～

一
五
七
頁

)
。

(翻
嶺
嫌
講
綴
講

謙
津謬
麟
灘
繋

灘

難

の
必
要

に
対
応

し

て
課
税

に
限
度

を
お
～

」
と
も
止畏

を

う
し
な
う

か
ら
、
い
ず
れ

に
せ

よ
利
益
説

は
ま

す
ま
す
妥
当
性
を

も
ち

猛
な
く
な
る
.
}」
れ

に
た

い
し

て
霧

説

は
そ

の
内
容

が
あ

い
ま

い
で
あ

り
、
無
意
味

で
あ

る
だ

け

に
、
か
え

っ
て
右

の
よ
・つ
な
交
錯
し

た
利
益

　
負
担

の
関
係
、
な

り
び

に
増
大

す

る
大
衆

負
担
を
・

そ

の
思
弁
的

論
理

に
よ

っ
て
正
当

化
す

る
役
割

を

は
た
す

}、
と
が

で
き

た

の
で
あ

る
。

霧

説

の
嚢

は
ま
さ
に
右
の
よ
う
な
点

に
あ
る
か
ら
、
そ
の
発
生

に
は
ド
イ

ッ
資
奎

義

の
特
殊
事
情
が
作
用
し

て
い
た
と
は
い
,凡
、
陰

義

が
帝
国
義

化
し
て
ゆ
く
に

つ
れ
て
・
こ
の
説
は
い
ず
れ
の
国

に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
、
多
か
れ
す
く
な
か
れ
租
税
根
拠
論
の
定
説
と
な

.
て
㌔
っ
た
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の
で
あ
る
」

(武

田
隆
夫

ほ
か
前
掲

書
、

一
九
〇
～

一
九

一
頁

)
。

(
7
)

莉

益
原
則
を
支
持
し
た
初
期

の
著
述
家

の
大
部
分
は
、
国
家

の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
議
論

し
・
比
例
課
税

に
護

す
る
結
論

に
到
達
し
た
・

国
家

の
保

護

に
た

い
す

る
必
要

は
、
所

得
ま

た
は
富

に
比
例

し

て
、
ま
た
あ

る
場
合

に
は
支
出

に
比
例

し

て
・
測
ら
れ

る

べ
き

で
あ

る
と

一
般

に
考

え

、b
れ
た
。
し
か
し

か
な
、b
ず
し

も
す

べ
て
の
人
が

}」
の
結

論

に
同
意

し
た
わ

け

で
は
な

い
。

た
と
え
ば

ル

ソ
τ
は
・
寓
め

る
人

は
国
家

の
保
護

か
ら
よ

潔

く

の
利
益

を
受

け
る
と
毒

し
た
.
シ
ス
モ

ン
艸ア
イ
の
議

論

に
よ
れ
ば
、
富

め

る
人

は
貧

し

い
人

の
黙

認
を
償
わ

ね
ば
な
、り
ず
・
国
家

の
保
護

に

た

し
す

る
所
得

が
増

加
す

る
よ
り
も

よ
り
急

速

に
増
加

す

る
々

り
、
羅

課

税
萎

請

さ
れ

る
.
ジ

・
ン

・
ス
チ

ュ
ア
ー

ミ

ル
を

ふ
く
め

て
他

の

ひ
と
び
と

は
、
国
家

の
保
護

の
概

念
を

よ
り
広

-
解
釈

し
、
保

護
は
貧
し

い
ひ

と
び

と

に
よ

っ
て
よ
り
緊

急

に
必

要
と

さ
れ

る
と

い
う
正
反
対

の
見
解

を

と

っ
た
。
事
実

、、、
ル
は
、
利

益
説

が
逆
進
課
税

に

つ
う
ず

る

で
あ

ろ
う
と

い
う

理
由

で
・

こ
れ
を
拒
絶

し

た
」
・

「
利

益
説

が
累
進
課
税

に

?

つ
ず

る
と
込珊
ず

る
論
者

の
中

に
は
、

ジ

ェ
イ

ム
ズ

・
ス
チ

ュ
丁

画

や

ベ

ン
サ
ム
が
あ

り
・
彼

ら

は
・

ル

ソ
ー
、

コ

ン
ド
ル
セ
お

よ
び
徹

底
的

な
羅

を
唱

え
た

シ
ス
モ

ン
『ア
イ
の
よ

う

に
、
最

低
限

の
生
活
費

以
上

の
も

の

に
た

い
し

て
適
用

で
き

る
比

例
税
を

唱
え

鱒

協
篤

驚
鹸
羅

鯨討犠

机難

鑓

簾

粛㌍蟹

い蕎

(
記

紬

鐸

鱒

ド
ル
フ

.
ワ
ク
ナ
∴

(大
川
政
..↓

.
小
林
威
編

『
財
政
隅子
を
築
い
た
人
々
楽

嚢

の
歩
み
と
財
政

・
租
税
畢

』
所

(
9
ζ

社
会
政
策
と
は
、
階
級
問

の
型

口対
妾

国
家
的
な
F
渉
ー

た
と
え
ば
、
失
業
保
険
、
疾
病
保
険
・
年
金
鯉

な
ど
の
社
会
制
度

に
よ

っ

駄灘
擁

毒
器
馨
鰺
魂
編
鞭
讐

難

瀕
難
翻難
難

(
10
)

北
岡
、

前
掲
書
、

二
三
八
～

九
頁
。

(
u

)

拙

稿

境

代

租

税

.
税

制

論

四
」

(本

誌

、

第

・.、
.巻

、

第

.、号

、

六

・
・～

六

∵
.頁

)

参

照

・

(
肥

で
奴

惣

に

つ
い

て
は
、
拙

稿
、
同
右
⇔

(
本
ま
沁
、
第

.、、。
巻
、
第

.

.口写
、

一
八
五
～

充

七
頁
)

に
お

い

て
、
す

で
に
峯

上
述

べ
て
い
る
と
お

(
31
)

福

祉
国
家
L

の
田
藷

系
鍍
旧
、
理
念
、
歴
史
的
経
緯
等

に

つ
い
て
は
、
差
し
当

り
、
丸
尾
直
美

福

祉
国
家
L

(熊
窩

夫

.
簾

・
代
平
編
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『講
礁

鶴

籍

猷

語
敷

梅

〔赤輪
ボ

.構
造
化
を
背
書

て
・
ハー
ー

フ
ー

ー

に
袋

ー

薪

自
由

義

L
等

が
台
頭

し
・

ケ
イ

ン
ズ
理
論

と

福

祉
国

客

へ
の
批
判

が
強

ま

っ
て

い
る

}し
と

は
周
知

の
と
お

り

で
あ
る
。

鮮

鰹

羅

鰭
ザ髄

纏

嚇嬉

講

謹

寝

麓

誌

ゲ嶺
酵

け灘

馨

醍

態
罐
」て捨
轡

碧

護

嘱句雑

鍵

顯

籍
雛

恥
髪

と.阪
魂

機は
一時的.

こ

な
　

ヤソ
　

こ
の
意
味
か
ら
し

て
も
・
薪

自
堅

義
L
は
せ
い
ぜ
い

蒔

的

に
有
力
な
イ
デ
オ

・
ギ

に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
・つ
.
現
代
国
家
独
占
資
本
義

の

歴
史
的
地
位
と
本
質
か
ら
し
て
・
や
は
り
長
期
的

に
み
れ
ば
、
混

合
経
済
L
三

福
祉
国
家
L

に
袋

さ
れ
る
理
論
と
田
心禁

支
配
的
、
麦

的
な

諜
留

讐
慈
鮎
鞠蘇

蝋弩

際
醤

瀦

灘

際

殿疑
織

蒙

等

々
を
契
機

と
す

る

い
わ
ゆ

る

ー
メ
ガ

・
コ
ン
ペ
テ

ィ
シ

・
ン
L
の
状

況
を
迎

え

て
、
国
家
独

占
資
本
義

体

製

内
外

に
お

い
て
新

た

に
再
編
成

す

O

る
た
め

の
格
好

の
イ

デ
オ

・
ギ

的

テ

コ
と

し

て
、

一
時
的

に
利
用

さ
れ

て
い
る
と

い

っ
た
方

が
適
切

で
あ
う

つ

(
41
)

応
能

課
税

(応

能
・
能
力
説
)

の
大

ま
か
な
理
論

的
、
思
想

的
系
譜

に

つ
い

て
は
、
R

.
A

.
マ
ス
グ

レ
イ
ブ

『
財

政
理
論
』
、

-
、

三

.頁

、

　

の　
あ

　

　

(
51
)

～

(
B

;

〉
.
ζ

轟

四
〈
①
＼
〉
電

ー

三

豊

Ω

餌
ω
ω
曇

琶

ゴ
§

三

勺
二
σ
=
Φ
閃
一口
鋤
コ
。
Φ
・
お

り
心
.
や
。
.
一
N山

㎝
.
(
〉
.
類

餌
⑳
口
Φ
『
.

閃
冨

。
里

ω
§

。・
§

p
為

Φ
:

.
p

ぎ

h二

。。
㊤
。
・
ω
・
ω
。。
マ
ω
。。
ご

(
91
)

拙
稿

現

代

租
税

・
税
制
論

の
検
討
L

.
ス

本
誌
、
第

三
〇
巻
、

第

、号

所
収

)
、

天

五
～

一
九
七
頁
。

な

お
、

坂
入
教
授

も
次

の
よ
う

に
述

べ
ら
れ

て

い
る
。

「
ワ
グ

ナ
あ

租
税
理
論
は
実
践
的
政
策

で
あ
る
・
当
時
、
ド
イ

ツ
は
独
占
資
奎

義
か
・り
帝
国
主
義

に
移
行
す
る
過
程
に
あ
り
、
栞

の
集
中
、

労
資
の
対
立
・
貧
富

の
格
黍

著
る
し
垂

っ
て
き
て
お
り
、
国
家
財
政
は
軍
妻

、
公
債
費
、
社
会
政
薯

を
中
、心
に
公
共
経
費
が
絶
対
的

に
も
相

対
的

に
も
増
加
し

つ
つ
あ

っ
た
・
集

義

経
済
と
財
政
の
か
か
る
難

的
変
化
を
前
提
と
し
て
、
増
大
す
る
経
費
に
対
応
し
て
税
収
を
覆

す
る
に

は
・
社
A至

義
勢
力
が
台
頭
し

つ
つ
あ
る
段
階
だ
け
に
消
費
税
を
笑

す
る
こ
と
は
労
働
者
階
級
の
憤
激
を
買
・つ
}」
と

に
な
る
。
そ
}」
で
所
得
税

で
は

比
例
税
制
に
代
り
累
進
税
製

採
用
し
・
ま
た
課
税
目
的
を
労
働
所
得
よ
参

修
品
税
と
財
産
お
よ
び
相
続
税
を
轟

に
お
く

▼、
と
に
よ

.
て
所
得
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税
を
補
完
し
、

賭
博
利
得
と
市
況
利
得
等

の
不
労
所
得
の
課
徴
、

実
質
的
財
産
税
と
資
本
税
等

に
よ

っ
て
、

従
来
の
所
得
お
よ
び
財
雰

配
を
修
正

し
、
拡
大
し

つ
つ
あ
る
墓

晶
の
格
差
を
平
準
化
し
、
社
会
嚢

勢
力

の
反
撃
を
回
避
し
よ

う
と
し
た
。
換
言
す
れ
ば
ワ
グ
ナ
あ

租
税
理
論
は
富
裕
階

級

の
犠
牲

に
お
い
て
労
働
大
衆

の
保
護
を
は
か
る
社
会
政
策
的
な
租
税
理
論
を
展
開
し
た
。

ワ
グ
ナ
ー
は
社
会
政
策
的
な
租
税
政
策
に
よ

.
て

『等
族
時
代
』
『市
民
時
岱

に

つ
ぐ
第
、二
の
時
代
な
る

『
社
会
時
代
』
い
わ
ゆ

る
独
占
資
本
主

義
の
段
階
に
お
け
る
諸
問
題
の
解
決

に
対
応
す
る
た
め
、
富
裕
階
級

に
は
税
負
担
を
重
く
し
、
低
所
得
者
に
は
軽
減
す
る
と
い
う
租
税
に
社
会
政
策
的

手
段
の
導
入
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
ワ
グ
†

は
租
税
を
通
ず
る
社
会
政
策
書

奎

義
的
生
産
お
よ
び
分
配
関
係
に
導
入

し
・
所
得
分

配
の
不
均
衡
を
事
後
的
と
部
分
的

に
修
正
す
る
▼」
と
に
よ

。
て
、
租
税

の
公
廣

則
を
貫
ら
ぬ
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
・

万

で
は
絶
対
的
な

自
由
放

任
を
主
張
す
る
ス
、、、
ス
の
亜
流
、

マ
ン
チ

ェ
ス
タ
ー

ウ
去

に
対
抗
し
、
他
方
で
は
社
会
セ
義

の
義

に
対
抗
す
る
と
い
う
・
『
二
募

影
響
』
を

社

会
政
策

的
租
税

は
も

っ
た

の
で
あ
る
」

(坂

入
長
太
郎

『
財
政

思
想
史
』
、

三
二
〇
、

ご
..
.
一
頁
)
。

(
2。
)

レ
ス
タ

ー

.
c

・
苫

あ

次

の
よ
・つ
な
主
張

も
、
彼
流

に
-
不
正

確

に
表

現

さ
れ
た
ブ

ル
ジ

・
ア

(
資
奎

義

的
)
民
主

義

の
固
有

の
矛

盾

の
現
代
的
、

現
実
的

承
認
と

い

っ
て
よ

い
で
あ

ろ
う
。

罠

圭

義
と
資
本
義

で
は
、
力
を
ど
の
よ
・つ
に
配
分
す

べ
き
か
に

つ
い
て
、
考
え
方
に
極
端
な
違
い
が
あ
る
・
民
至

義
の
根
幹
は

『
天

一

票
』
で
あ
り
、
政
治
的
な
力
は
ま

っ
た
く
平
等

に
配
分
さ
れ
る

べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

て
資
本
嚢

は
・
経
済
的
な
薯

が
敗
者
を
市

場
か
、り
追

い
出
し
、
経
済
的

に
死
滅
さ
せ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
遭

者
生
存
」
と
購
買
力

の
不
平
等

こ
そ
が
・
資
本
義

の
効
率

の
根
幹
に
な

っ

て
い
る
。
個
人

も
企
業

も
、
効
率
的

に
な

り
な

け
れ
ば
、
金
持

ち

に
は
な
れ

な

い
。
資
本

主
義

の
ま

っ
た

く
純
粋

な
形
態
を
考

え
る
な

ら
・
奴
隷
制

と

完
全

に
共

存

し
.つ
る
。

ア
メ
リ
カ
南
部

で
は
、
そ

の
よ
う
な
制
度

が

、
.世
紀

に
わ

た

っ
て
続

い

て
い
た
。
民
嚢

義

は
・
奴

隷
制
と

は
ま

っ
た

く
相

い

れ

な

い
。

生

産
と

い
,つ
面

で
は
、
資
本

義

は
所

得
と
富

の
大
き
な

不
平
等
を
生

み
出

す
。
経
済

の
な
か

で
大

き
な
金
儲

け
が

で
き

る
機
会

を
見

つ
け
出

す
努

力

が
、
資
本

義

の
効

率
性

を
支

え

て
い
る
。
そ
・つ
し
た
機
会

を
見

つ
け
出

す
者
も

い
れ
ば
、
見

つ
け
出

せ
な

い
者

も

い
る
・
他
人

を
市
場

か

ら
追

い

出
し

、
所
得
を

ゼ

・
に
す

る

▼」
と
、

つ
ま

り
、
他
人

の
収

益

の
機
会

を
奪

う

こ
と
r

こ
れ

こ
そ
が
、
競
争

の
本

質
だ
・
富

を
獲
得

で
き
れ
ば
・
そ

の

富
を
増
や
す
機
会
は
何
倍

に
も
増
え
る
。

蓄
積
し
た
富
に
よ

っ
て
、

富
を
も
た
な
い
者

に
は
閉
ざ
さ
れ

て
い
る
収
益
の
機
会
が
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。こ

う
し

て
力

の
平
等
を
基
本

と
す
る
民
ド
L
義
と
、
経
済
力

の
不
平
等

の
拡
大
を
生
み
だ
し

て
い
る
市
場

と
の
間

で
矛
盾
が
増
大
し

て
い
る

(
ピ
①
ω
けΦ
『
ρ

臣

¢
『
。
朝
・
穿

①
閃
=
睡¢
同
Φ
。
§

℃
量

葺

ま

畠

岡
洋

一
・
仁
霜

夫
訳

『
資
本

嚢

案

来

』
、
T
B
S
ブ

リ
三

力
・
三

二

・
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一
一二

(
21

)

(
22

)

(
23

)給
与
を
利
潤

の
分
配
諸
形
態
と
区
別
せ
ず

一
様
に

「所
得
」
と
し

て

す
る
根
拠
と
し
て
、
い
い
か
え
れ
ば
大
衆
課
税
を
正
当
化
す
る
論
拠
と
し
て
の
役
割
を
事
実
上
果
た
し

て
い
る
と
い

っ
て
よ
い

民
に
よ
る
財
政

(租
税
)
民
蓋

義
拡
充
の
立
場

に
た

っ
た
税
制
改
革
、
不
公
平
是
正
と
公
平
課
税

の
要
求
基
準
と
し
て
応
能
課
税
を
主
張
す
る
場
合

は
・

こ
こ
で

の
議

論

と
は
当

然
区
別

し

て
理
解

さ
れ

ね
ば

な
ら
な

い
こ
と

は

い
う
ま

で
も
な

い
。

な
お
・

こ
う
し

た
総
資

本

の
イ

デ
オ

ロ
ギ

ー
は
憲
法

土

の
規
定

に
も

よ
く
反
映

し

て
い
る
。

「
武

力
を
維
持

す

る
た
め
・
お

よ
び
行
政

の
諸

費
用

の
た
め
、
共

同

の
租
税

は
不
可
欠

で
あ

る
。

そ
れ

は
す

べ
て
の
市
民

の
間

に
そ

の
能
力

に
応
じ

て
平
等

に
配
分

さ
れ
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
」

(
フ
ラ

ン
ス
、
人
権

宣
言
、
第

一
、、一条
)
。

「
す

べ
て
の
公
民

は
そ

の
資
力

に
応

じ

て
、
法
律

の
定
め

る
と

こ
ろ

に
よ
り
、
ひ
と
し
く

す

べ
て
の
公

け

の
負
担

を
分
担

す

る
」
(
ワ
イ

マ
!
ル
共
和

国
憲
法

、
第

一
三

四
条

)
。

「
国

民
は
、
法

律

の
定

め

る
と

こ
ろ

に
よ
り
、

納
税

の
義
務

を
負

ふ
」

(
日
本
国
憲
法

、
第

.6

条
)

在

民

は
・
法

律

の
定

め

る
と

こ
ろ

に
よ
り
、

そ

の
属

す

る
普

通
地
方
公
共

団
体

の
役

務

の
提
供

を

ひ
と

し
く
受

け

る
権
利
を
有

し
、

そ

の
負
担
を

分
任
す

る
義
務

を
負
う
」

(
日
本

・
地
方
自

治
法
、
第

一
〇
条

二
項
)
。

(
24
)

前
掲
、
拙

著
、

四
八
、
七
〇
頁

参
照
。

(
25
)

佐
藤
進

『
現
代
税

制
論
』
、
八
、

一
二
、

一
八
頁
。

(
26
)

拙
著

『
マ
ル
ク

ス
主
義
財

政
論
』
、

一
三
五
、

=

一九
頁
。

同

『
現
代
財

政
論
』
、
初
版
、
新

評
論
、
第

二
章
第

四
節
、

参
照
。

(
72
)

し
た
が

っ
て
・

こ

こ
か
ら
、
純

理
論
的

に
い
え
ば
、

莉

益

・
応
益
i
対

価
説

L
か
ら

し

て
も
i

馨

本

が
基
本
的

で
最
大

の
受
薯

、

ま
た

「
応

能

・
能

力
1
義
務

説
」
か
ら

し

て
も

剰

余
価
値

と

そ

の
派
生

形
態

の
み
が
、
必
要
経
費

を
超
え

る
超

過
余

剰
分

、
国
家

の
必
要
財

源

と
し

て

の
税

収

は
・
本

来

は
総
資

本

の
負
担

に
よ

っ
て
原
則

と
し

て
賄

わ
れ

る

べ
き
も

の
で
あ
る
、
と

い
ーつ
結

論
も
導
き

だ
さ
れ
る
。

(
82
)

佐
藤
教
授
は
・
租
税
根
拠

(目
的
)
論
の
現
代
的
特
徴
i
義
務
説

の
現
代
的
展
甲

と
し
て
、
H

.
ひ
フ
ー
を
援
用
し

つ
つ

(即

瓢
山
=
.量

.

ω
§

①
3

。
≧

曇

蓉

同餌
ぎ

。
巴
8

留

雪

ω
α
h雪

一=
。蔓

〉
唇

g

三

鐸

)、
憂

兀
主
義
的
解
釈
L
と

「経
済
的
効
率
の
重
視
」
の
二
点

一
ゆ、

.∴
一.一六
頁

)
。

こ

の
点

に

つ
い
て
は
、
拙
著

『
財
政

学
要
説

』
、

=

～

一
四
頁
参
照
。

た
と
え
ば
武

田

・
遠
藤

・
大
内

『
近

代
財
政

の
理
論

』
、

一
七

.
一～

一
七
四
、

一
八
九
～

一
九

一
頁
。

実
際

、
今

日

で
も

た
と
え
ば
、
利

益
説

(応

益
課
税
)
は
住
民
税

の
均
等
割

の
事
実
上

の
根
拠

と
し

て
、
ま

た
義

務
税

(応
能

課
税

)
は
、
賃
金

.

労
働
力

の
再
生
産

費
す
な

わ
ち

コ
ス
ト

で
あ
る

に
も
か

か
わ
ら
ず

課
税

。
な
お
今

日
、
勤

労
国



を
指

摘

さ
れ

て

い
る
。

こ

の
傾
向

は
、

A
.
日
ま
す

ま
す
強
ま

っ
て
い
る
よ
う

に
思

わ
れ

る
。

「
ハ
ラ
ー
は
、

そ
の
著

『
租
税
論
』

で
、
租
税

の
存
在
根

拠
を

、
公
共

サ
ー
ビ

ス
の
提

供

に
必
要

な
財
貨

・
サ
ー
ビ

ス
の
処
分
権

を
国
家

に
与

え

る

こ
と

に
あ

る
と
し

て
い
る
。
こ
れ

が
租

税

の
セ

た

る
目
的

で
あ

る
と
み

て
よ
か
ろ
う
。

こ
れ

に
対

し

て
、
租
税

の
副
目
的

と
し

て
、
公

正
な
所
得
分

配

を

つ
く
り
だ

す

こ
と

(分

配
政
策
上

の
目
標

)
と
、
生

産
手
段

の
最
適
利

用

(福
祉

政
策
的

目
標
)
、
そ
し

て
景
気
変
動

の
調
節

(
景
気

政
策
的
目
標

)
、

経
済
成
長

の
達

成

(
成
長
政
策

的
目
標

)
と

い

っ
た
も

の
を
列

挙

し

て
い
る
。
そ
し

て
そ
れ
ぞ
れ

の
目
標

の
実
現

の
度
合

は
、
分

配
政
策

的
効
率
、
景

気
政
策
的

効
率

、
成
長
政
策

的
効
率

と

い

っ
た
基

準

で
判
定

さ
れ
る
と
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
租
税
目
的

の
多
元
主
義

的
解

釈
と
経

済
的
効
率

の

重
視
が
、
現
代
的

租
税
論

の
特
徴
と

な

っ
て
い
る
。
そ
し

て
こ

の
現
代
的
租
税

論

の
役
割

は
多
か

れ
少

な
か

れ
、
現
行
税
制

の
弁

護
論
を

展
開
す

る
と

こ
ろ

に
あ

る
。
租

税

は
国
家
権

力

の
維

持
を
目
的

と
し
、
同
時

に
そ
れ
は
資
本

セ
義
的
生

産
関
係

の
維
持

を
本
来

的
目
的
と
す

る
。
現
代
的

租
税
論

に

お
け
る
租
税

目
的

の
多

元
的
解
釈

は
、
結
局

こ
う
し

た
観
点

の
ブ

ル
ジ

ョ
ア
的
表

現

に
す
ぎ
な

い

の
で
あ

る
」
(
前
掲
書
、

=

～

一
.
一頁
)
。
(未
完
)
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