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環
境
税
の
法
と
政
策
（
二
）

―
―
ド
イ
ツ
租
税
法
に
見
る
公
共
政
策
実
現
手
段
の
構
築
―
―

手
　
塚
　
貴
　
大

一
　
は
じ
め
に

（一）

問
題
の
所
在

（二）

本
稿
に
お
け
る
検
討
の
視
角

二
　
環
境
税
の
構
築
の
法
理
論

（一）

環
境
税
の
諸
類
型
―
税
、
料
金
、
特
別
賦
課
金
―

１
　
税
（
以
上
、
三
二
巻
四
号
）

２
　
料
金

３
　
特
別
賦
課
金

４
　
経
済
理
論
―Pigou

税
とB

aum
ol

／O
ates

税
―

（二）

環
境
税
の
法
原
則
（
以
上
、
本
号
）

（三）

環
境
税
と
目
的
税

（四）

小
括

三
　
環
境
税
の
法
構
造
―
消
費
課
税
と
し
て
の
環
境
税
―

（一）

消
費
税
の
法
理
論
―
消
費
税
と
し
て
の
環
境
税
―

（二）

消
費
型
所
得
税
―
環
境
保
護
と
の
整
合
性
―

（三）

小
括

四
　
環
境
税
の
あ
り
よ
う

（一）

環
境
税
の
諸
類
型

（二）

環
境
税
の
望
ま
し
い
形
態

（三）

小
括

五
　
結
語
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二
　
環
境
税
の
構
築
の
法
理
論
（
承
前
）

（一）

環
境
税
の
諸
類
型
―
税
、
料
金
、
特
別
賦
課
金
―
（
承
前
）

１
　
税
（
承
前
）

２
　
料
金

料
金
（G

ebühren
¸B

eiträge
）
と
は
端
的
に
「
一
定
の
サ
ー
ビ
ス
給
付
に
対
す
る
対
価
」
で
あ
っ
て
、
具
体
的
に
は
「
公
法
上
の
金
銭

給
付
で
あ
り
、
個
人
に
帰
属
し
、
公
的
主
体
に
よ
り
供
さ
れ
る
メ
リ
ッ
ト
を
調
整
す
る
も
の

（
58
）

」、「
特
定
の
集
団
を
利
す
る
公
的
主
体
の
サ

ー
ビ
ス
提
供
の
対
価
と
な
る
公
法
上
の
金
銭
給
付

（
59
）

」
と
定
義
さ
れ
る
こ
と
あ
が
る
。
そ
れ
は
、
環
境
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
恩
恵
を

得
る
者
が
同
時
に
環
境
を
汚
染
す
る
の
で
、
料
金
の
支
払
い
は
自
己
の
環
境
汚
染
分
に
対
価
を
支
払
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
は
、
原
因
者
負
担
主
義
に
基
づ
く
制
度
で
あ
る
。
し
か
し
以
下
の
二
点
を
理
論
的
問
題
点
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
一
に
、
料
金
は
一
定
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
対
価
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
、
対
価
＝
費
用
の
関
係
が

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
に
嚮
導
と
い
う
要
素
は
入
り
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
に
料
金
を
支
払
う
こ

と
は
、
国
家
か
ら
何
が
し
か
の
サ
ー
ビ
ス
の
給
付
を
受
け
、
そ
れ
に
対
す
る
対
価
を
支
払
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る

（
60
）

。
私
人
は
国
家
か
ら
受

け
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
対
価
と
し
て
納
税
を
し
て
い
る
。
そ
れ
と
別
に
料
金
を
納
め
る
こ
と
は
、
税
の
対
価
と
し
て
の
サ
ー
ビ
ス
と
は
異

な
り
（
納
税
と
公
共
サ
ー
ビ
ス
と
の
間
に
は
周
知
の
よ
う
に
性
質
上
密
接
な
対
価
関
係
は
な
い
）、
国
家
か
ら
受
け
る
サ
ー
ビ
ス
が
料
金

（
58
）

K
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を
支
払
う
者
に
特
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
論
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
右
の
議
論
を
前
提
と
し
た
場
合
に
料
金
を
課
す
こ
と
は
、
ま
ず
、
そ
の
性
質
上
「
環
境
を
享
受
す
る
者
が
そ
の
利
用

の
対
価
と
し
て
国
家
に
料
金
を
納
付
す
る
」
の
で
あ
り
、「
国
家
が
環
境
を
整
備
し
、
私
人
の
用
に
そ
れ
を
供
す
る
」
と
い
う
事
情
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
現
実
の
諸
制
度
を
説
明
す
る
言
明
と
し
て
、
料
金
を
先
の
よ
う
に
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
対
価
（
換
言
す
れ

ば

”個
々
人
に
帰
属
す
る
特
別
な
メ
リ
ッ
ト
の
調
整
“
の
た
め
の
金
銭
的
負
担
と
も
言
い
う
る
）
と
し
て
の
み
観
念
す
る
こ
と
に
留
保
を

つ
け
ざ
る
を
得
な
く
な
る
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
実
定
法
を
見
る
と
（
歴
史
的
に
も
）、
私
人
が
国
家
に
申
請
を
行
っ
た
に

も
拘
わ
ら
ず
申
請
拒
否
が
な
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
自
身
に
不
利
な
判
決
が
な
さ
れ
る
場
合
に
も
裁
判
所
費
用
法
に
よ
り
当
該
者
は
料
金
を

支
払
う
必
要
が
あ
る
、
と
い
っ
た
具
合
に
先
の
料
金
の
定
義
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
料
金
制
度
が
散
見
さ
れ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る

（
61
）

。
そ

れ
故
、
料
金
概
念
の
当
否
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
制
度
設
計
の
場
面
を
厳
格
に
規
律
付
け
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
ド

イ
ツ
の
伝
統
的
な
考
え
方
と
さ
れ
る

”公
権
力
の
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
個
人
に
与
え
ら
れ
る
メ
リ
ッ
ト
の
調
整
“
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
代

表
的
学
説
を
見
て
お
く
必
要
が
生
ず
る

（
62
）

の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
料
金
を
嚮
導
目
的
に
利
用
す
る
可
能
性
が
理
論
上
明
確
に
開
か
れ
る

こ
と
に
な
る
。

ま
ず
、
前
叙
の
料
金
を
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
対
価
と
観
念
し
た
場
合
に
は
料
金
額
と
公
共
サ
ー
ビ
ス
と
の
価
値
と
が
等
し
く
な
け
れ
ば
な

（
60
）
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ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
右
を
敷
衍
す
る
と
、
料
金
の
制
度
設
計
に
際
し
て
は
右
の
事
項
が
斟
酌
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
か
か
る
考
慮
は
い

わ
ゆ
る
費
用
回
収
原
則
（K

ostendeckungsgrundsatz

）
あ
る
い
は
応
益
負
担
原
則
か
ら
要
請
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
と
な
る

（
63
）

。
す
な
わ

ち
、
料
金
が
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
対
価
で
あ
る
以
上
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
価
値
が
そ
の
価
格
で
あ
る
料
金
と
等
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

す
る
の
が
右
原
則
の
意
味
内
容
・
要
請
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、K
loepfer

教
授
は
、
一
に
、
右
の
費
用
回
収
原
則
を
一
応
承
認
し
つ

つ
も
、
例
え
ば
費
用
回
収
原
則
を
憲
法
上
の
原
則
と
し
、
厳
格
に
法
制
度
設
計
の
場
面
で
適
用
す
る
と
、
料
金
を
環
境
汚
染
防
止
の
嚮
導

手
段
と
し
て
構
築
す
る
こ
と
が
理
論
上
で
き
な
く
な
る
の
で
、
そ
れ
は
妥
当
で
な
い
と
論
ず
る

（
64
）

。
料
金
が
政
策
実
現
手
段
で
あ
る
こ
と
は

承
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
、
確
か
に
費
用
回
収
原
則
は
妥
当
す
る
が
、
厳
格
な
拘
束
力
を
持
つ
も
の
と
解
す
べ
き
で
な
い
と
言
え
よ
う
。

二
に
、
所
論
は
、
右
に
関
連
し
て
、
現
実
の
料
金
額
の
決
定
は
、
個
々
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
基
準
と
し
て
お
ら
ず
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
全
体

を
基
準
と
し
て
決
定
さ
れ
る
と
す
る

（
65
）

。
ま
た
テ
レ
ビ
放
送
料
金
は

”政
治
的
価
格
“
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
社
会
目
的
等
を
総
合
勘
案
し

て
価
格
が
政
策
目
的
を
考
慮
し
て
廉
価
に
設
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
す
る

（
66
）

。

ま
た
応
益
負
担
原
則
も
料
金
制
度
設
計
に
は
妥
当
し
な
い
と
す
る

（
67
）

。
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
価
値
を
決
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
り
、
応
益
負

担
原
則
は
料
金
の
徴
収
時
点
を
決
定
す
る
こ
と
を
そ
の
意
味
内
容
と
し
、
そ
の
具
体
的
金
額
を
指
示
・
決
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る

（
68
）

。

応
益
負
担
原
則
に
よ
る
料
金
の
徴
収
時
点
の
決
定
と
は
、
お
そ
ら
く
は
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
享
受
の
時
点
で
、
そ
れ
に
係
る
料
金
の
徴
収

（
63
）
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を
行
う
こ
と
を
同
原
則
が
求
め
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
議
論
が
展
開
さ
れ
、
結
局
、
比
例
原
則
が
こ
こ
で
料
金
額
を

決
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
（
過
剰
禁
止（

69
）

）。
す
な
わ
ち
、
私
人
が
料
金
を
納
付
し
て
獲
得
・
享
受
す
る
個
別
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
は
、

ま
さ
に
個
々
の
私
人
と
の
密
接
な
結
び
つ
き
を
有
し
て
い
る
の
で
、
料
金
負
担
が
過
重
か
否
か
は
明
確
に
な
る
と
言
い
う
る

（
70
）

。

K
loepfer

教
授
の
立
場
に
完
全
に
与
す
る
か
否
か
は
措
く
と
し
て
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
以
上
の
所
論
を
ま
と
め
る
と
、
料
金
の
本
質
あ

る
い
そ
の
制
度
設
計
に
際
し
て
の
基
本
原
則
に
つ
い
て
、
料
金
を
対
価
と
し
て
の
み
捉
え
る
と
い
う
立
場
は
採
ら
れ
て
お
ら
ず
、
費
用
回

収
原
則
は
厳
密
な
そ
れ
と
し
て
必
ず
し
も
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
対
価
と
し
て
の
料
金
で
は
な
い
、
別
の
性
質
を
持
つ
料
金

が
実
定
法
上
認
識
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
既
に
、
こ
の
点
、
料
金
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
類
型
が
識
別
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

う
ち
嚮
導
目
的
の
料
金
も
あ
り
う
る
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
水
の
利
用
に
つ
い
て
水
利
用
料
金
（
い
わ
ゆ
る“W

asserpfennig”

）
を
課
す

る
こ
と
は
、
次
の
論
理
で
正
当
化
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
水
は
、
自
然
の
中
の
希
少
な
財
で
あ
り
、
か
つ
一
般
に
利
用
さ
れ
る
財
で

あ
り
、
そ
れ
を
利
用
で
き
る
者
は
、
そ
れ
を
利
用
で
き
な
い
者
と
比
べ
て
そ
の
メ
リ
ッ
ト
を
特
に
享
受
で
き
る
の
で
あ
り
、
当
該
利
用
者

が
特
に
享
受
で
き
る
特
別
の
メ
リ
ッ
ト
の
う
ち
一
部
を
国
家
が
吸
い
上
げ
る
と
い
う
論
理
で
あ
る

（
71
）

。
加
え
て
、
同
決
定
は
水
の
利
用
に
よ

る
メ
リ
ッ
ト
の
調
整
と
い
う
要
素
だ
け
で
は
な
く
、
水
の
利
用
に
対
す
る
対
価
の
支
払
い
、
換
言
す
れ
ば
、
応
益
負
担
原
則
と
い
う
要
素

も
な
お
正
当
化
根
拠
と
す
る
。
こ
れ
は
極
め
て
重
要
な
理
論
的
根
拠
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
場
面
に
お
い

て
、
応
益
負
担
原
則
を
も
そ
の
正
当
化
根
拠
と
し
て
要
求
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
制
度
と
し
て
料
金
を
国
家
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
対

（
68
）
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価
に
当
た
る
も
の
と
す
る
こ
と
に
な
り
、
料
金
は
そ
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
な

る
。
こ
の
こ
と
は
、
料
金
の
賦
課
可
能
性
に
限
定
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
料
金
の
賦
課
に
対
す
る
租
税
国
家
の
危
機
・
空
洞
化
の
招

来
と
い
う
批
判
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
加
え
て
、
料
金
額
と
い
う
具
体
的
な
負
担
の
程
度
に
つ
い
て
も
、
前
叙
の
よ
う
な
公
共
サ

ー
ビ
ス
の

”対
価
“
を
そ
の
上
限
と
す
る
制
度
が
導
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
こ
れ
は
次
に
検
討
す
る
特
別
賦
課
金
に
も
当
て
は
め
る

議
論
で
あ
る

（
72
）

。）
（
73
）

。
以
上
の
様
に
ド
イ
ツ
の
議
論
を
敷
衍
す
る
こ
と
に
よ
れ
ば
、
料
金
を
嚮
導
目
的
に
利
用
す
る
こ
と
は
、
前
叙
の
理
論
的

枠
組
み
の
中
に
お
い
て
も
な
お
可
能
と
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
右
の
点
に
つ
き
付
言
す
る
形
で
環
境
と
い
う
財
と
国
家
と
の
関
係
、
そ
し
て
、
そ
う
し
た
環
境
と
そ
れ
を
享
受
す
る
私
人
と
の

関
係
を
一
般
化
し
て
言
え
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
環
境
と
は
国
家
が
存
在
す
る
以
前
に
存
在
す
る
。
大
気
、
森
林
、
河
川
、
土
壌
等
を

想
定
す
れ
ば
そ
れ
は
理
解
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
の
意
思
に
関
わ
り
な
く
私
人
は
環
境
を
利
用
し
、
そ
の
恩
恵
を
享
受
す
る
。
確

か
に
、
環
境
は
市
場
で
取
引
さ
れ
る
財
と
は
異
な
り
、
い
わ
ば
自
由
財
（freie

G
üter

）
で
あ
り
、
国
家
が
提
供
す
る
財
・
サ
ー
ビ
ス
で

は
な
い

（
74
）

。
し
た
が
っ
て
、
私
人
は
環
境
の
利
用
に
つ
い
て
国
家
に
対
価
を
支
払
う
と
い
う
こ
と
を
制
度
構
築
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
て
観

念
す
る
こ
と
は
一
概
に
は
で
き
な
い

（
75
）

。
そ
れ
故
、
一
見
す
る
と
、
料
金
方
式
を
以
っ
て
す
る
環
境
政
策
は
理
論
的
根
拠
を
欠
く
と
言
い
う

る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
国
家
は
環
境
整
備
を
し
て
い
る
。
国
家
は
環
境
が
良
好
な
状
態
を
保
つ
よ
う
に
、
具
体
的
に
、
立
法
が
様
々

な
法
制
度
を
整
備
し
、
行
政
が
そ
れ
を
執
行
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
環
境
の
整
備
は
今
日
様
々
な
法
制
度
等
を
通
じ
て
国
家
が
行
っ
て

（
72
）

K
loepfer,U

m
w

eltrecht(Fn.17 ),§5
R

z.258 .

（
73
）

尤
も
、
料
金
額
を
具
体
的
に
決
定
す
る
基
準
と
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
参
照
、K

loepfer,U
m

w
eltrecht(Fn.17 ),§5

R
z.257 .

（
74
）

L
ang,D

er
E

inbau
um

w
eltpolitischer

B
elange

(Fn.14 ),S.60 f.

（
75
）

K
irchhof,Ferdinand,D

er
B

aden-W
ürttem

bergische
W

asserpfennig,D
V

B
l.1987 ,1035 .
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い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
故
国
家
が
環
境
を
享
受
す
る
基
盤
を
形
成
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
斯
様
な
現
状
に
鑑
み
る
と
、
国
家

に
よ
る
整
備
を
以
っ
て
企
業
活
動
に
有
効
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
環
境
を
敢
え
て
利
用
す
る
者
に
特
別
に
利
用
の
対
価
を

国
家
が
要
求
す
る
こ
と
も
論
証
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
の
学
説
に
お
け
る
認
識
か
ら
し
て
も
、
料

金
の
嚮
導
目
的
へ
の
利
用
に
つ
い
て
一
定
の
基
盤
は
あ
る
と
言
え
よ
う
。

二
に
、
右
を
前
提
と
し
て
、
あ
る
環
境
汚
染
の
原
因
と
な
る
行
為
を
行
っ
た
者
を
特
定
で
き
る
か
否
か
、
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
環
境

汚
染
の
原
因
行
為
を
特
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
も
あ
り
、
そ
の
際
に
は
、
料
金
と
い
う
制
度
設
計
は
適
当
で
な
い
場
合
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
、L

ang

教
授
の
整
理

（
76
）

に
よ
る
と
、
料
金
方
式
の
も
と
で
は
環
境
汚
染
と
そ
の
原
因
者
（
に
よ
る
行
為
）
と
の
因
果
関
係
が
明
ら

か
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
現
実
に
は
困
難
で
あ
り
、
因
果
関
係
は
多
か
れ
少
な
か
れ
粗
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
因
果
関
係
が
明
確
に
な
れ
ば
汚
染
者
負
担
原
則
と
の
関
係
で
料
金
方
式
は
優
れ
た
制
度
選
択
肢
に
な
る
で
あ
る
余
地

が
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
に
よ
り
水
の
濫
利
用
が
抑
制
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
批
判
も
あ
り
、
例
え
ば
、
水

の
よ
う
に
、
先
に
挙
げ
た
性
質
を
持
つ
財
に
つ
い
て
は
他
に
も
あ
る
の
で
あ
り
（
例
、
新
鮮
な
空
気
、
良
好
な
環
境
等
）、
先
の
論
理
を

根
拠
に
料
金
の
賦
課
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
、
料
金
が
様
々
に
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
ひ
い
て
は
租
税
国
家
と
し
て
の
体
制
と
矛
盾
す

る
事
態
が
生
ず
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
が
そ
れ
で
あ
る

（
77
）

。

（
76
）

L
ang,D

er
E

inbau
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w
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B
elange

(Fn.14 ),S.61 f.

（
77
）
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３
　
特
別
賦
課
金

（１）

特
別
賦
課
金
の
意
義

特
別
賦
課
金
（Sonderabgaben

）
と
は
端
的
に
は
「
予
算
計
画
に
含
ま
れ
な
い
そ
う
し
た
特
別
の
事
務
に
係
る
資
金
調
達
を
す
る
も
の
」

を
意
味
す
る
。
実
例
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
そ
の
う
ち
い
く
つ
か
を
紹
介
す
る
。
例
え
ば
、
重
度
障
害
者
賦
課
金
が
あ
る
。
こ
れ
は
重
度

障
害
者
の
雇
用
を
促
進
す
る
た
め
に
、
法
律
上
要
雇
用
者
数
が
定
め
ら
れ
、
そ
の
数
を
充
足
で
き
な
い
雇
用
者
は
一
定
額
の
重
度
障
害
者

賦
課
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
た

（
78
）

。
ま
た
、
三
〇
〇
〇
〇
マ
ル
ク
超
所
得
を
得
る
者
に
対
し
て
、
一
定
の
投
資
援
助
金

を
特
別
賦
課
金
と
し
て
課
す
る
こ
と
に
よ
り
、
低
所
得
者
の
住
宅
取
得
を
容
易
化
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
、
と
い
う
も
の
も
あ
っ
た

（
79
）

。
さ

ら
に
、
石
炭
に
つ
い
て
、
石
炭
発
電
を
保
護
す
る
た
め
に
、
石
炭
発
電
を
行
う
企
業
に
対
し
て
一
定
の
補
助
金
を
給
付
す
る
特
別
の
石
炭

フ
ァ
ン
ド
が
連
邦
に
よ
り
設
立
さ
れ
、
当
該
フ
ァ
ン
ド
の
運
営
資
金
の
調
達
の
た
め
に
最
終
消
費
者
へ
電
気
を
供
給
す
る
企
業
等
に
特
別

賦
課
金
の
形
式
で
課
し
た
、
と
い
う
も
の
も
あ
る

（
80
）

。

こ
の
特
別
賦
課
金
は
そ
の
賦
課
徴
収
に
強
い
限
定
が
付
さ
れ
る
例
外
的
な
資
金
調
達
手
段
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
は
二
点
あ
る
。
一
に
、

ボ
ン
基
本
法
上
連
邦
、
州
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
賦
課
徴
収
で
き
る
税
目
が
予
め
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
連
邦
国
家
内
部
で
の
税
収
配

分
の
あ
り
方
を
予
め
規
律
し
て
あ
る
こ
と
、
二
に
、
租
税
立
法
者
に
よ
っ
て
財
政
難
を
根
拠
に
安
易
に
新
た
な
税
目
が
開
発
さ
れ
、
そ
れ

に
よ
っ
て
納
税
義
務
者
に
過
重
な
税
負
担
が
生
じ
な
い
よ
う
憲
法
上
規
律
を
設
け
て
お
く
こ
と
が
要
請
さ
れ
た
こ
と
、
で
あ
る
。
特
に
、

先
に
も
、
ド
イ
ツ
の
国
家
体
制
の
属
性
を
示
す
言
葉
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る

”租
税
国
家
“
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
国
家
活
動
の
財
源
は
原

（
78
）

一
九
七
四
年
四
月
二
九
日
重
度
障
害
者
法
四
条
、
八
条
、
九
条
。

（
79
）

一
九
八
二
年
一
一
月
二
〇
日
投
資
補
助
法
三
条
、
四
条
。

（
80
）

一
九
八
〇
年
一
一
月
一
七
日
第
三
次
石
炭
法
一
条
、
二
条
、
八
条
。
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則
と
し
て
税
に
よ
っ
て
ま
か
な
う
と
い
う
原
則
を
指
す
。
右
の
原
則
に
よ
る
と
、
租
税
国
家
の
も
と
で
は
税
以
外
の
財
源
獲
得
手
段
は
原

則
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
判
例
上
特
別
賦
課
金
は

”例
外
中
の
例
外
（seltene

A
usnahm

e

）“
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と

と
な
り
、
直
後
に
見
る
よ
う
に
、
そ
の
制
度
許
容
要
件
は
厳
格
で
あ
る
。
そ
し
て
学
説
も
そ
れ
に
倣
う

（
81
）

。
す
な
わ
ち
、
ボ
ン
基
本
法
は
ま

さ
に
租
税
国
家
体
制
を
採
用
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
次
に
、
特
別
賦
課
金
の
許
容
性
に
つ
い
て
議
論
を
概
観
・
検
討
す
る
。

（２）

特
別
賦
課
金
の
許
容
性
―
特
別
賦
課
金
の
根
拠
・
限
界
、
そ
し
て
租
税
国
家
―

特
別
賦
課
金
は
税
と
異
な
り
憲
法
上
何
ら
規
律
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
ま
た
、
料
金
と
異
な
り
、
公
共
サ
ー
ピ
ス
提
案
の
対

価
と
し
て
徴
収
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
根
拠
は
ボ
ン
基
本
法
七
〇
条
以
下
の
立
法
高
権
に
関
す
る
規
律
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同

条
以
下
に
お
い
て
連
邦
、
州
が
如
何
な
る
事
項
に
つ
き
立
法
高
権
を
有
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
規
律
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
例
え
ば
、

ボ
ン
基
本
法
七
四
条
一
項
一
八
号
に
お
け
る
土
地
取
引
等
に
関
す
る
政
策
に
必
要
な
範
囲
で
特
別
賦
課
金
の
制
度
設
計
を
行
う
こ
と
が
認

め
ら
れ
る
、
と
い
う
具
合
で
あ
る
。

し
か
し
、
特
別
賦
課
金
は
ボ
ン
基
本
法
に
お
け
る
租
税
国
家
を
空
洞
化
す
る
危
険
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い

（
82
）

。
何
故
な

ら
、
ボ
ン
基
本
法
一
〇
四
条
以
下
の
税
目
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
金
銭
的
負
担
を
私
人
に
課
す
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
制
度
設
計
者
に
よ
っ
て
ボ
ン
基
本
法
一
〇
四
条
以
下
に
係
る
立
法
趣
旨
が
無
に
帰
さ
し
め
ら
れ
る
可
能
性
の

存
在
を
示
唆
す
る
と
言
え
よ
う
。
加
え
て
、
後
に
言
及
す
る
よ
う
に
、
制
度
設
計
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
は
、
税
と
の
違
い
が
極
め
て
曖
昧

（
81
）

例
え
ば
、L

ang,in
:T

ipke/L
ang

(H
rsg.),Steuerrecht(Fn.77

）,§3
R

z.24 .

（
82
）

判
例
に
お
い
て
も
（
例
、B

V
erfG

-U
rt.v.19 .3 .2003 ,

―2
B

vL
9 ,10 ,11 ,12 /98

―,B
V

erfG
E
108 ,1 ff.,15 .)

、
ボ
ン
基
本
法
上
公
的
金
銭
負
担
と

し
て
如
何
な
る
も
の
が
課
し
う
る
か
、
が
完
結
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
特
別
賦
課
金
と
の
関
係
で
、
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
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な
ま
ま
と
な
る
の
で
、
税
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る

（
83
）

。
ま
た
、
租
税
国
家
の
意
義
を
厳
格
に
解
す
れ
ば
、
税
以
外
の
金
銭

的
負
担
の
賦
課
徴
収
は
許
容
さ
れ
な
い
し
、
仮
に
そ
れ
を
も
う
す
こ
し
緩
や
か
に
解
す
る
と
し
て
も
税
以
外
の
金
銭
的
負
担
の
賦
課
徴
収

に
は
特
別
の
正
当
性
、
合
理
性
の
論
証
を
必
要
と
す
る
こ
と
と
な
る
。

ま
ず
、
判
例
に
お
い
て
は
、
特
別
賦
課
金
の
許
容
性
に
つ
い
て
、
確
立
し
た
基
準
が
あ
る

（
84
）

。
一
に
、
政
策
目
的
の
追
求
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
税
収
獲
得
以
外
の
、
特
定
の
政
策
目
的
を
追
求
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
要
件
は
租
税
が
税
収
獲
得
を
主
と
し
て
企
図
し
て
い

る
こ
と
と
の
違
い
か
ら
導
出
さ
れ
る
。
二
に
、
納
付
者
集
団
が
、
法
秩
序
ま
た
は
社
会
的
現
実
に
お
け
る
共
通
の
利
益
状
況
ま
た
は
特
別

な
共
通
の
与
件
に
よ
っ
て
、
他
者
の
公
衆
と
識
別
さ
れ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
の
要
件
は
、
税
の
場
合
、
平
等
原
則
の
観
点
か
ら
担
税
力

が
認
識
さ
れ
う
る
者
に
つ
い
て
は
平
等
に
課
税
を
す
る
の
が
建
前
で
あ
り
、
そ
れ
を
以
て
一
般
的
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
享
受
す
る
者
か
ら

そ
の
原
資
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
賦
課
金
の
場
合
は
、
特
定
の
者
に
対
す
る
特
定
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
原
資
を
獲
得
す
る
こ
と
が

目
的
で
あ
る
か
ら
、
納
付
者
が
特
定
可
能
、
換
言
す
れ
ば
、
一
般
的
納
税
義
務
者
と
は
識
別
さ
れ
る
程
度
に
特
定
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
ま
た
特
別
賦
課
金
の
納
付
を
強
制
す
る
以
上
、
特
定
の
納
付
者
か
ら
徴
収
し
、
そ
れ
を
政
策
の
原
資
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
政

策
の
実
効
性
が
高
ま
る
こ
と
に
合
理
的
根
拠
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
要
件
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
。
さ
も
な
く
ば
、
実
効
性
の
な
い
政
策
に
つ
い
て
の
恣
意
的
な
金
銭
負
担
の
強
制
と
し
て
自
由
権
の
侵
害
と
性
質
決
定
さ
れ
よ

う
。
三
に
、
賦
課
金
の
納
付
者
と
追
及
さ
れ
る
政
策
目
的
と
の
間
に
特
別
の
関
係
が
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
根
拠
に
つ
き
、

第
二
の
要
件
と
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。
四
に
、
賦
課
金
収
入
が
直
接
ま
た
は
間
接
に
納
付
者
集
団
の
た
め
に
使
用
さ
れ

る
こ
と
、
で
あ
る
。

（
83
）

Sacksofsky
(Fn.16 ),N

JW
2000 ,2620 .

（
84
）

B
V

erfG
-U

rtv.10 .12 .1980
-2

B
vF
3 /77 -,B

V
erfG

E
55 ,274 ff.
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次
に
近
時
新
た
に
判
例
上
追
加
さ
れ
た
要
件
が
あ
る

（
85
）

。
判
例
に
よ
る
と
、
特
別
賦
課
金
の
増
加
に
よ
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
そ

の
統
制
の
必
要
性
を
認
識
し
た
た
め
に
、
基
準
を
新
た
に
追
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
書
類
・
情
報
提
出
義
務
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
賦
課
金
が
本
来
予
算
計
画
に
計
上
さ
れ
な
い
た
め
、
連
邦
予
算
法
一
四
条
一
項
二
号
お
よ
び
各
州
の
予
算
法
令
に
従
い
賦
課
金
の
現

状
を
十
分
な
資
料
を
添
え
て
予
算
計
画
に
含
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
も
そ
も
特
別
賦
課
金
は
従
来
必
ず
し
も
予
算
計
画
に
掲
載
さ
れ

る
と
は
限
ら
ず
、
そ
の
扱
い
は
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
。
こ
の
新
た
な
基
準
に
よ
り
立
法
者
が
定
期
的
に
特
別
賦
課
金
を
審
査
す

る
こ
と
に
資
す
る
と
同
時
に
、
公
衆
に
と
っ
て
も
、
特
別
賦
課
金
に
対
す
る
批
判
的
検
討
が
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
学
説
に
お
い
て
は
先
に
引
用
し
た
も
の
の
他
、
例
え
ば
、Jachm

ann

教
授
の
そ
れ
が
あ
る
。
所
論
に
よ
り
つ
つ
大
ま
か
言
え
ば

（
86
）

、

一
に
、
租
税
国
家
の
観
点
、
二
に
、
平
等
原
則
の
観
点
、
三
に
、
予
算
計
画
の
完
全
性
の
観
点
を
挙
げ
る
。
ま
ず
、
租
税
国
家
の
観
点
と

は
既
に
言
及
し
た
よ
う
に
国
家
が
今
日
行
う
公
共
的
な
事
務
の
財
源
は
税
を
通
じ
て
調
達
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
、
特

別
賦
課
金
の
政
策
的
投
入
は
ボ
ン
基
本
法
一
〇
五
条
以
下
か
ら
乖
離
す
る
こ
と
の
正
当
化
を
求
め
る
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
特
別
賦
課

金
の
投
入
に
よ
る
一
般
的
な
財
源
調
達
以
外
の

”何
ら
か
の
政
策
目
的
の
追
求
“
が
前
提
と
な
る
。
そ
の
た
め
特
別
賦
課
金
は
先
の
ボ
ン

基
本
法
一
〇
五
条
以
下
に
よ
る
税
目
の
投
入
で
は
な
く
、
ボ
ン
基
本
法
七
〇
条
以
下
の
各
事
項
別
の
立
法
高
権
に
基
づ
き
そ
の
投
入
が
決

定
さ
れ
る
。
次
に
平
等
原
則
の
観
点
に
つ
い
て
は
、
特
別
賦
課
金
の
賦
課
徴
収
を
行
う
際
に
は
、
税
の
場
合
に
は
納
税
義
務
者
平
等
に
公

共
の
福
祉
の
実
現
の
た
め
に
国
家
活
動
に
要
す
る
一
般
的
な
財
源
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
の
と
異
な
り
、
所
論
に
よ
る
と
、
個
々
の
納

付
義
務
者
に
係
る
特
別
の
利
益
あ
る
い
は
特
別
の
責
任
が
現
実
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る

（
87
）

。
そ
の
意
味
す
る
こ
と
を
推
察

（
85
）

B
V

erfG
-B

eschl.
v.17 .7 .2003 ,

―2 B
vL
1 ,4 ,6 ,16 ,18 /99 ,1 /01

―,
B

V
erfG

E
108 ,186 ff.

,218 f.

さ
ら
に
は
、
参
照
、Jochum

(Fn.38

）,
StuW

2006 ,140 .

（
86
）

Jachm
ann,M

onika,Sonderabgaben
als

Staatliche
E

innahm
equelle

im
Steuerstaat,StuW

1997 ,299 ff.,305 f.
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す
る
と
、
凡
そ
、
特
別
賦
課
金
の
納
付
義
務
者
が
自
身
が
納
付
す
る
こ
と
に
つ
き
何
ら
か
の
特
段
の
理
由
が
あ
り
、
特
別
賦
課
金
を
原
資

と
し
て
何
ら
か
の
サ
ー
ビ
ス
を
排
他
的
に
非
納
付
者
と
の
関
係
で
享
受
す
る
と
い
う
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、

「
税
は
特
別
の
前
提
要
件
な
し
に
（voraussetzungslos

）
国
家
の
公
共
的
事
務
の
遂
行
の
た
め
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
徴
収
さ
れ
る
。
右

の
こ
と
は
公
衆
に
よ
り
税
収
が
担
わ
れ
る
こ
と
と
対
応
す
る
。
こ
う
し
た
共
同
負
担
主
義
（G

em
einlastprinzip

）
は
担
税
力
の
基
準
に

よ
る
納
税
義
務
者
の
平
等
負
担
原
則
と
整
合
性
を
持
つ

（
88
）

」
の
で
あ
っ
て
、
特
別
賦
課
金
は
ま
さ
に
特
定
の
納
付
義
務
者
に
よ
り
納
付
さ
れ
、

彼
ら
の
利
益
に
資
す
る
支
出
が
行
わ
れ
る
ゆ
え
、
税
と
は
そ
の
基
本
的
性
質
を
大
い
に
異
に
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
最
後
に
、

予
算
計
画
の
完
全
性
に
つ
い
て
は
、
連
邦
の
す
べ
て
の
収
入
お
よ
び
支
出
は
予
算
に
編
入
さ
れ
る
も
の
と
し
て
ボ
ン
基
本
法
一
一
〇
条
一

項
に
規
律
さ
れ
て
お
り
、
特
別
賦
課
金
の
収
入
は
そ
れ
で
な
く
、
特
別
基
金
（S

onderfond

）
に
編
入
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
点
で
正
当
化

を
要
す
る
こ
と
と
な
る（

89
）

。
こ
の
点Jachm

ann

教
授
が
挙
げ
る
正
当
化
事
由
と
し
て
、
特
別
基
金
が
予
算
と
比
較
し
て
小
規
模
な
場
合
、

あ
る
い
は
特
別
基
金
へ
の
収
入
と
そ
こ
か
ら
の
支
出
と
が
公
衆
と
関
係
し
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
。

（３）

環
境
政
策
上
の
経
済
的
手
段
と
し
て
の
特
別
賦
課
金

以
上
の
よ
う
に
特
別
賦
課
金
に
つ
い
て
は
判
例
・
学
説
に
お
い
て
そ
の
創
設
・
運
用
に
つ
い
て
厳
格
な
態
度
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
特
別
賦
課
金
も
同
じ
よ
う
に
環
境
政
策
の
経
済
的
手
段
と
し
て
の
投
入
可
能
性
に
言
及
が
な
さ
れ
る
。
特

に
、
そ
の
根
拠
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
一
に
、
特
別
賦
課
金
は
先
に
触
れ
た
ボ
ン
基
本
法
上
賦
課
徴
収
可

能
な
税
と
し
て
予
め
規
律
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
故
、
ボ
ン
基
本
法
上
の
財
政
に
関
す
る
諸
規
定
が
賦
課
徴
収
の
根
拠
条
文

（
87
）

Jachm
ann

(Fn.86 ),StuW
1997 ,305 .

（
88
）

Jachm
ann

(Fn.86 ),StuW
1997 ,300 .

（
89
）

Jachm
ann

(Fn.86 ),StuW
1997 ,306 .
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と
な
る
の
で
は
な
く
、
ボ
ン
基
本
法
七
〇
条
以
下
の
連
邦
等
が
担
う
べ
き
事
務
に
関
す
る
管
轄
に
関
す
る
規
定
が
根
拠
条
文
と
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
税
収
配
分
に
係
る
規
律
の
適
用
を
受
け
な
い
た
め
、
立
法
者
は
各
政
策
領
域
に
お
い
て
独
自
に
特
別
賦
課
金
の
賦
課
徴
収
を

行
い
う
る
。
二
に
、
特
に
、
税
収
の
多
く
は
連
邦
に
納
め
ら
れ
る
た
め
、
特
に
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
特
別
賦
課
金
を
制
定
す
れ
ば
独
自
財
源
を

確
保
で
き
る
余
地
を
広
げ
る
。
三
に
、
そ
れ
ら
に
関
連
し
て
、
財
政
法
上
特
別
賦
課
金
が
必
ず
し
も
予
算
計
画
に
掲
載
さ
れ
な
い
こ
と
で

あ
っ
た
。

こ
こ
で
特
別
賦
課
金
に
つ
い
て
は
二
つ
の
類
型
が
識
別
さ
れ
る
。
そ
れ
は
資
金
調
達
目
的
の
そ
れ
と
、
嚮
導
目
的
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
後
者
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
が
、
そ
の
好
例
が
、
先
に
挙
げ
た
重
度
障
害
者
賦
課
金
で
あ
り
、
同
じ
こ
と
は
環
境
政
策
に
つ
い
て

も
あ
り
う
る
と
さ
れ
る

（
90
）

。
加
え
て
、
嚮
導
型
の
特
別
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
上
、
先
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
定
立
し
た
要
件
の

一
部
（
政
策
目
的
と
納
者
集
団
と
の
間
に
特
別
の
関
係
が
あ
る
こ
と
、
賦
課
金
の
収
入
が
特
定
の
納
付
者
集
団
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
こ

と
）
が
緩
和
さ
れ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る

（
91
）

。
こ
れ
は
、
確
か
に
、
嚮
導
型
の
賦
課
金
は
そ
の
収
入
を
特
定
の
政
策
の
原
資
と
す
る
こ
と
が

必
ず
し
も
予
定
さ
れ
な
い
以
上
、
論
理
的
に
は
一
見
正
当
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
例
え
ば
、

L
ang

教
授
に
よ
る
と
、
特
別
賦
課
金
の
濫
用
に
つ
な
が
り
や
す
い
と
い
う
弊
害
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る

（
92
）

。

４
　
経
済
理
論
―Pigou

とB
aum

ol/O
ates

税
―
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P
igou

税
（
93
）

は
環
境
税
の
あ
り
方
と
し
て
ベ
ー
ス
と
な
る
モ
デ
ル
を
提
供
す
る
。P

igou

は
、
周
知
の
よ
う
に
、
外
部
費
用
の
内
部
化
を

ベ
ー
ス
と
し
て
理
論
構
築
を
行
う
の
で
あ
る
が
、
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
個
人
が
一
定
の
環
境
汚
染
の
原
因
行
為
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
コ
ス
ト
を
課
税
と
い
う
形
式
で
贖
わ
せ
、
環
境
汚
染
の
原
因
行
為
を
抑
制
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
社
会
的
限
界
費
用
を
ベ
ー
ス

に
し
た
市
場
価
格
が
シ
グ
ナ
ル
効
果
を
与
え
る
。
シ
グ
ナ
ル
効
果
に
よ
っ
て
消
費
者
は
市
場
に
お
け
る
環
境
汚
染
原
因
財
の
消
費
を
行
う

か
否
か
を
自
己
の
予
算
制
約
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
決
定
す
る
こ
と
と
な
る
。
以
上
の
事
象
の
推
移
を
通
じ
て
資
源
の
最
適
配
分
が
実
現
さ

れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
モ
デ
ル
に
は
、
一
定
の
限
界
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
個
人
の
社
会
全
体
に
お
け
る
環
境
汚
染
の
寄
与
度
は
明

ら
か
で
な
い
こ
と
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
、
先
の
社
会
的
限
界
費
用
曲
線
は
不
明
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
こ
のP

igou

の
ア
プ
ロ

ー
チ
は
、
い
わ
ば
原
因
者
負
担
原
則
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
純
粋
に
突
き
詰
め
る
形
で
具
体
的
な
制
度
設
計
を
行

う
場
合
に
は
、
環
境
汚
染
の
原
因
者
・
寄
与
者
が
具
体
的
に
明
ら
か
で
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
特
定
不
能
で
あ
る
の
で
、
ま
さ
に
こ

こ
にP

igou

の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
問
題
が
あ
る
。
さ
ら
にP

igou

の
所
論
を
敷
衍
す
る
と
、
環
境
税
を
い
わ
ば
税
で
は
な
く
、
先
に
検
討
し

た
特
別
賦
課
金
と
し
て
構
築
す
る
こ
と
と
な
る
可
能
性
を
内
包
し
て
い
る

（
94
）

と
す
ら
言
い
う
る
の
で
あ
る
。

（２）

B
aum

ol/O
ates

税

そ
こ
で
、B

aum
ol/O

ates

税
（
95
）

で
は
、Pigou

の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
克
服
す
る
仕
組
み
が
あ
る
。B

aum
ol/O

ates

税
の
も
と
で
は
意
図
的
に

P
igou

の
原
因
者
負
担
原
則
を
放
棄
し
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
例
え
ば
、
環
境
汚
染
の
原
因
と
な
る
行
為
を
抑
制
す
る
た
め
、
そ
れ
が

（
93
）

Pigou,A
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C
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環
境
汚
染
の
限
人
と
な
る
物
質
の
消
費
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
課
税
す
る
の
と
い
う
点
で
はP

igou

税
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、

課
税
を
以
て
当
該
財
の
価
格
を
引
き
上
げ
、
そ
れ
に
対
し
て
消
費
者
が
ど
の
よ
う
に
反
応
す
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
反
応
に
よ
っ
て
当
該

財
の
消
費
量
が
ど
の
程
度
変
化
す
る
の
か
に
着
目
す
る
の
で
あ
る
。
租
税
立
法
者
に
よ
っ
て
こ
の
作
業
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
、

環
境
税
の
賦
課
を
通
じ
て
社
会
的
限
界
費
用
に
一
致
す
る
当
該
財
の
価
格
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
以
て
一
定
の
環

境
税
の
賦
課
を
通
じ
て
当
該
財
の
消
費
の
抑
制
が
実
効
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
るT

rial
and

E
rorr

に
他
な
ら
な
い
。

（三）

環
境
税
の
機
能
・
作
用

環
境
税
は
先
に
も
言
及
し
た
が
、
内
部
費
用
の
外
部
化
を
実
現
し
、
そ
れ
を
以
っ
て
環
境
と
い
う
財
の
最
適
配
分
を
も
実
現
す
る
。
す

な
わ
ち
、
環
境
と
い
う
財
の
希
少
性
・
有
限
性
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
あ
る
財
の
取
引
・
利
用
に
伴
い
つ
つ
生
ず
る
当
該
財
の
価
格
に
は
反

映
さ
れ
て
い
な
い
外
部
費
用
を
右
の
価
格
に
反
映
さ
せ
、
い
わ
ゆ
る
私
的
限
界
費
用
（
環
境
税
賦
課
前
の
財
の
市
場
価
格
に
基
づ
く
）
を

社
会
的
限
界
費
用
（
＝
財
の
価
格
に
財
の
外
部
費
用
を
加
算
し
た
も
の
に
基
づ
く
）
と
一
致
す
る
よ
う
引
き
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
よ
り
、
市
場
で
の
財
の
取
引
量
に
一
定
の
制
約
が
課
さ
れ
る
。

で
は
、
環
境
税
の
基
本
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
環
境
税
は
如
何
な
る
政
策
的
な
効
果
・
影
響
を
持

ち
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
、
そ
の
メ
リ
ッ
ト
に
着
目
し
、
そ
れ
を
明
確
に
析
出
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。B

alm
es

氏
は
右
の
問
題

に
つ
き
三
点
の
政
策
と
し
て
の
メ
リ
ッ
ト
を
挙
げ
る

（
96
）

。
一
に
、
代
替
効
果
で
あ
る
。
環
境
汚
染
に
繋
が
る
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
生
産
活
動
を

企
業
が
控
え
た
場
合
に
生
ず
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
効
果
で
あ
る
。
右
効
果
は
環
境
税
の
賦
課
に
よ
る
価
格
上
昇
が
消
費
者
へ
も
た
ら
す

（
95
）
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で
あ
ろ
う
消
費
抑
制
効
果
に
拠
る
。
し
か
し
、
後
に
も
示
す
よ
う
に
、
環
境
税
賦
課
を
通
じ
て
消
費
を
抑
制
し
て
も
、
低
所
得
者
の
生
活

必
需
品
の
消
費
が
困
難
に
な
る
よ
う
な
環
境
税
の
制
度
設
計
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
憲
法
か
ら
導
か
れ
る
生
存
最
低
限
の
保

護
の
要
請
に
違
反
す
る
。
尤
も
、
こ
の
点
、
確
か
に
、
消
費
税
の
逆
進
的
負
担
は
所
得
税
法
上
の
生
存
最
低
限
非
課
税
制
度
に
よ
り
調
整

可
能
で
あ
る
と
解
す
こ
と
も
で
き
る
が

（
97
）

、
し
か
し
、
納
税
義
務
者
の
所
得
階
層
に
応
じ
て
不
可
能
と
な
り
う
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
二
に
、

環
境
節
約
効
果
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
環
境
に
負
荷
を
与
え
る
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
生
産
を
控
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
環
境
汚
染
の
防
止
が
実
現

さ
れ
る
際
に
期
待
さ
れ
る
効
果
で
あ
る
。
三
に
、
革
新
効
果
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
環
境
汚
染
を
引
き
起
こ
す
財
・
サ
ー
ビ
ス
と
同
じ
効
用

を
消
費
者
が
享
受
す
る
別
の
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
創
造
を
促
す
そ
う
し
た
効
果
で
あ
り
、
こ
れ
を
以
っ
て
同
じ
く
環
境
汚
染
の
防
止
効
果
が

期
待
さ
れ
る
。
し
か
し
、
環
境
適
合
的
な
新
技
術
を
備
え
る
財
を
購
入
し
よ
う
と
し
て
も
、
低
所
得
者
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
必
ず
し
も

容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
効
果
は
場
合
に
よ
っ
て
は
限
定
的
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
場
合
も
あ
り
え
よ
う

（
98
）

。

右
の
よ
う
な
諸
効
果
を
実
現
す
る
た
め
に
は
単
に
環
境
税
の
賦
課
を
行
え
ば
よ
い
だ
け
で
は
な
い
。
環
境
税
と
い
う
政
策
手
段
に
十
分

な
実
効
性
を
与
え
る
た
め
に
は
、
環
境
税
の
本
質
を
見
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
環
境
税
は
私
人
の
自
発
的
意
思
決
定
に
基
づ
く
公
共

政
策
実
現
手
段
で
あ
り
、
私
人
が
環
境
税
の
賦
課
に
よ
っ
て
実
際
に
ど
の
程
度
自
己
の
経
済
的
意
思
決
定
に
影
響
を
受
け
る
か
が
問
題
と

な
る
。
環
境
税
は
税
収
獲
得
目
的
と
政
策
実
現
目
的
と
の
二
目
的
を
併
有
す
る
税
制
で
あ
り
、
端
的
に
は
税
収
獲
得
を
指
向
す
る
の
で
税

率
も
一
定
水
準
の
高
さ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
政
策
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
私
人
の
意
思
決
定
に
誘
因
を
与
え
る
必
要
が
あ
る
た

め
、
同
じ
く
一
定
の
税
率
水
準
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
後
者
の
政
策
目
的
実
現
の
た
め
に
は
税
率
は
不
相
当
な
高
さ
で
あ

（
96
）
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る
と
規
制
的
政
策
手
段
と
実
質
的
に
同
じ
効
果
を
持
つ
こ
と
と
な
り
、
比
例
原
則
違
反
で
許
容
さ
れ
な
い
と
い
う
事
情
も
あ
る

（
99
）

。
こ
の
点

示
唆
を
与
え
る
の
が
需
要
の
価
格
弾
力
性
へ
の
着
目
で
あ
る（

100
）

。
な
お
、
着
目
す
べ
き
弾
力
性
概
念
と
し
て
二
つ
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
に
、
あ
る
財
に
つ
き
価
格
の
変
化
が
ど
の
程
度
の
当
該
財
へ
の
需
要
の
変
化
を
生
ぜ
し
め
る
か
と
い
う
意
味
で
の
価
格
弾
力
性
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
環
境
汚
染
の
原
因
と
な
る
財
に
課
税
を
行
う
場
合
、
そ
の
利
用
の
抑
制
が
実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
課
税
を
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
当
該
財
の
価
格
が
上
昇
し
、
そ
れ
を
以
っ
て
消
費
等
が
現
実
に
抑
制
す
る
効
果
が
生
じ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
価
格

上
昇
に
反
応
す
る
形
で
需
要
の
抑
制
効
果
が
実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
需
要
の
価
格
弾
力
性
が
十
分
に
な
い
財
へ
の
環
境
税
の

賦
課
は
理
論
的
に
許
容
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
に
は
規
制
的
手
段
の
投
入
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
二
に
、
交
差
価
格
弾
力
性

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
財
の
価
格
が
環
境
税
の
賦
課
に
よ
っ
て
上
昇
し
た
場
合
、
環
境
税
が
賦
課
さ
れ
て
い
な
い
、
当
該
財
に
代
わ

る
代
替
財
の
消
費
を
通
じ
て
従
来
ま
で
の
経
済
活
動
を
続
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
交
差
価
格
弾
力
性
と
は
、
あ
る
財

の
価
格
の
上
昇
が
他
の
代
替
財
の
需
要
を
ど
の
程
度
変
化
さ
せ
る
か
、
と
い
う
意
味
で
の
弾
力
性
で
あ
る
。
交
差
価
格
弾
力
性
が
高
け
れ

ば
、
そ
れ
だ
け
環
境
税
の
政
策
と
し
て
の
実
効
性
は
高
ま
る
。
何
故
な
ら
、
一
に
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
環
境
汚
染
の
原
因
と
な
る
財
の

消
費
を
抑
制
す
る
必
要
が
あ
り
、
二
に
、
環
境
税
の
賦
課
に
よ
り
あ
る
財
の
消
費
が
抑
制
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
利
用
し
続
け
た
場

合
と
同
水
準
の
経
済
的
効
率
性
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
代
わ
る
財
を
別
途
消
費
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の

際
、
右
の
よ
う
な
代
替
財
の
存
在
も
環
境
税
の
実
効
性
確
保
に
必
要
と
な
る
。

（
99
）

以
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、
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（
二
）

環
境
税
の
法
原
則

環
境
税
は
あ
く
ま
で
税
で
あ
り
、
政
策
目
的
お
よ
び
税
収
獲
得
目
的
を
以
っ
て
、
環
境
税
を
負
担
す
る
私
人
の
財
産
権
を
侵
害
す
る
ゆ

え
、
そ
れ
が
侵
害
規
範
で
あ
る
と
性
質
決
定
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
行
為
で
あ
る
「
環
境
税
の
賦
課
」
は
法
的
な
制
約
に
服
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
家
行
為
に
適
用
さ
れ
る
法
原
則
に
違
反
す
れ
ば
、
当
該
国
家
行
為
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
具
体
的
な
政
策
は
違
法

な
も
の
と
な
る
。
そ
れ
故
、
こ
こ
で
環
境
税
構
築
の
際
に
斟
酌
さ
れ
る
べ
き
考
え
ら
れ
う
る
法
原
則
を
明
ら
か
に
す
る
。

１
　
比
例
原
則

（１）

比
例
原
則
の
意
義

比
例
原
則
と
は
国
家
の
活
動
に
よ
り
生
ず
る
私
人
の
自
由
の
侵
害
の
程
度
を
適
正
な
度
合
い
に
保
つ
こ
と
を
要
求
す
る
。
環
境
税
に
そ

れ
を
当
て
は
め
れ
ば
環
境
税
負
担
が
適
正
な
水
準
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
過
剰
禁
止
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
そ
れ
は
、
あ
る
政
策
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
選
択
さ
れ
る
手
段
は
、
そ
れ
に
よ
る
私
人
の
権
利
の
制
約
の
程
度
が
必
要
最
小
限
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
政
策
目
的
が
合
理
的
で
、
そ
の
政
策
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
が
適
正
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

特
定
の
公
共
政
策
が
比
例
原
則
に
違
反
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
際
に
、
仮
に
、
そ
れ
が
私
人
の
基
本
権
を
侵
害
す
る
作
用
を
持
つ
場

合
に
は
、
か
か
る
侵
害
の
程
度
が
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
基
本
権
の
侵
害
と
さ
れ
う
る
よ
う
な
国
家
に
よ
る
私
人
の
領
域
へ
の
介
入

は
不
相
当
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
の
み
で
は
な
く
、
平
等
原
則
を
も
援
用
し
つ
つ
、
比
例
原
則
違
反
の
有
無
が
問
わ
れ

る
こ
と
が
あ
る
と
す
る

（
101
）

。
す
な
わ
ち
、
環
境
税
の
賦
課
に
よ
っ
て
、
特
定
の
者
（
自
然
人
・
法
人
）
の
グ
ル
ー
プ
に
、
環
境
税
を
賦
課
さ

れ
な
い
者
と
比
較
し
て
、
重
い
税
負
担
が
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
正
当
化
を
試
み
る
場
合
に
は
、
税
負
担
の
異
な
る
者
の
間
で
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か
か
る
負
担
の
差
を
正
当
化
す
る
根
拠
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
は
、
税
負
担
の
差
は

”不
相
当
で
あ
る
（
国
家
の
行
為
）“
と
判
断
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
環
境
税
の
賦
課
と
い
う
政
策
は
環
境
保
護
と
い
う
目
的
を
正
当
化
根
拠
と
し
て
延
繞
す
る
だ
け
で
は

公
共
政
策
を
根
拠
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
公
共
政
策
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、
立
法
者
は
如
何
な
る
作
業
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
を
以
下
に
若
干
概
観
す
る
。

比
例
原
則
は
過
剰
禁
止
あ
る
い
は
過
少
禁
止
の
よ
う
に
国
家
の
個
人
の
権
利
へ
の
関
わ
り
が
適
正
で
あ
る
こ
と
を
要
請
す
る
法
原
則
で

あ
り
、
特
に
租
税
法
の
局
面
で
は
、
課
税
が
過
重
で
な
い
こ
と
を
要
請
す
る
。
つ
ま
り
、
環
境
税
の
税
負
担
が
適
正
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
で
は
適
正
な
環
境
税
負
担
と
は
如
何
な
る
程
度
の
負
担
を
意
味
す
る
の
か
。
こ
こ
で
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
概
念
は
、
一
に
、
共
に

挙
げ
て
、
若
干
検
討
し
たPigou
税
とB

aum
ol/O

ates

税
で
あ
る
。
両
者
は
環
境
税
の
形
態
と
し
て
周
知
で
あ
る
が
、
前
者
は
、
あ
る
財

の
市
場
に
お
い
て
外
部
不
経
済
が
発
生
し
て
い
る
と
き
、
つ
ま
り
私
的
限
界
費
用
と
社
会
的
限
界
費
用
と
が
乖
離
し
て
い
る
と
き
、
課
税

を
以
っ
て
私
的
限
界
費
用
を
社
会
的
限
界
費
用
に
一
致
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、P

igou

税
の
も
と
で
は
社
会
的
限
界
費
用
が
立

法
者
に
と
っ
て
既
知
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
現
実
的
で
な
い
。
後
者
は
、
要
求
さ
れ
る
環
境
基
準
を
実
現
す
る
税
負
担
を

T
rialand

E
rror

の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
漸
進
的
に
決
定
す
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
お
り
、
現
実
の
政
策
手
段
と
し
て
は
後
者
が
選
好
さ
れ
る

（
102
）

。

す
な
わ
ち
、
あ
る
環
境
汚
染
物
質
の
排
出
・
使
用
を
一
定
程
度
抑
制
す
る
場
合
、
市
場
に
お
い
て
右
物
質
の
取
引
に
ど
の
程
度
の
税
負
担

を
課
せ
ば
、
市
場
に
お
け
る
最
適
な
取
引
量
を
実
現
で
き
る
の
か
は
事
前
に
は
明
ら
か
で
な
い
場
合
が
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
漸
進
的
に

税
負
担
の
調
整
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
政
策
実
現
を
現
実
的
に
考
え
る
場
合
に
そ
れ
な
り
の
合
理
性
を
持
つ
。
尤
も
、

T
rial

and
E

rror

の
合
理
性
は
否
定
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
社
会
的
限
界
費
用
は
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、Pigou

税
と
比
較
し

（
101
）

G
osch

(Fn.19 ),StuW
1990 ,211 .

（
102
）

植
田
和
弘
『
環
境
経
済
学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）
一
一
九
―
一
二
二
頁
。
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た
政
策
手
段
と
し
て
の
優
位
は
「
相
対
的
」
な
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
税
負
担
に
着
目
す
る
こ
と
は
、
納
税
義
務
者
の
範
囲
、
課
税
物
件
・
標
準
、
税
率
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先

に
も
指
摘
し
た
が
、
立
法
者
は
環
境
税
の
構
築
の
際
に
広
い
裁
量
・
構
築
の
余
地
を
有
す
る
が
、
先
に
挙
げ
た
比
例
原
則
の
意
味
内
容
か

ら
す
る
と
、
納
税
義
務
者
の
範
囲
は
で
き
る
だ
け
狭
く
、
課
税
標
準
は
で
き
る
だ
け
低
額
で
、
税
率
も
で
き
る
だ
け
低
い
ほ
う
が
よ
い
と

言
い
う
る
。
ま
た
、
環
境
汚
染
源
が
特
定
の
者
の
み
で
な
く
、
相
当
数
の
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
範
囲
を
画
し
、
彼
ら
に
環
境
税
の
賦

課
を
な
す
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
立
法
者
は
い
く
つ
か
構
築
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
政
策
選
択
肢
の
中
か
ら
右
の
基
準
を
最
も
充
足
す
る
そ

れ
を
選
択
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

こ
の
点
示
唆
を
与
え
る
の
が
、「
リ
ン
ケ
ー
ジ
」
と
い
う
概
念
で
あ
る（

103
）

。
右
概
念
は
「
課
税
ベ
ー
ス
と
環
境
汚
染
の
つ
な
が
り
」
で
あ

っ
て
、
端
的
に
換
言
す
れ
ば
、
あ
る
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
採
用
さ
れ
る
政
策
が
当
該
目
的
達
成
に
ど
の
程
度
貢
献
す
る
か
、
を
問
題

と
す
る
。
こ
れ
は
、
環
境
税
を
以
っ
て
実
現
を
企
図
さ
れ
る
政
策
の
実
効
性
を
得
る
た
め
に
、
如
何
な
る
客
体
に
課
税
を
す
る
こ
と
が
望

ま
し
い
の
か
を
検
討
す
る
と
い
う
視
点
を
提
供
す
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
もW

issenschaftlicher
B

eirat
beim

B
undesm

inisterium
der

Finanzen

に
よ
る
類
似
す
る
議
論
が
あ
り
、
例
え
ば
、
具
体
的
に
は
、
環
境
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
環
境
汚
染
そ
の
も
の
を
防
止
す
る

わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
汚
染
原
因
行
為
を
抑
制
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

（
104
）

。
そ
れ
故
課
税
物
件
の
選
択
の
問
題
が
生
ず
る
。
そ
の
際
、
あ

ら
ゆ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
が
環
境
汚
染
の
原
因
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
に
環
境
税
を
賦
課
す
る
政
策

は
不
合
理
で
あ
る
こ
と
と
な
る

（
105
）

。
ま
た
、
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
を
抑
制
し
よ
う
と
し
て
核
施
設
に
何
ら
か
の
政
策
課
税
を
行
う
こ
と
も

不
合
理
で
あ
る
。
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
の
問
題
点
は
安
全
性
で
あ
り
、
安
全
性
確
保
の
た
め
の
別
の
政
策
が
適
切
な
政
策
で
あ
る

（
106
）

。
課
税

（
103
）

石
・
前
掲
注
（
３
）
一
〇
四
頁
。

（
104
）

W
issenschaftlicher

B
eirat,U

m
w

eltsteuern
(Fn.16 ),S.81 .
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を
以
っ
て
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
を
抑
制
す
る
た
め
に
は
絞
め
殺
し
課
税
が
必
要
で
あ
り

（
107
）

、
直
後
に
言
及
す
る
よ
う
に
、
右
の
よ
う
な
課

税
の
あ
り
方
は
理
論
的
に
許
容
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
換
言
す
れ
ば
政
策
実
現
に
最
も
適
し
た
課
税
物
件
の
選
択
が
求
め
ら
れ
る
。
以
上

の
よ
う
に
、
そ
の
性
質
上
右
概
念
は
環
境
税
制
構
築
に
つ
い
て
重
要
な
概
念
で
あ
り
、
立
法
者
は
そ
の
斟
酌
を
要
求
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

環
境
税
の
賦
課
は
、
本
来
、
汚
染
物
質
の
排
出
に
対
し
て
課
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
現
在
の
環
境
税
は
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
に
対
し
て
課
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
第
一
に
資
源
利
用
の
最
適
化
が
は
か
ら
れ
、
間
接
的
に
汚
染

物
質
の
排
出
を
減
少
さ
せ
る
効
果
が
得
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
具
体
的
に
は
、
電
気
・
石
油
の
利
用
に
よ
り
排
出
さ
れ
た
二
酸
化
炭
素
の

量
に
応
じ
て
課
税
す
る
こ
と
が
本
来
の
環
境
税
の
あ
り
方
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
租
税
政
策
が
必
ず
し
も

現
実
的
で
は
な
い
の
で
そ
の
購
入
を
利
用
と
見
な
し
て
購
入
時
に
課
税
す
る
こ
と
も
不
合
理
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
言
い
得
な
い
と
さ
れ

る
の
で
あ
る

（
108
）

。

以
上
を
要
す
る
に
、
環
境
税
と
い
う
政
策
手
段
が
適
正
な
も
の
で
あ
り
、
選
択
さ
れ
た
政
策
手
段
の
効
果
が
同
時
に
適
正
で
あ
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る

（
109
）

。

（２）

環
境
税
ま
た
は
規
制
手
段
？
―
適
正
な
政
策
手
段
の
投
入
―

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
比
例
原
則
は
私
人
の
権
利
制
限
を
適
正
な
水
準
に
設
定
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
環
境
政
策
を
は

（
105
）

W
issenschaftlicher

B
eirat,U

m
w

eltsteuern
(Fn.16 ),S.80 .

（
106
）

W
issenschaftlicher

B
eirat,U

m
w

eltsteuern
(Fn.16 ),S.82 .

（
107
）

W
issenschaftlicher

B
eirat,U

m
w

eltsteuern
(Fn.16 ),S.82 f.

（
108
）

H
ansm

eyer,K
arl-H

einrich/H
ans

K
arlSchneider,U

m
w

eltpolitik
:Ihre

Fortentw
icklung

unter
m

arktsteuernden
A

spekten,G
öttingen

1990 ,S.69
;

H
ey

(Fn.15 ),N
JW
2000 ,641 .

（
109
）

G
osch

(Fn.19 ),StuW
1990 ,211 .
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じ
め
と
す
る
公
共
政
策
は
性
質
上
私
人
の
領
域
に
介
入
す
る
以
上
、
政
策
手
段
が
適
切
に
選
択
・
配
備
さ
れ
な
い
と
、
私
人
の
自
由
権
の

違
法
な
制
約
が
発
生
し
う
る
。
尤
も
、
環
境
税
は
私
人
の
自
発
的
意
思
に
基
づ
く
政
策
目
的
実
現
手
段
で
あ
る
た
め
、
本
質
的
に
は
自
由

権
保
障
と
適
合
す
る

（
110
）

。

先
に
も
言
及
し
た
が
環
境
税
の
機
能
と
し
て
汚
染
物
質
の
排
出
・
使
用
等
の
削
減
が
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
規
制
的
手
段
に
よ
っ
て

も
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
に
は
特
定
の
汚
染
物
質
の
排
出
・
使
用
を
完
全
に
あ
る
い
は
一
定
程
度
禁
止
す
る
こ
と
が
そ
れ
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仮
に
、
規
制
的
手
段
を
以
っ
て
政
策
目
的
実
現
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
環
境
税
の
投
入
は
許
さ
れ
な
い
（
絞
め
殺
し

税
の
禁
止

（
111
）

）。
何
故
な
ら
ば
、
規
制
的
手
段
の
ほ
う
が
直
裁
で
あ
り
、
環
境
税
収
は
必
要
な
く
、
そ
れ
は
財
産
権
へ
の
過
剰
な
国
家
の
介

入
と
し
て
性
質
決
定
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。G
aw

el

教
授
は
、
こ
の
点
、
税
は
税
収
獲
得
を
企
図
し
、
ま
た
そ
れ
が
副
次
的
目
的
で
あ

っ
て
も
よ
い
が
、
し
か
し
、
税
収
が
ゼ
ロ
で
あ
る
税
は
最
早
税
と
し
て
の
性
格
を
失
う
と
す
る

（
112
）

。
そ
し
て
右
の
よ
う
な
場
合
に
は
環
境
税

は
投
入
し
え
な
い

（
113
）

。
こ
の
問
題
は
税
の
持
つ
税
収
獲
得
を
動
機
付
け
ら
れ
た
要
素
と
政
策
目
的
実
現
に
動
機
付
け
ら
れ
た
要
素
と
の
相
克

に
因
る
。
も
し
、
環
境
税
が
投
入
さ
れ
た
場
合
、
考
え
ら
れ
う
る
税
収
の
推
移
と
し
て
は
、
税
収
が
一
時
的
に
は
増
加
す
る
が
、
そ
の
後

徐
々
に
で
は
あ
る
が
、
減
少
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る

（
114
）

。
右
の
よ
う
な
推
移
の
背
景
に
は
、
ま
ず
課
税
を
行
っ
た
と
し
て
も
環
境
汚
染
物

質
の
使
用
は
す
ぐ
に
は
減
少
せ
ず
に
、
そ
の
使
用
に
代
わ
る
代
替
的
な
財
の
使
用
に
市
場
が
移
行
す
る
ま
で
一
定
の
ラ
グ
の
存
在
が
あ
る
。

（
110
）

R
odi,U

m
w

eltsteuern
(Fn.53 ),S.66 .

（
111
）

G
osch

(Fn.19 ),StuW
1990 ,211

;L
ang,V

erw
irklichung

von
U

m
w

eltschutzzw
ecken

(Fn.14 ),S.125 .

（
112
）

G
aw

el,
E

rik,
Steuerinterventionism

us
und

Fiskazw
eck

der
B

esteuerng
:

L
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und
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als
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lenkender
(U

m
w

elt-)Steuern,

StuW
2001 ,26 ff.;L

ang,D
er

E
inbau

um
w
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B

elange
(Fn.14 ),S.68 f.

（
113
）

L
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Ö
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D
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rundgesetz,B
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そ
し
て
、
市
場
に
よ
る
対
応
が
進
行
す
る
と
、
環
境
税
が
賦
課
さ
れ
る
財
の
消
費
は
徐
々
に
減
少
す
る
。
そ
れ
故
、
最
終
的
に
環
境
税
収

は
相
当
程
度
減
少
す
る
こ
と
と
な
る
。
以
上
の
経
過
を
以
っ
て
、
効
率
的
な
環
境
汚
染
削
減
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
115
）

。
右
の

”効
率

的
“
と
は
、
規
制
的
手
法
と
比
較
し
て
、
各
私
人
が
自
己
の
も
と
で
の
私
的
限
界
費
用
を
斟
酌
し
つ
つ
環
境
汚
染
物
質
た
る
財
の
消
費
を

決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
情
を
指
し
、
同
時
に
私
人
の
意
思
決
定
の
自
由
へ
の
制
約
が
最
小
限
に
止
ま
っ
て
い
る
点
で
比
例
原
則
に
適

合
す
る
。

ま
た
、
先
に
も
簡
単
に
言
及
し
た
が
、
規
制
的
手
段
は
あ
る
環
境
汚
染
物
質
の
排
出
・
使
用
を
一
律
に
禁
止
し
、
し
た
が
っ
て
、
政
策

目
的
の
実
現
を
直
接
規
律
す
る
の
で
、
政
策
目
的
に
つ
き
直
裁
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
規
制
的
手
段
は
政
策
手
段
と
し
て
プ
ラ
イ
オ
リ
テ

ィ
ー
を
有
す
る

（
116
）

。
し
か
し
、
規
制
的
手
段
は

”現
在
の
“
環
境
水
準
の
維
持
と
い
う
限
定
的
な
側
面
を
も
持
つ

（
117
）

。
そ
の
反
対
に
、
環
境
税

は
、
経
済
厚
生
を
高
め
る
た
め
に
一
定
の
環
境
汚
染
物
質
の
排
出
・
使
用
が
許
容
さ
れ
、
そ
れ
故
に
環
境
資
源
の
有
効
利
用
と
い
う
要
請

を
満
た
す
。
ま
た
、
環
境
税
負
担
の
減
少
を
企
図
し
て
、
環
境
に
一
層
適
合
す
る
環
境
資
源
の
利
用
を
可
能
に
す
る
新
技
術
開
発
の
誘
因

を
作
り
出
す

（
118
）

。
さ
ら
に
、
環
境
税
の
課
税
物
件
を
最
早
資
源
と
し
て
利
用
す
る
必
要
が
な
く
な
れ
ば
、
環
境
税
の
賦
課
を
止
め
、
右
資
源

の
利
用
を
禁
止
す
る
こ
と
と
な
る
。
例
え
ば
、
自
動
車
の
運
行
を
認
め
る
条
件
と
し
て
自
動
車
に
触
媒
装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

突
然
義
務
付
け
る
と
、
右
装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
自
動
車
は
直
ち
に
運
行
が
不
可
能
と
な
り
、
触
媒
装
置
設
置
済
み
の
自
動
車
へ
の

（
114
）
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即
時
の
買
い
替
え
は
事
実
上
容
易
で
は
な
い
た
め
、
触
媒
装
置
未
設
置
で
あ
る
自
動
車
へ
の
自
動
車
税
の
重
課
あ
る
い
は
右
装
置
設
置
済

み
の
自
動
車
へ
の
自
動
車
税
の
免
除
と
い
う
租
税
政
策
に
よ
っ
て
、
徐
々
に
触
媒
装
置
設
置
済
み
の
自
動
車
へ
の
移
行
を
実
現
し
て
い
く

こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う

（
119
）

。
ま
た
、
使
い
切
り
包
装
の
突
然
の
禁
止
は
そ
れ
を
利
用
し
て
い
る
企
業
に
と
っ
て
は
企
業
の
存
続
に
関
わ
る
問

題
で
あ
り
、
そ
れ
故
現
実
の
政
策
と
し
て
は
不
合
理
で
あ
る
か
ら
、
包
装
税
を
使
い
切
り
包
装
に
重
課
す
る
こ
と
を
以
っ
て
、
徐
々
に
再

利
用
可
能
包
装
の
利
用
へ
移
行
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
う
る

（
120
）

。
右
の
こ
と
は
、
環
境
税
が
規
制
的
手
段
の
投
入
前
の
経
過
措
置
あ
る
い
は
移

行
措
置
で
あ
り
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

２
　
環
境
税
の
正
当
化
根
拠
と
し
て
の
担
税
力
？
―
租
税
法
に
お
け
る
担
税
力
の
一
側
面
―

環
境
税
を
課
す
こ
と
は
、
納
税
義
務
者
に
税
負
担
を
負
わ
せ
る
こ
と
と
な
る
の
で
、
彼
に
つ
い
て
如
何
な
る
根
拠
を
以
っ
て
環
境
税
賦

課
を
正
当
化
す
る
か
を
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
環
境
税
の
賦
課
は
、
少
な
く
と
も
環
境
に
負
荷
を
与
え
る
と
い
う
行
為
に
課
税
を

す
る
の
で
、
何
ら
か
の
理
論
的
根
拠
を
以
っ
て
そ
こ
に
担
税
力
が
観
念
さ
れ
、
適
正
な
税
負
担
を
創
出
す
れ
ば
、
そ
れ
は
平
等
原
則
に
適

っ
た
課
税
で
あ
る
と
言
い
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
担
税
力
を
支
払
負
担
能
力
（Z

ahllastfahigkeit

）
で
は
な
く
、
以
下
で
検
討

す
る

”欲
求
の
充
足

（
121
）

“
と
し
て
の
担
税
力
を
観
念
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
理
論
的
問
題
点
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
。

そ
の
点
を
以
下
で
検
討
す
る
。

（１）

環
境
税
と
環
境
担
税
力
―
欲
求
の
充
足
と
し
て
の
担
税
力
―

（
119
）

L
ang,in

:T
ipke/L

ang
(H

rsg.),Steuerrecht(Fn.77 ),§8
R

z.61 f.

（
120
）

L
ang,in

:T
ipke/L

ang
(H

rsg.),Steuerrecht(Fn.77 ),§8
R

z.61 f.

（
121
）

詳
細
は
、
例
え
ば
、M

uchenberger,M
ichael,D

ie
E

ntw
icklung

der
B

esteuerung
und

deren
A

usrichtung
am

L
eistungsfähigkeitsprinzip,Frankfurt

am
M

ain
2004 ,S.131 ff.
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税
を
課
す
る
以
上
、
平
等
原
則
に
適
合
す
る
租
税
立
法
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
租
税
法
に
お
い
て
は
、
平
等
原
則
に
適

合
す
る
課
税
は
、
例
え
ば
個
々
人
の
担
税
力
に
適
っ
た
課
税
を
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
右
の

”担
税
力
（w

irtschaftliche

L
estungsfahigkeit

（
122
）

）“
と
は
、
端
的
に
は
、
納
税
に
耐
え
う
る
資
力
、
す
な
わ
ち
、
納
税
に
充
て
る
こ
と
の
で
き
る
財
産
を
保
有
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
租
税
国
家
の
許
に
お
け
る
納
税
は
、
例
え
ば
、
経
済
活
動
の
成
果
で
あ
る
そ
う
し
た
個
人
が
稼
得
し
た
所
得
を
原
資
と

し
て
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
斯
様
に
所
得
を
有
す
る
こ
と
が
担
税
力
の
一
表
現
で
あ
る
。
そ
し
て
、
各
自
の
担
税
力
に
応
じ
て
、
納
税
義

務
者
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
税
負
担
額
は
異
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
応
能
負
担
原
則
の
実
現
で
あ
る
。

こ
こ
で
環
境
税
の
賦
課
の
あ
り
よ
う
と
右
に
言
及
し
た
よ
う
な
担
税
力
に
適
っ
た
課
税
と
は
整
合
性
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
環
境

税
の
課
税
物
件
は
環
境
汚
染
物
質
の
使
用
、
排
出
、
取
引
等
で
あ
る
。
で
は
、
環
境
汚
染
物
質
の
使
用
、
排
出
、
取
引
等
が
担
税
力
を
表

現
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
そ
れ
を
示
す
資
産
の
増
加
が
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

斯
様
な
問
題
意
識
か
ら
、
応
能
負
担
原
則
と
環
境
税
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
議
論
が
可
能
で
あ
る
。
端
的
に
そ
れ
は
「
環
境

税
の
賦
課
は
環
境
と
い
う
希
少
な
財
を
利
用
す
る
こ
と
を
以
っ
て
個
人
の
欲
求
の
充
足
（B

edurfnisbefriedigung

）
が
増
加
す
る
こ
と
を

根
拠
と
し
て
課
さ
れ
る
」
と
す
る
も
の
で
あ
る

（
123
）

。
そ
れ
を
敷
衍
す
る
と
、
凡
そ
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
例
え
ば
、Z

im
m

erm
ann/H

enke

は
担
税
力
概
念
を
財
政
的
給
付
能
力
（finanzielle

L
eistungsfahigkeit

）、
つ
ま
り
国
家
に
対
し
て
税
を
給
付
す
る
能
力
と
観
念
し
た
上

で
、
所
得
課
税
を
例
と
す
れ
ば
、「
所
得
の
稼
得
は
通
常
自
己
目
的
で
は
な
く
、
所
得
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
う
る
欲
求
の
程
度
が
個
々
の

国
民
を
し
て
所
得
の
稼
得
を
促
す
と
い
う
こ
と
を
斟
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
財
政
的
給
付
能
力
に
係
る
議
論
は
『
納
付
さ

（
122
）

H
endler/H

einrich
(Fn.21 ),Z

R
P
2000 ,326 .

は
、
課
税
の
根
拠
と
し
て
担
税
力
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。

（
123
）

G
aw

el,E
rik,U

m
w

eltlenkungssteuern
und

L
estungsfähigkeitsprinzip,StuW

1999 ,374 ff.,377 .

こ
の
点
に
つ
い
て
の
近
時
の
邦
語
文
献
と
し
て
、
参

照
、
水
野
忠
恒
「
所
得
税
の
改
革
―
所
得
税
の
基
礎
理
論
を
ふ
ま
え
て
」
税
研
一
一
九
号
一
七
頁
以
下
、
特
に
、
一
九
―
二
〇
頁
。
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れ
る
税
』
と
い
う
金
銭
的
量
と
『
欲
求
の
充
足
』
と
い
う
非
金
銭
的
量
と
を
関
係
付
け
る
こ
と
を
指
向
す
る

（
124
）

」。
以
上
の
言
明
を
ベ
ー
ス

と
す
る
と
、
所
論
は
、
欲
求
の
充
足
に
課
税
す
べ
き
と
し
て
も
、
現
実
に
課
税
を
行
う
に
際
し
て
は
そ
れ
を
金
銭
的
に
表
現
可
能
な
所
得

を
そ
の
対
象
と
す
べ
き
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
租
税
法
に
お
い
て
、
応
能
負
担
原
則
は
「
個
々
の
納
税
義
務
者
の
担
税
力
に
着
目
し
、

そ
れ
を
一
定
期
間
に
お
け
る
収
入
の
増
加
に
見
出
す
」
も
の
で
あ
る
と
言
い
う
る
。
ま
た
財
政
学
の
領
域
に
お
い
て
、

Z
im

m
erm

ann/H
enke

も
同
じ
く
「
所
得
と
は
期
間
所
得
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
欲
求
充
足
の
可
能
性
、
そ
し
て
財
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
の
処

分
能
力
を
表
す
適
当
な
量
の
一
つ
」
と
す
る

（
125
）

。

そ
も
そ
も
、
犠
牲
説
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
が
、
例
え
ば
、H

aller

に
よ
る
と
、
国
家
が
公
共
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
供
給
す
る
原
資
と
し

て
、
税
の
賦
課
徴
収
を
す
る
の
で
あ
り
、
税
は
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
の
犠
牲
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て

”何
の
“
犠
牲
か
、
と
い
う
問

い
に
は
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
供
給
の
た
め
の
”欲
求
充
足
の
“
犠
牲
と
い
う
こ
と
と
な
る

（
126
）

。
所
論
に
よ
る
と
「
国
家
に
納
税
を
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
国
家
の
サ
ー
ビ
ス
供
給
・
公
的
欲
求
充
足
の
た
め
に
、
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
・
利
用
可
能
性
か
ら
得
ら
れ
る
個
人
的
欲
求
充

足
の
一
部
が
個
人
の
許
か
ら
奪
わ
れ
る
」
と
さ
れ
る

（
127
）

。
そ
し
て
、
欲
求
を
計
量
可
能
な
指
標
に
置
き
換
え
る
必
要
が
あ
る
が
、H

aller

も
、

先
に
挙
げ
たZ

im
m

erm
ann/H

enke

の
引
用
文
に
あ
る
よ
う
に
、
所
得
を
は
じ
め
と
す
る
金
銭
的
な
量
を
充
足
さ
れ
る
欲
求
の
指
標
と
す

る
こ
と
に
異
論
は
な
い
と
す
る

（
128
）

。

（
124
）

Z
im

m
erm

ann,
H

orst/K
laus-D

irk
H

enke,
Finanzw

issenschaft
:

E
ine

E
infuhrung

in
die

L
ehre

von
der

öffentlichen
Finanzw

irtschaft
7 .

A
ufl.

,

M
unchen

1994 ,S.107 .

（
125
）

Z
im

m
erm

ann/H
enke,Finanzw

issenschaft(Fn.124 ),S.108 .

（
126
）

H
aller,H

einz,D
ie

Steuern
:G

rundlinien
eines

rationalen
System

s
öffentlicher

A
bgaben,T

übingen
1981 ,S.14 f.

（
127
）

H
aller,

D
ie

Steuern
(Fn.126 ),

S.15 .

こ
こ
で
収
入
・
所
得
を
多
く
稼
得
す
る
者
に
、
少
な
く
そ
れ
を
稼
得
す
る
者
よ
り
も
、
絶
対
額
と
し
て
多
く
の
納

税
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
、
相
対
的
平
等
を
意
味
す
る
。
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し
か
し
、
租
税
法
に
お
い
て
担
税
力
の
増
加
を
認
識
す
る
際
に
、
必
ず
し
も
金
銭
等
資
産
の
流
入
が
必
要
条
件
と
し
て
常
に
考
え
る
必

要
は
必
ず
し
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
単
に
課
税
を
す
る
際
に
計
測
可
能
な
金
銭
的
価
値
に
担
税
力
が
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
周
知
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
所
得
課
税
の
領
域
に
お
い
て
は
、
所
得
は
期
首
と
期
末
と
の
間
の
財
産
的
価
値
の
差
で
あ
る
と
観
念
さ

れ
る
。
し
か
し
、
欲
求
の
充
足
を
観
念
す
る
場
合
に
は
、
欲
求
の
充
足
は
金
銭
に
限
ら
れ
な
い
。
そ
の
中
に
は
、
例
え
ば
、
持
家
に
居
住

す
る
こ
と
に
よ
る
効
用
増
加
、
夫
の
許
で
観
念
さ
れ
る
妻
に
よ
る
家
事
等
が
あ
る
。
こ
の
点
、
金
銭
所
得
（G

eldeinkom
m

en

）
と
現
実

所
得
（R

ealeinkom
m

en
）
と
い
う
概
念
が
あ
る
。
前
者
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
金
銭
の
形
を
持
つ
所
得
で
あ
り
、
後
者
の
現
実
所
得
と

は
、
例
え
ば
、
金
銭
の
形
態
を
直
接
は
と
っ
て
い
な
い
財
、
サ
ー
ビ
ス
あ
る
い
は
そ
の
利
用
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
自
己
扶
養

（S
elbstvorsorgung

）
を
例
と
す
る
と
、
他
人
に
扶
養
を
依
存
す
る
場
合
に
は
そ
の
た
め
の
出
費
を
し
、
そ
れ
に
よ
り
扶
養
以
外
の
目
的

の
出
費
が
不
可
能
と
な
る
が
、
自
己
扶
養
は
扶
養
の
た
め
の
出
費
の
必
要
が
な
い
た
め
、
そ
の
分
を
他
の
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
消
費
に
充
て

る
こ
と
も
可
能
と
な
る
、
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
形
態
に
関
わ
ら
ず
（
即
座
の
換
金
可
能
性
も
含
め
て
）
欲
求
の
充

足
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、H

aller

に
よ
る
と
所
得
の
増
加
を
意
味
し
う
る
と
さ
れ
る

（
129
）

。
現
実
所
得
と
い
う
概
念
を
さ
ら
に
敷
衍
さ
せ
れ

ば
、
資
産
の
存
在
お
よ
び
そ
の
所
有
は
欲
求
の
充
足
に
関
係
す
る
か
と
問
え
ば
、
確
か
に
、
資
産
を
存
在
す
る
だ
け
で
は
何
も
消
費
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
欲
求
の
充
足
は
観
念
さ
れ
え
な
い
よ
う
に
思
う
が
、
し
か
し
、
そ
の
存
在
に
よ
り
、
名
声
と
影
響
力
・
安
定
・

信
頼
等
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
何
が
し
か
の
欲
求
充
足
を
も
た
ら
す
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

さ
ら
に
、
所
得
を
金
銭
的
評
価
の
可
能
な
も
の
に
限
定
す
る
こ
と
に
は
次
の
よ
う
な
批
判
が
あ
る
。S

acksofsky

氏
に
よ
る
と
、
例
え

ば
、
”同
一
の
給
与
を
稼
得
す
る
Ａ
氏
と
Ｂ
氏
が
い
る
と
仮
定
し
た
上
で
、
Ａ
氏
は
職
場
ま
で
自
家
用
車
で
通
勤
し
、
Ｂ
氏
は
職
場
の
近

（
128
）

H
aller,D

ie
Steuern

(Fn.126 ),S.43 .
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く
に
居
住
し
て
い
る
た
め
、
徒
歩
で
通
勤
し
て
い
る
と
す
る
。
こ
こ
で
Ａ
氏
の
住
宅
は
郊
外
に
あ
る
の
で
家
賃
は
低
く
、
逆
に
、
Ｂ
氏
の

住
宅
は
大
都
市
に
あ
る
の
で
家
賃
が
高
い
と
す
る
と
、
ド
イ
ツ
所
得
税
法
九
条
一
項
一
の
四
号
に
よ
り
、
Ａ
氏
は
自
動
車
の
ガ
ソ
リ
ン
料

金
は
必
要
経
費
と
し
て
扱
わ
れ
、
Ｂ
氏
に
つ
い
て
は
そ
う
し
た
費
用
は
発
生
し
な
い
“
と
す
る

（
130
）

。
所
論
の
よ
う
に
、
担
税
力
の
有
無
を
金

銭
的
な
そ
れ
に
限
定
す
る
場
合
に
は
、
同
一
の
経
済
的
事
実
関
係
に
あ
る
と
推
定
で
き
る
者
に
つ
い
て
、
右
の
よ
う
な
設
例
の
も
と
で
、

平
等
な
課
税
が
実
は
で
き
な
く
な
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、Z

im
m

erm
ann/H

enke

は
、
所
得
概
念
に
何
が
含
ま
れ
る
か
を
問
題

と
し
て
認
識
し
、
例
え
ば

”清
潔
な
環
境
の
中
で
の
生
活
ま
た
は
公
的
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
の
利
用
“、
”子
供
が
家
計
の
た
め
に
、

コ
ス
ト
の
か
か
る
私
立
学
校
の
代
わ
り
に
、
無
料
の
公
立
学
校
に
通
う
こ
と
“、
”休
暇
を
楽
し
む
こ
と
“
が
広
義
の
所
得
を
構
成
す
る
か

否
か
を
問
題
と
し
つ
つ
、
同
時
に
、
右
の
よ
う
に
広
い
所
得
概
念
の
許
で
は
そ
の
捕
捉
・
評
価
の
問
題
が
生
ず
る
と
す
る

（
131
）

。
そ
も
そ
も
平

等
原
則
は
同
一
の
担
税
力
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
平
等
な
課
税
を
行
う
べ
き
こ
と
を
そ
の
意
味
内
容
と
す
る
が
、
そ
の
内
実
は
不
明
確
な

こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、
よ
く
言
及
さ
れ
る
が
、
平
等
原
則
が
累
進
税
率
を
真
に
要
請
す
る
か
否
か
は
、
財
政
学
に
お
い
て
は
否
定
的
な

見
解
も
有
力
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
平
等
原
則
＝
応
能
負
担
原
則
の
規
範
的
意
義
そ
の
も
の
に
も
疑
義
が
呈
せ
ら
れ
て
い
る

（
132
）

。
そ
れ
故
、
金

（
129
）

H
aller,D

ie
Steuern

(Fn.126 ),S.46 ,S.64 .

な
お
、
現
実
所
得
を
租
税
制
度
に
取
り
入
れ
る
と
す
る
と
、
例
え
ば
、
余
暇
と
労
働
と
の
選
択
を
私
人
が
行

う
際
、
仮
に
あ
る
私
人
が
余
暇
に
充
て
る
時
間
を
極
め
て
多
く
確
保
す
れ
ば
、
彼
に
対
し
て
余
暇
税
を
課
し
、
逆
に
、
彼
の
労
働
時
間
が
極
め
て
多
け
れ
ば

そ
の
分
に
手
当
を
給
付
す
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、Schm

idt,
K

urt,
G

rundproblem
e

der
B

esteuerung,
in

:
N

eum
ark,

Fritz
(H

rsg.),

H
andbuch

der
Finanzw

issenschaft3 .Sufl.,T
übingen

1980 ,S.119 ff.,S.143 .

に
よ
る
と
、
余
暇
と
労
働
と
を
代
替
的
な
関
係
に
あ
る
と
見
做
す
こ
と

自
体
が
誤
り
で
あ
る
と
も
言
い
う
る
。
す
な
わ
ち
、
仕
事
に
生
き
が
い
を
感
じ
て
い
る
者
は
そ
れ
を
通
じ
て
欲
求
の
充
足
を
得
て
い
る
の
で
あ
り
、
余
暇
の

み
を
労
働
と
の
関
係
で
欲
求
充
足
手
段
と
解
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
言
い
う
る
。

（
130
）

Sacksofsky
(Fn.16 ),N

JW
2000 ,2621 .

（
131
）

Z
im

m
erm

ann/H
enke,Finanzw

issenschaft(Fn.121 ),S.108 f.
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銭
と
い
う
形
態
を
と
る
資
産
増
加
に
課
税
を
限
定
す
る
こ
と
（
こ
れ
も
、
所
得
の
範
囲
を
実
定
法
上
一
律
に
画
す
る
点
で
、
平
等
と
評
価

さ
れ
る
）
は
却
っ
て
不
平
等
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
も
あ
り
う
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
行
政
実
行
可
能
性
を
重
視
し
た
立
場
と

理
論
的
首
尾
一
貫
性
を
重
視
し
た
立
場
と
の
相
克
が
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

そ
し
て
、G

aw
el

教
授
は
、
捕
捉
・
評
価
の
問
題
に
も
拘
わ
ら
ず
、
欲
求
の
充
足
を
ベ
ー
ス
に
担
税
力
の
増
加
を
観
念
し
、
環
境
税
賦

課
を
右
の
点
で
正
当
化
し
よ
う
と
さ
れ
る

（
133
）

。
す
な
わ
ち
、
私
人
は
環
境
の
利
用
を
通
じ
て
何
ら
か
の
効
用
の
増
加
を
得
て
お
り
、
そ
れ
を

（
132
）

例
え
ば
、L

ittm
ann,

K
onrad,

E
in

V
alet

dem
L

estungsfähigkeitsprinzip,
in

:
H

aller,
H

einz/L
ore

K
ullm

er/C
arl

S.
Shoup/H

erbert
T

im
m

（H
rsg.

),

T
heorie

und
Praxis

des
finanzpolitischen

Interventionism
us

:
Fritz

N
eum

ark
zum

70 .
G

eburtstag,
T

übingen
1970 ,

S.
113 ff.

,
S.
114

;
Schm

idt,

G
rundproblem

e
der

B
esteuerung

(Fn.129 ),S.141 f.

所
論
に
よ
る
と
、
平
等
原
則
・
応
能
負
担
原
則
は

”空
虚
な
公
式
“
で
あ
り
、
意
味
内
容
を
一
義
的

に
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
各
人
の
恣
意
に
よ
り
如
何
様
に
も
解
釈
す
る
余
地
を
持
つ
概
念
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
他
に
租
税
法
学
者K

ruse

教
授
は
応

能
負
担
原
則
を
以
下
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
端
的
に
要
約
す
る
が
、K

ruse,H
einrich

W
ilhelm

,Ü
ber

die
G

leichm
äßigkeitder

B
esteuerung,StuW

1990 ,

322 ff.

に
よ
る
と
、
正
義
か
ら
平
等
と
い
う
原
則
を
導
出
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
平
等
が
即
座
に
応
能
負
担
原
則
に
結
び
つ
く
と
考
え
る
の
は
早
計
で
あ

っ
て
、
憲
法
上
何
ら
応
能
負
担
原
則
を
基
礎
と
し
た
立
法
・
解
釈
を
示
唆
す
る
規
定
は
な
く
、
応
能
負
担
原
則
は
立
法
者
が
憲
法
に
よ
り
具
体
化
を
委
任
さ

れ
た
ま
さ
に
そ
の
具
体
化
の
結
果
で
し
か
な
い
。
ま
た
、
租
税
法
自
体
が
経
済
政
策
の
観
点
か
ら
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
、
平
等
と
い
う
価
値
と
経
済
政
策

を
正
当
化
す
る
価
値
と
が
相
克
す
る
。
税
率
、
課
税
ベ
ー
ス
、
そ
し
て
広
く
は
税
負
担
自
体
が
時
代
の
変
遷
、
特
に
経
済
情
勢
に
応
じ
て
変
化
し
て
お
り
、

応
能
負
担
原
則
自
体
が
税
制
を
一
義
的
に
構
築
す
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
は
、
応
能
負
担
原
則
自
体
は
、
担
税
力
の
所
在
、
そ
の
計
測
方
法
・
可
能
性

を
何
ら
示
し
て
い
な
い
。
そ
の
他
に
同
旨
の
立
場
と
し
てA

rndt,H
ans-W

olfgang,Steuerliche
L

eistungsgfähigkeitund
V

erfassungsrecht,in
:D

am
rau,

Jürgen/A
lfons

K
raft/W

alter
Furst(H

rsg.),Festschrift
fur

O
tto

M
ühl

:zum
70 .G

eburtstag
10 .O

ktober
1981 ,Stuttgart

u.a.1981 ,S.17 ff.,S.29 f.,

S.33 .
K

ruse

教
授
の
所
説
は
例
え
ばK

onrad
L

ittm
ann

(A
.

a.
O

.
,

S.131 f.
)

、K
urt

Schm
idt

(A
.

a.
O

.
,

S.125 ,
S.136 .

)

、Pohm
er/Jurke

(Pohm
er,

D
ieter/G

isela
Jurke,

Z
u

G
eschichte

und
B

edeutung
des

L
eistungsfähigkeitsprinzip

unter
B

erücksichtigung
der

B
eiträge

im
Finanzarchiv

und
der

E
ntw

icklung
der

deutschen
E

inkom
m

ensbesteuerung,FA
42

(1984 ),445 ff.,484 .)

等
の
財
政
学
者
の
見
解
を
ベ
ー
ス
に
構
築
さ
れ
て
い
る
。
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以
っ
て
環
境
税
の
課
税
が
可
能
と
な
る
、
そ
し
て
、
環
境
は
市
場
取
引
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
が
、
市
場
の
存
在
は
課
税
の
要
件
で
は

な
い
、
と
い
う
理
論
構
成
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
示
唆
を
与
え
る
の
が
、G

a
w

e
l

教
授
が
提
唱
す
る
環
境
担
税
力

（U
m

w
eltleistungsfähigkeit

）
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
特
に
現
代
の
経
済
社
会
は
、
日
常
生
活
を
営
む
際
に

も
、
経
済
活
動
を
展
開
す
る
際
に
も
、
環
境
を
利
用
す
る
こ
と
な
し
に
は
最
早
成
り
立
た
な
い
。
そ
れ
故
、
今
日
で
は
多
く
の
者
が
環
境

を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
メ
リ
ッ
ト
を
享
受
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
欲
求
の
充
足
と
い
う
担
税
力
の
増
加
を
保
て
る
と

立
論
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
所
論
は
、
環
境
と
い
う
市
場
外
で
獲
得
す
る
生
産
要
素
を
、
現
代
の
経
済
社
会
に
お
け
る
環
境
の
重

要
性
を
直
視
し
、
担
税
力
を
欲
求
の
充
足
と
と
ら
え
環
境
担
税
力
と
い
う
概
念
を
定
立
し
、
そ
れ
を
ベ
ー
ス
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
場

内
の
事
象
と
し
て
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る

（
134
）

。

（２）

環
境
担
税
力
の
理
論
的
限
界

但
し
、
現
代
の
財
政
学
に
お
い
て
は
、
あ
る
特
定
の
財
の
消
費
を
す
る
際
に
、
そ
こ
に

”特
別
の
“
担
税
力
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な

い
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
135
）

。
そ
し
て
、
こ
れ
は
売
上
税
以
外
の
消
費
課
税
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
加
え
て
、
あ
る
特
定
の
財

の
消
費
と
い
え
ど
も
、
既
に
所
得
税
が
課
さ
れ
た
後
の
、
残
余
の
担
税
力
に
つ
い
て
消
費
課
税
と
い
う
段
階
で
課
税
が
行
わ
れ
る
の
で
、

そ
れ
が
特
殊
な
属
性
を
持
つ
担
税
力
に
係
る
課
税
と
位
置
付
け
る
積
極
的
根
拠
は
見
出
し
得
な
い
と
す
る
も
の
も
あ
る

（
136
）

。
ま
た
、
そ
れ
に

（
133
）

G
aw

el(Fn.123 ),StuW
1999 ,378 ff.

（
134
）

G
aw

el(Fn.123 ),StuW
1999 ,375 .

（
135
）

例
え
ば
、Stenger,Jürgen,D

as
Steuerrechtals

Instrum
entdes

U
m

w
eltschutzes

:M
oglichkeiten

und
G

renzen
eines

E
insatzes

des
Steuerrechts

zur

E
rfullung

um
w

eltpolitscher
Z

iele
unter

besonderer
B

erücksichtigung
des

G
rundsatzes

der
B

esteuerung
nach

der
w

irtschaftlichen

L
esitungsfähigkeit,Frankfurta.M

.1995 ,S.93 ,S.121 .
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関
連
し
て
、
租
税
法
学
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、T

ipke

教
授
は
い
わ
ゆ
る
売
上
税
以
外
の
特
別
消
費
税
の
正
当
化
に
係
る
議
論
を
展
開

し
て
い
る
。
詳
細
は
省
く
が
、
要
す
る
に
、
売
上
税
と
並
ん
で
、
特
定
の
財
に
係
る
特
別
消
費
税
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
特
別

の
担
税
力
は
存
在
せ
ず
、
そ
う
し
た
税
目
は
租
税
特
別
措
置
と
し
て
の
正
当
化
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
租
税
特
別
措
置

と
し
て
の
正
当
化
を
要
す
る
税
目
に
、
環
境
税
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

（
137
）

。
加
え
て
、
歴
史
的
に
は
、
特
別
消
費
税
は
税
収
獲
得
の

手
段
と
し
て
発
展
し
て
き
た
と
い
う
事
情
も
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
138
）

。

し
か
し
、G

aw
el

教
授
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
環
境
に
係
る
処
分
可
能
性
を
通
じ
て
生
ず
る
処
分
力
（D

ispositionsm
acht

）
の
増
加

は
、
少
な
く
と
も
、
部
分
的
に
は
、
一
般
的
な
、
単
に
支
払
可
能
性
を
ベ
ー
ス
と
す
る
担
税
力
に
対
す
る
課
税
の
も
と
で
は
、
な
お
把
握

し
き
れ
な
い
と
す
る
。
所
論
は
、
凡
そ
担
税
力
を
支
払
能
力
と
処
分
可
能
性
と
に
識
別
し
、
そ
れ
を
以
て
後
者
と
環
境
担
税
力
と
を
結
び

つ
け
、
環
境
税
の
課
税
の
正
当
化
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
を
如
何
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

環
境
税
に
つ
い
て
は
、
端
的
に
考
え
る
と
、
確
か
に
、
環
境
税
を
課
す
こ
と
は
環
境
と
い
う
財
の
消
費
者
に
つ
い
て
収
入
の
増
加
が
見

ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
環
境
担
税
力
概
念
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
環
境
税
の
賦
課
は
最
早
政
策
税
制
・
租
税
特
別
措
置

で
は
な
く
、
租
税
通
常
措
置
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
環
境
担
税
力
は
性
質
上
個
人
の
担
税
力
を
測
る
基
準
と
し
て
個
人
の

効
用
・
必
要
性
の
充
足
を
挙
げ
る
思
考
を
ベ
ー
ス
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
に
よ
る
と
、
環
境
と
い
う
特
定
の
財
の
消
費
に
環

境
税
を
特
に
課
す
る
こ
と
を
以
っ
て
、
そ
れ
を
消
費
等
す
る
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
の
間
で
の
応
能
負
担
原
則
に
照
ら
し
た
環
境
税
賦
課

と
い
う
政
策
に
係
る
憲
法
適
合
性
の
問
題
が
生
じ
な
い
こ
と
と
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
計
量
可
能
な
別
の
指
標
が
な
い
場
合
、
性
質
上
欲

（
136
）

N
eum

ark
,Fritz,G

rundsätze
gerechter

und
ökonom

isch
rationale

Steuerpolitik,T
ubingen

1970 ,S.141 .

（
137
）

T
ipke,StR

O
2

(Fn.14 ),S.1082 ff.

（
138
）

T
ipke,StR

O
2

(Fn.14 ),S.1046 ff.



広島法学　34 巻４号（2011 年）－106

求
の
充
足
は
そ
の
捉
え
方
次
第
で
容
易
に
認
識
・
観
念
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
実
際
問
題
は
別
と
し
て
、
環
境
担
税
力
と

い
う
概
念
は
課
税
を
正
当
化
す
る
根
拠
と
し
て
濫
用
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。

こ
こ
に
環
境
担
税
力
の
理
論
的
問
題
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
先
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
現
代
の
経
済
社
会
に
お
け
る
環
境
の
重
要

性
お
よ
び
そ
の
性
質
に
鑑
み
て
欲
求
の
充
足
と
い
う
純
理
論
的
な
担
税
力
概
念
にG

aw
el

教
授
が
着
目
す
る
こ
と
は
首
肯
で
き
な
く
も
な

い
が
、
一
般
的
に
は
、
課
税
は
、
現
行
の
租
税
制
度
の
も
と
に
お
い
て
は
、
市
場
に
お
け
る
事
象
を
ベ
ー
ス
と
し
て
生
じ
た
担
税
力
に
着

目
し
て
行
わ
れ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
環
境
税
の
賦
課
の
場
面
で
あ
え
て
そ
れ
を
無
視
し
て
純
理
論
的
な
担
税
力
概
念
に
立
ち
返
っ
て
租
税

制
度
の
設
計
を
行
う
こ
と
は
、
や
は
り
恣
意
的
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う（

139
）

。
ま
た

G
a

w
e

l

教
授
は
自
動
車
税

（
139
）

課
税
と
市
場
と
の
関
係
に
つ
き
、
例
え
ば
、
参
照
、K

öck,
W

olfgang,
U

m
w

eltsteuern
als

V
erfassungsproblem

,
JZ
1991 ,693 f.

所
論
は
以
下
の
ご
と

し
。
国
家
の
存
在
は
今
日
租
税
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
は
無
産
国
家
と
し
て
存
在
し
、
国
家
は
原
則
と
し
て
自
ら
経
済
活
動
を
行

う
こ
と
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
の
活
動
の
原
資
は
、
国
家
と
い
う
共
同
体
内
部
の
私
人
の
経
済
活
動
の
成
果
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ

る
。
そ
れ
故
、
国
家
か
ら
独
立
し
た
経
済
制
度
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
は
人
的
・
経
済
的
自
由
の
保
障
を
伴
う
。
歴
史
的
に
見
る
と
、
多
様
な
特
別
権
力
関

係
を
伴
う
封
建
的
生
活
団
体
の
後
退
・
解
体
が
進
行
し
、
所
有
物
の
自
己
利
用
＝
所
有
権
の
確
立
を
ベ
ー
ス
と
す
る
社
会
領
域
の
漸
進
的
形
成
が
始
ま
っ
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
と
と
も
に
現
代
国
家
が
発
生
し
、
金
銭
的
負
担
を
以
っ
て
私
人
の
強
制
的
サ
ー
ビ
ス
（
例
、
封
建
制
下
の
賦
役
）
に
代
え
る
素
地
が
構
築
さ

れ
、
租
税
が
二
次
的
な
、
特
別
に
必
要
な
状
況
に
応
じ
て
利
用
さ
れ
る
収
入
獲
得
手
段
か
ら
、
主
た
る
収
入
獲
得
手
段
へ
と
変
化
し
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
租
税
国
家
は
課
税
と
経
済
活
動
と
の
結
び
つ
き
を
そ
の
特
徴
と
す
る
。K

öck

に
よ
る
と
、
租
税
国
家
の
ベ
ー
ス
と
な
る
の
は
「
所

有
者
税(E
ingentüm

ersteuer)

」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
課
税
と
い
う
国
家
行
為
は
、（
経
済
活
動
の
結
果
得
ら
れ
た
）
稼
得
物
へ
の
課
税(B

esteuerung
des

E
rw

orbenen)

で
あ
っ
て
、（
潜
在
的
な
）
稼
得
能
力

(E
rw

erbsfähigkeit)

へ
の
課
税
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
以
上
のK

ock

に
よ
る
立
論
か
ら
す
る
と
、
租
税

国
家
に
お
け
る
課
税
は
「
私
的
所
有
権
の
収
益
・
交
換
価
値
へ
の
参
加
」
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
経
済
主
体
の
経
済
力
へ
の
参
加
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
市
場
が

課
税
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
てH

öfling
(Fn.

25 ),
StuW

1992 ,
243 .

に
よ
れ
ば
、
市
場
で
の
獲
得
物
の
み
が
原
則
と
し
て

担
税
力
を
構
成
し
、
煤
煙
・
汚
水
の
排
出
量
に
課
税
す
る
こ
と
は
、
担
税
力
の
存
在
し
な
い
課
税
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
。
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（K
raftfahrzeugsteuer （

140
）

）
と
い
う
税
目
に
着
目
し
、
そ
れ
を
環
境
税
に
当
て
は
め
る
と
、
環
境
担
税
力
を
ベ
ー
ス
に
し
た
環
境
税
の
課
税

も
不
合
理
で
は
な
い
と
す
る

（
141
）

。
す
な
わ
ち
、
曰
く

”自
動
車
税
は
消
費
税
で
あ
り
、
一
九
〇
六
年
に
贅
沢
品
に
対
す
る
消
費
税
と
し
て
導

入
さ
れ
、
一
九
二
二
年
以
降
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
自
動
車
の
消
費
に
も
課
税
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
導
入
以
降
応

益
課
税
の
原
則
に
よ
っ
て
刻
印
づ
け
ら
れ
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
公
道
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
得

ら
れ
る
利
用
者
の
メ
リ
ッ
ト
を
調
整
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
課
税
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
公
道
の
利
用
を
各
人
ご
と
に
正
確
に
識
別
し

て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
料
金
で
は
な
く
税
方
式
で
課
さ
れ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
近
時
で
は
自
動
車
税
の
課
税
に
環
境
保
護
の

目
的
を
読
み
込
む
こ
と
も
あ
り
、
例
え
ば
、
一
定
の
自
動
車
に
つ
き
、
税
負
担
に
軽
重
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
“、
と
。

し
か
し
、
環
境
税
は
あ
く
ま
で
も
租
税
特
別
措
置
あ
る
い
は
政
策
税
制
で
あ
り
、
そ
れ
を
覆
す
明
確
な
理
論
は
現
段
階
で
は
示
さ
れ
て

い
な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
環
境
担
税
力
は
前
叙
の
よ
う
に
重
課
型
の
政
策
税
制
を
安
易
に
創
設
す
る
こ
と
に
つ
な

が
り
か
ね
な
い
し
、
ま
た
、
自
動
車
税
も
市
場
で
自
動
車
を
購
入
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
公
道
と
い
う
国
家
が
提
供
す
る
イ
ン
フ
ラ
の
利

用
に
対
す
る
対
価
と
い
う
側
面
が
強
い
の
で
あ
り
、
そ
の
構
造
上
環
境
担
税
力
の
理
論
的
正
当
性
を
論
証
す
る
た
め
に
は
援
用
す
る
こ
と

は
な
お
で
き
な
い
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

そ
も
そ
も
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
環
境
税
を
租
税
通
常
措
置
と
位
置
づ
け
る
か
、
ま
た
は
租
税
特
別
措
置
と
位
置
づ
け
る
か
に
よ
っ
て
、

制
度
構
築
の
あ
り
方
に
違
い
を
も
た
ら
す
。
す
な
わ
ち
、
租
税
通
常
措
置
と
し
て
の
環
境
税
は
さ
て
お
き
、
租
税
特
別
措
置
と
し
て
の
環

境
税
は
そ
の
正
当
化
を
要
す
る
。
後
に
も
言
及
す
る
が
、
環
境
税
の
役
割
と
し
て
私
人
が
環
境
適
合
的
な
行
動
を
と
る
よ
う
経
済
的
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
を
以
っ
て
誘
引
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
は
税
収
獲
得
以
外
の
政
策
目
的
を
指
し
、
そ
れ
故
に
租
税
特
別
措
置
と
し
て
の
性

（
140
）

以
下
の
自
動
車
税
の
概
要
に
つ
き
、
参
照
、L

ang,in
:T

ipke/L
ang

(H
rsg.),Steuerrecht(Fn.77 ),§15

R
z.48 ff.

（
141
）

G
aw

el(Fn.123 ),StuW
1999 ,379 .
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質
決
定
が
許
さ
れ
る
。
し
か
し
、
環
境
税
は
決
し
て
私
人
の
行
動
を
誘
引
す
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
以
下

の
設
例
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
り
う
る
。
例
え
ば
、
環
境
汚
染
を
解
決
す
る
た
め
に
、
あ
る
環
境
政
策
の
企
画
・
実
施
を
す
る
た
め
に
財

源
と
し
て
新
た
な
税
収
を
獲
得
す
る
必
要
が
生
じ
た
場
合
、
所
得
税
あ
る
い
は
環
境
税
等
の
税
収
の
一
部
を
か
か
る
環
境
政
策
に
充
て
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
う
る
。
そ
の
際
、
経
済
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
期
待
さ
れ
る
環
境
税
が
そ
う
し
た
政
策
目
的
と
並
ん
で
環
境
政
策
に
充

て
る
税
収
獲
得
を
目
的
と
し
て
持
つ
こ
と
が
あ
る
（
例
、
目
的
税
）。
斯
様
に
政
策
目
的
と
税
収
獲
得
目
的
と
を
同
時
に
併
せ
持
つ
税
が

あ
り
う
る
。
環
境
担
税
力
概
念
を
援
用
し
、
そ
れ
を
租
税
通
常
措
置
と
し
て
性
質
決
定
す
る
と
、
残
余
の
租
税
特
別
措
置
と
し
て
の
性
質

を
制
度
構
築
に
際
し
て
斟
酌
し
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で
、
ド
イ
ツ
租
税
法
に
お
い
て
承
認
さ
れ
て
い
る
租
税
法
規
範
の
分
類
類
型
で

あ
る
財
政
目
的
規
範
お
よ
び
社
会
目
的
規
範
が
あ
る
が
、
環
境
税
に
つ
い
て
は
、
一
つ
の
租
税
法
規
範
に
お
い
て
両
者
の
性
質
が
混
在
し

て
い
る
。
社
会
目
的
規
範
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
租
税
法
規
範
に
つ
い
て
の
み
政
策
の
合
理
性
を
問
う
こ
と
は
、
前
叙
の
設
例
の
よ
う

な
場
合
の
租
税
制
度
の
評
価
を
不
十
分
な
も
の
と
し
よ
う
。
そ
し
て
（
立
法
者
が
自
身
の
構
築
し
た
租
税
法
規
範
の
分
類
を
自
ら
宣
明
す

る
だ
け
で
は
足
り
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
）
あ
る
租
税
法
規
範
が
財
政
目
的
規
範
ま
た
は
社
会
目
的
規
範
の
い
ず
れ
か
に
分
類
さ

れ
る
の
か
を
問
う
の
で
は
な
く
、
当
該
租
税
法
規
範
の
持
つ
様
々
な
影
響
・
効
果
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
政
策
評
価
を
行
う
の
が
妥
当

で
あ
る
。
こ
こ
で
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
具
体
的
に
は
、
財
政
目
的
規
範
に
つ
い
て
は
不
平
等
の
有
無
を
は
じ
め
と
し
て
、
獲
得
が
期
待

さ
れ
る
税
収
と
税
収
獲
得
に
必
要
な
費
用
と
が
不
相
当
な
関
係
に
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
財
政
目
的
規
範
で
あ
っ
て
も
立
法
者
が
意
図
し

な
い
一
定
の
経
済
的
影
響
・
効
果
を
持
つ
の
で
あ
り
（
反
対
に
、
社
会
目
的
規
範
の
持
つ
そ
れ
は
立
法
者
が
意
図
し
た
政
策
目
的
で
あ
る
）、

そ
れ
が
資
源
配
分
に
歪
曲
を
及
ぼ
さ
な
い
か
否
か
、
等
が
評
価
作
業
で
あ
ろ
う
。
社
会
目
的
規
範
に
つ
い
て
は
、
政
策
目
的
の
合
理
性
・

正
当
性
、
政
策
目
的
と
そ
の
実
現
手
段
と
の
相
当
な
関
係
等
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
に
も
う
一
度
触
れ
る
（
本
節
３
）。
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（３）

ま
と
め

一
に
、
環
境
税
を
租
税
通
常
措
置
ま
た
は
租
税
特
別
措
置
の
い
ず
れ
か
と
し
て
性
質
決
定
を
す
る
こ
と
は
制
度
構
築
に
際
し
て
、
正
当

化
の
要
否
と
い
う
点
で
、
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
、
政
策
税
制
と
捉
え
る
か
、
担
税
力
に
適
っ
た
課
税
と
捉
え
る
か
、
を
論
ず

る
際
に
、
後
者
で
あ
れ
ば
特
別
な
正
当
化
を
要
し
な
い
点
で
大
き
な
違
い
を
も
つ
。
政
策
税
制
を
正
当
化
す
る
た
め
の
論
証
は
政
策
税
制

創
設
時
に
は
丹
念
に
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
時
の
経
過
に
従
い
、
右
の
論
証
が
正
当
性
を
失
う
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
際
当
該
政

策
税
制
は
確
実
に
廃
止
さ
れ
る
こ
と
も
期
待
で
き
な
い
。
加
え
て
、
政
策
税
制
の
正
当
化
根
拠
は
場
合
に
よ
っ
て
は
不
合
理
で
あ
る
こ
と

も
あ
り
う
る
。
そ
の
点
で
、
通
常
措
置
と
し
て
の
課
税
（R

egelbesteuerung

）
と
し
て
の
環
境
税
は
そ
の
制
度
と
し
て
強
固
な
理
論
的
基

盤
を
も
つ
こ
と
と
な
る
。

し
か
し
、
現
実
に
は
環
境
税
は
政
策
目
的
の
他
に
も
税
収
獲
得
を
も
企
図
す
る
の
で
、
租
税
通
常
措
置
ま
た
は
租
税
特
別
措
置
の
二
分

法
に
基
づ
く
制
度
構
築
お
よ
び
そ
の
評
価
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
環
境
担
税
力
概
念
を
援
用
し
、
租
税
通
常
措
置
を
性
質
決
定
し
た
上
で

正
当
化
の
負
担
を
回
避
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
政
策
税
制
の
濫
用
・
濫
造
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
環
境
税
は
政
策

税
制
と
し
て
、
環
境
税
の
持
つ
資
源
配
分
へ
の
影
響
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
政
策
評
価
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

二
に
、
先
に
言
及
し
たG

aw
el

教
授
の
環
境
担
税
力
と
い
う
概
念
は
示
唆
的
で
あ
る
。
環
境
担
税
力
の
概
念
の
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る

の
は
、
担
税
力
の
把
握
の
仕
方
で
あ
り
、
担
税
力
の
表
現
を
金
銭
的
な
も
の
に
限
定
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
原
材
料
を
有
償
で
取

得
し
た
企
業
と
、
無
償
で
取
得
し
た
企
業
と
の
間
で
担
税
力
に
差
を
認
め
る
こ
と
が
果
た
し
て
合
理
的
で
あ
る
か
、
と
い
う
問

（
142
）い

が
示
す

よ
う
に
、
後
者
の
企
業
が
環
境
を
利
用
し
て
生
産
活
動
を
行
っ
た
場
合
、
ま
さ
に
環
境
を
無
償
で
取
得
し
た
こ
と
と
な
る
。
そ
の
際
、
環

（
142
）

Sacksofsky
(Fn.16 ),N

JW
2000 ,2621 .
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境
の
利
用
に
も
担
税
力
を
認
め
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
り
、
何
よ
り
公
平
で
あ
る
と
言
い
う
る
。
そ
の
点
をG

aw
el

教
授
は
ま
さ
に
問
題

と
し
た
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

三
に
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
例
え
ば
環
境
税
を
環
境
汚
染
原
因
物
質
の
消
費
に
対
す
る
消
費
税
と
し
て
設
計
し
た
場
合
を
設
例
と
す
る

と
、
環
境
利
用
に
担
税
力
を
認
識
し
、
課
税
す
る
こ
と
が
あ
な
が
ち
不
合
理
と
も
言
え
な
い
こ
と
が
論
証
可
能
と
な
る
。
す
な
わ
ち
そ
も

そ
も
消
費
に
担
税
力
を
見
出
す
の
が
消
費
税
で
あ
る
が
、
生
活
の
た
め
に
パ
ン
を
消
費
す
る
こ
と
と
同
じ
く
目
的
で
ガ
ソ
リ
ン
を
消
費
す

る
こ
と
と
の
間
に
担
税
力
の
有
無
と
い
う
点
で
違
い
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
後
者
に
売
上
税
と
特
別
消
費
税
の
二
者

が
課
税
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
担
税
力
に
違
い
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
特
別
消
費
税
の
課
税
は
不
平
等

で
あ
り
、
違
憲
と
端
的
に
性
質
決
定
さ
れ
う
る
が
、
ボ
ン
基
本
法
は
明
文
で
特
別
消
費
税
の
賦
課
徴
収
を
許
容
す
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
、

特
別
消
費
税
の
課
税
は
担
税
力
の
有
無
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
行
わ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

（
143
）

。
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
を

直
視
す
る
と
、
環
境
の
利
用
に
つ
い
て
担
税
力
の
有
無
を
問
う
こ
と
な
く
、
特
別
消
費
税
と
し
て
の
環
境
税
の
賦
課
徴
収
が
正
当
化
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
先
の
特
別
消
費
税
に
係
る
正
当
化
の
議
論
の
現
状
か
ら
す
る
と
、
特
別
消
費
税
に
つ
い
て

は
租
税
特
別
措
置
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
環
境
担
税
力
を
以
て
し
て
は
特
別
消
費
税
を
環
境
税
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

３
　
法
治
国
家
原
則
―
政
策
実
施
の
あ
り
方
―

先
に
も
指
摘
し
た
が
、
環
境
税
を
は
じ
め
と
す
る
政
策
税
制
は
、
所
得
税
、
法
人
税
等
と
は
そ
の
基
本
的
属
性
を
異
に
し
て
い
る
。
端

（
143
）

Sacksofsky
(Fn.16 ),N

JW
2000 ,2622 .

（
144
）

憲
法
上
の
税
概
念
、
そ
し
て
政
策
税
制
と
税
概
念
と
の
関
係
に
つ
き
、
例
え
ば
、
参
照
、
木
村
・
前
掲
注
（
12
）
四
六
頁
以
下
、
同
『
租
税
法
学
』（
税

務
経
理
協
会
、
一
九
九
九
年
）
四
一
頁
。
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的
に
、
政
策
税
制
は
税
収
獲
得
を
第
一
次
的
目
的
に
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
副
次
的
目
的
と
し
て
い
る

（
144
）

。
こ
の
点
、
周
知
で
あ
る
が
、

ド
イ
ツ
で
は
か
ね
て
よ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
議
論
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
と
並
ん
で
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
実
定
租
税
法
に
お
い
て
も
、

ド
イ
ツ
租
税
通
則
法
三
条
一
項
に
お
い
て
課
税
の
目
的
と
し
て
税
収
獲
得
が
副
次
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
よ
い
と
規
律
さ
れ
て
お
り
、
税

は
政
策
目
的
を
も
追
求
す
る
こ
と
を
予
定
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
で
は
、
こ
の
点
、
ド
イ
ツ
に
け
る
よ
う
な
明
文
の
規
定
は

な
い
が
、
し
か
し
、
税
は
政
策
目
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
租
税
特
別
措
置
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。

尤
も
、
税
を
政
策
目
的
に
利
用
す
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
平
等
原
則
違
反
が
形
式
上
観
念
さ
れ
う
る
。
何
故
な
ら
、
環
境
税
を
賦
課
す

る
こ
と
を
通
じ
て
財
の
価
格
が
上
昇
し
、
右
財
と
例
え
ば
そ
れ
に
類
似
す
る
が
環
境
税
を
課
さ
れ
な
い
財
と
の
間
で
財
の
購
入
者
に
と
っ

て
不
平
等
が
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
環
境
税
の
導
入
に
際
し
て
は
（
こ
れ
は
政
策
税
制
一
般
に
当
て
は
ま
ろ
う
）、
平
等

原
則
違
反
を
正
当
化
す
る
論
証
お
よ
び
環
境
税
が
政
策
目
的
を
実
現
す
る
と
い
う
意
味
で
の
政
策
効
果
を
有
す
る
こ
と
の
論
証
と
い
う
二

段
階
の
作
業
が
政
策
立
案
者
に
は
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
を
以
下
に
検
討
す
る
。

こ
の
点
、B

irk

教
授
の
挙
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
一
に
、
平
等
原
則
違
反
の
正
当
化
の
可
否
に
係
る
視
点
に
つ
い
て
「
課
税
に
よ
り

財
産
が
国
庫
に
納
付
さ
れ
財
産
が
減
少
す
る
効
果
（
例
、E

ntzug
es

G
eldes

）」
と
い
う
負
担
効
果
（B

elastungsw
irkung （

145
）

）
で
あ
る
。
課

税
に
際
し
て
金
銭
的
負
担
が
生
ず
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
ま
さ
に
負
担
効
果
概
念
は
そ
れ
を
指
し
て
い
る
。
租
税
法
に
お
い
て
負
担

は
平
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
負
担
効
果
が
平
等
で
あ
る
よ
う
な
租
税
立
法
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
仮
に
課
税
の
目
的
が
税

負
担
の
創
出
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
政
策
目
的
で
あ
る
場
合
に
、
負
担
の
平
等
と
い
う
視
点
を
租
税
立
法
に
際
し
て
欠
落
さ
せ
る
こ
と
が

許
容
さ
れ
る
か
否
か
で
あ
る
。
以
下
に
設
例
を
示
す

（
146
）

。
例
え
ば
、
建
物
の
建
築
さ
れ
て
い
な
い
土
地
に
課
税
を
し
、
以
っ
て
所
有
者
に
対

（
145
）

B
irk,D

ieter,D
as

L
estungsfähigkeitsprinzip

als
M

aßstab
der

Steuernorm
en

:
E

in
B

eitrag
zu

den
G

rundfragen
des

V
erhältnisses

Steuerrecht
und

V
erfassungsrecht,K

öln
1983 ,S.70 .
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し
て
土
地
に
建
物
を
建
て
る
か
ま
た
は
そ
の
意
思
が
な
け
れ
ば
土
地
を
譲
渡
さ
せ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
と
す
る
。
右
の
設
例
に

お
い
て
土
地
の
所
有
者
に
税
負
担
が
課
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
が
、
課
税
の
目
的
は
税
収
獲
得
で
は
な
く
土
地
の
有
効
利
用
の
た
め
の

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
創
出
で
あ
る
。
こ
の
際
、
税
負
担
の
平
等
と
い
う
視
点
が
如
何
な
る
位
置
づ
け
を
持
つ
の
か
が
問
わ
れ
る
。
次
に
、

今
日
の
財
政
学
お
よ
び
租
税
法
に
お
い
て
周
知
の
転
嫁
が
問
題
と
な
る
。
典
型
例
は
法
人
税
で
あ
り
、
法
人
税
負
担
は
企
業
の
財
・
サ
ー

ビ
ス
の
価
格
に
お
そ
ら
く
は
転
嫁
す
る
。
そ
の
転
嫁
の
程
度
お
よ
び
プ
ロ
セ
ス
を
正
確
に
把
握
・
予
測
す
る
こ
と
が
立
法
者
に
は
求
め
ら

れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
正
確
に
跡
付
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
立
法
者
の
予
測
に
基
づ
い
て
制
度
設
計
が
行
わ
れ
ざ
る

を
得
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
後
に
論
ず
る
が
、
環
境
税
は
消
費
税
と
し
て
の
法
構
造
を
有
し
て
お
り
、
家
計
の
も
と
で
の
最
終
消
費

者
に
転
嫁
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
か
否
か
が
政
策
効
果
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
最
終
消
費
者
が
家
計
で
は
な
く
企

業
で
あ
っ
て
も
同
じ
こ
と
は
妥
当
す
る
。

二
に
、
政
策
効
果
を
十
分
に
持
つ
か
否
か
と
い
う
視
点
に
つ
い
て
「
課
税
が
持
つ
ミ
ク
ロ
・
マ
ク
ロ
経
済
上
の
効
果
で
あ
り
、
私
人
の

経
済
活
動
の
変
化
、
そ
し
て
経
済
的
処
分
行
為
に
そ
れ
が
現
れ
る
も
の
」
と
い
う
構
築
効
果
（G

estaltungsw
irkung （

147
）

）
の
基
準
を
挙
げ
、

そ
う
し
た
税
制
に
よ
っ
て
生
ず
る
効
果
の
あ
り
よ
う
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
租
税
法
が
持
つ
負
担
効
果
以
外
の

効
果
で
、
私
人
に
対
す
る
経
済
的
意
思
決
定
に
特
定
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
よ
う
な
効
果
と
言
い
う
る
（
な
お
、
財
政
学
の
領
域

で
は
、
構
築
効
果
に
つ
い
て
二
種
類
が
認
識
さ
れ
て
い
る
。
家
計
あ
る
い
は
企
業
と
い
っ
た
特
定
の
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
優
遇
税
制
ま
た

重
課
税
制
を
適
用
し
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
こ
と
は
「
租
税
統
制
（dirigistisch

）
型
政
策
効
果
」
と
さ
れ
、
そ
れ
は
い
わ
ば
ミ
ク

ロ
レ
ベ
ル
で
の
議
論
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
民
経
済
全
体
に
対
し
て
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
経
済
を
誘
導
す
る
こ
と
は
「
租
税
介
入

（
146
）

B
irk,D

as
L

estungsfähigkeitsprinzip
(Fn.145 ),S.70 .

（
147
）

B
irk,D

as
L

estungsfähigkeitsprinzip
(Fn.145 ),S.71 .
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（steuerinterventionistisch

）
型
政
策
効
果
」
と
さ
れ
、
そ
れ
は
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で
の
議
論
で
あ
る
）。
か
よ
う
な
二
段
階
の
作
業
は
政
策

税
制
の
持
つ
経
済
取
引
へ
の
影
響
の
大
き
さ
に
鑑
み
て
正
当
な
政
策
形
成
作
業
の
あ
り
方
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

で
は
、
以
上
の
よ
う
な
二
分
法
が
理
論
的
に
如
何
な
る
意
味
を
持
つ
か
を
検
討
す
る
。
先
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
侵
害
規
範
と
し
て

の
租
税
法
が
持
つ
私
人
の
財
産
権
へ
の
制
約
の
程
度
を
直
視
す
る
と
、
税
負
担
の
平
等
ま
た
は
適
正
な
政
策
効
果
の
実
現
は
最
も
重
要
な

租
税
制
度
設
計
に
お
け
る
事
項
で
あ
る
。
加
え
て
ま
さ
に
租
税
法
が
政
策
目
的
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
今
日
、
特
定
の
租
税
法
規
範

が
如
何
な
る
効
果
を
持
っ
て
い
る
か
を
正
確
に
認
識
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
る

（
148
）

。
そ
れ
は
政
策
税
制
の
局
面
に
限
定
し
て
も
政
策

税
制
自
体
が
持
つ
平
等
原
則
違
反
と
い
う
属
性
を
直
視
し
て
是
正
す
べ
き
重
大
な
制
度
上
の
欠
陥
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
策
効
果
の

実
現
を
企
図
す
る
構
築
効
果
を
持
つ
租
税
法
規
範
に
つ
い
て
は
、
平
等
原
則
に
照
ら
し
た
合
理
性
、
当
該
規
範
の
持
つ
効
果
（
規
範
が
政

策
の
対
象
と
な
る
社
会
的
事
実
関
係
に
企
図
し
た
効
果
を
持
ち
う
る
か
否
か
と
い
う
「
原
因
・
結
果
の
関
係
」
が
重
要
で
あ
る
）
に
つ
い

て
付
随
的
影
響
を
も
斟
酌
し
て
制
度
設
計
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
と
な
る

（
149
）

。
右
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
、
租
税
政
策
を
企
画
立
案
し
、
特

に
そ
の
政
策
効
果
を
実
証
的
に
予
測
す
る
際
の
一
助
を
供
す
る
基
準
と
な
り
、
ま
た
、
そ
の
基
準
の
意
味
内
容
が
憲
法
上
の
原
則
に
係
る

意
味
内
容
を
な
し
て
お
り
、
経
済
的
影
響
を
法
的
基
準
と
照
合
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
点
にB

irk

教
授
の
二
分
法
の
理
論
的
意
義
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

加
え
て
、G

aw
el

教
授
は
こ
の
点
以
下
の
よ
う
に
論
ず
る

（
150
）

。
租
税
法
は
い
わ
ゆ
る
財
政
目
的
規
範
で
あ
っ
て
も
、
私
人
の
意
思
決
定
に

何
ら
か
の
影
響
を
与
え
る

（
151
）

。
そ
の
点
で
社
会
目
的
規
範
と
変
わ
り
は
な
い
。
ま
た
、
社
会
目
的
規
範
も
税
収
獲
得
を
企
図
し
、
こ
れ
は
財

（
148
）

参
照
、Franke

(Fn.24 ),StuW
1998 ,25 .

（
149
）

Franke
(Fn.24 ),StuW

1998 ,25 f.;Jachm
ann,N

achhaltige
E

ntw
icklung

(Fn.18 ),S.252 .

（
150
）

G
aw

el(Fn.112 ),StuW
2001 ,26 ff.
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政
目
的
規
範
と
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
租
税
法
規
範
の
分
析
を
行
う
際
に
、
規
範
目
的
を
基
準
と
し
た
の
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
上
述
の
二
分
法
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
規
範
が
如
何
な
る
効
果
・
影
響
を
持
つ
の
か
、
そ
し
て
各
々
の
租
税
法
規
範
の
持

つ
そ
う
し
た
効
果
・
影
響
が
法
的
・
経
済
的
に
是
認
し
う
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
を
分
析
の
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
、
と
。
す
な
わ
ち
、

規
範
の
目
的
で
は
な
く
、
規
範
の
効
果
・
影
響
を
基
準
と
し
て
評
価
す
べ
き
で
あ
る
、
と
。
ま
た
、
二
分
法
に
よ
る
と
、
財
政
目
的
規
範

に
つ
い
て
は
平
等
原
則
に
違
反
す
る
か
否
か
と
い
う
視
点
か
ら
評
価
の
対
象
と
な
る
が
、
し
か
し
、
実
際
に
そ
れ
が
認
定
さ
れ
る
こ
と
は

少
な
く
、
税
負
担
が
過
重
か
否
か
と
い
う
こ
れ
ま
た
定
量
的
に
評
価
す
る
こ
と
が
困
難
な
視
点
の
み
が
評
価
の
あ
り
方
と
し
て
残
る
た
め
、

事
実
上
社
会
目
的
規
範
の
効
果
・
影
響
の
み
が
政
策
の
あ
り
方
に
係
る
評
価
の
対
象
と
な
る
と
い
う

（
152
）

。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
財
政
目
的
規
範
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
平
等
原
則
の
違
反
の
有
無
税
収
を
十
分
に
獲

得
す
る
か
否
か
、
生
存
最
低
限
を
維
持
す
る
か
否
か
、
立
法
者
の
意
図
せ
ざ
る
経
済
的
意
思
決
定
の
歪
曲
効
果
を
持
つ
か
否
か
等
、
社
会

目
的
規
範
に
つ
い
て
は
、
政
策
目
的
を
実
効
的
に
実
現
す
る
か
否
か
、
あ
る
い
は
平
等
原
則
の
損
壊
が
最
低
限
度
で
あ
る
か
否
か
等
と
い

う
基
準
を
充
足
す
る
規
範
が
望
ま
し
い
規
範
で
あ
る
こ
と
と
な
ろ
う

（
153
）

。
こ
う
し
てG

aw
el

教
授
の
思
考
形
式
を
敷
衍
す
る
と
、
一
つ
の
租

税
法
規
範
に
つ
き
複
眼
的
な
政
策
評
価
を
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
れ
を
複
眼
的
評
価
法
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
、
十
分
な
政
策
効
果
を
持
つ
か
否
か
と
い
う
点
は

”政
策
“
税
制
で
あ
る
以
上
必
要
不
可
欠
な
基
準
で
あ
る
こ
と
は
分
か
る
が
、

前
者
の
平
等
原
則
違
反
の
程
度
を
問
う
と
い
う
作
業
は
次
の
よ
う
な
推
論
を
可
能
と
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
環
境
税
も

”税
“
で
あ
る
以

（
151
）

Selm
er,Peter,Steuerinterventionism

us
und

V
erfassungsrecht,Frankfurt1972 ,S.61 ,S.217 .Selm

er

教
授
は
「
純
粋
な
財
政
目
的
規
範
」
を
否
定
す

る
。

（
152
）

G
aw

el(Fn.112 ),StuW
2001 ,33 ff.

（
153
）

G
aw

el(Fn.112 ),StuW
2001 ,33 ff.



115－環境税の法と政策（二）（手塚）

上
、
租
税
法
の
基
本
原
則
を
斟
酌
し
た
形
で
の
構
築
が
求
め
ら
れ
る
た
め
、
平
等
原
則
違
反
は
租
税
法
の
基
本
原
則
に
対
す
る
大
き
な
違

反
で
あ
り
、
出
来
る
だ
け
避
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
規
制
的
手
段
と
環
境
税
と
の
い
ず
れ
も
政
策
手
段
と
し

て
採
用
が
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
換
言
す
れ
ば
、
い
ず
れ
の
手
段
を
以
っ
て
し
て
も
政
策
目
的
の
実
効
的
か
つ
効
率
的
な
実
現
が
可
能

で
あ
る
場
合
に
は
、
規
制
的
手
段
が
望
ま
し
い
と
い
う
結
論
を
導
く
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。

ま
た
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
よ
う
。
政
策
手
段
と
し
て
租
税
特
別
措
置
が
多
用
さ
れ
る
と
既
に
述
べ
た
。
一
般
的
に
承
認
さ
れ
る

と
こ
ろ
の
租
税
特
別
措
置
の
定
義
か
ら
平
等
原
則
違
反
の
租
税
法
規
範
を
一
定
の
合
理
的
根
拠
に
よ
り
特
に
正
当
化
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
租
税
特
別
措
置
に
よ
り
税
負
担
を
軽
減
す
る
場
合
も
、
ま
た
逆
に
環
境
税
の
賦
課
に
よ
っ
て
税
負

担
が
増
加
す
る
場
合
も
、
平
等
原
則
と
い
う
租
税
法
上
の
最
も
重
要
な
原
則
に
違
反
す
る
租
税
法
規
範
が
あ
る
こ
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

政
策
税
制
の
合
理
性
は
常
時
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
環
境
法
の
特
徴
と
し
て
不
確
実
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。
不
確
実
性
と
は
、
例

え
ば
、”現
在
の
科
学
の
水
準
に
照
ら
せ
ば
、
あ
る
物
質
に
つ
い
て
当
初
環
境
汚
染
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
は
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が

後
に
危
険
性
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
“
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
物
質
に
つ
い
て
将
来
の

危
険
性
を
考
慮
し
て
現
段
階
で
何
ら
か
の
手
段
を
以
っ
て
規
制
を
す
る
必
要
性
が
認
め
ら
れ
う
る
。
尤
も
、
立
法
者
に
と
っ
て
も
将
来
の

危
険
に
備
え
て
十
二
分
に
予
め
規
制
す
る
こ
と
は
性
質
上
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
立
法
者
は
そ
の
よ
う
な
物
質
に
係
る
危
険
性
の
調
査

研
究
を
常
時
継
続
す
る
必
要
性
が
あ
る
。

少
な
く
と
も
以
上
の
二
点
か
ら
、
立
法
者
を
は
じ
め
と
す
る
政
策
立
案
者
に
は
当
初
の
政
策
に
つ
い
て
継
続
的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
求

め
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
、
立
法
者
の
事
後
改
善
義
務
（N

achbesserungspflicht

）
が
観
念
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、H

ey

教
授
の

言
葉
を
借
り
る
と
、
環
境
税
は
あ
る
種
の
「
環
境
上
の
嚮
導
に
係
る
実
験
（Ö

kologische
L

enkungsexperim
ente （

154
）

）」
と
し
て
の
性
質
を

有
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、「
不
確
実
な
事
実
状
況
に
基
づ
き
、
そ
し
て
不
確
定
な
事
物
の
推
移
を
伴
う
環
境
に
係
る
実
験
的
嚮
導
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措
置
は
租
税
法
に
係
る
体
系
正
義
に
大
き
な
負
担
を
課
す
で
あ
ろ
う
。
立
法
者
が
有
す
る
予
測
余
地
お
よ
び
判
断
余
地
は
決
し
て
無
制
限

の
も
の
で
は
な
く
、
そ
し
て
現
在
の
経
験
お
よ
び
知
見
の
状
況
を
ベ
ー
ス
と
す
る
立
法
者
は
事
後
改
善
を
義
務
付
け
ら
れ
る
」

（
155
）

と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
な
お
、
事
後
改
善
義
務
は
、
立
法
過
程
を
論
ず
る
上
で
の
鍵
概
念
で
あ
る

（
156
）

。
立
法
過
程
に
お
い
て
立
法
者
は
政
策
形
成
を
行

う
の
で
あ
る
が
、
事
実
関
係
の
複
雑
性
あ
る
い
は
可
変
性
に
鑑
み
て
、
立
法
者
が
政
策
の
内
容
を
漸
次
合
理
化
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
。
そ
れ
は
あ
る
政
策
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
を
既
存
の
、
ま
た
は
新
た
な
政
策
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
と
い
う
一
連
の
作
用
を
意

味
す
る
。
環
境
税
の
構
築
に
も
そ
れ
は
当
て
は
ま
ろ
う

（
157
）

。

こ
こ
で
右
の
分
析
に
加
え
て
一
般
的
な
議
論
を
付
言
し
て
お
く
。
法
治
国
家
原
則
は
法
的
安
定
性
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
予
測
可

能
性
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
法
的
安
定
性
を
有
さ
な
い
規
律
は
予
測
可
能
性
を
提
供
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
環
境
税
の
よ
う
な
侵
害
規

範
は
、
所
得
税
、
法
人
税
等
と
同
じ
よ
う
に
、
私
人
の
自
由
に
対
す
る
侵
害
を
意
味
す
る
。
と
り
わ
け
、
環
境
税
は
性
質
上
企
業
活
動
へ

の
影
響
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
企
業
活
動
へ
の
阻
害
効
果
が
で
き
る
だ
け
小
さ
い
こ
と
が
政
策
の
望
ま
し
い
あ
り
よ
う
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。

こ
の
点
、
先
に
論
じ
た
よ
う
に
、
環
境
政
策
は
不
確
実
な
事
実
関
係
を
規
律
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
政
策
立
案
者
の
予
測
の
上

に
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
換
言
す
れ
ば
、
立
法
者
は
現
実
に
は
環
境
税
政
策
を
適
宜
修
正
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
政

（
154
）

H
ey

(Fn.14 ),StuW
1998 ,42 .

（
155
）

H
ey

(Fn.14 ),StuW
1998 ,42 .

（
156
）

詳
細
は
、
手
塚
貴
大
「
立
法
過
程
に
お
け
る
政
策
形
成
と
法
（
三
・
完
）
―
ド
イ
ツ
立
法
学
に
係
る
議
論
の
一
端
の
概
観
―
」
広
島
法
学
二
九
巻
一
号
頁

以
下
、
特
に
、
七
八
頁
。

（
157
）

G
osch

(Fn.19 ),StuW
1990 ,211 .

参
照
、
植
田
・
前
掲
注
（
29
）
一
三
五
頁
。
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策
変
更
の
必
要
性
と
企
業
活
動
の
許
で
の
予
測
可
能
性
と
の
間
に
相
克
が
生
ず
る
。
例
え
ば
、
一
に
、
既
存
の
環
境
税
負
担
を
あ
る
時
点

か
ら
加
重
す
る
場
合
、
二
に
、
新
た
に
環
境
税
を
賦
課
す
る
場
合
、
の
二
通
り
が
そ
の
ケ
ー
ス
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
環
境
税
負
担
が
企

業
活
動
に
決
定
的
な
負
の
影
響
を
与
え
る
の
か
否
か
は
現
実
に
は
企
業
活
動
の
実
態
に
照
ら
し
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
本
稿
で

は
そ
れ
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
課
税
と
い
う
侵
害
的
国
家
作
用
に
、
仮
に
小
さ
い
負
担
で
あ
っ
て
も
、
予
測
可
能
性
を
与
え
る
政
策
措

置
は
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
不
合
理
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
か
よ
う
な
政
策
措
置
と
し
て
以
下
の
も
の
が
考
え
ら
れ
う
る
。
一
に
、

経
過
措
置
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
税
負
担
を
徐
々
に
引
き
上
げ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
税
負
担
を
徐
々
に
引
き
上
げ
る
と
す
る

と
、
望
ま
し
い
税
負
担
に
到
達
す
る
ま
で
時
間
が
か
か
る
と
い
う
難
点
が
考
え
ら
れ
う
る
。
政
策
税
制
と
し
て
の
環
境
税
が
平
等
原
則
に

違
反
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
政
策
効
果
は
当
初
よ
り
求
め
ら
れ
よ
う
。
二
に
、
税
制
改
革
の
予
告
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
税

制
改
革
の
内
容
を
予
告
す
る
と
、
そ
れ
が
納
税
義
務
者
に
不
利
益
に
作
用
す
る
内
容
で
あ
る
場
合
に
は
、
納
税
義
務
者
は
税
制
改
革
施
行

前
に
税
負
担
が
新
た
に
課
さ
れ
、
ま
た
は
税
負
担
が
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
財
の
消
費
等
を
急
ぐ
で
あ
ろ
う
（
駆
け
込
み
需
要
）。
こ
れ
は

政
策
目
的
の
実
現
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
に
作
用
し
、
環
境
税
の
税
収
喪
失
を
意
味
す
る
。
三
に
、
時
限
法
律
の
導
入
で
あ
る
。
時
限
法
律

と
は
「
法
律
の
実
効
性
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
目
的
と
し
て
、
そ
の
妥
当
性
が
時
間
の
観
点
か
ら
制
約
を
伴
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
立
法
者
が

政
策
の
実
効
性
を
有
効
期
間
徒
過
後
に
審
査
す
る
ベ
ー
ス
と
な
る
法
律
」
で
あ
る

（
158
）

。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
法
律
上
の
政
策
を
提
起
的
に
見
直

す
機
会
が
創
出
さ
れ
る

（
159
）

。
政
策
の
定
期
的
見
直
し
は
環
境
政
策
の
規
律
対
象
の
不
確
実
性
を
直
視
し
て
、
環
境
税
の
規
律
に
馴
染
む
。
ま

た
、
時
限
法
律
を
用
い
る
場
合
、
予
め
付
さ
れ
た
有
効
期
間
内
に
は
そ
の
改
廃
は
理
論
的
に
許
容
さ
れ
な
い
と
さ
れ
る

（
160
）

。
し
た
が
っ
て
、

（
158
）

手
塚
貴
大
「
政
策
過
程
に
お
け
る
時
限
法
律
の
運
用
・
機
能
―
ド
イ
ツ
経
済
行
政
法
を
素
材
と
し
た
立
法
学
研
究
―
」
法
学
政
治
学
論
究
五
六
号
二
八
一

頁
以
下
、
特
に
、
二
八
二
頁
。

（
159
）

手
塚
・
前
掲
注
（
158
）
二
八
一
頁
以
下
。
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有
効
期
間
内
で
の
私
人
の
予
測
可
能
性
は
保
護
さ
れ
る
。
し
か
し
、
有
効
期
間
が
徒
過
し
た
場
合
、
環
境
税
の
性
質
上
、
名
宛
人
た
る
企

業
は
そ
の
有
効
期
間
延
長
に
反
対
を
す
る
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
政
策
過
程
に
お
い
て
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
活
動
を
強
力
に
展
開
す
る
か
も
し
れ

な
い
。
か
よ
う
な
点
か
ら
す
る
と
現
実
の
政
策
と
し
て
成
立
す
る
か
疑
問
な
し
と
し
な
い
。
ま
た
税
制
改
革
の
予
告
に
関
連
し
て
、
時
限

法
律
の
有
効
期
間
内
に
は
環
境
税
が
課
さ
れ
る
財
の
使
用
等
を
控
え
、
そ
の
徒
過
後
に
使
用
を
再
開
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ
の
場
合

に
は
、
時
限
法
律
上
の
環
境
税
は
実
効
性
を
有
さ
な
い
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
有
効
期
間
の
延
長
が
必
要
と
な
る
が
、
そ
の
延
長

に
は
先
に
指
摘
し
た
問
題
点
が
あ
る
。

４
　
環
境
保
護
原
則

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
と
異
な
り

（
161
）

、
明
文
で
環
境
保
護
に
つ
い
て
憲
法
が
規
律
し
て
い
る
。
本
稿
で
論
ず
る
環
境
税
の
導
入
に

つ
い
て
環
境
保
護
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
環
境
保
護
に
言
及
さ
れ
る
場
合
、
現
代
世
代
お
よ
び
将
来
世
代
に
と
っ
て
の
「
生
活
の
ベ
ー

ス
と
な
る
自
然
（natürlichen

L
ebensgrundlagen

）」
を
保
護
す
る
こ
と

（
162
）

が
想
定
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
環
境
保
護
を
論
ず
る
際
、

ボ
ン
基
本
法
二
〇
条
a
が
参
照
さ
れ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。「
国
は
、
来
る
べ
き
世
代
に
対
す
る
責
任
を
果
た
す
た
め

に
も
、
憲
法
的
秩
序
の
枠
内
に
お
い
て
立
法
を
通
じ
て
、
ま
た
、
法
律
お
よ
び
法
の
基
準
に
し
た
が
っ
て
執
行
権
お
よ
び
裁
判
を
通
じ
て
、

自
然
的
生
存
〔
生
命
〕
基
盤
及
び
動
物
を
保
護
す
る

（
163
）

」。
右
の
ボ
ン
基
本
法
の
規
定
は
環
境
税
を
以
て
す
る
環
境
政
策
に
い
く
つ
か
の
示

（
160
）

手
塚
・
前
掲
注
（
158
）
二
八
一
頁
以
下
。

（
161
）

尤
も
、
わ
が
国
で
も
環
境
法
と
憲
法
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
こ
の
点
、
環
境
法
の
特
徴
を
指
摘
す
る
近
時
の
優
れ
た
論
稿
と
し
て
、
参

照
、
北
村
喜
宣
『
プ
レ
ッ
プ
環
境
法
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
）
六
頁
以
下
。

（
162
）

T
ipke,StR

O
2

(Fn.14 ),S.1083 .

（
163
）

本
文
中
の
訳
は
、
高
田
敏/

初
宿
正
典
編
訳
『
ド
イ
ツ
憲
法
集
〔
第
五
版
〕』（
信
山
社
、
二
〇
〇
七
年
）
二
二
三
頁
（
初
宿
正
典
訳
部
分
）
に
拠
っ
た
。
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唆
を
与
え
る
。

一
に
、T

ipke

教
授
は
、
以
上
の
憲
法
条
項
は
決
し
て
宣
言
的
規
定
で
は
な
く
、
政
策
の
基
準
た
り
う
る
も
の
で
あ
り
、
環
境
税
と
い

う
応
能
負
担
原
則
を
指
向
せ
ず
に
、
環
境
保
護
を
指
向
す
る
税
が
正
当
化
さ
れ
る
と
す
る

（
164
）

。
な
お
、
右
のT

ipke

教
授
の
言
明
に
よ
る
と

環
境
税
は
応
能
負
担
原
則
を
基
準
と
し
て
い
な
い
税
目
の
よ
う
に
思
え
る
が
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
環
境
税
は

政
策
目
的
の
実
現
を
第
一
次
的
に
追
及
す
る
税
目
で
あ
り
、
政
策
目
的
実
現
の
観
点
か
ら
個
々
の
納
税
義
務
者
の
担
税
力
に
照
ら
し
た
税

制
に
は
必
ず
し
も
な
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
故
、
後
に
言
及
す
る
が
、
政
策
税
制
で
あ
る
環
境
税
は
応
能
負
担

原
則
を
損
壊
す
る
こ
と
の
正
当
性
に
つ
き
論
証
が
必
要
で
あ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
右
の
こ
と
は
、
環
境
税
が
必
ず
し
も
第
一
次
的
な

政
策
手
段
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

二
に
、H

endler/H
einrich

に
よ
る
と
、
ボ
ン
基
本
法
の
条
文
体
裁
上
明
文
で
規
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
環
境
保
護
の
担
い
手
は
必
ず
し

も
国
家
に
限
定
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
165
）

。
そ
れ
故
、
私
人
も
そ
れ
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
近
時
の

公
法
理
論
に
よ
る
と
、
周
知
の
よ
う
に
、
私
人
も
公
的
役
割
を
担
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
公
共
政
策
の
実
現
に
私
人
も
寄
与
す
る

こ
と
は
最
早
通
常
の
こ
と
で
あ
る
。
規
制
緩
和
・
民
営
化
の
流
れ
に
お
い
て
も
、
そ
の
中
に
私
人
の
公
的
な
役
割
を
期
待
す
る
要
素
が
全

（
164
）

T
ipke,StR

O
2

(Fn.14 ),S.1083 .

（
165
）

H
endler/H

einrich
(Fn.21 ),

Z
R

P
2000 ,328 .

さ
ら
に
は
、
関
連
す
る
文
献
と
し
て
、
例
え
ば
、H

uber,
Peter

M
.

,
W

eniger
Staat

im
U

m
w

eltschutz-

V
erfassungs-

und
unionrechtliche

D
eterem

inanten-,
D

V
B

l.
1999 ,

489 f.
:

K
loepfer,

M
ichael/T

ohm
as,

E
lsner,

Selbstregulierung
im

U
m

w
elt-

und

T
echnikrecht,

D
V

B
l.1996 ,964 .

は
規
制
的
手
段
へ
の
懐
疑
を
表
明
し
、D

i
Fabio,

U
do,

D
as

K
ooperationsprinzip

-
ein

allgem
einer

R
echtsgrundsatz

des
U

m
w

eltrechts,N
V

w
Z
1999 ,1155 .

は
環
境
保
護
を
国
家
の
み
の
任
務
と
せ
ず
、
私
人
の
そ
れ
で
も
あ
る
と
す
る
。

（
166
）

注
（
13
）
を
参
照
。
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く
皆
無
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
既
に
簡
単
に
言
及
し
た
が

（
166
）

、
公
共
政
策
を
私
人
の
自
発
的
行
動
に
よ
り
実
現
す
る
と
し
て

も
、
そ
の
際
に
国
家
の
役
割
が
ま
っ
た
く
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
環
境
保
護
と
は
直
接
の
関
係
は
な
い

が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
特
に
、
規
制
緩
和
・
民
営
化
の
文
脈
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
が
決
し
て
国
家
の
負
担
軽
減
を
も
た
ら
す
も
の
で

は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
が
私
人
の
行
動
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
、
そ
の
結
果
仮
に
私
人
の
行
動
に
よ
る
公
共
政
策
の
実

現
が
期
待
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
国
家
が
自
ら
再
び
当
該
政
策
の
実
現
の
た
め
に
当
該
政
策
実
施
を
担
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

（
167
）

。
こ
れ
を
環
境
政
策
に
つ
い
て
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
以
て
当
て
は
め
る
と
、
環
境
税
と
い
う
手
段
の
実
効
性
が
な
い
場
合
に
は
、

再
び
国
家
に
よ
る
規
制
的
手
段
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
右
の
よ
う
な
論
理
は
環
境
保
護
原
則
の
意
味
内
容

と
し
て
必
ず
し
も
観
念
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
よ

う
（
168
）

。
５
　
汚
染
者
負
担
原
則

汚
染
者
負
担
原
則
と
は
「
環
境
に
負
担
を
か
け
、
あ
る
い
は
汚
染
し
て
い
る
者
が
、
そ
の
負
担
あ
る
い
は
汚
染
の
費
用
を
追
う
べ
き
で

あ
る

（
169
）

」
と
い
う
意
味
内
容
を
持
つ
。
右
原
則
を
敷
衍
す
る
と
、
そ
も
そ
も
環
境
税
は
外
部
費
用
を
内
部
化
し
て
、
市
場
が
有
効
に
機
能
し

な
い
領
域
に
市
場
を
創
出
し
、
そ
れ
を
以
っ
て
「
環
境
と
い
う
財
に
希
少
性
を
与
え
、
そ
の
適
正
な
配
分
を
可
能
と
す
る
」
こ
と
を
指
向

（
167
）

手
塚
・
前
掲
注
（
13
）。

（
168
）

H
endler/H

einrich
(Fn.

21 ),
Z

R
P
2000 ,

328 .

に
よ
る
と
、
ボ
ン
基
本
法
の
予
定
す
る
と
こ
ろ
の
社
会
国
家
は
社
会
的
調
整
を
担
う
と
い
う
意
味
で
の
現

実
の
生
存
関
係
（D

aseinverhältnisse

）
に
介
入
す
る
と
い
う
任
務
を
負
っ
て
い
る
、
と
す
る
。
こ
の
言
明
は
国
家
の
も
と
に
公
共
施
策
の
実
現
に
係
る
役

割
が
一
定
程
度
留
保
さ
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

（
169
）

K
loepfer,U

m
w

eltrecht(Fn.17 ),§4
R

z.41 .
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す
る
の
で
あ
っ
て
、
環
境
汚
染
物
質
の
購
入
者
（
購
入
後
そ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
環
境
汚
染
が
現
実
に
な
る
）
が
環
境
税
を
負
う

と
い
う
環
境
税
シ
ス
テ
ム
に
端
的
に
合
致
す
る

（
170
）

。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
後
に
言
及
す
る
が
、
環
境
税
は
消
費
税
と
し
て
性
質
決
定
で
き
、
そ
の
た
め
、
環
境
税
の
賦
課
は
応
能
負
担
原
則

に
違
反
す
る
と
い
う
批
判
も
あ
る

（
171
）

。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
環
境
汚
染
物
質
の
消
費
を
行
っ
た
者
に
特
別
な
担
税
力
を
見
出
す
こ
と
は
で

き
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
、
端
的
な
設
例
を
示
す
と
、
排
気
ガ
ス
を
よ
り
多
く
排
出
す
る
車
を
買
っ
た
者
と
最
新
式
の
エ
コ
カ
ー
を
買
っ

た
者
と
の
間
で
、
仮
に
そ
の
車
の
価
格
が
同
じ
で
あ
っ
た
場
合
、
前
者
の
ほ
う
が
後
者
よ
り
も
担
税
力
が
高
い
と
す
る
根
拠
は
見
出
し
が

た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
少
な
く
と
も

”金
銭
的
な
“
担
税
力
の
差
異
を
以
っ
て
環
境
税
の
正
当
化
を
企
図
す
る
こ
と
は
理
論
的
に
は

困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
別
の
正
当
化
根
拠
が
必
要
と
な
る

（
172
）

。

尤
も
、L

öw
er

教
授
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
環
境
税
と
し
て
導
入
さ
れ
て
い
る
電
気
税
を
例
と
し
、
電
気
の
消
費
自
体
は
生
活
必
需

（
＝
生
存
最
低
限
に
関
わ
る
）
で
あ
っ
て
そ
れ
に
課
税
を
す
る
と
処
分
不
可
能
な
担
税
力
構
成
部
分
に
も
課
税
が
及
ぶ
こ
と
と
な
る
と
す

る
。
所
論
に
よ
る
と
、
そ
の
よ
う
な
租
税
制
度
は
嚮
導
目
的
に
よ
る
正
当
化
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
す
る

（
173
）

。

加
え
て
、
一
般
的
に
今
後
租
税
法
体
系
が
間
接
税
中
心
に
な
っ
て
い
く
と
、
そ
れ
は
個
人
の
担
税
力
を
不
十
分
に
し
か
斟
酌
で
き
な
い

（
170
）

Jachm
ann,M

onika,Ö
kologische

versus
L

eistungsfähigkeit-G
iltes

neue
W

ege
in

der
Steuerrechtsfertigung

zu
gehen?,StuW

2000 ,243 f.

（
171
）

G
aw

el(Fn.123 ),StuW
1999 ,374 .

（
172
）

こ
の
点
、Jachm

ann

教
授
は
、
汚
染
者
負
担
原
則
と
同
義
で
は
な
い
が
、
環
境
税
の
正
当
化
の
た
め
に
公
共
の
福
祉
に
係
る
責
任
を
挙
げ
る
。
参
照
、

Jachm
ann,

N
achhaltige

E
ntw

icklung
(Fn.18 ),

S.254 .

所
論
を
敷
衍
す
れ
ば
、
私
人
も
環
境
保
護
を
実
現
す
る
た
め
に
、
環
境
税
を
納
付
し
、
そ
れ
を
以

て
環
境
保
護
と
い
う
同
時
に
公
共
の
福
祉
に
適
う
目
的
を
実
現
す
る
責
任
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
173
）

L
öw

er,W
en

oder
w

as
steuertdie

Ö
ko-steuer?

(Fn.22 ),S.46 .
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こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
故
に
先
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
一
見
応
能
負
担
原
則
に
違
反
す
る
税
制
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
が
、
応
益

負
担
原
則
を
援
用
し
て
、
間
接
税
中
心
の
税
制
を
正
当
化
す
る
試
み
が
あ
り
え
な
い
わ
け
で
は
な
い

（
174
）

。
汚
染
者
負
担
原
則
は
応
益
負
担
原

則
の
一
亜
種
で
あ
り

（
175
）

、
そ
の
点
で
、
環
境
税
の
正
当
化
に
は
有
効
な
視
座
を
提
供
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

６
　
予
防
原
則

憲
法
上
の
原
則
は
多
義
性
を
そ
の
特
徴
と
す
る
。
多
義
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
立
法
者
に
よ
る
政
策
選
択
肢
の
構
築
と
選
択
は
極
め
て
重

要
で
あ
る
。
し
か
し
、
環
境
政
策
を
特
徴
付
け
る
の
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
環
境
問
題
は
不
確
実
性
を
内
包
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

今
日
環
境
規
制
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
化
学
物
質
が
、
科
学
技
術
の
発
展
に
伴
い
、
将
来
的
に
規
制
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
か
も
し
れ
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
具
体
的
に
は
、
将
来
的
に
汚
染
原
因
と
な
り
う
る
物
質
に
つ
い
て

”予
め
“
何
ら
か
の
規
制
を
設
け
る
こ
と
が
政
策

判
断
と
し
て
合
理
的
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。
斯
様
な
認
識
か
ら
、
例
え
ば
、
予
防
原
則

（
176
）

が
今
日
の
環
境
政
策
の
構
築
に
は
言
及
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
、
立
法
者
が
持
つ
政
策
判
断
の
幅
は
、
規
律
対
象
事
項
の
性
質
も
相
俟
っ
て
、
か
な
り
広
い
も
の
と
な
り
う

る
と
言
え
よ
う

（
177
）

。
す
な
わ
ち
、
予
防
原
則
の
意
味
内
容
は
、
具
体
的
な
租
税
政
策
の
導
出
と
い
う
点
で
、
い
ま
ひ
と
つ
不
明
確
で
あ
り
、

お
そ
ら
く
は
環
境
汚
染
を
根
絶
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
環
境
汚
染
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
も
そ
の
目

的
と
し
て
い
る

（
178
）

。
さ
ら
に
予
防
原
則
を
実
施
す
る
政
策
手
段
は
い
つ
く
か
あ
り
、
そ
の
中
に
は
、
環
境
汚
染
が
少
な
い
製
品
の
開
発
も
含

（
174
）

詳
細
に
つ
い
て
は
、
参
照
、L

ang,Joachim
,D

ie
gleichheitsrechtliche

V
erw

irklichung
der

Steuerrechtsordnung,StuW
2006 ,22 ff.,28

のFn.77 .

（
175
）

Jachm
ann,M

onika,Steuerrechtsfertigung
aus

der
G

em
einw

ohlverantw
ortung,D

StZ
2001 ,229 f.

（
176
）

K
loepfer,U

m
w

eltrecht(Fn.17 ),§4
R

z.8 ff.

（
177
）

K
loepfer,U

m
w

eltrecht(Fn.17 ),§4
R

z.12 ff.

（
178
）

K
loepfer,U

m
w

eltrecht(Fn.17 ),§4
R

z.13 .
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ま
れ
て
い
る

（
179
）

。
そ
し
て
環
境
税
と
予
防
原
則
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
従
来
の
よ
う
に
既
に
発
生
し
た
環
境
汚
染
に
よ
る
様
々

な
被
害
を
事
後
的
に
損
害
賠
償
等
に
よ
っ
て
調
整
す
る
の
で
は
な
く
、
汚
染
源
へ
の
環
境
税
の
賦
課
徴
収
に
よ
っ
て
、
予
め
損
害
発
生
防

止
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
関
係
者
に
与
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
り

（
180
）

、
両
者
の
適
合
性
・
親
和
性
を
そ
こ
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
右
の
よ
う
に
事
実
関
係
の
不
確
実
性
あ
る
い
は
そ
れ
に
基
づ
く
立
法
者
に
係
る
構
築
の
自
由
の
範
囲
が
広
い
と
い
う
事
実
を

直
視
し
て
、
現
実
に
実
施
さ
れ
る
環
境
政
策
に
つ
い
て
何
ら
の
法
的
制
約
も
課
さ
れ
な
い
と
は
言
い
得
な
い
。
む
し
ろ
性
質
上
そ
の
法
的

制
約
を
で
き
る
だ
け
明
確
か
つ
具
体
化
し
、
環
境
政
策
構
築
の
基
準
と
し
て
定
立
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ

の
点
、
不
確
実
性
ゆ
え
に
適
当
な
対
処
政
策
が
一
概
に
明
ら
か
に
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
予
防
原
則
を
も
直
視
し
て
何
ら
か
の
政
策
は

構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
状
況
は
立
法
者
に
過
重
な
負
担
を
強
い
現
実
に
如
何
な
る
行
動
を
と
り
、
如
何
な
る
政
策
を
採
用
し

た
（
あ
る
い
は
そ
の
逆
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
）
の
で
あ
れ
ば
、
予
防
原
則
に
適
っ
た
立
法
者
の
行
動
が
あ
っ
た
か
を
判
断
す
る
の
が
難

し
い
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
、
斯
様
な
立
法
者
の
ジ
レ
ン
マ
を
解
消
す
る
た
め
に
、
租
税
立
法
過
程
で
の
立
法
者
の
活
動
が
、
立
法
者
の

予
防
原
則
違
反
の
有
無
を
判
断
す
る
要
素
に
な
り
う
る
と
考
え
る
。

予
防
原
則
は
環
境
税
の
構
築
に
も
妥
当
す
る
も
の
と
解
す
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
立
法
者
に
は
如
何
な
る
形
で
環
境
税
を
構
築
す
る

こ
と
が
不
確
実
な
事
実
関
係
に
つ
き
最
適
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
規
制
的
手
段
と
変
わ
る
と
こ
ろ
な
く
、

容
易
で
は
な
い
。

※
本
稿
は
平
成
19
―
21
年
度
科
研
費
（
課
題
番
号：

１
９
７
３
０
０
２
３
）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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