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四　

租
税
法
に
お
け
る
法
典
の
整
理
―
単
一
租
税
法
典
編
纂
の
法
理
論
―

　

一
（一）
で
指
摘
し
た
問
題
意
識
と
し
て
、
法
律
の
認
識
可
能
性
や
理
解
可
能
性
を
改
善
す
る
立
法
を
行
う
た
め
の
技
術
を
論
ず
る
と
し
た
。

そ
れ
は
、
個
々
の
条
文
の
規
律
の
あ
り
よ
う
の
み
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、
加
え
て
、
個
々
の
法
律
に
如
何
な
る
規
律
事
項
を
盛
り
込

む
べ
き
で
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
事
項
を
規
律
す
る
際
に
、
複
数
の
法
律
で
規
律
す
る
の
か
、
ま
た
は

単
一
の
法
律
で
規
律
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
如
何
な
る
事
項
を
法
律
で
規
律
す
る
の
か
、
逆
に
如
何
な
る
事
項
を

法
規
命
令
や
行
政
規
則
に
お
い
て
規
律
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
も
連
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
法
典
編
纂
の
問
題
に
連
な

る
（
法
典
編
纂
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
そ
れ
を
積
極
的
に
推
奨
す
るThibaut

と
、
あ
る
一
定
時
点
に
お
い
て
な
さ
れ
る
法
典
編
纂
は

そ
の
名
宛
人
を
規
律
す
る
法
を
立
法
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
か
か
る
法
は
そ
の
性
質
上
変
転
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
存
在
し
え
な
い
、

とSavigny

が
主
張
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
所
論
に
よ
る
と
、右
の
如
き
法
は
国
家
制
度
の
一
表
現
で
あ
り
、〝
国
民
の
精
神
〞
に
よ
っ

て
右
の
法
の
発
展
を
期
す
る
た
め
に
、
法
典
編
纂
を
せ
ず
に
、
そ
の
発
展
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う（

191
））。

　

法
典
編
纂
は
、
一
般
的
に
は
、
大
ま
か
に
は
〝
既
存
の
法
源
と
な
る
も
の
―
個
別
の
制
定
法
、
先
例
、
慣
習
法
等
―
に
つ
い
て
、
で
き

る
だ
け
そ
の
す
べ
て
を
包
含
す
る
そ
う
し
た
新
し
い
法
律
を
立
法
す
る
こ
と
〞
と
定
義
づ
け
ら
れ
、
単
に
、
従
来
の
学
説
・
判
例
あ
る
い

は
慣
習
法
・
条
理
を
実
定
法
と
し
た
、
あ
る
い
は
既
存
の
実
定
法
を
整
理
す
る
と
い
う
趣
旨
で
法
令
集
に
登
載
す
る
と
い
う
も
の
と
は
異

な
る（

192
）。

そ
れ
に
関
連
し
て
、
法
典
編
纂
に
は
①
既
存
の
法
を
、
明
確
か
つ
理
解
可
能
な
形
に
構
成
し
、
既
存
の
疑
義
お
よ
び
矛
盾
を
除
去

す
る
こ
と
を
そ
の
目
的
と
す
る
整
理
型
法
典
編
纂
（konservative K

odifikation

）（
193
）、

②
旧
法
を
ま
っ
た
く
新
し
い
新
法
に
よ
っ
て
代
え

（
191
）　R

öhl,A
llgem

eines R
echtslehre (Fn.151), S.550.

（
192
）　

以
上
に
つ
き
、
参
照
、R

öhl,A
llgem

eines R
echtslehre (Fn.151), S.549.
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る
こ
と
を
目
的
と
す
る
革
新
型
法
典
編
纂
（revolutionäre K

odifikation

）（
194
）と

い
う
二
種
類
が
識
別
さ
れ
て
い
る
こ
と（

195
）を

付
言
し
て
お
く
。

　

さ
て
、
法
典
編
纂
は
歴
史
的
に
も
古
典
的
な
問
題
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
く
、
議
論
の
蓄
積
は
相
当
な
も
の
と
推
察
す
る
。
本
稿
は
そ
れ

ら
を
す
べ
て
咀
嚼
し
た
上
で
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
議
論
を
行
政
法
・
租
税
法
に
限
定
す
る
た
め
、
ド
イ
ツ
に
お
け

るJoachim
 Lang

教
授
に
よ
り
一
九
九
三
年
に
提
案
さ
れ
た
租
税
法
典
草
案
（Entw

urf eines Steuergesetzbuchs

）
を
検
討
の
対
象
と
す

る
。
す
な
わ
ち
、
後
に
も
詳
し
く
論
ず
る
が
、
利
益
団
体
の
存
在
、
政
治
的
妥
協
、
改
正
頻
度
の
高
さ
等
の
要
因
か
ら
生
じ
た
〝
租
税
法

の
カ
オ
ス
と
称
す
る
に
相
応
し
い
展
開
か
ら
課
税
の
法
構
造
を
守
る
〞（

196
）と

い
う
企
図
の
許
で
提
案
さ
れ
た
単
一
租
税
法
典
の
モ
デ
ル
で
あ

る
た
め
、
本
稿
の
問
題
意
識
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

以
下
で
はLang

教
授
の
整
理
を
大
ま
か
に
概
観
し
た
後
、
若
干
の
検
討
を
な
し
、
行
政
法
・
租
税
法
領
域
に
お
け
る
法
典
編
纂
の
法

理
論
の
構
築
の
基
礎
と
し
た
い
。

（一）　

租
税
法
典
草
案
の
理
論
―Lang

教
授
の
所
説
の
概
要
―

（
193
） 　

例
と
し
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
典
、
ド
イ
ツ
民
法
典
、
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
参
照
、R

öhl, 

A
llgem

eines R
echtslehre (Fn.151), S.550.

（
194
） 　

例
と
し
て
、
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
建
国
以
降
に
立
法
さ
れ
た
か
の
国
に
お
け
る
諸
法
典
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
（
法
律
の
前
に
あ
ら
ゆ
る
市
民
が
平
等
で
あ
る
と

い
う
新
し
い
理
念
に
基
づ
い
て
立
法
さ
れ
た
こ
と
が
そ
の
根
拠
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
参
照
、R

öhl,A
llgem

eines R
echtslehre 

(Fn.151), S.550.

（
195
）　R

öhl, A
llgem

eines R
echtslehre (Fn.151), S.550.

（
196
）　Lang, Steuergesetzbuchs (Fn.40), R

z.34.
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以
下
で
、Lang

教
授
の
所
説
を
紹
介
し
、
そ
れ
を
客
観
的
に
把
握
す
る
素
地
が
提
供
さ
れ
る（

197
）。

１　

法
典
編
纂
の
効
用
―
社
会
変
化
へ
の
対
応
と
憲
法
上
の
原
則
の
実
定
化
―

　

ド
イ
ツ
で
は
、
従
来
租
税
法
領
域
に
お
い
て
は
、
単
一
の
法
典
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
や
ア
メ
リ
カ
と
は
事
情
は
異

な
る
。
両
国
に
お
い
て
は
単
一
の
租
税
法
典
が
存
在
す
る
。
但
し
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
ま
っ
た
く
そ
れ
が
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は

な
く
、
例
え
ば
、
租
税
通
則
法
は
そ
れ
で
あ
る
。

　

さ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
単
一
の
租
税
法
典
を
立
法
す
る
こ
と
に
批
判
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
租
税
法
の
改
正
の
頻
度

が
高
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
租
税
法
の
専
門
家
と
い
え
ど
も
法
状
況
を
正
確
に
認
識
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
の
が
現
状

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
所
論
に
よ
る
と
、
右
の
如
き
法
改
正
の
頻
度
を
直
視
し
て
、
法
典
編
纂
の
理
論
上
の
効
果
は
減
殺
さ
れ
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
租
税
法
の
法
典
編
纂
は
次
の
二
つ
の
事
項
に
よ
り
積
極
的
に
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
ま
ず
、
①
租
税
法
を
取
り
巻

く
日
和
見
的
政
治
環
境
に
よ
っ
て
、
租
税
特
別
措
置
が
濫
造
さ
れ
た
結
果
、
租
税
法
の
複
雑
性
が
増
し
て
い
る
こ
と
、
②
租
税
法
は
他
の

法
領
域
ほ
ど
長
い
歴
史
を
有
し
て
い
な
い
か
ら
不
安
定
で
あ
り
、
そ
の
結
果
課
税
の
基
本
原
則
（B

esteuerungsregeln

）
が
お
ざ
な
り
に

な
さ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
租
税
法
に
お
い
て
は
、
計
画
の
安
定
性
（Planungssicherheit

）、
税
負
担
が
長

期
間
に
わ
た
っ
て
安
定
し
て
い
る
こ
と
（K

ontinuität der Steuerbelastung

）、
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
租
税
法
が
複
雑
で

あ
る
こ
と
、
そ
し
て
法
改
正
が
頻
繁
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
。
こ
の
こ
と
はTipke

教
授
に
よ
っ
て
も
、

再
三
強
調
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

（
197
）　

参
照
、Lang, Steuergesetzbuchs (Fn.40), R

z.30ff.  

１
に
お
け
る
叙
述
は
本
注
に
お
け
る
引
用
文
献
の
該
当
箇
所
の
要
約
で
あ
る
。
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さ
て
、租
税
法
に
お
け
る
法
典
編
纂
は
次
の
効
用
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、①
形
式
的
機
能
、②
実
質
的
機
能
で
あ
る
。

　

形
式
的
機
能
と
は
、
課
税
を
法
学
的
意
味
に
お
い
て
透
明
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
す
な
わ
ち
、
法
令
の
文
言
の
統
一
性

や
税
負
担
が
計
算
し
や
す
く
な
る
こ
と
、
で
あ
る
。

　

次
に
、
実
質
的
機
能
と
は
、
租
税
法
に
お
け
る
法
改
正
を
極
力
少
な
く
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
租
税
法
に
お
け
る
社
会
的
変

化
に
敏
感
に
反
応
し
て
法
改
正
の
誘
因
を
強
く
与
え
る
規
律
事
項
を
租
税
法
典
に
規
律
せ
ず
に
、
そ
う
で
な
い
部
分
を
規
律
す
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
法
改
正
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
こ
と
の
弊
害
が
除
去
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
租
税
法
に
お
い
て
法
改
正
の
頻
度
が
高
い
規
律
事
項
と
そ
う
で
な
い
規
律
事
項
と
を
如
何
に
し

て
識
別
す
る
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
そ
の
回
答
は
、
租
税
法
が
社
会
に
散
在
す
る
利
益
集
団
（
狭
義
の
ロ
ビ
ー
活
動
を
行
う
ロ
ビ
イ

ス
ト
の
み
で
な
く
、
一
層
広
く
社
会
に
散
在
す
る
諸
利
益
を
担
う
者
と
解
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
・
筆
者
註
）
の
主
張
を
反
映
す
る
法
領

域
で
あ
る
ゆ
え
、
租
税
法
律
も
右
の
諸
利
益
の
要
求
を
反
映
し
て
法
改
正
が
必
然
的
に
多
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

右
の
如
き
事
項
を
租
税
法
典
に
お
い
て
規
律
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、そ
の
反
対
に
、租
税
法
律（
法
典
）を
基
本
原
則
に
則
っ

て
立
法
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
右
の
基
本
原
則
と
は
、
応
能
負
担
原
則
等
の
体
系
を
支
え
る
原
則
で
あ
る
。
か
か
る
体
系
を
支
え
る

原
則
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
そ
れ
を
首
尾
一
貫
さ
せ
て
立
法
作
用
は
営
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
経
済
の
国
際
化
に
よ
っ
て
、
税
制
の

調
和
、
調
整
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
租
税
法
の
国
際
的
整
合
性
を
確
保
す
る
と
い
う
作
業
も
国
内
租
税
法
制
度
の
統
一
化
・
安

定
化
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
ゆ
え
、
租
税
法
典
の
立
法
を
促
進
す
る
根
拠
と
な
る
。

　

ま
た
、
次
の
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
租
税
法
典
に
は
憲
法
上
の
原
則
あ
る
い
は
憲
法
に
実
際
に
規
律
さ
れ
て
い
る
租
税
に
関
す
る
規
定

を
規
律
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
基
本
法
は
租
税
立
法
高
権
、
租
税
収
入
高
権
、
租
税
行
政
高
権
を
規
律
し
て
は
い
る
が
、
し
か
し
、

例
え
ば
、
租
税
平
等
主
義
、
課
税
の
法
律
適
合
性
の
原
則
等
の
法
治
国
家
原
則
あ
る
い
は
応
能
負
担
原
則
、
累
進
課
税
の
原
則
等
の
租
税
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法
上
の
原
則
の
よ
う
な
特
殊
租
税
法
的
な
規
律
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

本
来
、
租
税
法
典
草
案
三
条
に
お
い
て
規
律
さ
れ
て
い
る
事
項
を
基
本
法
に
お
い
て
も
規
律
さ
れ
る
の
が
よ
い
。
し
か
し
、
右
の
如
く

基
本
原
則
を
憲
法
上
規
律
し
て
も
納
税
義
務
者
の
租
税
法
上
の
権
利
保
護
に
は
何
ら
の
効
果
も
有
さ
な
い
。
具
体
例
と
し
て
、
基
本
法

一
〇
六
条
に
お
い
て
、
様
々
な
税
目
、
租
税
収
入
高
権
が
規
律
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
如
何
な
る
税
が
徴
収
さ
れ
る
か
、
そ
し

て
税
収
の
分
配
が
憲
法
上
規
律
さ
れ
て
お
り
、
右
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
税
目
以
外
の
税
の
創
設
、
賦
課
・
徴
収
が
認
め
ら
れ
る
の
か
否
か
、

に
つ
い
て
解
釈
論
上
の
争
い
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
近
時
Ｅ
Ｃ
レ
ベ
ル
で
採
用
が
勧
め
ら
れ
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
税
、
石
炭
ダ
イ
オ
キ
シ
ン

税
の
導
入
が
ド
イ
ツ
国
内
に
お
い
て
可
能
か
否
か
、
と
い
う
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

最
も
重
要
な
こ
と
は
、
如
何
な
る
方
法
で
、
そ
し
て
如
何
な
る
範
囲
に
お
い
て
租
税
シ
ス
テ
ム
を
憲
法
上
確
固
た
る
も
の
と
し
て
規
律

す
る
か
、
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
右
の
見
解
を
敷
衍
さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
個
々
の
税
目
に
つ
い
て
本
質
的
な
事
項
、
と
り
わ
け
最
高

税
率
を
憲
法
上
規
律
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
右
の
本
質
的
事
項
は
憲
法
改
正
に
必
要
な
特
別
多
数
（
出
席
者
数
あ
る

い
は
総
数
の
三
分
の
二
以
上
）
に
よ
っ
て
の
み
改
正
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
頻
繁
な
法
改
正
が
防
止
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
あ
ま
り
に
詳
細
に
租
税
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
よ
う
を
憲
法
上
規
律
し
て
し
ま
う
と
、
租
税
法
律
の
改
正
に
係
る
憲
法
上
の
許
容

性
が
し
ば
し
ば
問
題
と
な
る
。
中
庸
な
解
と
し
て
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
法
改
正
に
手
続
的
な
枠
を
構
築
す
る
こ
と
を
通
じ
て
法
的
安

定
性
は
当
面
維
持
で
き
る
。

　

な
お
、
し
た
が
っ
て
、
先
に
論
じ
た
〝
憲
法
上
明
文
で
規
律
さ
れ
て
い
な
い
税
目
を
新
た
に
創
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
〞、
の

解
釈
論
は
、
日
和
見
政
治
に
よ
る
租
税
法
の
頻
繁
な
改
正
を
防
止
し
、
納
税
義
務
者
の
計
画
の
安
定
性
を
維
持
す
る
と
い
う
意
味
で
の
納

税
義
務
者
の
租
税
法
上
の
権
利
保
護
に
は
関
係
な
い
。
そ
れ
と
と
も
に
、
現
行
の
基
本
法
に
お
け
る
租
税
法
に
関
連
す
る
規
律
は
そ
の
あ

り
よ
う
と
し
て
望
ま
し
く
は
な
い
こ
と
と
な
る
。
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２　

法
律
事
項
と
行
政
立
法
事
項

　

次
に
、
個
別
法
律
に
お
い
て
規
律
さ
れ
て
い
た
事
項
が
単
一
の
法
典
の
中
で
規
律
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
も
立
法
学
の
検
討
は
終
わ
ら

な
い
。
法
律
に
関
し
て
行
政
立
法
を
通
じ
て
詳
細
な
事
項
を
規
律
す
る
必
要
が
あ
る
。
行
政
立
法
を
通
じ
て
、
租
税
法
典
の
運
用
も
柔
軟

性
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

行
政
立
法
の
存
在
は
民
主
主
義
に
と
っ
て
有
害
で
は
な
く
、
む
し
ろ
有
用
で
あ
る
。
立
法
者
は
立
法
府
本
来
の
役
割
を
担
う
べ
き
で
あ

る
。
右
の
本
来
の
役
割
と
は
、
法
に
規
範
的
規
律
構
造
（norm

ative R
egelungsstruktur

）
を
与
え
る
法
的
価
値
判
断
を
で
き
る
だ
け
明

確
に
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
他
の
裁
判
所
並
び
に
行
政
府
に
対
し
て
法
を
首
尾
一
貫
し
て
適
用
し
、
そ
し
て
発
展
さ
せ
る
よ
う
に
仕
向

け
る
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
行
政
立
法
、
特
に
法
規
命
令
は
三
種
類
に
分
類
さ
れ
得
る
。
そ
れ
は
、
①
執
行
的
法
規
命
令
、
②
調
整
的
法
規
命
令
、
③
法

改
正
的
法
規
命
令
で
あ
る
。
以
下
、
順
次
概
観
す
る
こ
と
と
す
る
。
①
執
行
的
法
規
命
令
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
、
議
会
に
よ
っ
て
実
定
化

さ
れ
た
規
範
を
法
技
術
的
に
執
行
す
る
と
い
う
目
的
に
資
す
る
。
そ
の
際
規
範
の
定
立
者
は
新
し
い
価
値
判
断
を
何
ら
行
わ
な
い
。
彼
は

単
に
法
の
実
行
可
能
性
の
点
で
そ
の
経
験
か
ら
得
れ
る
も
の
に
照
ら
し
て
議
会
の
意
思
決
定
を
詳
細
に
具
体
化
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、

あ
る
規
範
に
つ
い
て
の
経
験
的
側
面
は
議
会
に
お
け
る
意
思
決
定
が
な
さ
れ
る
際
に
は
、
あ
ま
り
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
何
故
な
ら
、

経
験
的
側
面
で
あ
る
社
会
に
お
け
る
事
実
は
恒
常
的
に
変
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
執
行
的
法
規
命
令
は
、
法
律
を
そ

の
経
験
的
側
面
に
照
ら
し
て
実
効
化
す
る
こ
と
に
資
す
る
。
な
お
、
執
行
的
法
規
命
令
を
制
定
す
る
際
に
立
法
者
に
よ
る
授
権
を
必
要
と

す
る
が
、
一
に
、
課
税
の
平
等
、
二
に
、
不
衡
平
の
排
除
、
三
に
、
税
務
行
政
手
続
の
簡
素
化
が
判
断
の
基
礎
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
執

行
的
法
規
命
令
の
具
体
例
と
し
て
、
評
価
命
令
（
財
産
の
価
額
を
計
算
す
る
も
の
）、
旅
費
命
令
（
会
社
の
従
業
員
の
出
張
費
を
計
算
す

る
も
の
）、
帳
簿
作
成
命
令
（
租
税
法
上
の
帳
簿
作
成
の
指
針
と
な
る
も
の
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。



広島法学　40 巻１号（2016 年）－8
　

そ
し
て
、
②
調
整
的
法
規
命
令
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
、
議
会
に
よ
る
制
定
法
を
、
租
税
法
で
は
な
い
所
与
の
ま
た
は
恒
常
的
に
変
化
す

る
そ
う
し
た
事
実
関
係
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
こ
の
例
は
、
生
活
必
要
費
命
令
（
最
低
生
活
費
の
金
額
を
定
め
る
も
の
）

お
よ
び
扶
養
命
令
（
配
偶
者
あ
る
い
は
子
女
の
扶
養
に
必
要
と
さ
れ
る
金
額
を
定
め
る
も
の
）
で
あ
る
。
右
の
法
規
命
令
に
よ
っ
て
政
府

は
最
低
生
活
に
必
要
な
費
用
お
よ
び
扶
養
関
係
法
の
改
正
を
斟
酌
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
政
府
は
、特
に
、金
銭
価
値
の
変
化
を
斟
酌
し
て
、

右
の
金
額
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
適
時
に
、
か
つ
適
正
な
課
税
が
行
わ
れ
得
る
こ
と
と
な
る
。

　

最
後
に
、③
法
改
正
的
法
規
命
令
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
、執
行
府
に
よ
る
自
律
的
法
制
定
権
能
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、課
税
の
形
式
的
・

実
質
的
な
核
心
部
分
は
議
会
の
排
他
的
管
轄
に
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
要
請
と
こ
れ
は
相
克
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
憲

法
に
お
い
て
は
、
明
文
で
課
税
標
準
、
税
率
お
よ
び
賦
課
手
続
が
執
行
府
の
自
律
的
法
制
定
権
能
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
法

規
命
令
、
殊
に
法
改
正
的
法
規
命
令
は
法
秩
序
の
柔
軟
化
に
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
し
て
、
法
規
命
令
の
制
定
に
つ
い
て
立
法
府
に
よ
る
授

権
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
点
、
行
政
立
法
有
害
論
を
標
榜
し
て
、
例
え
ば
立
法
に
よ
る
授
権
を
一
年
と
い
う
形

で
時
限
的
に
構
築
す
る
と
、
法
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
実
現
を
阻
害
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
授
権
の
当
否
に
つ
い
て
民
主
主
義
に
照
ら
し
て

検
討
す
る
際
に
重
要
で
あ
る
の
は
授
権
の
内
容
、
目
的
、
範
囲
で
あ
る
。
右
の
検
討
に
耐
え
得
る
法
改
正
的
法
規
命
令
は
肯
定
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。

（二）　

租
税
法
典
草
案
の
検
討

　

で
は
、
以
上
に
概
観
さ
れ
たLang

教
授
に
よ
る
法
典
編
纂
の
法
理
論
を
、
特
に
理
論
的
に
興
味
深
い
点
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
こ
と

と
し
た
い
。
そ
れ
は
、
①
租
税
特
別
措
置
の
廃
止
と
簡
素
化
と
の
関
係
、
②
法
典
編
纂
と
法
律
の
過
多
現
象
の
解
決
、
③
法
律
規
律
事
項
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と
法
規
命
令
規
律
事
項
と
の
識
別
、
で
あ
る
。

　

わ
が
国
に
お
い
て
、
国
税
通
則
法
の
制
定
に
つ
い
て
凡
そ
「
わ
が
国
の
租
税
法
が
多
数
の
単
行
法
か
ら
な
り
、
規
定
が
不
備
・
不
統
一

な
う
え
、
租
税
法
律
関
係
を
め
ぐ
り
種
々
の
疑
義
が
生
じ
て
い
る
た
め
、
租
税
法
の
体
系
的
整
備
と
国
税
に
関
す
る
法
律
関
係
の
明
確
化

を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
」
と
指
摘
さ
れ
（
国
税
通
則
法
一
条
も
参
照
）（

198
）、

そ
の
効
用
が
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
点
、
ド
イ
ツ
の

一
九
七
七
年
租
税
通
則
法
の
制
定
に
つ
い
て
も
右
の
言
明
は
妥
当
す
る（

199
）。

　

ま
ず
、
①
に
つ
い
て
。Lang

教
授
の
所
論
の
如
く
、
租
税
特
別
措
置
を
減
少
さ
せ
、
法
の
適
用
を
課
税
庁
に
と
っ
て
も
、
納
税
義
務
者

に
と
っ
て
も
容
易
に
す
る
と
い
う
思
考
は
正
当
で
あ
る
。Lang

教
授
は
、
法
改
正
の
頻
度
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
を
企
図
し
て
お
ら
れ
る
。

具
体
的
に
は
、
租
税
特
別
措
置
を
含
ま
な
い
、
租
税
通
常
措
置
の
み
を
租
税
法
典
草
案
に
規
律
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
実
現
し
よ

う
と
想
定
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
を
通
じ
て
法
律
の
認
識
・
理
解
可
能
性
は
大
幅
に
改
善
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
的
側
面
か

ら
は
な
お
留
意
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
租
税
特
別
措
置
の
立
法
を
防
止
す
る
た
め
に
は
立
法
者
が
そ
れ
に
つ
い
て
謙
抑
的
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
そ
れ
を
担
保
す
る
の
は
立
法
者
自
身
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は
、
多
く
の
租
税
特
別
措
置
は
租
税
特
別
措
置
法
に
規
律
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
単
一
租
税
法
典
を
立
法
し
て
も
、
租
税
特
別
措
置
法
典
が
別
に
存
在
す
れ
ば
簡
素
化
は
ま
っ
た
く
実
現
さ
れ
な
い

で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
租
税
特
別
措
置
の
立
法
を
抑
制
す
る
手
段
は
別
途
考
案
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
一
つ
の
あ
り
方
と

し
て
、
法
律
上
規
律
さ
れ
た
政
策
の
実
効
性
・
効
率
性
を
定
期
的
に
審
査
す
る
こ
と
を
担
保
す
る
時
限
法
律
が
有
効
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

（
198
）　

金
子
・
前
掲
注
（
４
）
一
〇
三
頁
。

（
199
） 　

邦
語
文
献
と
し
て
、
例
え
ば
、
参
照
、
清
永
敬
次
「
一
九
七
七
年
租
税
基
本
法
（
Ａ
Ｏ
）
に
つ
い
て
」
広
岡
隆
他
編
『
杉
村
敏
正
先
生
古
稀
記
念　

現
代

行
政
と
法
の
支
配
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
八
年
）
三
三
九
頁
、
改
正
案
起
草
委
員
会
／
木
村
弘
之
亮
訳
「
ド
イ
ツ
租
税
通
則
法
の
改
正
に
関
す
る
報
告
書
」
租

税
法
研
究
一
号
五
五
頁
以
下
。
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次
に
、②
に
つ
い
て
。
右
の
言
明
を
首
肯
す
る
と
し
て
、し
か
し
、目
下
法
規
命
令
、税
務
通
達
の
数
も
相
当
な
も
の
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

仮
に
、
法
律
レ
ベ
ル
で
内
的
体
系
、
外
的
体
系
を
首
尾
一
貫
し
て
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
従
来
ま
で
法
律
に
規
律
さ
れ
て

い
た
事
項
が
下
位
の
法
令
で
規
律
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
、
租
税
特
別
措
置
の
廃
止
を
度
外
視
す
る
と
、
法
整
理
の
前
後
に
お
い
て
規
律
量

に
あ
ま
り
違
い
が
な
い
こ
と
と
な
る
。
加
え
て
、
法
規
命
令
の
規
律
量
の
増
大
に
伴
う
複
雑
性
の
増
加
に
よ
っ
て
、
法
体
系
全
体
と
し
て

の
見
通
し
、
認
識
可
能
性
、
理
解
可
能
性
は
何
ら
改
善
さ
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
加
え
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
内
国
歳
入

法
典
と
い
う
単
一
租
税
法
典
が
制
定
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
数
が
相
当
な
程
度
に
達
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
以
上
を
要
す
る
に
、
右
の
如
き
外
国
の
例
を
も
斟
酌
す
る
と
、
法
典
編
纂
の
効
用
は
一
定
程
度
割
引
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

最
後
に
、
③
に
つ
い
て
。Lang
教
授
は
、
法
律
レ
ベ
ル
で
は
、
基
本
的
価
値
判
断
の
み
を
行
い
、
残
余
の
規
律
事
項
は
下
位
の
法
令
で

行
う
べ
き
こ
と
を
提
案
し
て
お
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
（
わ
が
国
で
も
そ
う
で
あ
る
が
）
本
質
性
理
論
が
あ
る
。
右
の
理
論
は
、
本

質
的
な
事
項
は
法
律
で
規
律
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
言
明
を
そ
の
意
味
内
容
と
し
て
い
る
。Lang

教
授
の
議
論
に
お
い
て
、
こ
の

点
の
理
解
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
差
し
当
た
り
そ
れ
と
矛
盾
し
な
い
も
の
と
す
る
。

　

租
税
法
に
お
け
る
本
質
的
事
項
と
は
少
な
く
と
も
課
税
要
件
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、Lang

教
授
が
提
案
さ
れ
る
よ
う
に
、
例
え
ば

税
率
を
、
一
定
の
限
定
を
伴
い
つ
つ
も
、
課
税
庁
の
意
思
決
定
に
よ
っ
て
変
更
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
税
率
を
法
規
命
令
に
よ
っ
て
規
律

す
る
こ
と
は
、
右
の
原
則
に
違
反
し
な
い
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
、
確
か
に
、
税
率
の
決
定
は
納
税
義
務
者
の
税
負
担
に
最
も
大
き

な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
納
税
義
務
者
の
自
由
に
加
え
る
制
約
の
度
合
い
が
強
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
逆
に
見
る
と
、
税
率
の
水

準
が
経
済
情
勢
に
照
ら
し
て
妥
当
で
な
い
と
、
適
正
な
税
負
担
が
創
出
さ
れ
ず
、
そ
れ
は
応
能
負
担
原
則
に
反
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
税

率
や
課
税
物
件
の
価
額
に
つ
い
て
そ
れ
は
特
に
妥
当
す
る
。
仮
に
、
右
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
立
法
者
が
税
率
の
変
更
あ
る
い
は
課
税

物
件
に
新
た
に
追
加
を
な
す
と
い
っ
た
何
ら
の
対
応
を
な
さ
な
い
と
し
て
も
、
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
に
、
租
税
法
律
主
義
に
照
ら
し
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て
合
憲
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
不
合
理
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、Lang

教
授
の
所
論
に
お
い
て
も
、
租
税
法
典
草
案
に
規
律
さ
れ
た
最
高

税
率
を
越
え
な
い
と
い
う
一
定
の
範
囲
内
で
課
税
庁
が
経
済
情
勢
に
照
ら
し
て
税
率
を
決
定
し
う
る
と
い
う
選
択
肢
は
正
当
で
あ
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
適
正
な
税
負
担
の
創
出
と
租
税
法
律
主
義
を
調
和
さ
せ
る
発
想
で
あ
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
加
え
て
、

法
律
で
定
め
ら
れ
た
最
高
税
率
の
範
囲
内
と
い
う
限
定
の
他
に
、
立
法
者
が
一
定
の
期
間
適
切
な
法
改
正
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
い
っ

た
要
件
を
付
加
す
る
こ
と
も
理
論
上
は
可
能
で
あ
り
、
望
ま
し
い
と
考
え
る
。

　

な
お
、
こ
の
点
、
わ
が
国
に
お
い
て
清
永
教
授
が
、
法
律
規
律
事
項
と
行
政
立
法
規
律
事
項
と
の
識
別
の
基
準
と
し
て
〝
合
理
性
〞
を

挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
曰
く
「
あ
る
法
律
の
規
定
に
お
い
て
租
税
に
関
す
る
重
要
な
事
項
を
命
令
に
委
任
す
る
場
合
に
、
当
該
委
任
規
定
が

租
税
法
律
主
義
に
違
反
す
る
と
考
う
べ
き
か
ど
う
か
の
問
題
は
、
結
局
そ
の
よ
う
な
委
任
を
な
す
だ
け
の
合
理
的
な
必
要
性
が
存
す
る
か

ど
う
か
に
よ
っ
て
、
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
関
税
の
場
合
に
租
税
に
関
す
る
一
定
の
事
項
が
命
令
に
委
任
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
外
国
と
の
種
々
の
取
引
状
況
等
に
応
じ
て
急
速
に
関
税
の
適
用
税
率
等
を
変
更
す
る
必
要
が
存
し
、
そ
の
よ

う
な
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
に
委
任
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
委
任
の
合
理
的
必
要
性
が
承
認
さ
れ
る
場
合
で
あ
ろ
う
。」

と（
200
）。

清
永
教
授
は
、
お
そ
ら
く
、
伝
統
的
意
味
で
の
法
律
の
留
保
学
説
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、Lang

教
授
が
企
図
さ
れ
る
よ
う
な
法
秩
序

の
柔
軟
性
を
実
現
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
筆
者
は
推
察
す
る
。
ま
た
、
右
の
如
き
清
永
教
授
の
立
場
は
法
律
事
項
と
行
政
規
則
事
項
と

の
識
別
に
つ
い
て
自
由
主
義
的
、
民
主
主
義
的
観
点
か
ら
の
識
別
の
み
で
な
く
、
機
能
的
な
そ
れ
を
持
ち
込
む
こ
と
を
企
図
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
清
永
教
授
の
見
解
は
正
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
200
）　

清
永
敬
次
『
税
法
（
新
装
版
）』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
三
年
）
三
〇
頁
。
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（三）　

小
括

　

以
上
に
お
い
て
、
極
め
て
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
租
税
法
に
お
け
る
法
典
編
纂
の
一
側
面
を
概
観
し
、
若
干
の
検
討
を
な
し
た
。

し
た
が
っ
て
、こ
こ
で
は
、そ
れ
に
追
加
す
る
形
で
残
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
も
若
干
の
検
討
を
な
し
、ま
と
め
と
代
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

そ
の
問
題
と
は
法
典
編
纂
に
つ
い
て
（
私
見
に
よ
る
と
）
認
め
ら
れ
る
複
数
の
類
型
で
あ
る
。

　

わ
が
国
に
お
い
て
も
行
政
法
領
域
に
お
け
る
法
典
編
纂
を
論
ず
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
田
中
二
郎
博
士
は
、
既
に
戦
前
に
お
い
て
、

ド
イ
ツ
の
一
邦
に
お
け
る
行
政
法
典
編
纂
作
業
を
わ
が
国
に
紹
介
し
て
お
ら
れ
る（

201
）。

そ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
田
中
博
士
の
注

（
201
）
に
挙
げ
ら
れ
た
二
論
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
そ
の
中
に
、
上
で
論
じ
た
租
税
法
典
草
案
と
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

田
中
博
士
の
所
論
に
よ
る
と
、
行
政
法
は
警
察
法
、
都
市
法
、
教
育
法
、
租
税
法
と
い
う
よ
う
に
様
々
に
分
か
た
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
分
野
に
つ
い
て
特
定
の
目
的
を
以
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
に
相
互
に
な
ん
ら
か
の
調
整
も
な
さ
れ
ず
、
法
の
欠
缺
が
見

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う（

202
）。

加
え
て
、
行
政
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
は
私
法
領
域
の
そ
れ
と
比
較
し
て
、
未
発
達
で
あ
る
と
さ
れ
る（

203
）。

そ

の
根
拠
と
し
て
、
学
説
の
対
立
、
未
解
明
の
も
の
が
多
く
認
め
ら
得
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る（

204
）。

し
た
が
っ
て
、
各
行
政
法
領
域
に
統

一
的
に
適
用
し
う
る
一
般
法
を
制
定
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
201
） 　

田
中
二
郎
「
行
政
法
に
於
け
る
法
典
的
立
法
の
傾
向　

―
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
行
政
法
典
草
案
を
中
心
と
し
て
―
」、
同
「
行
政
法
通
則
に
関
す
る
一
資
料

　

―
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
行
政
法
典
草
案
を
中
心
と
す
る
行
政
法
通
則
の
研
究　

其
の
一
―
」『
公
法
と
私
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
五
年
）
三
〇
五
頁
以
下
、

三
二
九
頁
以
下
。

（
202
）　

田
中
・
前
掲
注
（201

）
法
典
的
立
法
の
傾
向
三
〇
八
頁
。

（
203
）　

田
中
・
前
掲
注
（201

）
法
典
的
立
法
の
傾
向
三
〇
八
頁
。

（
204
）　

田
中
・
前
掲
注
（201

）
法
典
的
立
法
の
傾
向
三
〇
八
頁
。
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そ
し
て
、
田
中
博
士
の
紹
介
さ
れ
る
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
行
政
法
典
草
案
を
概
観
す
る
と
、
そ
こ
に
は
極
め
て
簡
単
に
ま
と
め
る
が
、

行
政
法
の
法
源
、
行
政
行
為
一
般
に
関
す
る
事
項
、
公
法
関
係
一
般
お
よ
び
そ
こ
に
お
け
る
私
人
の
権
利
・
義
務
一
般
、
公
物
法
等
が
含

ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
行
政
法
典
草
案
は
学
説
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
き
た
い
わ
ゆ
る
行
政
法
総

論
を
立
法
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
言
い
得
る
。
確
か
に
、
今
ま
で
学
説
お
よ
び
判
例
の
中
に
お
い
て
の
み
認
識
さ
れ
得
る
素
材
で
あ
っ

た
も
の
が
実
定
法
上
明
文
化
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
と
と
も
に
法
律
関
係
の
明
確
化
は
図
ら
れ
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
行
政
法
総
論
（
言
い
換

え
る
と
、行
政
法
通
則
あ
る
い
は
行
政
法
総
則
）
の
立
法
化
の
効
用
は
、田
中
博
士
も
認
識
さ
れ
て
お
ら
れ
る（

205
）。

し
か
し
、仮
に
通
則
法
（
総

則
）
が
存
在
し
て
も
、
個
々
の
行
政
法
律
（
先
に
あ
げ
た
、
警
察
法
、
都
市
法
、
教
育
法
、
租
税
法
等
）
に
何
ら
の
法
整
理
的
な
法
改
正

が
施
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
通
則
法
（
総
則
）
の
制
定
は
従
来
の
学
説
を
確
認
的
に
明
文
化
す
る
程
度
に
そ
の
意
義
は
止
ま
ら
ざ
る
を
得

な
い（

206
）。

こ
の
点
で
田
中
博
士
の
指
摘
さ
れ
る
効
用
は
割
引
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
、
そ
れ
と
は
異
な
り
、（
一
）、（
二
）
で
概
観
お
よ
び
検
討
し
た
租
税
法
典
草
案
の
立
案
作
業
は
、
極
め
て
単
純
な
言
い
方
を

す
る
と
、
従
来
規
律
さ
れ
て
い
た
事
項
を
一
つ
の
法
典
の
中
に
ま
と
め
て
規
律
す
る
と
い
う
作
業
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は

租
税
特
別
措
置
の
廃
止
を
以
っ
て
体
系
を
支
え
る
原
則
を
首
尾
一
貫
さ
せ
て
実
現
す
る
、
と
い
う
作
業
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
実

現
を
以
っ
て
は
じ
め
て
租
税
法
典
草
案
立
案
に
つ
い
て
積
極
的
意
義
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
そ
れ
と
並
ん
で
、
租
税
法
典
草

案
の
立
案
の
際
に
は
、
外
的
体
系
の
首
尾
一
貫
し
た
実
現
に
よ
っ
て
認
識
可
能
性
も
改
善
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

以
上
を
要
す
る
に
、
田
中
博
士
の
紹
介
に
よ
る
行
政
法
典
草
案
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
〝
目
に
見
え
な
い
も
の
を
、
実
定
法
で
定
め
て
可

（
205
） 　

田
中
二
郎
『
行
政
法
総
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
七
年
）
一
一
六
頁
以
下
。
さ
ら
に
は
、
参
照
、
小
早
川
光
郎
「
行
政
法
典
の
あ
り
方
」
法
学
教
室
一
四
五

号
一
七
頁
。

（
206
）　

同
旨
、
塩
野
・
前
掲
注
（
48
）
一
一
頁
。



広島法学　40 巻１号（2016 年）－ 14

視
的
に
す
る
〞
場
合
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
内
的
体
系
お
よ
び
外
的
体
系
の
首
尾
一
貫
し
た
実
現
と
い
う
作
用
は
認
め
ら
れ
な
い
可
能
性

が
あ
る
）
と
、
租
税
法
典
草
案
に
お
け
る
よ
う
に
、〝
従
来
の
規
律
事
項
を
整
理
・
再
編
す
る
〞
場
合
と
、
少
な
く
と
も
二
類
型
が
法
典

編
纂
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
加
え
て
、
そ
の
効
用
は
、
租
税
法
典
草
案
に
見
ら
れ
る
法
典
編
纂
の
ほ
う
が
大
き
い
と
い
え
よ
う
。

五　

結
語

　

さ
て
、本
稿
は
様
々
な
事
項
に
言
及
し
て
き
た
た
め
、多
少
な
り
と
も
雑
多
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、

本
稿
で
は
立
法
学
を
行
政
法
領
域
、
特
に
租
税
法
を
中
心
に
議
論
し
た
が
、
と
り
わ
けB

izer

氏
の
整
理
・
分
析
に
よ
る
簡
素
化
の
必
要

性
の
論
証
を
は
じ
め
、
簡
素
化
を
実
現
す
る
た
め
の
立
法
は
控
除
項
目
の
整
理
等
の
み
で
な
く
、
法
令
文
や
そ
の
配
置
の
体
裁
、
さ
ら
に

は
関
連
す
る
法
を
単
一
法
典
化
す
る
こ
と
の
効
用
も
指
摘
で
き
た
と
考
え
る
。

　

し
か
し
、
特
に
、
法
令
文
の
分
か
り
や
す
さ
は
多
分
に
主
観
的
で
あ
る
た
め
、
如
何
な
る
規
律
体
裁
が
最
も
優
れ
た
立
法
で
あ
る
か
は

一
義
的
に
明
ら
か
で
な
く
、
し
た
が
っ
て
簡
素
化
と
い
う
税
制
改
革
に
お
け
る
中
心
的
公
準
は
最
適
化
公
準
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
と
も
に
、
税
制
簡
素
化
立
法
は
漸
進
的
か
つ
恒
常
的
に
追
求
さ
れ
う
る
。
立
法
者
も
右
の
よ
う
な
態
度
で
立
法

作
用
を
展
開
す
る
べ
き
で
あ
る
。

　

次
に
、
租
税
政
策
の
内
容
面
と
の
関
係
に
係
る
簡
素
化
に
つ
い
て
の
議
論
を
ま
と
め
、
本
稿
の
検
討
か
ら
得
ら
れ
う
る
若
干
の
示
唆
・

展
望
を
示
そ
う
。
差
し
当
た
っ
て
、
税
制
改
革
に
お
い
て
簡
素
化
と
い
う
作
業
が
持
つ
意
義
で
あ
る
。

　

ま
ず
、B

izer

氏
は
簡
素
な
税
制
は
〝
公
共
財
〞
で
あ
る
と
い
う（

207
）。

こ
の
意
味
は
、
差
し
当
た
り
、
所
論
が
強
調
す
る
税
制
簡
素
化
の

重
要
性
を
比
喩
的
に
表
現
す
る
も
の
と
理
解
は
で
き
る
。
市
場
当
事
者
の
動
態
・
営
為
で
は
納
税
義
務
者
が
獲
得
で
き
な
い
、
租
税
立
法
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者
が
第
一
次
的
に
実
現
す
る
役
割
を
負
う
そ
う
し
た
性
質
を
持
つ
租
税
制
度
の
属
性
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
公
共
財
と
呼

称
す
る
こ
と
の
当
否
は
と
も
か
く
、
認
識
の
内
容
自
体
は
首
肯
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
や
や
強
引
か
も
し
れ
な
い
が
、
同
時
に

市
場
に
お
け
る
取
引
当
事
者
の
交
渉
・
契
約
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
公
共
財
と
い
う
呼
称
・
位
置
づ
け
に

つ
い
て
、
簡
素
な
税
制
の
構
築
は
租
税
法
上
局
所
的
利
益
を
企
図
し
た
制
度
の
排
除
を
意
味
す
る
と
も
言
い
え
よ
う
。
何
故
な
ら
、
納
税

義
務
者
と
の
交
渉
・
契
約
が
な
い
以
上
、
制
度
設
計
過
程
に
納
税
義
務
者
の
個
別
利
益
が
入
る
余
地
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

考
え
れ
ば
、
簡
素
な
税
制
の
形
態
に
係
る
第
一
の
特
徴
は
租
税
特
別
措
置
が
な
い
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
い
う
る
。

　

こ
こ
で
簡
素
な
税
制
の
大
ま
か
な
あ
り
よ
う
は
明
ら
か
に
な
っ
た
と
言
い
う
る
が
、
以
上
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
税
制
簡
素
化
を
実
現
す

る
ア
ク
タ
ー
の
う
ち
に
納
税
義
務
者
を
入
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
の
は
租
税
立
法
者
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

そ
う
し
た
租
税
立
法
者
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
す
る
制
度
の
動
態
に
着
目
す
る
こ
と
が
租
税
政
策
に
お
け
る
簡
素
化
を
議
論
す
る
一
助
に
な

り
う
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
議
論
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
評
価
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

翻
っ
て
現
実
面
に
着
目
す
る
と
、
税
制
簡
素
化
を
強
く
動
機
付
け
る
制
度
は
、B

izer

氏
に
よ
れ
ば
、
一
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る（

208
）。こ

れ
は
、違
憲
判
断
を
通
じ
て
租
税
立
法
者
に
対
し
て
当
該
箇
所
の
税
制
改
正
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
。二
に
、

租
税
立
法
者
自
身
で
あ
る（

209
）。

前
者
に
つ
い
て
は
、
独
立
的
・
中
立
的
立
場
か
ら
裁
判
所
が
違
憲
判
断
を
す
る
こ
と
な
の
で
、
後
者
の
租
税

立
法
者
と
は
租
税
政
策
に
係
る
立
場
が
異
な
る
の
で
、
一
つ
の
考
え
方
と
し
て
首
肯
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
以
前
筆
者
が
別
の
機
会
に
検
討

し
た
帰
結
と
重
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
帰
結
の
実
践
性
の
獲
得
は
未
だ
に
期
し
え
な
い
。

（
207
）　B

izer, Steuervereinfachung und Steuerhinterziehung (Fn.17), S.154.

（
208
）　B

izer, Steuervereinfachung und Steuerhinterziehung (Fn.17), S.144.

（
209
）　B

izer, Steuervereinfachung und Steuerhinterziehung (Fn.17), S.145f.
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以
上
に
よ
れ
ば
税
制
簡
素
化
を
実
際
に
担
う
制
度
の
動
態
に
着
目
す
る
こ
と
に
意
義
は
見
出
し
え
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
尤
も
、

こ
う
し
た
税
制
改
革
に
お
け
る
当
事
者
の
動
態
は
、
税
制
改
革
を
で
き
る
だ
け
理
論
的
に
考
察
す
る
際
に
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
租
税
原
則
の
強
調
の
み
で
は
実
践
性
あ
る
税
制
改
革
論
の
構
築
は
な
さ
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
現
実
の
税
制
改
革
を
可
能
と
す

る
要
因
を
探
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
作
業
を
通
じ
て
、
税
制
改
革
を
実
効
化
す
る
制
度
構
築
が
可
能
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
ら
に
、
税
制
簡
素
化
が
重
要
な
税
制
改
革
の
目
標
で
あ
る
こ
と
は
周
知
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
十
分
に
達
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
税

制
改
革
は
存
在
し
な
い
と
す
ら
言
い
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
は
税
制
改
革
に
係
る
評
価
と
し
て
、
簡
素
化
が
不
十
分

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
現
実
の
制
度
設
計
は
租
税
立
法
者
の
ま
っ
た
く
の
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
既
存
の
制
度
を
出
発
点
と
し
、
そ
れ
に
漸
次
改
正
を
加
え
て
い
く
と
い
う
形
態
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ

れ
は
い
わ
ゆ
る
経
路
依
存
的
な
制
度
設
計
の
態
様
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
具
体
化
し
つ
つ
述
べ
る
な
ら
ば
、
税
制
簡
素
化
が
不
十

分
で
あ
る
根
拠
と
し
て
次
の
こ
と
が
指
摘
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
に
、
一
般
論
と
し
て
は
、
政
治
的
理
由
が
あ
り
う
る
。
こ
こ

で
政
治
的
理
由
が
意
味
す
る
こ
と
は
、
仮
に
現
実
を
想
定
し
た
場
合
に
、
税
制
改
正
が
政
治
的
に
困
難
な
箇
所
が
あ
る
の
で
、
現
実
の
税

制
改
正
に
お
い
て
は
、
従
前
の
制
度
が
存
続
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
そ
れ
を
学
問
上
議
論
す
る
際
に
も
考
慮
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
実
現
可
能
性
の
低
い
税
制
改
正
案
を
理
論
的
に
も
提
言
は
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
に
、
特
定

の
租
税
原
則
の
実
現
を
追
及
す
る
こ
と
に
よ
り
、
簡
素
化
の
実
現
が
不
十
分
と
な
る
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
租
税
原
則
（
典
型

例
と
し
て
は
、
平
等
原
則
）
と
簡
素
と
の
調
整
作
業
が
不
首
尾
に
終
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
租
税
原
則
以
外
に
も
簡
素
と
相
並
べ
つ
つ

調
整
す
べ
き
考
慮
事
項
は
あ
ろ
う
。
経
済
成
長
が
そ
の
一
典
型
か
も
し
れ
な
い
。
特
に
、
後
者
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
重
要
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
前
叙
の
問
題
意
識
で
あ
る
租
税
政
策
に
お
け
る
簡
素
化
の
意
義
に
繋
が
る
問
題
で
あ
る
と
言
い
え
よ
う
。
一
に
、
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既
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
平
等
原
則
等
と
の
関
係
が
問
題
と
な
り
う
る
。
簡
素
化
を
強
く
指
向
す
る
税
制
改
革
を
企
図
す
る
場
合
で

あ
っ
て
も
、
簡
素
性
が
平
等
原
則
に
劣
後
す
る
位
置
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
簡
素
化
を
指
向
す
る
制
度
設
計
は
相
応
し
て

後
退
す
る
。
両
者
の
優
先
劣
後
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
ド
イ
ツ
租
税
法
学
の
議
論
に
照
ら
せ
ば
、
原
則
と
し
て
平

等
が
優
先
さ
れ
つ
つ
も
、
両
者
は
ト
レ
ー
ド
オ
フ
の
関
係
に
は
あ
る
と
理
解
す
る
の
が
差
し
当
た
り
妥
当
と
言
い
う
る
。
但
し
、
租
税
政

策
の
形
成
に
お
い
て
、
簡
素
の
位
置
づ
け
を
引
上
げ
る
こ
と
は
、
一
般
論
と
し
て
は
、
税
制
簡
素
化
を
指
向
す
る
税
制
の
設
計
が
一
層
行

い
や
す
い
方
向
に
、
一
定
程
度
租
税
立
法
者
を
規
律
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
尤
も
、
現
実
的
に
か
よ
う
な
ベ
ク
ト
ル
が
ど
の
程
度
発

現
す
る
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

そ
の
他
に
も（

210
）、

税
収
獲
得
と
い
う
考
慮
要
素
も
挙
げ
ら
れ
る（

211
）。

但
し
、
こ
れ
は
、
租
税
原
則
と
は
言
い
え
な
い
。
も
し
、
こ
れ
を
租
税

原
則
と
し
た
ら
国
庫
主
義
的
な
税
制
改
正
が
正
当
化
さ
れ
か
ね
な
い
。
し
か
し
、
税
収
獲
得
自
体
も
追
及
さ
れ
る
べ
き
税
制
改
正
の
目
的

で
あ
り
、
こ
れ
を
果
た
さ
な
い
税
制
改
正
は
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
簡
素
を
追
及
す
る
あ
ま
り
に
、
税
収
喪
失
が
相
当
程
度
に
生

じ
る
租
税
政
策
は
採
り
え
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
簡
素
化
を
指
向
す
る
具
体
的
な
制
度
に
係
る
評
価
を
行
う
際
の
あ
り
方
を
理
論
的
に
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、

（
210
） 　

税
制
改
正
に
際
し
て
は
、
中
立
も
問
題
と
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。B

izer

氏
に
よ
れ
ば
、
代
替
効
果
を
有
さ
ず
、
所
得
効
果
の
み
有
す
る
税
制
が

よ
い
。
す
な
わ
ち
、
代
替
効
果
と
は
税
制
を
根
拠
に
納
税
義
務
者
の
行
動
に
影
響
が
生
じ
る
こ
と
で
あ
り
（
例
、
特
定
の
財
の
価
格
上
昇
を
通
じ
て
の
も
の
）、

具
体
的
に
は
税
負
担
の
高
低
を
通
じ
て
経
済
活
動
に
係
る
意
思
決
定
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
を
指
す
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
来
選
択
さ
れ
る
べ
き
経
済
活
動

が
棄
て
ら
れ
、
別
の
そ
れ
が
選
択
さ
れ
か
ね
ず
、
こ
れ
が
非
中
立
的
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
所
得
効
果
で
あ
れ
ば
、
所
得
が
増
減
す

る
こ
と
に
よ
り
、
納
税
義
務
者
の
意
思
決
定
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
可
処
分
所
得
の
変
化
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
経
済
的
与
件

の
も
と
で
の
経
済
的
意
思
決
定
の
最
適
化
は
可
能
で
あ
る
。
以
上
、B

izer, Steuervereinfachung und Steuerhinterziehung (Fn.17), S.129.

（
211
）　B

izer, Steuervereinfachung und Steuerhinterziehung (Fn.17), S.129f.
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租
税
制
度
に
つ
き
簡
素
化
が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
如
何
な
る
状
態
を
指
す
か
、
と
い
う
問
題
に
行
き
着
こ
う
。

　

こ
の
点
、Bizer

氏
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
、
所
得
税
改
革
を
考
察
す
る
際
に
、
次
の
よ
う
な
場
合
に
は
簡
素
化
に
つ
い
て
不
徹
底
で
あ
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
夫
婦
分
割
、
寄
附
金
の
扱
い
等
が
手
付
か
ず
で
残
存
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る（

212
）。

　

確
か
に
、
夫
婦
分
割
は
複
雑
か
も
し
れ
な
い
が
、
累
進
税
率
の
適
用
の
も
と
、
課
税
単
位
の
一
つ
の
形
態
と
評
価
し
う
る
の
で
は
な
い

か
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
夫
婦
分
割
が
な
く
、
夫
婦
合
算
課
税
制
度
が
適
用
さ
れ
れ
ば
、
共
稼
ぎ
夫
婦
の
税
負

担
に
つ
き
歪
曲
が
生
じ
、
こ
れ
は
婚
姻
に
係
る
代
替
効
果
を
生
ぜ
し
め
う
る
。
こ
れ
を
一
歩
進
め
れ
ば
、
累
進
税
率
を
棄
て
、
比
例
税
率

を
採
用
す
れ
ば
、
か
よ
う
な
歪
曲
は
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
歪
曲
を
防
止
す
る
た
め
に
夫
婦
分
割
の
廃
止
は
比
例
税
率
の
組
み
合
わ
せ
る

必
要
が
出
て
く
る
の
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
個
別
の
複
雑
な
税
制
を
排
除
す
る
た
め
に
は
別
の
箇
所
の
修
正
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

し
か
し
、
累
進
税
率
を
比
例
税
率
化
す
る
こ
と
は
所
得
税
制
に
お
い
て
は
大
き
な
改
正
を
意
味
す
る
。
租
税
法
上
所
得
税
率
の
あ
り
よ
う

を
決
定
づ
け
る
理
論
は
、
筆
者
の
知
る
限
り
、
存
在
し
な
い
と
思
わ
れ
る
が（

213
）、

累
進
税
率
の
維
持
は
所
得
再
分
配
ま
た
は
担
税
力
に
適
っ

た
課
税
を
実
現
す
る
典
型
的
な
税
制
で
も
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
改
正
す
る
こ
と
に
困
難
も
伴
う
の
で
は
な
い
か
。
税
制
改
正
に
よ
る
簡
素

化
に
つ
い
て
は
、
局
所
的
な
視
点
で
個
別
の
制
度
に
関
す
る
評
価
を
行
う
こ
と
は
必
ず
し
も
合
理
的
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
、

Lang

教
授
は
税
率
の
改
正
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
曰
く
、「
・
・
・
所
得
税
率
は
社
会
政
策
の
み
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
え
て
、
法

的
に
は
決
定
さ
れ
え
な
い
。・
・
・（
税
率
の
決
定
は
・
筆
者
注
）
国
家
の
財
政
需
要
、
直
接
税
と
間
接
税
と
の
収
入
関
係
、
そ
し
て
、
特

に
国
家
が
ど
の
程
度
所
得
再
分
配
を
行
お
う
と
す
る
か
に
依
存
す
る
。」（

214
）と

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
税
率
の
決
定
に
は
税
収
獲
得
の
要
請
、

（
212
）　B

izer, Steuervereinfachung und Steuerhinterziehung (Fn.17), S.134, S.138.

（
213
）　

手
塚
貴
大
「
所
得
税
率
の
比
例
税
率
化
の
可
能
性
―
ド
イ
ツ
所
得
税
法
に
お
け
る
議
論
の
一
端
―
」
税
法
学
五
六
四
号
九
九
頁
以
下
。

（
214
）　Lang u. a., K

ölner Entw
urf eines Einkom

m
ensteuergesetzes, K

öln 2005, R
z.29.



19 － 税制簡素化と租税法・租税政策（三・完）（手塚）

所
得
再
分
配
の
程
度
等
も
考
慮
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
一
概
に
は
決
定
で
き
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
所
得
税
率
を
比
例

税
率
化
す
れ
ば
、
累
進
税
率
と
比
較
し
て
簡
素
で
は
あ
る
が
、
所
得
税
制
に
課
さ
れ
た
前
叙
の
税
収
獲
得
、
所
得
再
分
配
と
い
っ
た
機
能

を
犠
牲
に
す
る
こ
と
が
果
た
し
て
制
度
設
計
論
と
し
て
妥
当
な
も
の
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
寄
附
金
控
除
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
議
論
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。Lang

教
授
が
政
党
に
対
す
る
寄
附
金
控
除
に
つ
き
、
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。
政
党
に
対
す
る
寄
附
金
に
係
る
規
定
を
、
自
身
の
構
想
す
る
所
得
税
改
革
案
に
お
い
て
は
、
所
得
税
法
上
は
配
備
し
な
い

と
す
る
の
で
あ
る
が
、
曰
く
「
・
・
・
そ
う
し
た
寄
附
金
控
除
を
所
得
税
法
上
配
備
し
な
い
こ
と
は
、
租
税
特
別
措
置
な
し
の
所
得
税
法

と
い
う
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
と
合
致
す
る
。
政
党
の
資
金
調
達
は
、
そ
れ
に
係
る
透
明
性
を
根
拠
と
し
て
、
租
税
法
上
の
規
律
も
含
め
て
一

つ
の
法
律
に
お
い
て
規
律
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」（

215
）と

。
こ
れ
は
、
か
か
る
寄
附
金
控
除
が
租
税
特
別
措
置
で
あ
る
と
性
質
決
定
し
、
そ

の
上
で
所
得
税
法
本
体
か
ら
削
除
す
る
こ
と
を
述
べ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
係
る
租
税
法
上
の
規
定
を
含
め
て
別
の
法
律
を
制
定
す
る
こ

と
も
述
べ
る
。
仮
に
、
寄
附
金
控
除
全
体
が
法
律
上
の
制
度
と
し
て
廃
止
さ
れ
る
場
合
に
は
、
応
能
負
担
原
則
の
首
尾
一
貫
し
た
実
施
に

よ
る
内
的
体
系
の
構
築
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
具
体
的
形
態
は
不
明
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
、
縮
小
し
た
形
態
で

寄
附
金
控
除
が
別
の
法
律
に
残
る
と
す
る
な
ら
ば
、
所
得
税
法
か
ら
の
そ
う
し
た
寄
附
金
控
除
の
排
除
は
立
法
技
術
論
的
意
味
を
有
す
る

に
止
ま
る
。
以
上
を
前
提
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、
租
税
立
法
者
の
制
度
設
計
の
際
の
価
値
判
断
の
一
つ
と
し
て
、
内
的
体
系
の
構
築
の
際

に
か
よ
う
な
寄
附
金
控
除
を
配
備
す
る
と
い
う
原
則
か
ら
の
乖
離
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
は
、
所
得
税
に
お
け
る
人
的
資
本
（H

um
ankapital

）
の
扱
い
が
論
点
と
な
ろ
う
。
所
得
税
法
に
お
い
て
は
人
的
資
本
形
成
の

た
め
の
支
出
の
控
除
は
限
定
的
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
差
し
当
た
っ
て
、
個
人
の
場
合
は
消
費
と
必
要
経
費
と
の
識
別
が
困
難
で

（
215
）　Lang u. a., K

ölner Entw
urf (Fn.214), R

z.454.
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あ
り
う
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
か
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
人
的
資
本
形
成
支
出
を
控
除
す
る
こ
と
は
税
負
担
の
上
で
は
納
税
義
務
者
に

と
っ
て
、
そ
の
軽
減
と
な
るM

itschke

教
授
も（

216
）、

所
得
税
制
の
中
で
の
人
的
資
本
形
成
支
出
の
控
除
拡
充
を
示
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ

れ
が
、
資
本
蓄
積
と
経
済
成
長
に
寄
与
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、B

izer

氏
は
、
こ
う
し
た
人
的
資
本
形
成

支
出
の
控
除
に
つ
き
、
そ
の
拡
充
が
新
た
な
限
界
づ
け
の
問
題
を
も
た
ら
す
と
す
る（

217
）。

確
か
に
、
そ
う
し
た
指
摘
は
あ
り
う
る
。
こ
れ
は
、

簡
素
化
の
作
業
の
非
完
結
性
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
平
等
原
則
の
実
現
を
指
向
す
る
税
制
改
正
を
通
じ
て
新
た
に
構
築
さ
れ
た

租
税
制
度
に
つ
い
て
、
各
個
の
制
度
に
係
る
簡
素
化
の
要
請
が
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
税
制
簡
素
化
が
常
時
追
求
さ
れ
る
根

拠
あ
る
い
は
実
証
例
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。

　

私
見
も
交
え
た
上
で
の
前
叙
の
諸
事
情
を
通
覧
す
る
と
、
簡
素
化
の
意
義
、
そ
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
大
概
の
一
致
が
あ
っ
て
も
、
簡

素
化
さ
れ
た
税
制
に
つ
い
て
の
具
体
像
は
一
致
が
な
い
。
こ
れ
は
、
個
別
の
税
制
改
正
に
租
税
立
法
者
の
価
値
判
断
が
入
る
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
前
叙
の
租
税
法
に
お
け
る
内
的
体
系
の
構
築
作
業
の
顕
現
あ
る
い
は
具
体
像
と
理
解
し
う

る
の
と
同
時
に
、
税
制
簡
素
化
の
帰
結
と
し
て
の
具
体
的
な
租
税
制
度
は
明
確
で
は
な
く
、
簡
素
化
を
指
向
す
る
作
業
の
到
達
点
の
あ
り

よ
う
は
一
義
的
で
は
な
い
、
と
い
う
特
徴
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
簡
素
性
は
税
制
の
制
度
設
計
の
際
に
考
慮
す

べ
き
一
要
素
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
制
度
設
計
作
業
の
際
に
ど
の
程
度
の
重
み
を
与
え
る
か
は
、
そ
の
都
度
租
税
立
法
者
が
判
断
し
て
い
く

性
質
の
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
税
制
簡
素
化
の
理
論
的
意
義
お
よ
び
そ
れ
に
係
る
諸
相
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
が
、
税
制
簡
素
化
は

以
上
の
理
論
的
検
討
に
よ
れ
ば
、
性
質
上
そ
の
構
築
・
実
現
は
実
際
上
も
困
難
で
あ
り
得
よ
う
。

（
216
）　M

itschke, Joachim
, Erneuerung des deutschen Einkom

m
ensteuerrechts : G

esetzestextentw
urf und B

egründung, köln 2004, R
z.22, 243.

（
217
）　B

izer, Steuervereinfachung und Steuerhinterziehung (Fn.17), S.135.


