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一　

は
じ
め
に

（一）　

問
題
の
所
在

　　

税
制
改
革
の
目
的
は
複
数
あ
り
う
る
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
企
業
税
制
改
革
は
、
経
済
活
性
化
税
制
と
第
一
次
的
に
は
刻
印
付

け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
、
税
制
の
簡
素
化
も
目
的
で
あ
る（

１
）。

そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
例
え
ば
、
二
分
の
一
所
得
免
除
方
式
に
伴

う
イ
ン
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
の
許
に
お
け
る
複
雑
な
自
己
資
本
区
分
の
廃
止
と
い
う
措
置
に
現
れ
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を

以
っ
て
簡
素
な
税
制
が
構
築
さ
れ
た
、
と
い
う
学
説
の
評
価
に
は
接
し
な
い（

２
）。

し
か
し
、
企
業
税
法
に
お
い
て
は
企
業
の
経
済
的
意
思
決

定
に
租
税
法
が
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
排
除
す
る
こ
と
が
原
則
的
な
態
度
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
意
味
で
中
立
的
な
税
制
を
構
築
す
べ
き

で
あ
る
こ
と
は
勿
論
、
そ
れ
と
並
ん
で
簡
素
な
税
制
を
構
築
す
べ
き
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
複
雑
な
税
制
は
経
済
・
社
会
の
負
担
を

構
成
し
、
国
家
活
動
に
さ
え
負
の
影
響
を
与
え
得
る（

３
）。

（
１
） 　B

T-D
rucks. 14 / 2683, S.97

を
参
照
。

（
２
） 　

例
え
ば
、
本
文
中
に
挙
げ
た
法
人
・
株
主
間
課
税
方
式
の
変
更
の
他
に
も
簡
素
化
を
指
向
し
た
法
改
正
が
な
さ
れ
た
が
、
簡
素
化
が
実
現
し
た
と
は
評
さ

れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
所
得
税
法
三
五
条
に
よ
る
人
的
企
業
に
対
す
る
事
業
税
負
担
の
軽
減
措
置
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
諸
外
国
に
お
い
て
も
、
税
制
簡
素

化
の
実
現
と
い
う
評
価
は
見
ら
れ
な
い
。
参
照
、Schön, W

olfgang, Verm
eidbare und unverm

eidbare H
inedernisse der Steuervereinfachung, StuW

 

2002, 23.

（
３
） 　Schön (Fn.2) ,  StuW

 2002, 23ff.; A
ult, H

ugh  J., Steuervereinfachung im
 internationalen Vergleich, Fischer, Peter (H

rsg.) , Steuervereinfachung, 

K
öln 1999,  S.107ff., S.108ff.
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さ
て
、
わ
が
国
で
も
、
税
制
簡
素
化
は
、
租
税
法
学
の
体
系
書
に
お
い
て
も
、
既
に
多
く
が
認
識
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
、

有
力
説
に
よ
れ
ば
、
公
平
や
効
率
と
並
ん
で
簡
素
が
税
制
改
革
の
際
に
は
斟
酌
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る（

４
）。

一
九
八
〇
年
代
の

レ
ー
ガ
ン
税
制
改
革
の
影
響
が
大
き
い
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
最
早
簡
素
化
否
定
論
者
は
皆
無
で
あ
る
と
言
っ
て
よ

い（
５
）。

　

し
か
し
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
税
制
簡
素
化
が
実
現
し
た
と
い
う
評
価
は
一
向
に
与
え
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
税
制
改
革
は
幾
度

か
行
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
簡
素
化
は
今
尚
そ
の
途
上
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
簡
素
化
と

は
一
体
何
か
、
と
い
う
問
い
も
重
要
で
あ
る
が
、
簡
素
化
は
如
何
に
し
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
も
答
え
る
必
要
が

あ
ろ
う
。
簡
素
化
の
重
要
性
は
、
方
法
論
を
中
心
に
議
論
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

　

但
し
、
税
制
簡
素
化
の
手
段
が
ま
っ
た
く
議
論
さ
れ
て
な
い
わ
け
で
は
な
い（

６
）。

む
し
ろ
、
い
く
つ
か
意
欲
的
提
案
が
あ
る
。
例
え
ば
、

租
税
法
学
の
領
域
に
お
い
て
、
わ
が
国
で
は
、
例
え
ば
水
野
忠
恒
教
授
が
、
ア
メ
リ
カ
法
を
素
材
と
し
て
い
く
つ
か
紹
介
を
試
み
て
お
ら

れ
る（

７
）。

所
論
は
税
制
簡
素
化
を
「
税
法
が
複
雑
で
は
な
く
、
で
き
る
だ
け
簡
潔
か
つ
平
易
で
あ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
要
請
」
と
定
義
し
て
お
ら
れ
、
例
え
ば
、
税
率
の
簡
素
化
、
諸
控
除
の
整
理
に
よ
る
簡
素
化
と
い
っ
た
具
合
に
論
述
を
展
開
さ
れ
示
唆

に
富
む
。
ま
た
、
木
村
弘
之
亮
教
授
が
、
ド
イ
ツ
法
を
素
材
と
さ
れ
、「
簡
素
化
目
的
規
範
は
、
技
術
的
・
経
済
的
諸
理
由
か
ら
、
租
税

法
の
適
用
を
簡
易
に
し
、
ま
た
、
よ
り
実
行
可
能
に
若
し
く
は
よ
り
手
続
経
済
的
に
構
築
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
簡
素
化
目
的
規

（
４
） 　

金
子
宏
『
租
税
法　

第
二
〇
版
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）
八
五
頁
。

（
５
） 　

参
照
、
増
井
良
啓
「『
簡
素
』
は
税
制
改
革
の
目
標
か
」
国
家
学
会
雑
誌
一
〇
七
巻
五
・
六
号
一
四
一
頁
以
下
。

（
６
） 　

な
お
、
水
野
教
授
に
よ
る
議
論
お
よ
び
整
理
は
そ
れ
に
尽
き
な
い
。
詳
し
く
は
、
注
（
７
）
の
文
献
を
参
照
。

（
７
） 　

水
野
忠
恒
「
税
制
簡
素
化
の
方
向
性
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
一
五
号
九
二
頁
以
下
。



広島法学　39 巻１号（2015 年）－ 32

範
は
、
法
律
が
あ
ま
り
に
複
雑
に
な
り
す
ぎ
実
施
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
避
け
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
簡
素
化
を
指
向
す
る
規

範
を
租
税
法
の
基
本
的
規
範
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た（

８
）。

木
村
教
授
の
業
績
か
ら
、
実
定
租
税
法
に
お
い
て
既
に
簡
素
化

を
指
向
す
る
規
範
が
多
数
存
在
す
る
こ
と
が
理
論
的
に
根
拠
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
木
村
教
授
は
、
類
型
化
、
概
算
額
、
一
定
の

免
税
点
等
を
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
て
お
ら
れ
る（

９
）。

（二）　

本
稿
に
お
け
る
検
討
の
視
角

１　

税
制
に
お
け
る
簡
素
化

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
簡
素
化
は
税
制
改
革
の
際
に
斟
酌
す
べ
き
公
準
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
税
制

の
許
に
お
い
て
簡
素
が
実
現
さ
れ
た
か
否
か
、
と
い
う
問
い
に
回
答
を
与
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
多
く

の
者
が
税
制
改
革
後
の
租
税
法
を
な
お
「
複
雑
・
難
解
で
あ
る
」
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
当

該
租
税
法
が
簡
素
で
は
な
い
、
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
に
も
、
簡
素
化
と
い
う
概
念
が
定
性
的
で
あ
る
た
め
に
、
如
何
な
る
租
税
法
制

度
が
実
現
す
れ
ば
簡
素
が
実
現
さ
れ
た
か
、
と
い
う
問
い
に
一
義
的
な
回
答
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
そ
の
大
き
な
理

由
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
う
る
。

　

し
か
し
、
立
法
者
が
税
制
の
簡
素
化
を
断
念
す
る
こ
と
は
、
民
主
主
義
体
制
下
に
お
け
る
立
法
者
の
態
度
と
し
て
望
ま
し
く
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
簡
素
化
の
た
め
の
有
効
な
手
段
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
、
そ
の
た
め
の
理
論
を
検
討
し
、

（
８
） 　

木
村
弘
之
亮
『
租
税
法
総
則
』（
成
文
堂
、
一
九
九
八
年
）
七
三
頁
。

（
９
） 　

木
村
・
前
掲
注
（
８
）
七
三
頁
。
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イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
導
出
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
る
。
そ
れ
を
中
心
に
、
ド
イ
ツ
租
税
法
学
会
に
お
い
て
簡
素
化
が
議
論
の
対
象
と

な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、ド
イ
ツ
の
議
論
を
参
考
に
し
つ
つ（

10
）、本

稿
で
は
論
述
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
れ
に
よ
り
比
較
法
的
視
点
か
ら
、

何
ら
か
の
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
て
、
で
は
、
簡
素
化
の
実
現
を
企
図
す
る
前
に
、
簡
素
化
と
は
如
何
な
る
こ
と
を
指
す
の
か
を
検
討
し
、
そ
し
て
、
現
行
租
税
法
に

お
い
て
簡
素
が
実
現
さ
れ
る
べ
き
点
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
稿
の
議
論
の
範
囲
を
画
す
こ
と
と
し
た
い
。

（１）　

簡
素
化
の
意
義

　

こ
こ
で
簡
素
化
あ
る
い
は
簡
素
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る（

11
）。Tipke

教
授
は
「
簡
素
化
目
的
規
範
は
、
技
術
的
・
経

済
的
理
由
か
ら
課
税
を
容
易
に
、
そ
し
て
簡
素
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
課
税
を
一
層
実
践
的
に
ま
た
は
経
済
的
に
構
築
す
る
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
簡
素
化
目
的
規
範
は
、
類
型
化
、
概
算
化
、
一
定
の
控
除
額
、
免
税
点
を
設
け
る
こ
と
を
通
じ
て
、
と
り
わ
け
法

律
の
複
雑
性
お
よ
び
実
行
不
可
能
性
を
回
避
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ（

12
）、H

ey

教
授
もTipke

教
授
の
右
の
言
明
に
倣
っ
て
簡
素
化
を

定
義
づ
け
て
お
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る（

13
）。

加
え
て
、Weber-G

rellet

氏
は
こ
の
点
「
連
邦
レ
ベ
ル
の
み
を
と
っ
て
も
、約
二
〇
〇
〇
の
法
律
が
、

そ
し
て
約
三
〇
〇
〇
の
法
規
命
令
が
存
在
す
る
。
そ
れ
と
比
較
し
て
、
二
〇
の
税
目
お
よ
び
一
二
八
の
連
邦
レ
ベ
ル
の
租
税
法
律
は
ど
ち

ら
か
と
言
え
ば
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
税
収
獲
得
の
面
に
着
目
す
る
と
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
課
税
要
件
は
市
民
に
と
っ
て
理
解
可
能
な

（
10
） 　

本
稿
の
注
（
３
）
のFischer

教
授
の
編
集
に
よ
る
ド
イ
ツ
租
税
法
学
会
誌
が
そ
の
成
果
で
あ
る
。

（
11
） 　

こ
の
点
に
つ
い
て
の
、
わ
が
国
に
お
け
る
近
時
の
優
れ
た
業
績
と
し
て
、
参
照
、
首
藤
重
幸
「
租
税
に
お
け
る
簡
素
の
法
理
」
日
税
研
論
集
五
四
号
八
七

頁
以
下
。

（
12
） 　Tipke, K

laus, Steuerrechtsordnung I 2.A
ufl., K

öln 2000, S.80.

（
13
） 　H

ey, Johanna, in:Tipke, K
laus / Joachim

 Lang (H
rsg.) , Steuerrecht 21.A

ufl., K
öln 2013, 

§3 R
z.145ff.
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制
定
法
の
規
律
に
帰
せ
ら
れ
る
。
一
般
的
に
述
べ
る
と
、簡
素
化
は
、非
個
別
化
（
類
型
化
）、差
別
扱
い
の
限
定
（
法
律
要
件
の
妥
当
性
）、

所
得
概
念
の
包
括
性
を
相
対
化
す
る
こ
と
お
よ
び
厳
格
な
執
行
を
要
求
す
る
（
そ
う
し
た
税
制
の
構
築
で
あ
る
・
筆
者
註
）。」
と
述
べ
て

お
ら
れ
る（

14
）。

　

な
お
、
財
政
学
者
の
有
力
説
は
、
簡
素
化
（
＝
簡
素
な
税
制
）
を
「
課
税
を
行
う
際
の
行
政
コ
ス
ト
、
す
な
わ
ち
税
務
行
政
コ
ス
ト
が

小
さ
く
、
ま
た
納
税
義
務
者
に
と
っ
て
の
手
間
、
す
な
わ
ち
納
税
に
伴
う
コ
ス
ト
（
納
税
協
力
費
用
）
が
少
な
く
て
す
む
税
制
（
の
構
築
・

筆
者
注
）」
と
定
義
し
て
お
ら
れ
る（

15
）。

加
え
て
同
じ
く
宮
島
教
授
は
「
あ
る
税
制
が
納
税
義
務
者
に
よ
っ
て
わ
か
り
や
す
く
、
納
税
に
要

す
る
コ
ス
ト
お
よ
び
徴
税
に
要
す
る
コ
ス
ト
が
小
さ
い
こ
と
」
と
定
義
し
て
お
ら
れ
る（

16
）。

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
税
務
執
行
に
係
る
コ
ス
ト
に
着
目
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
議
論
も
見
ら
れ
る
。
納
税
義
務
者
に
と
っ
て
は
租
税

法
上
の
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、
他
方
で
、
税
負
担
回
避
行
動
を
採
る
誘
因
も
ま
た
存
在
す
る
。
課
税
要
件
明
確
主
義

に
よ
れ
ば
、
納
税
義
務
者
は
法
令
か
ら
自
ら
の
税
負
担
を
予
測
可
能
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
現
実
に
か
よ
う
な
要
請
は
充
足
さ
れ
な
い
こ
と

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
租
税
制
度
の
複
雑
性
が
生
じ
て
い
る
状
況
と
言
え
よ
う
。
そ
の
際
、
納
税
義
務
者
は
如
何
な
る
行
動
を
採
る
の
か
、

具
体
的
に
言
え
ば
、
納
税
義
務
を
は
じ
め
と
す
る
諸
義
務
を
履
行
す
る
べ
く
、
法
令
の
解
読
に
努
め
る
の
か
、
ま
た
は
そ
れ
と
は
異
な
る

行
動
を
採
る
の
か
。
こ
こ
で
は
便
宜
上B

izer

氏
の
議
論（

17
）を

素
材
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
14
） 　W

eber-G
rellet, H

einrich, Steuern im
 m

odernen Verfassungsstaat:Funktionen, Prinzipien und Strukturen des Steuerstaates und Steuerrechts, K
öln 

2001, S.118f.

（
15
） 　

貝
塚
啓
明
『
財
政
学
〔
第
三
版
〕』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）
二
一
七
頁
。

（
16
） 　

宮
島
洋
『
租
税
論
の
展
開
と
日
本
の
税
制
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
六
年
）
二
一
三
頁
。

（
17
） 　B

izer, K
ilian, Steuervereinfachung und Steuerhinterziehung : Eine experim

entelle A
nalyse zur B

egründung von Steuereinfachheit, B
erlin 2008. 

税

負
担
回
避
行
動
と
税
制
簡
素
化
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
詳
細
な
検
討
は
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
。
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そ
う
し
た
租
税
制
度
の
複
雑
性
が
も
た
ら
す
も
の
に
つ
い
て
所
論
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。B

izer

氏
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
税
額
計
算

の
複
雑
性
を
例
と
す
れ
ば
、納
税
義
務
者
は
、場
合
に
よ
っ
て
は
、税
負
担
回
避
行
動
を
採
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る（

18
）。

こ
の
点
、

納
税
義
務
者
が
税
負
担
回
避
行
動
を
採
る
か
否
か
の
具
体
的
基
準
と
し
て
は
、
税
負
担
回
避
行
動
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
（
税
負
担
回
避

額
）
と
制
裁
に
よ
る
損
失
（
刑
事
制
裁
）
を
比
較
し
て
、
前
者
が
後
者
を
上
回
れ
ば
、
そ
れ
を
行
う
と
い
う
も
の
が
あ
ろ
う（

19
）。

こ
の
立
場

は
経
済
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
合
理
的
経
済
人
を
仮
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る（

20
）。

こ
の
よ
う
に
合
理
的
経
済
人
（hom

o econom
icus

）
の

仮
定
を
前
提
と
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
納
税
義
務
者
は
原
則
的
に
自
利
的
に
行
動
す
る
。
し
か
し
、
利
益

の
極
大
化
の
み
を
納
税
義
務
者
の
行
動
に
係
る
原
則
的
選
択
肢
と
設
定
し
つ
つ
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
租
税
政
策
論
に
お
い

て
妥
当
な
こ
と
と
は
解
さ
れ
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
人
間
の
行
動
に
は
不
合
理
な
点
が
付
着
す
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
人
間
が
行
動

す
る
際
に
は
、
認
識
の
限
界
の
も
と
で
の
行
動
が
な
さ
れ
る
。
こ
れ
は
意
思
決
定
を
行
う
際
に
完
全
情
報
を
獲
得
す
る
こ
と
の
実
際
上
の

困
難
さ
に
見
い
だ
さ
れ
う
る（

21
）。

こ
れ
に
よ
り
意
思
決
定
は
不
完
全
な
情
報
に
基
づ
き
行
わ
れ
、
そ
れ
に
相
応
す
る
よ
う
に
効
率
性
は
失
わ

れ
る
。
そ
れ
に
関
連
し
て
、Endow

m
ent

効
果
は
、
利
益
と
損
失
と
が
絶
対
数
で
は
同
一
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
損
失
の
ほ
う
が
大
き
く

感
じ
る
心
理
を
指
す（

22
）。

こ
の
効
果
に
つ
い
て
引
用
さ
れ
る
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
も
人
間
の
認
識
能
力
の
限
界
を
示
唆
す
る
一
例
と
し

て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
人
間
の
行
動
の
基
準
は
そ
う
し
た
画
一
的
な
も
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
心
理
的
な
衝
動

（
18
） 　

詳
細
は
、B

izer, Steuervereinfachung und Steuerhinterziehung (Fn.17) , S.61ff.

（
19
） 　B

izer, Steuervereinfachung und Steuerhinterziehung (Fn.17) , S.24ff.

（
20
） 　B

izer, Steuervereinfachung und Steuerhinterziehung (Fn.17) , S.38ff.

（
21
） 　B

izer, Steuervereinfachung und Steuerhinterziehung (Fn.17) , S.44f.

（
22
） 　B

izer, Steuervereinfachung und Steuerhinterziehung (Fn.17) , S.49.
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に
規
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う（

23
）。

納
税
義
務
者
の
行
動
に
影
響
を
与
え
る
の
は
、
前
叙
の
自
利
的
な
主
観
の
み
で
は
な
く
、
社
会
的
な
諸

規
範
で
も
あ
り
う
る
。
そ
う
し
た
納
税
義
務
者
に
と
っ
て
の
行
動
の
基
準
は
納
税
義
務
者
の
環
境
と
で
も
言
う
べ
き
、
様
々
な
外
的
要
素

に
よ
っ
て
も
形
成
・
発
展
さ
れ
て
い
く（

24
）。

こ
の
点
、
以
上
を
踏
ま
え
た
上
でB

izer

氏
に
よ
れ
ば
、
制
度
の
経
済
学
を
参
照
す
る
と
、
い

わ
ゆ
る
旧
派
に
お
い
て
は
、
制
度
（
法
律
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
的
規
範
を
含
め
て
よ
か
ろ
う
）
は
、
人
間
の
行
動
を
規
律
す
る
主
観
的

心
理
に
影
響
を
与
え
、
そ
の
内
容
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
そ
れ
は
人
間
の
行
動
習
慣
（habits

）
も
変
化
さ
せ
る（

25
）。

租

税
法
を
例
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
並
ん
で
、
法
律
と
い
う
制
度
の
名
宛
人
で
あ
る
納
税
義
務
者
の
行
動
も
制
度
に
対
し
て
影
響
を
与
え
る
の

で
あ
ろ
う（

26
）。

こ
の
事
象
は
、
租
税
立
法
者
の
営
為
を
通
じ
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
文
脈
で
言
え
ば
、
複
雑
性
を
有
す
る
租
税
制

度
が
簡
素
化
を
指
向
し
つ
つ
改
正
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
敷
衍
す
れ
ば
、こ
こ
で
観
念
さ
れ
る
人
間
は
制
度
に
影
響
を
受
け
、そ
の
行
動
習
慣
・

意
思
決
定
の
あ
り
よ
う
を
変
化
さ
せ
る
そ
う
し
た
人
間
で
あ
ろ
う
（B

izer

氏
が
言
う
と
こ
ろ
のhom

o econom
icus institutionalis

）。
他

方
、
新
派
は
制
度
を
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
（Spielregeln

）
と
し
て
観
念
す
る
の
み
で
あ
る（

27
）。

人
間
の
行
動
が
外
的
な
影
響
を
受
け
つ
つ
変

化
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
人
間
の
行
動
は
前
叙
の
ご
と
く
利
益
と
損
失
と
の
比
較
と
い
う
意
味
で
の
損
得
に
の
み
支
配
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
関
連
し
て
、B

izer

氏
はFram

ing
効
果
に
触
れ
る
。
こ
れ
は
、
人
間
の
意
思
決
定
は
い
く
つ
か
の
制
約
下
で
行
わ

れ
、ま
っ
た
く
の
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
で
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
、例
え
ば
、そ
こ
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
、

税
負
担
軽
減
措
置
が
新
規
立
法
で
導
入
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
が
自
ら
に
必
ず
し
も
税
負
担
軽
減
効
果
を
も
た
ら
さ
な
い
と
し
て
も
自
ら
に

（
23
） 　B

izer, Steuervereinfachung und Steuerhinterziehung (Fn.17) , S.52.

（
24
） 　B

izer, Steuervereinfachung und Steuerhinterziehung (Fn.17) , S.54ff.

（
25
） 　B

izer, Steuervereinfachung und Steuerhinterziehung (Fn.17) , S.55ff.

（
26
） 　B

izer, Steuervereinfachung und Steuerhinterziehung (Fn.17) , S.59.

（
27
） 　B

izer, Steuervereinfachung und Steuerhinterziehung (Fn.17) , S.57.
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租
税
法
上
の
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
と
感
知
す
る
心
理
も
あ
る
と
さ
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
れ
も
意
思
決
定
に
際
し
て
自
ら
に
係
る
損

得
の
比
較
の
み
を
以
て
そ
れ
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
人
間
の
行
動
は
時
と
し
て
不
合
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
行
き
着
こ
う
。

　

租
税
制
度
の
複
雑
性
が
上
昇
す
る
こ
と
に
よ
り
、
具
体
的
に
、
納
税
義
務
者
に
対
し
て
如
何
な
る
影
響
が
生
じ
う
る
の
か
。
特
に
問
題

と
な
る
の
は
、
租
税
制
度
が
納
税
義
務
者
の
行
動
に
与
え
る
影
響
で
あ
る
。
一
つ
は
、
租
税
法
の
執
行
に
際
し
て
、
課
税
庁
の
も
と
の
み

で
は
な
く
、
納
税
義
務
者
に
対
し
て
様
々
な
コ
ス
ト
が
生
じ
る
こ
と
と
並
ん
で
、
以
下
の
も
の
が
議
論
さ
れ
て
い
る（

28
）。

考
え
ら
れ
う
る
も

の
の
一
部
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、Bizer

氏
の
整
理
に
よ
れ
ば
、嫉
妬（N

eid

）、羞
恥
心（Scham

）、攻
撃
的
態
度
・
反
応（A

ggression 

und R
eaktanz

）、
抑
圧
的
心
理
が
そ
れ
で
あ
る
。
嫉
妬
に
つ
い
て
は
、
複
雑
な
租
税
制
度
に
よ
り
節
税
行
動
を
採
る
こ
と
が
可
能
な
納
税

義
務
者
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
羞
恥
心
は
、
税
負
担
回
避
行
動
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
に
刑
事
制
裁
が
科
さ
れ
る
こ
と

に
よ
る
名
声
の
問
題
を
も
た
ら
す
と
い
う
。
攻
撃
的
態
度
・
反
応
は
、
複
雑
性
の
増
加
に
よ
り
そ
れ
に
相
応
し
て
納
税
義
務
者
の
自
由
に

対
す
る
制
約
が
生
じ
、
そ
の
程
度
に
応
じ
て
税
負
担
回
避
行
動
が
行
わ
れ
う
る
と
い
う
。
抑
圧
的
心
理
は
、
租
税
法
上
の
義
務
履
行
が
複

雑
性
の
増
加
に
よ
り
困
難
に
な
り
、
そ
の
結
果
心
理
的
負
担
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
い
わ
ゆ
るfiscal dog

）。

　

以
上
のB

izer

氏
の
整
理
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
複
雑
性
の
増
加
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
納
税
義
務
者
に
対
す
る
影
響
は
、
お
そ

ら
く
現
実
的
な
も
の
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
確
か
に
い
ず
れ
の
影
響
が
生
じ
る
か
は
明
確
で
は
な
い
。
嫉
妬
は
納
税
義

務
者
間
の
相
互
牽
制
効
果
に
よ
る
、
羞
恥
心
は
税
負
担
回
避
行
動
の
発
覚
に
よ
る
税
負
担
回
避
行
動
の
抑
止
を
も
た
ら
し
う
る
。
ま
た
逆

に
嫉
妬
は
自
ら
を
も
税
負
担
回
避
行
動
に
行
き
着
か
せ
う
る
。
攻
撃
的
態
度
・
反
応
、
抑
圧
的
心
理
は
い
ず
れ
も
税
負
担
回
避
行
動
を
も

た
ら
し
う
る
。
こ
こ
で
は
、
必
ず
し
も
損
得
と
い
う
基
準
が
納
税
義
務
者
の
行
動
を
規
定
し
て
は
い
な
い
。

（
28
） 　B

izer, Steuervereinfachung und Steuerhinterziehung (Fn.17) , S.83ff.
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こ
の
よ
う
に
、
租
税
制
度
の
複
雑
性
が
も
た
ら
し
う
る
影
響
は
様
々
で
あ
り
う
る
。
で
は
、
こ
れ
が
も
た
ら
す
租
税
政
策
上
の
示
唆
は

何
か
。
現
段
階
で
考
え
う
る
も
の
と
し
て
、
税
負
担
回
避
行
動
の
抑
止
を
企
図
す
る
政
策
選
択
肢
の
多
様
性
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

仮
に
、
合
理
的
経
済
人
の
仮
定
に
基
づ
き
、
税
負
担
回
避
行
動
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
と
制
裁
を
科
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
不
利
益
と
を
比

較
し
、
前
者
が
後
者
を
上
回
れ
ば
納
税
義
務
者
が
税
負
担
回
避
行
動
を
採
る
と
考
え
れ
ば
、
端
的
に
は
制
裁
の
大
幅
な
引
上
げ
が
妥
当
な

政
策
で
あ
る
。
し
か
し
、
合
理
的
経
済
人
の
仮
定
が
必
ず
し
も
妥
当
し
な
い
場
合
に
は
、
制
裁
の
大
幅
な
引
上
げ
も
一
つ
の
選
択
肢
で
は

あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
他
に
も
考
案
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
納
税
義
務
者
に
よ
る
他
の
納
税
義
務
者
の
税
負
担
回
避
行
動
の
通
報
制

度
が
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
事
前
照
会
制
度
の
充
実
を
は
じ
め
と
し
て
、
納
税
義
務
者
の
租
税
法
上
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
コ
ス
ト
を
引

下
げ
る
方
法
も
考
案
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
尤
も
、
合
理
的
経
済
人
の
仮
定
が
、
前
叙
の
如
く
、
租
税
法
上
の
簡
素
化
を
あ
る
程
度
放

棄
ま
た
は
犠
牲
に
し
た
上
で
の
制
裁
の
引
上
げ
と
い
う
組
み
合
わ
せ
の
み
を
租
税
政
策
の
あ
り
方
と
し
て
示
唆
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
も

考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
重
要
で
あ
る
こ
と
は
で
き
る
か
ぎ
り
簡
素
な
税
制
を
構
築
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
た
、
簡
素
な

税
制
の
構
築
が
必
要
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
導
か
れ
う
る
ひ
と
つ
の
帰
結
で
あ
る
。
こ
の
点
、Bizer

氏
は
、Hysterese

効
果
に
も
言
及
す
る
。

こ
れ
は
、B

izer

氏
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
税
制
改
正
を
通
じ
て
、
租
税
制
度
の
複
雑
性
が
増
加
し
た
場
合
に
は
、
そ
れ
に
よ
り
納
税
義
務

者
に
係
る
租
税
法
上
の
誠
実
さ
が
失
わ
れ
、
そ
れ
を
認
識
し
た
租
税
立
法
者
が
か
か
る
複
雑
性
を
除
去
す
る
税
制
改
正
を
再
度
実
施
し
て

も
、
一
度
低
下
し
た
誠
実
さ
は
回
復
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

29
）。

　

こ
こ
で
簡
素
な
税
制
の
構
築
が
改
め
て
論
証
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
、
そ
う
し
た
経
済
学
の
知
見
に
基
づ
き
、

現
在
の
租
税
法
に
お
け
る
議
論
が
簡
素
化
の
要
請
に
応
え
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
一
つ
の
論
点
で
あ
り
う
る
。
そ
れ
を
ド
イ
ツ
の
議
論

を
参
考
に
、
そ
の
成
否
は
さ
て
置
き
、
本
稿
で
も
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
29
） 　B

izer, Steuervereinfachung und Steuerhinterziehung (Fn.17) , S.67f.
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（２）　

簡
素
化
の
実
現
さ
れ
る
べ
き
諸
事
項
―
従
来
の
議
論
の
整
理
―

　

わ
が
国
で
は
、
簡
素
化
の
実
現
さ
れ
る
べ
き
事
項
と
し
て
、
多
く
の
者
が
税
率
を
挙
げ
る
で
あ
ろ
う
（
そ
し
て
、
そ
れ
に
加
え
て
租
税

特
別
措
置
の
廃
止
と
課
税
標
準
の
拡
大
）（

30
）。

特
に
、
所
得
税
率
の
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
の
数
に
そ
の
批
判
が
集
中
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ブ

ラ
ケ
ッ
ト
の
数
が
多
け
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
税
額
の
計
算
に
手
間
が
か
か
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
わ
が
国
で
も
ブ
ラ

ケ
ッ
ト
の
縮
小
が
進
み
、
こ
の
点
の
簡
素
化
は
相
当
程
度
実
現
し
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
勿
論
、
確
か
に
、
簡
素
化

の
極
端
に
進
め
る
と
、
単
一
税
率
が
好
ま
し
い
と
も
言
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
わ
が
国
を
例
に
と
る
と
、
そ
こ
に
所
得
再
分
配
と
い
う
公

平
の
理
念
に
基
く
極
め
て
重
要
な
政
策
的
公
準
が
認
め
ら
れ
（
社
会
国
家
原
則
の
実
現
）（

31
）、

そ
れ
に
基
け
ば
、
単
一
税
率
は
お
そ
ら
く
政

策
的
現
実
性
を
有
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
あ
る
程
度
の
累
進
性
を
伴
う
所
得
税
率
が
採
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
、

右
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
単
純
に
見
る
と
、
累
進
税
率
の
採
用
に
よ
っ
て
単
一
税
率
比
べ
て
簡
素
は
後
退
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

そ
の
他
に
も
、
諸
々
の
控
除
項
目
の
整
理
も
簡
素
化
の
た
め
に
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
あ
ま
り
に
控
除
項
目
が
多
く
あ
る
と
、
自
ら
に
適

用
さ
れ
る
控
除
項
目
が
ど
れ
で
あ
る
の
か
を
認
識
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
ろ
う
し
、
そ
し
て
控
除
項
目
を
斟
酌
し
つ
つ
計
算
す
る
こ
と
に

手
間
が
か
か
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
控
除
項
目
の
中
に
は
特
別
措
置
に
よ
る
も
の
の
他
、
基
礎
控
除
を
は
じ
め
と
し
て
、
平
等
原
則
や

生
存
権
に
基
く
法
的
に
要
請
さ
れ
る
控
除
も
あ
る
。
そ
の
点
、
諸
々
の
控
除
を
一
つ
の
控
除
に
纏
め
る
と
し
て
も
、
確
か
に
、
簡
素
化
は

実
現
で
き
る
が
、
し
か
し
、
右
の
よ
う
な
控
除
額
を
過
度
に
概
算
化
し
た
帰
結
と
し
て
、
個
々
人
の
生
活
事
情
に
応
じ
た
税
負
担
を
創
出

（
30
） 　

例
え
ば
、
参
照
、A

ult, H
ugh  J., Steuervereinfachung im

 internationalen Vergleich, Fischer (H
rsg.) , Steuervereinfachung (Fn.3) , S.107ff., 

108ff.;Isensee, Josef, Vom
 B

eruf unserer Zeit für Steuervereinfachung, StuW
 1994, 3ff., 5;K

lein, Franz, Steuerreform
 und Steuervereinfachung 

-vordringliche A
ufgabe in den nächsten Legislaturperiode, ZG

 1987, 245ff. insbesonere 246.

（
31
） 　

金
子
・
前
掲
注
（
４
）
八
四
頁
。
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す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
た
控
除
が
適
用
で
き
な
い
結
果
、個
々
人
の
主
観
的
事
情
を
無
視
し
た
税
負
担
を
創
出
す
る
お
そ
れ
が
生
ず
る
（
い

わ
ゆ
る
〝
租
税
の
簡
素
化
と
個
別
事
例
の
正
義
と
の
あ
い
だ
の
緊
張
関
係
〞（

32
））。

こ
れ
は
、
所
得
税
法
の
体
系
を
担
う
諸
原
則
に
着
目
し

た
場
合
、
税
制
と
し
て
は
望
ま
し
く
な
い
。
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
控
除
項
目
を
個
別
に
規
律
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、

簡
素
と
い
う
視
点
は
後
退
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

そ
の
反
対
に
、
租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
公
平
を
実
現
す
る
た
め
に
も
廃
止
を
積
極
的
に
勧
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
租
税
特

別
措
置
が
規
律
さ
れ
て
い
る
結
果
、
税
制
が
か
な
り
複
雑
化
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
か
ら
、
原
則
廃
止
が
望
ま
し
い
。
よ
っ
て
、

個
々
の
特
別
措
置
の
効
果
を
検
証
し
、
そ
の
効
果
が
十
分
で
な
い
と
判
断
さ
れ
る
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
廃
止
を
積
極
的
に
行
う
と

い
う
態
度
が
立
法
者
に
は
求
め
ら
れ
る（

33
）。

２　

税
制
簡
素
化
の
実
現
手
法
と
し
て
の
立
法
―
立
法
学
の
視
点
―

　

本
稿
に
お
い
て
は
、
直
前
に
お
い
て
、
税
制
簡
素
化
の
意
義
を
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
本
稿
に
お
い
て
、
そ
れ
と
並
ん
で
、
法
令
文

の
構
築
が
簡
素
化
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
得
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
れ
は
、
立
法
学
の
中
で
も
、
立
法
技
術
論
に
属
す
る
事

柄
で
あ
る（

34
）。

（
32
） 　

木
村
・
前
掲
注
（
８
）
九
八
頁
。

（
33
） 　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
の
箇
所
で
詳
し
く
論
ず
る
予
定
で
あ
る
。
な
お
、
参
照
、
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
。

（
34
） 　

立
法
技
術
論
に
つ
い
て
、Lücke, Jörg, D

ie A
llgem

eine G
esetzgebungsordnung:Zu den verfassungsim

m
anenten G

rundpflichten des G
esetzgebers 

und der verfassungsrechtlichen N
otw

endigkeit ihrer gesetzlichen K
onkretisierung und A

usgestaltung, ZG
 2001, 1ff.

を
参
照
。
ま
た
、立
法
技
術
論（
あ

る
い
は
法
制
執
務
）
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、近
時
の
年
金
間
連
法
案
に
係
る
議
決
後
に
明
ら
か
と
な
っ
た
過
誤
の
訂
正
問
題
を
直
視
す
れ
ば
否
定
で
き
な
い
。

例
え
ば
、
参
照
、
浅
野
善
治
「
立
法
の
過
誤
―
そ
の
背
後
に
あ
る
も
の
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
七
五
号
二
頁
以
下
、
五
頁
。
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そ
も
そ
も
、
先
に
挙
げ
た
税
制
簡
素
化
の
定
義
に
お
い
て
は
、
重
要
な
要
素
と
し
て
、
納
税
義
務
者
お
よ
び
課
税
庁
が
租
税
法
の
執
行

に
つ
い
て
コ
ス
ト
を
伴
う
こ
と
な
く
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
複
雑
な
租
税
法
律
は
自
ら

に
適
用
さ
れ
る
控
除
項
目
、税
率
、特
別
措
置
等
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
大
き
な
コ
ス
ト
を
要
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
法
令
文
そ
の
も
の
も
相
当
程
度
に
租
税
法
律
の
複
雑
性
に
影
響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い（

35
）。

す

な
わ
ち
、
例
え
ば
、
不
確
定
概
念
が
用
い
ら
れ
た
場
合
、
自
ら
が
費
用
と
し
て
支
出
し
た
金
額
は
租
税
法
が
想
定
す
る
「
合
理
的
な
」
額

の
費
用
で
あ
る
の
か
否
か
、
は
一
義
的
に
明
ら
か
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
自
ら
の
稼
得
し
た
利
得
が
一
体
如
何
な
る
各
種
所
得

類
型
に
当
て
は
ま
る
の
か
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
法
令
文
の
規
律
の
な
さ
れ
方
に
依
っ
て
い
る
部
分
が
大
き
い
で
あ

ろ
う（

36
）。K

irchhof

教
授
は
〝
法
律
の
理
解
可
能
性
〞
と
い
う
柱
書
の
許
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る（

37
）。

租
税
法
律
に
お
い
て
は
、
納

税
義
務
者
、
課
税
の
正
当
化
根
拠
、
税
額
、
徴
収
方
法
が
規
律
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
納
税
義
務
者
は
恒
久
的
に
有
効
で
あ
る

法
律
を
ベ
ー
ス
と
し
て
長
期
的
な
計
画
を
立
て
ね
ば
な
ら
な
い
。
法
治
国
家
、
民
主
主
義
、
基
本
権
お
よ
び
適
正
な
税
負
担
の
創
出
と
い

う
作
業
は
、
法
律
上
に
お
い
て
、
税
負
担
の
根
拠
が
予
見
可
能
で
、
か
つ
理
解
可
能
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
加
え
て
、
あ
る
納
税
義

務
者
に
旨
の
指
摘
も
あ
る
納
税
申
告
が
義
務
付
け
ら
れ
る
場
合
に
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
租
税
法
が
簡
素
で
、
か
つ
理
解
可
能
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
なK

irchhof

教
授
の
言
明
は
、
ま
さ
し
く
課
税
要
件
明
確
主
義（

38
）が

妥
当
す
る
租
税
法
の
領
域
に
お
い

（
35
） 　

参
照
、Schön, W

olfgang, Verm
eidbare und unverm

eidbare H
inedernisse der Steuervereinfachung, StuW

 2002, 23ff., 25. 

わ
が
国
で
は
、
水
野
教
授

も
、
税
制
簡
素
化
の
多
義
性
を
強
調
さ
れ
つ
つ
、
筆
者
が
本
文
中
で
指
摘
し
た
法
令
文
の
構
築
の
あ
り
よ
う
も
税
制
簡
素
化
に
お
い
て
議
論
さ
れ
る
べ
き
問

題
の
一
つ
で
あ
る
と
整
理
し
て
お
ら
れ
る
。
水
野
教
授
の
整
理
は
本
稿
の
視
角
か
ら
は
至
極
正
当
と
評
し
得
る
。
参
照
、
水
野
・
前
掲
注
（
７
）
九
三
頁
。

さ
ら
に
、
碓
井
光
明
「
相
続
税
法
二
〇
条
一
項　

法
人
税
法
二
二
条
一
項
・
二
項
」
法
学
教
室
一
四
五
号
六
八
頁
以
下
。

（
36
） 　

同
旨
、
山
田
晟
『
立
法
学
序
説
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
）
一
一
三
頁
。

（
37
） 　K

irchhof, Paul, D
er Einfluß des Verfassungsrechts auf die Entw

icklung des Steuerrechts, Stbg 1995, 68f.
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て
は
右
の
言
明
は
特
に
妥
当
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う（

39
）。

　

Lang

教
授
は
、
課
税
の
実
行
可
能
性
（Praktikabilität

ま
た
はD

urchführbarkeit

）
に
関
連
付
け
て
、
租
税
法
に
お
け
る
法
令
文
お

よ
び
そ
れ
に
用
い
る
言
葉
の
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ（

40
）る

　（
41
）。

曰
く
「
実
行
可
能
性
は
、
ま
ず
、
法
治
国
家
原
則
か
ら
導

出
さ
れ
る
明
確
性
を
前
提
と
す
る
。
不
明
確
で
、
理
解
で
き
な
い
租
税
法
律
は
租
税
実
務
を
混
乱
さ
せ
、
多
く
の
問
題
を
も
た
ら
し
、
経

済
的
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
を
錯
乱
さ
せ
、
行
政
府
お
よ
び
裁
判
所
の
予
見
可
能
性
を
困
難
に
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
古
典
的
な
（
法
治
国

家
原
則
を
ベ
ー
ス
と
す
る
）
明
確
性
の
原
則
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
、
透
明
性
と
い
う
現
代
的
な
要
請
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
既

に
租
税
法
律
の
立
法
の
時
点
で
提
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
立
法
者
は
自
分
自
身
が
課
税
に
つ
い
て
行
っ
た
意
思
決
定

を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
租
税
法
律
は
、
本
質
的
な
問
題
が
隠
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
形
で
、
し
ば
し
ば
テ
ク
ノ
ク

ラ
ー
ト
的
な
回
り
く
ど
い
表
現
で
以
っ
て
規
律
さ
れ
、
そ
れ
故
、
立
法
者
も
租
税
法
律
の
内
容
お
よ
び
効
果
に
つ
い
て
正
確
に
認
識
で
き

な
い
よ
う
な
状
況
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
市
民
は
如
何
に
し
て
自
己
に
課
さ
れ
る
税
負
担
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
？
」
と（

42
）。

そ
し
て
、
租
税
法
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
法
令
用
語
は
性
質
上
難
解
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、

（
38
） 　

租
税
法
律
の
明
確
性
の
要
請
を
租
税
法
に
お
け
る
法
治
国
家
原
則
の
観
点
か
ら
論
ず
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、Seer, R

om
an, Steuergerechtigkeit durch 

Steuervereinfachung:Sym
posion der D

uetschen Steuerjuristischen G
esellschaft e.V. vom

 18. Februar 1995, B
undesfinanzakadem

ie B
rühl, StuW

 

1995, 184ff., 186f.

（
39
） 　

同
旨
、
参
照
、Isensee (Fn.30) , StuW

 1994, 7.

（
40
） 　Lang, Joachim

, Entw
urf eines Steuergesetzbunchs, B

onn 1993, R
z.385ff.

（
41
） 　M

onika, Jachm
ann, G

rundthesen zu einer V
erbesserung der A

kzeptanz der B
esteuerung, insbesondere durch V

ereinfachung des 

Einkom
m

ensteuerrechts, StuW
 1998, 103ff.

（
42
） 　Lang, Steuergesetzbuchs (Fn.40) , R

z.386f.
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そ
れ
が
明
確
性
の
原
則
を
一
層
よ
く
実
現
す
る
こ
と
も
あ
る
と
さ
れ
る
（
勿
論
、
所
論
に
よ
る
と
、
で
き
る
だ
け
日
常
用
語
（bürgernahe 

Sprache

）
に
近
い
言
葉
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
）（

43
）。Lang

教
授
の
言
明
か
ら
、
租
税
法
に
お
け
る
法
令
用
語
お
よ
び
法
令
文
の

構
築
が
簡
素
化
に
と
っ
て
特
に
重
要
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
な
お
、
先
に
挙
げ
た
定
義
か
ら
も
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
実
行

可
能
性
は
租
税
法
の
簡
素
化
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
目
的
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、Lang

教
授
の
問
題
提
起
は
租
税
法
の
簡
素
化
と
立

法
技
術
と
の
関
係
を
正
確
か
つ
正
当
に
指
摘
し
た
も
の
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る（

44
）。

　

さ
ら
に
、
こ
の
点
、
阿
部
泰
隆
教
授
も
「
法
を
適
用
さ
れ
る
国
民
の
立
場
な
り
明
る
い
開
か
れ
た
社
会
な
り
を
想
定
す
れ
ば
、
法
は
一

般
人
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
で
き
る
だ
け
明
確
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
公
務
員
に
と
っ
て
も
隣
の
法
律
は
わ
か
ら
な
い
と
い
っ
た
こ
と

が
多
く
、
法
が
明
確
で
あ
る
方
が
運
用
が
容
易
と
な
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る（

45
）。

そ
し
て
、
そ
の
改
善
点
と
し
て
、
法

律
の
分
か
り
に
く
さ
、
言
葉
の
定
義
、
附
則
・
読
み
替
え
規
定
な
ど
、
か
っ
こ
、
数
式
、
用
い
ら
れ
る
日
本
語
（
法
令
用
語
・
筆
者
注
）

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る（

46
）。

　

し
た
が
っ
て
、
法
令
文
そ
の
も
の
に
付
着
す
る
難
点
に
着
目
さ
れ
る
阿
部
教
授
の
問
題
提
起
に
よ
っ
て
も
、
簡
素
化
と
立
法
学
と
を
関

連
さ
せ
つ
つ
論
ず
る
意
義
は
認
め
ら
れ
る
と
考
え
る
。
先
行
業
績
に
依
り
つ
つ（

47
）、

法
令
文
と
税
制
簡
素
化
と
の
関
係
を
ま
と
め
る
と
、
凡

そ
①
法
令
文
に
難
解
な
言
葉
を
用
い
る
場
合
、
②
法
令
文
に
不
確
定
概
念
・
一
般
条
項
が
用
い
ら
れ
る
場
合
、
③
法
令
文
が
不
必
要
に
長

（
43
） 　Lang, Steuergesetzbuchs (Fn.40) , R

z.388.

（
44
） 　Lang

教
授
は
、
租
税
法
律
は
で
き
る
だ
け
、
簡
素
に
構
築
さ
れ
、
徴
税
が
低
コ
ス
ト
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
参
照
、Lang, 

Steuergesetzbuchs (Fn.40) , R
z.389.

（
45
） 　

阿
部
泰
隆
『
行
政
の
法
シ
ス
テ
ム
（
下
）〔
新
版
〕』（
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
）
七
五
三
頁
以
下
。

（
46
） 　

阿
部
・
前
掲
注
（
45
）
を
参
照
。

（
47
） 　

立
法
技
術
論
に
関
す
る
近
時
の
優
れ
た
業
績
と
し
て
、
松
尾
浩
也
／
塩
野
宏
編
『
立
法
の
平
易
化
』（
信
山
社
、
一
九
九
七
年
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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く
構
築
さ
れ
て
い
る
場
合
、の
三
類
型
が
問
題
と
な
ろ
う
。
①
に
つ
い
て
は
平
易
な
言
葉
を
考
案
し
、用
い
る
こ
と
で
解
決
さ
れ
る
が
（
言

葉
の
選
択
の
問
題
）、
②
お
よ
び
③
は
立
法
技
術
論
に
特
有
の
問
題
で
あ
っ
て
、
本
稿
で
理
論
的
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る（

48
）。

　

な
お
、
加
え
て
、
租
税
法
全
般
に
つ
い
て
妥
当
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
法
改
正
の
頻
度
は
か
な
り
高
く
、
そ
れ
と
と
も
に
、
納
税
義
務

者
が
法
状
況
を
適
時
に
認
識
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
に
な
っ
て
い
る（

49
）。

し
か
も
、
租
税
法
は
私
人
の
経
済
取
引
に
与
え
る
影
響
が
大
き

い
た
め
、
右
に
指
摘
し
た
立
法
実
務
の
弊
害
を
除
去
す
る
手
段
も
求
め
ら
れ
る
。

　

加
え
て
、
一
般
論
と
し
て
、
行
政
法
領
域
に
お
い
て
は
法
律
の
過
多
現
象
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

50
）。

す
な
わ
ち
、
法
律
（
お
よ
び
本
来
は

法
規
命
令
、
行
政
規
則
、
通
達
等
の
法
の
解
釈
・
適
用
に
あ
た
っ
て
斟
酌
す
べ
き
要
素
の
総
体
）
の
数
が
多
す
ぎ
て
解
釈
・
適
用
に
困
難

が
生
ず
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

51
）。

一
（二）
１
で
指
摘
し
た
租
税
特
別
措
置
の
増
加
は
そ
の
典
型
例
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
法

律
の
認
識
に
困
難
を
招
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
加
え
て
、
そ
れ
は
、
法
整
理
の
要
請
（R

echtsbereinigung

）（
52
）に

、
そ
し
て
一

つ
の
法
領
域
に
お
け
る
単
一
法
典
の
編
纂
の
要
請
に
行
き
着
く
。

　

な
お
、
既
に
簡
素
化
の
意
義
を
一
（二）
１
で
述
べ
た
が
、
税
率
を
フ
ラ
ッ
ト
化
す
る
こ
と
や
、
課
税
要
件
の
中
に
類
型
化
あ
る
い
は
概
算

化
を
規
律
す
る
こ
と
も
広
義
で
は
法
令
文
の
簡
素
化
に
資
す
る（

53
）。

何
故
な
ら
、
法
律
の
見
通
し
が
改
善
さ
れ
、
納
税
義
務
者
自
身
に
と
っ

（
48
） 　

な
お
、
法
素
材
の
過
多
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
ド
イ
ツ
の
大
学
法
学
部
に
お
け
る
法
学
の
学
習
者
が
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
十
分
に
消
化
し

き
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。
右
の
点
に
つ
き
、
参
照
、Lang, Joachim

, Verantw
ortung der 

R
echtsw

issenschaft für Steuerrecht, StuW
 1989, 202. 

さ
ら
に
、
参
照
、
塩
野
宏
「
行
政
法
と
条
文
」
法
学
教
室
一
四
五
号
一
一
頁
。

（
49
） 　

こ
の
点
の
改
善
は
法
改
正
の
頻
度
を
引
き
下
げ
る
手
法
に
よ
る
こ
と
と
な
る
。
参
照
、Lang, Steuergesetzbuchs (Fn.40) , R

z.34ff. 

（
50
） 　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
ア
ス
マ
ン
／
海
老
原
明
夫
訳
「
ド
イ
ツ
行
政
法
の
最
近
の
発
展
（
上
）」
自
治
研
究
七
二
巻
九
号
3
頁
以
下
、
特
に
、
６
頁
。

（
51
） 　Isensee (Fn.30) , StuW

 1994, 3.

（
52
） 　

例
え
ば
、
特
別
法
整
理
も
そ
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
参
照
、
山
田
・
前
掲
注
（
36
）
一
五
三
頁
以
下
。
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て
租
税
法
律
に
基
く
税
額
の
計
算
が
比
較
的
容
易
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
詳
細
な
規
律
は
自
ら
に
適
用
さ
れ
る
法
律
中
の
規
律

を
認
識
す
る
こ
と
を
困
難
に
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　

で
は
、
本
稿
の
構
成
を
以
下
に
示
す
。
二
に
お
い
て
、
行
政
法
、
特
に
租
税
法
の
領
域
に
お
け
る
立
法
の
ベ
ー
ス
と
な
る
体
系
に
つ
い

て
ド
イ
ツ
の
学
説
を
参
照
し
つ
つ
論
じ
つ
つ
、
立
法
学
の
原
則
を
整
理
す
る
。
そ
し
て
、
三
に
お
い
て
、
法
令
文
の
簡
素
化
を
実
現
す
る

立
法
技
術
に
言
及
し
、
そ
し
て
四
に
お
い
て
租
税
法
の
簡
素
化
を
実
現
す
る
可
能
性
の
あ
る
単
一
租
税
法
典
に
係
る
法
理
論
を
検
討
す
る
。

五
に
お
い
て
本
稿
の
議
論
を
総
括
す
る
。

二　

立
法
と
体
系

　

こ
こ
で
は
、
理
論
上
立
法
に
あ
た
っ
て
斟
酌
す
べ
き
事
項
を
論
ず
る
。
ま
ず
、
租
税
法
固
有
の
議
論
か
ら
は
相
当
離
れ
る
が
、
ド
イ
ツ

に
お
け
る
立
法
学
の
誕
生
の
一
因
で
あ
る
法
律
の
過
多
現
象
を
論
じ
（
（一）
）、
次
に
、
立
法
の
際
に
維
持
・
実
現
す
べ
き
法
律
の
体
系
の

あ
り
よ
う
（
（二）
）、
そ
し
て
法
律
の
過
多
に
よ
り
発
生
し
て
い
る
法
律
の
体
系
損
壊
を
避
け
る
べ
き
体
系
の
維
持
に
係
る
方
法
論
に
も
触

れ
る
。

（一）　

法
律
の
過
多
と
立
法
学

１　

立
法
上
の
原
則
―
法
律
の
過
多
に
対
応
す
る
も
の
―

（
53
） 　

同
旨
、W

eber-G
rellet, Steuern im

 m
odernen Verfassungsstaat (Fn.14) , S.119.
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ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
法
律
の
過
多
現
象
が
指
摘
さ
れ
、
警
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
原
因
は
次
の
諸
点

に
あ
る
。
例
え
ば
、
租
税
法
学
の
領
域
に
お
い
て
述
べ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
一
に
、
法
改
正
の
頻
度
の
上
昇（

54
）、

二
に
、
近
年
、
特
に
、
社

会
の
中
で
存
在
し
て
い
る
法
律
の
規
律
対
象
た
る
事
実
の
複
雑
性
、
多
様
性
、
そ
し
て
立
法
者
の
手
に
よ
っ
て
立
法
さ
れ
た
法
律
が
、
そ

の
必
要
性
に
つ
き
検
証
を
加
え
る
こ
と
な
く
、
依
然
効
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
三
に
、
類
似
し
た
規
律
対
象
を
規
定
し
て
い
る
法
律
の

整
理
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
等
が
そ
れ
で
あ
る
。「
法
律
の
過
多
」
に
基
因
す
る
法
律
の
認
識
可
能
性
の
低
下
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

55
）。

そ
の

た
め
に
、
法
律
の
条
文
の
見
通
し
が
悪
く
な
り
、
法
律
を
用
い
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
律
の
内
容
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
国
民
は
自
己
に
適
用
さ
れ
る
法
律
の
要
件
及
び
効
果
を
認
識
で
き
な
い
た
め
、
自
己
の
行
為
の
法
律
効
果

に
つ
い
て
の
予
測
可
能
性
を
損
な
う
。
そ
し
て
法
律
を
適
用
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
そ
の
適
用
作
業
が
著
し
く
困
難
に
な
る
こ
と
に
な

る（
56
）。

こ
れ
が
、
法
律
の
認
識
可
能
性
の
減
少
現
象
の
結
果
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
一
例
と
し
て
、W

alter

教
授
に
よ
る
立
法
技
術
の
基
本
原
則
と
も
言
え
る
、
認
識
可
能
性
を
追
求
す
る
た
め
の
、
立
法
に
際

し
て
斟
酌
す
べ
き
原
則
を
挙
げ
る
。
そ
れ
は
、
①
体
系
秩
序
原
則
、
②
経
済
性
原
則
、
③
法
令
文
の
相
当
性
（A

däquanz

）、
理
解
可
能

（
54
） 　

や
や
古
い
が
、
参
照
、R

aupach, A
rndt, in:R

aupach, A
rndt / K

laus Tipke / A
dalbert Ü

lner (H
rsg.) , N

iedergang oder N
euordnung des deutschen 

Einkom
m

nesteuerrechts?, K
öln 1985, S.20ff., S.128ff. 

一
般
的
に
は
、
参
照
、N

oll, Peter, G
esetzgebungslehre,  H

am
burg 1973, S.164ff.;H

ill, 

H
erm

ann, Einführung in die G
esetzgebung, H

eidelberg 1981, S.9, S.37, S.44f.

（
55
） 　

参
照
、　W

alter, R
obert,D

ie Lehre von der G
esetzestechnik, Ö

JZ 1963, S.85f.;N
oll, G

esetzgebungslehre (Fn.54) ,S.164ff. 

こ
の
規
定
対
象
た
る
事
実

の
複
雑
性
と
い
う
概
念
の
内
容
に
つ
き
、
参
照
、
松
尾
浩
也
／
塩
野
宏
編
『
立
法
の
平
易
化
』（
信
山
社
、
一
九
九
七
年
）
一
二
六
頁
以
下
（
水
野
忠
恒
執
筆
）、

金
子
・
前
掲
注
（
４
）
三
三
頁
。
参
照
、
阿
部
泰
隆
『
こ
ん
な
法
律
は
い
ら
な
い　
「
国
民
不
在
」「
行
政
肥
大
」
を
生
む
34
の
非
常
識
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、

二
〇
〇
〇
年
）
一
四
八
頁
以
下
。

（
56
） 　

参
照
、
阿
部
泰
隆
『
政
策
法
学
と
自
治
体
条
例
』（
信
山
社
、
一
九
九
九
年
）
八
頁
以
下
。
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性
（Verständlichkeit

）、
明
確
性
（Präzision

）
の
原
則
、
④
公
表
原
則
と
呼
ば
れ
て
い
る（

57
）。

所
論
を
ま
と
め
る
と
、
①
は
、
個
々
の
法

律
及
び
個
々
の
法
律
が
体
系
性
を
有
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
②
は
、
法
律
が
冗
長
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
で
き
る
だ
け
一
般
性
を
有
す

る
規
定
を
設
け
る
こ
と
、
逆
に
例
外
的
な
規
定
を
少
な
く
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
敷
衍
す
る
と
、
後
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
法
律
要
件
及
び

法
律
効
果
を
規
定
し
た
法
規
、
一
般
条
項
、
目
的
規
定
等
の
諸
々
の
規
定
を
用
い
て
、
不
必
要
に
長
く
、
認
識
し
に
く
い
条
文
を
立
法
す

る
こ
と
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
③
は
、
法
令
文
が
相
当
で
、
明
確
で
、
理
解
可
能
で
あ
る
こ
と
、
④
は
、
法
律

を
何
ら
か
の
手
段
で
名
宛
人
に
周
知
せ
し
め
る
べ
き
こ
と
、
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
諸
原
則
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
認
識
可

能
な
法
律
を
立
法
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

　

な
お
、
以
上
の
如
き
諸
原
則
は
そ
の
意
味
内
容
か
ら
し
て
法
治
国
家
原
則
か
ら
導
出
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
仮
に
、
法
治
国
家
原

則
を
ベ
ー
ス
と
す
る
と
し
て
も
、
論
者
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
る
立
法
上
の
原
則
は
、
講
学
上
の
そ
れ
で
あ
る
た
め
、
名
称
お
よ
び
意
味
内

容
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
前
叙
のW

alter
教
授
の
そ
れ
も
講
学
上
の
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、こ
こ
で
は
、次
の
（二）
に
お
い
て
、法
律
の
認
識
可
能
性
の
内
実
を
具
体
的
に
概
観
し
、立
法
活
動
に
お
け
る
そ
の
意
義
を
確
認
し
、

そ
し
て
強
調
し
た
い
。
そ
の
次
に
、
以
上
の
諸
原
則
の
具
体
的
な
点
を
明
ら
か
に
す
る
。

２　
「
法
律
の
認
識
可
能
性
」
の
立
法
に
お
け
る
意
義

　

立
法
は
一
定
の
目
的
に
動
機
付
け
ら
れ
て
い
る
。
法
律
は
、
そ
の
目
的
を
合
目
的
に
実
現
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
。
広
い
意
味

で
は
、
立
法
技
術
は
、「
法
律
の
追
求
す
る
目
的
を
達
成
す
る
手
段
」
で
あ
る（

58
）。

そ
の
た
め
に
法
律
は
、
実
効
性
を
有
す
る
こ
と
が
期
待

（
57
） 　

参
照
、W

alter (Fn.55) , Ö
JZ 1963,86ff. 

行
政
規
則
に
も
同
様
な
こ
と
は
当
て
は
ま
る
。
参
照
、
大
橋
洋
一
『
行
政
規
則
の
法
理
と
実
態
』（
有
斐
閣
、

一
九
八
九
年
）
一
四
四
頁
。

（
58
） 　N

oll, G
esetzgebungslehre (Fn.54) , S.169.
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さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
立
法
者
は
、
表
面
上
の
目
的
の
達
成
を
期
待
せ
ず
に
、
法
律
を
公
布
す
る
こ
と
が
あ
る
。
立
法
者
は
、
国
民
の

期
待
す
る
法
律
を
公
布
す
る
意
思
を
有
し
て
い
な
い
と
き
、
国
民
の
声
に
外
形
上
応
え
る
た
め
、
立
法
者
の
期
待
す
る
法
律
に
、
国
民
の

期
待
す
る
法
律
の
本
来
的
目
的
と
異
な
る
目
的
を
持
た
せ
て
、
そ
の
法
律
を
公
布
す
る
と
い
う
例
が
想
起
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う（

59
）。

さ
ら

に
、
立
法
技
術
が
、
本
当
の
目
的
及
び
法
律
の
中
で
規
定
さ
れ
て
い
る
目
的
を
、
政
治
的
理
由
等
か
ら
、
曖
昧
に
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
、
と
さ
れ
る（

60
）。

立
法
者
が
、
本
当
の
目
的
と
法
律
で
規
定
さ
れ
た
目
的
を
曖
昧
に
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
の
み
、
立

法
者
が
意
図
す
る
立
法
に
反
作
用
を
も
た
ら
す
そ
う
し
た
政
治
的
困
難
を
回
避
で
き
る
と
考
え
る
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
行
動
が
採
ら
れ

る
こ
と
は
珍
し
く
な
い（

61
）。

所
論
に
よ
れ
ば
、
右
の
場
合
に
お
い
て
、
立
法
者
は
、
自
己
の
意
図
を
、
体
系
上
隠
れ
た
位
置
に
お
い
て
又
は

但
書
の
形
で
表
明
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
法
治
国
家
の
観
点
か
ら
は
、
常
に
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
基
本
権
の
制
約
は
名
宛
人
に
と
っ

て
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
基
本
権
が
、
隠
れ
た
位
置
に
規
定
さ
れ
た
規
定
に
よ
っ
て
又
は
但
書
の
よ
う
な
見
え
に
く
い
方

法
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
、
と
い
う
事
態
を
防
止
す
る
た
め
に
、
基
本
法
の
立
法
者
は
、
一
九
条
一
項
二
文
に
お
い
て
、
次
の
様
な
ル
ー

ル
を
定
立
し
た
。
す
な
わ
ち
「
制
定
法
は
、
基
本
権
の
制
約
を
行
な
う
際
に
は
、
明
確
に
分
か
る
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
治
国
原
則
を
採
用
す
る
憲
法
は
、
法
律
の
目
的
及
び
基
本
的
思
考
を
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
す
る

法
律
を
認
め
な
い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
「
立
法
者
の
確
た
る
視
点
を
覆
い
隠
し
て
い
る
法
律
は
、
法
治
国
家
原
則
に
違
反
す
る
」
と
判

示
す
る（

62
）。

さ
ら
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
ま
た
、
次
の
論
述
に
よ
り
、
立
法
技
術
に
対
す
る
最
低
限
の
要
請
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
す

（
59
） 　N

oll, G
esetzgebungslehre (Fn.54) , S.169.

（
60
） 　N

oll, G
esetzgebungslehre (Fn.54) , S.169.

（
61
） 　N

oll, G
esetzgebungslehre (Fn.54) , S.169f.

（
62
） 　B

VerfG
-B

eschl.v 7. A
pril 1964 -1 B

vL 12 / 63 -B
VerfG

E 17, 306ff.
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な
わ
ち
「
法
律
中
に
規
定
さ
れ
た
禁
止
規
定
は
、
当
事
者
が
、
法
律
状
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
従
っ
て
、
そ
の
行
動
を
決
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
程
度
に
、
そ
の
要
件
お
よ
び
内
容
を
と
も
に
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
律
の
制
定
に
際
し
て
は
、

あ
る
程
度
の
不
明
確
性
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
立
法
者
は
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
基
本
的
思
考
、
そ
の
目
的
を
完
全
に

明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
比
較
的
単
純
で
、
容
易
に
見
通
す
こ
と
の
で
き
る
生
活
事
実
が
問
題
に
な
っ
て
い
る

が
故
に
、法
律
要
件
が
明
確
に
構
築
さ
れ
う
る
場
合
に
、特
に
、妥
当
す
る
」（

63
）。

右
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
示
は
、立
法
技
術
に
と
っ
て
、

示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
そ
の
一
は
、
立
法
者
は
、
そ
の
基
本
的
思
考
、
そ
の
目
的
を
完
全
に
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

二
は
、
そ
の
行
動
を
法
律
に
従
っ
て
決
定
す
る
そ
う
し
た
当
該
規
範
に
関
係
す
る
当
事
者
の
理
解
が
判
断
の
基
礎
と
さ
れ
る
こ
と
。
三
は
、

規
律
素
材
の
難
易
度
が
斟
酌
さ
れ
、
そ
し
て
立
法
者
に
よ
っ
て
、
規
律
対
象
た
る
生
活
事
実
関
係
の
性
質
と
比
較
し
て
、
必
要
以
上
に
規

定
が
複
雑
に
な
ら
な
い
こ
と
が
、
要
請
さ
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
法
律
の
実
効
性
は
、
本
質
的
に
、
立
法
技
術
に
依
存
し
て
い
る
と
言
い
う
る（

64
）。

例
え
ば
、
す
な
わ
ち
所
論
に
よ
れ
ば
、

法
規
の
体
系
上
の
位
置
は
大
き
な
意
味
を
有
す
る
。
構
成
要
件
が
、
刑
法
典
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
又
は
本
法
に
関
連
す
る
法
律
で
あ
る

付
随
法
（N

ebengesetz

）
の
中
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
は
、
体
系
上
の
位
置
の
宣
言
的
効
果
に
鑑
み
、
決
し
て
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
だ
ろ
う
と
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
不
明
確
な
、
見
通
し
の
き
か
な
い
、
複
雑
な
法
律
は
、
そ
の
法
律
の
幅
広
い
解
釈
、
さ
ら
に
は
恣
意
的
な
解
釈
を
通
し
て
、

法
律
を
運
用
す
る
者
の
権
力
を
拡
大
し
、
そ
し
て
そ
の
運
用
に
精
通
し
て
い
る
者
の
存
在
を
必
要
不
可
欠
な
も
の
に
す
る（

65
）。

そ
れ
故
、
す

（
63
） 　B

VerfG
-B

eschl.v 7. A
pril 1964 -1 B

vL 12 / 63 -B
VerfG

E 17, 318, 314.

（
64
） 　N

oll, G
esetzgebungslehre (Fn.54) , S.170.

（
65
） 　N

oll, G
esetzgebungslehre (Fn.54) , S.171.
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な
わ
ち
所
論
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
法
律
の
規
定
内
容
か
ら
当
然
に
導
か
れ
る
結
果
と
、
そ
れ
を
適
用
し
た
結
果
現
出
す
る
も
の
と
の
間

の
明
白
な
一
致
が
実
現
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
の
と
は
正
反
対
の
傾
向
が
、
常
に
、
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
と
も
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

前
述
し
たW

alter

教
授
も
一
九
六
二
年
のG

raz

大
学
就
任
講
演
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
過
多
に
基
き
、
法
令
文
を
認
識
で
き
ず
、

理
解
で
き
な
い
こ
と
を
原
因
と
す
る
法
律
の
実
効
性
の
低
下
現
象
を
指
摘
し
、「﹇
規
範
の
・
筆
者
註
﹈
認
識
可
能
性
は
万
人
の
た
め
に
定

立
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
認
識
可
能
性
は
法
律
を
執
行
す
る
際
の
法
秩
序
に
依
存
し
て
い
る
」
と
述
べ
た（

66
）。N

oll

教
授
は
、
そ
の
認
識
可
能

性
を
、
名
宛
人
を
義
務
付
け
る
規
範
、
請
求
権
を
付
与
す
る
規
範
等
の
あ
ら
ゆ
る
規
範
に
つ
い
て
要
求
し
、
そ
し
て
、W

alter

教
授
の
見

解
に
同
調
し
、「
規
範
は
、
ま
ず
、
実
効
性
を
有
す
る
た
め
に
、
次
に
、
服
従
さ
れ
る
た
め
に
認
識
が
容
易
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

述
べ
て
い
る（

67
）。

容
易
な
認
識
可
能
性
に
よ
っ
て
解
釈
に
不
要
な
困
難
が
伴
う
こ
と
な
く
、
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
る
た
め
の
ベ
ー
ス
が
構
築

さ
れ
る
の
で
あ
る（

68
）。

な
お
、
加
え
て
、
法
律
の
認
識
可
能
性
は
二
つ
の
側
面
を
有
し
て
い
る
。
一
は
、
名
宛
人
に
対
す
る
理
解
可
能
性
を

そ
の
内
容
と
す
る
名
宛
人
に
と
っ
て
の
正
義
（A

dresasatengerechtigkeit

）、
二
は
行
政
に
よ
る
執
行
可
能
性
及
び
司
法
に
よ
る
判
断
可

能
性
を
内
容
と
す
る
適
用
上
の
容
易
さ
（A

nw
endungsgeeignetheit

）
で
あ
る（

69
）。

こ
の
よ
う
な
法
律
の
名
宛
人
の
双
方
に
認
識
可
能
性
の

要
請
は
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
。

３　

法
律
に
お
け
る
「
体
系
秩
序
原
則
」
と
「
経
済
性
原
則
」

　

以
上
で
、
立
法
活
動
の
中
で
の
法
律
の
認
識
可
能
性
の
重
要
性
は
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
立
法
技
術
を
理
論
的
に
考
察
し
て

（
66
） 　W

alter (Fn.55) , Ö
JZ 1963, S.85.

（
67
） 　N

oll, G
esetzgebungslehre (Fn.54) , S.171.

（
68
） 　

こ
う
し
た
解
釈
の
容
易
さ
と
い
う
視
点
を
、
解
釈
に
か
か
る
手
間
と
面
倒
と
い
う
観
点
に
絡
め
つ
つ
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
参
照
、
増
井
・
前
掲
注
（
５
）。

（
69
） 　

こ
の
区
別
を
採
用
す
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、H

ill, Einführung (Fn.54) , S.98ff. 
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い
く
た
め
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
を
中
心
に
し
て
論
述
を
展
開
し
た
い（

70
）。

前
述
し
たW

alter

教
授
の
指
摘
と
類
似
し
て
、
明
確
で
、
体

系
的
で
、
理
解
可
能
で
あ
る
法
律
を
立
法
す
る
た
め
に
、
立
法
活
動
の
際
に
考
慮
す
べ
き
も
の
と
し
てH

ill

教
授
は
次
に
掲
げ
る
四
点
の

要
素
を
摘
示
す
る
。
①
体
系
化
、
②
規
定
の
方
法
、
③
法
令
文
の
表
現
、
④
公
表
、
で
あ
る（

71
）。

①
は
、
立
法
に
お
け
る
体
系
の
構
築
を
目

指
す
こ
と
で
あ
る
。Engisch

教
授
やC

anaris

教
授
は
法
律
学
に
お
け
る
体
系
を
重
ん
じ
て
解
釈
論
を
展
開
す
る
方
法
論
を
唱
え
て
い

る（
72
）。

こ
の
法
律
体
系
論
が
立
法
技
術
論
に
応
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
はW

alter

教
授
の
体
系
秩
序
原
則
に
相
当
す
る
。
②
は
、
様
々

な
条
文
を
、
法
規
定
相
互
の
矛
盾
を
無
く
す
る
よ
う
に
、
整
合
的
に
編
成
し
て
、
立
法
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
様
々
な
条
文
」

（
70
） 　

注
（
54
）
のN

oll, G
esetzgebungslehre

は
優
れ
た
業
績
で
あ
る
。
右
の
点
に
つ
き
、
参
照
、M

ayer -M
aly, Theo, R

echtsw
issenschaft, W

ien 1985, S.47

が
あ
る
。　

N
oll

教
授
の
立
法
学
の
議
論
に
関
し
て
論
評
し
た
邦
語
文
献
と
し
て
、
参
照
、
高
見
勝
利
「
あ
る
べ
き
立
法
者
像
と
立
法
の
あ
り
方　

-立
法
学

研
究
へ
の
一
視
角
-
」
公
法
研
究
四
七
号
九
五
頁
以
下
、
大
村
敦
志
『
法
源
・
解
釈
・
民
法
学　

フ
ラ
ン
ス
民
法
総
論
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
）

三
二
七
頁
以
下
。
大
村
教
授
の
指
摘
に
よ
る
と
、
一
九
六
〇
年
代
の
終
わ
り
が
ス
イ
ス
立
法
学
の
萌
芽
期
で
、
そ
し
て
ス
イ
ス
に
お
い
て
同
時
期
に
設
置
さ

れ
た
国
家
行
政
組
織
法
改
正
の
た
め
の
専
門
家
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
委
員
会
は
連
邦
立
法
局
の
創
設
を
提
案
し
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

機
関
は
、
法
案
作
成
能
力
を
有
す
る
法
律
家
を
育
成
す
る
こ
と
を
そ
の
目
的
の
一
つ
と
し
て
い
た
と
も
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
でN

oll

教
授
に
よ
る

G
esetzgebungslehre

が
立
法
学
の
構
想
を
ト
ー
タ
ル
な
形
で
示
し
、
そ
れ
が
、
そ
の
後
ド
イ
ツ
に
輸
入
さ
れ
後
の
議
論
に
多
く
の
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
他
に
、
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る
立
法
学
の
発
展
状
況
を
時
系
列
的
に
示
す
も
の
と
し
て
、
参
照
、K

aufm
ann, A

rthur,R
echtsphilosophie, 

M
ünchen 1997, S.16 ; R

aiser, Thom
as,D

as lebende R
echt 3.A

ufl, B
aden-B

aden 1999, S.300ff. 

そ
し
て
、N

oll

論
文
を
引
用
し
て
は
い
な
い
が
、
参
照
、

大
橋
洋
一
『
行
政
法
学
の
構
造
的
変
革
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
）
三
頁
。

（
70
） 　

わ
が
国
に
お
け
る
立
法
学
の
史
的
展
開
を
試
み
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
前
田
陽
一
「
民
法
学
か
ら
み
た
「
政
策
と
法
」」
岩
村
正
明
他
編
『
岩
波
講
座　

現
代
の
法　

４
政
策
と
法
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）
三
三
頁
以
下
。

（
71
） 　H

ill, Einführung (Fn.54) ,S.96.

（
72
） 　Engisch, K

arl, Einführung in das juristische D
enken, Stuttgart 1997; C

anaris,  C
laus-W

ilhelm
, System

denken und System
begriff in der 

Jurisprudenz, B
erlin 1969.  

参
照
、
木
村
弘
之
亮
代
表
訳
『
法
律
学
に
お
け
る
体
系
思
考
と
体
系
概
念
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
）。
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と
は
、
法
律
要
件
及
び
法
律
効
果
を
規
定
す
る
法
規
、
目
的
規
定
、
定
義
規
定
、
制
裁
規
定
等
を
指
す
。
つ
ま
り
、
そ
の
際
、
様
々
な
条

文
を
整
合
的
に
組
み
合
わ
せ
つ
つ
立
法
を
行
う
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
れ
を
以
っ
て
、
条
文
数
が
不
必
要
に
多
く
な
る
、
と
い
う
こ
と

は
な
く
法
律
の
見
通
し
は
改
善
す
る
。
こ
れ
はW

alter

教
授
の
経
済
性
原
則
に
相
当
す
る
。
③
は
、
法
令
文
に
用
い
る
言
葉
を
、
法
律
が

理
解
可
能
と
な
る
よ
う
に
選
択
す
る
こ
と
で
あ
る（

73
）。

④
は
、
官
報
を
用
い
た
法
律
の
公
布
の
み
で
な
く
、
法
律
を
名
宛
人
に
対
し
て
認
識

さ
せ
る
手
段
と
し
て
、
テ
レ
ビ
、
新
聞
等
の
他
の
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
法
律
の
公
布
を
周
知
徹
底
さ
せ
る
手
段
を
探
求
す
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る（

74
）。H

ill

教
授
の
こ
う
し
た
留
意
点
の
提
示
は
、
名
宛
人
に
対
し
て
、
如
何
に
し
て
法
律
の
内
容
を
認
識
、
理
解
さ
せ
る
か
と
い

う
問
題
に
解
答
を
与
え
る
た
め
の
達
成
す
べ
き
要
請
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
紙
幅
の
都
合
上
、
右
の
①
と
②
に
限
っ
て
考
察
す
る
こ
と
と

す
る
。
③
と
④
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
譲
る
。

　

次
の
（二）
で
議
論
さ
れ
る
体
系
性
の
実
現
に
つ
い
て
、
考
察
の
中
心
に
な
る
の
は
、
そ
う
し
た
体
系
の
立
法
に
お
け
る
役
割
で
あ
る
。
内

的
体
系
及
び
外
的
体
系
が
法
律
中
で
貫
徹
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
摘
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
検
討
さ
れ
る
経
済
性
原

則
を
実
現
す
る
た
め
の
規
定
の
方
法
に
つ
い
て
は
、W

alter

教
授
の
用
い
て
い
る
そ
う
し
た
「
経
済
性
」
と
い
う
言
葉
で
も
理
解
で
き
る

よ
う
に
、
法
律
要
件
及
び
法
律
効
果
が
規
定
さ
れ
た
法
規
、
一
般
条
項
、
さ
ら
に
定
義
規
定
、
目
的
規
定
等
を
規
定
す
る
際
に
、
冗
長
な

条
文
を
用
い
る
に
よ
り
、
規
定
が
複
雑
化
し
、
法
律
の
条
文
が
認
識
で
き
な
い
状
態
を
創
出
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
及
び
そ
の
方
途
を
適

示
す
る
。
規
定
の
方
法
に
つ
い
て
考
察
の
中
心
と
な
る
の
は
、
法
律
の
解
釈
、
適
用
の
際
に
、
法
律
要
件
及
び
法
律
効
果
が
規
定
さ
れ
た

条
文
を
補
助
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
規
定
で
あ
る（

75
）。

こ
れ
ら
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
条
文
の
解
釈
、
適
用
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
な
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
こ
こ
で
そ
の
機
能
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
意
義
が
特
に
あ
る
。
例
え
ば
、
一
は
、
一
般
条
項
・
不
確
定
法
概
念

（
73
） 　

な
お
、N

oll, G
esetzgebungslehre (Fn.54) , S.244ff.

（
74
） 　

な
お
、N

oll, G
esetzgebungslehre (Fn.54) , S.196ff.
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で
あ
る
。
一
般
条
項
は
、
一
般
的
な
内
容
を
有
す
る
定
式
に
よ
っ
て
、
極
力
多
数
の
法
律
要
件
を
捉
え
る
た
め
に
、
し
ば
し
ば
、
立
法
者

に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
規
定
で
あ
る（

76
）。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
法
律
文
言
は
、
詳
細
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
（
法
律
要
件
要
素
）
に
よ
る
負
担
か
ら

解
放
さ
れ
、同
時
に
、適
用
領
域
の
意
図
せ
ざ
る
狭
小
化
が
防
止
さ
れ
る
。
全
て
の
法
領
域
に
お
い
て
多
数
の
一
般
条
項
が
み
ら
れ
る
。「
価

値
を
充
填
す
る
必
要
の
あ
る
法
概
念
」
は
一
般
条
項
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
参
照
規
定
、
経
過
規
定
に
触
れ
る
。
加
え
て
、
法
律
の
目

的
を
規
定
し
た
目
的
規
定
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
立
法
者
の
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
役
割
を
果
た
す
政
策
理
念
提
示
立
法
で
あ
る
。

（二）　

立
法
に
お
け
る
体
系

　　

こ
こ
で
は
、
体
系
的
な
立
法
を
行
う
に
あ
た
っ
て
斟
酌
す
べ
き
事
柄
を
論
述
し
た
い
。
そ
の
際
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
法
律

に
お
け
る
体
系
の
意
義
を
論
じ
、
そ
れ
に
続
け
講
学
上
の
立
法
学
の
原
則
を
論
ず
る
。
そ
し
て
、
体
系
を
維
持
す
る
た
め
の
立
法
学
の
原

則
が
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
、
右
の
立
法
学
の
原
則
を
実
効
化
す
る
た
め
の
諸
々
の
規
定
を
挙
げ
て
論
ず
る
ベ
ー
ス
と
し
た
い
。

　

N
oll

教
授
が
「
体
系
の
基
本
的
機
能
は
、合
理
化
に
よ
る
思
考
の
蓄
積
と
思
考
の
実
現
の
容
易
化
で
あ
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、体
系
は
、

名
宛
人
が
法
律
を
認
識
す
る
こ
と
に
資
す
る（

77
）。

立
法
の
対
象
と
な
る
べ
き
社
会
問
題
を
単
に
、
後
追
い
的
に
規
定
す
る
の
み
で
、
体
系
的

（
75
） 　

さ
ら
に
、
定
義
規
定
は
、
広
義
の
法
律
要
件
に
用
い
ら
れ
て
い
る
個
別
の
概
念
を
定
義
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
法
律
中
で
複
数
の
箇
所
で
用
い
ら
れ

る
当
該
概
念
の
内
容
を
共
通
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
こ
の
た
め
当
該
概
念
は
明
確
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
法
文
の
経
済
性
に
資
す
る
。

複
数
の
条
文
で
法
律
効
果
を
同
じ
く
す
る
と
き
に
、「
…
…
○
条
の
例
に
よ
る
」
と
い
う
形
で
規
定
さ
れ
る
参
照
規
定
と
呼
ば
れ
る
条
文
を
用
い
れ
ば
、
同
一

の
条
文
を
繰
返
し
規
定
す
る
必
要
が
無
い
た
め
に
、
理
解
の
し
や
す
さ
を
損
な
う
こ
と
は
無
い
。

（
76
） 　

参
照
、K

reifelds, C
arl, R

echtsw
örterbuch, M

ünchen 1994, S.498;Engisch, Einführung (Fn.72) , S.157.

（
77
） 　N

oll, G
esetzgebungslehre (Fn.54) , S.205.
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な
立
法
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
問
題
点
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
既
存
の
法
秩
序
の
破
壊
と
、
将
来
に
向
か
っ
て
の
無
秩
序
な
法
体
系
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
体
系
的

な
立
法
に
よ
っ
て
、
改
善
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
がN

oll

教
授
の
試
み
で
あ
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
体
系
の
効
用
が
実
際
の
立
法
に
如
何

に
し
て
反
映
さ
れ
て
い
く
か
を
特
定
の
法
律
の
立
法
の
プ
ロ
セ
ス
に
着
目
し
た
考
察
を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
詳

細
は
別
の
箇
所
で
論
じ
ら
れ
よ
う
。

　

法
律
は
、
通
常
は
、
多
く
の
事
実
関
係
及
び
人
々
を
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
規
律
対
象
の
範
囲
と
規
定
の
一
般

性
は
、
そ
れ
故
、
既
存
の
規
律
素
材
を
秩
序
付
け
る
こ
と
、
そ
し
て
一
定
の
基
準
に
従
っ
て
体
系
付
け
る
こ
と
を
必
要
と
す
る（

78
）。

様
々
な

カ
テ
ゴ
リ
ー
を
、
一
定
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
従
っ
て
体
系
化
す
る
こ
と
は
、
法
的
安
定
性
を
達
成
す
る
不
可
欠
の
要
件
で
あ
り
、
恣
意
的

解
釈
を
防
止
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
特
に
そ
れ
が
妥
当
す
る（

79
）。

構
築
さ
れ
た
法
を
解
釈
す
る
際
に
は
、
法
律
の
原
則
・
目
的
に
従
っ
て
行
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

80
）。

解
釈
・
適
用
が
行
な
わ
れ
る
際
に
は
、
原
則
・
目
的
は
、
法
律
の
規
定
か
ら
、
解
釈
を
行
な
う
者
が
導
き
出
す
。

法
規
定
の
意
味
は
、
ま
ず
、
そ
の
体
系
か
ら
明
ら
か
に
な
る
か
ら
、
体
系
化
は
、
法
に
服
す
る
者
及
び
法
適
用
者
の
法
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー

チ
点
に
影
響
を
与
え
る（

81
）。

仮
に
、
法
か
ら
導
き
出
す
原
則
が
、
首
尾
一
貫
せ
ず
、
矛
盾
し
て
い
る
と
、
そ
の
矛
盾
は
条
文
に
現
れ
、
解
釈

を
行
な
う
者
は
混
乱
す
る
。
そ
の
こ
と
は
、
結
果
と
し
て
、
解
釈
者
が
法
律
を
認
識
で
き
な
い
状
況
を
も
た
ら
す
。
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、

法
に
お
け
る
原
則
・
目
的
は
首
尾
一
貫
、
体
系
付
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
い（

82
）。

そ
の
体
系
が
、
次
に
論
じ
る
内
的
体
系
及
び
外
的
体

（
78
） 　C

anaris, System
denken (Fn.72) , S.40ff. 

木
村
代
表
訳
・
前
掲
注
（
72
）
三
二
頁
以
下
。

（
79
） 　H

ill, Einführung (Fn.54) , S.112.

（
80
） 　K

arl Larenz / C
laus-W

ilhelm
 C

anaris, M
ethodenlehre der R

echtsw
issenschaft, B

erlin 1995.

（
81
） 　N

oll, G
esetzgebungslehre (Fn.54) , S.204.



55 － 税制簡素化と租税法・租税政策（一）（手塚）

系
で
あ
る
。

１　

内
的
体
系

（１）　

一
般
的
な
見
解

　

ド
イ
ツ
法
学
は
、
内
的
体
系
と
外
的
体
系
を
識
別
す
る
。
内
的
体
系
と
は
、
法
秩
序
の
中
で
の
論
理
的
無
矛
盾
性
と
目
的
論
的
整
合
性

を
意
味
す
る（

83
）。

首
尾
一
貫
性
も
要
求
さ
れ
る
。
そ
し
て
首
尾
一
貫
性
を
捨
て
る
と
き
に
は
、
客
観
的
に
説
得
力
を
も
っ
た
理
由
を
必
要
と

す
る（

84
）。

例
え
ば
、H

ill
教
授
は
次
の
説
例
を
挙
げ
る
。
第
八
期
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
を
構
成
し
た
国
会
議
員
の
多
く
は
、
ナ
チ
ス
と
関
連
し

て
行
な
わ
れ
た
殺
人
に
は
時
効
を
適
用
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
考
え
を
有
し
て
い
た
。
従
来
は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
（
ド
イ
ツ
刑
法
典

二
二
〇
ａ
条
）
の
み
が
時
効
を
適
用
さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
た
（
旧
ド
イ
ツ
刑
法
典
七
八
条
二
項
）。
そ
の
一
方
で
終
身
自
由
刑
を
課
さ

れ
る
殺
人
（
ド
イ
ツ
刑
法
典
二
二
一
条
）
に
つ
い
て
は
、
時
効
期
間
は
三
〇
年
で
あ
っ
た
（
ド
イ
ツ
刑
法
典
七
八
条
三
項
一
号
）。
刑
法

典
は
、
時
効
が
適
用
さ
れ
な
い
殺
人
を
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ナ
チ
ス
に
関
連
し
て
行
な
わ
れ
た
殺
人
を
七
八
条
三
項
一
号
か

ら
取
り
出
し
て
、
七
八
条
二
項
に
規
定
す
る
こ
と
は
体
系
損
壊
で
は
な
い
。
ナ
チ
ス
と
関
連
し
て
行
な
わ
れ
た
殺
人
は
、
多
く
の
点
か
ら

み
て
も
、
二
二
〇
ａ
条
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
に
類
似
し
て
い
る
か
ら
、
首
尾
一
貫
性
を
捨
て
る
理
由
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
時
効
が
適

用
さ
れ
る
七
八
条
三
項
一
文
に
よ
る
通
常
の
殺
人
と
、
七
八
条
二
項
に
よ
り
時
効
が
適
用
さ
れ
な
い
ナ
チ
ス
と
関
連
し
た
殺
人
を
区
別
す

る
こ
と
は
、
限
界
付
け
の
難
し
さ
に
鑑
み
て
、
法
治
国
家
原
則
に
違
反
す
る
か
ら
、
一
九
七
九
年
七
月
一
六
日
の
刑
法
改
正
法
に
よ
り
、

殺
人
に
は
時
効
が
適
用
さ
れ
な
い
と
規
定
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
が
そ
の
例
で
あ
る（

85
）。

原
則
は
、
憲
法
に
適
っ
た
形
で
、
法
秩
序
の
段
階
構

（
82
） 　C

anaris, System
denken (Fn.72) , S.45ff. 

木
村
代
表
訳
・
前
掲
注
（
72
）
三
五
頁
以
下
。

（
83
） 　H

ill, Einführung (Fn.54) , S.98.

（
84
） 　H

ill, Einführung (Fn.54) , S.102.
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造
に
則
り
、
憲
法
↓
制
定
法
↓
法
規
命
令
↓
行
政
規
則
と
い
う
形
で
、
下
位
の
規
範
に
浸
透
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
価
値
論
的
、
論

理
的
、
目
的
論
的
一
貫
性
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
原
則
の
首
尾
一
貫
し
た
貫
徹
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
。N

oll

教
授
は
、「
価

値
論
的
矛
盾
は
、
一
方
で
、
人
間
の
一
般
的
平
等
を
宣
言
し
、
他
方
で
、
同
時
に
人
種
差
別
を
許
容
し
て
い
る
時
、
論
理
的
矛
盾
は
、
あ

る
行
為
が
規
範
Ａ
に
よ
っ
て
は
許
さ
れ
、
規
範
Ｂ
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
場
合
に
生
じ
る
。
目
的
論
的
矛
盾
は
、
刑
罰
の
執
行
に
際

し
て
、
社
会
か
ら
の
隔
離
を
行
い
つ
つ
、
同
時
に
社
会
復
帰
を
意
図
す
る
と
い
う
様
に
、
あ
る
規
範
の
目
的
を
他
の
規
範
に
よ
っ
て
侵
害

す
る
場
合
に
発
生
す
る
」
と
し
て
い
る（

86
）。

さ
ら
にEngisch

教
授
は
立
法
技
術
上
の
矛
盾
と
し
て
、
同
一
の
言
葉
を
別
々
の
意
味
で
用
い

る
こ
と
、
原
則
の
矛
盾
と
し
て
、
刑
法
に
お
け
る
責
任
主
義
と
行
為
の
結
果
主
義
の
間
の
矛
盾
を
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る（

87
）。

こ
れ
ら
は
、

C
anaris

教
授
に
よ
る
体
系
損
壊
と
い
う
表
現
で
以
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
右
の
よ
う
な
法
律
が
妥
当
す
る
と
、
法
生
活
は
不
安
定
に
な

る
。
右
の
例
で
言
え
ば
、
人
間
の
一
般
的
平
等
が
、
憲
法
上
の
原
則
で
あ
る
と
し
た
ら
、
人
種
差
別
立
法
は
許
さ
れ
な
い
。
同
一
の
行
為

に
対
す
る
矛
盾
し
た
法
的
取
扱
い
は
、
名
宛
人
の
法
律
の
理
解
を
困
難
に
す
る
。
社
会
復
帰
を
意
図
し
た
刑
の
執
行
は
、
刑
罰
の
加
重
以

上
に
、
矯
正
制
度
の
充
実
を
要
す
る
。
こ
う
し
た
原
則
の
首
尾
一
貫
し
た
実
施
、
諸
原
則
間
の
調
整
が
必
要
と
な
る
。　

（２）　

租
税
法
に
お
け
る
内
的
体
系

　

こ
こ
で
は
、
先
に
論
じ
た
内
的
体
系
が
租
税
法
に
お
い
て
如
何
な
る
形
で
導
入
さ
れ
得
る
か
、
を
確
認
す
る
た
め
に
、
以
下
で
は

Tipke

教
授
の
論
稿
に
依
り
つ
つ（

88
）、

右
の
議
論
を
概
観
す
る
。

　

内
的
体
系
は
法
素
材
の
内
容
的
あ
る
い
は
実
質
的
秩
序
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
内
的
体
系
は
基
本
原
則
、
サ
ブ
原
則
に
基
い
て
秩

（
85
） 　

以
上
、H

ill, Einführung (Fn.54) , S.102f.

（
86
） 　N

oll, G
esetzgebungslehre (Fn.54) , S.207f.

（
87
） 　Engisch,  Einführung (Fn.54) , S.206ff.
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序
づ
け
ら
れ
、
そ
し
て
構
築
さ
れ
る
も
の
の
総
体
で
あ
る
。

　

首
尾
一
貫
し
て
適
さ
れ
、
適
正
な
原
則
に
基
い
て
、
全
体
の
規
律
が
首
尾
一
貫
し
た
統
一
体
を
形
成
す
る
よ
う
に
法
素
材
が
秩
序
付
け

ら
れ
る
と
き
に
、
人
は
内
的
体
系
の
構
築
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
つ
の
、
ま
た
は
複
数
の
法
律
の
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
原
則
ま
た
は
ル
ー
ル
は
、
全
体
と
し
て
の
法
素
材
を
秩
序
付
け
、
関
連
さ
せ

る
骨
格
で
あ
る
。
な
お
、
ル
ー
ル
と
原
則
と
の
相
違
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
で
お
く
。

　

そ
し
て
、
右
に
指
摘
し
た
ベ
ー
ス
と
な
る
基
本
原
則
か
ら
複
数
の
サ
ブ
原
則
が
導
出
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
①
形
式
的
法
治
国
家
原
則
、

②
所
得
税
法
を
例
と
し
て
、
右
の
基
本
原
則
お
よ
び
そ
の
具
体
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
サ
ブ
原
則
の
あ
り
よ
う
を
概
観
す
る
こ
と
と
す

る
。
①
に
つ
い
て
は
、
法
治
国
家
原
則
↓
法
的
安
定
性
↓
法
律
適
合
性
、
明
確
性
、
遡
及
効
の
禁
止
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
②
に
つ
い

て
は
、
応
能
負
担
原
則
↓
個
人
課
税
の
原
則
、
市
場
所
得
原
則
、
実
額
課
税
の
原
則
、
各
種
所
得
類
型
の
平
等
扱
い
の
原
則
、
個
人
事
業

者
と
共
同
事
業
者
と
の
平
等
扱
い
の
原
則
、
客
観
的
・
主
観
的
純
所
得
課
税
の
原
則
等
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

３　

外
的
体
系

（１）　

一
般
的
な
見
解

　

外
的
体
系
と
は
、次
の
よ
う
な
法
律
の
構
成
を
意
味
す
る（

89
）。

す
な
わ
ち
、一
八
九
六
年
八
月
一
八
日
ド
イ
ツ
民
法
典
は
、第
一
編　

総
則
、

第
二
編　

債
権
法
、
第
三
編　

物
権
法
、
第
四
編　

家
族
法
、
第
五
編　

相
続
法
と
構
成
さ
れ
、
一
九
七
五
年
一
月
二
日
の
刑
法
典
は
、

総
則
に
お
い
て
、
第
一
章　

刑
事
法
、
第
二
章　

実
行
行
為
、
第
三
章　

実
行
行
為
の
効
果
、
第
四
章　

告
訴
、
刑
の
減
免
、
刑
の
加
重
、

（
88
） 　

参
照
、Tipke, K

laus, Steuerrechtsordnung I, K
öln 1993, S.105ff., S111ff. 

な
お
、
こ
こ
でTipke

教
授
のSteuerrechtsordnung

の
第
一
版
を
引
用
し

た
の
は
、
最
新
版
に
本
文
中
に
引
用
し
た
記
述
が
な
い
た
め
で
あ
る
。

（
89
） 　Larenz / C

anaris, M
ethodenlehre (Fn.80) , S.263ff. 
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第
五
章　

時
効
、
各
論
と
い
う
構
成
を
採
用
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
わ
が
国
で
も
、
刑
法
総
論
と
刑
法
各
論
は
、
憲
法
に
お
い
て
も
、
人

権
に
関
す
る
規
定
と
統
治
に
関
す
る
規
定
は
分
け
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
客
観
的
に
意
味
関
連
を
有
す
る
も
の
は
、
一
ま
と
め
に
関
連
さ

せ
て
規
定
し
、
そ
し
て
異
な
る
も
の
は
、
別
々
の
章
に
お
い
て
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
り
、
法
律
の
理
解
の
し
や
す
さ

が
増
加
す
る
。
何
が
、
何
処
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
か
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
、
法
律
は
理
解
で
き
な
い
。
そ
の
重
要
性
を
、N

oll

教
授
は

次
の
様
に
論
じ
て
い
る
。

　

 「
・
・
・
刑
法
に
お
け
る
構
成
要
件
は
、
刑
法
典
で
規
定
さ
れ
る
か
、
又
は
付
随
法
律
で
規
定
さ
れ
る
か
は
、
体
系
上
の
位
置
に
係
る

宣
言
的
効
果
の
た
め
に
、
決
し
て
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（

90
）、「

法
規
の
体
系
上
の
位
置
は
、
そ
の
事
実
上
の
実
効
性
を
高
め
、

侵
害
す
る
こ
と
も
あ
る
。・
・
・
付
随
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
条
文
は
、
主
要
な
法
典
の
中
に
存
在
す
る
条
文
よ
り
も
、
重
要
で
な
い

と
い
う
推
測
を
生
じ
さ
せ
る
。
社
会
的
に
高
い
地
位
を
有
す
る
者
の
経
済
犯
罪
の
構
成
要
件
は
、
刑
法
典
で
な
く
、
株
式
法
や
、
為
替

取
引
法
の
よ
う
な
、
刑
法
の
付
随
法
で
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
刑
法
典
で
規
定
さ
れ
て
い
る
犯
罪
よ
り
も
重
要
性
が
少
な
い

と
い
う
印
象
を
持
た
せ
る
危
険
性
が
あ
る
」（

91
）。

　

外
的
体
系
に
と
っ
て
も
、
内
的
体
系
と
同
様
に
、
首
尾
一
貫
性
は
要
求
さ
れ
る
。
先
に
挙
げ
た
例
で
は
、
ナ
チ
ス
と
関
連
し
て
行
な
わ

れ
た
殺
人
を
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
と
看
做
す
と
い
う
立
法
者
の
価
値
判
断
に
よ
り
、
ナ
チ
ス
と
関
連
し
た
殺
人
を
時
効
が
適
用
さ
れ
な
い
ジ
ェ

ノ
サ
イ
ド
が
規
定
さ
れ
て
い
る
位
置
に
移
動
さ
せ
た
。

　

実
際
の
外
的
体
系
の
構
築
の
方
法
は
、
次
の
様
な
も
の
が
あ
る（

92
）。N

oll
教
授
も
次
の
①
〜
④
の
基
準
に
従
っ
て
外
的
体
系
を
構
築
す
べ

（
90
） 　N

oll, G
esetzgebungslehre (Fn.54) , S.171.

（
91
） 　N

oll, G
esetzgebungslehre (Fn.54) , S.205.

（
92
） 　N

oll, G
esetzgebungslehre (Fn.54) , S.211ff.
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き
こ
と
を
強
調
す
る
。
法
は
社
会
に
お
け
る
事
象
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
次
の
よ
う
に
法
律
の
規
定
は
そ
れ
に
対
応
し
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

93
）。

①
法
益
に
従
っ
た
区
別
。
刑
法
各
論
に
お
け
る
、
国
防
に
反
す
る
行
為
（
五
章
）、
公
の
秩
序
に
反
す
る
行
為
（
七

章
）、個
人
の
事
情
、婚
姻
と
家
族
に
反
す
る
行
為
（
一
二
章
）、性
的
自
己
決
定
に
反
す
る
行
為
（
一
三
章
）、生
命
に
反
す
る
行
為
（
一
六

章
）
の
よ
う
に
。
②
法
制
度
に
従
っ
た
区
別
。
民
法
に
お
け
る
第
四
編
の
家
族
法
に
お
け
る
、
第
一
章　

婚
姻
、
第
二
章　

親
族
、
第
三

章　

後
見
の
よ
う
に
。
③
一
九
六
〇
年
行
政
裁
判
所
法
に
お
け
る
時
系
列
的
な
配
置
。
第
九
章　

第
一
審
に
お
け
る
手
続
、
第
一
二
章　

控
訴　

第
一
三
章　

上
告
の
よ
う
に
。
④
人
の
類
型
に
従
っ
た
区
別
。
一
九
七
七
年
一
月
三
日
公
布
の
公
務
員
基
本
法
に
お
け
る
、
第
一

章　

非
常
勤
公
務
員
、
第
二
章　

警
察
執
行
官
、
第
三
章　

教
授
又
は
大
学
に
お
け
る
助
手
と
し
て
の
公
務
員
、
第
四
章　

名
誉
公
務
員

の
よ
う
に
。
右
の
よ
う
な
構
築
を
行
な
う
際
に
、
総
則
規
定
の
有
効
性
が
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い（

94
）。

総
則
規
定
は
、
当
該
法
律
中
に
お

け
る
共
通
の
事
項
を
内
包
す
る
。目
的
規
定
や
定
義
規
定
が
そ
の
例
で
あ
る
。こ
れ
ら
は
、同
一
の
こ
と
を
繰
返
し
規
定
す
る
こ
と
を
防
ぐ
。

そ
れ
に
よ
り
、
法
律
の
認
識
し
や
す
さ
を
増
加
さ
せ
る
。

　

外
的
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
は
、
必
然
的
に
、
類
型
を
構
築
す
る
こ
と
（Typenbuildung

）
を
必
要
と
す
る（

95
）。

多
く
の
事
実
か
ら
、
共

通
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
析
出
し
、
一
般
的
な
表
現
で
立
法
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
な
い
類
型
を
用
い
る
こ
と
は
、
法
律
の
認
識
可
能

性
を
増
加
さ
せ
る
が
、
憲
法
は
、
法
律
中
で
あ
ま
り
に
抽
象
的
な
表
現
を
用
い
る
こ
と
を
認
め
な
い
。
こ
れ
は
、
前
叙
のH

ill

の
分
類
の

③
表
現
に
関
連
す
る
が
、
そ
の
当
否
は
、
具
体
的
に
は
ケ
ー
ス
ご
と
に
決
す
る
他
な
い
。
原
則
と
し
て
は
、
平
均
的
な
ケ
ー
ス
が
法
律
中

に
規
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
例
外
的
な
ケ
ー
ス
は
、
そ
れ
が
識
別
で
き
る
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。H

ill

教
授
は
直
前
の
類

（
93
） 　N

oll, G
esetzgebungslehre (Fn.54) , S.211.

（
94
） 　N

oll, G
esetzgebungslehre (Fn.54) , S.222.

（
95
） 　H

ill, Einführung (Fn.54) , S.104.
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型
化
に
係
る
議
論
の
該
当
箇
所
中
で
ド
イ
ツ
民
法
典
一
〇
九
条
が
、
そ
の
例
で
あ
る
と
す
る
。
同
条
一
項
一
文
は
「
契
約
の
一
方
当
事
者

の
撤
回
権
は
、
契
約
の
追
認
ま
で
行
使
し
得
る
」
と
規
定
し
、
二
項
前
段
は
「
反
対
当
事
者
が
未
成
年
者
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と

き
は
、
一
方
当
事
者
は
撤
回
権
を
行
使
し
得
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。

　

外
的
体
系
は
内
的
体
系
に
従
属
す
る（

96
）。

例
え
ば
、
刑
法
の
総
則
規
定
に
お
い
て
は
、
あ
る
行
為
に
対
す
る
刑
罰
を
規
定
す
る
以
前
に
、

如
何
な
る
行
為
が
特
定
の
効
果
を
有
す
る
か
、
ど
う
し
た
ら
そ
の
行
為
は
行
な
わ
れ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
か
が
規
定
さ
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
立
法
者
が
意
図
す
る
目
的
、
刑
法
の
例
で
は
保
護
法
益
が
明
ら
か
に
な
り
、
か
か
る
法
益
を
保
護
す
る
と

い
う
法
律
の
原
則
・
目
的
が
明
ら
か
に
な
る
。

（２）　

租
税
法
に
お
け
る
外
的
体
系

　

こ
こ
で
は
、
内
的
体
系
と
同
じ
く
、Tipke

教
授（

97
）の

言
明
に
大
幅
に
依
り
つ
つ
、
租
税
法
に
お
け
る
外
的
体
系
の
意
味
内
容
を
明
ら
か

に
し
て
お
く
。

　

法
の
外
的
体
系
ま
た
は
形
式
上
の
体
系
は
、
で
き
る
だ
け
見
通
し
の
き
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
る
そ
う
し
た
素
材
の
技
術
的

編
成
お
よ
び
秩
序
付
け
に
関
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
法
の
認
識
を
得
る
た
め
に
は
、
外
的
体
系
は
内
的
体
系
に
対
応
し
て
い
る
必
要

が
あ
る
。
以
上
の
言
明
を
簡
単
な
具
体
例
を
用
い
て
、
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
帳
簿
作
成
に
際
し
て
、〝G

rundbuch

〞、

〝Sachbuch

〞
の
区
別
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
別
の
例
を
用
い
て
も
外
的
体
系
（
と
内
的
体
系
）
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
書

店
に
お
い
て
書
物
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
陳
列
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
図
書
館
に
お
い
て
書
物
は
内
容
あ
る
い
は
分
野
ご
と
に
配
架
さ

れ
て
い
る
。

（
96
） 　H

ill, Einführung (Fn.54) , S.98f.

（
97
） 　

参
照
、Tipke, StR

O
 I  (Fn.88) , S.106ff.
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具
体
的
な
条
文
を
挙
げ
る
と
、
所
得
税
法
一
〇
ｅ
条
は
、
租
税
特
別
措
置
の
外
的
体
系
を
構
成
す
る
。
そ
し
て
所
得
税
法
三
四
ｆ
条
は

税
負
担
軽
減
措
置
の
外
的
体
系
を
構
成
す
る
。
内
的
体
系
と
し
て
は
、
い
ず
れ
も
社
会
目
的
規
範
と
し
て
把
握
さ
れ
、
そ
れ
は
解
釈
の
際

に
斟
酌
さ
れ
る
事
柄
で
あ
る
。

　

な
お
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
単
一
租
税
法
典
が
存
在
し
な
い
。
但
し
、
租
税
通
則
法
は
そ
の
例
外
と
し
て
挙
げ
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

租
税
通
則
法
を
以
っ
て
、
個
別
の
租
税
法
律
の
負
担
軽
減
、
反
復
の
防
止
が
実
現
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
租
税
通
則
法
は
、
い
わ
ゆ

る
〝
総
論
的
部
分
〞
の
規
律
を
な
し
、
殆
ど
あ
ら
ゆ
る
税
目
の
共
通
規
定
を
規
律
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
租
税
通
則
法
の
規
定

を
詳
細
に
見
て
み
る
と
、技
術
的
事
項
を
規
律
し
た
も
の
が
多
く
、基
本
原
則
を
規
律
し
た
も
の
は
少
な
い
（
例
外
と
し
て
、同
法
八
五
条
）。

し
た
が
っ
て
、
租
税
通
則
法
に
は
、
行
政
法
総
論
に
対
し
て
期
待
さ
れ
る
役
割
を
担
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
総
論
と
各

論
と
が
未
分
離
の
状
態
に
あ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
総
論
は
各
論
と
比
べ
て
一
般
的
、
抽
象
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
以
っ
て
各
論
の
規
律
と

比
べ
て
高
い
価
値
を
有
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
向
き
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
誤
解
で
あ
る
。
総
論
は
技
術
的
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
も

あ
り
、
総
論
は
各
論
を
通
じ
て
構
築
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
技
術
的
性
格
を
有
す
る
総
論
的
法
律
と
し
て
評
価
法
を
挙
げ

る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

最
後
に
、
租
税
法
律
の
数
と
範
囲
は
で
き
る
だ
け
少
な
く
、
そ
し
て
内
容
が
体
系
化
さ
れ
る
と
き
、
法
素
材
は
価
値
の
同
質
性
、
無
矛

盾
性
が
維
持
さ
れ
、
見
通
し
の
計
算
可
能
性
が
改
善
す
る
。
法
律
が
多
数
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
加
え
て
、
法
律
相
互
間
で
調
整
が
な
さ

れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
認
識
・
理
解
・
適
用
が
出
来
な
い
法
律
が
創
出
さ
れ
る
。
そ
れ
を
避
け
る
に
は
総
論
と
各
論
と
を
単
一
の
法
典

で
規
律
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
四
を
参
照
さ
れ
た
い
）。

（三）　

小
括
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以
上
で
租
税
法
を
例
と
し
て
、
法
に
お
け
る
体
系
を
論
じ
た
後
、
右
の
体
系
を
維
持
す
る
た
め
の
立
法
上
の
原
則
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
の

学
説
を
参
照
し
つ
つ
論
ず
る
こ
と
を
試
み
た
。

　

こ
こ
で
、
立
法
の
場
面
に
お
い
て
内
的
体
系
お
よ
び
外
的
体
系
を
首
尾
一
貫
し
て
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
義
を
検
討
・
指
摘
し
て

お
く
必
要
が
あ
る
。

　

ま
ず
、
内
的
体
系
に
つ
い
て
。
租
税
法
領
域
に
お
い
て
、
そ
し
て
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
体
系
を
支
え
る
原
則
の
代
表
的
な
も
の
と
し

て
応
能
負
担
原
則
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
目
下
の
と
こ
ろ
所
得
税
の
類
型
と
し
て
①
包
括
的
所
得
税
、
②
消
費
型
所
得
税
、

③
二
元
的
所
得
税
の
三
類
型
が
観
念
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
前
二
者
に
つ
い
て
は
、
個
人
の
担
税
力
を
把
握
し
て
平
等
な
課
税
を
実
現

す
る
と
い
う
契
機
を
内
包
し
て
い
る
。
し
か
し
、
な
お
、
③
に
つ
い
て
は
、
応
能
負
担
原
則
に
照
ら
し
て
制
度
と
し
て
採
り
え
な
い
も
の

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
別
途
詳
細
な
検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
以
上
触
れ
ず
、
①
お
よ
び
②
を
素
材
と
し
て
論

ず
る
こ
と
と
す
る
。

　

①
に
つ
い
て
は
、
各
課
税
年
度
に
個
人
の
許
で
増
加
し
た
担
税
力
を
す
べ
て
把
握
し
て
課
税
す
る
と
い
う
理
念
を
そ
の
背
景
と
し
て
有

し
て
い
る
。
そ
し
て
②
は
個
人
の
許
で
生
じ
る
生
涯
所
得
に
つ
い
て
平
等
な
課
税
を
行
う
と
い
う
理
念
を
そ
の
背
景
と
し
て
有
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、い
ず
れ
も
平
等
課
税
の
実
現
と
い
う
理
念
を
背
景
と
し
て
い
る
点
で
は
共
通
で
あ
る
が
、し
か
し
、

ア
ス
ペ
ク
ト
を
異
に
し
て
い
る
た
め
、
実
際
の
制
度
と
し
て
は
相
当
程
度
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
周
知
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
以
上
の
点
か
ら
、
内
的
体
系
の
首
尾
一
貫
し
た
実
現
と
し
て
、
応
能
負
担
原
則
を
首
尾
一
貫
し
て
実
現
し
て
も
、
先
に

如
く
現
実
の
制
度
と
し
て
複
数
の
も
の
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
あ
る
べ
き
制
度
と
し
て
唯
一
の
制
度
が
観
念
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
れ
故
、
内
的
体
系
の
首
尾
一
貫
し
た
実
現
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
積
極
的
意
義
を
見
出
し
え
な
い
、
と
す
る
批
判
的
見
解
も
あ
ろ
う（

98
）。
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こ
れ
に
付
言
す
る
な
ら
ば
、
平
等
課
税
の
原
則
を
首
尾
一
貫
し
て
実
現
す
る
こ
と
は
租
税
特
別
措
置
を
排
除
す
る
作
用
を
営
み
得
る
、
と

い
う
点
で
な
お
そ
の
意
義
を
認
め
得
る
と
考
え
る
。
租
税
特
別
措
置
は
、
そ
の
呼
称
か
ら
も
推
論
さ
れ
得
る
よ
う
に
、
本
来
あ
る
べ
き
適

正
な
税
負
担
と
は
異
な
る
そ
れ
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
法
の
複
雑
性
を
招
来
し
た
大
き
な
要
因
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

包
括
的
所
得
税
で
も
消
費
型
所
得
税
で
も
妥
当
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
平
等
原
則
か
ら
包
括
的
所
得
概
念
お
よ
び
消
費

型
所
得
概
念
と
い
う
異
な
る
基
礎
概
念
が
導
出
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
以
て
首
尾
一
貫
性
の
テ
ー
ゼ
が
租
税
政
策
上
無
意
味
で
あ
る

と
解
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
後
者
を
通
じ
て
前
者
に
対
し
て
租
税
原
則
の
意
味
内
容
が
発
展
的
に
上
書
き
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
か

も
し
れ
な
い
。
所
得
概
念
の
変
遷
は
か
よ
う
に
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
租
税
原
則
は
隣
接
諸
科
学
の
知
見
も
汲
み
な
が
ら
、
そ
の

内
容
を
充
実
さ
せ
る
べ
き
性
質
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
な
お
問
題
と
し
て
残
る
の
は
、
一
に
、
平
等
原
則
を
具
体
化
し
て
い
く

際
に
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
正
当
化
根
拠
を
以
て
、
純
化
し
た
形
態
で
は
租
税
制
度
上
具
体
化
さ
れ
て
い
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
具
体

化
の
過
程
で
租
税
理
論
の
観
点
か
ら
許
容
さ
れ
ざ
る
具
体
化
の
形
態
が
採
用
さ
れ
う
る
。
二
に
、
平
等
原
則
を
首
尾
一
貫
し
て
実
施
す
る

こ
と
を
強
調
す
る
の
み
で
は
、
租
税
特
別
措
置
の
増
殖
は
止
ま
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
端
的
に
は
、
か
よ
う
な
論
理
の
実
践

性
の
欠
如
で
あ
る
。
正
当
化
根
拠
の
設
定
、
租
税
特
別
措
置
の
抑
止
と
い
う
こ
の
二
点
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
首
尾
一
貫
性
の
テ
ー
ゼ
に

係
る
政
策
上
の
実
践
性
の
獲
得
は
租
税
立
法
者
の
営
為
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
実
的
に
は
困
難
が
伴
い
う
る
こ
と
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
首
尾
一
貫
性
の
実
施
を
担
保
す
る
制
度
的
基
盤
の
考
案
が
別
途
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、
外
的
体
系
に
つ
い
て
。
（二）
３
で
定
義
づ
け
た
よ
う
に
、
外
的
体
系
の
首
尾
一
貫
し
た
実
現
は
法
律
の
見
通
し
を
改
善
す
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
と
並
ん
で
、「
一
つ
の
法
律
の
中
に
お
い
て
、
同
一
の
文
言
を
同
一
の
意
味
内
容
に
用
い
つ
つ
立
法
作
用
が
営
ま
れ
る
」
と

（
98
） 　

こ
の
点
、
例
え
ば
、
参
照
、
中
里
実
「
国
家
活
動
と
市
場
秩
序
」
碓
井
光
明
他
編
『
金
子
宏
先
生
古
稀
祝
賀　

公
法
学
の
法
と
政
策
』（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
〇
年
）
九
七
頁
以
下
、
同
「「
阿
部
行
政
法
学
」
に
関
す
る
一
つ
の
試
論
」
自
治
研
究
七
一
巻
六
号
一
二
五
頁
以
下
、
特
に
、
一
二
九
頁
以
下
。
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い
う
こ
と
も
推
論
す
る
こ
と
が
性
質
上
許
容
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
を
以
っ
て
、
名
宛
人
に
よ
る
解
釈
を
相
当
程
度
容
易
化
す
る
効
果
が
期
待

さ
れ
、
法
的
安
定
性
も
実
現
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
租
税
法
は
納
税
義
務
者
の
経
済
活
動
に
与
え
る
影
響
が
大
き
い
た
め
、
外
的
体
系
の

首
尾
一
貫
し
た
実
現
は
解
釈
の
容
易
化
を
直
視
し
て
計
画
の
安
定
性
を
納
税
義
務
者
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
外
的
体
系

の
首
尾
一
貫
し
た
実
現
に
つ
い
て
は
そ
の
点
に
積
極
的
意
義
を
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
勿
論
、
内
的
体
系
の
重
要
性
も
失
わ
れ

な
い
。

　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
は
以
上
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
税
制
簡
素
化
と
如
何
な
る
関
係
に
立
つ
か
、
が
問
題
で
あ
る
。

私
見
に
よ
る
と
、
本
稿
に
お
け
る
議
論
に
鑑
み
、
経
済
性
原
則
が
税
制
簡
素
化
を
論
ず
る
に
際
し
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
経
済
性
原

則
は
ま
さ
に
法
令
文
の
合
理
的
な
構
築
を
通
じ
て
法
律
の
名
宛
人
の
認
識
・
理
解
を
可
能
な
ら
し
め
、
あ
る
い
は
改
善
す
る
こ
と
を
企
図

す
る
そ
う
し
た
原
則
で
あ
る
こ
と
は
既
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
既
に
二
（二）
２
で
論
じ
た
よ
う
に
、
外
的
体
系
の
実
現
に
際
し
て
は
、
例
え
ば
、
類
型
化
措
置
を
法
律
に
規
律
し
て
法
令
を

複
雑
化
し
な
い
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
か
ら
、
外
的
体
系
の
実
現
と
税
制
簡
素
化
は
関
連
性
を
有
す
る
と
言
え
よ
う
。
加
え
て
、
例
え
ば
、

関
連
す
る
事
項
を
同
一
の
場
所
に
規
律
す
る
こ
と
も
法
律
の
見
通
し
を
改
善
し
、
解
釈
を
容
易
化
す
る
の
で
、
右
の
如
き
意
味
で
も
外
的

体
系
の
実
現
は
税
制
簡
素
化
と
関
連
性
を
有
し
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
三
で
は
具
体
例
を
用
い
つ
つ
特
に
経
済
性
原
則
に
着
目
し
た
立
法
の
あ
り
か
た
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

ま
た
、
合
理
的
経
済
人
の
仮
定
に
基
づ
け
ば
、
確
か
に
、
制
裁
は
税
負
担
回
避
行
動
の
抑
止
に
つ
き
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
こ
こ
で
、

政
策
論
的
に
、
租
税
法
に
お
い
て
税
負
担
回
避
行
動
に
刑
事
罰
が
科
さ
れ
る
こ
と
の
根
拠
が
問
題
と
な
る
。
そ
れ
をB

izer

氏
は
租
税
債

務
の
特
殊
性
に
求
め
る
。
所
論
に
よ
れ
ば
、
納
税
義
務
者
に
は
様
々
な
義
務
を
課
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
租
税
債
務
の
確
保
を
企
図
し
て
い

る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
加
え
て
敢
え
て
刑
事
制
裁
も
付
加
す
る
こ
と
の
意
味
は
、「
私
的
取
引
の
も
と
で
は
、
契
約
の
ベ
ー
ス
は
双
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務
性
（do ut des

）
で
あ
り
、
そ
れ
は
当
事
者
に
と
っ
て
明
確
で
あ
る
。
国
家
と
の
関
係
で
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
租
税
の
対
価
を
求
め

る
請
求
権
は
な
い
。
契
約
関
係
は
か
な
り
複
雑
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
違
反
も
さ
ほ
ど
厳
格
で
は
な
い
。
そ
の
他
に
も
租
税
は
匿
名
的
な

国
家
に
納
付
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
国
家
は
同
定
可
能
な
個
人
と
し
て
契
約
を
締
結
す
る
の
で
は
な
く
、
法
律
を
通
じ
て
租
税
の

納
付
を
命
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
税
負
担
回
避
行
動
は
具
体
的
個
人
で
は
な
く
、
匿
名
的
な
国
家
を
侵
害
す
る
の
で
あ
る
」（

99
）と

。

以
上
の
引
用
文
に
も
や
や
難
解
な
箇
所
が
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
文
脈
上
は
、
税
負
担
回
避
行
動
を
通
じ
た
租
税
法
上
の
義
務
違
反
の
明

確
性
、
さ
ら
に
は
国
家
に
対
し
て
与
え
る
損
害
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
自
体
は
正
当
で
あ
る
と
解
し
う
る
。

　

尤
も
、
こ
う
し
た
制
裁
を
通
じ
て
の
み
税
負
担
回
避
行
動
に
対
す
る
十
分
な
抑
止
効
果
が
機
能
す
る
と
い
う
立
場
に
は
、
近
時
の
議
論

を
通
じ
て
み
る
と
、
必
ず
し
も
与
し
え
な
い
と
い
う
の
がB

izer

氏
の
立
論
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
税
制
の
複
雑
性
を
通
じ
た
税
負
担

回
避
行
動
を
抑
止
す
る
た
め
に
は
、
制
裁
の
引
上
げ
の
み
で
は
な
く
、
合
理
的
意
思
決
定
の
仮
定
を
前
提
と
し
な
い
納
税
義
務
者
の
行
動

が
、
各
納
税
義
務
者
の
置
か
れ
た
状
況
に
依
存
し
、
か
つ
行
動
の
動
機
付
け
が
環
境
の
影
響
で
変
化
し
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た

納
税
義
務
者
に
係
る
租
税
法
上
の
行
動
へ
の
動
機
づ
け
に
着
目
し
た
租
税
政
策
も
あ
り
う
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
尤
も
、
か
よ
う
な
租
税

政
策
を
詳
細
に
考
案
に
す
る
こ
と
は
現
段
階
で
は
差
し
控
え
る
。
加
え
て
、B

izer

氏
の
整
理
を
前
提
と
す
れ
ば
、
複
雑
な
税
制
が
構
築

さ
れ
て
も
、
動
機
づ
け
如
何
に
よ
っ
て
は
税
負
担
回
避
行
動
を
抑
止
で
き
る
た
め
、
そ
の
分
、
租
税
立
法
者
は
簡
素
化
を
指
向
す
る
税
制

改
正
に
消
極
的
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
や
や
強
引
な
議
論
か
も
し
れ
な
い
が
、
合
理
的
経
済
人
の
動
機
付
け
は

前
叙
の
よ
う
な
税
負
担
回
避
行
動
に
係
る
損
得
で
あ
る
場
合
に
は
、
税
制
簡
素
化
を
通
じ
て
そ
れ
を
直
接
的
に
抑
止
で
き
る
と
い
う
性
質

の
も
の
と
は
観
念
し
づ
ら
く
も
な
り
う
る
。
但
し
、
本
稿
で
の
議
論
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
納
税
義
務
者
の
行
動
に
つ
き
不
合
理
性
が
あ
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る
こ
と
に
よ
り
、
納
税
義
務
者
の
動
機
づ
け
に
基
づ
き
現
実
と
な
る
納
税
義
務
者
の
行
動
は
必
ず
し
も
予
め
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
損
得
に
よ
り
税
負
担
回
避
行
動
が
動
機
付
け
ら
れ
る
と
し
て
も
、
簡
素
な
税
制
を
構
築
す
る
作

業
は
継
続
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
営
為
を
租
税
政
策
か
ら
放
擲
す
べ
き
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
複
雑
な
税
制
の
も
と
で
は
、
制
裁

の
強
化
の
み
を
以
て
税
務
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
税
負
担
回
避
行
動
を
抑
止
す
る

簡
素
な
税
制
の
具
体
像
は
未
だ
に
明
確
で
は
な
い
。
結
局
、
こ
の
点
で
、
ド
イ
ツ
租
税
法
学
の
議
論
は
簡
素
を
指
向
し
つ
つ
、
ど
れ
だ
け

平
等
な
課
税
を
実
現
す
る
税
制
を
設
計
す
る
か
と
い
う
、
平
等
お
よ
び
簡
素
を
対
立
軸
に
措
い
た
、
両
者
を
適
切
に
調
整
す
る
租
税
制
度

の
考
案
と
い
う
議
論
に
行
き
着
く
こ
と
に
な
る
。


