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五

み
な
し
法
人
課
税
制
度
の
立
法
論
的
検
討

第
三
節
に
お
け
る
考
察
か
ら
、
み
な
し
法
人
課
税
制
度
が
現
行

の
所
得
税
法
上
、
原
則
的
な
所
得
計
算
方
法
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
本
節
に
お
い
て
は
、
こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
さ
ら
に
、
み
な
し
法
人
課
税
制
度
は
立
法
論
と
し

ハ
　

ソ

て
は
支
持
し
う
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
際
の
論
点
と
し
て
は
、
事
業
主
の
勤
労
所
得
軽
課
の
問
題
、
事
業
主
報
酬
の
必
要
経
費
性
の
問
題
、
法

人
、
特
に
中
小
同
族
法
人
の
経
営
者
と
個
人
事
業
主
と
の
課
税
の
公
平
の
問
題
、
法
人
企
業
と
個
人
企
業
と
の
課
税

の
公
平
の
問
題
な
ど

ハ
　

レ

が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
相
互
に
密
接
に
関
連
の
あ
る
問
題
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
で
き
る
だ
け
解
き
ほ
ぐ
し
て
考
え

て
み
た
い
。

パ
　

ロ

一

み
な
し
法
人
課
税
制
度
を
立
法
論
と
し
て
支
持
す
る
見
解
の
検
討

ω

事
業
主
の
勤
労
所
得
軽
課
の
問
題

「質
的
担
税
力
」
論
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

①

北
野
説

み
な
し
法
人
課
税
制
度
を
立
法
論
と
し
て
支
持
す
る
見
解
と
し
て
、
第

一
に
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
北
野
教
授
の
説
で
あ
る
。

教
授
の
説
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
専
ら
、
中
小
同
族
法
人
の
経
営
者

・
個
人
事
業
主

・
一
般
の
給
与
所
得
者
と
い
う

、
そ
の
実
態
な
い
し

ヤ

ヤ

ヤ

法
的
な
立
場
を
異
に
す
る
個
人
間
の
公
平
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
法
人
税
と
所
得
税
と
が
制
度
上
別
で
あ
る
以
上
、

へ
　

　

中
小
法
人
と
個
人
事
業
と
の
問
の
公
平
は
問
題
に
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、
こ
こ
で
、
教
授
の
い
わ
ゆ
る
質
的
担
税
力
の
公
平
と

い
う
考
え
方
を
適
用
す
る
と
、
現
行
法
制
に
は
重
大
な
欠
陥
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
個
人
事
業
主
の
稼
得
す
る
現
行
法
上

の

「事
業
所
得
」
に
は
、
質
的
担
税
力
の
見
地
か
ら
み
て
軽
課
さ
れ
る
べ
き

「勤
労
所
得
」
部
分
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
部
分
は
給
与

亀
▽

皿廼
　

幽
▼
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血
▽

念
　

○

所
得
と
同
様
に
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
現
行
法
上
は
そ
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
個
人
事

業
主
と
、
自
ら
が
稼
得
す
る
勤
労
所
得
分
に
つ
い
て
は
軽
課
さ
れ
て
い
る
法
人
経
営
者
と
の
間
に
、
不
公
平
が
存
在
し
て
い
る
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
見
地
か
ら
す
る
と
、
み
な
し
法
人
課
税
制
度
は
、
個
人
事
業
主
の
稼
得
す
る
所
得
の
う
ち
勤
労
所
得
に
あ
た
る
部
分
を

給
与
所
得
と
み
な
し
て

一
般
の
給
与
所
得
と
同
様
に
軽
課
す
る

具
体
的
に
は
、給
与
所
得
控
除
の
適
用
を
認
め

る

制
度
と
し
て
、

ハ　

レ

理
論
的
に
支
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
仮
に
質
的
担
税
力
の
公
平
の
確
保
と

い
う
観
点
に
立

っ
た
と
し
て
も
、
み
な
し
法
人
課
税
制
度
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い

う
結
論
は
、
必
然
的
な
も
の
と
は
言
い
難

い
。
例
え
ば
、
第
三
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
資
産
勤
労

一
体
化
説
に
お

い
て
も
、
事
業
所
得

に
含
ま
れ
る
勤
労
の
要
素
を
考
慮
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
は
、
資
産
勤
労

一
体
化
説
に
お
け
る
勤
労
所
得
軽
課
の
要
素
の
考
慮
は
北
野
説
に
お
け
る
そ
れ
と
比
べ
て
極
め
て
不
明

瞭

で
あ
る
、
と
い
う
批
判
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
北
野
説
の
主
張
す
る
課
税
方
法
が
形
式
的

に
法
人
企
業
の
場
合

と
類
似
七
て
い
る
点
を
捉
え
た
見
解
に
過
ぎ
ず
、
実
際
の
勤
労
所
得
軽
課
の

「内
容
」
に
つ
い
て
、
北
野
説
の
方
が
明
確
な
わ
け
で
は
な

い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
個
人
事
業
に
お
い
て
、
事
業
主
の
勤
労
所
得
部
分
を
資
産
所
得
部
分
か
ら
分
離
す
る
明
確
な
基
準
が
な
い
か
ら

で
あ
る
。
・
こ
の
技
術
的
な
難
点
を
考
え
れ
ば
、
も
と
も
と
不
明
確
な
も
の
を
明
確
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
る

こ
と
よ
り
も
、
不
明

ハ
　

ソ

確
な
も
の
は
不
明
確
な
も
の
と
し
て
対
処
す
る
方
が
よ
い
と
い
う
考
え
方
も
十
分
に
成
り
立

つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
説
に
つ
い
て
は
、
み
な
し
法
人
課
税
制
度
の
対
象
と
な
る
事
業
所
得
と
不
動
産
所
得
と
の
担
税
力

の
差
を
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
資
産
勤
労
結
合
所
得
た
る
事
業
所
得
と
純
粋
な
資
産
所
得
た
る
不
動
産
所
得
と
で

ハ
ク

ソ

は
当
然
に
担
税
力
が
異
な
り
、
こ
の
説
が
力
説
す
る
勤
労
所
得
軽
課
の
考
え
方
が
妥
当
す
る
の
は
前
者
の
み
で
あ
る
か
ら
、
質
的
担
税
力

の
公
平
を
は
か
る
立
場
を
貫
け
ば
、
現
在
の
み
な
し
法
人
課
税
制
度
が
不
動
産
所
得
を
も
そ
の
対
象
と
し
て
い
る
点

は
批
判
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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②

富
岡
説

主
と
し
て
個
人
間
の
課
税
の
公
平
を
重
視
し
た
北
野
説
と
は
異
な
り
、
富
岡
教
授
の
説
は
、
個
人
企
業
と
法
人
企
業
と
の
課
税
の
公
平

を
重
視
す
る
点
に
特
色
が
あ
る
が
、
教
授

の
場
合
も
、
そ
の
論
理
展
開
に
用
い
ら
れ
る
概
念
は
や
は
り
所
得
の
質
的
性
格
に
よ
る
区
分

ハ
　

ソ

「質
的
担
税
力
」

の
概
念
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
富
岡
説
に
よ
れ
ば
、
質
的
担
税
力
に
応
じ
た
公
平
な
課
税
と
い
う
見
地
か
ら

現

行
所
得
税
法
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る

一
〇
種
類
の
所
得
を
分
析
す
る
と
、
事
業
所
得
の
位
置
づ
け
が
曖
昧
で
あ
り
、
現
行
所
得
税
法
上
の

事
業
所
得
は
、
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る
事
業
主
の
勤
労
所
得
と
、
個
人
企
業
自
体
か
ら
生
じ
る

「資
本
運
用
所
得
」
と
に
分
け
ら
れ
る
べ

き

で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
前
者
は
法
人
経
営
者
と
同
様
に
給
与
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
、
事
業
所
得
は
後
者
の
み
を
含
む
も
の
と
し
て
純

化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
議
論
の
過
程
に
お
い
て
個
人
企
業
は
事
業
主
か
ら
独
立
し
た
納
税
主
体
と
し
て
認
識

さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
独
立
の
納
税
義
務
者
と
な
る
の
で
は
な
く
、
結
局
、
個
人
企
業
か
ら
生
じ
た
資
本
運
用
所
得
も
、
事
業
主
の
事
業
所

ハ
　

ソ

得
と
し
て
累
進
課
税
に
取
り
込
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
見
地
か
ら
す
る
と
、
現
行
の
み
な
し
法
人
課
税
制
度
は
、
不
完
全

な
が
ら
事
業
所
得
か
ら
事
業
主

の
勤
労
所
得
部
分
を
分
離
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
、
立
法
論
と
し
て
も
支
持
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ず

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
説
に
は
二
つ
の
疑
問
が
あ
る
。
そ
の
第

一
は
、
質
的
担
税
力
に
応
じ
た
課
税
と

い
う
こ
と
を
問
題
と
す
る
こ
と

お

　

と
、
結
論
と
し
て
事
業
所
得
を

「資
本
運
用
所
得
」
と

い
う
新
し
い
類
型
の
所
得
と
し
て
純
化
す
べ
き
で
あ
る
と
す

る
こ
と
と
は
、
平
灰

が
合
わ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
質
的
担
税
力
と

い
う
概
念
は
、
(少
な
く
と
も
論
者
の
主
観
に
お
い
て
は
)
担
税
力
に
応
じ
た
課
税
と
い
う
議
論
を
よ
り

精
緻
に
し
、
よ
り
公
平
な
課
税
を
実
現
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
、
ま

っ
た
く
新
し
い
所
得
の
類
型

を
創
出
し
た
の
で
は
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
意
味
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
と
も
と
、
資
産
所
得

・
勤
労
所
得
と
い
う
概
念

を
用
い
た
の
は

「質
的
担
税
力
」
と
い
う
概
念
を
使
わ
な
い
と
し
て
も

資
産
所
得
の
方
が
勤
労
所
得
よ
り
も
担
税
力
が
大
き
い

夢

鐙

緬
》
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ム
曝

、念
璽

●

と

い
う
議
論
を
す
る
た
め
で
あ
り
、
同
じ
く
、
事
業
所
得
を
資
産
勤
労
結
合
所
得
と
し
た
の
も
、
そ
の
担
税
力
が
純
粋
な
資
産
所
得

(例
ハ
れ

り

え
ば
、
不
動
産
所
得
)
と
純
粋
な
勤
労
所
得

(例
え
ば
、
給
与
所
得
)
と
の
中
間
程
度
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
っ
た
の
に
、

こ
こ
で
、
資
本
運
用
所
得
と
い
う
新
し
い
概
念
を
唐
突
に
持
ち
出
し
て
み
て
も
、
そ
れ
で
は
、
そ
の
類
型
の
所
得
が
他
の
類
型
の
所
得
に

比
し
て
ど
の
よ
う
な
担
税
力
を
持

っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
が
、

一
向
に
明
ら
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ハゆ
　

お
そ
ら
く
、
こ
の

「資
本
運
用
所
得
」
と
は
法
人
の

「
所
得
」
と
同
質
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
も
と
も

と
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
質
的
担
税
力
と
は
個
人
の
担
税
力
を
議
論
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
個
人
の
所
得

へど

の
メ
ニ
ュ
ー
の
う
ち
に
こ
の
所
得
類
型
を
取
り
入
れ
て
も
、
そ
の

「担
税
力
」
を
は
か
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

、
次
に
、
富
岡
説
に
お
い
て
、
そ
の
議
論
の
過
程
で
は
個
人
企
業
自
体
が
独
立
の

「納
税
主
体
」
と
し
て
観
念
さ
れ
る
が
、
結
論
に
お
い

て
は
、
そ
の
よ
う
な

「個
人
企
業
」
が
個
人
事
業
主
と
は
別
個
の
納
税
義
務
者
に
な
る
の
で
は
な
く
、
「資
本
運
用
所
得
」
と
し
て
純
化

さ
れ
た
事
業
所
得
も
、
結
局
は
個
人
事
業
主
の
所
得
と
な
る
、
と
さ
れ
る
点
に
も
疑
問
が
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な

「事
業
所
得
」
が
個
人
企
業
自
体
で
は
な
く
事
業
主
の
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
ら
か

,

の
方
法
で
、
そ
の
所
得
が
個
人
企
業
か
ら
事
業
主

へ
移
さ
れ
た
こ
と
が
そ
の
論
理
的
な
前
提
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
富
岡
説
に
お
い
て

は
、
第

一
に
、
な
ぜ
、
ま
た
は
、
ど
の
よ
う
な
論
理
操
作
を
経
て
、
個
人
企
業
自
体
か
ら
生
じ
た
と
さ
れ
る

「資
本

運
用
所
得
」
が
事
業

主

の
所
得
と
な
る
の
か
が
明
ら
か
で
は
な
い
し
、
第
二
に
、
そ
れ
が
個
人
企
業
自
体
か
ら
事
業
主

へ
と
移
さ
れ
た
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ

の
所
得
は

事
業
主
に
対
す
る
課
税
と
し
て
は

配
当
所
得
に
類
似
し
た
性
質
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
な
け
れ
ば
論
理
が

一
貫
し
な

い
で
あ
ろ
う

(こ
の
結
果
、
所
得
税
に
お
い
て
は
、
事
業
所
得
と
い
う
所
得
類
型
は
な
く
な
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
資
本
運
用
所
得
と
性

質
づ
け
る
こ
と
も
意
味
を
持
た
な
く
な
る
)
。

結
局
、
富
岡
説
に
お
い
て
は
、
現
在
の

(個
人
)
所
得
税
と
法
人

(所
得
)
税
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
て
、
個
人
企
業
と
法
人
企
業
の

へ
せ

り

両
方
に
適
用
さ
れ
る
統

一
的
な
企
業
所
得
税
制
を
目
指
す
の
で
な
け
れ
ば
、
首
尾

一
貫
し
な
い
も
の
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
う
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で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、
富
岡
説
の
構
想
を
み
な
し
法
人
課
税
と

い
う
形
で
制
度
化
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
り
、
こ
の
説
は
、
こ
の

制
度
を
立
法
論
的
に
支
持
す
る
理
由
と
は
な
り
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

吻

事
業
主
報
酬
の
必
要
経
費
性
を
肯
定
す
る
説

北
野

・
富
岡
両
教
授
が
、
以
上
の
議
論
と
は
別
に
、
み
な
し
法
人
課
税
制
度
を
立
法
論
的
に
支
持
さ
れ
る
際
に
主
張
し
て
お
ら
れ
る
理

論
的
な
根
拠
と
し
て
は
、
事
業
主
の
労
働
の
対
価
で
あ
る
事
業
主
報
酬
は
、
事
業
所
得
の
計
算
上
必
要
経
費
性
を
持

つ
と
い
・?
王
張
が
挙

る

マ

ハど

げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
、
会
計
学
的
な
考
察
に
よ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
点
だ
け
を
切
り
離
し
た
場
合
、
こ
の
論
拠
は
甚
だ
薄
弱
な
も
の
で
あ
る
と

い
う
し
か
な
い
。
両
説

に
お
い
て
こ
の
点
が

言
わ
れ
る
際
に
は
、
企
業
自
体
と
い
う
も
の
を
個
人
事
業
の
場
合
に
も
想
定
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
事
業
主
報
酬
が
当
然
に
必
要
経

費
と
な
る
、
と
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、
必
要
経
費
性
肯
定
説
は
、
事
業
主
報
酬
が
事
業
所
得
の
必
要
経
費
に
な
る
理
由
を
詳
し
く
理
論
づ

け
て
は
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
個
人
事
業
に
お
い
て
も

「
企
業
自
体
」
と
い
う
も
の
を
想
定
す
る
と
い
う
前
提

の
下
で
な
ら
と
も

か
く
、
さ
ら
に
さ
か

の
ぼ
っ
て
、
個
人
事
業
に
お
い
て
も
企
業
自
体
と
い
う
も
の
を
想
定
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
こ
と
を
論
じ
る
場
面
に
お
い
て
は
、
こ
の
説

に
よ
っ
て
み
な
し
法
人
課
税
制
度
を
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

パヨ

⑬

公

平
論

か

ら

の

ア
プ

ロ
ー

チ

パお

①

個
人
事
業
主
と
法
人
経
営
者
と
の
公
平
の
問
題

こ
の
場
面
に
お
け
る
み
な
し
法
人
課
税
制
度
支
持
論
の
論
拠
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
個
人
事
業
主
と
、
そ
れ
と
実
態
は
あ
ま
り
変
わ
ら

な

い
中
小
同
族
法
人
の
経
営
者

(た
だ
し
、
そ
の
法
的
な
立
場
は
個
人
事
業
主
と
は
異
な
る
)
と
の
間
の
課
税
の
公
平
を
図
る
た
め
に
、

　ゆ
　

個
人
事
業
主
に
も
法
人
経
営
者
と
同
様
の
給
与
所
得
控
除
を
認
め
よ
、
と
い
う
点
に
あ
る
。

こ
の

「実
態
が
同
じ
」
と
い
う

の
が
、
こ
こ
で
の
マ
ジ

ッ
ク
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
給
与
所
得
控
除
が
個
人
事
業
主

ゆ

心纏
ッ

冶
マ
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に
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
議
論

い
わ
く
、
給
与
所
得
控
除
は
給
与
所
得
が
比
較
的
担
税
力
の
小
さ
な
勤
労
所
得
で
あ

る
こ
と
に
着
目
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
い
わ
く
、
そ
れ
は
、
勤
務
遂
行
の
た
め
の
必
要
経
費

の
概
算
控
除
で
あ
る

　　

か
ら
事
業
主
に
関
し
て
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
等
々

を

そ
れ
が

「実
態
を
同
じ
く
す
る
」
法
人
経
営
者
に
も
適
用

さ
れ

て
い
る
と
し
て

こ
と
ご
と
く
退
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
公
平
論
は
、
片
手
落
ち
の
感
を
免
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
の
問
題
は
、
法
人
経
営
者
と

一
般
の
給
与
所

得
者
は

「給
与
所
得
者
」
と

い
う
法
的
立
場
を
同
じ
く
し
、
法
人
経
営
者
と
個
人
事
業
主
は
そ
の

「実
態
」
を
同
じ
く
す
る
と
し
た
と
き

に
、

こ
の
三
者

の
間
に
ど
の
よ
う
な
取
扱
い
の
差
を
設
け
る
の
が

(な
い
し
は
設
け
な
い
の
が
)
公
平
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
か
ら
、

こ
こ
で
、
「実
態
」
に
着
目
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
同
時
に
、
実
態
の
異
な
る
二
者
ー

法
人
経
営
者
お
よ
び
個
人
事
業
主
と

一

ハハ
マ

般
の
給
与
所
得
者

の
扱

い
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
を
も
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
個
人
事
業
主
と
法
人
経
営
者
と
の
課
税
の
公
平
と

い
う
観
点
か
ら
、
給
与
所
得
控
除
の
適
用
を
主
眼
と
す
る

み
な
し
法
人
課
税
制
度
を
正
当
化
す
る
議
論
は
、
ま
ず
そ
の
前
提
と
し
て
、
現
在
、
法
人
経
営
者
が

一
般
の
給
与
所
得
者
と
同
様
に
扱
わ

れ
て
い
る
こ
と
の
正
当
性
を
論
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
点
は
、
む
し
ろ
否
定
的

に
考
え
ら
れ
て
き

へぬ
ソ

た
と

こ
ろ
で
あ
り
、
結
論
と
し
て
、
こ
の
公
平
論
か
ら
み
な
し
法
人
課
税
制
度
を
立
法
論
的
に
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ

ハ
み

ヤ
　

　

れ
る
。

②

個
人
企
業
と
法
人
企
業
と
の
公
平

み
な
し
法
人
課
税
制
度
に
関
し
て
は
、
コ

般
の
個
人
企
業
は
法
人
成
り
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
法
人
と
し
て
の
課
税
の
方

　め
　

が

有
利
で
あ
れ
ば
法
人
に
な
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
制
度
は
不
要
だ
」
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
得
よ
う

。
こ
の

「法
人
の
方

が
有
利
な
ら
法
人
成
り
を
す
れ
ば
よ
い
」
と

「だ
か
ら
、
み
な
し
法
人
課
税
制
度
は
不
要
だ
」
と
の
問
に
論
理
の
飛
躍
が
あ
る
と
す
る
か

な

い
と
す
る
か
、
こ
れ
が
、
み
な
し
法
人
課
税
制
度
を
立
法
論
的
に
考
え
る
際
の
最
大
の
難
問
で
あ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
、
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ハ
め

マ

こ

の
場
面
に
お
い
て
租
税
の
経
済
的
中
立
性
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
租
税
法
は
納
税
者
が
私
法
上
の
法
形
式
を
自
由
に
選
択
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
は
認
め
て
お
り
、
た

だ
、
不
当
な
租
税
回
避
を
個
別
的
に
禁
止
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、
法
人
成
り
に
は
何
ら
の
問
題
も
な
い
、
と
い
う
議
論
を
な

し
う

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
す
ぐ
に
想
像
さ
れ
る
反
論
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
単
に
、
現
在
非
常
に
数
多
く
な
さ
れ
て
い
る

法

人
成
り
が
、
解
釈
論
の
レ
ベ
ル
で
違
法
で
は
な
い
、
と
い
う
に
止
ま
り
、
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
よ
う
な
、
み
な
し
法
人
課
税
制
度

の
立
法
論
的
な
当
否
の
問
題
に
触
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
「法
人
の
方
が
有
利
な
ら
ば
法
人
成
り
を
す
れ
ば
よ
い
」

と

い
う
部
分
を
正
当
化
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
改
め
て
、
立
法
論
と
し
て
は
、
こ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
こ
の
際
に
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の

「立
法
論
」

の
中
味
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
み
な
し
法
人
課
税
制
度
と
は
、
元
来
は

所
得
税
法
に
服
す
る
個
人
企
業
を
法
人
税
法
に
服
す
る
法
人
企
業
と
み
な
し
て
、
後
者
に
適
用
さ
れ
る
の
と

そ

の
程
度
は
別
論
と
し

て

類
似
の
課
税
方
法
で
課
税
す
る
制
度
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は

一
応
、
原
則
と
し
て
、
個
人

に
対
し
て
は
所
得
税

法

が
適
用
さ
れ
、
法
人
に
対
し
て
は
、
法
人
税
法
が
適
用
さ
れ
る
現
在
の
制
度

の
基
本
的
な
仕
組
み
が
前
提
と
さ
れ

て
い
る
と
考
え
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た

っ
て
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
そ
の
よ
う
に
所
得
課
税
を
二
本
立
て
に
し

た
制
度
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

現
行
法
が
こ
の
よ
う
に
企
業
の
法
形
式

個
人
企
業
か
法
人
企
業
か

に
着
目
し
て
課
税
方
法
を
変
え
て
い
る
こ
と
の
意
義
は
、

し
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
両
者
に
お
い
て
課
税
方
法
が
異
な
る
も
の
と
す
る
こ
と
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。

一
旦
そ
の
よ
う
な

境
界
線
を
引

い
て
も
、
そ
の
両
側
で
効
果
が
同
じ
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
線
を
引
い
た
意
味
は
な

い
こ
と
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。

つ

ま
り

、
そ
う
や
っ
て
引
い
た
境
界
線
の
両
側
で
法
効
果
が
異
な
る
こ
と
が
、
こ
の
制
度

の
前
提
な
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
こ
で
最
も
重

要
な
の
は
、
そ
の
よ
う
に
分
け
ら
れ
た
二
つ
の
領
域
に
お
い
て
、
法
制
度
が
そ
れ
ぞ
れ
に
相
応
し
い
論
理
を
貫
徹
し

て
作
ら
れ
て
い
る
こ

趨

働

の
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と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
現
在
の
所
得
税
法
と
法
人
税
法
と
の
二
本
立
て
の
制
度
を
前
提
と
す
る
限
り
、
個
人
企
業
と
法
人
企
業
と
で
、

そ

の
租
税
負
担
が
常
に
ま

っ
た
く
等
し
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
し
、ま
た
そ
れ
は
異
な

っ
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

無
論
、
企
業
形
態
の
選
択
に
関
し
て
租
税
法
が
中
立
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
命
題
そ
の
も
の
は
誤
り

で
は
な

い
し
、
最
重

要

の
要
請
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
も
、
決
し
て
軽
視
し
て
よ
い
も
の
と
も
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
噛
今
後
、
所
得
税
法

・
法
人

税
法
を
通
じ
た
大
規
模
な
税
制
改
革
が
な
さ
れ
る
際
に
、
再
び
、
重
要
な
論
点
と
さ
れ
る
べ
き
間
題
で
あ
り
、
現
在

の
二
本
立
て
の
所
得

　ぎ

課
税
制
度
を
前
提
と
し
た
場
合
に
立
法
論
と
し
て
重
視
さ
れ
る
問
題
で
は
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
は
、
こ
の
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
完
全
な
改
革
を
待

つ
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
問
題
で
あ
る
か
ら
、
不
十
分
な
が
ら
、

み
な
し
法
人
課
税
制
度
と

い
う
形
で
早
期
に
手
当
て
を
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
反
論
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
の
解
決
を
こ
の

制
度
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
に
は
、
か
な
り
の
技
術
的
な

た
だ
し
、
そ
れ
は
、
些
細
な
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
1

問
題
が
あ
る
。

パ　

第

一
に
、
第
二
節
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
所
得
税
法
の
事
業
所
得
の
規
定
と
法
人
税
法
と
で
は
所
得
計
算
の
方
法
が
か
な
り
異
な
る
。

こ
の
た
め
、
単
純
に
税
額
計
算
の
場
面
に
お
い
て
の
み
法
人
と
類
似
の
課
税
方
法
を
用
い
て
も
、
両
者

の
課
税
方
法

が
真
に
同
じ
で
あ
る

と

い
う
こ
と
に
は
な
ら
な

い
。
第
二
に
、
所
得
税
法
に
は
法
人
所
得
と
比
す
べ
き
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得

の
他
に
も
八
種
類
の
所
得
類

型
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
と
の
関
係
が
み
な
し
法
人
に
お
い
て
は
非
常
に
複
雑
に
な
る
。

し
か
も
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
問
題
点
の
関
係
は
、
「逆
向
き
」
と
い
い
う
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
両
者
の
課
税
方
法
を

近
づ
け
る
た
め
に
、
た
と
え
ば
、
み
な
し
法
人
に
も
内
部
留
保
を
認
め
る
な
ど
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
所
得
税
法

の
執
行
の
問
題
が
複
雑
に

　の
　

・
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
複
雑
な
事
態
を
明
確
に
管
理
す
る
法
技
術
が
ま
さ
に

「法
人
格
」

で
あ

っ
た
こ
と
を
考

え

て
み
れ
ば
、
説
明
に
多
言
を
要
す
ま

い
。
こ
の
点
に
鑑
み
る
と
、
み
な
し
法
人
課
税
制
度
は
、
企
業
形
態
の
選
択
に
つ
い
て
の
租
税
の

中
立
性
を
守
る
方
法
と
し
て
は
、
法
技
術
的
に
甚
だ
拙
劣
で
問
題
が
多

い
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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㈲

小
括

以
上
の
議
論
を

ご
言
で
ま
と
め
る
と
、
み
な
し
法
人
課
税
制
度
を
支
持
す
る
た
め
に
主
張
さ
れ
て
い
る
理
論
的
な
根
拠

個
人
事
業

主

の
勤
労

の
要
素
の
考
慮

に
も
、
政
策
的
な
根
拠

企
業
形
態
の
選
択
に
対
す
る
租
税
の
中
立
性
の
確
保

に
も
正
当
な
指
摘

が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
制
度
は
、
法
技
術
な
い
し
法
制
度
と
し
て
そ
れ
ら
の
根
拠
か
ら
要
請
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
正
確

に
実
現
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
立
法
論
的
に
も
支
持
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
技
術
的
な
難
点
と
は
、
前

者

の
根
拠
に
関
連
し
て
は
、
個
人
事
業
主
の
勤
労
所
得
分
を
決
定
す
る
客
観
的
な
基
準
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
後
者
の
根
拠
に
関

し
て
は
、
法
人
格
と

い
う
法
技
術
を
用
い
ず
に
個
人
企
業
に
法
人
と
同
様
の
課
税
方
法
を
適
用
す
る
こ
と
は
所
得
税
法
と
の
関
係
で
複
雑

な
管

理
な
い
し
執
行
上
の
問
題
を
生
ず
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二

残
さ
れ
た
問
題

ω

序

前
項
で
の
考
察
に
お
い
て
、
み
な
し
法
人
課
税
制
度
は
立
法
論
と
し
て
も
支
持
し
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の

議
論

に
は
即
座
に
反
論
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
法
律
上
な
い
し
事
実
上
、
法
人
成
り
が
で
き
な
い
個
人
事
業

に
関
し
て
は
ど

の
よ

う

に
対
処
す
る
の
か
、
と
い
う
反
論
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
課
税
上
そ
の
方
が
有
利
な
ら
ば
法
人
成
り
を
す
れ
ば
よ
い
、
と

い
う
こ
と
を
認

め
た
前
項
の
議
論
に
対
し
て
は
、
か
な
り
有
効
な
反
論
の
よ
う
に
も
思
え
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
こ
の
問
題
を
若
干
考
察
し
て
蓄
こ

う
。㈲

法
律
上
法
人
成
り
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合

、

ま
ず
、
個
人
事
業
と
法
人
企
業
と
で
所
得
課
税
上
の
負
担
が
異
な
る
こ
と
は
、
法
人
成
り
が
自
由
に
認
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
理
由
に

容
認
す
る
と
し
て
も
、
現
行
法
上
は
、
弁
護
士
、
税
理
士
な
ど
、
い
く
つ
か
の
職
業
に
つ
い
て
は
、
法
人
成
り
を
す

る
こ
と
が
認
め
ら
れ

▲
》

盈
》

の



み な し法人課税制度 に関す る一考察(下)421

.念
懸

倉曝

O

て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
職
業
に
従
事
す
る
個
人
事
業
主
は
、
た
と
え
法
人
と
し
て
課
税
さ
れ
る
方
が
有
利
で
あ

っ
て
も
そ
の

途
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
租
税
法
に
お
い
て
、
私
法
上
の
形
式
は
個
人
の
ま
ま
で
法
人
と
し
て
課
税
す
る
方
法
、
す
な
わ
ち
、

み
な
し
法
人
課
税
制
度
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
議
論
が
あ
り
う
る
。

こ

の
間
題
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
最
初
に
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
か
を
考
え

る
必
要
が
あ
る
。
こ

の
場
合
、
租
税
法
以
外
の
法
律
に
よ

っ
て
そ
の
よ
う
に
企
業
形
態
が
制
限
さ
れ
て
い
る
以
上
、
租
税
の
企
業
形
態
に
関
す
る
中
立
性
と

い

う
観
点
か
ら
は
ま
っ
た
く
問
題
に
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
租
税
法

の
問
題
で
な
い
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。

し
た
が

っ
て
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
他
の
職
種
に
お
い
て
は
法
人
成
り
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
租
税
負
担
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る

の
に
、
弁
護
士
等
は
そ
れ
が
で
き
ず
、
他
の
職
種
に
比
し
て
不
利
益
な
取
扱

い
を
受
け
て
い
る
、
と

い
う
点
で
あ
る
。
理
論
的
に
は
、
個

人
事
業
と
し
て
課
税
さ
れ
る
の
で
事
業
所
得
に
含
ま
れ
た
勤
労

の
要
素
が
考
慮
さ
れ
な

い
と

い
う
こ
と
が
こ
の

「不
利
益
」
の
中
核
を
な

す
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
事
業
所
得
に
含
ま
れ
る
勤
労
の
要
素
を
考
慮
す
る
も
の
と
し
て

一
定
の
所
得
控
除
や
税
額
控
除

ハみ
レ

を
認
め
る
と
い
う
方
法
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
理
由
か
ら
、
直
ち
に
み
な
し
法
人
課
税
制
度
を
こ
れ
ら
職
業
に
つ
い
て
の
み
設

　お
　

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
意
見
に
は
賛
成
し
が
た
い
。

㈹

事
実
上
法
人
成
り
が
で
き
な
い
場
合

次
に
、
事
実
上
法
人
成
り
が
で
き
な
い
個
人
事
業
主
の
た
め
に
も
み
な
し
法
人
課
税
制
度
は
必
要
で
あ
る
と

い
う
議
論
が
な
さ
れ
る
こ

　ぬ
　

と
が
あ
り
、
こ
の
例
と
し
て
は
、
し
ば
し
ば
、
零
細
す
ぎ
て
法
人
成
り
で
き
な
い
よ
う
な
個
人
事
業
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、

論
者

の
こ
の
例
示
は
理
解
に
苦
し
む
。
仮
に
零
細
す
ぎ
て
法
人
企
業
の
形
態
を
と
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
事
業
が
存
在
す
る
と

,し

て
も
、
そ
の
よ
う
な
個
人
事
業
主
に
法
人
と
同
様
の
方
法
に
よ

っ
て
課
税
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
性
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う

(珊
)。

カ
も
と
も
と
法
人
は
、
租
税
負
担
軽
減
を
目
的
と
し
た
制
度
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
零
細
す
ぎ
て
法
人
と
な
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
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ま
さ
に
、
個
人
事
業
と
し
て
課
税
さ
れ
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
こ
そ
は
、
個
人
企
業
と
法
人
企
業
と
で
課
税
方
法
を
異
に
し
て
い
る
現
行
法
の

論
理
に
沿

っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
零
細
な
企
業
の
場
合
に
は
、
よ
り
強
く
、
事
業
所
得
に
お
け
る
勤
労
の
要
素

の
考
慮
が
必
要
と
さ
れ
る
と

い
う
議
論
に
は
説
得
力
を
感
じ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
み
な
し
法
人
課
税
制
度
を
設
け
て
、
法
人
に
準
じ

た
方
法
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
個
人
に
課
税
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
存
在
し
な

い
と
思
わ
れ
る
。

神 戸 法 学 雑 誌XXXIX

*

*

*

*

*

*

*

*

*

第
三
節
か
ら
こ
こ
ま
で
の
議
論
の
結
論
だ
け
を
摘
記
す
る
と
、
①
現
在

の
み
な
し
法
人
課
税
制
度
は
現
行
所
得
税
法
上
原
則
的
な
所
得

計
算
方
法
と
言
う
こ
と
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
租
税
特
別
措
置
で
あ
る
が
、
②
租
税
特
別
措
置
と
し
て
の
み
な
し
法
人
課
税

制
度
は
、
仮
に
そ
の
目
的
が
合
理
的
で
あ
る
と
言
え
る
と
し
て
も
、
そ
の
実
現
の
手
段
が
極
め
て
不
合
理
な
も
の
で
、
全
体
と
し
て
は
、

支
持
し
え
な
い
不
合
理
な
制
度
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、
③
立
法
論
的
に
も
、
そ
の
大
き
な
技
術
的
難
点
ゆ
え
に
支
持
し
え
な
い
も
の
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
④
た
だ
し
、
そ
の
立
法
論
的
な
目
的
に
は
正
当
な
点
も
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
実
現
す
る
方
法
が
別
途
研

究

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

(1
)

(2
)

こ
の
検
討
は
ま
た
、
租
税
特

別
措
置
と

し
て
の
み
な
し
法
人
課
税
制
度

の
政
策

目
的
の
検
討

で
も
あ

る
。
第

四
節

で
は
、

こ
の
制
度

の
二

つ
の

目
的

の
う
ち
、
「
法
人
同
様

の
課
税
」
と

い
う
政
策
目
的

の
合
理
性

の
検
討
を

本
節

に
延
ば

し
て

い
た
。

参
照
、
国
税
庁

・
昭
和
四
八
年
税
制
改
正

の
す

べ
て
四
三
～
四
四
頁
、
第
四
節

注
五

(三
九
巻

一
号

一
五
二
～

一
五
三
頁
)
に
紹
介
さ
れ
た
意

見
。ま

た
、

み
な
し
法
人
課
税
制
度
を
強
力
に
支
持
す

る
青
色
申
告
会

の
見
解
は
、
個
人
事

業
と
同
族
会
社
と

の
課
税

の
公
平
、
お
よ
び
、
事
業
所

、△
Ψ

〆燈

、

壷
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(3
)

(
4
)

(
5
)

(
6
)

.盛
層

4
爆

●

得

に
含

ま
れ
る
事
業
主
自
身

の
勤
労
所
得

の
軽
課

の
必
要
性

を
強
く
主
張
し

て
い
る
。
参

照
、
播
久
夫

「
み
な

し
法

人
課
税
制
度
は

不
公

平
か

ー

そ

の
経
緯
と
理
論
的
根
拠
」
税
弘

三
四
巻
六
号

一
〇
七
頁
。

第

三
節
に
お
け
る
相
原
説

・
畠
山
説

の
紹
介
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
通
説
は
、
こ
の
点

に
関

し
て
は
、

み
な
し
法
人
課
税
制
度
は
現
行
所
得
税

法
上

の
事
業
所
得

の
概
念
と
整
合

的
で
は
な

い
、
と

い
う
観
点
か
ら
議
論
を
し
て
お
り
、

以
下
に
述

べ
る
諸
説
と
正
確

に
噛

み
合
う
も

の
で
は
な

い
よ
う

に
思
わ
れ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら

の
説
に
は
触
れ
な

い
こ
と
と
す
る
。

な

お
、
以

下
の
諸
説
と
逆

の
立
場
か
ら
は
、

い
わ
ゆ
る

み
な
し
個
人
課
税
制
度
が
提
案

さ
れ
て

い
る

(こ
の
提
案

に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
参

照
、
武

田
昌
輔

「
わ
が
国
に
お
け
る
閉
鎖
的
法
人
に
対
す
る
課
税
」
日
税
研
論
集
四
号

五
七
頁
以

下
)
。

こ
の
見
解
を
支
持

す
る
理
論
的
な
根
拠

と

し
て
は
、
租
税
を
最
終
的
に
負

担
す
る
こ
と
が

で
き

る
の
は
個
人

の
み
で
あ
り
、
特
に
中
小
法
人

に
お

い
て
は
、
法
人

へ
の
課
税
は
、
即
、
そ

の
オ
ー
ナ
ー

・
経
営
者
個
人

へ
の
課
税

と
同
視

し
う

る
も

の
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
ら
の
法

人
の
租
税
負
担

が
軽

い
と

い
う

こ
と

は
そ

の
経
営
者
等

へ
の
課
税
が
軽

い
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ

の
結
果
、
そ
れ
以
外

の
個
人
と

の
間
に
負
担

の
不
公
平
を
生
じ

て
い
る
、
と

い
う

こ
と
を

挙
げ
う
る

(中
里
実

「所
得
税

・
法
人
税
は
所
得
に
対
し
て
課
さ
れ
る
租
税
か
1

小
規
模
企
業

の
課
税
を
中
心
に
i

」

一
橋
論
叢
九

一
巻

六

号
七
九
九
頁
以
下
)
。

北
野
弘
久

「法
人
企
業
課
税

の
あ
り
方
」

商
事
法
務

一
〇
六

一
号
九

二
三
頁
。
た
だ
し
、
教

授

の
具
体
的
な
行
論
を

み
る
と

、
こ
の
立
場

が
貰

徹
さ
れ
て

い
る
か
ど
う
か
疑
わ
し

い
場
合
も
存
在

す
る
。
例
え
ば
、

み
な
し
法
人
課
税
制
度
に
お
け
る
毎
月

の
源
泉
徴

収
が
個
人
事
業
主

の
賞

与

分
に
ま

で
及

ん
で

い
る
こ
と
を
非
と
す

る
点

(北
野
弘
久

「
『
み
な
し
法

人
』

課
税
制

度
」

商
事

法
務

一
〇
七
二
号
五

四
八
頁
)
ま

で
は
こ
の
論

ヤ

ヤ

理

で
割
り
切
れ
る
と
し
て
も
、

み
な

し
法
人
に
内
部
留
保
を
認
め
る

べ
き

で
あ

る
と
す

る
際

(北
野
、
同
前
)

に
は
、
す
で
に
、
個
人
企
業
と
法

ヤ

ヤ

人
企
業
と
の
公
平
を
問
題

に
し

て
お
ら
れ
る

の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

北
野
、
前
掲

「
『
み
な
し
法
人
』
課
税
制
度
」
五
四
七
頁
。

た
だ
し
、
す
で
に
触

れ
た
と

こ
ろ
で
あ

る
が
、
こ

の
点
に
関
し
て
は
、
富

岡
教
授

の
よ
う

に
、
事
業
所
得

の
う
ち
勤
労
所
得
部
分
と

「
資
本
運

用
所
得
」
部
分
と
を
分
け
る
基
準

は
い
わ
ば
便
宜

の
問
題
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
技
術

的
難
問
を
回
避
す

る
見
解
も
あ
る

(富
岡
幸
雄

.
個
人
企
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(7
)

(8
)

109131211
(14
)

1615
))

業
課
税

の
基

本
的

課
題
五

一
頁
)
。

金

子
宏

・
租
税
法

〔第

二
版
〕

一
六
八
頁
。

富

岡
教
授
御
自
身

は
、

「質
的
担
税
力
」
と

い
う

用
語
は
用

い
て
お
ら
れ
な

い
が
、
「
所
得

の
質
的
性
格

に
よ
る
区
分
」
「
所
得

の
質
的
側
面

か

ら
す

る
…
…
区
分
は
、
所
得

の
質
的
側
面

か
ら
す

る
担
税
力

の
差
異
に
も
と
づ
く
」

(富
岡
、
前
掲
注

六
、

一
〇
八
～

一
〇
九
頁
)
な
ど
と
述

べ

て
お
ら
れ
、
そ

の
指
し
示
す
と
こ
ろ
は
、
ま
さ
に
、
質

的
担
税
力
と

い
う
概
念

で
あ

る
と
推
察
さ
れ

る
の
で
、
記
述

の
便
宜

の
た

め
に
、
以

下
で

は
こ
の
用
語
を
用

い
る
。

富
岡
、
前
掲
注
六
、

一
〇
七
頁
以
下
。

ヤ

富
岡
教
授
は
、
事
業
と
し
て
の
不
動
産
所
得

は
事
業
所
得
と
同
様

の
資
本
運
用
所
得

で
あ
る
と
考
え
、
事
業
と
し

て
で
は
な

い
不
動
産
所
得
は

ヤ

資
産
運
用
所
得
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る

(富
岡
、
前
掲
注
六
、

一
〇
八
頁
)
。
参
照
、
所
得
税
法
基
本
通
達
二
六
ー

九
。

金
子
、
前
掲
注
七
。
中
里
実

、
「判
例
研
究
」
税
理

二
七
巻
六
号
八
八
頁
。

富
岡
、
前
掲
注
六
、

一
一
一
、

一
一
八
頁
。

な
お
、
北
野
教
授

は

「質
的
担
税
力
」
と

い
う
概
念
を
法
人

の
所
得
に

つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
が

(北
野
弘
久

・
税
法

学
原
論

〔第

二
版
〕

一
二
六

～

一
二
八
頁
)
、

そ
こ
で
も
、
個

人
の
所
得

と
法

人

の
所
得
と
を
比

べ
て
ど
ち
ら
が
質

的
担
税

力
が
大
き

い
か
、
と

い
う
議
論

が

な
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な

い
。

事
実

、
教
授

は
、

そ
の
よ
う
な
方
向

で
の
改
革
案
を
す
で
に
発
表
し
て
お
ら
れ
る
。
参

照
、
富
岡
幸
雄

「
中
小
企
業
税
制

の
改
革
課
題
ー

個

人
企
業

課
税

の
抜
本
的
改
革
ー
1
」
税
通
四

一
巻
六
号
二
五
頁
。

北
野
弘
久
、
前
掲
注

四
、
五

四
七
頁
、
富
岡
、
前
掲
注
六
、

一
一
五
頁
以
下
。

こ
の
点

に

つ
き
、
畠
山
教
授
は
、
事
業
主
報
酬
が
、
こ
れ
ま
で
の
判

例
通
説

に
よ

っ
て
認
め
ら
れ

て
い
る
必
要
経
費

の
要
件

や
債
務
確
定

の
意

義

に
て
ら
し

て
い

つ
生
じ
た
と

い
え
る

の
か
と

い
う

問
題
に

つ
い
て
、

さ
ら

に
詳
細
な
検
討
が
必
要

で
あ

ろ
う
、
と
重
要
な
指
摘
を
し

て
お
ら
れ

る
。
参
照
、
第

三
節

一
㈹
⑨

(三
九
巻

一
号

一
二
九

頁
)
。

7¢
』

簿

・

愈
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.雀
『

4
璽

●

み
な
し
法

人
課
税
制
度
を
め
ぐ
る
議
論
に
お

い
て
は
、
課
税

の
公
平
と

い
う

こ
と
が
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
議
論
に
お

い
て

は
、
個
人
事
業
主
、
個
人
企
業
、
法
人
企
業
、

一
般
の
給
与
所
得
者

な
ど
、

そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
主
体

の
数
が
多

い
た
め
に
、
そ

の

「
公
平
」

が
何
と
何
と
の
問
の
租
税
負
担

の
公
平
を
言

っ
て

い
る

の
か
と

い
う
点

が
複
雑

に
な

っ
て
い
る
。
そ

こ
で
、
本
稿
で
は
、

こ
の
問
題
を
、
個
人
間

の
公
平

の
問
題

(①
)
と
、
企
業
間

の
公
平

の
問
題

(②

)
と
に
分
け
て
概
観
す

る
こ
と
と

し
た
。

以
下

の
議
論
か
ら
も
わ

か
る
よ
う

に
、

こ
の
問
題
は
、
個
人
事
業

主
と
法

人
経
営
者
と

の
負
担

の
公
平

の
他

に
、
そ

の
両
者
と

一
般

の
給
与
所

得
者
と

の
公
平
の
問
題
と

も
大
き
く
関
わ

っ
て
い
る
。

こ
の
点
は

つ
と
に
、
政
府
税
調

に
よ

っ
て
も
指
摘

さ
れ

て
い
た
点

で
あ

る

(参
照
、
昭
和

四
八
年
答
申
。
第

一
節
注

一

(三
九
巻

一
号

一
〇

五
～

一
〇
六
頁
)
)
。
論
者
も
こ
の
点
を
見
過

ご
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
た
と
え
ば
、
北
野

教
授
は
、

一
般

の
給
与
税
制
を
自
営
業
税
制
に
近
づ
け
る

こ
と
に
よ

っ
て
こ
の
問
題
に
対
処
す

べ
き

で
あ

る
と

し
て
お

ら
れ

る

(北
野
、
前
掲
注

四
、

五
四
九
頁
)
。

参
照
、
播
、
前
掲
注
二
。
ま
た
、

昭
和

六
三
年

八
月

の
全
国
青
色
申
告
会
総
連
合
に
よ
る

「税
制
改
革

に
関
す

る
基
本
的
考
え
方

.

(
三
)
小

規
模

企
業

税
制
に

つ
い
て
」
に
お

い
て
は
、
「
昨
年

の
改
正
に
よ
り

『み
な
し
法
人
課
税
』
制
度

は
事
業
主
報
酬

額
に
所
得
制
限
を
行
う
と

い
う

極

め
て
き

び
し

い
措
置
が
加
え
ら
れ
た
が
、
同
族
法
人

の
役
員
報
酬

に
は

こ
の
よ
う

な
制

限
措

置
は
な

い
。」

と
述

べ
ら
れ

て
い
る
が
、

こ
の
よ

う
な
意
見
も
、
同
族
法
人
経
営
者
と
個
人
事
業
主
と

の
公
平
を
強
く
念
頭

に
置

い
た
も

の
で
あ
る
と

い
え

よ
う

。

相

原
安
夫

「
み
な
し
法
人
課
税
制
度
を
め
ぐ

る
諸
問

題
」
税
大
論
叢
九
号
七
八
～
八
O
頁
。

こ
の
点

に
関
連
し

て
、
周
知

の
よ
う
に
、
み
な
し
法

人
課
税
制
度
を
導
入
す

る
際
に
、
政
府
税
調
が
、
事
業
主
報
酬
に
対
す
る
給
与
所
得
控
除

の
制
限

(二
分

の

一
と
す

る
)
と
法
人
経
営
者
の
給
与
所
得
控
除

の
制
限

(据
え
置
き
)

に
つ
い
て
も
提
案
し
て

い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

法
人
経
営
者

の
中
に
も
、
実
質
的
な
給
与
所
得
者

が
い
る
の
は
も
ち

ろ
ん
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
に
し

て
い
る
の
は
、

「個

人
事
業
主

と
実

態

を
同
じ
く
す

る
よ
う
な
」
法
人
経
営
者
、
す
な
わ
ち
、
中
小
同
族
法

人
の
オ
ー
ナ
ー
経
営
者

で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、

み
な
し
法
人
課
税
制
度
に
お

い
て
事
業
主
報

酬
に
給
与
所
得
控
除
を
全
額
認
め

る
こ
と
が
不
適
切

で
あ
る
、
と
し

て

い
た
議
論
も
貴
重

な
示
唆
を
与
え

る
も

の
と
思
わ
れ
る

(参

照
、
相
原
、
前
掲

注
二
〇
)
。



426神 戸 法 学 雑 誌XXXD(

(24
)

(25
)

(26
)

ま
た
、
租
税
法
は
納
税
者
が
用

い
た
法
形
式

に
着

目
し

て
課
税
を
行
う

こ
と
を
原
則
と
し

て
い
る
か
ら
、
さ
ら
に
論
者
は
、
な
ぜ
、
採
用
さ
れ

て
い
る
法
形
式
で
は
な
く
、
そ

の
実
態

に
着

目
し
て
課
税
す

べ
き
な

の
か
、
と

い
う
点

に

つ
い
て
も
論
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ

こ
で
、
実

態
を
法
形
式

に
優
先
さ
せ
る

べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
理
論
的
な
根
拠

が
質
的
担
税
力
論

に
あ

っ
た
わ
け

で
あ
る
が
、

こ
の
議
論
が
そ

の
論
拠
た
り

え
な

い
こ
と

は
、
既
に
述

べ
た
通
り
で
あ
る
。

こ
の
点
に

つ
き
、
水
野
助
教
授

は
、
「
ア
メ
リ
カ
に
お

け
る
み
な
し
法
人
課
税
制
度

の
必
要
性
は
、
歴
史
的

に
企
業

の
法
人
化

の
法
的
制
限

に

よ
る
と
こ

ろ
が
多
か

っ
た

の
で
あ

り
、

(租
税
法

上
こ

の
制
限
が
緩
め
ら
れ
た
1

佐
藤
注
)
現
在

で
は
、

こ
の
制

度

の
必
要
性
は
ま

っ
た
く
認

め
ら
れ
て

い
な

い
の
で
あ

る
。
」
と
、
重
要

な
指
摘

を
し
て
お
ら
れ
る

(水
野
忠
恒

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け

る
中
小
企
業
課
税
」
日
税
研
論
集

四
号

一
五
四
頁
)
。

ま
た
、

ア
メ
リ
カ

に
お

い
て
み
な

し
法
人
課
税

制
度

が
存
在

し
て

い
た
時
期

に
お

い
て
も
、

「
そ
の
活
動

の
性
質

上
そ
れ
ら
を
法
人
形
態

で
行

う
こ
と
が
州
法

上
禁

じ
ら
れ
て

い
る
い
く

つ
か

の
事
業
組
織
を
除
く
と
、

一
体
だ
れ
が
こ
の
条

項
を

選
択
す

る
の
か
と

い
う

こ
と

は
難

し

い
問
題

で
あ

る
。
お
そ

ら
く
、
法

人
税
法

上
の
地
位
が
望
ま
し

い
の
で
あ
れ
ば
、
企
業

は
法
人
化

し
て
そ
の
地
位
を
直
接
に
得
る

で
あ

ろ
う
。
」
と

言
わ

れ

て
い
た

(の
ξ
蔓

き
α
≦
曽
お
戸

霞

留
轟
=
口
8
目
①
↓
震
蝕

8

お

①
O
巴
・
置

刈
O
)
。

伝
統
的
な
経
済
学
、
財
政
学
の
立
場
か
ら
は
、
特
定

の
企
業
形
態
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
租
税
負

担
が
軽
く
な

っ
た
り
、
重
く
な

っ
た
り

す

る
こ
と
は
、
租
税
が
企
業
形
態

の
選
択

に
干
渉

し
、
市
場

に
よ

る
経
済
活
動

の
効
率
性
を
害
す
る
も

の
と
し
て
批
判
さ
れ
て
き
た
。
典
型
的
に

こ
の
立
場
を
述

べ
た
も

の
と
し
て
、
あ
ま
り
に
も
有
名

な
箇
所

で
あ

る
が
、

シ
ャ
ウ
プ
勧
告
か
ら
引
用
し

て
お
く
。

「法
人

が
不
当

に
大
き
く
な
ら
な

い
こ
と
、
ま
た
、
法
人
が
法
令

に
適
当
な
注
意
を
払

い

つ
つ
運
営
さ
れ

る
と

い
う

こ
と
を
前
提
と
す
れ
ぱ
、

元
来
、
個
人
を
奨
励

し
て
法
人
形
態
を
利
用
さ
せ
る
理
由
も
な
け
れ
ば

、
ま
た
、
個

人
を
脅
か

し
て
法
人
形
態
を
利
用
せ
し
め
な

い
理
由
も
な

い

わ
け
で
あ
る
。
従

っ
て
、
普
通

に
は
、
個
人
企
業
形
態
に
よ
る
事

業
よ
り
も
甚
だ
重

い
税
を
法

人
形
態

に
よ
る
事
業

に
課
す

こ
と

は
適
当

で
は
な

い
。
ま
た
、
そ

の
逆
も
適
当
で
は
な

い
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
差
別
待
遇
は
、
実
際
生
産
に
最
も
能
率
的

な
形
態

ま
た
は
組
織

か
ら
離

れ
さ
せ
、

税
負
担

の
よ
り
軽

い
形
態

ま
た
は
組
織

の
方
向

へ
向
わ
せ

る
動
き
を
惹
き
起

こ
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
経
済
活

動
の
能
率
を
害
す

る
傾
向

が
あ

る
の
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)
で
あ
る
。」

(シ

ャ
ウ
プ
使
節
団

日
本
税
制
報
告
書
第
六
章

A
普
通
法

人
税
)

こ

の
点

に
関

し
て
は
、
金

子
教
授

も
、
「
お
そ
ら
く
、

企
業

形
態

の
選
択
に
お
け
る
租
税

の
中
立
性

の
問

題
は
、
公
平
負

担

の
見
地
か
ら
す

る

税
制

の
全
面
的
再
検
討

の

一
環
と

し
て
の
み
解
決
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。」

(金

子
宏

「租
税
と
企
業
形
態
」
矢
沢
惇
編

・
現
代
法
と
企
業

四
五
頁
)
と
述

べ
て
お
ら
れ
る
。

な
お
、
個
人
企
業
に
法

人
税
法
を
適
用
す

る
方
法
に
よ

っ
て
、

こ
の
問
題
を
解
決
し
う

る
か
否
か
に

つ
い
て
は
、

別
稿

に
お

い
て
検
討
す

る
こ

と
に
し
た

い
。

た
だ
し
、
こ

の
租
税

の
経
済

的
中
立
性
と

い
う
原
則
を
ど

の
程
度
重
視
す

べ
き
か
と

い
う

点
に

つ
い
て
は
、
さ
ら
に
考
察

が
必
要
で
あ

る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
原
則
は
、
自
由
市
場

に
よ

っ
て
資
源
が
合
理
的
に
配
分
さ
れ
る
と

い
う

仮
定

に
そ
の
基
礎

を
置

い
て

い
る
も
の

で
あ

る
が
、
現
在
に
お

い
て
は
、
こ
の
前
提
を
ど

の
程
度
信
頼
し

て
よ

い
の
か
が
問

い
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
よ
う

に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。さ

ら

に
、
法
制
度
と
市
場
経
済

の
仕
組

み
と

の
基
本
的
な
関
係
と

い
う
点
か
ら
も
、
こ

の
原
則
を
考
察
す
る
て
が
か
り
が
得
ら
れ
る
。
た
と
え

ば
、
労
働
組
合
は
賃
金

の
下
方
硬
直
性
を
生
み
、
そ
の
意
味

で
は
経
済

の

「
撹
乱
要
因
」
と
な

っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
経
済
的
中
立

性

の
立
場
か
ら
批
判
す
る
者
は
、
少
な
く
と
も
、
現
在

で
は
み
ら

れ
な

い
よ
う

に
思
わ
れ
る
し
、
例
を
税
制
に
と
れ
ば
、
人
頭
税
が
最
も
経
済
的

に
中
立
な
租
税

で
あ

ろ
う
が
、

一
国

の
租
税
を
す

べ
て
人
頭
税

に
す

べ
き

で
あ

る
と

い
う
議
論
は
な

い
。

こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
法
制
度
に
そ
れ

ぞ
れ

の
論
理
が
あ
り
1

前
者

に
お

い
て
は
、
労
働
者

の
保
護
、
後
者
に
お

い
て
は
、
「
担
税
力
」

に
応
じ
た
公
平
な

課
税

と

い
う
原
則
-

そ

の
限
り
で
、
市
場
経
済

へ
の

「
干
渉
」
が
容
認
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ

ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら

は
、
租
税

の
経
済
的
中
立
性
と

い
う
原
則
に
も
、

一
旦
そ
れ
を
相
対
化

し
た
上

で
、
そ

の
妥
当
性
を
再
考
す
る
余
地
が

あ

る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
本
文

に
お

い
て
、
企
業
形
態
に
着
目
し
て
異

な
る
課
税
方
法
を
適
用
す

る
現
行
法

の
や
り
方
を
重
視
し
た

の
も
、
こ
の
よ
う
な
考
察

に
拠

る
も

の
で
あ
る
。

参

照
、
第

二
節

一
⑥
⑨

(
三
九
巻

一
号

一
一
三
頁
)
。
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た
と
え
ば
、
み
な
し
法
人
に
も
内
部
留
保
を
認

め
る
と
す
れ
ば
、
そ

の
運
用
に
よ
る
利
子
を
事
業
主
本
人

の
利
子
所
得
と
区
別
す
る
必
要
が
あ

る
し
、

み
な
し
法
人

の
資
産
を
事

業
主

本
人
の
資
産
と
分
別
す

る
場
合
に
は
そ

の
譲
渡
に
よ
る
所
得

の
分
類

の
問
題
も
あ
る
。
ま
た
、
み
な
し
法

人

の
借
入
金
と

い
う
こ
と
を
認
め
れ
ば

、
さ
ら
に
多
く

の
問
題
を
生
じ
る

こ
と
と
な
ろ
う
。
こ
れ
ら

の
す

べ
て
の
場
合

に

つ
い
て
、
そ
の
ど
こ
ま

で
が
事
業
主
個
人

の
も

の
で
、
ど

こ
ま

で
が

み
な
し
法
人

の
も

の
か
、
と

い
う
こ
と
を
判
断
す
る
こ
と
は
、
煩
雑

に
耐
え

な

い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
参
照
、
第
二
節
注
七
の
右
山
氏

の
指
摘

(三
九
巻

一
号

=

二

頁
)
。

た
だ
し
、
こ
の
問
題
は
、
事
業
所
得

一
般

の
問
題
と
し

て
考
え
る

の
が
、
本
来

の
筋

で
あ
ろ
う

。
参

照
、
次
節
⑥
。

法
人
成
り
が
で
き

な

い
こ
と

の
不
利
益
と
し

て
は
、
本
文
で
述

べ
た
他
に
、
制
度

上
の
不
利
益
と

し
て
、
@
所
得

の

一
部
を
法
人
所
得
と
し

て

分
離
し
て
累
進
税
率

よ
り
も
低

い
比
例
税
率

で
課
税
さ
れ
る
こ
と
が
で
き

な

い
と

い
う
点
と
、
㈲
法
人
化
し
た
事
業

に
事
業
用

不
動
産

の
貸
付
な

ど
を
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
全
体
と
し

て
の
租
税
負
担
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き

な

い
と

い
う
点
も
問
題
と
な
り
う

る
。

こ
こ
で
、
こ
の
不
公
平
を
重
大
な
も

の
と
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決

し
こ
の
場
面

に
お
け

る
課
税

の
公
平
を
回
復
す

る
た
め

に
、

限
定

的
に
み
な

し
法
人
課
税

の
選
択
を
認
め
る

べ
き
で
あ

る
と

い
う

こ
と

に
な

る
で
あ

ろ
う
。

こ
の
場
合
、
そ

の
よ
う
な

み
な
し
法
人
課
税
制
度

を

設
け
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
@

の
問
題
は
あ
る
程

度
解
決

し
う

る
で
あ

ろ
う
し
、
ま
た
、
本
文

で
指
摘
し
た
み
な
し
法
人
課
税
制
度

の
技
術
的
難

点

の
う
ち
、
事
業
主
報
酬
額

の
合
理
性
の
問
題
は
、
み
な

し
法
人
課
税
を
選
択
し
う
る
職
種
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
職
種
や
所
得
水
準
ご

と

に
、
事
業
主
報
酬

の
額
を
よ
り
合
理
的
に
限
定
す

る
試

み
が
な
さ
れ
う

る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

し

か
し
、
内
部
留
保
な
ど

の
点
で
み
な
し
法
人

に
実
際

の
法
人

に
近
づ
け
た
扱

い
を
認
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
依
然
と
し
て
困
難
な
法

技

術
的
な
問
題
が
存
在
す
る
し
、
さ
ら
に
、
㈲

の
問
題
を

み
な
し
法
人
と

い
う
方
法
に
よ

っ
て
解
決
す
る
た
め
に
は
極

め
て
多

く
の
擬
制
を

必
要

と

す

る
こ
と
と
な
り
、
問
題
が
多

い
と

い
う

べ
き

で
あ

ろ
う
。

筆
者
と
し
て
は
、
こ
の
場
合

の
よ
う

に
、
租
税
法
以
外

の
法
律
に
よ

っ
て
、
企
業
形
態
が
制
限
さ
れ
て

い
る
場
合

に
は
、
租
税
法
と

し
て
は
、

そ

の
企
業
形
態
に

の
み
着
目
し
て
課
税

の
論
理
を
貫
徹
さ
せ
れ
ば
よ
く
、
特
に
、
そ
こ
で
大
き
な
不
公
平
が
生
じ
て

い
る
と
考
え

る
必
要
は
な

い
、

と

い
う
考
え
方

の
方
に
魅

力
を
感

じ
る
。
そ

の
方
が
、

こ
の
例
と
は
逆
に
、
法
律

に
よ

っ
て
企
業

形
態
を
法
人
と
定

め
ら
れ
て

い
る
場
合

(例
え

4

争縦

、

(
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33
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』
『

"

』
『

ば
、
証
券
取
引
法
二
八
条

一
項
、
信
託
業
法

二
条
ー

双
方
と
も
、
株
式
会
社
で
あ
る
こ
と
が
要
件

で
あ

る
)

に
対
応
す

る
た
め
の
み
な

し
個

人

課
税
制
度
が
な

い
こ
と
と
の
平
灰
も
合
う
し
、
徒
ら

に
複
雑
な
み
な
し
法
人
課
税
制
度
の
導

入
に
よ

っ
て
惹
起

さ
れ
る
技
術
的

な
難
点
も

回
避

で

き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
点

は
、
な
お
、
将
来

の
課
題
と
し

て
お
き
た

い
。

北
野
弘
久

「
事
業
主
報

酬
と
課
税
」
税
理

二
六
巻
三
号
三
三
頁
。
ま
た
、
事

業
税

に
関
す

る
議
論

で
あ

る
が
、
吉

川
精

一

「現
行
事
業
税
制

の

問
題
点
」
判
例
研
究
日
本
税
法
体
系

三
巻

一
四
四
頁
。

ま
た
、
理
論
的
な
面

か
ら
は
、
そ
の
よ
う
に
零
細
す
ぎ

て
法
人
に
な
れ
な

い
個
人
事
業
が
、

「生
業
」
と

は
異
な
る

「
企
業
」

の
実
質
を
持

っ

て
い
る
か
、
と

い
う
点
も
問

題
と
な
り
う
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
み
な
し
法

人
課
税
制
度

は
、
対
象
と
な

る
個
人
事
業
が
法
人
と
同
様

の
ー

実
質
的
な

「
企
業
」
と

い
う
1

実
態
を
持

っ
て

い
る
と

い
う
こ
と
が
、
そ
の
理
論
的
な
前
提
だ
か
ら

で
あ

る
。

六

み
な
し
法
人
課
税
制
度
の
問
題
点
の
検
討
と
立
法
論
的
試
論

ω

「み
な
し
法
人
」
と
実
際
の
法
人
の
取
扱
い
の
差

一
般
に
、
み
な
し
法
人
課
税
制
度
に
関
し
て
は
、
「
み
な
し
法
人
」
の
課
税
上
の
扱
い
を
ど

の
程
度
現
実
の
法
人
の
そ
れ
と
近
づ
け
る
か
、

と

い
う
点
に
関
連
し
て
生
じ
る
問
題
点
を
め
ぐ
っ
て
、
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。

ヤ

ヤ

ヤ

ヤ

ヤ

ヤ

ヤ

ヤ

ヤ

ヤ

ヤ

ヤ

ヤ

し
か
し
、
前
節
ま
で
の
検
討
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
個
人
所
得
課
税
の
制
度
と
し
て
の
み
な
し
法
人
課
税
制
度
は
、
事
業
所
得

の
稼

得
に
は
事
業
主
の
勤
労
の
投
下
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
点
を
考
慮
し
て
事
業
所
得
に
そ
の
担
税
力
に
応
じ
た
課
税
を
行
う
機
能
を
持
て

ば
足
り
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
超
え
て
、
個
人
企
業
に
法
人
企
業
と
同
様
の
課
税
を
受
け
る
途
を
開
く
手
段
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
こ
の

観
点
に
立
っ
た
場
合
、
現
行
の
み
な
し
法
人
課
税
制
度
に
お
い
て
事
業
主
の
退
職
金
や
賞
与
ま
た
は
内
部
留
保
が
認

め
ら
れ
て
い
な

い
点

を
、
み
な
し
法
人
課
税
制
度
を
よ
り
現
実
の
法
人
課
税
に
近
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
根
拠
と
し
て
批
判

し
て
い
る
主
張
に
は
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へ
　

ワ

賛
成
し
が
た
い
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
事
業
所
得
を
資
産
勤
労
結
合
所
得
と
考
え
て
そ
の
担
税
力
に
応
じ
た
課
税
を
す

る
と
い
う
目
的
と
直

接

の
関
連
を
持
た
な
い
し
、
さ
ら
に
、
内
部
留
保
を
認
め
た
場
合
に
生
じ
る
法
技
術
的
な
問
題
に
対
処
す
る
方
法
も
論
者
か
ら
提
案
さ
れ

て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
現
行
法
上
と
ら
れ
て
い
る
二
本
立
て
の
所
得
課
税
制
度
の
論
理
に
そ
ぐ
わ
な
い

も

の
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

パ　

ソ

逆
に
、
み
な
し
法
人
所
得
の
残
額
を
配
当
所
得
と
し
て
い
る
点
や
過
大
報
酬
部
分
の
所
得
区
分
は
、
み
な
し
法
人
を
ほ
ぼ
完
全
に
現
実

の
法
人
と
同
様
に
扱
っ
て
い
る
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
点
の
み
こ
の
よ
う
な
扱
い
を
認
め
る
の
は
片
手
落
ち
と

い
う
こ
と
も
で
き
る
か
も
知

れ
な
い
が
、
こ
れ
は
、
事
業
所
得
中
の
勤
労
の
要
素
の
考
慮
を

「み
な
し
法
人
」
と
い
う
法
技
術
に
よ
っ
て
達
成
し
よ
う
と
し
た
結
果
で

あ
り
、
そ
の
際
の
立
法
政
策
的
な
選
択
と
し
て
認
め
ら
れ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

㈲

現
行
み
な
し
法
人
課
税
制
度
の
内
在
的
な
問
題
点

本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
す
る
と
、
上
述
の
よ
う
な
、
み
な
し
法
人
と
現
実
の
法
人
と
の
扱

い
の
異
同
と

い
う
点
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
み

な
し
法
人
課
税
制
度
が
持

つ
べ
き
機
能
と
現
実
の
み
な
し
法
人
課
税
制
度
が
果
た
し
て
い
る
機
能
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
と

い
う
点
の
方
が
、
よ

り
重
要
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
問
題
と
し
て
は
、
ま
ず
、
①
こ
れ
ま
で
に
何
度
も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
現
在
の
み
な
し
法
人
課
税
制
度
に
お
い
て
は
、

こ
の
制
度
を
選
択
し
た
こ
と
に
よ
る
租
税
負
担
軽
減
効
果
が
非
常
に
不
明
確
で
あ
り
、
こ
の
制
度
の
選
択
を
誘
引
す

る
効
果
が
こ
れ
に
よ

パき

パユ

り
著
し
く
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
②
事
業
所
得
を
み
な
し
法
人
所
得
と
事
業
主
報
酬
と
に
分
け
る
客
観
的
な
基
準
が
な
い
こ
と
。
③
事
業

パ　

レ

主
報
酬

へ
の
給
与
所
得
控
除
の
全
面
的
な
適
用
は
経
費
の

一
部
の
二
重
控
除
を
認
め
る
こ
と
と
な
り
不
合
理
で
あ
る
こ
と
、
の
三
点
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
の
問
題
点
は
相
互
に
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
②

の
問
題
点
が
あ
る
た
め
に
、
①

・
③
の
問
題
点
が
生

じ

て
い
る
と
も
い
い
う
る
し
、
ま
た
、
こ
の
③
の
問
題
点
に
対
処
す
る
た
め
に
六
二
年
改
正
を
行
っ
た
結
果
、
①
の
問
題
点
が
深
刻
化
し

パ
　

レ

て

し

ま

っ
た

と

い

う

経

緯

も

あ

る

。

'盈

・魚

寒

・
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さ
ら
に
、
現
在
に
お
い
て
、
こ
の
制
度
を
選
択
し
た
事
業
主
が
本
来
受
け
る
べ
き
で
は
な
い
の
に
受
け
て
い
る
不
利
益
な
取
扱
い
と
し

ハァ

　

て
、
④
法
人
と
個
人
と
の
計
算
規
定
等
の
差
異
か
ら
、
み
な
し
法
人
課
税
制
度
の
選
択
者
が
不
測
の
不
利
益
を
被
り
う
る
こ
と
と
、
⑤
早

期

に
源
泉
徴
収
さ
れ
る
こ
と
仁
よ
る
金
利
負
担
と
い
う
点
も
問
題
と
な
り
う
る

(こ
れ
に
は
、
通
常
の
源
泉
徴
収
の
他
、
自
由
職
業
人
に

ハ
　

ソ

対
す
る
二
重
の
源
泉
徴
収
の
問
題
も
含
ま
れ
る
)
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
④

の
問
題
は
、
よ
り
根
本
的
に
は
、
個
人
と
法
人
の
計
算
規

定
が
異
な
る
こ
と
に
由
来
す
る
問
題
点
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
他
方
、
事
業
所
得
中
の
事
業
主
報
酬
部
分
を
分
離
す

る
客
観
的
な
基
準
が

な
く
、
か

つ
、
事
業
主
報
酬
額
の
決
め
方
に
よ

っ
て
税
額
が
変
化
す
る
の
で
、
こ
れ
を
租
税
負
担
軽
減
の
具
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
防
ぐ

た
め
に
様
々
な
制
約
を
み
な
し
法
人
課
税
の
制
度
上
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
る
問
題
点
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
の
税
制
改
革
の
議
論
に
お
い
て
、
こ
の
制
度
が
不
公
平
な
制
度
で
あ
る
と
し
て
問
題
に
な

っ
て

ヤ

ヤ

い
る
の
は
主
と
し
て
③
の
点
を
捉
え
た
も
の
で
あ
る
と
言

っ
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
よ
り
重
要
な
の
は
、

こ
れ
ら
の
問
題
点
の

う
ち
、
①
、
②
の
問
題
点
は
み
な
し
法
人
課
税
制
度
に
内
在
し
、
制
度
の
論
理
を
害
す
る
問
題
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
し
、
④
の
問
題
点

は
、
こ
の
制
度
が
、
企
業
の
法
的
形
態
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
所
得
課
税
を
行

っ
て
い
る
現
行
法
の
基
本
的
な
仕
組
み
に
適
合
的
で
な

い
た
め
に
生
じ
て
い
る
問
題
点
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
結
局
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
は
、

個
人
所
得
課
税
に
お
け
る

事
業
所

得
中
の
勤
労
の
要
素
の
考
慮
と
い
う
目
的
達
成
の
た
め
に
、
み
な
し
法
人
課
税
と
い
う
法
技
術
を
用

い
る
こ
と
が
適
し
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
仮
に
③

の
問
題
点
の
み
を
取
り
上
げ
て
、
例
え
ば
、
こ
の
制
度
を
立
法

し
た
際
の
政
府
税
調
案
の
よ
う
に
事
業
主
報
酬
に
適
用
す
る
給
与
所
得
控
除
を
半
額
に
制
限
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
他
の
問
題
点
は
、
全

体
と
し
て
、
こ
の
制
度
の
合
理
性
を
疑
わ
し
め
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
。

個

立
法
論
的
試
論

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
生
じ
る
こ
ど
な
く
、
事
業
所
得
に
お
け
る
事
業
主
の
勤
労
の
要
素
を
考
慮
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ

う

な
方
法
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま

っ
た
く
の
試
論
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
方
法
と
し
て
、
有
力
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
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の
は
、
前
節
で
も
示
唆
し
て
い
た
よ
う
に
、
事
業
所
得
に

「事
業
主
控
除
」
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
案
の
理
論
的
な
長
所
は

逆
説
的
な
言
い
方
で
は
あ
る
が

事
業
所
得
を
資
産
勤
労
結
合
所
得
と
性
格
づ
け
た
上
で
、
勤
労

の
要
素
が
事
業
所
得
に
占
め
る
重
要
性
の
定
量
的
な
不
明
確
さ
を
正
面
か
ら
捉
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
こ
の
点
は
、
第
三

パ
　

　

節

に
お
け
る
北
野
説
と
資
産
勤
労

一
体
化
説
と
の
比
較
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
こ
れ
に
よ

っ
て
、
前
述

の
②
の
問
題
を
回
避

す

る
こ
と
が
で
き
る
し
、
「
み
な
し
法
人
」
と

い
う
不
自
然
な
擬
制
を
用
い
る
必
要
が
な
く
な
る
た
め
に
、
④
、
⑤

の
問
題
も
生
じ
な
く

な
る
。
さ
ら
に
、
み
な
し
法
人
と
現
実
の
法
人
の
取
扱
い
の
差
異
と
い
う
問
題
も
な
く
な
る
。
第
三
に
、
事
業
主
控
除
制
度
は
、
そ
の
租

税
負
担
軽
減
効
果
が
明
確
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
点
は
、
「会
計
の
明
確
化
を
通
じ
た
個
人
企
業
経
営
の
近
代
化

・
合

理
化
」
と
い
う
誘
引
す

べ
き
目
的
を
失

っ
た
以
上
意
味
の
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
控
除
の
適
用
を
、
こ

れ
も
後
述
す
る
よ
う
に
、
青
色
申
告
者
に
限

っ
だ
場
合
に
は
、
青
色
申
告
を
誘
引
す
る
手
段
と
し
て
合
理
的
な
も

の
と
い
い
う
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
前
述
の
③
の
問
題
と
絡
ん
だ
批
判
、
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は

「
み
な
し
法
人
課
税
」
と

い
う
形
式
的
な
枠
組

み
を
取
り
払
っ
た
掴
み
金
の
減
税
で
あ
り
、
給
与
所
得
者
と
比
較
し
て
著
し
く
個
人
事
業
主
を
優
遇
す
る
不
公
平
な
制
度
で
あ
る
、
と
い

う
批
判
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
何
度
も
述
べ
た
よ
う
に
、
金
額
の
不
明
確
性
と

い
う
点
で
は
、
み
な
し
法
人
と
い
う
形
を
と

っ
て
も
、
事
業

主
控
除
制
度
に
よ
っ
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
の
違
い
は
な
い
。
も
と
も
と
、
事
業
所
得
に
含
ま
れ
る
事
業
主
報
酬
部
分
を
決
定
す
る
客
観
的
な

基
準
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
事
業
主
の
恣
意
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
法
律
に
よ

っ
て
控
除
額
を
決
定
す
る
方
が
、

よ
り
明
確
か
つ
公
平
な
制
度
で
あ
る
と
い
う
王
張
も
あ
り
え
よ
う
ゆ
そ
の
額
を
定
額
に
す
る
か
、
給
与
所
得
控
除

の
よ
う
に
事
業
所
得
額

に
応
じ
て
増
額
さ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
は
別
に
詰
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
が
、
立
法
に
お
い
て
、
こ
の
控
除

の
制
度
目
的
た
る
事

業
所
得
中
の
事
業
主
の
勤
労
の
要
素

さ
ら
に
、
事
業
の
必
要
経
費
と
は
な
り
え
な
い
事
業
主
個
人
の
費
用
を
含
め
て
も
よ
か
ろ
う

の
考
慮
に
応
じ
た
額
を
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

'敵

』磁

逸
、
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し
か
し
、
さ
ら
に
、
俗
に

「九

・
六

・
四
」
と
か

』

O

・
五

・
三

二

」
な
ど
と
言
わ
れ
、
捕
捉
率
の
面
で
有
利
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
個
人
事
業
主
を
こ
れ
以
上
優
遇
す
る
こ
と
が
適
当
か
、
と
い
う
議
論
も
、
給
与
所
得
者
と
の
公
平
の
面
か
ら
は
あ
り
得
よ
う
。
現
状

で
は
こ
の
議
論
に
は
確
か
に

一
定
の
説
得
力
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
が
、

一
方
で
、
事
業
主
控
除
に
は
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
よ

う
な
理
論
的
な
根
拠
が
あ
り
、
他
方
で
、
す
べ
て
の
個
人
事
業
主
が
何
ら
か
の
広
義

の
脱
税
行
為
を
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
こ
と

は
で
き
な

い
こ
と
を
考
え
る
と
、
直
ち
に
こ
の
議
論
に
従
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
'青
色
申
告
を
こ
の
事
業
主

ハど

控

除
の
適
用
の
要
件
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
青
色
申
告
者
は
、
制
度
の
建
前
上
正
確
な
申
告
を
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
案
は
、

前
述

の
反
論
に
も
あ
る
程
度
の
考
慮
を
払
っ
た
も
の
と

い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
無
論
、
白
色
申
告
を
し
て
い
る
個
人
事
業
主

の
事
業
所
得

に
も
勤
労
の
要
素
は
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
案
は
、
不
徹
底
の
誹
り
を
免
れ
な
い
が
、
現
行
の
み
な
し
法
人
課
税
制
度
が

青
色
申
告
を
要
件
と
し
て
い
る
こ
と
を
も
考
え
併
せ
る
と
、
現
状
で
は
止
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
結
局
、
こ
の
提

　ヨ

案

は
、
現
在
の
青
色
申
告
控
除
を
青
色
事
業
主
控
除
と
し
て
拡
充
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
提
案
に
な
る
。

な
お
、
こ
の
控
除
を
現
在
の
青
色
申
告
控
除
と
同
様
に
定
額
の
控
除
と
し
て
定
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
定
額

の
税
額
控
除
と
す
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
て
よ

い
。
な
ぜ
な
ら
、
定
額
控
除
で
あ
れ
ば
税
額
控
除
の
方
が
相
対
的
に
低
所
得
層
に
有
利
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
@
零

細
な
個
人
事
業
ほ
ど
資
産
よ
り
も
勤
労
の
要
素
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
㈲
高
額
の
所
得
を
有
す
る
個
人
事
業
主
を
あ

パむ
レ

ま
り
優
遇
し
な
い
こ
と
が
給
与
所
得
者
と
の
公
平
か
ら
も
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
の
二
点
の
前
提
が
正
し

い
な
ら
ば
、
望
ま
し

い
制
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
逆
に
、
高
額
の
所
得
を
得
る
た
め
に
、
心
身
両
面
で
よ
り
多
く

の
な
い
し
は
程
度
の

高

い
労
働
を
し
て
い
る
個
人
事
業
主
の
労
働
の
要
素
は
、
そ
れ
だ
け
多
く
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

い
う
議
論
も
な
し
う
る
か
ら
、
こ

・
の
点
に
は
、
さ
ら
に
検
討
す
る
余
地
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

最
後
に
、
こ
の

「青
色
事
業
主
控
除
」
は
、
事
業
所
得
に
含
ま
れ
る
事
業
主
自
身
の
労
働
の
要
素
を
課
税
上
考
慮

す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
た
と
え
青
色
申
告
を
し
て
い
て
も
、
純
粋
に
資
産
所
得
で
あ
る
よ
う
な
不
動
産
所
得
に
対
し
て
ま
で
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
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い
。
し
た
が

っ
て
、
不
動
産
所
得
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
事
業
で
あ
る
も
の
に
適
用
を
限
る
べ
き
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
事
業
か
否
か

へ
お

い

の
判
断
基
準
と
し
て
は
単
に
不
動
産
の
貸
付
の
規
模
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
資
産
勤
労
結
合
所
得
と
言
い
う
る
程
度
に
納
税
者
自
身
の

労
働
力
が
投
下
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
基
準
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。
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参
照
、
第
二
節
②
③

(三
九
巻

一
号

一
〇
七

～

一
〇
八
頁
)
。

参
照
、
第
二
節
①
②

(三
九
巻

一
号

一
〇
七

～

一
〇
八
頁
)
。

参
照
、
第

二
節
⑩

(三
九
巻

一
号

一
一
六
～

二

七
頁
)
、
第
四
節
三
吻

(三
九
巻

一
号

一
四
〇
～

一
四
二
頁
)
。

参
照
、
第

二
節
⑯

(三
九
巻

一
号

二

八
～

一
一
九
頁
)
、
第
三
節
二
ω

(三
九
巻

一
号

二
二
〇
～

一
三

一
頁
)
。

参
照
、
第

二
節
⑮

(三
九
巻

一
号

一
一
八
頁
)
、
第

四
節

四

(三
九
巻

一
号

一
四
五
頁
以
下
)
。

参
照
、
第

四
節

四
⑥
、

(三
九
巻

一
号

一
四
九

～

一
五
〇
頁
)
。

参

照
、
第

二
節
⑨

(三
九
巻

一
号

一
二

二
頁
)
。

参

照
、
第

二
節
⑦

(三
九
巻

一
号

二

一
～

一
二

一頁
)
。

参

照
、
第

三
節

二
働

(
三
九
巻

一
号

=
一二

～

一
三
三
頁
)
、
第

五
節

一
qD
①

(本
号

四

一
二
頁
)
。

相
原
安
夫

「
み
な

し
法
人
課
税
制
度
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
税
大
論
叢
九
号
七
九

～
八
O
頁
は
、
事
業
主
報
酬
に
対
す
る
給
与

所
得
控

除
の
適

用

の
合
理
性
を
検
討
す

る
に
あ
た

っ
て
、
給
与
所
得
控
除

に
捕
捉
率
格
差

の
是

正
と

い
う

要
素
が
含
ま
れ

て
い
る

こ
と

に
触

れ
、

「捕
捉
率

の
格
差

の
調
整
に

つ
い
て
は
、
…
…

一
般

に
青
色
申
告
者
が
白
色

申
告
者

に
比
し
て
、

そ
の
収
支

に

つ
い
て
正
確
な
記
帳
を
行

い
誠
実
な
申
告
が
期
待
さ

れ

て
い
る
こ
と
を
勘
案
す

れ
ば

、
全
く
否
定
す
る
理
由
も
乏
し

い
と
考
え

ら
れ
る
」
と
述

べ
て
お
ら
れ
る
。

硲
か

に
現
行
法

上
も

「青

色
申

告
控

除
」

が
規
定

さ
れ
て

い
る
が

(措
置
法

二
五
条

の
三
)
、

こ
の
控
除
は

そ
の
理
論
的

な
根

拠
お
よ
び
性
格

が
明
ら
か

で
は
な
く
、
か

つ
、
そ
の
年
額

一
〇
万
円
と

い
う
控
除
額
は
、
た
と
え

ば
事
業
税

に
関
し
て
定
め

ら
れ

て
い
る

「
事
業
主
控
除
」
が
現

在
年
額

二
四
〇
万
円
で
あ
る

の
と
比
較

し
て
も
低
す
ぎ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
も
ち

ろ
ん
、
所
得
税
と
事
業
税
と

は
そ

の
法
的
性
格

や

F忽

・愈

確
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(
12
〉

(
13
)

1

⊂

-

仕
組

み
が
異
な

る
か
ら
、
こ

の
両
者
が
等

し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
な

い
し
は
、
等
し
く
あ

る
べ
き
だ
、
と
主
張
す

る
こ
と
は

で
き
な

い
。

こ
れ
に
関
連
し

て
、
相
原
、
前
掲
注

一
〇
、

八
六
頁

は
、
勤
労
所
得
軽
課

の
要
素
を
加
味

し
た
控

除
制

の
提
案

の
中

で
、
「
た
だ
し
、
か
か

る

質
的
区
分
に
よ
る
税
負
担

の
差

の
調
整
は
、

一
定
限
度
以
上

の
高
額
所
得
者

に
対

し
て
ま

で
は
、
配
慮

す
る
必
要
は
な

い
と
考
え

る
。
」
と
し

て

お
ら
れ
る
。

参
照
、
金
子
宏

・
租
税
法

〔第

二
版
〕

一
七
二
～

一
七
三
頁
。
な

お
現
在

の
所
得
税
法
基
本
通
達
二
六
-

九
は
、
主

と
し
て
規
模

に
よ

っ
て
、

不
動
産

の
貸
付

が
不
動
産
所
得
を
生
ず

べ
き
事
業

に
あ

た
る
か
否
か
を
判
断
し
よ
う
と
し
て

い
る
。

七

結
び
に
代
え
て

一

以
上
で
、
現
行
の
み
な
し
法
人
課
税
制
度
に
関
す
る
簡
単
な
考
察
を
終
え
る
。
も
と
よ
り
、
論
じ
つ
く
し
て
い
な
い
論
点
も
多
く
、

私
的
な
研
究
ノ
ー
ト
の
域
を
出
な
い
も
の
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
を
、
深
く
お
詫
び
し
た
い
。
本
稿
で
考
察
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
、

個
人
企
業
と
法
人
企
業
と
を
通
じ
て
、
現
行
の
法
人
企
業
課
税
と
同
様
の
方
法
で
課
税
す
る
場
合
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
準
備

中
で
あ
り
、
引
き
続
き
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
は
、
別
に
、
本
稿

の
考

察
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
考
察
が
必
要
と
さ
れ
る
問
題
点
が
い
く
つ
か
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
の
最
後
に
、

そ
れ
ら
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
て
、
今
後
の
研
究
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。
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二

本
稿
は
、
法
人
成
り
を
し
た
方
が
課
税
上
有
利
で
あ
る
な
ら
法
人
成
り
を
す
れ
ば
よ
い
、
と

い
う
主
張
を
認
め
る
な
ど
、
現
行
法

上

の
不
公
平
に
極
め
て
寛
容
で
あ
る
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
筆
者
の
考
え
は
そ
の

よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
み
な
し
法
人
課
税
制
度
を
支
持
す
る
議
論
が
主
張
し
て
い
た
論
拠
の
う
ち
、
事
業
所
得
中

の
勤
労
の
要
素
の
考
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慮

や
企
業
形
態
の
選
択
に
関
す
る
租
税

の
中
立
性
の
必
要
性
に
は
、
筆
者
も
基
本
的
に
反
対
を
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
目
的

を
達
成
す
る
の
に
、
み
な
し
法
人
課
税
と
い
う
制
度
は
余
り
に
法
技
術
的
な
問
題
点
を
多
く
抱
え
て
い
る
、
と
い
う

の
が
筆
者
の
結
論
な

の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
問
題

へ
の
対
処
の
方
法
と
し
て
は
、
現
行
の
法
人
経
営
者
の
課
税
が
有
利
に
過
ぎ
る
面
を
修
正
す
る
と
共
に
、
事

業
所
得
に
含
ま
れ
る
勤
労
の
要
素
を
考
慮
し
、
そ
の

一
定
限
度
の
軽
課
を
考
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
前
者
に
関
し
て
は
、
中
小
同
族
法
人
経
営
者
の
給
与
所
得
控
除
を
制
限
す
る
こ
と
や
、
も

っ
と
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
、
こ
れ
ら
の
法

人

に
い
わ
ゆ
る
み
な
し
個
人
課
税
方
式
に
よ
っ
て
課
税
す
る
こ
と
な
ど
が
提
案
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
方
向

の
議
論
は

つ
と
に
学
界

・
実
務

界
を
通
じ
て
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、
後
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
議
論
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
ま

っ
た
く
試
論
の
域
を
出
な

い
が
、
そ
の
よ
う
な

方
法
の

一
つ
と
し
て
、
現
行
の
青
色
申
告
控
除
を

「青
色
事
業
主
控
除
」
と
し
て
拡
充
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
み
た
。
こ
の
制
度
の
内
容

や
形
式
、
す
な
わ
ち
、
定
額
の
控
除
に
す
る
の
か
事
業
所
得
額
に
応
じ
て
増
額
す
る
も
の
に
す
る
の
か
、
ま
た
、
所
得
控
除
と
す
る
か
税

額
控
除
と
す
る
か
、
な
ど
の
点
は
こ
れ
か
ら
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
し
、
さ
ら
に
、
青
色
申
告
を
要
件
と
す
る
か
否
か
も
検
討
の
対

象
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
第
五
節
に
お
い
て
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
現
在
の
よ
う
な
企
業
所
得
課
税
に
関
す
る
二
本
立
て
の
制
度
を
維
持
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
税
方
式
が
ど
の
よ
う
な
論
理
を
持

っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
を
考
え

る
に
当
た
っ
て
は
、

単

に
結
果
と
し
て
の
税
額
の
み
な
ら
ず
、
手
続
き
等
を
全
体
的
に
見
て
議
論
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
個
人
企
業
に
お

い
て
は
、
相
対
的
に
低
い
記
帳
能
力
し
か
な
い
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
考
え
ら
れ
て
よ
い

(逆
に
言
え
ば
、
法

人
税
法
が
要
求
す
る
高
い
記
帳

・
記
録
能
力
を
有
し
な
い
企
業
は
、
も
と
も
と
法
人
企
業
と
し
て
課
税
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
租
税
法

が
考
え
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ

っ
て
も
よ
か
ろ
う
)
。

・漁

自@

・頓醸

・
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こ

の
よ
う
に
、
法
人
格
の
有
無
、
と
い
う
点
に
着
目
し
て
引
い
た
境
界
線
の
両
側
で
、

い
か
な
る
原
理
が
妥
当
す

べ
き
で
あ
る
か
、
と

い
う
点
の
究
明
な
し
に
、
「企
業
」
と

い
う
よ
う
な

「実
態
」
に
の
み
着
目
し
た
の
で
は
、
現
行
法
の
仕
組
み
や
そ

の
あ
る
べ
き
基
本
的

な
考
え
方
を
正
当
に
理
解
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

みな し法人課税制度 に関す る一考察(下)437


