
落
地
税
賓
施
等
の
盤
金
改
革
を
伴
い
繰
り
返
し
試
行
さ
れ
て
い
っ
た
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
政
府
の
施
策
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
認
掲
制
度
は
つ
い
に
慶
止
さ

れ
る
こ
と
な
く
、
案
政
権
以
降
も
存
績
し
て
い
く
。

小
報
告
の
課
題
は
、
以
上
の
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
上
海
を
中
心
と
し
た
認

指
制
度
の
賓
態
を
踏
ま
え
つ
つ
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
考
察
に
際
し
て
は
、

認
揖
制
度
を
同
業
函
鰻
に
よ
る
同
業
者
統
制
、
子
口
税
制
度
、
あ
る
い
は
上
海

に
お
け
る
租
界
の
存
在
と
も
絡
め
な
が
ら
論
じ
た
い
。

十
七
世
紀
初
頭
の
中
央
ア
ジ
ア
に
お
け
る

死
地
蘇
生
文
書
に
つ
い
て

磯

貝

健
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本
震
表
で
は
、
愛
表
者
が
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
園
留
皐
中
に
入
手
し
た
、

こ
れ
ま
で
中
央
ア
ジ
ア
史
研
究
に
お
い
て
殆
ど
用
い
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
死
地

蘇
生
文
書
と
い
う
史
料
を
、
そ
の
ベ
ル
シ
ア
語
テ
キ
ス
ト
の
解
穣
と
文
書
書
式

の
検
討
に
重
黙
を
お
き
な
が
ら
紹
介
す
る
。
イ
ス
ラ
ム
法
に
お
い
て
死
地
と

は
一
般
に
誰
の
所
有
下
に
も
置
か
れ
て
い
な
い
荒
蕪
地
を
指
し
、
死
地
蘇
生

c
f
u
弘
巳
・
目
印
唱
曲
。
と
は
こ
う
し
た
荒
蕪
地
を
農
地
と
し
て
再
生
す
る
行
震

を
示
す
が
、
注
目
す
べ
き
は
蘇
生
し
た
土
地
が
蘇
生
者
の
私
有
地
に
拙
開
化
す
る

こ
と
で
あ
る
。
文
書
は
大
き
く
二
つ
の
部
分
に
分
か
た
れ
、
前
半
部
で
は
蘇
生

封
象
で
あ
る
土
地
が
イ
ス
ラ
ム
法
で
定
め
ら
れ
た
死
地
の
篠
件
に
適
合
す
る
こ

と
な
ど
、
こ
の
文
書
で
扱
わ
れ
る
死
地
蘇
生
行
信
用
の
法
的
有
数
性
を
確
定
す
る

た
め
の
形
式
的
文
言
が
連
ね
ら
れ
る
。
一
方
、
後
宇
部
は
末
尾
を
敏
い
て
い
る

が
、
残
存
す
る
箇
所
を
見
る
限
り
で
は
死
地
蘇
生
を
寅
行
す
る
う
え
で
蘇
生
者

が
直
面
し
た
難
事
や
そ
の
奇
跡
的
な
解
決
な
ど
を
侍
え
る
一
種
の
設
話
形
式
を

と
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
蘇
生
者
が
直
面
し
た
難
事
と
は
、
蘇
生
制
到
象
地
の

濯
海
に
用
い
る
運
河
開
制
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム
法
上
、
死
地

蘇
生
と
い
う
行
震
の
中
心
を
占
め
る
の
は
蘇
生
封
象
地
を
濯
甑
す
る
た
め
の
水

利
施
設
を
建
設
す
る
こ
と
で
あ
り
、
設
話
形
式
を
と
る
本
文
書
後
牟
部
も
、
難

事
業
を
途
行
し
た
蘇
生
者
を
賞
賛
す
る
た
め
の
み
で
な
く
、
件
の
死
地
蘇
生
行

震
の
法
的
有
数
性
を
強
調
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
次
立
憲
制
期
の
オ
ス
マ
ン
海
運

1

1
官
営
汽
船
の
民
営
化
を
め
ぐ
っ
て
|

|
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十
九
世
紀
中
葉
以
降
汽
船
時
代
の
到
来
に
伴
い
、
オ
ス
マ
ン
政
府
は
、
自
園

海
運
の
近
代
化
と
針
外
自
立
と
を
め
ざ
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
フ
ラ
ッ
グ
の
育
成

に
乗
り
出
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
あ
り
ょ
う
を
め
ぐ
っ
て
は
、
山
富
初
か
ら
民
営

を
主
張
す
る
商
業
・
公
共
事
業
省
と
園
管
に
固
執
す
る
海
軍
省
と
の
聞
で
激
し

い
論
議
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
に
は
ム
ス
リ
ム
・
ト
ル
コ
系
エ
リ
ー
ト

と
非
ム
ス
リ
ム
系
の
経
済
官
僚
・
資
本
家
と
い
う
こ
つ
の
勢
力
の
樹
立
が
あ
っ

た
ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
二
世
の
専
制
期
に
は
、
こ
の
ス
ル
タ
ン
の
厚
い
信
頼
を

得
た
海
軍
大
臣
ハ
サ
ン
・
ヒ
ュ
ス
-
一
ュ
・
パ
シ
ャ
の
下
で
、
前
述
の
海
運
企
業

は
海
軍
の
直
轄
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
関
目
標
と
し
て
い
た
成
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果
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
オ
ス
マ
ン
一
帝
図
海
運
は
次
第
に
外
図
船
の
手
に

握
ら
れ
て
い
く。

そ
う
し
た
中
、
一
九

O
八
年
の
青
年
ト
ル

コ
人
革
命
は
経
済

界
に
も
自
由
主
義
的
機
運
を
も
た
ら
し
、
非
ム
ス
リ
ム
系
の
影
響
力
の
強
い
一商

公
省
の
指
導
の
下
、
低
迷
を
績
け
る
官
営
汽
船
を
民
営
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

再
生
し
よ
う
と
す
る
計
査
が
立
案
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
事
質
上
外
闘
資

本
へ
の
梯
い
下
げ
を
意
味
し
て
い
た
た
め
、
議
舎
で
は
反
到
す
る
勢
力
も
多
く

寅
現
し
な
か
っ
た
。

本
報
告
で
は
、
官
営
汽
船
の
民
営
化
問
題
に
つ
い
て
、
賞
事
者
聞
で
交
わ
さ

れ
た
文
書
、
契
約
書
、
議
曾
議
事
録
等
に
よ
り
事
貸
関
係
を
整
理
し
、
計
査
が

寅
現
に
至
ら
な
か
っ
た
経
緯
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
第
二
次
立
憲
制
期
と
い
う
政
治
社
曾
状
況
下
で
の
二
つ
の
勢
力
の
封
立
の
構

園
を
考
察
し
た
い
。

近
代
の
イ
ラ
ン
リ
ト
ル
コ
貿
易
と
非
ム
ス
リ
ム
一
商
人

坂

本

勉

中
東
イ
ス
ラ
l
ム
世
界
を
針
象
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
経
済
史
、
商
業
史
の
研

究
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
ア
ラ
ブ
、
イ
ラ
ン
、
ト
ル
コ
と
い
っ
た
か
た
ち
の

枠
組
を
設
定
し
つ
つ
一
園
史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て
い
く
場
合
が
多
か
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
な
経
済
が
ま
す
ま
す
進

み
、
ま
た
一
九
九
一
年
の
ソ
連
邦
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
崩
壊
の
徐
波
を
う
け

て
中
東
イ
ス
ラ
l
ム
世
界
と
そ
の
周
迭
に
い
く
つ
か
の
廉
域
的
な
交
易
市
場
圏

が
生
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
現
在
の
欽
況
を
念
頭
に
お
く
と
、
今
ま
で
の
よ
う

な

一
園
経
済
的
な
と
ら
え
方
に
は
限
界
が
あ
り
、
園
を
越
え
た
庚
域
的
な
交
易

市
場
、
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
中
東
イ
ス
ラ

1
ム
世
界
に
お
い
て
歴
史
的
に
ど
の
よ

う
な
あ
り
方
を
し
て
き
た
の
か
を
探
っ
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
必
要
だ
と
思
わ
れ

る。
こ
の
た
め
、
渡
表
で
は
十
九
世
紀
に
お
け
る
イ
ラ
ン
か
ら
ト
ル
コ
に
か
け
て

の
地
域
を
有
機
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
結
ば
れ
た
庚
域
的
な
交
易
市
場
圏
と
し

て
と
ら
え
、
そ
の
構
造
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
て
い
く
こ
と

に
し
た
い
。

こ
の
市
場
圏
で
流
通
し
た
代
表
的
な
一
商
品
と
し
て
絹
(
生
糸
と

繭
)
、
紙
盤
、
タ
バ
コ
、
綿
製
品
、
羊
毛
な
ど
を
翠
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

こ
の
な
か
で
最
後
の
二
つ
を
濁
占
的
に
取
り
扱
っ
て
い
た
非
ム
ス
リ
ム
一商
人
、

と
り
わ
け
ア

ル
メ
ニ
ア
一
商
人
の
貿
易
活
動
、
一
商
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
見
な
が
ら

近
代
の
イ
ラ
ン

1
ト
ル

コ
に
お
け
る
地
域
開
交
易
の
寅
態
を
明
ら
か
に
し
て
い

缶
、
た
い
。
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朝
鮮
初
期
に
お
け
る
経
済
構
想
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草〈

徳

朝
鮮
時
代
前
期
(
十
五
・
十
六
世
紀
)
に
お
け
る
圏
内
商
業
は
、
同
時
期
の

日
本
に
比
す
る
な
ら
ば
、
不
活
滋
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
十
五
世
紀
後
半
に
な
っ
て
場
門
(
後
に
は
場
市
)
と
補
さ
れ
る
定
期
市
場

が
南
部
地
方
か
ら
出
現
し
は
じ
め
て
全
園
に
旗
大
し
て
い
く
が
、
こ
れ
は
農
民

た
ち
が
自
家
の
生
産
物
を
販
賀
し
て
非
自
給
的
な
手
工
業
製
品
な
ど
を
入
手
す

る
場
で
あ
っ
た
。
他
方
、
各
都
豚
の
行
政
中
心
で
あ
る
邑
城
は
地
方
官
街
に
動


