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宿
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ワ
仰
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諺
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工
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立
地
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論
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就

て
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の
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相
場
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の
相
関
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係
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設

苑

グ
ラ

ス
の
工
業
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階
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読

・
…

費
用
概
念

考
察

の
出

登
粘

・
・
…

國
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調

査

て

ふ
用

語

・
:

・
:

:

附
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:
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雄
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助
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纏
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耶

:
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吉

彦
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税
制
整
理
の
目
標

第
三
十
三
巻

五
山ハ

第

一
號

五
山ハ

痛
言踊

税

制

整

理

の

目

標

神

戸

正

雄

序

説

現
内
閣

は
其
使
命

と

し
て
、
行

政
、
財
政

、
税
制

の
三
大
整

理
を
標
榜

し

て
居

る
。
慾
を

い
ふ
な
ら
ば
、
此
際

、

我
国

の
根
本

的
国
策

の
樹
立

、
其

は
経
済

の
大

方

針
か
ら
し

て
、

外
交
国
防

に
ま

で
も
及
ん

で
、
突

き
進

ん
だ
所

の
国
策

こ
そ

は
政
府

に
於

て
、
そ

し

て
國

民
全

膿

の
協

力
の
下

に
、
政
蕪
政

派
を
超
越

し

て
攻
究

し
、
…樹
立
し

て

貰

び

た

い
の

で
あ

る
が
、
其

は
鯨

り

に
も
山
八
つ
か

し

い
問
題

な

の
で
、
取
敢

へ
す
、
消

極
的

な
が
ら
も
右

の
三
大

整

理
を
思
ひ

つ
き

て

.
之

を
實

現
し
や
う
と

い
ふ

の
で
あ
ら
う
。
洵

に
結
構
な
事

で
、
私

は
先
づ

以
て
此
肚
畢

に

賛
成

す

る
が

、
併

し
言

は
易

く
、
行

ふ
は
難

し
。
其
貴
行

の
途

上
、
種

々
の
暗
礁

に
乗

り
上
げ

て

、
結
局
は
大
山

鳴
動

し

て
鼠

一
匹
と
な

り
は
せ
ぬ
か
。

杞
憂

を
懐

か
ざ

る
を
得

ぬ
け

れ
ど
も

、
與

へ
ち

れ
た

る
時
事
問
題

と
し

て



は
興
味

深

き
問

題
な

の
で
あ

る
か
ら

、
敢

て
此

に
其
中

の

一
た

る
税
制
整

理
の
問
題

を
探

て
之
を
論
ヰ

る
。
案

は

目
下

、
準
備
委

員
會

の
手

に
在

っ
て
、
ま
だ

調
査

會

に
移

っ
て
も
居
ら

す

、
其
成
案

の
出
来

て
居

る
の
で
も
な

い

か
ら
、
今

之

を
論
ず

る
の
は
聯

か
暗
中

摸
索

の
嫌

な
き

に
あ
ら
す

で
あ

る
。
そ
れ
で
案

の
批

評
は
後

日

に
譲

り
、

今

は
誰
だ
此
案

に
て
考
慮

さ

る

べ
し

と
推

定

せ

ら

る
る
諸

の
目
標

に

つ
い
て
槍

討
し
て

見

る
。
其

の
諸

目
標
と

は
、
公

正
課
税

の
見
地

、
財

政
牧

人
の
見
地
を
初

め
と
し
、
経
済

上
、
肚
會
政
策
上
、
政
治

上
、
課
税
技

術
上
…等

の
見
地

で
あ
り

、
此
中

で
も
公
正
と
牧

人
と

は
税
制

の
重
瓢

で
あ

ろ
(註
一
)
。
其
重
き
鮎
ば

か
り

で
な
く

.
他

の
諸

鮎

惣
も
考
慮

し
て

、
全
燈
と

し
て
想

際

調
和

を
得

壇

成

案

が
出
家

な
け

れ
ば
な
ら

醸
。
此

に
禦
げ

九
色

々
の

要

求

は

、
或

威

に
は

一
致

も

す

る
け

れ

ど

も

、
又

他

の
鮎

で

は

抵
鯛

す

る

こ
と

と

も
な

る
。
其

れ

で
凡

べ

て

の
要

求

が

満

足

に
は

充

た

さ

れ

す

、
比

較

的

重

き

を
取

り

、

軽

き

を

棄

て

、
全

禮

と

し

て
諸

要

求

を
適

當

に
充

た

さ

う

と

い

ふ

こ
と

に
も

な

る
。

で
案

は
此

等

の
要

求

の
何

れ

か

か
ら

し

て
多

少

の
不

満

足

は
あ

っ
て

も

、
重

な

る
要

求

を

相

當

に
充

た

し

て
居

り

、

小
訣

鮎

は

あ

っ
て
も

、
人

映

鮎

な

け

れ
ば

許

さ

る

る
も

の
と

し

な

け

れ
ば

な

ら

ね
。

果

し

て
来

る

べ
き
整

理
案

は

此

程
度

の
も

の
で
あ

る

か
伺

う

か

。

以

下

、
此

を

前

記

の
目

標

よ

り

豫

捌

し

て
見

や

う

。

以

下

の
説

述

は
大

膿

各

見
地

別

に
之

を
駕

す

が

、
課
税

技

術

上

の
見

地

の
み

は
特

に
之

を
掲

げ

す

、
他

の
も

の

に
附

帯

し

て
説

く
。

(
腔

隔
)

ハ
イ
ー3
リ
ツ
ヒ
は
.
二
の
原
則
、
外
的
及
内
的
の
(多
故
と
、
能
力
と
)此
二
の
原
則
が
、
公
経
済
の
本
質
と
調
達
方
便
乏
か
ら
し
ご
租

税
制
整
理
の
目
標

.

.

第
三
+
三
無

五
七

笙

號

五
忙



税
、制
整
理

の
目
標

第
三
十
三
巻

五
八

第

一
號

五
八

一
税
に
要
求

さ
れ
た
最
上

の
慮
理
観
察
黙
だ
と
篤
し
、
セ
リ
グ

マ
ン
は
、
近
代
的
税
制
改
革
は
、
砒
會
的
(公
正
的
)
及
國
庫
的
(
財
政
的
)考
慮
の

.結
合
を
示
す
、
即
ち
計
註
は
、
辻
會
的
事
情
に
相
當
の
考
慮
を
擁

っ
て
、
財
政
問
題
を
解
決
し
や
う
と
し
た
の
だ
と
い
ふ
。
何
れ
も
意
義
あ
る

調
で
あ
る
。

第

剛

財

政
牧
人
上

の
目
標

、
政
府

は
此

税
制
整

理
案

に
て
は
.
収

入

に
増
減

な
き

範
園

に
於

け

る
税
制

の

改
遜

を
目
標
と

し

て

居
る
と

い

ふ
。
之
を
其
儀

に
取

る
と
、
此
際

、
増
税

せ
寄
、
増
率

せ
す

と

い
ふ
方
針

の
や
う

に
取

れ
狂
。
併

し
又

、
今

日

の

経
濟

界

の
大
愛

況

に
よ
り

て
租
税

の
自
然
減
牧

の
太

い
時

に
當
り

て
、
牧

人

に
増
減

な
き
度

の
整

理
と

い
ふ
と
き

に

は

、
此
自
然
減

牧
を
補

ふ
だ

け
、
全
罷

上

.
増

率
を
伸

は

な
く
て
は
な
ら

頃
。
或
も
の
を

減
卒

し
て
も
其
を
補

ふ

以
上

に
も

、
る

し

て
全
膿

上

、
従
来

の
儘

で
あ

れ
ば
自
然

減
収

す

る
だ
け

を
補

ひ
得

る
度

の
培
率
を

も
行

ふ
と

い
ふ
こ
と
を
意
味

し
得

る
。
政
府

の
標
榜

は

一
見

す
れ
ば
第

一
の
意
味

の
や

う

に
聞
ゆ

る
が

.
眞
相
は
第

二
の
意

味

で
あ
り
、
叉

其

で
あ

る
外
な

い
と

い

ふ
の
が
、
今

日

の
事

情

か
ら
し

て
財
政
牧

人
上

、
租
税

に
封
ず

る
必
然

の

要

求
だ
と
思

ふ
。

其
課

は
、
.の

今

日
我
邦
財
政

を
墜
追

し

て
、
租
税
及
其
他

の
歳
入

の
自
然

減
牧

を
生
ぜ

し
め
、
豫
算

に
表
は
さ

れ
た

る
金
額

を
生

す

る
こ
と

の
難

く
な

っ
た
原

因

た
る
経
濟
界

の
不
況

が

一
部
、
臨
時

的

一
時
的

の
現
象

と
認

め

ら

る
る
が
、

、併

し
む
し
ろ
主

と
し

て
は
多
少
永
続

的
縫
績

的

の
性
質

を
帯

び

た
も

の
と
認

め
ら

る
る
の
と

、
働

そ

・)H・is・i・h,Di・L・h・ev・nla・nob・ ・St・nSt・u・ ・Ilin・ipi…

iロtaxation.ioed・P・541・
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し

て
収

支
關
係

の
調
節

上

、
不
足

を
充
足

す

る
の
手
段

に
つ
い
て
は
、
夫

の
原

因
が

一
時

的
臨
時
的

で
あ

れ
ば

、

其

手
段
ど

し
て
租
税

(臨
時

税
、
既

存
税

の

一
時
引

上
又

は
新
税

の

一
時
設
置
)
も
認
め
ら

れ
ぬ
こ
と
は
な

い
け
れ

ど
蕊
、
併

し
斯

か
る

一
時
的

の
事

由

の
薦

め

に
、
人
民

の
経
済

上
の
安
定

を
傷
け

る
こ
吃

の
出
来

る
だ
け
避

け
た

き

も
の
も
あ

る
か
ら

、
戦
箏
な

ど

の
や
う
な
場
合

の
外

、
む

し
ろ
之

を
避

け

る
の
が
宜
し

い
と
し

て
.
獲

る
所

の

も

の
は
剰

鯨
金

の
使
用

、
財
産

の
費
却

、
基

金

の
使
用
な
ど

の
や
う

に
、
今

日
の
際

に
は
用

ゐ
ら

れ
強
も

の
を
別

セ

も

ヘ

へ

と

し
て
、
経
費

の
節
減
、
特

に
繰

延
と
、
公
債

借
入
と

に
充
足

手
段

を
求

め
る
外
は
な

い
。
そ
し

て
夫

の
原

因
が

多

少
永
綴

的
畿
縛

的
だ
と
す

れ
ば

、
其

場
含

に
も
公
債

の
許

さ
れ

る
こ
と

が
全
く
な

い
の
で
は
な

い
ハ註
二
}
、
け
れ

ど
も

、
其

は
よ
く

々
々
の
事

で
あ

っ
て
、
浸

り

に
用

ゆ

べ
き
も
の

で
は
な

く
(註
三
)
、
他

に
方
法
な

き
絶
膿
絶

命

の

ヘ

へ

場
合

で
な

い
限

b
、
成

る

べ
く
は
経
費

の
節
減

、
特

に
繰
延

よ
り
も
、
よ
り
多

く
具

の
節

約

に
依

ろ
か
、
(行

政
整

理

の
外

、

に
も

一
般

に
物

件
費

の
如

き
は
物
償
下
落

の
際

に
は
當
然

其
割

合
だ

け
減
縮

さ
れ
な

く
て
は
な
ら

ぬ
の

み
で
な

く
、
其

以
上

に
も
、
節
減

必
要

の
存
す

る
限
り

は
減
縮

し
て
も
差
支

な

い
け
れ
ど
も
、
人

件
費

の
方
は
、

人

に
關
す

る
の
で
あ

る
か
ら

、

一
方

に
物
償

が
上

っ
た

か
ら

と

い
ふ
て
、
其

に
慮

じ
て

は
増
額

さ

れ
す

冷
漸

く
其

に
時
間
的

に
も
後

れ
て
増
加

さ
れ

る
の
み
な
ら
す
、
額

に
於

て
も
僅

か

の
度

に
て
上
げ

ら

れ
る
の
に
止
ま

る
も

の

だ

か
ら

、
物
慣

が
下

っ
た
と
き

に
も
、
其
と
同

じ
だ
け
を
下
げ

る
と

い
ふ
こ
と
は
出
来

す
、
又
可

な
り
後

れ

τ
下

へ

へ

げ

ら

る

る
も

の

で
あ

る
。

其

が
稔

當

な

る
盧

置

と
認

め

ら

る

る
)
、
租

税

の
増

加

(
既

存
税

の
引

上

、
新

税

の
採

用

)

税
制
整
理
の
目
標

.

第
三
十
三
巻

五
九

第

一
號

五
九
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税
制
整
理
の
目
標

第
三
+
三
巻

六
〇

第

一
號

六
〇

に
依

る
か

、

其

何

れ

か

一
、
又

は

二
者

並

び

行

ふ

の
外

な

き

も

の

で
あ

る
。
随

っ
て

此

の
現

下

の
自

然

減

収

に
慮

す

る
手

段

と

し

て

は

、
若

干

公

債

に
依

る

こ
と

も

認

め
ら

る

る
が

、
且

又

、
蔀

約

繰

延

に
も

依

ら

な

く

て

は

な

ら

ぬ
が

、
其

外

に

、
税

の
増

森
丁も

が

認

め
ら

れ

る

の

で
あ

る
。

(註
二
)

ア
リ
ク
ス
は
、
の
租
税
が
既
に
限
度
に
達
し
た
場
合
と
、
②
相
称
の
敗
納
が
停
滞
し
、
而
も
正
常
時
に
て
も
、
公
務
の
纒
績
憶
を
保
障

の
　

す
る
必
要

あ
る
場
合

と

に
、
起
債

の
避
く

べ
か
ら
ざ

る
こ
と
を
認

め
る
。

(
註

胃
開)

ジ

エ
ー
ヅ
は
、
公
債

は
経
常
費

の
支

辨

の
爲

め

に
は
、
紹
樹

に
止
め
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と

い
ふ
。

第
端

公
羅
課
税
上
の
旧
標

租
税
は
品
質
的

に
は
金
隠

上
公
李

に
適

は
な
け

れ
ば
な
ら

蹟
。
外
的

、
分
量
的

に
は
前
記

の
や
う

に
必
要
な

る

牧

人
を

充
た
し

つ
つ
、
而

か
も
内

的
、
品
質
的

に
公
孕

な
も

の
で
な

け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
そ
し

て
之

を
観
察

す

る
に

二
様
あ

る
。

一
は
最
近

の
経
済

的
大
愛

化

に
よ
り

て
生

じ
た
不
公

否
を
除

く
の
方
法

を
講
ず

る
こ
と
。

二
は
、
之

を
別
と

し

て
、
税
制

と
し

て
永
続
的

に
見

て
其

に
存
す

る
不

公
牛
を
匡

正
す

る
の
方
策

と
で
あ

る
。

第

一
か
ら
初

め
る
。
即
ち
従
来

の
税
制

を
假
り

に
公
平
と

し
て
、
最

近

の
事

攣
か
ら
生

じ
た
不
公

李

の
匡

正
と

　

い
ふ
こ
と

は
、
普

通

に
看
落

さ
れ
る
け

れ
ど
も
、
此

も
出

来

る
だ
け
考
慮

に
入
れ
て
改
正
を
工
夫

し
な
け

れ
ば
な

ら

ぬ
。
此

が
更

に
二

に
別

れ

る
。
其

の

一
は
此

が
不
景
気

と

な
り
て
人

々
の
塞

ぐ

る
牧

盆
乃
至
所
得

に
及

ぼ
し
た

憂
化

か
ら
見

た
不

公
準

の
匡

正
で
、
其

二
は
貨
幣
償
値

の
上
騰

(物
償
下

落
)
の
矯

め

に
生

じ
た
不
公
準

の
匡

正

で

3}
4)
5)

Eheberg,a.a.0.5.5手3.

Allix,Frmit6ξ1ξmen凱 童redescclencedesfiil/lances5ξd.P.779.
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あ
.る
。

其

第

一
の
不
景
気

に
依

る
牧

盆
乃

至
所
得

の
憂

化
か
ら

い
ふ
と
、
農
商

工
業

者

の
多
く

の
者

が
最

近
の
不
況

に

よ
り

て
牧
盆

の
絶
劉
額

を
減

じ
た

の
み
で
な

く
、
其
相

劃
率

を
も
減

じ
た

こ
と

で
あ

る
。
此

が
爲

め

に
在
来

の
所

得
税
版
籍

の
碁

を

雇

苦
し
歳

訣ヂ
る
㌻

に
な
つ
ち
。
酒
税
等
消
雑

に
つ
い
て
も
・
生
産
黍

立
替
彿

に

つ
い
て

一
層
困
難

を
威

す

る
や
う

に
な

っ
た
。
之

に
鈎
し

て
他

の
反
面

に
は

、
牧

人
を

一
向

に
減

ぜ
ざ

る
の
み

か
、
或
は
却

っ
て
元
本

を
増
加

し

、
ぞ

と

も
収

入
の
減
少

し
な
か

っ
た
も

の
が
あ
る
。
其

は
公
肚
債

の
持
主

・

門
務
.全
壊
)
、
鹿

公
吏
な

ど

で
あ

る
。
尤

ジ。
、
預

金
者

は
其
後

、
利
下

に
遇

ぴ
、
官
吏

も
、
随

っ
て
公
定

も
減
俸

に

遇

ひ
、
叉
は
遇

は
う
と

し
て
居

る
。
が
、
荷

ほ
公
肚
債

の
持
主

だ
け

は
牧

人
を
減
少

せ
鴎
も

の
と
し

て
残

る
。
此

間

の
不
公
準
を
匡

正
す

る
爲

め

に
は
螢
業
者

の
方
は
減
卒

し
、
公

肚
債
権

者

に
は
増
傘
し
な

く
て
は
な
ら
す
、
螢

業
者

に
は
更

ら

に
純
益

率

の
計

算
方

法
を
も
改
め

て
其

か
ら
し

て
も
負

憺
を

軽
く
し
て
や
ら

な
け
れ
ば

な
ら

ぬ
。

酒
税
な
ど

に

つ
い
て
は
此
鮎

か
ら
し

て
は
庫

出
税

へ
の
改
正
が
考

へ
ら

れ
る
.、

第

二
の
貨

幣
償
値

の
上
騰
か
ら

生
す

る
不

公
準
.σ
匡

正

に

つ
い
て
は
、
此

粘

か
ら

し
て
見

て
も
別

に
不
公
準

と

い
ふ
ほ
ど

の
.」
、
、
を
認
め
ず
、
従

来

の
儘

に
据
置

い
て
可
な

b
と
す

る
税

も
あ

る
。
其
は
課
税
標
準
決
定

時
期

と

納

税

時
期
と

が
殆

ん
ど

一
致

し
て
居
り
、
而

か
も
從

.償
比

例
税

た

る
も

の
で
あ

る
。
第

二
種
所
得
税

、
甲
種
資

本

利
子

税
、
登

録
税

の

一
部

、
關
税

の

一
部
、
織
物

消
費
税

の
如

き
然

b

で
あ

る
。

穣
制
整
理
の
目
標

第
三
+
三
巻

三

第
一
號

さ

6)拙 文 、不 景気 と租 税(租 税 研究 、五巻 、55以 下)、

7)拙 文、物 償 と租税 の 不公 平、(租 税 研究、 六巻 、35以 下)、



視
墨

型
の
目
標

第
三
+
三
春

六
二

4笙

號

山王

之

と
異

り
貨
幣
慣
値

の
上
騰

に
よ
り

て
不

公
準
が
生

じ
、
之
が
匡

正
を
要

す
と
認

め
ら

る
る
も

の

に
は
種

々
あ

る
。
ω

課
税

標
準

が

一
且
定
ま
り

て
よ
b
十
年
間

も
永

く
不

動
な

る
其

に
依

る
從
慣

比
例
税
た

る
地
租

の
如
き

に

あ
り

て
は
、
其
課
税
標
準
決
定
時

た
る
大

正
十
五

年
四
月

一
日

の
物
慣
指
敷

を
基

準
と

し

て
、
各
納
期

の
指
数

に

よ
り

て
税
額

を
換
算

し
な
け
れ
ば

な
ら

澱
。
画
前

年
、
前
月
叉

は
前
期

に
於

け

る
課
税
標
準
た

る
償
格

に
依

る
従

僧
比

例
税
た

る
乙
種
資
本

利
子
税

、
法
人
普

通
所
得
税
、
螢
業
腹

益
税

(其

一
部

、
豫
算

年
額

に
よ

る
も

の
は
特

別
計

算

}
、
取
引
所

税
、
鑛
産

税
、
発
換
銀
行
券
登
行
税

に
あ

り
て
は

、
課
税
標

準

の
爲

め
の
其
前
期

と
納
期

と

の

間

の
叢

に
よ

り

て
換

算

を

し

な

け

れ
ば

な

亀

、

(
標

準

の
期

間

が

永

き

に
一日
一・。
と

き

は

、
孕

均
を

採

る

.」
と

が

必
要

に
な

る
)
。
働
從
量
比
例
税

た

る
酒
類
諸

税

、

清
原
飲
料
税

、

砂
糖
消

費
税

、
關
税

の

一
部

、
登
録
税

の

二

部
・
籠

税
・
窺

の
如
き
に
は
、

一
定
標
準
期
を
指
定
し
て
、
此
と
納
期
と
の
間
に
於
け
る
指
警

よ
り
,、

換
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
㈲
確
定
奉
と
器

階
級
隻

は
舞

累
渠

と
に
あ
り
て
も
、
(其
は
骨
牌
税
、
登
鍬

税

一
部
・
羅

税
の

一
部
)
、
ま
暮

し
垂

準
期
と
鶉

と
の
間
の
叢

に
よ
る
換
算
窶

す
、
.
審

償
階

級
視

た
る
印
紙
税

の

一
部
、
狩
猟

税

に
至
り

て
は
、
段
階

に
つ
い
て
も
税
額

に
つ
い
て
も
換
算

し
な
け

れ
ば

な
ら

す

、
⑥

從
慣
累
進

た

る
相
続

税

、
所
得
税

に
至

り
て
は
、
階
段

や
免
税
黙

に
つ
い
て
も
指
数

に
よ
b
換
算

し
、
標

準

の
決
定
期

と
納

期
と

の
間

、
更

に
は
標
準

た

る
も

の
の
前

年
介
と
今
年
分
と

の
間

に
も
換
算
又
特

別
計
算

を
英

才

る
。
尤

も
右

の
中
、
累
進
税

の
場
合

に
は
計
算

が
特

に
面
倒

で
あ

り
、
叉

、
印
紙
税

の
や

う

に
日
常

の
取

引

に



頻

々
と
起

る
も

の
に
は
右

の
や

う
な
換
算

の
實
行
は
六

つ
か
し

い
。

だ
か
ら

し

て
此

方
法

は
全
セ
税

を
逓

じ
て
は

行

ひ
難

く
,
其
結

果
と

し
て
は
同

一
の
見
方

か
ら

し
て
或

も

の
に
は
行
は

れ
、
他

の
も

の
に
は
行

は

れ
膿
と

い
ふ

事

に
て
不
満
足
と

は
な

る
。
け
れ
ど
も
斯
か

る
換
算

も
が
必
要

な
も

の
だ
と

い
ふ
こ
と
は
確
・か
で
あ

ウ
、
此
鮎

を

も
考
慮

し

て
税
制

の
改

正
を
し
な
け

れ
ば
な
ら

ぬ
と

い
ふ

こ
と

の
注
意

だ
け
は

し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。

第

二
に
右

の
假
定
を
離

れ

て
、
在
家

の
税
制

に
存
し
て
居

っ
た
不
公
李

の
匡

正
と

い
ふ
こ
と
か
ら

い
ふ
と
、
其

は
細

目

に
も

入
れ
ば
際
限

も
な

い
が

、
ム
「
其

の
重
な

る
も

の
の
み
を
暴

ぐ

る
。
此

も
二
大

別
し
て
見

ら
れ

る
。
其

一
は

一
般

に
茅

く
の
邦

に
共

通

で
め

つ
て
、
伐

邦

に
も
存
す

る
不
公
李

で
あ
b
、
其

二
ぱ
我
邦

に
特
有

ほ

る
不

公

李

で
あ

る
。
其

一
か
ら

い
ふ
と

、
.更
ら

に
二

つ
あ

っ
て
、
第

一
は
課
税
物
件

の
性
質

か
ら
生

す
る
も

の
で
、
其

は

動

産

の
逋
脱
易

か
ら
生

す

る
も

の
畑
。
此

は
所
得
税

に
も
、
牧

益
税

に
も

、
財
産
税

に
も

、
相
続

税

に
も
見

ら
れ

る
共

通

の
鉄
鮎

で
、
之

が
薦

め
に
は
少
く
と

も
銀
行
及
信
託

會
祀

の
国
家
統
制

を
望
ま

し
と
す

る
。
之

に
よ
り

て

此

　献
陥

の
全
部

を
補

ひ
得

ぬ
と
し

て
も
、
其
重
な

る
も

の
を
補
ひ
得

る
。
第

二
は
税
質

に
属
す

る
も

の
で
、
此

に

て
は
先

づ
關

税

が
内
外
物
慣
及
生
産
事
情

の
獲
化

に
段

々
と
適
慮

し
な

く
な

っ
て
、
或
.も

の
は
過

重
と
な
b
、
他

の
も

の
は
過

輕

と
な
る
の

に
其
儀

と

せ
ら

れ
て
不
公
準
と

な

っ
て
居

る
と

い
ふ
事

が
何
庭

に
も
見
出

さ

れ
る
。

で

或

も

の
は
減
磨

し
な

く
て
は
な
ら

臆
し
、
他

の
も

の
は
其
儀
と

し
、
ヌ

は
増
牽

を
し
て
も

、
其

に
は
む
し
ろ
期

限

珊

を

つ
け

ろ
の
が

至
當

の
や

う

で
あ

る
。
次
ぎ

に
は
、
内
國

消
費
税
中

、
例
之

、
酒
造
税
な

ど

の
や
う
な
税

が
従

量

税
制
整
理

の
目
標

第
三
+
三
巻

六
冒
一

第

一
號

六
三

8)拙 文 、動 的資 本 と租税公 正難(租 税研 究 、九倦 、Ir6以 下 、、相続 税 の逋 脱 、(同

上 、:九巻 、288以 下)、 所 得税 の不公Z臥(経 済論 叢 、三十 二爺 、三號 、8)

、91綴こ蕪 齢 讐 ㌘ 齢 言繧襲 撃露#鑑 驚')以 下)



馨

叢

智

標

第
三
+
三
巻

六
四

第

「
號

六
四

比

例
税

で
あ

・
の
は
、
課
税
技
術

上
巳
む

を
得

な

い
と
も

せ
ら
れ

・
が

、
傘

課
税

か
ら

い
ふ
と

・
上
等

高
償
酒

も
下
等
廉

償
酒
も

一
率

に

一
石
四
十
圓

と

い
ふ
や
う

に
な

ウ
て
、
大

な
不
公

準
と
な

る
。
で
之
を
し

て

一
層

公
李

に
な
ら
し
む

る
の

ノに
は
從

償
比
例
税

と
す

る
と

い
ふ
案

も
出

る
が

、

一
層

の
こ
と
、
專

資
制
度
を
行

ふ
方
が

選
む

べ
き
で
は

な

い
か
。
或

は
か
か

る
消
費
税

の
全
壊
と

い
ふ
こ
と
も
考

へ
ら

れ
る
が

、
財
政
収

入
上

、
其

は
到
底
困

難

で
あ
.り

、
此

と
も
調
和

し

つ
つ
、

一
層

公
準
な

る
課

税
を
も
齎

ら
す
も

の
は
專
費

の
外

に
出

で
な

い
や

う
だ
。

其
二
た
義

邦
税
制
碁

有
と
も
見
る
べ
き
不
公
準
と
し
て
は
、
先
づ
人
々
(税
を
舞

す
べ
き
簡

に
於
9

の

不
縁
否
と
し
て
は
、
第

}
に
は
第
二
種
所
得
税
甲
の
公
肚
債
銀
行
預
金
の
利
子
、
貸
付
信
託
の
利
益
の
源
泉
課
税

リ
ヒ

の
不
傘

の
如

き
を
擧
げ

な
け

れ
、ぱ
な
ら

ゆ
。.
此

も
書

は
動
産

の
通
脱
易

か
ら
生

じ

た
も

の
で

・
前

に
も

い
ふ

や

う
な
銀

行
及

信
託
會

肚

の
政
府
統
制

を
件

ふ
こ
と
が
出
來

れ
ば

、
之

を
改

め
て
綜
合
課
税

に
攣
す

る

こ
と

を
得

る
。

か
く

て
も
樹

ほ
若

干

の
不

都
合
は
残

る
け

れ
ど

も
、
其

は
忍

び
得

ぬ
こ
と

で
な

い
。
.第

二

に
は
国

債

の
無
所

の

得
税

の
如

き
も
不
公
準

の
甚

し
き
も

の
5
、
之

を
課
税

す
る
こ
と

に
よ
り

て

】
暦

公
準
と
も
な
り

、
且

つ
可
な
り

の
護

に
・
役
立
つ
。
第
三
錆

二
種
所
得
税
及
栞

利
子
税
の
地
方
附
加
税
の
禁
止
恥

き
　

奮

に
此
種

の
所
得
者

の
負
澹

を
過
輕

た
ら

し
め

る
の
不
公
準

を
生
す

る
。
之

に

つ
い
て
は
国
家

に
於

て
附
加

税

に
相
當
す

る

だ

け
税
率

を
高

「く
取

っ
て
、
其
牧

人
の
鯨

分

の
も

の
を
地
方

に
分
興

し
た
ら
良

い
。
之

に
よ
り
て
も
現
在

の
不
公

平

を
匡

正
し

つ
つ
、
増
牧

を
擧

げ

、
地
方

へ
の
交
付

す

べ
き
除
裕
を
生

じ
得

る
。
第

四
は
我
邦

の
税
制

で
は
全
膿

II)拙 文、消 費税 に於 け る累 進 課税 、(租 税 研究,、二巻 、x65一 【66)、 清 費税 の
理 想 と しての專費 、(同 上 、八巻 、2`3、 以 下〉・、

エ2) 拙 文 、所 得税 の不 公平 、(経 済論叢 、三 十 二巻 、、三 號 、7、 以 下)
拙 文 、國 麿利 子及官 吏俸 給 の免 税 、(租 税 研 究、,六巻 、叫8、 以下)夏3)

14)拙 文 、資 本 利 子税 及 第二種 所得 税 の地 方 附加税 禁止規 定 、(経 済論 叢、三 十
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上

、
直

接
税

が

間

接

税

に
比

し

て

輕

き

に

過

ぐ

る
と

い

ふ
こ
と

の

不

公

準

鳩
、
此

は
出

来

る
だ

け
匡

正

し

た

い

が

、
實

の
庭

、

財

政

牧

人

上

の
要

求

も

あ

っ
て

、
急

激

に
此

理

想

を
實

現

す

る

は
六

つ
か

し

い
。
恐

ら

く
は

あ

ま

り
人

な

ら
ざ

る
度

に
て

の
間

接

消

費

税

引

下

と

、
前

來

擧

げ

た
方

面

に
於

け

る

直
接

税

増

徴

と
位

よ

り
外

に

は
望

み
難

か
ら

う

(註
四
)
。

(註
四
)

セ
リ
グ
マ
ン
が
、
英
、
蜀
、
濠
等
の
税
制
改
革
の
史
實
を
叙
し
て
、
此
等
の
事
實
は
、
近
代
國
家
の
取
入
が
主
と
し
て
直
接
税

・か
ら
墨

の

げ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
嚢

の
誤
芸

こ
と
を
示
す
と
結
論
し
烈
居

る
の
は
多
少
参
考
蓄

に
足
る
・

次

ぎ
に
地

方
團
膿
相
互

の
間

に
於

け

る
不
公
平

の
匡

正
と

い
ふ
こ
と
も
あ

る
。
其
篁

は
、
地

方
物
税
中

・
家

屋
税

が
各
地
方

に
て
課

税
標
準
を
定

め
ら
れ

て
居

る
爲

め
,、
其
定

め
方
が
各
地

方

に
よ
り
異

り
.
其
霜

め

に
地
方

間

の
不

公
李
と
な

る
の
み
な
ら
す

、
税
率

も
匠

々
で
あ
り

、
特

に
此

が
軍

な
る
物
税

た

る
露
と

、
戸
敷
割

の
代

り

と

し

て
人
税

代
用

を
も
務

め

る
腱

と
も
あ

っ
て
、
家

屋
負
澹

に
相

違
を
生
す

る
。
此

は
人
税
關
係

を
も
整

理

し
な

け

れ
ば

な
ら

兎
が
、

せ
め
て
課
税
標

準
を
固

定
と

し
、
即
ち
む

し
ろ
之

を
国

税

の
中

に
入
れ

て
、
地
方

に
は
附
加

税
だ

け
を
取

ら
し
た
ら

雇

公
準

に
な

る
と
も

い
ふ
が

、
其

に

癒

の
道

理
も
あ

る
け
れ
ど
も

、
然

る
と

き
に
・

地

方

で
課

税
標
準
を
定

め

る
と
斌
異

り

。
年

な
又

は
短

期

間
毎

に
改
定
す

る
こ
と
が
出

来
す
、
十

年
と
か
可
な
膨

長

き
期

間
固
定

し
、
其

爲
め
各
地
方

の
間

に
螢
達

の
程
度

が
異

り
、
其

か
ら
生

す
る
地
方
間

の
不

公
準
と

い
・ふ
こ

と
も
あ

る
し
、
又
家
屋

税

の
税
質

、
地
方
財
政

の
必
要

な
ど
か
ら

し

て
も
考

へ
て
見

な

く
て
は
な

ら
す
、
直
ち

に

税
制
整
理
の
目
標

第
三
十
三
巷

六
五

第

一、號

六
五

1き;鑑 識 互墜 騰 鱗 群 賊 頓証1:1.(経輪 叢・三+二巻・)



税
制
整
理
の
目
標

第
三
十
三
巻

六
六
同訓

第
一
號

六
六

現
状
攣

更
を
選

め
と

も

い
び
兼

躍
る
。
第

二

に
は
地

方
人
税
と

し
て
所
得

税
附
加

税

(及
家

屋
税
)
の
行

は
れ

て
居

る
威
と
、
戸
数

割

の
行

は
れ
て
居

る
露
と

の
間

に
不

均
等

が
あ

り
、
戸
敷
割

の
行
は
れ

て
居

る
庭

に
て
も
、
不
在

者

の
過

輕
負
婚
と
な

る
と

い
ふ
こ
と
が
あ

り
、

一
人

に
属

す

る
数

多

の
戸

が
諸
地
方

に
散

在
す

る
場
合

の
不
灌
衡

も
あ

る
。
此

は
出
來

る
な
ら
ば
全

き
人
税

に
當

る
も
の
を
國

の
手

に
よ
り
所
得
税
と

し
て
取

っ
て
、
之
を

一
定

の

標
準

に
よ
り

て
地

方

に
分
興
す

る
こ
と

に
し
、
(勿

論
、
此

場
合

に
は
、
所
得
税
を
天
壇
卒

し
、
且

つ
免

税
鮎

を
も

酌

引
下
げ

て
然

る

べ
き
で
あ

13
)

て
各
地

方
の
間

に
均
衡

を
得

し
め
た
き
も

の
で
あ

る
。
併

し
此
は
随
分
大
な
改
革

で
、

一
寸

、
現
政
府

で
は
手
を
染

め
得
な

か
ら
う
と
思

ふ
。
第

三
は

、
自
動
車

の
や

う

に
他
地
方

へ
も
動

か
さ
れ

て
、
其

蓮

路
を
使
用

す

る
も

の
に

つ
き
、
各
地

方
匿

々
の
課
税
標

準
及
税
率

を
採

っ
て
居

っ
て
は
、
逋
脱
が
行
は

れ
易

く
且

つ
不
公
準

で
も
あ
り
、
各
地

方
と

し
て
不

利
と
な

る
こ
と

も
あ

り
得

る
の
で
、
此

は
国

税

で
統

一
し

て

剛

取

り
、
其

牧

人
を
各
地

方

へ

一
定
標
準

に
よ

り
交
付
す

る
と
す

る
が

至
當

で
あ

る
。

も

っ
と
進

ん
で
考

ふ

る
と
、
國

と
地
方
團
膿
と

の
税
牧

人
分
配

の
公

正
と

い
ふ
こ
と
も
あ

る
(註
五
)
。
此
鮎

か
ら

い
ふ
と
根

本

的

に
地

方
及
国
家

の
現

に
行

ふ
て
居

る
事

務
を
精
密

に
考
査

し
て
、
其
事
務

の
地

方
的
な

る
も

の
と

國
家

的
な

る
も

の
と

に
よ
り
匪
捌

し
、
税
の
部
属

及
税
牧

人

の
配
分
を
定

め
な
く

て
は
な
ら

ぬ
。
此

は
非
常

に
⊥
ハ

つ
か
し

い
仕
事

で
あ

る
。
け
れ
ど
も
、
是

非
と
も
之

を
行
は
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
が
今
度

の
税
制

が
其
威
ま

で

進

み
得

る
や
否
や
、
恐

ら
く
は
後

日
に
廻
は
さ

れ
る
の
で
あ
ら
う

。

」

17)

IS)

・g)

拙 文 、地 方 家屋税 の當 否、(租 税研 究 、七燐 、29兀、以 下)
拙文 、地 方人 税 の課 税 方法 、(経 濟 論叢、 三+二 巻 、 四號 、1、 以 下)

拙 文 、 自動 車税 論、(租 税研 究 、十 巻 、285・ 以下)



(
註

五
)

セ
リ
グ

ン
は
い
ふ
。
財
政

問
思

は
益

々
全
膣

と
し

て
見
ら

れ
る

こ
と
に
な
り
。

か
く
し
て
地
方
團
膣

、
各
邦

、
中
央
政
府

の
相

封
的

要

求

が
、
各
箇

人
文

は
各
階
級

の
上

に
擦

る
所

の
全
き
頁
推

の
公
平

な
る
分
配

の
見
地

か
ら
考
察

さ
れ

つ

x
あ
る
』
ぴ

第
三

勅
書
政
策
上
の
目
標

次

ぎ

に

今

日

は

、

税

制

の

整

理

に

つ

き

て

、

肚

會

政

策

的

に

考

慮

せ

ら

れ

る

。

尤

も

其

度

合

は

確

面

と

し

て

定

ま

っ

た

も

の

で

は

な

い

。

前

記

、

公

李

課

税

の

見

地

か

ら

の

整

理

も

、

鰭

が

て

杜

會

政

策

に

適

う

(
註

六
)
、
併

し

其

み

お　
コラ

　コセ

レ
もラ
ほ

ザ
ノ

トト
し
や
ち
こ

エユト

へ
　
へ
む

ぼ
コミ
あ

リ

ノ
　

のロ
コゆ
ロア
し
コ

リ
ロに　

ひ

り
リ
サ
コ

ジ
.」

σ
萄

{

力

挿

,、
一
所

重

湯
餌

と

ー
藩
臣

桟

力
、
ーレこ

て
男

53

ゼ
.ら

の
解

る
、

真

庭

に
な

る
と

其

要

求

の
.範

圃

程

度

が

一
定

せ
す

、
可

な

り

に
恣

意

的

の
も

の

と

な

る
(註
七
)
。
其

は
今

日
我

邦

に

て
無

産

黛

系

統

の
人

々
が

切

り

に

提

唱

し

、

そ

し

て
有

産

既
成

政

蛍
…の
人

で
も

一
部

は
人

気

取

か
ら

し

て

も
採

り
容

れ

て

政
綱

と

し

て
居

る
も

の

で

あ

る
。

具

膿

的

に

い
ふ
と

、

所

得

税

の
累

進

拳

の
上

級

に
於

け

る
引

上

、

免

税

鮎

の

一
層

の
引

上

な

ど

(註
八
)
、
そ

れ
か
ら
相
続

税

の
引
上

の
如

き
は
可
な
り

に
寄

叫
ば

れ

る
所

の
も

の
だ
が

、
特

に
無
産

黒
の
士

か
ら

し

て
は
財

産

税

の
新

設
が
唱

へ
ら

れ
て
も
居

る
。
も

一
つ
に
は
動
勢

者
、
準

動
勢

者

、
(自

由
職
業
者
)
な
ど

の
所
得
標
準
計

算

方
法

の

一
層

の
寛
恕

の
如

き
も
考

へ
ら

れ

る
。
其
他

、
國

税

に
て
は

一
般

に
消
費

税

の
軽
減
乃

至
は
廃
止

・
地

方
税

に
て
は
戸
敷
割

や
雑
種

税

の
減
麿
が
期
望

せ
ら

れ

る
。
此
等

の
も

の
の
全
部

の
考

慮

は
、
他

の
目
標
・
帥
ち

財
政
牧
人

上

の
目
標
や

、
纏
濟

上

の
目
標

か
ら
し

て
出
来

な

い
相
談

だ
と

も

せ
ら
れ
な

く
て
は
な
ら

ぬ
。
け

れ
ど

税
制
整
理
の
目
標

第
三
十
三
巻

六
七

第

一
號

六
七

20) Seligman,Lc・P・54][・



税
制
整
理

の
目
標

第
三
+
三
審

六
八

第

一
號

六
八

も

、
或

度

ま

で
は
此

等

の
、

少

く
と

も

其

一
部

だ

け

は
、

此

際

と

て

も
實

現

し

な

く

て
は

濟

ま

な

い
。
即

ち
今

日

の
税
制

整

理

に
於

て
、

肚

會

政
策

と

い

ふ

こ
と

が

一
の
目

標

と

も

な

る
。

曲
.

(
註
さ

レ
・
.タ
㌧

へ
は
・
公
妄

課
婁

、
事
實

上
、
財
肇

準

の
効
果

を
も
有

つ
で
あ
ら
う
と

い
ふ
て
居

る
。

の
は
尤

で
あ
る
。

(
註
七
)

レ
ヒ
タ
ー
ペ
は
、
瀧
曾
政

策
的
租
税
原
則
は
常

に
唯
、
恣
意
的

に
選

ま
れ
、
叉
は
外
部
事
情

の
鍵
轄
す
る
所

の
腰
迫

に
任

か
ざ
る

、
こ

と
差

ら
う
と
い
幅

濁

(
註
(
)

例
之
・
シ
ン
ミ
・
が
・
豊

幾

案

の
眼
目
を
以
三

層
重
藁

進
所
得
書

穿

と
・
た
が
、
實
際
、
今
日
の
蕪

・
疑

去

見
地
か

、

、

、

b

い
ふ
け
れ
ど
も

、
此
等

の
も

の
は
税
質

に
於

て
決

し
て
所
得

税

と
対

等

の
も

の
で
な

い
。
此
黙
を
忘
れ

て
皮
相
的

に
財
産
視
、
相
続

税

の
重
課

に
偏

す
る

の
は
宜

し
く
な

い
。

第
四

繧
湾

上

の
目

標

租
税

に
射

し

て
は

一
方

、
肚
會
政

策
が
高

調

せ
ら

れ
る
が
、
其

の
動
も
す
れ
ば

有
産

者
歴
追
と
な
り
、
産
業

を

抑

へ
、
経
濟

の
猶
達

を
妨

ぐ

る
も
意

と
せ
ざ

る
の
弊
あ

る
に
顧

み
、
今

日
は
別

に
経
済

上
の
見
地
を
も
相
當

に
尊

重
す

べ
し
と
注

意

せ
ら

れ
る
。

そ
し
て
此

に

つ
い
て
も
多

く
は
生
産
、
交
通

を
紡

ぐ

る
な
と

か
、
財
産

元
本
を
侵

す
な
と

か
消
極
的

に
注
意

す

る
所

で
あ

る
け

れ
ど

も
、
更
ら

に
進

ん
で
積
極

的

に
経
濟
の
登

達
を
助
長

し

、
進

捗

す

る

こ
と

に
も
考
慮

せ
よ
と
ま

で
注
意

せ
ら

れ
る
。
其
鮎

も
今
日
或
度

ま

で
看

過

し
て
は
な
ら
な

い
。

2エ)

22)

23)

1,eclitape,PieFragederSteuergerechtiglceiL.

DerseLbe,ebenda.

Shim・ 皿in,Taxationand・ ・cialTee・n・t・ucti・.・1..

.5.・ り ・

P・25.・



此

見
地

か
ら

し

て

疲

的

に
問

題
と
な

る
.
、
と
は
、
第

三

饒

存

の
税
制

を
難

し

・
之

に
動
揺
を
與

へ
る

.、
と
自
身
が

、
舞

の
藩

を
動

か
し

、
妻

定
を
破
.・
の
で
不
都
合

で
は

な

い
か
と
も

い
は
る
る
(註
九
)・
洵

に

尤

も

の
事

で
は
あ

・
け
れ
。
・
も
、
其

姦

確

に
.表

す

・
と
き

・
は
、
凡

べ
て
の
必
署

套

る
改
良

が
出
講

.」
と

に
な

、
。

で
、
あ

れ
は

あ

理
想

で
あ
.り

、
帥
ち
成

・
べ
轟

相

姦

か
す
な
と

い

ふ
事

に
止
ま
り
・
時

勢

の

愛

化

と

と

も

に
、

既

存

の
制

度

が
不

適

當

と

な

b

、
叉

は

、
後

に
な

り

て
不

適

當

な

る

も

の
.を
見

出

し
た

と

き

に

、
其

に
も
拘

ら

す
之

に
　愛
更

を

加

へ
て
な

ら

ね
と

い

ふ
事

は
な

い
。

必

要

叉

は

「
層

有

益

な

り

と

い
ふ
根

擦

あ

お

以

上

、

整

理
改

良

ば
許

す

べ
き

で
.あ
・る
(註

∵
Q
)。

(
註
九
)

テ

ァ

ハ
ル

。
は
、
舞

の
出

架
る

だ
・

妻

定
(
・
・
ビ
・
・T

ト
)
と

い
ふ
・
と

が
・
経

護

篁

の
理
想
だ

と
篤
し
・

レ
プ

ζ

、

課
税
方
法
が
必
要
も
を

し
て
、
屡
々
且
つ
急
速
に
鍵

せ
・
れ
・
…

が
霧

で
・
・
。
既
存
・
羅

制
度
・
各
暴

更
二

鬮
親

政

策

の
各

の
楚

。
、
従
来
・

方
法

・
走

行
は
・

・
國
民
蘇

・
と
塁

、
擾
乱
、
場
倉

・

つ
て
は
加
之
・
恐
慌

の
元
素

を
意
撃

'
爲

し
、
バ

.
テ
ー
ブ

ル
も
、
税
制

の
馨

な
・
饗

は
概

の
葦

を
清

つ
と
爲

・
、

}ア
ー

・
タ
↓

・
…

は
・商
。
叩
の
上

の
税

の
嬰

馨

攣
更

は
好

ま
し

く
な

い
。
何

ぜ
と
な
れ

ば
各

の
攣
牝

が
轄
位
を
生

ず
る
か
ら
と

い
馬
『

　

(
註

δ

)

.
プ

。
は
、
財
政
責
任
雲

、
経
済
叢

も
合
理
的
馨

羅

形
式
寛

出
・
、
且

つ
雍

・
租
税
制
度

・
出
来

る
だ
暑

機
的
な

、
叢

の
下
に
其
姦

用
舞

、b
憲

羨

・
て
忘
れ
て
な
・
を

い
ふ
文
句
が
前
記
の
指
示
(
安
定
案

の
)
と
調
和
す
と

い
舷
・

で
税
制
整

理
は
許

さ

る
る
と

し
て
、
第

二
に
は
、
此
経
濟

の
窪

を
妨
げ
.て
居

る
も

の
を
除

き
・
む

し
ろ
其
登

達

を
促
進

す

る
爲

め

に
は
、
今

日
の
法
人

配
當

の
第

三
種

所
得

税

に
於

け

る
綜
合
課
税
を
源
泉
課

税

に
改
め

て
は

税
制
整
理
の
目
標

.

第
三
+
三
巻

六
九

笙

號

六
九
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税
制
整
理

の
目
標

第
三
十
三
巻

七
〇

第

=
號

七
〇

の

何
う

か
と

も

い
は
れ

る
。σ
け

れ
ど
も
此
鮎

に
つ
い
て
は
公
準
課
税

の
見

地
も
併

せ
考

へ
な
く

て
は
な
ら

す
、
簡

軍

に
経
済

上
の
目
標

の
み
か
ら
決

し
て
は
な
ら

ぬ
。
帥

ち
慎

重

に
考
量
し
な

く
て
は
な
ら
な

い
。
今

日

の
資
本

利
子

の
郵
税

の
如

ざ
も
、
経
濟

機
展

を
促
が
す
が
矯

め

に
は
有
益

で
、
之
を
其
儘

に
し
て
可
な
り

と
も

い
ひ
得

る
け
れ

ど

も
、
此

も
前

に
擧
げ
た
公
李
課
税

の
見
地

の
重

さ
か
ら
見

て
は
許

し
難

き
も

の
の
や

う

に
考

へ
ら
れ

る
。
其

れ

に
又

財
政
収
入

上

の
見
地

と

か
、
肚
會

政
策

上

の
見
地
と

か

い
ふ
も

の
も
併

せ
考

へ
な
け

れ
ば

な
ら

ぬ
。

次
ぎ

に
特

に
ム
■
日
の
纒
傍
界

の
不
況

を
考
慮

し

て
、
税
制

の
整

理
を
見

る
と
き
は

、
第

一
に
、
貨

幣
償
値

の
騰

貴

(物
償
下
落

)
の
鮎

か
ら
見

て
は
、
大

艘
、
減
率

が
適
切

と

い
ふ
こ
と

に
な

る
、
批
烈

は
揃

に
丞
,耳
語
頼

¢
震

て

述

べ
た

の
と
併

せ
考

へ
、
其

目
標

の
下

に
改

正
せ
ら

れ

る
な
ら
ば

、
此

に
い
ふ
見
地

か
ら

し
て
も
適
切

に
な

る
。

第

二

に
、
農
商

工
業

關
係
者

の
牧
盆
減
少

、
純
益
率

の
減
縮

を
見

た
と

い
ふ
に
於

て
は
、
帥
ち
其
牧
盆

の
絶
対
額

の
減

じ
た
ば

か
り

で
な

く
、
相
野
率

即
ち
総
収

に
封
ず

る
純
利
率
)
も
が
減

小
し
た
と

い
ふ
に
於

て
は
、
之
が
困

難

を
緩

め
、
彼
等

の
存
立

登
展
を
全
う

せ
し
め
る
矯

め

に
、
所
得
税
や
螢
業
牧
益
税

に
於

け

る
純
益
率

計
算

方
法

の
改
正
、
並

に
其
税
率

の
引
下

な
ど
が

至
當
と
も

せ
ら

れ
る
。
更

に
は
酒
税
な
ど

に
於

け

る
立
替

彿

の
困
難

を
救

ふ
薦

め

に
庫

出
税

の
採
用
、
税
率

の
引
下

な
ど
が

至
當
だ
と
も

い
は

れ
る
。
け
れ
ど

も
、
此
等

に

つ
き
て
は
同
時

に
、
別

に
財
政
収
入
上

の
見
地

、
公
平

課
税
上

の
見
地
等

を
も
考

へ
な
く
て
は
な
ら

す
、
其

の
凡

べ
て
の
経

濟
上

の
希
望

は
、
恐
ら
く
は
充
た
し
難

か
ら
う
と
思

ふ
。

26)拙 文 、法人 配 當源 泉課 税 の長 短 、(経 済論 叢、 三十一・巻 ・三號 ・1・ 以下)



第
五

政
治

上

の
目

標

以

上

の
外

、
政
府

が
税
制

の
整

理
を
企

て

る
と
き

に
は

、
賓

際

、
政
治

上

の
見
地

を
も
加
味

し
て
行

ふ
。
其

れ

が
理

屈

で
な
く
、
實

際

で
あ

る
。
否

な
其

庭

に
理
屈
も
あ
り

て
、
其

は
前

に
擧
げ

た
経
済
上
と

か
、
肚
會
政
策

上

と

か
、
公

準
課

税
上
と

か
の
見
地

と
も
結

合
し

て
理
由

つ
け
ら

れ
、
又

は
理
屈

を
離

れ
て
も

、
實
際
と

し
て
行

は

れ
ざ

る
を
得

ざ
ら

し
め
る
。

政
治

上

の
目
標

ぱ
更

に
二

に
分

札
る
。

一
は
挽

整
立
案

煮

た

る
改
蛍
…政
府

と
し

で
の
立
場

で
あ
b
、

二
ば
時

の

国
情

へ
の
適
慮

と

い
ふ
事

で
あ

る
。
政
府

は

必
ず
や

其
自
身

の

立
場
を
忘

れ
は
し

な

い
。
叉
忘

れ
て
は
な
ら

な

い
。

そ
し
て
其
鮎

か
ら
し
て
彼

の
注
意

す
る
の
は
、
其

の
此

迄

に
於

け

る
言
質
と

、
行
掛
り
と

で
あ

る
。
之
を
無

視

し
、
之

と
矛

盾

し
て
は
、
直
ち

に

反
射

蕪

か

ら
突

き
込

ま
れ
、
民
衆

か
ら

し
て
の
信

用
を

失

ふ
こ
と

に
も
な

る
。

だ

か
ら
し

て
彼

は
李
生
注
意
深

く
し

て
、
公

正

に
し
て
疾

ま
し
か
ら
ざ

る
言
質

を
與

へ
、
行
掛

を
作

っ
て
置

か
な

け
れ
ば

な
ら

ぬ
。
此
見
地

か
ら
見

て
、
現
内
閣

は
、
言

.質

と
し
て
消

費
税

軽
減

に
つ
き

て
可

な
b

立
入

つ
た

産
直

を
も
取
ら
な
け

れ
ば
な
ら

ぬ
で
は
な
か
ら
う

か
。
此

五
十

九
議
會

に
て
實
現

さ
れ
た
程
度

の
砂
糖

、
織
物

爾

税

に
於

け

る
軽
減

で
は
不
十
分

の
や
う

に
思
は
れ

る
。
其

は
他

の
見
地

、
特

に
公
準

、
胱
會
政
策

、
経
濟
上
等

か

ら

も
肯

定

せ
ら

れ

る
。
宅

地
租

の
増

徴
緩
和

と

い
ふ
こ
と
が
貴
族
院

か
ら
要
望

さ
れ
、
此

に
謝

し
て
政
府

に
て
何

税
制
整
理
の
目
標

第
三
十
三
巻

七
一

第

一號

七
一



税
制
整
理
の
目
煙
剛

第
三
十
三
巻

七
二

第

一
號

七
二

等

か
の
言
質

を
取
ら

れ
て
居

る
や
う

だ
が
、
此
黙

は
、
貴
族
院

に
も

一
分

の
理
屈

は
あ

る
け

れ
ど
も
、
此

に
從

ふ

と
き

に
、
公
李
課
税

上
は
許

す

べ
か
ら
ざ

る
も

の
と

な

る
。
政
府

の
行
掛
り

か
ら

い
ふ
と
、
所
得
税
と

い
ふ
國

税

中

心
税

の
補
完
税

と
し

て
は
牧

益
税
を
採

る

こ
と

に
な
り
、
既
存

の
牧
益
税

た

る
地

租
、
螢
業
収
益
税

、
資
本

利

子
税

の
外

に
、
地

方
税

か
ら

し
て
家

屋
税

を
移

し

て
來

な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
こ
と

に
な
る
の
だ
が

、
か
く
し

て
家
屋

の
課
税
標

準

の
決
定

が
國

の
手

に
移

っ
て
、
各
地

方
間

に

一
層

公
平

に
な

る
と

も

い
ふ
が
、
併

し
、
反
面

に
地

方

の
手

に
あ

る
よ
り

も

一
層
長
期

間
固

定
す

る
こ
と

か
ら

し
て
生

す

る
不

公
準
も
あ
り
、
其
他

の
瓢

か
ら

し
て
も
反

芻

す

べ
き
理
由

が
あ

る
か
ら

.

一
概

に
賛
成

は
し
兼
ね

る
。

時

の
國
情

へ
の
適

癒
と

い
ふ
こ
と

は
、
常

に
政
府

と
し
て
税
制

の
整

理

に
際

し
て
考

へ
な

く
て
は
な
ら

ぬ
事

で

あ

る
。
此

に
更

に
二

つ
あ

る
。

一
は
民
性
等

に
適
腐

す

る
や
否

や
と

い
ふ
鮎

で
あ

り
、
他

は
國

民
中

の
各
階
級

各

方
面

の
利
害

の
樹

立
を
調
和

し

て
、
出
來

る
だ
け
各
方
面

の
主

張

を
考
慮

に
入
れ

る
と

い
ふ
事

が
政
治

の
要

諦

で

あ

る
。

其
第

一
の
見
地

か
ら

し
て

、
例
を
佛
國

に
と

る
と

、
此
國

に
て
長

い
間

、
所
得
税

の
や
う

な
申
告
税

が
、
此
國

の
国

民
性

、
自

由
を
尊
重
す

る
民
性

に
は
適

は

蹟
と
し

て
反
射
さ

れ
て
来

た
.
そ
し
て
他

の
国

々
か
ら
大

に
遅
れ

て
、
漸

く
世
界

戦
争

の
初
め

に
な

っ
て
此

が
採
用

せ
ら
れ
た
。
之

を
我
国

に
當

て
嵌

め
て
考

ふ
る
と
、
今

日
資
本

所
得

に

つ
き
綜
合
課

税
が
行

ば
れ
す
、
漸

く
源
泉

課
税
が
行

は
れ

て
居

る
の
も
、
亦
、
我
国

民
性

に
は
英
国

人

ほ



ど

の
正
直
さ
を
映

く
と

い
ふ

こ
と

に
基

き
、
綜

合
課
税

の
不
適
癒

を
示

す

の
か
も
知
れ
な

い
.
此

の
如

き
は
あ
ま

り
考

に
入
れ

ぬ
で
も
良

い
や

う

に
も
見
ゆ

る
が

、
税
制

が
歴
史

の
産
物

で
あ
り
、
實
際

の
制

度

で
あ

る
以
上

は
、

此
邊

の
事

も
考

慮

に
入
れ
な

い
課

に
は
往

か
な

い
(註

=

)。

(註

一
一
)

ア
ー
ミ
タ
1
ジ

・
ス
ミ
ス
は

い
ふ
。

租
税

は
貴
際

問
題

で
あ

っ
て
、
軍

な
る
理
想
的

に
最

も
良
き
制
度

の
吟
味

で
は
な

い
。
凡

べ
て

の
既
存

の
租
税
制
度

は
、
歴
史

の
産
物

で
あ

り
、
此

が
、
其
進
化

の
状
態

、
其
國

の
事
情

、
其

の
有
形

の
資

源
及
外
界

、
産
業

の
螢
達

度

、
人

民

の
性
質
、
及
其
歴
史
並

に
政
府

の
形
式

に
相
…劃
す
る
も

の
だ
。

か
(
し

て

一
國

照
滴
慮

す
る
制
度

が
異

っ
た
事
情

の
國

に
は
全
く
不
適

慮

で

あ

り
得

る
。
煽
形

が
、
抽
象
的

な
る
墨
諭

の
指
示

に
よ
り

て
純
粋

に
は
拠
定

ぜ
ら

れ
る

こ
と
は
出

来

ね
。
経
済
上

、
且

つ
政

治
上
便
宜

な
る
も

の
が
響
冨
へ
ら
れ
無

く

て
は

靴
・b
瀕
。
駆
〃
.
、
八
、陥
ハ
の
脈
流巾
伽双
成
総
州
が
血
幾
疋
的
}皿
}粟
漏

ゐ
。

距
、し
℃

"
ン
詑
は
、
佛
圃

π
つ
い
て
、
鉱
ハ所
卵信
犠慨
に
…粥

す
る
頑
強

な
る
反
数

は
、
特

に
此
國

に
て
前
世
紀
役
牛

に
行
は
れ
た
理
想
的
進
出

に
醤

し

て
の
其
遠
慮
と

い
ふ
こ
と

に
あ

っ
た
。
佛
國
民

は
草

物

命
の
産
物
た
る
自
由
の
権
利
を
尊
重
し
、
之
を
侵
害
し
な
い
や
う
に
と
心
配
し
た
の
だ
と
い
ふ
て
居
る
。

次
ぎ

に
國
内
各

方
面

の
利
害

の
調
和
と

い
ふ
こ
と
か
ら

い
ふ
と
、
其

は
結
局
、
各
方
面

に
我
田
引
水
的

の
主
張

が
行

は

れ

て
居

る
の
で
、
其

の
完
全
な

る
調
和

は
到
底
出

來
す

、
結

局
之

を
適
當

の
度

に
於

て
、
即
ち
他

の
見
地

か
ら
し

て
も
許
さ

れ

る
だ

け

に
て
考
慮

す

る
に
止
ま

る
で
あ
ら
う
。
け

れ
ど
も

一
癒

は
各
方
面

の
要
望

を
聴

い
て

見
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。
然

ら
ば
今

日
我
邦

の
各
方
面

に
、
何

ん
な
注

文
が
出

て
居

る
か
と

い
ふ
と
、
先

づ
民
衆

は
、
前

に
肚

會
政
策

的
目
標

に
て
擧
げ

た
や
う
な
事
項

を
要
求

し
て
居

る
。
即
ち
消
費

税
、
動
勢
所
得

税
、
戸
敷

割

、
雑

種
税

の
減
廣

、
そ
し

て
所
得
税

、
相
続
税

、
財
産

税
等

の
増
徴
又

は
新
設

で
あ

る
。
其
は
少

く
と
も

一
部

税
制
整
理

の
目
標

第
三
十
三
巻

七
三

第

一
號

七
三

AT皿itageSmith,1,c.P.4.1.Rompe,D7.e:ideengeschichtlichelrntwiclzelung27)
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}現
制
整
理
の
目
標

第
三
十
三
巷

七
四

第

一
號

七
四

は
行
は
れ

る
で
あ
ら
う

。
之

に
謝

し
て
資
本
家

側
か
ら

し
て
の
法
人

配
當
源
泉

課
税

要
望

に
至
り

て
は
、
疑
問

は

あ

る
け

れ
ど

も
、
経
済

上
の
見
地

も
あ

る
こ
と
だ

か
ら

、
實
際
と

し
て
は

一
た
び
は
物

に
な

る
か

も
知

れ
な

い
。

農

民
と
し

て
は
戸
敷

割

の
軽
減

、
特

に
地

租

の
軽
減

に
力

を
入
れ

る
。
地

租
は
五
十
九
議
會

に
て
輕

減

さ
れ
た
か

ら

、
今
度

は
手
を
爛
れ

ぬ
と

も

い
ふ
が

、
大

正
十

五
年

に
課
税
標
準

を
決
定

し

て
、
今

日
之

に
よ

り
て
課

税
さ

る

と
き

に
、
假
今

、
税
率

に
於

て
豫

定

の
百
分

阿
字

が

百

分

三
・
八
と

一
割

五
分

減
を
見

た
と

し
て
も
、
物
慣

が
此

間

に
三
割
三
分
九
厘
低

下
し
た
事
實

と
照

ら
し
合

し

て
、
農

民
と

し
て
は
、
地

租
を
も

つ
と
減

じ
て
欲
し

い
と

も

い
ふ
で
あ
ら

う
。
商

工
業
者
は
之
と
異
り

、
特

に
瞥

業
牧

益
税

の
軽
減
を
要

望
す
る
で
あ
ら

う
。
此

も
五
十
九
議

會

に
て
、
法

人

に
て
六

分
減

、
箇
人

に
て
千
圓
以

上
、
七
分
減
、
千
圓
以
下

二
割
減

を
行

っ
た

か
ら

、
其

れ
で
澤

山

だ
ら
う
と

も

い
ふ
が

、
當
業

者

か
ら

し
て
は
、
利

に
敏

な

る
連
中

の
こ
と

で
も
あ

り
、
前

に
い
ふ
た
公
卒
土

、

経
済

上

の
見
地

な
ど
を

持
出
し

て
、
此

上

の
輕
減

を
も
期
望

す

る
で
あ
ら
う
。

結

言

以
上
、
簡
軍
な
が
ら

來

る
べ
き
税
制

整
理

に
於

て
目
標
た

る

べ
き
諸
鮎
を
叙
説

し
た
。
其

の
凡

べ
て
が
實

際

に

考
慮

さ
れ

る
と
は
限
ら

ぬ
。
其

の
少

か
ら
ざ

る
も

の
が

、
む

し
ろ
考
慮

の
外

に
置

か
れ
る
で
あ
ら

う
。
又
質

際

の

政
治

は
生

き
物

で
、
生

き
物

は
理
屈
ば

か
り

で
は
動

い
て
往

か
な

い
。
理
屈
以
上

の
理
屈

に
よ
り

、
又

、
カ

に
よ

b

て
問
題

が
解
決

せ
ら

れ
て
往

く

で
も
あ
ら

う
。


