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租

税

と

公

益

租

税

ご

公

益

第
三
+
五
巻

二
〇

第

一
號

一
一〇

戸

正

雄

緒

言

凡

そ
財

政
を
指
導

す
る
最
高
原

則

は

.
公

益

に
從

っ
て
庭
理

す
と

い
ふ
公
益
原

則
、
詳

し

く

い

へ
ば
國
尿

公
共

の
全

膿

利
益

慰
最

適
鷹

す

る
が
如

く

に
管

理
す

べ
し
と

い
・ふ
、原

則

で
あ

b

,
此

が

財
政

論
議

の
出

機
黙

で
あ

っ、
て

又
鯖
若

鮎

で
な

け

れ
ば

な
ら

な

い
。
即

ち

財
政
が

公
益

の
爲

め

に
す

る
と

い

ふ
こ
と
は
殆

ん
ど
自

明

で
あ

る
。
財

政

は
自

目
的

の
も

の
だ
と

も

い
ふ
が
、
實

は
此

も
矢

張

り

一
の
方
便

で
あ

っ
て
、

つ
ま

り
公
益

の
爲

め
に
、
即

ち

国
家

公
共

の
全

禮

利
益

の
薦

め

に
す

る
も

の

で
あ

る
。
軍

に
其

国

民
経
済

の
爲

め

に
す

る
ば
か
り

で
は
な

く
、
政

治
的
文

化
的
肚

會

的
等

々
各

方
面

を
備

へ
た

る
綜
合

全
膿

た

る
國

家

公
共

の
矯

め

に
す

る
も

の
で
あ

る
。
其
が
成

員

た

る
各

箇
人

の
矯

め

に
も

な

る
け
れ
ど

も
、
其

の
爲

め

に
と

い
ふ
よ
り

は
、
む
し
ろ

其
筈

の
者

の
綜
合

全
禮

た

る
國
家

公
共

の
薦

め

に
す

る
も

の

で
あ

る
。
斯

か

る
財
政

を
ば

公
益

至
上
原

則
下

に
立

た
し
む

る
見
地

か
ら
し

て

は
租
税

も
亦

た
當
然

に
此
原

則

に
服

せ
し
む

べ
き
も

の
と
な
ら

な

け
れ
ば

な

ら

ぬ
。
其

庭

で
租
税

の
各
種

の
問

題

を
取
扱

ふ
に
就

き

て
は
、

一
た
び

は
此

根

本

の
問
題

を
考
察

し

て
見
な

く

て
は
な
ら
な

い
。
此

の
租
税

と
公
益

と

の
關
係

に
つ
い
て
は
、
私

は
喜

て
此

抱
屡

々
説

い
た
事

が
あ

る
け
れ
ど
も

、
未
だ
説

い
て
蓋

さ
ざ

る
も

の
が
多

か



つ
た
と
思

ふ
の
で
、

姦

に
之

が
再

吟
凍

を
欝

し

魅
以

て
'私

の
租

税
論

の
基

礎

と

し
や
う
と
思

ふ
α

第

閏
段

公

鍵

の

内

容

由
来

、
公

益
と

財
政

、
公
益

と

租
税
と

の
關

係

を
説

く

に
當

り

て
は
、
公

益

の
概

念
を
ば
殆

ん

ど
自

明

の
も

の

と

し

て
多

く

を
言

は
な

か

っ
た
。
併

し
薮

に
立

入

っ
て
北

開
係

を
説

か
う
と

い

ふ

に
つ
い
て
は
、
公
益
其

も

の
の

内

容

ま

で
も
吟
味

し

て
か

か
ら
な

け

れ
ば
な
ら

な

い
。
此
概

念

は

一
見

、
明
瞭

の
や

う

で
あ

る
が
、
貴

は
可

な
り

不

明
確

で
あ

り
、

は

っ
き

り
と
指

示

し
難

き
も

の

に
属

す

る
。
が
試

み
に
之

を
分

析
し
更

に
綜

合

し

て
見

る
と
大

要
下

の
如

き

も

の
で
あ

る
。

　↑
公
益
の
分
析
一

公
盆
は
い
ふ
ま
で
も
な
桑

と
盆
と
に
分
れ
る
。
此
二
貼
に
於

て
特
別
の
意
味
を
有

つ
こ
と

は
争

ふ

べ

く

も

な

い
。

先

以

て
此

は

第

一
に

、

　伍

盆

一

部
ち

利
益

で
あ

る
。

利
益

と
は
損
失

、
損
害

.
不

利

と
樹
立

す

る
。
或
主
農

の
爲

め

に
な

る
こ
と
、

都

合
良

き
も

の
な

る
こ
と
、
積

極

的

に
或
主

禮

の
爲

め
都
合

良

き

も
の
な

る
こ
と

を
意

味

す

る
・
更

ら

に
・

　㊤
公
一

即
ち
公
共
の
と
い
ふ
の
で
、
私
、
私
人
と
対
立
し
公
益
は
公
の
利
益
と
し
て
私
益
、
私
人
の
利
益
と

劃
立

す

る
こ
と

に
な

る
。
或
地

域

に
於
け

る
数

多

の
私
人

か
ら
成

る
公

共
的

な

る
團

禮

、
特

に
統
治

團
膿

、
特

に

最

嚴

格

に
い

へ
ば
国
家

の
利
益

が
即

ち
公
益

で
あ

る
。
廣

く
彼
共

團
髄

の
利
益

を
公

益
と
も

い
ふ

こ
と
を
得

る
が

其

よ

り
も

狭
く
、
統

治
團

膿

の
利
益
と

い

ふ
こ
と
が
出

來

、
又
最

狡

く
国
家

の
利

益

だ
け
を
公

益
と

も

い

ふ
。
庭

租

税

と

公

益

第

三
十
五
巻

二

一

第

一
號

二

一

'



租

税

と

公

益

第
三
十
五
巻

一
=
一

第

一
號

二
二

で
私
人

の
利
益

た

る
私

益

は
必
ず

し
も

〕
人

の
私
人

の
利

益
と
限
ら

す

、
数

多
.の
私
人

の
共

同

利
益

も
私
益
た

り

得

る
。
と

す

る
と

、
多

数

の
私
人

か
ら
成

る
團

膿

の
利
益

で
あ

っ
て
或
時

は
私
益

で
あ
b

、
他

の
と
き

は
公
益

と

な

る
と

い

ふ
こ
と

に
な

る
。
然

ら
ば

其

の
何

庭

に
相
違
あ

り
ゃ
と

い
ふ
問
題

を
生

す

る
が

、
其

の
私

人
が
共
同

ル

て
私
益

を
計

る
場
合

に
は
、
真

菰

の
團

艦

か
ら
又

は
私

の
共

同
か
ら
擧

げ

ら
れ

る
利
益

は
、
其
構
成

各
員

の
得

る

各
箇
利
益

の
総
和

に
等

し

い
。
然

る
に
國

家

其
他

の
公
土
ハ團
髄

に
よ
り

て
計

6
所

の
公
益

は

、
其
成

員
各

箇

の
其

.

か
ら
受

、、
る
所

の
利

益

の
線

型

.
?

、
其

と

は
別

の
も

の
で
あ
h
得

る
。
成

員

は
公
益

の
爲

め

に
其
自

ら

の
利

益

を
抑

へ
な

く

て
は

隊
ら

の
こ
と

が
あ

っ
て
.
公
益

が
必

ず
し

も
其
自

ら

の
利
益

に
合
致

せ

ぬ
。
公
益

は
成
員

の

有

機
的
全

髄

の
利
益

に
外

な
ら
な

い
。
次
ぎ

に
然

ら
ば
公

衆

(
パ
ヅ
リ

ッ
ク
)
の
利
益
と

い
ふ
や
う
な

、
多
人
数

の

洪

同
利
益

は
伺

う

か
と

い
ふ
と
、
此

も

一
の
公

益

だ
と

い
ふ
見
解

も
あ

る
け

れ
ど

叡
、
此

は

場
合
を
分

け

て
見

な

く

て
な
ら

距
と
思

ふ
。
此

公
衆

の
利
益

と

い
は

る

る
場
合

に
は
、
公

衆

と

い
ふ
詞

の
不
精
密

な
爲

め

に
、

動
も
す

れ

ば

、
利
己

蘭
庵

る
多

人
数

の
共

同

利
益

が
公

衆

利
益

乏

せ
ら

る
る
こ
と
が

あ

る
。
其
は
快

し
て
公

益
と

は

い

へ

尊

い
。
併

し
叉

、
利
己

に
偏

し
な

い
穏
健
な

る
多
人
歎

の
利
益

に
し

て
、
國
家

や
地

方
團
艦

が

少
く
と
も
黙
認

す

る
ほ
ど

の
も

の
で
あ

れ

ば
、
其

は
國

家

父

は
地

方
團

膿

の
利
益

で
も

あ

り
、
其

一
部

で
も
あ

っ
て
、
公

益

と
認

め

て
良

い
。
公
衆

の
利
益

だ
か
ら
公

益

と

い

ふ
の

で
な

く
、
國
家

地

方
團

膿

の
利
益

た
り
得

る

の
で
、
其

の
張
り

に

於

て
公
益

と

い
ふ
こ
と

に
な

る
。
純

學

術
研
究

の
爲

め

の
團
髄

や
慈

善

團
髄

の
や

う
な

公
益

團
髄

の

計

る

公

益

も

、
.其

に
も
往

々
に
し

て
若

干

の
私
益

が
墾
加

す
る

.～
と

は
あ

ち
と

し

て
も

、
國

家

、
地

方

團
禮

の
特

別

の
保
護

亀

Neumanコ,DieSteuerun{】das6伍entliche工n」1:eTesse・S・ 耳75・



下

に
あ

り
、
叉

は
少

く
と
も

其

の
獣

課
す

る
も

の
だ

る
限

り

、
大
臆

、
其
国

家

、
地
方

團
膣

の
利
益

に

一
致

す

る

も

の
と

し

て
公

益
と

し

て
良

い
。
威

で
管

利
本
位

の
人

々
が

多
人
歎

共
同

し

て
作

っ
て
居

る
團
髄

の
計

る
利
益

は

假

令
名
前

は
公

共
團

膿

で
あ
り

、
國
家

の
特

別
保
護

の
下

に
あ

っ
て
も
、
必

ず

し
も
完

全

な

る
公

益

と

は

い
ひ
飛

雪

場
合
が
あ
る
。
例
之
、
農
會
や
、
商
工
會
議
所
の
計
ら
ん
志
す
る
利
益
で
あ
る
。
砦

は
多
分
に
公
霊
的
元

素

を
含

め
ば

こ
そ
、
公
共

團
膿

と

せ
ら

れ
た

の

で
は
あ

る
け
れ

ど
も

、
動

も

す
れ
ば
其
名

前

に
か

く
れ

て
・
可

な

う

に
多

く
図
録

全

禮

の
利
益

を
傷

け

る
や

う
な

、
此
と

ば
矛
盾

し

た
る
利
益

を
計

ら
　

と
す

る
の

を
見

落

し

て
は

艶
羨

つ

乃
ふ

、

o

ヅ

"

溯る

諏
/

-

一
晴

或

は
公

益
を

以

て
、
或

地
域

に
於
け

る
各
人

の
全
膿

の
李

均
利
益

だ
と

見

る
も
あ

る
が
、

さ
う

い
ふ
と
、
所
属

各
員

の
利

益
、

つ
ま

り
各
人

の
私
益

を
李

均
し

た
も

の

の
や
う

に
取

れ

る
。
併

し
公
益

斌

、
か
か

る
私
益

の
雫
均

で
は
な

い
。
李

均

に
よ
り

て
現

は
れ

る
も

の
で
な

い
。
む
し

ろ
各
人

の
利
益

と

は
別
な
、

全
膿
的

利
益

で
あ

る
。

有

機
的
全

膣

の
利
益

で
あ

る
。
李

均
と

い
ふ
と

き

に
は

、
量

的

に
大

な

も

の

は
減
縮

さ
れ

る
や
う

に
も
解

せ
ら

る

る
が

、
国
家

等

の
計

る
公
益

の
駕

め

に
、
私
人

に
て
は
特

に
私
人

の
み

に
て
は
計

り
得

ら

れ

鴎
ほ
ど

の
大

な

利
金

が

得
ら

る
る
か
ら
、
全

燈

上
、
公
益

は
私
益

の
平

均

で
な

く
し

て
、
む

し
ろ
私

益
を

増
大

す

る
も

の

で
あ

る
。
成

程

、
公
益

が
私

益
を
調

和

す

る
と

い
ふ

こ
と

は
あ

る
。
併

し
其

は
軍

に
肚
會

政
策

や
維
濟

政
策

の
方
面

に
於

て
然

る

の
み

で
あ

っ
て
、
例

之

、
文

化

や
衛
生

な

ど

の
方
面

に
て
は
さ
う

い
ふ

こ
と

は
な

い
。

か

く
公

益

と
私
益

と
が
あ

り
、
互

に
樹

立

す
る
と

し

て
、
此

二
の
も

の
が
合
致

す

る
こ
と
も
あ

る
が

、
衝
突

す

租

税

と

公

益

第
三
十
五
巻

一
=
二

第

一
號

二
三

2)Neum・nn,・ ・a.0.S.・84.



租

税

と

公

益

第

三
十
五
巻

二
四

第

一
號
…

二
四

る

こ
と

も
あ

る
。
其

限
り

に
於

て
、
私
益

は
、公
益

の
薦

め

に
抑
制

せ
ら

れ

る
。
即
ち
国
家

、
地

方
團
膿

は
、

待

肥

國
家

は
有
意

的

に
、
此
私

益

の
抑
制

を
行

ふ
。
私
人
も

元
来

は
、

か

か

る
場
合

、
公

益

を
尊

重
し

て
其

自
ら

の
私

益

を
抑
制

す

べ
き
道

義

上

の
責
務

を
有

つ
が

、
私

人

は
兎
角

、
私
益

を
計

る
に
急

で
あ

っ
て
、
公
益
を
無

視

し
勝

の
も

の
で
あ

り
、
私

人

の
爲

す
が
儘

に
任

か
し

て
置

い
て
は

、
公
益

は
万
足

仁
は
計

ら

れ
恥

い
。
結
局

、
公

益

の

薦

め

に
は
公
権
・力
が

螢
動

ず

る
こ
と

に
な

る
。
か
く
公

益
は

私
益
と

反
芻

に
立

つ
こ
と
も
あ

る
所

の
別

の
利

益

で

透

る
け
れ

ど
も

、
元
来

は
、
私

益
を
計

る
が

翁

め

に
出

来

立

も

の
で
あ

る
。
公

益

の
主

髄
た

る
國
家

も

つ
ま

b

は

私
人
.か
ら
成

り

、
其

人
逡

の
泓
盤

を
計

る
爲

め

に
出

来

㍑
團
燈

で
あ

る
。
即

ち
歴
史

.的

に
獲
盤
的

に
見

れ
ば

、
私

益

が
出

螢
鮎

で
あ

る
。
私
益

が
全

く
な

く
、

私
人
と

い
ふ
成
員

が
全

く
な

か

っ
た
と
し

た
ら
、
國
家

、
乃
至

は
公

益

を
考

ふ
る

.こ
と

は
出
来

鴎
。
併

し

一
旦

、
國
家

と

い
ふ
有

機
的

の
團
膿

が
出
来

上

っ
た
以

上
は
、
最

早

、
其

の

國
家

は
成
員

た

る
私
人

を
超
越

し

た

る
其

の
全
膿

で
あ

を
。
其
成
員

た

る
私
人

の
有
機
的

全
禮

た

る
国
家

の
公
益

ば
其
減

員

の
私
益

よ

り
も

一
層

重
大

な

る
も

の
と

し

て
、
其

私
益
を
犠

牲

に
供

す
・る
こ
と

に
も
な
ボ

。
各
箇

私
人

は
其

に
つ
き
全
膿

の
爲

め

に
は
服
從

し
な

く

て
は
な
ら

粗
も

の

で
あ
,る
。
私
益

と
私
益
と

墨
立

す

る
の
と
き

、

一

人
の
私
益
が
他
人
の
萎

犠
牲
に
し
て
は
な
ら
ぬ
が
,
全
禮

の
利
益
鶏

め
に
は

】
私
人
の
利
書

犠
牲
に
せ
ち

れ
、
抑
制

せ
ら

れ
、
其

の
薦

め

に
各
箇

の
私
益

が
損
減

す

る
こ
と

に
な
一っ
て
も

、
此

公
益

の
伸
張

に
よ

り
て

、
結

局

.
全
膿

上

に
は
、

各
員

の
私

益

が
進

捗

せ
ら
れ

る
こ
と

に
も
な

る
の

で
あ
.る
。

そ

れ
か
ら
公

益

の
圭

禮

た
る
團
禮
と

し

て
は
、
国
家

と
地

方
囲

腱
と

を
塞

ぐ

る

こ
と

を
得

る
が

、
其

の
中

に
て

3)
4)
5)
6)
7)
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Ritschl,TheoriedeτStaa,tswirtschaftundB曜steuerung.S.45、

Ritschl,ebenda.

BelaF61des,Fw.2.Au日,S.204.

ArmitageSmith,Priロciplesandmethodsof.taxation.p,18.



も
今

日

の
時

世

に
て
は

,
中

心
的
統

一
的

の
全
艦

と

し

て
は
國
家

を
推
す

べ
く
、
地
方
團

艦

に
至
り

て
は
其
統
制

下

に
服

す

べ
き

で
あ

る
。
即
ち

地

方
團

艦

の
計

る
公

益

は

、
国
家

の
計

る
公

益

に
比
し

て
は

一
段
低

き
も

の
と

し

て
、
國
家

の
統
制

下

に
立
ち

、
國

家

の
着

眼
す

る
公
益

に
反

せ
ざ

る
限
り

に
於

て
、
國
家

か
ら
し

て
明

示
又

は
少

'
、
と
も
黙

示

に
て
認

め
ら

れ
た

も

の
だ

け
が

、
公

益

で
あ

り
得

る
。
国
家

の
上

の
統
制

圭
禮

と
し

て
世
界
全
膿

、

或

は
過

渡
的

の
も

の
と

し

て
は
国

際
聯
盟

が
考

へ
ら

れ

る
。
併

し
国

際
聯

盟

は
ま
だ
微
力

で
あ

っ
て
、
其

が
斯

か

る
完
全

な

る
世
界

團
鐙

に
ま

で
も
進

む

の
は
前
途
遼

遠

で
あ

る
。
世
界

國

に
て
も
完
成

す
れ
ば

、
世
界
全
燈

利
益

と

い
ふ
も

の
が
絶

射
備
値

鞄
有

つ
九
、
澱

も
大
禄

恭
公
熱

祝

い

ふ
胤
と

隣
も
な

る
が
、
莫

は
.未
來

に
か

か
器
坦
な

る
理
想

上

の
も

の
た

る
に
止

ま

る
。
今

日

の
現
實

の
世
界

で

は
国
家

が
最

高

の
統
制

團
膿

で
あ

り

、
其

の
鳥

め

に

な
り
其

に
都
合

良

き

も

の
が
公

益
と

し

て
最
高

の
も

の
で
あ

る
。
例
之

、
我

が

日
本

に

つ
い
て

い

へ
ば

日
本
國

家

の
全
禮

利

益
が
最
高

の
公

益

で
あ
り

、
此

に
合
致

す

る
限
り

に
於

て
、
世
界

全
饅

の
利
益

を
考

ふ
べ
き

で
あ

勺
、

勿

論

、

一
地

方

の
利
益

に
至

り
て

は

、
全

く
日
本
国
家

全

艦

の
利
益

の
下

に
服

す

べ
き

で
あ

る
。
理
想

と
し

て
は

人
類

が
終
局

、
世
界

國

に
ま

で
進

む

こ
と

は
最

望

ま
し

き

こ
と

で
あ

る
け
れ
ど

も

、
現
實

と

し

て
は
飽
迄

、
國
家

を
最

高

團
膿
と

し

て
考

慮

し
な

け

れ
ば

な
ら

な

い
。

　二
公
益
の
綜
合
-

前
記
の
も
の
は
公
益
を
公
と
盆
と
に
分
析
し
て
考
察
し
た
の
だ
が
、
更
に
之
を
綜
合
し
て
美

く内

容

に
立

入
り

て
考
察

し

て
見
や

う

。
公

益

と

は
何

か
。
国
家

公
共

の
全
膿
利

益

、
推

し

つ
め

て

い

へ
ば
国
家

の

の

全
膿

利
益

で
あ

る
。
其
全
膿

利
益

は
、
恰

か
も
國

家

が

一
の
有
機
的

軍
位

で
あ

る
と
齊

し

く
、
矢

張
り

一
の
有
機

㎞租
税

と

公

益

第
三
十
五
巻

二
五

第

一
號

二
五

8)Peck,Taxationandwelfare,p.6.



租

税

と

ハ公

益

第

=
一十

五
巻

二
山ハ

第

一
號

二
一八

の

的

軍
位

と
し

て
、
不

可
分

な

る

一
膣

と
し

て
見

る
べ
き

も

の
で
あ

り

、
成

員

た

る
甲

乙
丙

丁
等

々
に
取

り

て
別

々

に
此

れ

々
々
の
利
益

と
な

る
と

い

ふ
が
如

き
も

の
で
な

い
。
又

、
其

が

現

は
る
る
方
面
が
多
様

で
あ

る
矯

め

に
、

通

例

.
國
家

の
目
的

叉

は
職

分

の
種
類

と

し

て
分

類

せ
ら
れ

分
別

し

て
見
ら

れ
る

こ
と

に
な

る
け
れ

ど
も

、
此

も

軍

に
取
扱

の
便
宜

か
ら
出

で
た
の

に
止

ま
り

、
其

が
車

賃

各

、
全

く
濁
立

し
た

方
面
と

し
て
存

立
す
.る

の
で
は
な

い
。
む

し

ろ
其

凡

べ
て
の
方
面

が
互

に
融

合
統

一
し

て
不

可
分

な

る

}
禮

を
成

す

の
で
あ

る
。
随

っ
て
各
方
面

の

唱公
益

が
並

行

し

て
行

は

れ

る
こ
と
も
あ

れ
ば

、
衝
突

す

る
こ
と
も
あ

っ
て

.
衝
突

す

る
だ
け

に
て
は
通
常

に
調

和

せ
し

め
ら

れ

'5
こ
と

に
も
菰

っ
て
、
結
局

、
統

一
し
離

一
す

る
二
と

に
な

り
、
有

機
的
㎜畢
位

セ
賦

す

}「…と

に
な

る

の
で
あ

る
。
今

少

し
く
之

を
具
膿
的

に
い
ふ
と
、
全

禮
利
益

は

つ
ま

り
國

家

の
権
力

目
的

に
現

は
れ

た

る
も
の

、

椹

利
目
的

に
現

は
れ
た

る
も

の
、
文
化
向

上

目
的

に
現

は
れ
た

る
も

の

、
幅

趾
増
進

目
的

に
現

は
れ

た

る
も

の
等

に
な

る
の
で
あ

る
が

、
通
例

、
此

等

の
公
益

の
各

方
面

は

、
時

と
虜

と

に
鷹

じ
適

當

に
加
味

し
並

行

せ
し
め
ら

る

る

の
だ
が

、
其

調
合

按
排

の
工
合

は

一
定
不

動

の
も

の
で

は
な

く
、

相
樹
飼

に
憂

化
あ

り
叉

多
様

で
あ

る
。
國

権

目
的

に
現

は

る
る
公

益

の
如

き

は
國
家

に
と

り

て
は
最

大
切

の
も
の

で
あ
り
、
国
家

と

い
ふ
主
禮

が
成

立
す

る
以

上

は
、
第

】
義

の
も

の

で
あ

る
。
そ

し

て
此

は
公
益

と

し

て
も
最
古

き
も

の

に
属

し
、
そ
し

て
最
後

ま

で
維
持

せ

吃

れ
な

く

て
な

ら

ぬ
も

の

に
属
す

る
が

、
唯

だ
之

が
嚼

め

に
は
比
較

的

多
費

を
要

し
、
而

か
も
経
済

上

に
は
不

生

産

的

の
も

の
が
多

き

を
占

む

る
の

で
あ

る
。
権

利

目
的

に
現

は

る
る
公

益

は
、
國
家

が
前

の
権
力

目
的

の
と
共

に

最
古

く
か
ら
計

り
來

つ
た
も

の
だ

が

、
そ
し

て
戒
具

に
取

り

て
最
大

切

な
も

の

で
も
あ

る
が

、
幸

に
し

て
割

合

に

9)SchAAfe,Steuern・A.T・53・95・



少
費

用

に

て
達

せ
ら

れ

る
。
文

化

、
輻
証

目
的

に
現

は

・ρ
る
も

の

に
あ

り

て
は
、
段

々
と
世

界
協

調
的

李
和
的

の

傾
向

が

強

い
け
れ

ど
も
、
真
中

に
て
も
経

濟

に
關

す

る
だ

け

に
て
は
國

際

競
争

が
烈

し

く

.
國
権

目
的

の
方
面

と

の

相
結

ん

で
、
国

家

に
は
反
李
和

的

、
戦
争

的
元
素

が

必
然

に
随
伴
、し

て
居

る
。
併

し
其
も
際
限

も
な

く
伸

ば

さ

れ

る

こ
と

は
所

詮
出

来

る
も

の

で
は
な
く
、

各
方
面

の
間

に
ば
自

ら
適

當

な

る
調

和
が

得
む

れ
な

く
て
は
な
ら

ぬ
が

さ
り
と

て
其

の
割

合
を
敷

量
的

に
指
定

す

る
こ
と

は
六

つ
か
し

い
。
其

に

つ
き
各
時

代

に
於

て
重
な

る
他

の
國

と

の
比
較

の
上

か
ら
大

燈

の
批

判
が
出
来

る
だ
け

で
、

其

以
上

は
各
人
歴

々
の
考

と
な

り
、
此

割
當

を
如

何

に
せ
ば

最
良

く
公
益

に
合

す

る
か
と

い
ふ
こ
と

に
つ
い
て
、
唯

だ
敵
国

が
前

に
あ

る
や

う
な
造
意

の
場
合

の
外

は
.
容

易

に
人

々
の
考

の

一
致

す

る
も

の
で
な

h
。
之

に

つ
き
政

蕪

聞

の
意
見

の
異

る
こ
と

に
な

る
の
は
自

然

の
敷

で
あ

り

實

際
政

治

と
し

て
は

、
多
敷

を
制

し
た
政
黛

の
意

見

に
よ
り

て
定

め
ら

る
る
と

し

て
、
其

が
其
國

の
本
営

の
公
益

に
合
致

し

て
居

る
か

は
疑

は
し

い
。
む

し
ろ
公
準
無

私

に
し

て
識

見

の
豊
富

高

邁
な

る
人

に

つ
い
て
聴

か
な

く
て

は
本
堂

の
威
は
分

ら

ぬ
が
、
併

し
其
れ
と

て

も
程
度

の
問

題

で
、
本
當

の
事

を

見
出

す

の
は
六

つ
か
し

い
。
借

砥

各
方
面

の
公

益
を

調
和

し

て
充

た

す
と

い
ふ
た
の
は
、
自

ら

其

の
各
部

の
も

の
を
凡

べ
て
完
全

に
充

た
す

と

い
ふ

の
で
な

く
、
む

し

ろ
各

方
面

の
を
不
完

全

に
充

た

し

つ

つ
凡

べ
・て
の
方
面

の
利
益

を
適

當
度

に
充

た

す
と

い
ふ
こ

と

で
あ

る
。
併

し

物

に
よ
り

て
は
不

完
全

に
充

た
す
位

な

れ
ば

充

た
さ

ぬ
方
が

ま
し

だ
と

い
ふ
こ
と

も
あ

っ
て
、

此
等

の
庭
置

は
決

し

て
容

易

の
こ
と

で
は
な

い
。

-
一
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租

税

と

公

益

第
三
+
五
巻

二
七

第

.一
號

二
七



担

税

と

公

益
第

二
段

租
税
に
於
け
る
公
益

其

胸

租
税
目
的
と
し
て
の
公
益

第
三
+
五
巷

二
八

」第

一
號

二
八

　

　

一
租

税

目
的

の
蹄

一
-

私

の
見
解

に

て
は
、
租
税

目
的
は

二
あ

り
と
駕

し
、

一
を
公
益

目
的
、
他

を
収
入

目
的

(と

す

る
。
或

は
軍

に
牧

人
目
的

の

み
を

租
税
目
的
と

す

る
が
あ

り

、
或

は
輩

に
公
益

目
的

の

み
を
塞

ぐ

る
も
あ

る

働

け
れ

ど
も

、
此

二

の
も

の
を
並

び
塞

ぐ

る
の
選
む

べ
き

こ
と
は

、
嘗

て
も
説

く
所

の
如

し
で
あ

る
。
理
屈

は
兎

に

角

と
し

ヅ
、事

實

.
租
税

に
は
軟

入
管
器
げ

て
財
政

の
覚

め

に
す

る
ば

か
り

で
な

く
、
崖

錐

を
奨

働

し

.
嗜
好

留
敗

ゆ

「善

し
、
衛
生

を
進

捗

し
、
道
義

を
向

上

す

る
こ
と

な

ど

に
用

ゐ
ら
れ
來

っ
て
居

る
。
此
.等

及
其
他

の
馬
牧

人
以
外

の
目
的

を
公

釜

日
曲

と

い
ふ
の

で
あ

る
。
併

し
其

れ

に
て
牧

人

目
的
と

い
ふ
て
も
、
其

も
結
局

は

、
得
ら

れ

た

る

収
入

に
て
國

家

的

の
任

務
を

果

た
す

こ
と

に
な

り
、

公
益

を
充

た
す

こ
と

に
な

る
。

つ
ま
り
牧

人
を
塞

ぐ

る
と

い

ふ
の

は
公
益

を
計

る
と

い
ふ
こ
と

に
蹄

す

る
。
即

ち

其
は
公
益

の
矯

め

に
収

入
を
翠

ぐ

る
の
で
、
直
接
公

益
を
計

ら

ず
と

も
、
間

接

に
公
益

を
計

る
の
で
あ

る
。
此

場

合

に
之

を
間

接
と

い
ふ
と

も
、
直
接

と

は
問

、
髪

を
容

れ

な

い
ほ
ど

の
も

の

で
あ

っ
て
、
即

ち
牧

人

を
畢

ぐ

る
目

的

に
て
行

は
れ

る
と

き

に
、
同
時

に
之

に
て
公
益

に
慮

じ

ゃ

う
と

し

て
居

る
と
見

ら
れ

る

。
か
や
う

な
意

味

に
て
租
税

に
は

、
凡

べ
て
公
益

目
的
が

あ
り

、
公

益
上

の
理
由

が

あ

る
。
恰

か
も
此

の
公

益
上

の
理
由
あ

れ
ば

こ
そ
、
租
税

が
私

益
を
侵

し

て
ま

で
取

立

て
ら

る
る

こ
と
を
得

る
の

で
あ

る
。
公

益

の
爲
…め

に
は
私

益

を
侵

し
得

る
の
道

理
が
行

は

れ
る

の
で
あ

る
。
財
政
と

い
ふ
軍

な

る
脛
濟
盟
・位

12)
13)

14)

租 税 研 究 八 巻,2. 以 下

Bastable,Publicfinance.3ed.P・335一 ・336・HdaF.61des,a.a。O.S.316.

328・Silverman,Taxation,itsincidenceandeffects.p.i6etseq.

Gerlo行,Steロerwirtschaftslehre,(Hdb.d.Fw.]'.)S..455.Neumann,a.a.0.

S,142.ArmitageSmith,1.c.P.1. 租 税 研 究 八 巻]3-14



の
経

濟
利
益

の
旙

め
と

い
ふ
だ

け

で
は

、
そ

し

て
結
局

、
公
益

の
爲

め
と

い

ふ
こ
と
が

な
か

っ
た
と

し

た
な
ら
ば

私

益
を
侵

す
租
税

は
許

さ
れ
な

い
筈

で
あ

る
。
だ

か
ら

し

て
租
税

は

上

に
い

ふ
や
う

に
二

の
目
的

を
有

つ
と

は

い

ふ
も

の

の
、
む

し
ろ

一
の
公
益

目

的

の
爲

め

に
存
す

と
し

た
方
が

一
層

、
簡

に
し

て
要

を
得

て
居

る
と

も

い
は
れ
、

得

る
。
公

益

は
實

に
租
税

目
的

と

し

て
は
其

れ
位

の
人

な

る
意
味

を

有

つ
の

で
あ

る
。
た

冨
租
税

に
夫

の
二
の
目

的

あ
り

と

す

る
の
は
便

宜

上

か
ら

出

た
も

の

で
あ

り
、
此

に
よ
り

て
、
歴

史

上
、
登
生

上
、

租
税

の
第

一
次

目
的

と
な

っ
た
牧

人
目
的

を
取

上
げ

て
特

に
其

に
特
別

の
地
位

を
與

へ
や

う
と

い

ふ
の
で
あ

る
。

罰
租
税
目
的
の
樹
立
!

上
に
い
ふ
や

注

,
租
税
臨
的
は
結
局
、
孤
麓
璽

に
疑

急

。
龍
羅

に
い
奪

う
に

く収

入
目
的

に
蹄

一
せ

ず
し

て
、
却

っ
て
公
益

目
的

に
蹄

す

る
。

け

れ
ど
も
之

を
便
宜

上
、

二
と

し
て
公

益

目
的
と

収

入
目
的

と

に
分

れ

る
も

の
と

し

て
見

る

こ
と

が
出
来

る
。
其

は
上

に

い
ふ
説

明

で
も
明

か

な
や

う

に
、
直
接
公

益

目
的
と

、
間
接

公
益

目
的

と

い

ふ
名

に
て
表

は

し
て
も
宜

し

い
。
か

く
て
此

二

の
目
的

が
何

れ
も
公
益

目
的

だ

と

し
て
、

其
が
唯

だ
直

接

か
間
接

か

の
差
異

を
有

つ
に
止

ま

る
と

い

ふ
こ
と

に
な

る
が
、
併

し
此

二
の
も

の
の
間

の
劃

立

し
た
相
違

は
た
だ
其

れ
だ

け
と

い
ふ
の

で
な

い
。
収

入
目
的

に
て
期

す

る
公
益

、
間
接

に
充

た

さ
う
と

い

ふ
公
益

は
廣

く

一
般

的

な

る
不
可

分
的

な

る
公
益

で
あ

る
が

(尤

も
精
密

に
い
ふ
と
、
例
外

的

に
或
特

定

の
経
費

に
充

つ
る

る
旙

め

に
、

目
的
税

の
起

さ

る

る
場
合

の
如

き

に
は

、
局

部
的

の
公

益

を
計

ら
う

と
す

る
も

の
だ

と
し

な

く

て
は
な

ら

ぬ
場
合

も
あ

る
。
け

れ
ど

も
其

は
飽
迄

も
例
外

で
あ

る
。
普
通

の
場

合

で
は
な

い
)
、
公

益

目
的

に

て
即

ち
直

接
公
益

目
的

に
て
充

た

さ
う
と

い
ふ
公

益
は

、
局

部
的
限

定
的

の
公
益

で
あ

る
。
例
之

、
保

護
關

税

に

租

税

と

公

益

第
三
十
五
巻

二
九

第

一
號

二
九



租

税

と

公

益

,第
三
+
五
巷

三
〇

第

一
號

三
〇

て
は
或
産

業

を
保
護

し

や

う
と

い
ふ
公
益

目
的

を
有

つ
が
如

き

で
あ

る
。
即
ち

夫

の

二
の
も

の
の
間

に
は
、

一
般

的

と
局
部

的

と

の
差

異

が
あ

る
。
今

一
つ
此

二
の
も

の

の
間

に

は
目
的
達

成

の
難

易

と

い
ふ
こ
と
が
あ

っ
て
、
大

燈

、
吹

入

目
的
、
随

っ
て
間
接
公

益

目
的

の
方

は
達

成

が
容
易

で
あ

る
け

れ
ど
も

、
直
接
公

益
目
的

の
方

は
可

な

り

六

つ
か

し
く

、
特

に
租
税

に
必
然

随

伴

す

べ
き
収

入

目
的
と

の
間

に
衝

突

し

て
、

二
兎
を
追

ふ
者

の
弊

に
陥

る

恐

が
あ

る
。
詳

し

く

い
ふ
と

、
實
際

の
税

は
凡

べ
て
夫

の

二
の
目
的

を
或
度

ま

で
、
併

せ
有

つ
が
、
奮
式

の
税

の

中

に
は
純
然

九

る
収

入
税

が
あ

る
。
其

に
て
は
収

入
目
的

が
殆
ん

ど
凡

べ
て
の
目
的

で
、
公

益

目
的

は
極

め
て
軽

微

な

る
鷹

に
謄

で
蓄

慮

さ

る
る

に
止

漁

る
。

炉
か

る
税

の
仕

組

は
大
勝

、
容

易

で
め

り
、
奨

目
的

齢
達

成

寸

都

乙

あ

と

が
難

く
な

い
の

で
あ

る
。
後

に
も

い

ふ
や
う

に
其

に
於

て
擦

る

べ
き

の
原

則
も

比
較
的
少
数

の
も

の
に

て
済

ん

だ

の
で
あ

る
。

か
か

る
奮
式

の
税

は
實

は
今

日

に
て
も
決

し
て
少

く
は
な

い
の
で
あ

り
、
其

れ
だ

け

に
て
は
財

政

當
局

の
庭
理

は
六

つ
か
し

く
な

い
の

で
あ

る
。
然

る

に
段

々
と
租
税

に
、
牧

人
以
外

の
公
益

目
的
が
多

く
置

か

る

る
や

う

に
な

る
と

、
即
ち
廣

く
消
費

税

に
、
特

に
奢

侈
税

に
節
約
奨

働

の
目
的

が
置

か
れ

た
り

、
特

に
酒
税

な

ど

の

に
倫
理
衛
生
等

に
つ
い
て
の
反
省
を
促
慨
す
目
的
が
置
か
れ
た
り
,
保
護
開
枕

に
其
々
似
産
業
の
保
護
の
目
的
が

置
か
れ
た
り
、
高
藁

進
に
よ
る
相
観

経

會
肇

上
の
目
的
が
置
か
れ
た
り
す
・
や
う
に
な
る
≒

華

の

公

益

目
的

の
賞

玩
は
他

方

、
此

と
並

行

す

る
収

入

目
的

と
矛

盾

す

る
こ
と

に
な

り

て
、
其

を
達

成
す

る

こ
と

が
非

常

に
六

つ
か
し

く
な

る
。

か

か
る
矛

盾

,
そ
し

て
目
的
達
成

の
困
難

、
随

っ
て
之

が
適
當

な

る
腱
置

は
、
今

後

の

財
政
家
を
苦
し
め
危

介
茜

題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
尤
も
公
曾

的
と
い
ふ
て
も
・
甚

へ
達
成
す
れ
暖

15)
x6)
17)
18)
19)
20)

TeΨhalle,Fw.S.129.

粗 粉 研 究+巻,194.

ArmitageSmith,1・G・P.30,

租 税1.研 究 四 巻,5・
ArmitageSmith,1.c.P.28.

租 税 研 究 四 巻,22-23・



入

の
有
無

の
如

き
之

を
問

は
す

と

い
ふ
や

う
な
稀

な

る
税

に
於
け

る
其

(例
之

、
禁

止
關
税
な

ど
)
は
、
達
成

が
容

易

で
あ

る
。

け
れ
ど

も
其

は
極

め

て
稀

な

る
場

合

で
、
普

通

に
現

は

れ
て
来

る
も

の
で
は
な

い
。
普

通

に
多

く
現

は

れ
る
場

合

に
就

い
て

い
ふ
と

き

に
は
、
大

燈

以

上

に

い
ふ
た
や
う

な
達
成

の
難

易
が
存
す

る
。

真
旦

租
税
設
定
原
則
と
公
益

ラ
一
租
税
設
定
原
則
の
蹄

∵
i

租
税
原
則
、
租
税
設
定
原
則
は
遮
例
、
公
正
(公
正
分
配
)原
則
、
財
政
々
策
的
原

(則

、
国
民

経
濟

的

(
む

し
ろ
経
濟

政
策

的
)
原

則

、
行

政
原

則

(詳

し

く

い
ふ
と

,
此
中

に
は
色

を
の
も

の
が
含

ま

れ
得

る
の

で
あ
り

、
む

し
ろ

、
も

っ
と
分
科

し
て
、
肚

會

政
策
的
原

則
、
其
他
諸

政
策

的
原

則

、
合

理
行
政

原
則

な

ど
と

し
た

ら
ば
伺

う

か
)

と

せ
ら

れ

る
が

、
或

は
之

を
原

則
と

呼
ば
す

、
軍

に
要
望

(
ボ

ス
ッ
ラ
ー

ラ
)
と

い
ふ

も
あ

っ
て
、
其

方

が
事

の
性

質

を
良

く
現

は
す

か
も
知

れ

な

い
。

つ
ま
り
租
税
原

則
と

は
租

税
を
設
定

す

る

に
就

い
て
.要
望

せ
ら

る
る
條
項

に
外

な
ら

ぬ
。
が
實

の
威
、

由
来

列
畢

さ

れ
た
所

の
も

の

に
て
は

列
畢

し
聾

さ
れ
た
と

は

い
ひ
難

く
、
叉

、
實

際

之
を
列

畢

し
藍

す

こ
と

の
困
難

な

る
も

の

に
属

す

る
。
是

れ
前

に
、
其
他
諸

政
策
的

原

則

と

い
ふ
や

う
な
詞

を

も
使

っ
た
所

以

で
あ

る
。
何

れ

に
せ
よ
此
等

の
原

則
も
推

し
詰

め
て
往

け
ば
公
益

原

則

に

蹄

着

す

る
。
色

々
の
要
望

と

い
ふ

て
も

、

つ
ま

り
は
公

益

、
國
家

公
共

全
膿

利
益

の
爲

め
に

し
や

う
と

い
ふ

に
外

な

ら

す
、
随

っ
て
此

等

の
諸
原

則

の
上

に
、
も

っ
と
高

い
原

則
と
し

て
、
即

ち
最
高

指
導
原

則
と
し

て
公

金
原

則

即

ち
國

家

公
共

の
全

膿

の
利
益

に
適

合
す

る
が
如

く

に
設
定

す

べ
し
と

い
ふ
も

の
が
存

し
な

く
て
は
な
ら

す

、
通

租

税

と

公

益

第

三
十
五
巻

三

一

第

一
號

=
=

21)Moll,LehlbuchdeTFw.S.343.



租

税

と

公

益

第
三
十
五
巻

三
二

第

一
號

三
二

例
擧

げ

ら

る
る
も

の
は

、
凡

べ
て
此

が

派
生

の
原

則

に
止
ま

る
。
典

麗

で
租
税

を
設
定

す

る
に
當

り

て
は
蓮
例

刻

畢

せ

ら
れ
た

る
以
外

に
も
、

公
益
上

色

々
の
貼

を
考

慮

し
な

く

て
は
な
ら

す
、
各
箇

の
公
益

上

の
原

則
乃

至
要

望

の
間

に
も
調
和

を
得

し
む

る
こ
と
が

必
要

で
あ
り

、
各
原

則
、

要
望

を
し

て
其

々
適
度

に
行

は
れ

し
め
、
各
原

則

要

望

の
達
成

を
軍

に

「
つ

々
々
の
税

に

つ
い
て
見

す

、
全

き
租

税
臆
系

と

し

て
適
度

に
行

は
れ
し

め
ん

こ
と

を
期

　

す

峰
と

い
ふ
こ
と

に
な

る
。

ま

た
實
際

に
も
良

く
整

っ
た
財
政
制

度

に
あ
り

て
は
、
か

か
る
調
和

が
保

た
れ

る
の

で
あ

る
。
そ
し

て
各
原
則
自

膿

も

、
絶

対

に
は
充

た

さ
れ

る
こ
と

の
出
家

る
も

の
で
恥

く
、
相
樹

的

に
、
他
原

則

・己
の
調

和
を
保

ち

つ
つ
、
売

流
し
得

る
だ
け

で
あ

る
ウ

　に
租
税
目
的
と
租
税
原
則
と
の
關
係
(税
種
に
よ
る
適
用
原
則
の
相
違
)
一

税
は
目
的
の
如
何
に
よ
り
て
公
益
目

的
税
と
、
牧
人
目
的
税
と
に
な
る
。
何
れ
の
税
に
も
夫
の
二
目
的
が
並
び
存
す
る
け
れ
ど
も
.
殆
ん
ど
専
ら
公
益

目
的
を
有
っ
た
税
と
、
殆
ん
ど
專
ら
収
入
目
的
を
有

っ
た
税
と
が
あ
り
得
る
。
,そ
し
て
此
二
種
の
税
で
は
、
適
用

原
則
の
種
類
が
異
る
。
最
高
指
導
の
公
益
原
則
か
ら
往
く
と
相
違
は
な
い
け
れ
ど
も
、
通
例
の
租
税
原
則
か
ら

い

ふ
と
異

っ
て
来

る
。
牧
人
目
的
の
税
に
あ
り
て
は
何
と
い
ふ
て
も
財
政
々
策
的
原
則
と
、
公
正
分
配
原
則
と
が
重

き
を
成
し
、
併

せ
て
経
済
政
策
的
原
則
中
の
消
極
的
方
面
(國
民
経
済
登
達
不
妨
害
原
則
∀
と
、
其
他
諸
政
策
的
原

則
中
の
消
極
的
方
面
(國
民
の
道
義
、
健
康
を
不
良
ど
し
な
い
や
う
に
と
い
ふ
)
と
、
更
ら
に
合
理
行
政
原
則

(確

實
、
便
宜
、
最
小
費
)
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
公
益
目
的
税
に
あ
り
て
は
、
財
政
々
鐙
釣
原
則

と
公
正
分
配
原
則
と
は
全
く
問
題
と
な
ら
す
、
む
し
ろ
主
と
し
て
㌦
肚
會
政
策
的
原
則
か
、
経
濟
政
策
的
原
則
の

22)
23)
24)
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積
極
的
方
面
(國
民
経
済
登
展
進
捗
の
原
則
)
か
、
其
他
譜
政
策
的
原
則
の
積
極
的
方
面

(道
義
、
保
健
、
人
日
政

.

策

々
々
)

か
に
依
り
、
其
上
に
合
理
行
政
原
則
や
、
経
濟
其
他
諸
政
策
的
原
則
の
消
極
的
方
面

に
も
考
慮
を
携
ふ

の
で
あ
る
。
そ
し
て
収
入
目
的
と
公
益
目
的
と
の
並
行
し
て
存
す
る
や
う
な
税
に
あ
り
て
は
、
前
記
の
其
々
重
き

を
成
す
原
則
が
並
び
行
は
れ
る
こ
と
に
な
り
、
實
際
の
廃
置
は
非
常

に
厄
介
な
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
夫
の
ア
ダ
ム
ス
ミ
ス
が
其
有
名
な
る
租
税
四
則
中
に
、
財
政
々
策
的
原
則
を
映

い
た
の
は
、
彼
の
箇
人
主
義
的

勤

な

る
納
税
義

務
者

の
権

利

の
宣

言

と

い

ふ
べ
き
立
場

か
ら

は
當
然

で
め

っ
た
が
、
併

し
實

の
庭

、
彼

の
原

則
さ

へ

適
嘗

行
は
難

な
ら
ば
・
結
樽

撃

財
政
々
策
上
の
要
害

碁

致
す
る
モ

に

な
り
得
る
ゼ

・
其
を
映

い
た

の
は
其

を
擧
げ

た

の
と
別

に
愛
り

は
な

い
こ
と

に
も

な

る
と

し

て
、
之

を
恕

す

る
こ
と

を
得

る
が

、
併

し
之

を
明

か

に
無

げ
な

か

っ
た
と

い
ふ
こ
と

は
物

足
ら
す

、

一
の
遺

憾
な

こ
と
と
し

な
け

れ
ば
な

ら

ぬ
。
た

だ
彼

が
公

正
分
配
原

則
を
高
調

す

る
こ
と

を
忘

れ
な
か

っ
た
の
は

、
収

入
目
的

税

を
論

じ

つ

つ
あ

っ
た
彼

の
租
税
原

則
と

し

て
は
上
出

来

で
あ

っ
た
と

い
ふ
て
良

い
。

其
三

租
税
配
分
原
則
と
公
益

　
一
租
税
配
分
原
則
中
の
公
益
配
分
原
則
i

租
税
配
分
原
則
と
は
、
租
税
を
所
薦
各
員
に
割
當
て
る
標
準
と
な
る

(原
則
と
い
ふ
意
味
で
、
此
は
前
記
租
税
設
定
原
則
中
の
公
正
配
分
原
則
が
、
や
が
て
其
れ
で
あ
る
と
す
る
の
が
普

通
の
見
解
で
あ
り
、
か
か
る
公
正
配
分
原
則
は
又
、
能
力
原
則
と
利
益
原
則
と
に
分
れ
、
其
の
何
れ
か

一
、
又
は

租

税

と

公

金

第
三
+
五
巻

三
三

第

一
號

↓三
二
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租

税

と

公

益

第
三
十
五
巻

三
四

第

一
號

三
四

此

二
と

も

を
租
税
配

分

の
標
準
と

す

る
と

い
ふ
の
が
、
通
常

の
解

繹

で
あ

る
。
そ

し
て
此
公

正
配
分
原

則
が
饒

に

上

に
い
ふ
や

う

に
、
大

な
公
益

原
則

の

一
の
派
生
的

の
原

則
だ

と

す
る
と

、
此

鮎

に
於

て
租

税
配
分
原

則
も
結
局

公

益

に
從

ふ
と

い
ふ
こ
と

に
瞬
着

す

る
が

、
爾

ほ
其

れ
ば

か
り

で
な

く

、
租
税

配
分
原

則
と

し

て
は
右

、
公

正
配

分
原

則

の
外

、
別

に
公

益
逆

比
原

則

、
即

ち
公

益

配
分

原

則

に
も

よ

る
こ
と

が
あ

る
。
此

終

の
も

の

に
至

り
て
は

勿

論

、
公

益

に
從

ふ
も

の

で
あ
り

、
随

っ
て
租
税
配
分
原

則
は
凡

べ
て
公
益

に
從

ふ
と

い
ふ
こ
と

に
蹄

}
す

る
。

.そ

し

て
税

の
種
類

に
よ

り

て
其

に
適

用

さ

る

べ
き
配
分
.原

則

の
異

る
と

い
ふ
こ
と
が
見
落

し

て
は
な
ら

の
鮎

で
あ

る
。
通

例

、
租
税
配

分
原

則
と

し

て
公

正
原

則

の
み
を

、
而

か
も
特

に
能
力
原

則

の
み
を
暴

ぐ

る
の
は
、
普
通

の

又

は
、
蕾
式

の
税
た

る
収

入
目
的

の
税

に
あ

り

て
は
其

れ

で
足

る

の
で
あ

る
け

れ

ど
も
、
主

と
し

て
又

は
殆

ん
ど

専

ら
公
益

目
的

を
有

っ
た
税

に
あ

り

て
は

、
其

れ
で
は
不

十

分

で
あ

る
。
實

に
其

は
主

と

し
て
叉

は
殆

ん

ど
專

ら

公
益

配
分
原

則

即
ち
公

益
連

比
原

則

に
依

る

の
で
あ

る
。
特

に
近

時
多

く
な

っ
た
牧

人
目
的

と
公
益

目
的

と

の
並

行

す

る
税

に
至
り

て
も

、.
決

し
て
盟
・に
公

正

配
分
原

則

の

み
に
よ
り

て
は
配
分

さ

れ
な

い
の
で
あ

る
。
公

正
原

則

と

相
並
ん

で
公

益
配
分

原

則

に
も

依

る
こ
と

に
な

る
の

で
あ

る
。
此

公
益

配
分
原

則
、
即
ち

公
益

連
比
原

則

と

い

ふ
の
は

、

つ
ま

り
公
益

の
重

き
庭

に
は
其

小
な

る
露

よ

り
も
、
更

に
其

に
反
す

る
虜

よ
り
も

.

一
層

に
軽

き
課

税

を

し
や
う

と

い
ふ
の
で
あ

る
。
そ

し

て
其

は
叉

、

つ
ま

り

は
、
前

記

、
租
税

設
定

原
則
中

に
て

い

ふ
経
濟

政
策
的

原

則
、
肚

會

政
策
的
原

則
、
及
、

其
他
諸

政
策

的
原

則

に
從

ム
と

い
ふ

こ
と
を
量

的

に
言

ひ
換

へ
た

の

に
外
な

ら

ね
の
で
あ

る
。
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ンニ
公
益
配
分
原
則
の
性
質
-

此
公
益
配
分
原
則
獄
量
的
め
表
は
し
方
を
し
た
も
の
だ
が
、
併
し
企
正
配
昼
席
則

ほ

ど

に
細

密

な

も

の

で

な

く

、
多

少

粗

な

る
形

に
て

表

は

さ

れ

る

。
即

ち
先

づ

、

主

と

し

て
収

入

目

的

を

有

ち

、

極

僅

か

公

益

目

的

を
有

っ
税

に
あ

り

て

は

、

大

髄

、
公

正
原

則

特

に
能

力

原

則

に

よ

り

て
課

税

物

件

及

税

峯

を

定

め

、

た

だ

公

益

上

宥

恕

を
適

當

と

す

る
だ

け

に

て
免

税

、

減

税

を

行

ふ

の

が

通

例

で
あ

り

、

吸

入

目

的

と
公

益

目

的

と

の

並

行

す

る
税

に
あ

り

て

は

、

其

課

税

物

件

、

税

率

な

ど

を

定

め

る

に

つ

い

て
公

正
原

則

と
公

益

配
分

原

則

と

を

同

時

に
適

用

し

て
、

何

れ

を

も

行

ひ

、
又
.何

れ

と

も

つ
か

の
定

め

方

を

す

る

こ
と

に
な

る

。

そ

れ

か

ら

圭

と

ーソ
τ
又

十
軌
治

ノル
じ
一享

≧
つ
桑

寿
皿
ヨ
]
向

'
訟
コ■
つ
免

こ
〔

山よ
、
凡
へ
主

こ
噂く
r
..)
'炉を
こ
翁
コ一口

勺

)
団

員

ρ
'S

ノ
、

』L
、
)
、
㍉
註

.
1.
一.
ノ
壱
7ク
!

一
一吉
「
一
一ノ
引ノィ」F

謹
「
ズ
(
『

ノ
走

丘

一

石

龕
■一
彦

r、
.{
薩

昏
薄
力

白

0

　繹剛=謬

蓬

潔

t

婁

0
、石

韮

に
反

す

る
度

合

に
よ

り

て
之

に
若

干

の
差

等

を

附

す

る

こ
と

に

な

る

の
が

多

い
。

か

く

し

て
公

益

重

き

腱

に
税

軽

く

、

其

の
軽

き

虜

に
税

重

く
、

有

害

性

あ

る
庭

に
税

一
層

重

く

な

る

の

で
あ

る
。

か

く

い

ふ

て
来

る

と

、
公

益

配

分

原

則

の

み

粗

な

る
形

を
取

る

や

う

だ

が

、

實

の
腱

は
此

原

則

ば

か

り

で
は

な

く

、
公

正

配

分

原

則

と

て
も

矢

張

到

り

,
そ
ん
な

に
数

学
的

に
精

密
な
ポ

の
で
は
な

く
、
精
密

に
公
正

の
目
的

に
合

す

る
こ
と

に
な

る
と

は
保

護
し
難

-
、
大
讐

於
麦

は
近
詠

に
砦

過

つ
だ
け
で
あ
る
・
同
じ
く
公
正
原
則
で
も
・
例
比
の
方
は
ま
だ
璽

だ

が

、
其

れ
で
も
何
故

に
比

例
と

す

る

こ
と
が
公

正

に
合
す

る
か
は
精

密

に
は
断

定

し
難

い
。
ま

し

て
累
進

に
至
り

て

は
、
其
段

階

の
分

け
方

、
其

甲
級

と
乙
級

と

の
限
界

、
其

々
の
税
率

の
高

さ
な
ど

、
其

に
よ
り

て
精
密

に
公

正

に
合

し
た
と

い
び
得

る
や

は
疑

は
し

い
。
公

正

に
適

は
う
と

し

て
却

っ
て
不

公
正

に
終

り
は

せ
ぬ
か
、
疑

あ

り

と

す

る

。

つ
ま

り
何

れ

に
し

て
も
大

局

上

か
ら

し

て
の
公

正

に
過

ぎ

な

い
。
公

益
分
配
原

則
と

て
も
精
密

な

も

の

で

租

税

と

公

益

第
三
十
五
巻

三
五

第

一
號

三
五
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租

税

と

公

益

第

三
+
五
巻

三
六

第

一
號

三
山ハ

は
な

い
が

、
其

が
技

術
的

に
可
能

な
だ
け

に
行

は
れ

て
、
或
度

ま

で
其

目
的

に
適

ひ
得

る
の

で
あ

る
。

結

論

以

上
要
之

、
公

益

は
租
税

に
取

り
て

は
最

大
切
な

る
も

の

で
あ
り

、
其

意
味

は
国
家

公
共

の
全

膿

利
益
と

い
ふ

こ
と

で
あ
り

、
國
家

の
権
力

目
的

、
椹

利

目
的

、
文

化

目
的

、
福

肚

目
的

な

ど

に
現
は

れ

る
け
れ

ど
も
、
各
箇

登

ぐ
別

々
に
離

す

こ
と

は
出
家

す

、
互

に
關
嚇

し
、
時
情

に
慮

じ

て
適

當

に
按
排

さ
れ

た
有
機
的

の

…
膿

を
成

し

た

も

の

で
あ

る
。
そ

し

て
租
税

の
目
的

と

し

て
は
収

入

と
公
益
と

に
分

け

て
見

る
こ
と

が
出
来

、
其
間

に
相
違

し

た

も

の
は
認

め
ら

れ

る
け
れ
ど

も

、
結
局

、
収

入

目
的

も
、
間
接

に
公
益

を
計

る
の

に
外

な
ら

す
し

て
、
租
税

は
要

す

る
に
公
益

目
的

を
も

つ
に
外

な
ら

ぬ
と
も

い

へ
る
。
又

、
租
税

設
定
原

則

に
は
通

例
、
種

々
の
原

則
が
列

畢

せ

ら

れ

る
け
れ
ど

も
、
そ

し

て
税

種

に
よ
り

て
適

用
原

則

に
或
差

異

を
認

め
し

む

る
け

れ
ど
も

、
要

す

る
に
此

も

一

の
大

な
公

益
原

則

に
饒
着

す

る
の
で
あ

る
つ
そ
し

て
租
税
配

分
原

則
と
し

て
は
通

例

は
公

正
配
分
原

則

の

み
示

さ

れ

る
が

、
此

外

に
公

益
配

分
原

則
と

い
ふ
も
の
が
あ

り
得

て
、
其

は
勿

論

、
多
少

粗
な

る
形

に
し

か
現

は
れ

粗
け

れ

ど
も

、
兎
も
角

も
此

が
嚴
然

と

し
て
存
在

し
、
其

は
勿

論
、
公
益

の
要

求

に
慮

す

乃
も

の
で
あ

り

、
そ

し

て
公

正

配
分
原

則
も
畢

竟

す

る
に
、
公

益
原

則
と

い
ふ
大

な

も

の
か
ら

派
生

し
た

の
だ
と

い
ふ
に
於

て
、
公

益

と

い
ふ

毛

の
は
租
税

に
取

り

て
最

重
大
問
題

で
あ
り

、
此

が
租
税

論
の
出

登
鮎

で
も
あ

り
飾

若
鮎

で
も
あ

る
と
考

へ
る
。


