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績
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谷

道

麿

lま

し

;が

き

相
縄
問
が
如
何
な
る
租
税
で
め
る
か
ど
明
か
に
せ
ん

E
す
芯
に
際
し
で
は
、
法
律
の
形
h
T
備
え
で
存
在
し
た
、

或
は
羽
仁
恵
荘
J
9
る
刺
繍
税
m
u
t
小
閣
と
、
尉
政
串
上
、
税
っ
て
租
税
制
論
止
の
相
繭
税
仰
木
蹴
1
4
b
ι

明
敵

l
E別

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
相
櫨
積
一
か
諸
岡
に
於
て
相
績
税
法
と
し
て
或
は
其
の
他
の
税
法
の
中
に
規
定
さ
る
、
以
上

共
れ
等
諸
聞
の
相
績
枕
の
本
質
は
恰
か
も
共
の
税
法
白
睦
の
解
轄
に
依
っ
て
定
ま
る
。
然
し
な
が
ら
一
般
に
相
繭

視
と
は
決
し
て
諸
園
の
税
法
其
の
物
で
は
な
い
。
吾
々
は
斯
か
あ
現
貨
の
税
訟
を
離
れ

τ尚
は
財
政
準
上
抽
象
的

な
相
積
枕
の
概
念
を
持
つ
。
日
疋
の
理
論
的
抽
象
的
相
績
誌
が
具
睦
化
き
る
h

時
始
め
て
相
績
枕
法
の
形
を
採
る
。

然
る
に
一
度
誌
樟
の
形
を
備
え
て
貫
際
上
の
致
呆
を
生
hu相
績
就
が
成
立
す
れ
ば
、
新
か
る
相
繭
枕
に
依
っ
て
抽

象
的
相
績
税
理
論
が
何
等
か
の
影
響
を
受

t
る
事
は
常
然
で
あ
る
。
印
ち
相
績
税
珂
諭
が
相
績
税
法
に
礎
石
を
輿

へ
る
が
、
相
績
税
法
は
更
に
相
績
税
理
論
セ
規
制
す
る
。

然
る
が
故
に
租
税
論
上
の
相
績
税
の
本
質
は
必
ら
守
し
も
諸
園
の
税
法
解
揮
の
み
に
依
っ
て
理
解
さ
る
〉
も
の

で
は
な
い
の
勿
論
諸
多
の
相
績
枕
法
の
比
較
的
・
綜
合
的
研
究
が
大
躍
に
於
て
相
橋
杭
の
概
念
を
明
か
に
し
得
る



事
は
否
定
し
件
な
い
が
、
在
は
な
し
ろ
相
績
積
が
何
を
、
如
何
に
課
税
す
可
き
で
あ
り
、
従
っ
て
共
れ
が
租
稜
理

論
上
如
何
な
る
租
積
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
を
問
題
正
す
る
。
主
(
の
矯
め
に
は
出
来
得
る
丈
け
多
く
の
歴
史
的
な

又
現
買
の
相
繭
税
法
を
比
較
検
討
す
る
事
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
事
は
論
や
る
ま
で
も
な
〈
、
私
と
躍
も
亦
是
を

看
過
す
る
色
の
で
は
な
い
が
、
準
問
の
性
質
上
我
冷
に
左
つ
て
は
極
め
て
困
難
な
仕
事
で
あ
り
、
到
底
十
分
な
る

成
績
を
恭
げ
得
な
か
っ
た
事
を
残
念
に
忠
ふ
。
只
具
膿
的
な
諸
闘
の
相
槙
挽
が
如
何
な
る
性
質
を
持
つ
租
暁
で
あ

る
か
に
就
い
て
必
ら
十
し
も
詳
密
な
る
説
明
を
加
え
得
な
か
っ
だ
事
は
こ
の
小
論
と
し
て
は
恕
き
る
可
き
色
の
と

考
へ
る
。

マ
組
制
視
の
器
輸
鞠
仲

相
頗
暁
の
課
税
物
件
が
枇
曾
的
現
象
と
し
て
の
相
績
に
非
司
ざ
る
事
は
諭
守
る
ま
で
も
な
く
、
相
績
の
開
始
に
困

っ
て
生
守
る
財
産
の
移
轄
を
捕
捉
し
、
然
も
財
産
主
ハ
の
も
の
を
課
税
の
謝
象
と
す
る
。
民
法
上
相
舗
を
家
督
相
績

と
遺
産
相
績
と
に
直
別
し
て
前
者
に
特
別
の
意
義
を
認
め
ん
と
す
る
吾
が
闘
に
於
て
も
、
相
績
税
が
課
杭
せ
ん
と

す
る
も
の
は
草
に
財
産
の
相
績
に
外
な
ら
ぬ
。
而
し
て
財
産
の
相
績
と
は
、
相
槙
開
始
の
時
に
於
て
被
相
績
人
に

麗
し
に
る
財
産
の
相
績
人
へ
の
移
轄
で
あ
る
。
従
っ
て
巌
密
に
は
披
相
績
人
に
就
い
て
遺
産
の
存
在
、
事
責
と
し

て
の
財
産
の
移
轄
、
及
び
相
績
人
の
財
産
取
得
な
る
三
つ
の
現
象
か
ら
成
り
立
つ
。
勿
論
是
等
三
つ
の
現
象
を
一

瞳
と
見
て
始
め
て
相
績
な
る
概
念
が
成
立
し
、
是
を
匝
別
す
る
事
は
単
に
理
論
の
正
確
を
粧
ふ
て
徒
ら
に
紛
糾
を

相

績

殺

の

本

質

第
三
十
八
巻

O 

第
五
務

i¥. 
豆Z



相

嬬

積

回

木

質

第
三
十
八
巻

八
六

一O
一一一

第
五
就

喜
ぶ
が
如
〈
で
一
あ
る
が
、
是
は
決
し
て
無
意
味
な
る
概
念
上
の
匝
別
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
現
貫
の
課
税
卦

象
た
る
財
産
を
中
心
と
し
て
見
る
限
り
、
遺
産
土
、
移
轄
す
可
き
財
産
と
、
相
麗
人
の
取
得
す
る
財
産
と
は
決
し

て
常
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
正
に
こ
の
事
が
相
績
暁
に
於
て
最
も
根
本
的
な
、
且
つ

極
め
て
困
難
な
一
切
の
問
題
を
提
供
す
る
原
因
で
あ
る
。
卸
ち
兎
に
詳
言
す
れ
ば
‘
相
続
開
始
に
因
っ
て
移
轄
す

る
財
産
は
常
に
被
相
績
人
の
組
遺
産
(
消
極
財
産
を
合
h
U
)

で
あ
っ
て
其
の
純
遺
産
で
は
な
く
、
純
遺
産
も
亦
貨
質

的
に
は
如
何
な
る
過
程
を
艇
で
何
人
に
幾
何
が
移
轄
す
る
か
会
〈
珠
測
し
得
vc
る
所
で
あ
る
。
然
ら
ぱ
印
ち
相
繭

の
開
始
に
よ
る
相
繭
人
の
寅
質
的
期
産
取
斜
が
被
刺
繍
人
の
机
謝
威
主
一
致
し
利
な
レ
取
は
自
ら
明
瞭
で
め

G
Fい

J
o

然
も
相
績
開
始
に
依
る
財
産
の
取
得
者
は
相
績
人
の
外
に
受
遺
者
が
あ
り
、
暁
法
上
は
克
に
所
定
の
生
前
受
贈
者

が
あ
る
叫
凡
ゆ
る
相
績
に
於
て
其
の
内
容
が
常
に
複
雑
極
ま
り
な
き
態
様
を
一
示
し
件
る
以
上
、
川
辺
に
針
す
る
統
一

的
課
税
が
極
め
て
困
難
な
る
可
き
は
営
然
の
事
と
一
五
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

上
越
の
如
き
課
税
劃
象
の
複
雑
性
に
よ
っ
て
現
賞
の
相
績
税
も
亦
凡
そ
次
の
如
き
形
式
を
採
っ
て
居
る
。
帥
ち

一
、
遺
産
の
存
在
佐
捕
捉
せ
ん
と
す
る
遺
産
課
税

(
Z
E
F
Z
E
E
-
R
)

二
、
相
緩
開
始
に
よ
る
財
産
の
移
轄
を
の
み
見
ん
と
す
る
財
産
移
韓
枕

三
、
相
績
に
よ
る
寅
質
的
財
産
取
得
者
を
課
税
せ
ん
と
す
る
遺
産
取
得
読
(
相
一
般
財
産
継
承
枕
司
r
E
E
r
g
o
G

斯

t
の
一
如
き
課
抵
の
不
統
一
は
、
他
方
相
績
現
の
理
論
的
根
擦
が
特
に
種
々
な
る
議
論
密
生
み
た
る
事
に
因
っ

て
更
に
一
一
層
加
重
さ
れ
て
居
る
事
も
看
過
し
得
な
い
。
卸
ち
各
ιr
異
な
つ
に
論
接
の
上
に
目
疋
に
劃
臆
す
る
相
績
枕

生前庸典主相続分の前渡し占凡て是主或る場合斗ii-産に算入ナる事は民法の規
定ナる所である。民法1132傑以下参照



を
構
成
せ
ん
と
し
た
る
結
果
は
、
課
税
物
件
に
於
け
る
根
本
的
差
異
を
生
中
る
と
共
に
税
率
共
の
他
課
税
手
段
一

般
に
就
い
て
若
る
し
き
差
異
を
生
ぜ
し
め
て
居
る
ω
是
を
要
す
る
に
財
産
の
相
農
が
共
の
内
容
に
於
て
若
る
し
〈

錯
雑
せ
る
-
も
の
で
あ
り
、
更
に
課
税
の
論
擦
を
種
冷
異
に
し
得
る
事
に
因
っ
て
、
是
が
課
税
の
貫
際
に
於
て
は
共

の
何
れ
に
重
結
を
置
き
従
っ
て
如
何
に
取
扱
ふ
可
き
か
げ
〉
根
本
的
に
重
要
な
る
問
題
佐
提
出
す
る
に
到
る
は
止
む

《
註
)

を
得
な
い
事
で
あ
ら
う
。

財
産
相
捕
棚
田
諜
枕
が
決
し
て
一
元
的
に
寅
施
さ
札
得
ざ
る
事
は

E-
門
戸

E
?も
明
か
に
是
を
認
め
て
居
る
。
即
ち
彼
は
相
旗
枕
が
種
々
異

な
っ
た
方
面
か
ら
論
擦
を
奥
~
ら
れ
、
其
の
各
々
の
理
由
づ
け
が
只
其
れ
白
み
か
ら
把
握
さ
る
k
h

租
税
形
態
を
規
制
す
る
と
議
べ
て
相
績
枕
を

(
一
)
乎
敏
料
的
公
謀
、
〈
ニ
)
直
接
に
財
産
移
輔
の
外
的
経
過
に
課
ナ
る
税
、
竺
一
一
)
此
の
特
殊
な
財
産
の
移
轄
を
顧
慮
げ
る
二
種
の
租
枝
、
即
ち
、

川
門
境
産
除
、
川
相
緩
財
産
継
承
枕
等
に
嵐
別
し
て
庖
目
的
。
同
様
な
る
凡
解
は

H
U
M
i
d
u
何
叫
に
於
て
も
見
得
品
川
で
あ
る

l
v

註

=
、
移

輔

韓

相
績
開
始
の
時
に
被
相
絹
人
に
属
し
に
4
9
財
産
が
相
頑
人
其
の
他
に
移
轄
す
る
事
買
を
捉
え
て
課
税
せ
ん
と
す

る
相
領
就
は
、
常
然
に
財
産
移
轄
耽
(
不
動
産
の
場
合
は
登
録
を
件
ひ
随
っ
て
繋
録
視
と
な
る
)
で
あ
り
、

を
持
つ
。

交
通
税
七
る
性
質

相
績
税
が
始
め
財
産
移
轄
に
劃
す
る
手
数
料
で
あ
り
、
共
れ
が
更
に
移
轄
耽
に
輯
化
し
来
っ
た
事
は
既
に
諸
皐

者
の
認
む
る
所
で
あ
る
。
而
し
て
今
日
の
相
繭
設
は
大
瞳
に
於
て
遺
産
税
か
、
相
績
財
産
櫨
承
現
に
進
み
、
財
産

移
植
骨
耽
の
性
質
を
有
す
る
も
の
は
殆
ん
ど
な
い
と
一
五
ひ
得
る
。
従
っ
て
移
轄
枕
と
し
て
の
相
輔
耽
は
こ
〉
に
説
明

相

績

枕

の

本

質

第
三
十
八
巻

一
O
一
三

第
五
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第
五
務

す
る
必
要
も
な
い
と
考
へ
る
が
、
相
麗
抵
の
歴
史
的
麓
蓮
を
明
か
に
せ
ん
が
矯
め
一
臆
の
観
察
を
加
え
度
い
。

相
績
に
因
る
財
産
の
移
轄
課
税
は
嘗
然
に
組
遺
産
を
共
の
劃
象
と
す
可
き
も
の
で
め
る
。
蓋
し
財
産
の
移
轄
は

間
早
に
純
遺
産
に
就
い
て
の
み
起
る
も
の
で
は
な
く
被
相
績
人
に
属
し
亡
る
一
切
の
財
産
に
就
い
て
生
や
る
か
ら
で

あ
る
。
相
頼
税
の
醗
史
に
見
る
も
こ
の
税
に
於
て
負
債
控
除
の
原
則
が
確
認
3
る
う
に
到
つ
れ
い
の
は
比
較
的
新
ら

し
い
事
で
あ
り
、
初
期
の
法
律
で
は
線
遺
産
に
劃
す
る
移
轄
読
が
貨
施
さ
れ
て
居
る
。
郎
ち
例
へ
ば
英
固
に
於
て

始
め

lri: 
B包
お

動
産
~~t 
E22 
cn 
移
理事
干な
仁
る

c 
tコー

口喝

、〈

問
内三
~) 

紙
朝t
:rJ足
以
再E
，~'l. 

産
管
.M 
A 

警
検
官Z

射

は
r
E
く
負
僚
の
蛇
除
ゐ
ι
間
期
j
し
な
が

ι
一
八
一
五
年
前
ゃ
く
原
則
と
し
可
部
め
ら

れ
、
日
正
が
完
全
に
行
は
れ
に
の
は
買
に
一
八
八
一
年
。

Fezz
の
改
革
以
来
の
事
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
相
績

税
は
始
め
不
動
産
の
み
の
移
轄
税
と
し
て
課
税
さ
れ
、
後
一
七
九

O
年
の
登
錐
法
に
於
て
は
動
産
を
も
課
税
す
る

ヲ
る
印
紙
税
」
し
叩
し
勧
取
3
・
れ
た
U

に
到
っ
た
が
向
ほ
是
を
軽
課
し
て
居
る
。

而
し
て
こ
の
事
は
相
績
現
に
於
て
負
債
控
除
を
認
め
な
い
事
に
劃
す
る

補
償
と
考
へ
ら
れ
七
事
は
一
七
九
八
年

F
E
m
-
-
ι
2
〉口口一

m
g
に
於
け
る
の
Z
R
の
報
背
中
に
強
調
さ
れ
て
あ

る
。
帥
ち
負
債
の
控
除
が
長
〈
否
定
さ
れ
た
る
は
明
か
で
あ
り
、
一
八
四
九
年
以
後
猛
烈
な
尻
劃
を
受
け
な
が
ら

貫
に
一
九

O
一
年
の
法
律
に
到
る
ま
で
纏
績
さ
れ
て
居
る
。

是
等
の
線
遺
産
に
劃
す
る
移
轄
税
は
大
躍
に
於
て
低
率
で
あ
り
、
財
産
移
轄
哉
と
し
て
反
劃
す
司
き
何
等
の
理

由
も
な
い
が
、
相
績
枕
が
斯
〈
の
如
き
制
度
を
採
る
事
の
不
合
理
な
る
は
改
め
て
詳
論
す
る
ま
で
も
な
い
と
考
へ

る
。
綿
遺
産
に
劃
す
る
移
轄
税
か
ら
負
債
の
控
除
を
認
め
て
純
遺
産
の
移
轄
枕
と
な
っ
た
事
は
、
共
の
時
に
於
て

G. Schanz， Erbschaftssteuer. Hwb. d，，， Slw. 4“Aufl. 
G. Schnn7.， ibid. 
G. Schanz， ibid. 

)
)
j
 

6
7
8
 



肢
に
移
轄
積
と
し
て
の
性
質
が
幾
分
不
純
と
な
り
他
の
性
質
を
持
つ
租
税
に
輯
化
せ
ん
L]
し
つ
〉
あ
っ
た
事
を
息

は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

英
岡
の
勺
『
各
国
門
白
色
戸
-
q
.か
動
産
遺
産
を
一
韓
と
し
て
課
税
す
る
に
劃
し
て
二
七
八

O
年
以
来
賓
施
さ
れ
た

は
相
績
財
産
纏
承
税
で
あ
り
な
が
ら
然
志
移
轄
耽
に
る
性
質
を
失
は
な
い
印
紙
耽
で
あ
っ
品
。
印

日目

m山
口
一
可
円
]
巴
門
可

ち
相
績
財
産
の
各
受
取
人
が
遺
産
管
理
人
に
謝
し
て
提
出
す
る
受
取
読
者
に
所
定
の
印
紙
を
貼
付
す
る
も
の
で
あ

ち
、
到
底
完
全
な
租
税
と
は
な
り
持
な
か
っ
た
が
相
頑
財
産
移
轄
税
土
し
て
は
特
殊
の
性
質
ど
持
つ
も
の
と
考
へ

ら
れ
る
。

。
心
九
位
要
す
る
に
財
産
移
鴨
枕
に
る
相
繍
騰
は
ん
岐
に
具
、
の
課
枕
物
件
に
就
い
て
四
論
の
一
買
を
映
さ
、
暁
率
の
決

定
、
相
繭
の
内
容
に
闘
す
る
考
慮
、
課
税
の
手
段
等
凡
て
の
賄
に
於
て
相
績
積
と
し
て
支
持
き
れ
待
な
い
事
は
明
瞭

で
あ
り
、
只
斯
か
る
制
度
も
完
全
な
る
相
槙
積
成
立
に
到
る
過
渡
的
形
態
と
し
て
の
意
義
を
失
は
な
い
で
あ
ら
う
。

-
・
園
、
鼠
阻
Z
E

E
園

田

割

引

制

事監

~i 

相
績
開
始
の
時
に
於
け
る
被
相
績
人
の
遺
産
を
一
躍
と
し
て
課
税
す
る
も
の
は
郎
ち
遺
産
税
で
あ
る
。
若
し
こ

の
遺
産
が
相
績
に
依
っ
て
何
人
に
如
何
に
蹄
屈
す
る
か
を
考
慮
せ
ん
と
す
る
な
ら
ば
其
れ
は
慨
に
翠
な
る
遺
産
の

課
税
で
は
な
〈
、
普
通
の
意
味
に
於
て
所
謂
相
績
の
総
括
的
な
課
税
と
な
る
。
尚
ほ
又
こ
の
同
一
遺
産
も
其
の
相

頼
人
へ
の
移
轄
自
瞳
を
課
税
の
調
象
と
す
る
な
ら
ば
勿
論
上
越
財
産
移
轄
枕
と
な
る
。
従
っ
て
こ
、
に
遺
産
税
左

は
飽
〈
ま
で
も
単
に
財
産
の
存
在
と
し
て
の
遺
産
に
到
す
る
課
税
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
帥
ち
遺
産
税
は
物
税
で

相

績

積

白

木

質

第
五
就

i¥. 
九

第
三
十
八
巻

一
O
一
五

G. Sιhanz， ibid.， Vgl. F. 1-1. L. ErrinE:'ton， lIanson's Death Duries. p. 29・9) 



相

績

設

の

水

質

第
三
十
八
巻

一
O
一
六

第
五
務

九
O 

あ
L
。
蓋

L
被
相
績
人
は
原
則
と
し
て
は
肢
に
人
格
者
と
し
て
存
在
す
る
事
な
〈
、
相
績
人
は
単
な
る
租
税
納
入

人
と
し
て
の
意
義
を
持
つ
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
事
責
遺
産
が
披
相
績
人
に
就
い
て
考
へ
ら
る
h

限
b
共
れ

は
主
躍
な
き
財
産
で
あ
る
。
国
家
が
こ
の
財
産
に
所
定
の
相
績
人
を
許
容
す
る
に
依
っ
て
始
め
て
共
の
踊
属
が
明

瞭
と
な
る
0
3
れ
ば
岡
家
も
亦
個
人
の
遺
産
に
就
い
て
一
部
の
樺
利
を
主
張
せ
ん
と
し
、
是
を
相
績
視
の
形
を
以

っ
て
表
は
す
と
の
説
明
が
あ
る
。
今
偲
り
に
岡
家
は
故
人
の
所
有
樺
に
艶
し
自
由
に
共
の
踊
属
を
定
め
得
る
と
し

で
も
、
岡
家
向
ら
が
相
繭
税
の
形
に
於
て
是
に
却
す
る
機
利
を
主
張
す
る
事
は
不
合
理
で
あ
ら
う
。
蓋
し
租
税
は

飽

t
ま
で
も
租
誌
の
理
論
に
従
ム
可
決
C

で
ゐ
り
、
無
主
躍
財
産
に
卦
す
る
国
家
の
権
利
炉
共
の
ま
h

租
税
と
は
な

り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
岡
家
が
掛
か
る
樺
利
を
主
張
し
得
る
事
と
、

と
は
自
ら
別
個
の
問
題
で
あ
ム
。
但
し
相
積
積
は
飽

t
ま
で
も
岡
家
の
、
故
人
の
財
産
に
劃
す
る
樺
利
の
主
張
に
外

一
定
の
租
税
負
鳴
を
人
或
は
物
に
課
す
事

な
ら
・
?
と
す
る
な
ら
ば
、
共
の
場
合
に
は
斯
か
る
相
績
税
自
躍
が
単
な
る
租
耽
で
は
な
く
、
従
っ
て
租
税
と
し
て

説
明
し
得
べ
か
ら
玄
る
、
叉
説
明
す
可
か
ら
ま
る
も
の
と
な
る
。
従
っ
て
こ
〉
で
は
一
臆
こ
の
問
題
を
看
過
し
度

い
と
考
へ
る
。
真
に
個
人
の
財
産
蓄
積
に
劃
し
て
は
園
家
が
常
に

国-一
m
H
H

門
官
3
2
2
と
し
て
の
役
割
を
演
守
る
事

を
理
由
と
し
て
、
岡
家
に
一
部
の
共
同
相
績
植
を
認
め
ん
と
す
る
説
明
も
共
の
議
論
の
正
否
は
別
と
し
て
こ
〉
に

論
争
る
の
要
な
き
も
の
〉
如
〈
で
あ
る
。
一
尚
ほ
遺
産
積
は
故
人
が
生
前
負
携
す
可
く
し
て
免
か
れ
た
る
脆
就
に
艶

す
る
報
償
な
り
と
の
説
明
は
、
悪
徳
に
る
脱
税
を
一
般
に
存
在
す
る
も
の
と
見
倣
す
知
、
斯
か
る
推
定
に
基
い
て

一
の
租
視
を
設
〈
る
勅
に
於

T
問
題
と
す
る
に
足
り
な
い
見
解
で
あ
る
ω

工藤重義、最近財政の研究三九一頁。
拙稿、国家白相続構経済論叢叶七巻二積。
Max W白 t_，Theory of the Iniú:~ritance Tax. ilJid. p. 431. 
』出荷.国家白相績槽参照
Seligman， ibid. 
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以
上
の
如
〈
遺
産
枕
は
凡
ゆ
る
方
面
に
於
て
必
ら
十
し
色
合
理
的
と
一
五
ひ
得
な
い
が
、
被
相
輝
人
が
所
有
し
七

り
し
財
産
と
見
て
、
共
の
生
前
毎
年
課
す
可
か
り
し
財
産
積
を
恰
か
も
死
亡
の
時
を
捉
え
て
一
時
に
課
税
せ
ん
と

(
註
ご

す
る
も
の
な
り
と
の
説
明
が
あ
る
。
勿
論
斯
か
る
所
設
は
通
常
財
産
税
の
存
在
す
る
虞
で
は
二
重
課
税
の
非
難
を

免
か
れ
示
、
是
な
き
場
合
に
は
特
に
死
亡
の
時
を
撰
h
u
事
に
何
等
か
の
理
由
を
必
要
と
す
る
。
然
る
に
苑
亡
の
時

を
撰
べ
ば
故
人
左
し
で
は
生
前
毎
年
財
産
税
を
諌
せ
ら
る
う
よ
り
は
遁
か
に
負
携
し
易
〈
且
つ
煩
雑
を
避
け
‘
得
る

一
炉
、
然
も
財
産
所
宥
の
期
間
に
は
自
ら
長
短
あ
っ
て
一
律
に
論
じ
難
く
、
更
に
其
の
財
産
内
容
が
時

E
共
仁
饗
蓮

し
得
可
主
cdg
思
へ
ば
斯
く
の
如
き
が
到
康
朗
論
的
に
支
持
さ
れ
枠
十
、
甘
ん
公
平
な
&
租
税
と
な
り
得
t
d

る
は
白
ら

明
瞭
で
あ
ら
う
。

最
後
に
遺
産
暁
が
相
模
耽
と
し
て
不
適
嘗
な
る
最
大
の
理
由
は
か
し
ろ
課
税
の
貰
際
に
於
て
理
論
の
一
貫
を
期

し
得
，
さ
る
賭
に
在
る
。
郎
ち
相
績
稜
に
就
い
て
営
然
考
慮
さ
る
可
き
相
績
人
の
績
柄
の
親
疎
に
依
る
耽
牢
の
軽
重

が
こ
の
耽
に
於
て
は
る
て
無
意
味
と
な
る
。
相
績
人
の
頑
柄
の
親
疎
が
相
頑
の
内
容
と
し
て
極
め
て
重
要
な
る
要

素
で
あ
る
以
上
、
是
を
看
過
せ

F
る
を
梓
な
い
課
税
方
法
が
完
全
な
り
と
は
到
底
主
張
さ
れ
得
な
い
で
あ
ら
う

Q

真
に
遺
産
税
は
共
の
性
質
上
必
然
に
被
相
績
人
に
属
し
た
る
財
産
を
一
韓
と
し
て
課
税
す
る
。
従
っ
て
二
人
以
上

の
相
頑
人
あ
る
場
合
に
は
各
相
績
人
に
劃
し
て
は
連
帯
の
責
務
を
負
は
し
ひ
る
の
外
共
の
負
携
部
分
を
明
確
な
ら

(
誼
ニ
)

し
h
u

る
手
段
は
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
特
に
受
遺
者
及
び
所
定
の
生
前
受
贈
者
は
み
て
租
税
負
携
を
菟
か
れ
て
是

を
悉

t
相
績
人
の
負
婚
に
騎
せ
し
か
る
不
合
理
を
排
除
し
得
な
い
一
帯
と
な
る
。
租
税
は
各
人
の
能
力
に
臆
じ
て
公

相

損

積

白

木

賞

第
三
十
八
巻

O 

F じ

第
円
札
附
訓

九



相
捕
暗
殺
の
本
質

平
に
課
徴
せ
ん
事
を
共
の
理
想
と
す
る
。
然
ら
ば
即
ち
斯
〈
の
如
き
遺
産
稜
の
重
大
な
る
蝕
賄
は
到
底
看
過
し
得

な
い
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
諸
問
の
相
絹
稜
が
漸
次
遺
産
税
の
形
を
扮
て
う
後
述
相
績
財
産
能
承
稜
に
進
み

第
一
一
一
十
八
巻

O 

J、

第
五
放

丸

た
る
は
む
し
ろ
鴬
然
の
事
で
あ
ら
ゆ
ヲ
。

今
摘
通
及
び
英
固
に
就
い
て
遺
産
税
の
宜
例
を
見
る
に
、
猫
謹
に
於
て
は
一
九
O
八
年
十
一
月
一
一
一
日
の
草
案
に

於
て
始
め
て
英
岡
の
例
に
倣
っ
て
遺
産
枕
を
設
け
ん
と
し
た
が
反
卦
さ
れ
{
勿
論

F
Z喜一
-
E
2
2
は
院
に
存
在
し
た
)
翌

年
六
月
十
四
日
の
草
案
じ
は
是
を
引
込
め
て
明
る
。
北
九
の
後
大
戦
後
の
財
政
一
過
迫
に
臆
じ
て
改
正

3
れ
に
一
九
一

九
年
九
月
十
日
の
相
蘭
税
法
に
於
て
始
め
て
遺
産
稜
台
設
け
た
が
、
只
生
産
的
な
財
産
の
み
に
闘
し
如
何
な
る
相

績
人
が
幾
何
を
相
績
す
る
か
に
就
い
て
は
何
等
考
慮
す
る
事
な
〈
一
律
に
課
税
し

τ居
る
c

積
率
は
勿
論
累
遣
す

る
が
比
較
的
に
軽
く
例
へ
ば
二
百
五
十
高
麻
克
に
劃
し
て
三
・
五
二

μ
で
あ
っ
た
。
越
え
て
一
九
二
二
年
七
月
廿

日
の
法
律
で
は
再
び
是
を
廃
止
し
て
居
る
。
こ
の
事
は
主
と
し
て
同
年
四
月
八
日
の
財
産
税
法
制
定
に
起
因
す
る

《
註
三
】

も
の
〉
如
く
で
あ
る
が
、
濁
過
の
相
藤
執
が
漸
次
重
課
の
一
途
を
辿
り
つ
、
前
ほ
こ
の
税
を
否
定
し
て
相
績
財
産

躍
承
読
の
み
と
な
し
に
る
事
は
、
其
の
理
論
的
根
擦
に
於
て
は
薄
弱
で
あ
り
、
課
税
の
貫
際
に
於
て
は
、
幾
多
の

矛
盾
を
避
け
得
な
い
遺
産
税
を
到
底
是
認
し
得
な
か
っ
一
た
も
の
と
考
へ
得
る
で
あ
ら
う
。

英
闘
に
就
い
て
は
事
情
は
全
く
異
な
る
。
英
園
最
初
の
相
績
稜
た
る
℃

g
g
z
E
q
が
明
か
に
動
産
遺
産
の
課

税
で
吻
っ
た
と
共
に
(
勿
論
移
轄
枕
で
あ
り
印
紙
税
で
あ
っ
た
〉
、
今
日
相
績
稜
の
中
植
を
魚
す

g
g
g
E
q
も
亦
遺
産
税
で

あ
る
。
こ
の
積
は
一
八
八
九
年

の
C
M印
門
}
】
何
回
同

の
租
税
改
革
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
、
動
産
た
る
と
不
動
産
に
る
と
を

猫乙の相嫡枕に就いでは G.Schanz， ibid.， T. Kipp， Kommentar 四国 Erb.
schaftssteuer.邑esetz.in dcr Fassung vu皿 22 Aug咽 '925参照。
Kipp， ibid. S. 3' ff.， S. 87・

G， Schanz ibid. 
w. Vocke， Die Geschichte der Steuer des uritiHchen Reich:i. S. 223 

F， H. L Errington， ibid. p. 1-
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聞
は
や
負
債
を
控
除
し
て
会
遺
産
に
課
税
さ
れ
に
。

(
但
し
不
動
産
に
就
い
て
は
相
練
人
が
一
茂
ポ
ン
ド
以
上
を
相
痕
ナ
る
場
合
。

み
に
限
ら
れ
た
)
共
の
後
数
次
の
改
正
を
経
て
一
九
一
九
年
に
は
最
高
積
率
四

O
φ
に
及
び
、
杢
相
績
積
耽
入
中
こ
の

就
か
ら
の
牧
入
は
左
の
如
き
割
合
を
示
し
て
居
る
。
勿
論
果
準
税
率
が
趨
用
さ
れ
る
が
相
麗
人
の
縞
柄
の
親
疎
に

1891--92..... .64;>/0 

189';-田 ¥)6・ー・72gb

1907--08・・ ・・76ブ4

1918 --19..... .82~" 

就
い
て
は
終
始
何
等
の
顧
慮
を
捕
ふ
事
な
く
、
こ
の
閣
の
相
積
財
産
躍
承
枇
た
る
]
内
向
山
門
可
宕
々
及

ぴ
さ
門
町
内
国
国
一
C
Z
A
r
ξ

ド
縞
柄
の
親
疎
に
依
っ
て
暁
卒
を
異
に
す
る
の
に
封
比
し
て
明
か
に
理
論
の

徹
底
を
期
し
て
居
4
0
0

以
と
の
如
〈
柴
崎
に
於
け
る
相
績
暁
が
濁
逸
に
於
け
る
主
は
会
〈
区
割
に
成
立
の
雷
初
よ
り
既
に

遺
脱
税
止
し
C
存
ん
忙
し
、
且
つ
陶
〈
ま
で
も
遺
産
崎
と
し
て
著
る
し
き
殺
壊
を
注
げ
に
忍
事
は
、
相
績
制
度
共
の
一
色

の
が
是
等
雨
闘
に
於
て
会
〈
相
反
し
七
形
態
を
採
る
事
に
原
因
す
る
も
の
う
如
〈
で
あ
る
。
邸
ち
濁
逸
に
於
て
は

被
相
靖
人
の
一
切
の
財
産
は
相
積
の
開
始
に
よ
っ
て
一
躍
相
績
人
仁
移
轄
し
、
例
へ
ば
遺
贈
の
如
き
受
遺
者
の
相

絹
人
に
劃
す
る
債
植
的
請
求
樺
と
し
て
存
在
す
る
に
反
し
て
、
英
岡
に
於
て
は
被
相
績
人
の
一
切
の
財
産
は
必
ら

十
遺
産
管
理
人
の
手
に
よ
っ
て
清
算
さ
れ
て
そ
れ
ん
¥
の
障
属
者
に
移
轄
す
る
。
従
っ
て
濁
逸
に
於
て
は
相
績
玩

を
課
せ
ら
る
可
き
遺
産
な
る
観
念
が
理
論
的
に
叉
貸
際
上
必
ら
十
し
も
明
確
に
把
握
さ
れ
十
、
課
税
の
手
績
に
於

て
も
嘗
然
矛
盾
を
生
中
可
き
仁
反
し
て
、
英
闘
に
於
て
は
勘
な
〈
と
も
課
税
物
件
と
し
て
の
遺
産
が
明
確
に
規
定

さ
れ
、
従
っ
て
課
砥
の
手
績
も
極
め
て
容
易
且
つ
簡
翠
と
な
る
諜
で
あ
る
。
郎
ち
遺
産
税
は
英
岡
の
如
き
相
編
制

度
に
於
て
始
め
て
比
較
的
に
矛
盾
な
く
闘
滑
に
賞
施
き
れ
得
る
事
ぞ
知
る
と
共
に

g
g
z
E
q
が
他
の
凡
ゆ
る

柏

崎

楓

枕

白

木

質

第
五
貌

第
三
十
八
血
管

一
O
一
九

jtJ 



相
捕
相
川
枕
白
木
質

第
三
十
人
巻

一O
ニ
O

第
五
披

九
四

相
績
税
と
異
h
ノ
、
如
何
な
る
相
頼
人
が
幾
何
を
相
績
に
因
っ
て
取
得
す
る
か
に
就
い
て
何
等
の
考
慮
を
排
は
な
い

事
に
敬
意
を
表
す
可
き
で
あ
ら
う
。

註
一
例
へ
ば
毎
年
唱
す
e
d
h

白
財
産
税
を
課
ナ
代
り
に
一
世
代
を
=
一
十
年
と
看
徹
し
了
五
%
の
遺
産
税
を
諜
ナ
が
如
し
む
英
国
に
於
て
所
謂

E
E司
l

Q
 

E
自門
Fr宮A命

g山目。吋
q可
で
あ
る
円

陸
二
遺
産
税
が
課
税
償
綴
に
上
る
累
準
税
率
を
適
用
す
る
な

b
ば
例
へ
ば
百
務
国
を
二
人
或
は
四
人
で
相
殺
ナ
る
場
合
五
拾
高
囲
叉
は
威
拾
五

禽
闘
を
一
人
が
相
繍
ナ
る
場
合
よ
り
現
貨
の
受
取
分
が
幾
分
少
な
い
と
い
ふ
不
合
理
を
生
ず
る
外
、
共
同
相
親
人
あ
る
場
合
に
は
一
韓
と
し
て
の

遺
産
に
到
す
る
課
税
は
各
相
誠
九
の
相
繍
分
が
平
等
な
ら
r
d
る
限
り
其
の
租
枕
免
措
部
分
の
確
定
が
困
難
な
る
は
自
ら
明
瞭
で
あ
る
叫

践
-
-
一
一
九
三
五
年
の
枕
法
に
よ
れ
ば
最
高
大
O
%
に
及
ぶ
。
五
百
が
闘
の
そ
れ
に
比
し
て
常
ろ
〈
可
き
高
卒
と
云
り
ね
ば
た
ら
ね
。

目
、
相
繍
財
産
纏
承
程

相
績
の
開
始
に
困
っ
て
貫
質
的
に
何
等
か
の
財
産
を
獲
得
す
る
者
に
就
き
共
の
取
得
し
た
る
財
産
額
に
鷹
じ
て

相
績
積
を
課
す
な
ら
ば
、
斯
か
る
相
績
枕
は
郎
ち
相
績
財
産
権
承
説
門
遺
産
取
得
税
)
で
あ
る
。
相
績
に
よ
る
財
産
の

取
得
は
、
取
得
者
共
の
人
に
就
い
て
見
れ
ば
或
る
意
味
に
於
て
不
勢
の
所
得
で
あ
り
、
租
税
負
櫓
能
力
の
大
な
る

も
の
あ
る
可
き
は
一
臆
考
へ
ら
れ
得
る
で
あ
ら
う
。
而
し
て
恰
か
も
共
の
取
得
額
に
臆
十
る
課
税
は
能
力
原
則
上

最
も
公
平
で
あ
り
、
累
進
税
率
の
適
用
を
調
由
あ
り
と
す
る
は
論
や
る
ま
で
も
な
〈
明
瞭
で
あ
る
。
前
日
こ
の
税

は
相
績
の
開
始
に
も
と
づ
〈
凡
て
の
財
産
取
得
者
を
追
求
す
る
事
に
依
っ
て
、
各
相
績
人
・
受
遺
者
及
び
所
定
の
生

前
受
贈
者
に
就
き
共
の
各
冷
の
取
得
分
に
劃
し
て
各
別
に
、
営
然
に
し
て
且
つ
公
平
な
る
負
擦
を
負
は
し
め
符
与

と
共
に
、
従
っ
て
何
人
に
劃
し
で
も
自
ら
利
益
す
る
事
な
き
財
産
部
分
に
劃
す
る
租
税
負
擦
を
菟
か
れ
し
め
得
る

G. Schanz， ibia. S. 800. Vgl. Seligm::m， iIJid. 
G. Schnnz， ibid. S. 801. 

19) 
zo) 



で
め
ら
う
。
真
に
嘗
て
論
じ
た
る
が
如
〈
相
績
読
に
於
て
棋
く
可
か
ら
.5
る
合
算
課
税
は
こ
の
耽
に
於
て
始
め
て

最
色
有
意
義
に
且
つ
矛
盾
な
く
貫
施
さ
れ
得
る
所
で
あ
る
が
、
是
の
積
の
最
大
の
長
所
は
、
相
績
人
共
の
他
の
財

産
取
得
者
に
於
け
る
一
切
の
事
情
を
考
慮
し
て
課
積
す
る
事
が
恰
か
も
相
績
積
に
於
て
必
然
に
要
求
さ
る
可
き
酷

で
あ
り
、
然
も
こ
の
事
は
掛
か
る
形
態
の
相
頑
枕
に
於
て
始
め
て
最
も
理
論
的
に
且
つ
自
然
に
貫
施
さ
れ
得
る
鮪

に
め
る
。
邸
ち
相
趨
人
の
被
相
積
人
に
劃
す
る
横
柄
の
親
疎
、
主
(
の
軽
油
併
的
能
力
、
家
族
系
累
の
多
寡
、
等
ん
吋
は

各
相
績
財
産
纏
承
者
に
就
い
て
是
を
劃
一
酌
し
、
且
つ
嘗
該
相
頑
財
産
樺
承
者
に
就
い
て
の
み
考
慮
さ
る
可
き
性
質

の
事
柄
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
が
到
底
合
理
的
に
貫
施
さ
れ
得
な
い
事
は
正
に
遺
産
枕
の
最
大
の
短
所
で
あ
つ

に
と
同
様
に
、
勘
な
〈
共
こ
の
貼
に
闘
す
る
限
り
財
産
取
得
者
課
税
主
識
に
撮
る
相
繭
税
は
営
然
推
賞
さ
る
可
き

も
の
J"
な
る
。

斯
く
し
て
諸
闘
の
相
績
積
は
殆
ん
ど
一
様
に
漸
次
相
績
財
産
能
承
晩
に
ら
ん
と
し
つ
h

あ
る
が
、
今
猫
英
の
税

法
に
就
い
て
見
れ
ば
凡
そ
次
の
如
〈
で
あ
る
。

一
九
二
五
年
の
調
理
相
績
税
法
は
共
の
第
一
僚
に
課
税
物
件
と
し
て
、
↓
死
亡
に
町
る
財
産
の
取
得
、
斗
生
前
贈

典
、
日
目
的
出
損
明
言
円

r
H
Z
Z
E
E鳴
る
を
列
事
し
て
こ
の
法
律
が
る
て
財
産
の
取
得
者
課
税
主
義
を
採
る
事

ぞ
明
か
に
し
て
居
る
。
而
し
て
周
法
が
、
川
円
相
護
人
郎
ち
相
績
財
産
纏
承
者
の
被
相
黒
人
に
劃
す
る
績
柄
の
親
疎

に
依
っ
て
積
率
を
五
階
級
に
ゆ
丸
、
例
各
階
級
に
就
き
著
る
し
き
税
率
の
軽
重
宮
付
九
、
刷
用
品
準
税
率
を
趨
用
し

?
V

2員
課
税
の
規
定
を
設
町
、
例
克
稜
姑
を
前
記
各
階
級
別
に
規
定
し
た
る
事
ぽ
既
に
遮
ペ
た
る
相
績
財
産
継
承

積
と
し
て
の
理
論
を
極
め
て
忠
貫
に
賞
施
し
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
共
の
第
十
八
健
第
二
項
炉
、
前
記
第
一
第

相

績

積

の

本

質

O 

-' 

第
三
十
八
巻

第
五
披

丸
五

21) Art. 1. (Erhschaftssteuergesetz 1925・)Kipp， ibid. S. 8:1・f!.
22) Art・9.Kipp， ihid. S. 306.伍
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第
三
十

A
A哲

相

樹

脂

裁

の

木

賞

二
階
級
及
び
第
三
階
級
の
内
‘
雨
親
と
離
父
母
、
第
四
階
級
の
内
、
組
父
母
が
財
産
継
承
者
た
る
場
合
に
、
共
の
従

来
の
所
有
財
産
と
の
A
口
計
が
一
一
品
目
P
Z・
を
越
え
ゴ
る
時
に
限
ふ
り
、
取
得
者
自
身
の
経
梼
的
能
力
及
び
共
の
系
暴

に
就
い
て
の
考
慮
を
排
へ
る
事
は
特
に
注
目
に
値
す
る
も
の
と
考
へ
る
。
蓋
し
斯
か
る
少
額
の
相
績
財
産
取
得
者

に
就
い
て
は
共
の
肉
髄
的
。
精
神
的
疾
病
・
従
来
の
財
産
及
び
系
累
の
多
寡
を
考
慮
し
て
発
現
鮪
に
弾
力
め
ら
し
hu

る
事
は
背
部
の
措
置
に
か
ら
で
あ
る
。
五
日
が
現
行
所
得
税
法
が
所
得
者
に
就
い
て
種
。
の
控
除
規
定
を
置
く
事
を

恩
へ
ば
、
む
し
ろ
相
績
聴
に
こ
の
事
な
き
佐
惜
し
ひ
も
の
で
J

の
る
。

O 

第
五
時
蜘

丸
ノ、

h
池
の
加
く
一
九
-
一
五
年
の
湖
北
相
続
税
日
間
は
相
蹴
肘
成
縦
一
水
税
と
し
て
割
論
的
仁
日
U
J

完
成
さ
れ
た
る
も
の

で
あ
り
、
課
税
の
貫
際
に
於
て
色
殆
ん
ど
何
等
の
矛
盾
を
含
ま
ぬ
も
の
と
考
へ
る
。
従
っ
て
相
績
既
と
し
て
も
営

然
に
推
賞
さ
る
可
き
も
の
と
云
ひ
得
る
炉
、
遺
産
枕
を
以
っ
て
相
績
視
の
中
心
と
す
る
英
聞
に
も
決
し
て
相
頼
財

産
能
承
枕
が
存
在
し
な
い
の
で
は
な
い
。
卸
ち
英
闘
に
は
]
町
宮

q
ι
z
q
と

2
2
8回目。
=
E
q
と
が
あ
る
。
前
者

は
動
産
の
取
得
に
後
者
は
不
動
産
の
機
承
に
謀
せ
ら
れ
共
に
低
率
で
あ
り
且
つ
不
完
全
な
租
税
で
あ
る
が
、
低
迷

g
z
z
E
q
と
は
反
劃
に
こ
の
二
つ
の
租
視
が
相
頑
人
の
繭
柄
の
親
疎
に
よ
っ
て
暁
率
の
直
別
を
規
定
す
る
撒

に
財
産
取
得
税
と
し
て
の
本
質
を
接
見
し
得
る
の
で
あ
る
。

相
績
視
を
以
一
っ
て
相
績
財
産
継
承
枕
た
ら
し
む
る
事
は
租
税
理
論
上
叉
課
税
の
貫
際
に
於
て
何
等
の
不
合
理
と

矛
盾
と
を
含
ま
ぬ
・
も
の
で
あ
る
が
、
掛
か
る
見
解
に
劃
し
て
る
亦
全
〈
反
針
識
が
な
い
拝
で
は
な
い
。
田
正
等
の
中

今
日
の
私
有
財
産
制
度
に
於
て
尚
ほ
家
族
共
有
財
産
の
観
念
を
固
持
し
、
家
長
は
唯
家
産
管
理
人
と
し
て
の
樺
利

ef--
有
す
る
に
過
ぎ
?
と
の
主
張
は
、
相
績
財
産
取
得
謀
説
に
劃
し
て
最
も
相
根
強
い
反
劃
担
擦
を
提
供
す
る
も
の
で

Art. 18. II 
G. Schanz， ibid. Errington， ibid. p. 29. p. 50. 
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あ
る
。
蓋
し
現
代
の
財
産
制
度
に
家
産
の
概
念
を
含
ま
し
む
る
事
が
珂
論
上
金
〈
困
難
で
あ
り
、
現
在
の
相
績
が
・

家
産
制
度
を
持
つ
吐
舎
に
於
け
る
相
績
と
根
本
的
に
相
違
す
る
と
し
て
も
、
現
貫
に
は
貫
質
上
家
産
に
外
な
ら
な

い
も
の
が
存
在
す
る
と
共
に
、
例
へ
ば
夫
の
財
産
を
相
績
す
る
妻
に
於
て
、
父
の
能
り
に
多
か
ら
t
d

る
財
産
を
相

績
す
る
幼
児
に
於
て
、
財
産
櫨
承
に
よ
る
負
措
能
力
を
主
張
す
る
事
が
極
め
て
不
合
理
な
る
は
自
ら
明
白
だ
か
ら

で
あ
る
。
元
よ
り
斯
く
の
如
き
は
課
税
の
賞
際
に
於
て
菟
積
結
共
の
他
の
救
済
手
段
を
設
く
る
事
困
難
で
な
〈
、

岡
家
の
必
要
に
聾
し
て
は
汗
の
結
目
聞
と
雄
色
倫
ほ
課
視
を
免
か
れ
ま
る
以
上
、
個
人
的
に
見
て
財
産
の
増
便
従
っ

て
能
力
の
増
大
に
外
な
ら
玄
る
相
績
財
産
の
継
承
が
課
税
を
否
定
さ
る
可
き
理
由
は
殆
ん

E
な
い
L
」
云
ひ
得
る
で

あ
ら
う
。
斯
〈
で
一
九
口
L
f

は
相
鋪
税
に
於
け
る
縞
柄
の
親
脱
が
若
る
し
事
税
率
の
軽
重
を
結
果
す
み
事
に
揃
足
し
、

凡
ゆ
る
手
段
に
依
損
し
て
真
に
公
平
な
る
能
力
の
捕
捉
を
期
す
可
き
で
あ
る
。

衣
に
相
績
に
因
る
財
産
の
取
得
を
取
得
者
別
に
課
税
す
る
事
は
相
績
額
に
醸
十
る
累
準
税
率
が
適
用
さ
る
う
限

h
ノ
、
全
遺
産
e

ゲ
ニ
瞳
と
し
て
課
税
す
る
よ
り
も
嘗
然
に
税
耽
入
を
減
少
す
る
。
蓋
し
分
割
課
税
が
高
い
積
率
の
遁
用

を
妨

σる
か
ら
で
あ
る
o

H

M

恒
三
国
白

2
由
巳
も
亦
こ
の
描
を
非
難
し
て
居
る
が
、
斯
か
る
所
設
に
劃
し
て
は
唯
不
合

理
を
知
っ
て
尚
ほ
高
率
の
課
読
を
敢
え
て
す
る
必
要
何
虞
に
あ
り
や
と
反
問
す
る
の
外
は
な
い
。
股
入
の
必
要
に

臨
じ
で
は
勿
論
或
る
程
度
ま
で
の
税
率
の
引
上
は
相
績
財
産
纏
承
積
に
於
て
も
決
し
て
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ら

う
。
瓦
に

F
g誌
が
遠
縁
の
者
又
は
無
縁
の
者
に
劃
す
る
相
績
を
困
難
な
ら
し
め
て
富
の
分
割
を
妨
ぐ
る
と
の

反
動
に
到
つ
て
は
殆
ん
ど
諒
解
に
苦
し
む
所
で
あ
る
。
相
旗
財
産
纏
承
課
税
じ
於
て
は
掛
か
る
相
績
人
が
著
る
じ

く
重
課
さ
る
、
と
し

'τ
も
相
績
額
に
慮
中
る
累
進
率
の
適
用
は
近
親
者
に
於
け
る
一
括
相
績
の
税
率
を
も
必
然
に

相

綴

枕

白

木

質

第
三
干
八
巻

第
五
披

一O
二
三

九
七

Finanz Archive，手5，I908.S. 2ヲ P.I-Iaensel， Die Erbsl:ha.ftssteuer in :EngTo:nd. 
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30) i-iaen.el， ibid. Vgl. S<:hanz， ibid. 



相

績

枕

白

水

質

第
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回

第
五
披

九
八

高
め
る
筈
で
あ
る

d

更
に
こ
の
説
明
が
前
述
累
進
に
よ
る
高
率
課
税
を
妨
げ
て
暁
牧
入
念
減
少
せ
し
む
る
と
の
見

解
と
矛
盾
す
る
は
明
瞭
で
あ
る
。
蓋
し
累
遣
に
よ
る
高
寧
課
穂
を
無
致
な
ら
し
め
得
る
課
税
方
法
は
必
然
に
財
産

の
分
割
を
容
易
な
ら
し
h
u
る
事
を
誼
明
す
る
に
外
な
い
か
ら
で
あ
る
。
最
後
に
相
繭
穂
が
積
極
的
に
財
産
の
分
割

晶
子
・
促
寸
目
的
を
有
せ

F
る
可
ー
か
ら

y
a何
等
の
理
由
も
な
〈
.
消
極
的
に
是
を
妨
ぐ
る
可
能
性
も
亦
殆
ん
ど
存
在

し
特
な
い
と
一
五
ひ
梓
る
で
あ
ら
う
。
私
は
是
等
の
反
卦
設
を
凡
て
看
過
し
得
る
も
の
と
考
へ
る
。
‘

五
、
腎
が
聞
の
珊
有
相
欄
税
措

五
口
が
園
の
現
行
相
緩
税
法
が
遺
産
税
で
あ
る
か
遺
産
取
得
税
で
め
る
か
に
就
い
て
は
従
来
極
め
て
多
〈
の
議
論

が
翁
3
れ
来
っ
た
が
、
法
文
の
解
酷
か
ら
は
到
底
共
の
何
れ
と
も
決
定
し
難
〈
二
者
を
適
宜
混
和
し
た
る
も
の
と

云
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
卸
ち
現
行
法
は
課
積
物
件
と
し
て
相
績
開
始
の
時
に
於
げ
る
相
績
財
産
に
相
績
開
始
前
一

年
以
内
の
贈
典
を
合
算
し
て
遺
産
一
括
課
稜
の
趣
旨
を
明
か
に
し
、
共
同
相
績
人
め
る
場
令
と
難
色
相
繍
分
の
個

別
課
税
を
認
め
て
居
な

h
。
従
っ
て
唯
こ
の
勤
の
み
か
ら
見
れ
ば
恰
が
も
明
白
に
遺
産
課
税
主
義
を
採
る
か
の
如

〈
で
あ
る
が
、
然
も
家
督
相
模
と
遺
産
相
績
と
に
よ
り
、
更
に
共
の
各
冷
に
於
て
も
亦
相
績
人
の
被
相
績
人
に
劃
す

る
積
柄
の
親
疎
に
よ
っ
て
結
局
六
種
類
の
税
率
を
設
け
て
免
積
鞘
及
び
累
謹
の
程
度
を
異
に
し
、
共
の
勅
正
に
相

親
財
産
取
得
抵
の
本
質
的
形
態
を
も
併
せ
有
す
る
と
一
再
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
更
に
第
二
十
三
健
所
定
の
生
前
贈
典
の

場
合
に
は
課
積
物
件
の
規
定
に
於
て
慨
に
一
哲
課
稜
の
趣
旨
営
捨
て
、
便
宜
上
各
個
の
謄
奥
に
就
き
共
の
贈
典
の

債
額
を
課
積
債
額
と
す
る
事
を
規
定
し
て
居
る
。
こ
の
事
は
盆
冷
現
行
相
績
稜
の
本
質
を
不
明
確
な
ら
し
む
る
原
.
31) 相嫌積法・第三f康・君主照。
32) 相績税法施行規則第十四f民参照。



因
で
あ
る
が
、
課
税
の
宜
際
に
於
て
生
子
る
幾
多
の
矛
盾
と
背
理
と
は
凡
て
斯
〈
の
如
き
現
行
法
の
理
論
的
不
統

一
に
よ
っ
て
招
来
さ
る
:
云
ひ
得
る
で
あ
ら
う
リ
却
ち
付
民
法
に
所
謂
包
括
遺
贈
の
取
扱
、
口
受
望
者
の
課
税
、

ヨ
第
三
健
所
定
の
生
前
受
贈
者
の
課
税
、
同
第
二
十
三
健
所
定
の
贈
典
が
一
時
に
数
人
に
聾
し
て
侍
さ
れ
に
る
場

舎
の
蕗
置
、
日
故
意
に
分
割
ぎ
れ
た
る
二
十
三
健
所
定
の
贈
典
、
六
生
前
相
頑
に
於
け
る
相
績
財
産
の
範
問
、

等
々
解
決
5
る
可
き
数
多
の
問
題
佐
、
残
し
て
居
る
。
是
等
の
諸
鮪
に
就
い
て
は
更
に
研
究
の
機
を
得
て
吾
が
現

行
税
法
の
性
質
の
一
端
を
明
確
な
ら
し
め
度
い
と
考
へ
る
が
、
砂
な
〈
共
現
行
法
一
か
遺
産
税
h
y
取
得
枕
か
に
つ
い

て
確
同
た
る
概
念
の
下
に
構
成
さ
れ
た
る
も
の
に
非
宇
し
て
時
冷
の
課
税
の
便
宜
に
従
ひ
二
者
を
混
同
し
仁
る
事

点一えバ巾チJ
附降印
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結

語

湘
績
積
は
共
の
源

ee遠
t
エ
ヂ
プ
ト
、
ロ

l
庁
の
土
日
に
殺
し
、
十
六
世
記
末
葉
以
来
近
代
欧
側
諸
問
に
採
用
さ

れ
2v

最
近
は
著
る
し
く
重
課
の
傾
向
に
あ
っ
て
財
政
的
重
要
性
を
増
し
租
税
論
中
最
も
多

t
の
問
題
を
提
供
し
つ

、
あ
る
有
様
で
あ
る
。
共
の
租
税
論
上
の
本
質
が
課
税
の
根
擦
と
共
に
極
め
て
多
様
の
説
明
を
生
み
た
る
事
も
こ

の
暁
の
歴
史
に
就
い
て
考
察
す
る
な
ら
ば
容
易
に
理
解
し
得
る
所
で
あ
4
0
が
、
然
も
現
買
の
相
讃
枕
が
理
論
的
に

叉
謀
枕
の
貴
際
に
於
で
漸
次
完
成
さ
れ
た
る
組
織
に
屯
か
ら
ん
と
す
る
事
も
嘗
然
の
事
で
あ
ら
う
。
濁
り
吾
一
か
相

績
税
法
が
幾
多
砂
矛
盾
と
不
合
理
と
を
含
ん
で
理
論
的
統
一
を
蝕
〈
事
は
甚

r遺
憾
で
あ
る
が
や
が
て
は
相
捷
枕

甥
論
と
、
課
税
の
貰
際
的
経
験
と
に
よ
っ
て
公
正
な
る
租
税
に
生
長
し
得
る
で
あ
ら
う
。
会
見
)

相

績

税

白

木

質

第
三
十
八
巻

一O
二
五

第
五
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