
　
　
　
　
わ
が
国
所
得
税
の
創
設
と
そ
の
社
会
的
条
件

　
　
　
　
　
わ
が
国
所
得
税
の
創
設
と
そ
の
社
会
的
諸
条
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
―
歴
史
的
、
社
会
学
的
一
研
究
－
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
池
　
田
　
浩
　
太
　
郎

　
本
稿
は
雑
誌
「
金
融
経
済
」
二
十
二
号
（
一
九
五
三
年
十
月
号
）
に
掲
載
し
た
拙
稿
「
わ
が
国
所
得
税
制
度
の
創
設
」
を
改
訂
し

た
も
の
で
あ
る
。
改
訂
の
内
容
は
主
と
し
て
ふ
た
つ
の
方
面
に
わ
た
っ
た
。
第
一
は
前
橋
で
お
か
し
た
若
干
の
事
実
の
あ
や
ま
り
を

訂
正
し
た
こ
と
、
第
二
は
西
欧
所
得
税
制
度
と
わ
が
国
の
も
の
と
の
比
較
に
前
稿
よ
り
お
お
く
の
紙
幅
を
さ
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
改
訂
に
よ
っ
て
前
稿
で
し
め
し
た
わ
た
く
し
の
基
本
的
主
張
が
変
化
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
改
稿
で
は
以
前

か
ら
の
基
本
的
主
張
を
二
層
あ
き
ら
か
に
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
第
一
章
　
問
　
　
　
　
　
題

　
わ
が
国
の
所
得
税
は
一
八
八
七
年
に
創
設
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
数
次
の
改
正
を
へ
て
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
。
今
日
の
日
本

で
は
、
所
得
税
は
最
重
要
の
国
税
で
あ
る
。
一
九
五
六
年
度
の
予
算
で
は
、
租
税
収
入
の
約
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
所
得
税
収
入
と
法

人
税
収
入
と
が
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
、
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本
稿
で
は
日
本
の
所
得
税
の
創
設
と
、
そ
の
背
後
に
存
在
す
る
社
会
的
経
的
済
的
条
件
と
の
関
連
に
つ
い
て
歴
史
的
、
社
会
学
的

に
考
察
し
て
み
た
い
と
お
も
う
。

　
本
稿
の
目
的
の
た
め
に
は
あ
ら
か
じ
め
二
つ
の
こ
と
を
説
明
し
て
お
く
と
便
利
で
あ
る
。
第
一
は
、
一
見
些
細
で
技
術
的
な
問
題

と
お
も
わ
れ
る
こ
の
テ
ー
マ
が
実
際
に
は
非
常
な
重
要
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と
、
第
二
は
こ
の
テ
ー
マ
を
論
ず
る
場
合
の
立
脚
点
に

つ
い
て
で
あ
る
。

　
一
　
所
得
税
の
根
本
性
格
（
所
得
税
の
近
代
性
）

　
こ
の
二
つ
の
事
柄
を
説
明
す
る
た
め
に
は
所
得
税
の
性
格
に
つ
い
て
の
ご
く
一
般
的
な
知
識
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

　
財
政
学
や
税
法
の
う
へ
で
は
所
得
税
は
い
ろ
い
ろ
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
が
結
局
所
得
に
課
せ
ら
れ
る
人
税
で
あ
る

こ
と
は
疑
う
べ
か
ら
ざ
る
根
本
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
然
す
ぎ
る
ほ
ど
あ
た
り
ま
え
の
事
理
で
は
あ
る
。
し
か
し
所
得
に
直
接
課

税
す
る
と
い
う
こ
と
は
け
っ
し
て
些
細
な
こ
と
が
ら
で
は
な
い
。
所
得
は
近
代
的
概
念
で
あ
り
、
所
得
税
は
近
代
に
の
み
特
有
な
現

象
だ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
所
得
の
近
代
性
を
ふ
か
く
反
省
す
る
こ
と
か
ら
、
所
得
税
独
特
の
性
格

を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
所
得
税
の
根
本
性
格
は
ど
こ
に
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
解
答
と
し
て
わ
た

く
し
は
つ
ぎ
の
三
つ
の
も
の
を
あ
げ
た
い
。
す
な
わ
ち
所
得
税
が
（
１
）
包
括
的
で
あ
り
、
（
２
）
量
的
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
（
３
）
主
観

的
、
個
人
主
義
的
性
格
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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ま
づ
所
得
税
の
包
括
的
性
格
か
ら
考
察
し
よ
う
。
近
代
的
観
点
か
ら
み
る
と
、
課
税
対
象
が
所
得
で
あ
る
こ
と
は
き
わ
め
て
重
大

な
る
事
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
企
業
活
動
や
官
僚
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
、
商
工
業
の
経
営
な
ど
、
近
代
の
一
切
の
経
済
活
動
は
こ
れ
を

お
こ
な
う
人
的
側
面
か
ら
み
れ
ば
す
べ
て
所
得
獲
得
の
活
動
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
経
済
活
動
全
体
の
様
相
は
所
得
と
い
う
一
定

の
貨
幣
量
に
う
つ
し
だ
さ
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
異
質
的
経
済
活
動
の
成
果
は
所
得
に
よ
り
等
質
化
さ
れ
量

化
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
所
得
こ
そ
は
全
経
済
を
包
括
的
に
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
所
得
自
体
を
課
税
対
象
と

し
、
税
源
と
し
、
租
税
測
定
の
基
礎
と
す
る
こ
と
は
、
全
経
済
活
動
の
成
果
に
包
括
的
に
課
税
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た

が
っ
て
所
得
は
す
べ
て
の
税
種
の
税
源
と
な
り
う
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
租
税
は
一
種
の
所
得
税
な
の
で
あ
る
」
。
し
か
し
そ
の
他
の
税
種

に
あ
っ
て
は
、
課
税
対
象
は
つ
ね
に
質
的
に
（
あ
る
い
は
具
体
的
に
）
規
定
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
消
費
税
や
事
業
税
の
場
合
に
は
消

費
物
と
か
事
業
の
種
類
な
ど
に
規
制
さ
れ
、
そ
の
範
囲
内
で
の
み
間
接
に
所
得
が
問
題
と
な
る
。
経
済
全
休
の
立
場
か
ら
す
る
と
、

こ
れ
ら
は
所
詮
部
分
的
課
税
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
か
く
て
包
括
性
こ
そ
は
所
得
税
を
特
徴
づ
け
る
第
一
の
重
要
な
る
点
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
つ
ぎ
に
所
得
税
の
量
的
性
格
に
つ
い
て
検
対
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
勿
論
所
得
税
の
包
括
性
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
所
得
に

課
税
す
る
こ
と
は
一
定
の
貨
幣
量
に
の
み
課
税
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
課
税
対
象
が
質
的
性
格
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
を
い
み

す
る
。
い
い
か
え
れ
ば
事
業
税
が
、
営
業
の
種
類
や
、
売
上
高
や
店
舗
の
大
き
さ
な
ど
に
注
目
し
、
人
頭
税
や
階
級
税
が
地
位
や
身

分
の
相
違
を
考
慮
す
る
の
に
反
し
、
所
得
税
は
直
接
に
所
得
と
い
う
一
定
の
貨
幣
量
に
の
み
注
目
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
収
入
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の
よ
っ
て
き
た
る
源
泉
や
、
そ
の
ほ
か
一
切
の
質
的
差
異
は
、
単
に
二
次
的
に
の
み
考
慮
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
所
得
税
が
貨
幣
量

の
み
に
注
目
す
る
と
い
う
事
態
を
納
税
者
の
側
か
ら
考
察
す
れ
ば
、
そ
れ
は
個
々
の
一
人
格
（
法
人
も
ふ
く
め
て
）
を
中
心
と
し
、

こ
れ
が
一
定
の
身
分
や
外
見
に
制
約
さ
れ
ず
、
無
差
別
に
、
国
家
に
直
結
し
て
い
る
こ
と
を
い
み
す
る
。
あ
る
い
は
徴
税
の
源
泉
た

る
一
人
格
の
給
付
能
力
が
、
直
接
に
所
得
と
い
う
貨
幣
の
一
定
量
で
表
現
さ
れ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
点
に
所
得
税

の
近
代
性
が
し
め
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
あ
く
ま
で
質
的
な
も
の
を
あ
ら
い
お
と
し
、
量
的
差
異
の
み
に
関
心

を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
所
得
税
の
生
成
は
本
質
的
に
は
ー
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
わ
ゆ
る
ー
近
代
世
界
の
合
理

化
過
程
を
税
側
面
で
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
第
三
番
目
に
は
所
得
税
の
主
観
的
性
格
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
所
得
に
課
税
す
る
と
い
う
こ
と
は
国
家
が
個
人
の
経
済
活
動
の

結
果
に
の
み
干
与
す
る
こ
と
を
い
み
す
る
。
国
家
は
経
済
活
動
を
個
人
に
ま
か
す
。
個
人
は
自
己
の
利
益
を
目
標
と
し
て
活
動
を
つ

づ
け
る
。
個
人
は
自
己
の
責
任
と
打
算
と
に
お
い
て
活
動
を
な
す
の
で
あ
る
。
か
く
て
所
得
に
課
税
す
る
こ
と
は
重
大
な
る
い
み
を

も
つ
に
い
た
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
国
家
は
個
人
に
経
済
活
動
の
主
導
権
を
み
と
め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
経
済
的
個
人
主
義
の

税
制
面
に
お
け
る
典
型
的
実
現
で
あ
る
。
か
く
し
て
所
得
は
全
経
済
活
動
の
成
果
の
包
括
的
表
現
た
る
の
み
な
ら
ず
、
個
々
人
の
経

済
活
動
の
成
果
の
包
括
的
表
現
と
も
な
る
。
し
た
が
っ
て
個
々
人
の
給
付
能
力
の
綜
合
的
表
現
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
か
く
て
所
得

税
は
そ
の
課
税
基
礎
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
租
税
の
う
ち
で
も
っ
と
も
主
観
的
な
も
の
」
と
い
い
う
る
（
A
.

T
a
u
t
s
c
h
e
r
。
　
　

D
a
s

P
r
i
n
z
i
p

d
e
r

E
i
n
k
o
m
m
e
n
s
t
e
u
e
r

u
n
d

E
r
t
r
a
g
s
s
t
e
u
e
r
｡

Z
e
i
t
s
c
h
r
i
f
t

f
i
r

d
a
s

g
e
s
a
m
m
t

S
t
a
a
t
s
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
｡

　
　
１
０
１
.

Ｂ
ａ
ｎ
ｄ

。
　
　
１
９
４
１

。
　
　
Ｓ
.
　
９
１
）
。
所
得
税
は
近
代
社
会
に
お
け
る
主
観
主
義
の
一
表
現
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
よ
、
て
包
括
的
で
あ
り
、
量
的
で
あ
り
、
か
つ
主
観
的
で
あ
る
こ
と
が
所
得
税
の
根
本
性
格
だ
之
い
う
こ
と
が
あ
き
ら
か
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と
な
っ
た
。
こ
れ
と
と
も
に
そ
れ
が
い
か
に
近
代
的
意
義
を
も
つ
か
も
か
な
り
明
白
に
な
っ
た
こ
と
と
信
ず
る
。
そ
し
て
か
か
る
根

本
性
格
を
理
解
す
る
と
き
の
み
、
は
じ
め
て
所
得
税
の
個
々
の
特
性
の
も
つ
意
義
を
統
一
的
に
把
握
し
う
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

所
得
税
の
特
徴
と
し
て
一
般
の
財
政
学
教
科
書
で
は
つ
ぎ
の
ご
と
き
諸
性
質
を
あ
げ
て
い
る
。
一
般
に
所
得
税
は
き
わ
め
て
公
平
に

直
接
税
源
か
ら
徴
収
さ
れ
、
ま
た
給
付
能
力
に
応
じ
て
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
課
税
の
普
遍
性
平
等
性
の
原
則
に

適
合
し
う
る
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
所
得
税
は
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
政
治
原
則
に
適
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
技
術
的
に
は
累
進
課
税
の
採
用
、
最
低
生
活
費
の
免
税
、
扶
養
控
除
、
勤
労
所
得
控
除
、
収
入
源
の
相
違
の
考
慮
な
ど
も
可
能
で

あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
個
人
の
経
済
能
力
の
相
違
｜
身
分
的
相
違
で
は
な
い
ー
に
充
分
な
る
注
意
を
は
ら
う
こ
と
が
で
き

る
。
所
得
税
の
も
つ
こ
の
よ
う
な
諸
特
性
は
、
十
九
世
紀
末
以
来
の
社
会
意
識
の
向
上
に
し
た
が
っ
て
、
所
得
税
を
し
て
社
会
政
策

的
要
求
を
も
み
た
し
う
る
よ
う
に
さ
せ
る
。
し
か
も
他
面
、
所
得
税
は
近
代
国
家
に
必
須
現
象
た
る
財
政
需
要
の
増
大
に
も
応
じ
う

る
可
能
性
を
も
つ
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
所
得
税
は
弾
力
性
を
可
動
性
と
を
も
つ
の
で
あ
る
。

　
財
政
学
教
科
書
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
以
上
の
ご
と
き
所
得
税
の
諸
特
性
は
所
得
税
の
特
徴
と
し
て
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
も
の

の
う
ち
の
若
干
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
勿
論
こ
れ
ら
の
諸
特
徴
は
所
得
税
が
包
括
的
、
量
的
、
主
観
的
で
あ
る
と
い
う
三
つ
の
根
本

性
質
か
ら
の
み
は
じ
め
て
完
全
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
説
明
か
ら
所
得
税
が
そ
の
根
本
性
格
に
お
い
て
、
近
代
的
合
理
的
で
あ
り
、
ま
た
近
代
租
税
国
家
で
は
最
重
要
な
役
割
を

は
た
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
、
明
白
に
な
っ
た
こ
と
と
お
も
う
。
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ニ
、
所
得
税
創
設
の
た
め
の
諸
条
件
（
近
代
社
会
と
所
得
税
）

　
し
か
し
す
で
に
の
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
推
察
さ
れ
る
ご
と
く
、
所
得
自
体
は
き
わ
め
て
近
代
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
所
得
税
の
根
本
性
格
が
実
現
し
、
現
実
に
所
得
税
制
度
が
生
成
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
か
な
り
特
殊
な
近
代
的
諸
条
件
が
必

要
で
あ
る
。

　
こ
こ
ろ
み
に
そ
の
若
干
を
し
め
そ
う
。
企
業
と
家
計
と
の
分
離
。
市
規
経
済
あ
る
い
は
貨
幣
経
済
の
成
立
。
資
産
と
収
益
と
の
区

別
。
工
場
・
官
庁
に
お
け
る
近
代
的
雇
傭
関
係
の
成
立
。
合
理
的
企
業
会
計
の
発
展
、
専
門
的
徴
税
機
関
の
確
立
。
自
由
経
済
原
則

の
貫
徹
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
所
得
の
根
本
性
格
が
実
現
し
、
か
つ
客
観
的
に
測
定
し
う
る
よ
う
に
な

る
。
し
た
が
っ
て
所
得
税
が
一
般
的
に
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
も
っ
と
具
体
的
に
考
察
す
る
と
、
近
代
の
経
済
活
動
は
ま

こ
と
に
千
変
万
化
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
成
果
た
る
各
個
人
の
所
得
額
の
測
定
把
握
は
、
以
上
の
ご
と
き
諸
条
件
が
み
た
さ
れ
て
も
な

お
官
庁
の
み
に
よ
っ
て
は
正
確
に
な
し
え
な
い
。
そ
こ
で
お
お
く
の
規
合
個
人
の
（
申
告
な
ど
に
よ
る
）
協
力
に
よ
っ
て
所
得
額
を

算
出
す
る
。
そ
こ
で
治
者
と
被
治
者
と
の
あ
い
だ
の
融
和
関
係
や
公
権
力
の
公
正
な
使
用
を
保
証
す
る
民
主
制
度
、
納
税
者
が
デ
タ

ラ
メ
の
申
告
を
し
な
い
よ
う
な
高
度
の
租
税
道
徳
な
ど
の
諸
条
件
も
必
要
と
な
る
。
（
W
.

L
o
t
z
｡F
i
n
a
n
z
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
｡
　
2
.
　
A
u
f
l
.
｡

T
u
b
i
n
g
e
n
｡S
.
4
7
2
）
°
要
す
る
に
所
得
税
が
存
立
し
重
要
な
意
義
を
も
ち
う
る
の
は
、
た
だ
か
か
る
諸
条
件
を
み
た
し
う
る
社
会
経

済
制
度
の
も
と
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。

　
三
、
所
得
税
創
設
問
題
の
重
要
性

　
こ
れ
を
社
会
的
経
済
的
側
面
か
ら
い
え
ば
、
近
代
官
僚
制
の
確
立
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
政
治
の
発
展
、
近
代
資
本
主
義
の
成
立
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
所
得
税
の
完
全
な
る
実
現
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
般
的
に
い
え
ば
所
得
税
制
度
生
成
の
把
握
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は
、
た
だ
そ
の
と
き
ど
き
の
社
会
的
関
連
性
に
お
い
て
の
み
意
味
ふ
か
く
な
し
う
る
。
い
な
、
お
そ
ら
く
は
西
欧
社
会
の
近
代
化
合

理
化
の
過
程
の
一
環
と
し
て
の
み
所
得
税
制
度
の
生
成
が
か
ん
が
え
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
わ
た
く
し
が
所
得
税
制
度
生
成

の
問
題
が
重
要
で
あ
る
と
す
る
所
以
も
、
も
っ
ぱ
ら
以
上
の
点
に
注
目
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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四
、
日
本
の
所
得
税
創
設
研
究
の
立
脚
点

　
つ
ぎ
に
日
本
の
所
得
税
制
度
創
設
の
問
題
を
処
理
す
べ
き
観
点
に
つ
い
て
一
言
す
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
前
述
せ
る

所
得
税
の
一
般
近
代
性
の
理
論
は
あ
く
ま
で
近
代
西
欧
的
意
味
に
お
い
て
妥
当
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
は
西
欧
諸
国
と
は

別
個
の
歴
史
的
伝
統
を
も
つ
後
進
国
で
あ
る
。
し
か
も
明
治
維
新
（
一
八
六
八
年
）
ま
で
の
日
本
は
、
政
治
的
に
は
中
央
集
権
的
封

建
制
度
を
持
し
て
い
た
。
ま
た
経
済
的
に
み
れ
ば
商
業
資
本
の
発
達
が
若
干
み
と
め
ら
れ
た
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
。
一
八
六
八
年

以
前
の
日
本
は
い
か
な
る
市
民
革
命
、
い
か
な
る
産
業
革
命
を
も
経
験
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
当
時
ま
で
は
近
代
国
家
の
成

立
さ
え
も
経
験
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
十
九
世
紀
は
じ
め
こ
ろ
ま
で
の
日
本
の
社
会
的
経
済
的
発
展
状
況
は
お
よ
そ
西
欧

先
進
諸
国
の
中
世
末
期
の
段
階
で
あ
っ
た
」
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
一
八
六
八
年
の
明
治
維
新
は
本
質
的
に
は
封
建
制
度
・
を
崩
壊
し



近
代
国
家
を
建
設
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
政
治
革
命
で
あ
っ
た
。
こ
の
革
命
は
西
欧
先
進
国
の
制
度
を
熱
心
に
輸
入
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
一
応
成
功
し
た
と
い
い
え
よ
う
。
革
命
以
後
、
日
本
で
は
す
く
な
く
と
も
制
度
上
は
漸
次
近
代
国
家
の
様
相
を
し
め
す
よ
う

に
な
り
、
こ
れ
と
と
も
に
追
々
と
で
は
あ
る
が
政
治
は
官
僚
制
的
に
、
経
済
は
資
本
主
義
的
に
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
の

所
得
税
創
設
の
年
で
あ
る
一
八
八
七
年
は
維
新
後
わ
づ
か
二
〇
年
を
へ
た
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
一
般
的
に
い
え
ば
、
わ
が
国
は
所

得
税
を
生
成
さ
す
べ
き
環
境
で
な
か
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
し
か
る
に
お
ど
ろ
ぐ
べ
き
こ
と
に
は
ニ
ハ
八
七
年
の
日
本
の
所
得
税

は
そ
の
後
た
い
し
た
障
害
に
も
で
あ
わ
ず
漸
次
改
善
さ
れ
つ
つ
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
前
述
せ
る
所
得
税
の
近
代
性
の
一

般
論
と
あ
き
ら
か
に
矛
盾
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
で
は
、
い
っ
た
い
一
般
論
の
方
に
修
正
す
べ
き
点
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
日
本
の
所
得
税
は
、
所
得
税
の
日
本
的
形
態
と
し
て
一
般
論
で
は
論
じ
え
ぬ
特
殊
性
を
も
つ
も
の
で
ろ
う
か
。
要
す
る

に
こ
こ
で
の
問
題
は
、
前
述
せ
る
一
般
論
の
光
を
と
お
し
て
わ
が
国
所
得
税
制
度
創
設
の
具
体
的
様
相
を
み
、
そ
の
個
性
を
把
握
す

る
こ
と
、
そ
し
て
、
さ
ら
に
こ
れ
を
も
っ
て
逆
に
所
得
税
制
度
の
も
つ
近
代
性
の
内
容
や
限
界
を
一
層
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
で

あ
る
。
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第
二
章
　
創
設
当
時
の
所
得
税
制
度
の
内
容
と
特
色

　
日
本
最
初
の
所
得
税
は
一
八
八
七
年
（
明
治
二
十
年
）
三
月
二
十
三
日
勅
令
第
五
号
所
得
税
法
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
、
同
年
七
月

一
日
施
行
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
ま
づ
こ
の
制
度
の
内
容
を
説
明
し
よ
う
。

　
一
、
制
度
の
概
要



　
所
得
税
創
設
の
目
標
は
増
大
せ
る
経
費
を
充
足
す
る
こ
と
、
お
よ
び
負
担
の
公
平
を
は
か
る
こ
と
の
二
点
で
あ
２
る
£
。
こ
の
制
度
は

個
人
の
み
が
納
税
主
体
で
あ
り
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
綜
合
課
税
方
式
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
個
人
の
所
得

を
綜
合
し
て
（
同
居
家
族
に
所
得
が
あ
る
と
き
に
は
こ
れ
を
戸
主
の
所
得
に
合
算
す
る
）
、
三
百
円
以
上
に
な
る
と
き
に
の
み
課
税

す
る
の
で
あ
る
。
三
百
円
以
上
の
所
得
者
は
五
段
階
に
わ
け
ら
れ
、
そ
の
お
の
お
の
に
一
パ
ー
セ
ソ
ト
よ
り
三
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
の

全
額
累
進
（
単
純
累
進
）
税
率
が
か
け
ら
れ
る
。
く
わ
し
く
い
え
ば
、
所
得
金
三
百
円
以
上
に
た
い
し
て
一
パ
ー
セ
ソ
ト
、
千
円
以

上
に
は
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
万
円
以
上
に
は
ニ
パ
ー
セ
ソ
ト
、
二
万
円
以
上
に
は
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
三
万
円
以
上
に
は
三

八
ー
セ
ソ
ト
の
全
額
累
進
税
率
が
課
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
個
人
の
み
が
納
税
主
体
で
あ
る
か
ら
当
然
法
人
に
は
課
税
さ
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
個
人
が
法
人
か
ら
う
け
と
る
配
当
所
得
は
そ
の
全
額
が
個
人
所
得
に
合
算
さ
れ
る
。
綜
合
所
得
が
三
百
円
以
上
に
な
る

個
人
は
毎
年
自
己
の
所
得
金
額
を
算
出
し
て
郡
区
長
に
申
告
を
必
要
と
す
る
。
算
出
方
法
は
大
体
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
個
人
の
う

け
と
る
俸
給
、
年
金
、
恩
給
、
公
社
債
利
子
、
株
式
配
当
金
な
ど
は
全
額
が
そ
の
個
人
の
所
得
と
計
算
さ
れ
る
。
営
業
所
得
の
場
合

に
は
総
収
入
か
ら
必
要
経
費
（
国
税
、
地
方
税
、
町
村
費
、
購
買
原
価
、
修
繕
料
、
営
業
の
た
め
の
負
債
の
利
子
な
ど
）
を
さ
し
ひ

い
た
も
の
を
所
得
と
す
る
。
営
業
所
得
の
場
合
に
は
前
三
ヶ
年
間
の
所
得
の
平
均
高
を
当
年
度
の
予
想
所
得
と
し
て
申
告
す
る
。
そ

の
他
の
所
得
の
申
告
方
法
に
つ
い
て
は
、
今
日
こ
れ
を
規
定
し
た
法
律
の
条
文
を
み
つ
け
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。
し
た
が
っ
て
よ

く
わ
か
ら
な
い
が
、
大
体
前
年
度
の
所
得
を
も
っ
て
申
告
す
べ
き
所
得
額
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。
所
得
税
の
納
税
者
の
あ
い
だ
か
ら

選
出
さ
れ
た
所
得
税
調
査
委
員
は
提
出
さ
れ
た
申
告
額
に
つ
い
て
調
査
し
決
議
す
る
。
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
郡
区
長
は
税
額
を
決
定

し
、
納
税
者
に
通
知
す
る
。
納
期
は
九
月
、
三
月
の
二
回
で
あ
る
。
創
設
当
時
の
わ
が
国
所
得
税
制
度
の
概
要
は
お
よ
そ
以
上
の
ご

と
く
で
あ
っ
た
。
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「
爰
に
所
得
税
法
按
を
起
草
し
、
謹
で
閣
議
を
仰
ぐ
。
抑
も
此
法
案
を
起
草
し
、
来
二
十
年
度
四
月
一
日
よ
り
実
行
を
企
図
す
る
所
以
の

　
　
　
も
の
は
、
近
来
東
洋
語
国
々
際
に
閣
す
る
現
況
上
海
防
の
一
事
は
最
も
軽
忽
に
附
し
難
く
、
随
て
其
経
費
を
要
す
る
の
巨
多
な
る
と
、
大
に

　
　
　
北
海
道
物
産
税
を
軽
減
す
べ
き
こ
と
と
、
共
に
内
閣
の
内
議
を
経
て
之
を
二
十
年
度
よ
り
施
行
せ
ん
と
す
る
に
決
せ
ら
れ
る
。
加
う
る
に
近

　
　
　
来
政
費
の
多
端
な
る
に
応
じ
、
歳
入
の
増
加
を
謀
ら
ざ
る
べ
が
ら
ず
と
雖
も
、
凡
そ
現
行
の
税
法
は
維
新
創
業
の
際
制
定
せ
し
も
の
に
あ
ら

　
　
　
ざ
れ
ば
、
即
ち
封
建
の
余
風
未
だ
全
く
消
除
せ
ざ
る
の
時
に
当
り
民
情
の
適
度
を
測
り
制
定
し
た
る
も
の
に
し
て
、
已
に
今
日
の
国
情
に
た

　
　
　
い
し
て
は
大
に
其
適
度
を
失
え
る
も
の
あ
り
、
且
税
率
も
軽
重
の
平
を
誤
り
、
随
て
富
者
の
負
担
甚
だ
軽
く
貧
者
に
し
て
或
は
富
者
は
幾
数

　
　
　
倍
の
重
税
を
負
う
の
事
実
あ
り
。
故
に
現
行
税
法
に
は
単
に
其
率
を
増
し
以
て
歳
入
の
増
加
を
求
む
る
の
道
な
き
の
み
な
ら
ず
、
漸
次
改
良

　
　
　
せ
ざ
る
べ
が
ら
ざ
る
の
時
期
に
臨
め
り
、
仍
て
今
更
に
所
得
税
法
を
創
定
し
、
一
は
以
て
国
庫
の
歳
入
を
増
し
て
前
記
の
経
費
を
補
充
し
、

　
　
　
一
は
以
て
税
法
改
良
の
目
的
を
漸
行
せ
ん
と
欲
す
る
な
り
。
別
冊
説
明
書
並
に
所
得
税
法
施
行
条
令
大
蔵
省
令
等
諸
草
案
を
附
し
進
呈
す

　
　
　
　
〔
明
治
二
十
年
一
月
〕
。

　
二
　
日
本
の
制
度
の
特
色
お
よ
び
こ
れ
と
外
国
の
制
度
と
の
比
較
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
註
７
〕

　
勿
論
こ
の
制
度
は
現
代
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
幼
稚
で
あ
ろ
う
。
い
づ
こ
に
長
所
が
あ
る
や
を
う
た
が
わ
し
む
る
ほ
ど
で
あ
る
。
し

か
し
当
時
は
英
・
伊
な
ど
わ
づ
が
な
国
々
が
一
般
経
常
国
税
と
し
て
の
所
得
税
を
も
っ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
日
本

の
所
得
税
の
創
設
は
単
に
創
設
の
事
実
の
み
で
も
、
す
で
に
無
条
件
に
進
歩
的
な
こ
こ
ろ
み
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
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し
か
も
こ
の
日
本
の
制
度
の
内
容
と
当
時
の
英
・
伊
の
そ
れ
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
つ
ぎ
の
ご
と
き
興
味
あ
る
事
実
が
み
い
だ

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
づ
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
所
得
税
の
特
徴
的
な
点
を
あ
げ
よ
う
。
そ
れ
は
分
類
所
得
税
方
式
を
と
り
、
源
泉
徴
収
に
よ
る
も
の
が
お

お
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
原
則
的
に
は
比
例
税
率
を
課
す
る
こ
と
も
み
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
。
イ
タ
リ
ー
の
所
得
税
は
結

局
動
産
所
得
税
で
あ
り
、
収
益
税
の
性
格
が
非
常
に
つ
よ
か
っ
た
。
し
か
る
に
既
述
の
ご
と
く
、
わ
が
国
の
そ
れ
は
綜
合
課
税
方
式

を
と
り
、
累
進
税
率
を
適
用
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
日
本
の
も
の
は
制
度
自
体
と
し
て
は
英
・
伊
な
ど
よ
り
も
よ
り
近
代
化
さ
れ

て
い
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

一一34一一

し
か
し
な
が
ら
理
論
的
に
い
え
ば
綜
合
課
税
方
式
の
方
が
よ
り
包
括
的
に
、
か
つ
よ
り
正
確
に
一
人
格
の
所
得
を
量
と
し
て
把
握
し
う



る
ｏ
し
た
か
っ
て
給
付
能
力
を
よ
り
正
確
に
表
現
し
う
る
点
で
分
類
課
税
方
式
よ
り
も
よ
り
合
理
的
で
あ
り
、
近
代
的
で
あ
る
と
い
っ
で
よ

か
ろ
う
。
井
藤
半
弥
「
財
政
学
（
全
訂
版
）
」
、
東
京
、
一
九
五
三
年
、
八
六
ペ
ー
ジ
、
八
七
ペ
ー
ジ
参
照
。

　
比
例
税
率
と
（
単
純
）
累
進
税
率
の
う
ち
、
原
則
的
に
は
後
者
か
給
付
能
力
に
よ
り
よ
く
適
合
し
う
る
こ
と
は
説
明
の
要
か
な
か
ろ
う
。

セ
リ
グ
マ
ン
に
よ
る
と
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9
0
）
イ
タ
リ
ー
で
は
」
八
九
四
年
ま
で
は
累
進
税
率
も
差
別
税
率
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
た
か
っ
て
原
則
的
に
も
ま
た
実
際
的
に
も
日

本
の
税
率
の
方
か
イ
タ
リ
ー
の
そ
れ
よ
り
も
給
付
能
力
に
よ
り
よ
く
適
合
し
て
お
り
、
よ
り
近
代
的
で
あ
っ
た
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
イ

ギ
リ
ス
と
日
本
の
税
率
に
関
し
て
は
、
原
則
的
に
は
日
本
の
方
か
よ
り
よ
く
給
付
能
力
に
適
合
し
、
し
た
か
っ
て
よ
り
近
代
的
で
あ
っ
た
と

い
え
る
。
が
し
か
し
実
際
効
果
の
面
か
ら
は
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
は
い
え
な
い
。
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
税
率
は
た
し
か
に
比
例
税
率
で
あ
っ

た
（
三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
）
。
し
か
し
一
五
〇
ポ
ン
ド
以
下
の
所
得
は
免
税
で
あ
り
、
さ
ら
に
一
五
〇
ポ
ン
ド
か
ら
四
〇
〇
ポ
ン
ド
ま
で
に
は

一
二
〇
ポ
ン
ド
の
基
礎
控
除
が
み
と
め
ら
れ
て
い
た
の
で
、
効
果
か
ら
み
る
と
累
進
税
率
と
お
な
じ
で
あ
る
（
正
確
に
は
d
e
g
r
e
s
s
i
v
e

t
a
x

と
い
い
う
る
）
。
日
本
の
税
率
は
「
累
進
」
で
あ
る
こ
と
か
法
文
で
明
言
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
累
進
税
率
と
い
っ
て
も
、
累
進
段
階
は

わ
ず
か
五
段
階
で
あ
り
、
か
つ
最
高
税
率
が
三
八
ー
セ
ン
ト
の
単
純
累
進
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
実
際
的
効
果
か
ら
考
察
す
る
と
、
イ

ギ
リ
ス
の
比
例
税
率
と
日
本
の
累
進
税
率
と
の
う
ち
、
い
づ
れ
か
よ
り
よ
く
給
付
能
力
に
適
合
し
て
い
る
か
は
容
易
に
決
定
し
え
な
い
で
あ

ろ
う
。

　
当
時
の
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
所
得
税
率
を
表
示
す
る
と
つ
ぎ
の
ご
と
く
に
な
る
（
一
円
を
三
シ
リ
ン
グ
と
す
る
）
。
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日
本
の
最
初
の
所
得
税
と
当
時
の
外
国
の
所
得
税
と
の
比
較
の
た
め
に
、
米
国
、
プ
ロ
シ
ア
の
所
得
税
に
つ
い
て
の
べ
て
み
よ
う
。

　
　
　
ア
メ
リ
カ
で
は
南
北
戦
争
の
戦
費
充
足
の
た
め
に
、
一
八
六
二
年
か
ら
一
八
七
二
年
ま
で
、
申
告
に
よ
る
綜
合
所
得
税
が
課
せ
ら
れ
た
。

　
　
し
か
し
こ
れ
は
制
度
と
し
て
は
か
な
り
簡
単
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
プ
ロ
シ
ア
の
「
階
級
お
よ
び
階
層
別
所
得
税
」
は
一
八
五
一
年
に
創
設
さ
れ
七
三
年
に
大
改
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
八
七
三
年
の
も

　
　
の
を
説
明
し
よ
う
。
こ
れ
は
個
人
の
所
得
を
綜
合
し
て
三
千
マ
ル
ク
以
上
に
な
る
も
の
に
階
層
別
所
得
税
を
課
し
、
三
千
マ
ル
ク
ま
で
の
も

　
　
の
に
は
階
級
税
を
課
す
。
階
級
税
の
免
税
点
は
四
二
〇
マ
ル
ク
で
あ
る
。
こ
れ
を
こ
え
る
所
得
層
は
十
二
階
段
に
わ
か
れ
、
各
段
階
の
も
の

　
　
は
均
一
額
を
納
税
す
る
。
し
た
か
っ
て
税
率
は
同
二
階
段
内
で
は
低
額
所
得
の
方
か
重
課
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
各
階
段
内
の
最
低
所
得
額

　
　
に
た
い
す
る
税
率
は
５
一
７
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
２
２
３
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
る
。
し
た
か
っ
て
一
応
累
進
的
税
率
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
階

　
　
層
別
所
得
税
は
四
十
段
階
に
わ
か
た
れ
、
各
階
段
に
は
そ
れ
ぞ
れ
同
一
税
額
を
課
し
、
か
つ
段
階
内
の
最
低
所
得
額
に
た
い
し
て
三
パ
ー
セ

　
　
ン
ト
と
な
る
よ
う
に
税
額
が
き
め
ら
れ
て
い
る
。
最
高
所
得
額
を
七
十
八
万
マ
ル
ク
と
し
、
こ
れ
を
こ
え
る
分
に
は
所
得
六
万
マ
ル
ク
に
つ

　
　
き
千
八
百
マ
ル
ク
を
課
税
す
る
。
　
参
照
。
E
.
R
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.
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4
｡

p
.
2
4
3

　
　
　
ア
メ
リ
カ
、
プ
ロ
シ
ア
の
所
得
税
と
日
本
の
そ
れ
を
比
較
し
よ
う
、
ま
ず
第
一
に
綜
合
課
税
方
式
で
あ
る
と
い
う
基
本
は
お
な
じ
で
あ

　
　
る
。
ま
た
税
率
の
合
理
性
と
い
う
点
は
大
体
似
た
り
よ
っ
た
り
で
あ
る
。

　
　
　
最
後
に
こ
こ
で
米
国
に
お
け
る
所
得
税
研
究
の
大
家
セ
リ
グ
マ
ン
の
誤
謬
を
た
だ
し
て
お
き
た
い
。
セ
リ
グ
マ
ン
は
、
日
本
の
所
得
税
に

　
　
つ
い
て
つ
ぎ
の
ご
と
く
い
っ
た
。
「
所
得
税
は
一
八
八
七
年
に
創
設
さ
れ
た
。
し
か
し
累
進
税
率
が
採
用
さ
れ
た
の
は
い
く
ら
か
の
ち
の
こ

　
　
と
で
あ
る
」
　
（
セ
リ
グ
マ
ン
、
累
進
課
税
、
一
二
二
ペ
ー
ジ
）
し
が
し
こ
の
説
明
は
あ
き
ら
か
に
誤
ま
り
で
あ
ろ
う
。

三
、
所
得
税
収
入

つ
ぎ
に
こ
の
租
税
か
ら
の
収
入
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
一
八
八
七
年
度
の
税
収
は
五
十
二
万
七
千
円
と
な
っ
て
い
る
。
こ
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れ
は
半
年
分
で
あ
る
か
ら
一
年
分
に
換
算
す
る
と

百
五
万
余
円
で
あ
る
。
百
五
万
余
円
の
所
得
税
収

入
は
当
時
の
総
国
庫
収
入
の
約
一
・
ニ
パ
ー
セ
ソ

ト
、
総
税
収
の
約
一
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
を
し
め
た

に
す
ぎ
な
い
。
明
治
維
新
以
来
も
っ
と
も
お
お
き

な
税
収
を
え
て
い
た
地
租
か
ら
の
収
入
は
一
八
八

七
年
に
は
四
千
二
百
十
五
万
円
で
当
時
の
総
国
庫

収
入
の
四
八
八
ー
セ
ソ
ト
、
総
税
収
入
の
約
六
四

パ
ー
セ
ン
ト
を
し
め
て
い
た
。
こ
れ
と
比
較
す
る

と
所
得
税
の
現
実
的
重
要
さ
が
わ
か
る
で
あ
ろ

う
。
ま
た
所
得
税
納
税
人
員
の
総
人
口
に
対
す
る

比
率
を
み
る
と
約
〇
・
二
八
八
ー
セ
ソ
ト
で
あ
り
、

第
二
次
大
戦
後
の
今
日
そ
の
比
率
が
十
一
パ
ー
セ
ソ
ト
前
後
を
し
め
し
て
い
る
の
と
く
ら
べ
る
と
、
ま
さ
に
隔
世
の
感
が
あ
る
。

四
　
日
本
の
所
得
税
創
設
の
意
義
と
特
異
性

Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ

一
八
八
七
年
創
設
の
日
本
の
所
得
税
は
国
庫
収
入
と
し
て
の
重
要
性
は
き
わ
め
て
ち
い
さ
い
。
し
た
が
、
て
そ
の
創
設
の
意
義
は
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Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ

一
に
こ
れ
か
近
代
税
制
移
行
へ
の
可
能
性
を
も
つ
点
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
前
の
註
で
あ
き
ら
か
に
し
た
ご
と
く
、
創
設
以
来
一
八
九
八
年
ま
で
は
な
ん
ら
制
度
上
変
更
が

な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
間
税
収
や
納
税
人
員
が
徐
々
に
増
大
し
て
い
っ
た
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
た
と
い
税
収
が
外
国

と
く
ら
べ
て
非
常
に
す
く
な
い
と
い
っ
て
も
、
と
も
が
く
日
本
の
所

得
税
が
創
設
以
来
成
功
裡
に
発
展
し
て
い
っ
た
こ
と
を
い
み
す
る
で

あ
ろ
う
。

　
日
本
の
五
ヶ
年
平
均
の
生
産
国
民
所
得
と
所
得
税
収
入
と
の
比
率

を
図
示
す
る
と
上
の
よ
う
で
あ
る
（
Ａ
表
）
。

　
ま
た
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
所
得
税
収
入
と
総
税
収
入
と
は
上
の
ご

と
く
で
あ
る
（
Ｂ
表
）
。

　
日
本
で
は
一
八
八
七
年
の
所
得
税
創
設
に
あ
た
り
、
約
百
二
十
万

円
の
税
収
を
み
こ
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
所
得
税
施
行

初
年
度
の
税
収
は
半
年
分
で
約
五
二
万
円
、
一
年
分
と
す
れ
ば
約
一

〇
五
万
円
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
大
体
予
想
税
収
の
八
七
八
ー
セ

ン
ト
の
実
収
入
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
最
初
の
年
度
か
ら
こ
の
程

度
の
税
収
を
あ
抒
え
た
こ
と
は
二
応
成
功
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
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こ
れ
を
外
国
の
例
と
比
較
し
よ
う
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
七
九
九
年
所
得
税
の
創
設
に
あ
た
り
、
ピ
ッ
ト
は
は
じ
め
一
千
万
ポ
ン
ド
の
税
収

　
　
　
を
期
待
し
て
い
た
。
し
か
し
彼
は
諸
種
の
状
況
を
考
慮
し
た
結
果
、
こ
の
予
想
を
七
百
五
十
万
ポ
ン
ド
と
訂
正
し
た
。
し
か
し
所
得
税
施
行

　
　
　
初
年
度
の
実
績
は
約
五
百
八
十
万
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
。
最
初
の
予
想
の
約
五
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
修
正
予
想
の
約
七
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
実
現

　
　
　
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
イ
ギ
リ
ス
が
世
界
最
初
の
所
得
税
実
施
国
で
あ
る
と
い
う
条
件
を
考
慮
し
て
も
、
こ
の
比
較
か
ら
や
は
り
日
本
の
所
得
税
は
一
応
成
功
し

　
　
　
た
と
か
ん
が
え
て
も
よ
か
ろ
う
。

　
　
　
　
A
.

F
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p
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9
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参
照
。

　
わ
が
国
の
ご
と
き
東
洋
の
一
後
進
国
が
、
す
で
に
一
八
八
七
年
の
む
か
し
に
所
得
税
を
創
設
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
す
で
に

注
目
す
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
が
原
理
的
に
か
な
り
近
代
的
な
印
象
を
う
け
る
こ
と
は
、
ま
す
ま
す
お
ど
ろ
く
べ
き

こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
近
代
制
度
の
も
と
で
と
も
か
く
も
い
ち
ぢ
る
し
い
破
綻
や
矛
盾
な
し
に
順
調
な
る
成
果
を
あ
げ
て
い

っ
た
事
実
に
は
驚
異
の
め
を
み
は
る
ほ
か
は
な
い
。
け
だ
し
、
所
得
税
の
近
代
性
を
考
え
る
と
き
、
当
時
の
わ
が
国
で
は
所
得
税
制

度
を
生
成
さ
す
べ
き
社
会
的
諸
条
件
は
か
な
り
未
成
熟
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
い
所
得
税
制
度
が
創
設
さ
れ

た
と
し
て
も
、
実
質
的
に
は
無
内
容
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
充
分
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
わ
が
国
所
得
税
の
創
設
期
に
ま
つ
は
る
か
か
る
特
殊
性
は
い
か
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
検
討
を
な
す
こ
と
が
次
章
の
主
要
な
る
目
的
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
章
所
得
税
創
設
と
そ
の
社
会
的
条
件
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一
、
当
時
の
日
本
の
財
政
状
態

　
か
っ
て
財
政
社
会
学
者
の
Ｆ
・
Ｋ
・
マ
ソ
は
つ
ぎ
の
ご
と
き
意
見
を
の
べ
た
。
す
な
わ
ち
ひ
と
つ
の
財
政
政
策
的
決
定
を
な
す
場

合
、
こ
れ
に
た
い
し
も
っ
と
も
つ
よ
い
影
響
力
を
も
つ
も
の
は
、
そ
の
時
々
の
経
済
状
況
の
反
映
と
し
て
の
財
政
状
態
で
あ
る
、
と
。

マ
ソ
は
こ
の
事
態
を
D
i
e

G
e
w
a
l
t

d
e
r

F
i
n
a
n
z
p
o
l
i
t
i
s
c
h
e
n

L
a
g
e
と
よ
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
支
配
者
達
が
被
支
配
者
達

を
搾
取
し
よ
う
と
す
る
努
力
や
、
立
法
者
の
善
意
な
ど
は
、
た
だ
か
ぎ
ら
れ
た
範
囲
で
の
み
財
政
政
策
的
決
定
に
作
用
す
る
に
す
ぎ

た
い
、
と
(
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こ
の
意
見
は
一
般
論
と
し
て
は
ほ
ぼ
正
当
と
い
え
よ
う
。
す
で
に
の
べ
た
松
方
の
「
所
得
税
法
之
議
」
　
（
一
八
八
七
年
）
も
、
日

本
の
所
得
税
創
設
の
原
因
を
、
経
費
の
膨
脹
と
税
制
改
革
と
い
う
財
政
面
に
帰
し
て
お
り
、
あ
た
か
も
マ
ソ
の
意
見
の
普
遍
性
と
真

実
性
と
を
保
証
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
も
マ
ソ
に
な
ら
っ
て
ま
ず
当
時
の
財
政
状
態
の
う
ち
に
、
所
得
税
の
創

設
を
う
な
が
す
要
因
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
、
ま
た
存
在
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
要
因
は
所
得
税
創
設
に
た
い
し
て
ど
の
程
度
の
影

響
力
を
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
検
対
し
て
み
よ
う
。

　
（
イ

）
　
経
費

　
最
初
に
経
費
面
を
考
察
し
よ
う
。
こ
こ
で
は
一
八
ハ
○
年
こ
ろ
に
経
費
の
増
大
の
事
実
が
み
と
め
ら
れ
た
か
ど
う
か
が
重
要
な
関

係
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。

　
一
八
七
七
年
よ
り
一
八
八
七
年
に
い
た
る
十
年
限
の
わ
が
国
経
費
面
の
特
色
の
一
つ
は
、
年
々
の
総
量
に
た
い
し
た
増
減
の
な
い
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こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
明
治
維
新
後
最
初
の
十
年
間
や
、
日
清
戦
争
（
一
八
九
四
―
九
五
年
）
後
が
経
費
の
急
激
な
膨
脹
期
で
あ

っ
た
の
に
反
し
、
両
時
期
の
間
に
は
さ
ま
る
一
八
七
七
年
か
ら
一
八
九
四
年
ま
で
の
十
数
年
間
は
、
経
費
総
量
が
む
し
ろ
同
一
水
準

を
維
持
し
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
経
費
の
総
量
の
面
か
ら
は
所
得
税
創
設
を
う
な
が
す
要
因
を
み
と

め
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
一
八
八
二
年
以
後
数
年
が
明
治
初
年
以
来
の
紙
幣
濫
発
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を

整
理
し
よ
う
と
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
紙
幣
整
理
」
に
と
も
な
う
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
す
と
、
こ
の

時
期
は
実
質
的
に
は
多
少
経
費
が
増
大
し
た
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
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し
か
し
な
が
ら
当
時
の
経
費
の
様
相
を
も
つ
と
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
所
得
税
創
設
を
促
進
す
べ
き
要
因
の
若
干
を
み
い
だ

せ
な
い
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
勿
論
強
力
な
要
因
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
わ
れ
わ
れ
は
「
戦
争
と
所
得
税
」

と
の
関
連
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
ハ
ハ
○
年
こ
ろ
か
ら
後
は
朝
鮮
を
自
己
の
勢
力
下
に
ひ
き
い
れ
よ
う
と
し
て
、
日

本
と
中
国
と
の
あ
い
だ
の
国
際
関
係
が
緊
張
し
て
い
た
の
で
、
こ
れ
が
戦
争
に
ま
で
発
展
し
て
ゆ
く
気
配
が
濃
厚
で
あ
っ
た
。
政
府

は
な
に
を
措
い
て
も
国
防
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
こ
の
た
め
に
は
と
く
に
海
軍
軍
備
、
建
艦
費
の
増
額
を
必
要

と
し
た
の
で
あ
る
。
一
八
八
二
年
紙
幣
を
整
理
し
、
経
済
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
し
た
政
府
は
、
ま
づ
緊
縮
財
政
を
モ
ッ
ト
ー
と
し

た
。
と
く
に
行
政
費
の
圧
縮
を
こ
こ
ろ
ざ
し
た
の
で
あ
る
（
行
政
官
庁
の
経
費
を
一
八
八
二
年
以
来
三
年
間
据
置
く
こ
と
を
政
府
は

さ
だ
め
た
）
。
そ
れ
ゆ
え
当
初
は
行
政
費
の
犠
牲
に
よ
っ
て
軍
備
費
を
増
額
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
一
ハ
八
六
年

こ
ろ
に
は
緊
縮
財
政
の
枠
を
や
ぶ
る
危
険
が
お
る
ほ
ど
の
お
お
き
さ
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
政
府
は
こ
の
対
策
と
し
て
二
つ
の
も
の
を

立
案
し
た
。
そ
の
第
一
は
海
軍
公
債
の
募
集
、
第
二
は
新
税
（
所
得
税
）
の
創
設
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
増
大
の
趨
勢
に
あ
る
経

費
充
足
の
手
段
と
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
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つ
ぎ
に
当
時
の
国
庫
収
入
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
日
本
の
財
政
状
況
は
一
八
七
七
年
か
ら
八
七
年
ま
で
の
十
年
間
に
、
維
新
直
後

の
借
り
入
れ
、
紙
幣
発
行
な
ど
に
よ
る
不
健
全
な
財
政
需
要
充
足
の
段
階
を
よ
う
や
く
脱
し
、
租
税
収
入
が
国
庫
収
入
全
休
の
八
十

八
ー
セ
ソ
ト
か
ら
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
し
め
る
段
階
に
い
た
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
租
税
国
家
」
の
生
成
段
階
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

租
税
収
入
の
う
ち
で
は
、
地
租
と
酒
造
税
と
が
重
要
な
部
分
を
し
め
て
い
た
。
い
ま
主
要
税
種
か
ら
の
税
収
入
を
み
る
と
次
表
の
ご

と
く
で
あ
る
〔
次
ペ
ー
ジ
Ｂ
表
参
照
〕
。

　
こ
の
表
か
ら
あ
き
ら
か
な
る
ご
と
く
、
国
庫
収
入
の
主
要
財
源
た
る
租
税
収
入
の
う
ち
地
租
が
最
重
要
な
役
割
を
も
つ
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
主
と
し
て
農
業
に
た
い
す
る
直
接
課
税
で
あ
る
。
当
時
か
な
り
さ
か
ん
に
な
っ
た
商
工
業
が
直
接
課
税
の
対

象
と
な
ら
な
か
、
た
の
と
比
較
す
る
と
、
こ
れ
は
非
常
な
不
公
平
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
商
工
業
階
級
壮
一
八
七
五
年
以
来
、
地
方
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税
と
し
て
営
業
税
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
こ
の
不
公
平
な
大
分
緩
和
さ
れ
て
は
い
た
（
ち
な
み
に
一
八
八
六
年
の
営
業
税
収
入

は
二
九
三
万
円
で
あ
る
）
。
の
み
な
ら
ず
当
時
の
地
租
の
滞
納
状
況
が
も
の
が
た
っ
て
い
る
ご
と
く
、
一
八
八
三
年
前
後
の
デ
フ
レ
ー

シ
ョ
ン
時
代
に
は
、
地
租
は
農
民
に
過
重
の
負
担
を
与
え
て
い
た
。
ま
た
地
租
の
つ
ぎ
に
重
要
性
を
も
っ
た
税
種
と
し
て
は
酒
造
税
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を
中
心
と
す
る
間
接
消
費
税
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
概
し
て
生
活
必
需
品
に
課
せ
ら
れ
た
か
ら
、
大
衆
課
税
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
。

く
わ
う
る
に
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
徴
税
お
よ
び
増
収
の
困
難
を
倍
加
し
て
い
た
。
よ
っ
て
政
府
は
や
む
な
く
収
入
確
保
の
た
め
、
売

薬
印
紙
税
、
米
商
会
所
お
よ
び
株
式
取
引
所
仲
買
人
税
（
一
八
八
二
年
）
や
、
醤
油
税
、
菓
子
税
（
一
八
八
五
年
）
な
ど
を
お
こ

し
、
ま
す
ま
す
間
接
税
に
た
よ
ら
ざ
る
を
え
な
い
状
況
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
い
ま
や
「
総
じ
て
現
行
税
法
に
は
そ
の
率
を
増

し
、
以
て
収
入
の
増
加
を
求
む
る
の
道
な
き
の
み
な
ら
ず
、
漸
次
改
良
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
の
時
期
」
（
根
方
、
「
所
得
税
法
之
議
」
、

一
八
八
七
年
）
に
い
た
っ
た
と
か
ん
が
え
て
も
よ
か
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
上
記
の
財
政
的
事
実
が
是
非
と
も
所
得
税
を
創
設
し
て
局
面
を
打
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
の
さ
し
せ
ま
っ
た

収
税
状
況
を
い
み
し
た
か
ど
う
か
は
き
わ
め
て
疑
問
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
毎
年
財
政
規
模
を
膨
脹
さ
せ
て
き
た
日
本
と
し
て
は
、
む

し
ろ
こ
の
程
度
の
財
政
の
緊
迫
状
態
は
、
そ
れ
以
前
、
れ
そ
以
後
の
時
代
に
も
か
な
り
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
当
時
の
財
政
状
態
が
所
得
税
創
設
の
決
定
的
要
因
を
な
し
た
と
い
う
の
は
、
す
こ
し
い
い
す
ぎ
の
感
じ
が
す
る
。
む
し
ろ
こ
れ

は
所
得
税
創
設
の
動
機
の
ひ
と
つ
と
な
り
う
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
い
う
程
度
に
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
マ
ン
の
財
政
政
策
的
決

定
の
社
会
学
論
は
日
本
の
所
得
税
創
設
の
場
合
に
は
あ
ま
り
妥
当
し
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

　
ニ
、
松
方
正
義
と
日
本
の
所
得
税
創
設

　
私
見
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
所
得
税
創
設
を
可
能
に
さ
せ
た
も
っ
と
も
重
要
な
要
因
は
、
ま
さ
に
マ
ン
が
決
定
的
要
因
で
な
い
と
し

た
「
立
法
者
の
善
意
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
時
の
大
蔵
大
臣
松
方
正
義
こ
そ
が
所
得
税
を
創
設
さ
せ
推
進
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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松
方
は
明
治
維
新
以
来
今
日
に
い
た
る
ま
で
、
日
本
に
あ
ら
わ
れ
た
財
政
家
中
も
っ
と
も
有
能
な
も
の
の
一
人
に
か
ぞ
え
ら
れ
て
い

る
。
彼
の
財
政
政
策
上
の
思
想
を
実
践
と
を
ぬ
き
に
し
て
は
日
本
の
所
得
税
創
設
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
彼

の
財
政
政
策
上
の
思
想
や
実
践
を
中
心
に
し
て
日
本
の
所
得
税
創
設
過
程
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
ま
づ
松
方
の
税
制
面
に
お
け
る
思
想
と
業
績
と
を
考
察
す
る
。
国
民
か
ら
と
り
た
て
る
租
税
は
公
平
平
等
の
負
担
た
る
べ
し
と
い

う
租
税
原
則
論
の
要
請
は
、
形
式
的
に
み
る
な
ら
ば
、
古
今
を
と
わ
ず
だ
れ
に
も
明
瞭
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
日
本
で
も
か
か
る
要
請

は
明
治
維
新
直
後
た
だ
ち
に
看
取
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
松
方
正
義
も
一
八
七
四
年
、
課
税
に
た
い
し
て
き
わ
め
て
近
代
的
合
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
註
ロ
〕

的
な
も
の
を
要
請
し
て
い
る
。
し
か
し
か
か
る
提
案
は
一
八
八
七
年
こ
ろ
ま
で
は
あ
く
ま
で
形
式
的
無
内
容
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
お
わ

っ
て
お
り
、
現
実
の
税
制
の
う
ち
で
具
休
化
え
の
方
向
を
と
り
え
な
か
っ
た
。
勿
論
こ
れ
に
は
若
干
の
理
由
が
あ
ろ
う
。
第
一
の
理

由
は
維
新
後
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
は
政
府
の
い
そ
ぎ
な
す
べ
き
仕
事
が
山
積
し
巨
額
の
経
費
を
要
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
収
入
を

確
保
す
る
こ
と
が
非
常
に
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
い
か
な
る
税
種
に
よ
っ
て
で
も
で
き
る
だ
け
お
お
く
の
収
入
を
う
る
必
要
に
せ

ま
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
近
代
的
な
理
念
を
税
制
上
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
の

理
由
は
所
得
税
制
度
の
ご
と
き
外
国
の
近
代
的
課
税
方
法
が
わ
が
国
の
政
界
や
財
界
の
指
導
者
た
ち
に
充
分
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
た
と
い
わ
か
っ
て
い
た
と
し
て
も
そ
れ
を
実
施
す
べ
き
政
治
的
経
済
的
諸
条
件
が
不
充
分
で
あ
っ
た
と
お
も

わ
れ
る
。
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し
か
し
一
八
七
七
年
こ
ろ
に
な
る
と
、
わ
が
国
は
租
税
国
家
た
る
の
面
目
が
漸
次
形
成
さ
れ
は
じ
め
る
。
そ
れ
と
と
も
に
国
庫
収

入
確
保
と
租
税
負
担
の
公
平
な
配
分
と
は
双
方
と
も
日
本
の
財
政
に
と
っ
て
重
要
な
い
ぎ
を
も
っ
て
き
た
。
一
八
八
三
年
こ
ろ
の
軍

拡
に
よ
る
経
費
増
大
の
兆
候
と
、
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
税
収
の
困
難
さ
と
が
こ
れ
を
さ
ら
に
重
大
な
る
問
題
た
ら
し
め
た
。
丁

度
そ
の
こ
ろ
松
方
正
義
が
所
得
税
創
設
に
お
も
い
を
い
た
し
て
い
た
こ
と
は
、
一
八
八
四
年
の
所
得
税
草
案
か
ら
明
瞭
に
看
取
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
わ
が
国
財
政
経
済
と
対
照
す
る
と
き
、
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
事
実
と
な
ろ
う
。
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こ
の
草
案
は
当
時
の
わ
が
国
財
政
の
事
実
上
の
指
導
者
た
る
松
方
が
、
み
ず
か
ら
所
得
税
法
の
条
文
を
列
挙
し
、
さ
ら
に
こ
れ
に
た

い
し
て
詳
細
な
る
解
説
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
ぐ
に
も
実
施
し
う
る
ほ
ど
の
完
成
さ
れ
た
す
が
た
を
し
め
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
三
年
後
の
所
得
税
創
設
に
あ
た
っ
て
こ
れ
が
決
定
的
な
重
要
性
を
も
っ
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
（
こ
の
草
案

は
大
蔵
省
文
庫
主
任
高
楯
俊
氏
が
松
方
手
記
中
よ
り
発
見
し
、
阿
部
勇
氏
が
「
日
本
財
政
論
、
租
税
篇
」
に
発
表
さ
さ
れ
た
）
。
一
八

八
四
年
末
松
方
が
所
得
税
の
草
案
を
作
成
し
て
か
ら
、
一
八
八
七
年
の
施
行
に
こ
ぎ
つ
け
る
ま
で
の
具
体
的
状
況
は
資
料
的
に
は
た

し
か
め
え
な
い
。
し
か
し
そ
の
概
略
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
推
測
し
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
づ
一
八
八
四
年
の
松
方
草
案
か
ら
推
測

す
る
と
、
当
時
松
方
は
外
国
の
制
度
、
と
く
に
英
国
の
制
度
を
手
本
に
し
て
所
得
税
を
実
施
し
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し

か
し
こ
れ
が
実
施
は
い
ま
だ
技
術
的
に
か
な
り
困
難
が
あ
る
と
み
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
八
八
六
年
に
は
「
所
得
税
も
亦
事
理
適
当
の

性
質
な
り
と
雖
も
、
其
徴
収
の
基
額
を
調
査
し
得
る
事
極
め
て
難
し
」
と
の
べ
、
よ
っ
て
今
度
は
手
本
を
プ
ロ
シ
ア
に
も
と
め
る
と

い
う
。
い
わ
く
「
方
今
普
魯
西
国
等
財
産
等
徴
税
は
、
其
賦
課
徴
収
の
法
最
も
簡
易
に
し
て
能
く
我
が
目
下
の
事
勢
に
適
応
せ
る
を

以
て
、
直
に
其
調
査
に
着
手
し
、
来
二
十
年
度
よ
り
実
際
の
徴
収
に
至
ら
ん
こ
と
を
要
す
」
と
。
し
た
が
っ
て
プ
ロ
シ
ア
税
制
の
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
註
2
0
〕

査
の
結
果
以
前
の
松
方
案
は
す
て
ら
れ
、
あ
ら
た
な
所
得
税
の
原
案
が
で
き
あ
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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前
年
度
の
所
得
額
を
郡
区
長
に
申
告
す
る
必
要
が
あ
る
。
郡
区
長
は
調
税
委
員
会
の
査
定
に
よ
っ
て
所
得
税
額
を
決
定
す
る
。
納
期
は
年
四

回
で
あ
る
。

　
一
八
八
四
年
す
で
に
所
得
税
を
経
常
一
般
税
と
し
て
施
行
し
て
ゐ
た
国
と
し
て
は
イ
ギ
リ
ス
の
ほ
か
に
は
、
イ
タ
リ
ー
、
ス
イ
ス
、
ド
イ

ツ
諸
国
（
プ
ロ
イ
セ
ン
、
ザ
ク
セ
ン
、
ヘ
ッ
セ
ン
、
バ
ー
デ
ン
）
な
ど
が
あ
る
が
、
松
方
案
は
イ
ギ
リ
ス
の
制
度
を
手
本
に
し
て
ゐ
た
や
う

で
あ
る
。
松
方
案
と
イ
ギ
リ
ス
の
制
度
と
は
両
者
と
も
に
分
類
課
税
主
義
で
あ
り
、
一
部
源
泉
徴
収
で
あ
る
と
い
ふ
根
本
形
式
に
お
い
て
一

致
し
て
ゐ
る
の
で
、
イ
ギ
リ
ス
型
が
松
方
案
の
手
本
で
あ
る
と
推
察
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
原
案
の
内
容
は
正
確
に
は
知
り
が
た
い
。
た
だ
あ
き
ら
か
な
こ
と
は
、
こ
の
原
案
、
す
な
わ
ち
「
所
得
税
法
案
は
明
治
二
十

年
一
月
閣
議
に
提
出
せ
ら
れ
、
次
い
で
元
老
院
の
議
定
を
経
て
多
少
の
修
正
を
加
え
同
年
三
月
十
九
日
（
三
月
二
十
三
日
の
誤
り
か
）

勅
令
第
五
号
を
も
っ
て
公
布
さ
れ
た
」
　
（
明
治
財
政
史
、
第
六
巻
、
二
ぺ
ー
ジ
）
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
公
布
さ
れ

た
所
得
税
法
か
ら
推
測
す
る
と
原
案
は
プ
ロ
シ
ア
流
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
要
す
る
に
、
一
八
八
七
年
に
所
得
税
を
創
設
せ
し
め
た
最
大
の
要
因
は
、
す
で
に
外
国
に
所
得
税
が
存
在
し
た
こ
と
で
あ
り
、
ま

た
松
方
が
こ
れ
を
ま
な
び
実
施
せ
ん
と
す
る
決
意
と
機
会
と
を
も
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
明
治
維
新
以
後
の
あ
ら

ゆ
る
近
代
的
文
物
と
ひ
と
し
く
、
輸
入
品
で
あ
る
こ
と
が
わ
が
国
所
得
税
を
特
色
づ
け
る
最
重
要
な
点
で
あ
る
。
一
般
的
に
後
進
国
に

お
け
る
急
激
な
る
社
会
経
済
の
近
代
化
は
政
府
高
官
の
指
導
に
ょ
っ
て
実
現
す
る
場
合
が
お
お
い
。
日
本
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
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す
な
わ
ち
当
時
は
松
方
と
い
う
た
ぐ
い
な
き
蔵
相
の
努
力
に
よ
っ
て
財
政
制
度
全
休
が
近
代
化
へ
と
推
進
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。
日
本
の
所
得
税
創
設
も
彼
の
見
識
と
政
治
力
に
よ
っ
て
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
勿
論
わ
た
く
し
は
松
方
が
所
得
税
の

も
つ
近
代
性
あ
る
い
は
近
代
社
会
に
お
け
る
そ
の
重
要
性
を
十
二
分
に
洞
察
し
て
所
得
税
創
設
を
推
進
し
て
い
っ
た
と
主
張
す
る
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
と
も
か
く
、
松
方
が
所
得
税
の
も
つ
近
代
性
の
若
干
の
側
面
に
着
目
し
、
所
得
税
創
設
を
も
ふ
く
め
て
日
本

税
制
全
休
の
近
代
化
へ
の
道
を
あ
ゆ
ん
だ
点
は
重
視
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
以
上
で
日
本
の
所
得
税
創
設
の
要
因
が
お
お
よ
そ
理
解
で
き
た
こ
と
と
お
も
う
。
つ
ぎ
に
日
本
の
所
得
税
創
設
に
ま
つ
わ
る
若
干

の
特
異
性
を
解
明
し
て
ゆ
き
た
い
。

　
三
、
日
本
の
所
得
税
創
設
に
お
け
る
特
異
性

　
さ
て
、
こ
こ
で
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
事
実
は
、
一
八
八
四
年
の
松
方
の
所
得
税
草
案
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
流
の
分
類
課
税
が
構
想

さ
れ
て
い
た
の
に
反
し
、
一
八
八
七
年
の
所
得
税
法
で
は
ド
イ
ツ
流
の
綜
合
課
税
方
式
が
と
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ

づ
か
三
年
の
う
ち
に
所
得
税
の
根
本
方
式
が
イ
ギ
リ
ス
流
か
ら
プ
ロ
シ
ア
流
に
か
わ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
松
方
の
表
明
し
た
転
換
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
註
2
1
〕

理
由
が
、
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
か
は
、
こ
こ
で
は
ふ
か
く
追
求
し
な
い
。
し
か
し
、
わ
づ
か
三
年
の
う
ち
に
所
得
税
の
基
本
方
式

が
変
更
し
た
こ
と
は
、
日
本
の
所
得
税
創
設
の
特
異
性
を
み
る
場
合
、
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
こ
と
が
ら
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ

と
も
こ
の
よ
う
な
例
は
か
な
ら
ず
し
も
西
欧
に
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
は
基
本
方
式
変
換
の
理
由
が
日
本

の
そ
れ
と
は
お
お
い
に
こ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
け
だ
し
西
欧
諸
国
に
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
伝
統
を
も
つ
租
税
制
度
が
ふ
る
く
か
ら

存
在
し
、
こ
の
制
度
の
漸
次
的
発
展
を
へ
て
つ
い
に
所
得
税
制
度
を
採
用
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
基
本
方
式
の
転
換

の
暗
示
す
る
と
こ
ろ
は
、
所
得
税
創
設
が
日
本
の
税
制
の
漸
次
的
発
展
か
ら
な
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ひ
と
つ
の
飛
躍
的
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な
、
孤
立
的
な
こ
こ
ろ
み
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
日
本
の
所
得
税
は
所
得
税
制
度
自
体
の
性
格
と
意
義
と
を
理
解

し
え
な
い
ま
ま
に
、
突
然
実
施
さ
れ
た
と
も
解
釈
し
う
る
の
で
あ
る
。
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で
は
日
本
の
所
得
税
は
突
然
実
施
さ
れ
た
と
理
解
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
は
、
は
た
し
て
歴
史

的
社
会
的
見
地
か
ら
み
て
も
正
し
い
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ぎ
に
こ
れ
を
た
し
か
め
て
み
よ
う
。
こ
の
た
め
に
は
所
得
税
を

生
成
維
持
せ
し
む
べ
き
当
時
の
社
会
的
地
盤
を
具
体
的
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
と
お
し
て
わ
が
国
所
得

税
制
度
創
設
に
さ
い
し
て
の
特
異
性
を
み
い
だ
し
た
い
と
お
も
う
。

　
（
イ
）
　
当
時
の
日
本
の
社
会
的
経
済
的
諸
条
件
の
概
略

　
す
で
に
あ
き
ら
か
に
し
た
ご
と
く
、
一
般
に
近
代
の
所
得
税
制
度
は
た
だ
合
理
的
な
政
治
的
経
済
的
制
度
の
も
と
で
の
み
存
立
し

う
る
。
こ
の
い
み
に
お
い
て
日
本
の
所
得
税
が
す
く
な
く
と
も
表
面
的
に
は
日
本
の
近
代
的
国
家
、
近
代
的
政
治
制
度
、
資
本
主
義

制
度
の
確
立
期
の
産
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
き
わ
め
て
興
味
あ
る
事
実
と
な
ろ
う
。

　
ま
づ
一
八
七
七
年
こ
ろ
か
ら
一
八
九
〇
年
こ
ろ
ま
で
の
政
治
制
度
の
変
化
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
明
治
維
新
以
来
の
諸
政
府
の

政
治
上
の
努
力
の
目
標
は
封
建
制
度
の
全
面
的
破
壊
と
近
代
国
家
え
の
移
行
に
あ
っ
た
と
い
い
う
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
八
八
五

年
こ
ろ
に
な
る
と
日
本
は
よ
う
や
く
近
代
国
家
の
す
が
た
を
み
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
一
ハ
ハ
一
年
に
は
国
会
開
設
の
約

束
が
は
っ
き
り
と
な
さ
れ
た
。
一
八
九
〇
年
に
は
そ
の
約
束
が
実
現
し
た
。
一
八
八
五
年
に
は
近
代
内
閣
制
度
が
確
立
さ
れ
た
。
憲

法
発
布
は
一
八
八
九
年
に
な
さ
れ
た
。
か
く
て
こ
の
こ
ろ
に
な
っ
て
は
じ
め
て
日
本
の
政
治
体
制
が
近
代
化
へ
と
決
定
的
に
方
向
づ

け
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
同
時
に
日
本
が
制
度
的
に
は
議
公
的
立
憲
国
家
で
あ
る
と
い
う
大
方
向
が
決
定
さ
れ
、
国
家
の
近

代
的
運
営
（
官
僚
行
政
）
も
軌
道
に
の
り
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
い
ま
こ
こ
で
と
く
に
わ
れ
わ
れ
の
問
題
と
関
係
あ
る
若
干
の
も
の

を
列
挙
し
て
み
ょ
う
。
帝
国
議
会
の
開
設
は
従
来
政
府
が
独
断
で
な
し
て
い
た
予
算
や
課
税
な
ど
の
財
政
処
理
を
議
会
の
拘
束
下
に

お
か
し
め
た
。
帝
国
憲
法
の
制
定
は
国
民
の
納
税
義
務
や
国
家
の
徴
税
権
限
な
ど
を
明
確
に
し
た
。
さ
ら
に
国
税
徴
収
法
（
一
ハ
ハ
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九
年
）
の
制
定
は
こ
れ
ら
の
関
係
を
明
確
化
し
た
。
一
八
八
六
年
の
大
蔵
省
の
官
制
改
革
も
財
務
行
政
面
か
ら
は
み
の
が
し
え
な
い

重
大
な
る
事
実
で
あ
ろ
２
ｙ
呼
已
芒
一
八
八
一
年
公
布
以
来
数
次
の
改
善
を
か
さ
ね
て
き
た
会
計
法
は
、
一
八
八
九
年
欧
米
の
制
度
を
研
究

し
た
上
で
決
定
的
改
革
が
な
さ
ら
り
〕
゜
か
く
て
こ
こ
に
日
本
の
財
政
制
度
や
財
務
行
政
は
近
代
的
国
家
制
度
、
政
治
制
度
の
も
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
っ
て
合
理
化
さ
れ
、
近
代
的
な
す
が
た
を
し
め
す
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
経
済
的
条
件
を
み
ょ
う
。
明
治
維
新
以
来
の
わ
が
国
の
産
業
経
済
は
政
府
の
殖
産
興
業
や
種
々
の
保
護
政
策
に
よ
っ
て
年
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年
飛
躍
的
に
発
展
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
産
出
量
な
ど
の
観
点
か
ら
み
る
と
一
八
七
七
年
か
ら
八
七
年
ご
ろ
ま
で
の
時
期
だ
げ
が

と
く
に
い
ち
ぢ
る
し
い
発
展
を
し
た
と
は
い
い
が
た
い
。
し
か
し
経
済
制
度
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
ま
づ
一
八
七
七
年
か
ら
一
八
八

一
年
こ
ろ
ま
で
は
紙
幣
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
農
民
や
明
治
維
新
で
武
士
の
身
分
を
な
く
し
て
小
商
工
業
者
に
な
っ
た
連
中

が
か
な
り
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
し
た
。
他
方
で
は
大
商
人
や
、
士
族
の
後
身
で
実
業
に
従
事
し
た
人
た
ち
の
う
ち
運
の
よ
い
人
々
を
ブ

ル
ヂ
ョ
ア
化
し
た
。
一
八
八
二
年
こ
ろ
か
ら
紙
幣
整
理
に
と
も
な
う
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
お
こ
っ
た
。
こ
れ
は
前
の
イ
ン
フ
レ
と
お

な
じ
く
有
業
者
を
ブ
ル
ヂ
ョ
ア
ジ
ー
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
二
陣
営
に
わ
け
る
の
に
役
立
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
時
期
に
い
た

っ
て
は
じ
め
て
日
本
の
経
済
制
度
が
資
本
主
義
の
も
つ
特
殊
な
様
相
を
呈
す
る
に
い
た
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
こ
の
間
政
府

の
保
護
下
に
あ
っ
た
産
業
の
資
本
家
や
、
官
業
は
ら
い
さ
げ
を
う
け
た
資
本
家
連
中
は
大
利
得
を
博
し
か
。
そ
し
て
こ
れ
ら
に
よ
っ

て
彼
等
の
資
本
蓄
積
は
非
常
に
お
お
き
く
な
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
一
ハ
ハ
二
年
に
は
中
央
銀
行
の
創
設
が
あ
り
、
こ
れ
と
と
も
に
金

融
機
構
は
急
速
に
整
備
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
か
く
て
日
本
経
済
は
そ
の
制
度
上
の
基
礎
を
確
固
た
る
も
の
’
と
し
た
の
で
あ
る
。
要

一一54-



　
以
上
の
観
察
か
ら
う
ま
れ
て
く
る
結
論
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
八
七
年
こ
ろ
に
は
日
本
の
社
会
的
経
済
的

制
度
は
、
す
く
な
く
と
も
制
度
自
体
と
し
て
は
か
な
り
近
代
的
な
す
が
た
を
し
め
し
て
い
た
、
と
。

　
（
ロ
）
　
日
本
の
社
会
的
経
済
的
諸
条
件
の
特
殊
性

　
で
は
日
本
の
所
得
税
の
創
設
は
西
欧
諸
国
と
お
な
じ
く
近
代
的
諸
条
件
の
も
と
で
な
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
日
本
の
近
代
化
と
西
欧
の
そ
れ
と
の
あ
い
だ
に
は
か
な
り
明
瞭
な
差
異
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
西
欧
諸
国
の
近
代
化
は
内
容
も
形
式
（
制
度
）
も
と
も
ど
も
す
す
ん
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
わ
が
国
の
近
代

化
は
あ
く
ま
で
制
度
の
面
に
中
心
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
い
な
、
か
か
る
制
度
百
般
の
近
代
化
は
、
明
治
維
新
以
来
の
諸
政
府
の
西

欧
先
進
諸
国
の
社
会
制
度
の
摸
做
に
よ
る
、
意
識
的
に
し
て
か
つ
急
激
な
る
制
度
近
代
化
え
の
努
力
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
実
質
的
、
か
つ
漸
進
的
な
近
代
化
過
程
は
ま
さ
に
近
代
西
欧
世
界
に
の
み
特
有
な
現
象
な
の
で
あ
る
。
日
本
の
近
代
化
の
す

が
た
は
、
あ
る
と
き
に
は
制
度
上
の
近
代
化
が
ず
っ
と
先
を
す
す
み
、
実
質
的
近
代
化
が
そ
の
後
を
追
っ
て
い
る
よ
う
な
観
を
呈
し

て
い
る
。
ま
た
あ
る
と
き
に
は
制
度
の
表
面
だ
け
は
西
欧
流
に
近
代
化
さ
れ
た
が
、
実
体
は
東
洋
的
な
非
合
理
性
、
非
近
代
性
に
み

ち
み
ち
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
の
で
あ
る
。
当
時
の
日
本
の
制
度
近
代
化
が
西
欧
的
意
味
の
近
代
化
と
く
ら
べ
て
い
か
な
る
相
違
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
註
2
7
〕

あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
は
非
常
に
興
味
が
あ
る
、
し
か
し
こ
こ
で
軽
々
に
論
断
し
う
る
ほ
ど
容
易
な
こ
と
が
ら
で
は
な
か
ろ
う
。
と

も
か
く
、
わ
が
国
所
得
税
の
創
設
は
近
代
的
社
会
経
済
体
制
の
も
と
で
な
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
明
治
政
府
の
一
連
の
制

度
近
代
化
へ
の
努
力
の
一
環
と
し
て
そ
れ
が
な
さ
れ
た
と
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
け
だ
し
実
質
的
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
日

本
の
社
会
的
条
件
は
当
時
ま
だ
所
得
税
創
設
に
応
じ
う
る
ほ
ど
成
熟
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
当
時
の
日

本
の
実
質
的
な
非
近
代
性
は
と
く
に
一
般
市
民
の
社
会
生
活
上
の
意
識
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
当
時
の
市
民
は
与
論
の
力
を
そ
れ
は
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ど
は
し
ら
な
か
っ
た
。
社
会
批
判
の
精
神
も
比
較
的
よ
わ
か
っ
た
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
意
義
や
価
値
に
つ
い
て
の
認
識
は
き
わ
め
て

ひ
く
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
日
本
人
の
生
活
意
識
の
う
ち
に
は
東
洋
的
な
「
め
い
そ
う
」
、
「
運
命
に
さ
か
ら
わ
ぬ
」
考
え
方
が

ふ
か
く
根
を
お
ろ
し
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
チ
ッ
ク
な
も
の
や
デ
モ
ク
ラ
チ
ッ
ク
な
も
の
は
な
か
な
か
滲
透
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
お
ど
ろ
く
べ
き
は
当
時
の
一
流
の
経
済
評
論
家
の
う
ち
で
さ
え
所
得
税
と
は
一
体
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
た
い
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
註
2
9
〕

た
知
識
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
も
の
も
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
政
府
の
高
官
の
制
度
近
代
化
へ
の
努
力
と
、
民
衆

　
（
イ
ン
テ
リ
層
も
ふ
く
め
て
）
の
社
会
意
識
と
の
あ
い
だ
に
は
あ
る
程
度
の
ギ
ヤ
ッ
プ
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も

政
府
高
官
の
近
代
化
へ
の
努
力
も
、
彼
等
が
近
代
社
会
全
休
を
洞
察
し
て
の
こ
と
で
は
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に

日
本
の
近
代
化
が
ジ
グ
ザ
グ
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
三
年
の
う
ち
に
所
得
税
の
基
本
方
式
を
転
換
さ
せ
る
よ
う
な
事
態
も
う
ま
れ
え

た
の
で
あ
る
。
し
か
も
技
術
的
に
困
難
だ
と
い
う
理
由
で
、
も
っ
と
高
度
な
技
術
を
要
す
る
綜
合
課
税
方
式
を
曲
げ
て
採
用
す
る
よ

う
に
も
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
わ
が
国
の
所
得
税
は
な
る
ほ
ど
制
度
面
で
は
き
わ
め
て
近
代
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し

内
容
的
に
そ
の
近
代
性
を
い
か
し
う
る
ほ
ど
社
会
条
件
は
成
熟
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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以
上
に
よ
っ
て
日
本
の
所
得
税
創
設
に
み
ら
れ
る
特
異
性
が
日
本
の
社
会
的
諸
条
件
の
近
代
化
に
お
け
る
特
異
性
と
か
な
り
密
接

な
関
係
が
あ
る
と
い
う
次
第
が
明
瞭
に
な
っ
た
こ
と
と
お
も
う
。

　
四
、
日
本
の
所
得
税
の
成
功
の
諸
要
因

　
日
本
の
所
得
税
は
以
上
の
よ
う
な
未
熟
な
そ
し
て
特
殊
な
社
会
条
件
の
も
と
で
生
成
し
た
。
し
か
も
そ
れ
は
一
応
制
度
的
に
は
近

代
的
面
目
を
た
も
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
お
ど
ろ
く
べ
き
こ
と
に
は
そ
れ
は
か
か
る
矛
盾
し
た
存
在
で
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
か
な
り
の
成
功
を
お
さ
め
つ
つ
生
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
既
述
の
所
得
税
生
成
の
一
般
原
則
を
や
ぶ
る
こ
の
事
態
は

一
体
い
か
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
稿
最
後
の
仕
事
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
場
合
、
わ
れ
わ
れ
が
も
、
と
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
時
の
日
本
の
社
会
の
特
殊
条
件
で
あ

る
。
こ
れ
と
日
本
最
初
の
所
得
税
と
の
関
連
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
こ
の
問
題
の
解
明
に
若
干
の
光
明
を
投
ず
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
を
中
心
に
し
て
日
本
の
最
初
の
所
得
税
の
成
功
の
要
因
と
な
っ
た
も
の
を
二
三
あ
げ
て
み
よ
う
と
お
も
う
。

　
（
１
）
た
と
え
ば
所
得
税
の
税
率
が
き
わ
め
て
ひ
く
か
っ
た
こ
と
、
か
つ
、
申
告
制
度
を
と
っ
た
と
は
い
う
も
の
の
納
税
者
の
申
告
が

大
体
そ
の
ま
ま
み
と
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
納
税
者
に
と
っ
て
は
、
納
税
金
額
が
自
己
の
所
得
額
に
く
ら
べ

て
非
常
に
す
く
な
か
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
申
告
に
つ
き
多
少
の
手
心
が
く
わ
え
え
た
こ
と
を
い
み
す
る
。
し
た
が
っ
て
納
税
者
の
苦

痛
は
ち
い
さ
い
も
の
と
な
る
。
納
税
者
の
こ
の
よ
う
な
事
情
を
徴
税
者
の
側
か
ら
み
る
と
、
こ
れ
は
所
得
税
の
徴
収
が
比
較
的
容
易

で
あ
り
、
か
つ
納
税
者
の
租
税
道
徳
や
、
徴
税
技
術
の
欠
点
な
ど
を
そ
れ
ほ
ど
気
に
か
け
な
い
で
す
む
場
合
が
お
お
か
っ
た
こ
と
を

い
み
す
る
で
あ
ろ
う
。
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（
２
）
　
し
か
も
既
述
の
ご
と
く
当
時
の
国
民
の
社
会
意
識
は
か
な
り
低
調
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
元
来
日
本
人
の
生
活
態
度
が
社
会
に

た
い
し
て
無
関
心
で
あ
っ
た
の
に
く
わ
え
て
、
明
治
維
新
以
来
政
府
の
指
導
者
達
が
人
民
に
早
急
な
る
制
度
近
代
化
を
強
制
し
た
結

果
う
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
一
般
市
民
に
は
所
得
税
の
何
た
る
か
を
解
し
え
な
か
っ
た
。
い
わ
ん
や
所
得
税
反
対
の
輿
論

や
運
動
が
う
ま
れ
る
は
ず
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
市
民
の
意
見
を
反
映
さ
す
べ
き
議
会
は
い
ま
だ
ひ
ら
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し

か
も
市
民
は
官
の
権
威
を
尊
重
し
、
か
つ
そ
れ
に
習
慣
的
に
服
従
し
た
。
真
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
当
時
の
お
お
く
の
日
本
人
に
は
未

知
の
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
も
法
人
に
は
課
税
し
な
か
、
た
の
で
、
所
得
税
に
も
っ
と
も
つ
よ
く
反
対
し
そ
う
な
大
商
工
業
階
級
も
、

所
得
税
に
は
た
い
し
て
関
心
を
も
た
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
は
ピ
ッ
ト
が
所
得
税
を
創
設
し
た
と
き
に
お
こ
っ

た
、
議
会
の
内
外
に
わ
た
っ
て
の
猛
烈
な
反
対
運
動
と
比
較
す
る
と
き
わ
め
て
興
味
ふ
か
い
も
の
が
あ
ろ
う
。
日
本
と
英
国
と
で
は

近
代
化
の
あ
り
か
た
が
全
然
こ
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
議
会
開
設
後
の
日
本
で
は
、
所
得
税
を
納
付
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
選
挙
権
を
う
る
よ
う
な
仕
組
に
な
っ
て
い
た
（
正
確
に
い
え
ば
直
接
国
税
ー
地
租
、
所
得
税
な
ど
ー
十
五
円
以
上
の
納
税

者
に
選
挙
権
が
あ
っ
た
）
。
ま
た
所
得
税
の
納
税
者
は
「
金
満
家
」
と
し
て
社
会
で
尊
敬
さ
れ
た
。
こ
れ
は
所
得
税
の
脱
税
を
ふ
せ

ぐ
こ
と
に
も
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
市
民
の
側
に
お
け
る
実
質
的
な
非
近
代
性
が
ー
政
府
側
の
制
度
近
代
化
の
努
力
と
あ

い
ま
っ
て
ー
所
得
税
を
成
功
さ
せ
た
一
要
因
と
な
っ
た
と
い
う
奇
妙
な
結
論
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
明
治
維
新
以
来
の

日
本
で
は
一
般
社
会
条
件
の
近
代
化
が
い
ま
だ
成
熟
し
な
い
こ
ろ
す
で
に
政
府
高
官
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
の
制
度
近
代
化
の
こ
こ
ろ

み
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
所
得
税
創
設
の
ご
と
き
進
歩
的
な
こ
こ
ろ
み
に
た
い
し
て
も
官
民
と
も
に
同
調
し
う
る
よ
う
な

態
勢
が
で
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
諸
要
因
か
ら
わ
が
国
所
得
税
は
と
も
か
く
も
成
功
裡
に
生
成
し
て
い
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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