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源
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つ
い
て

安　
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実

1　

税
源
に
つ
い
て
、
従
来
の
説
明
か
ら
。

租
税
の
支
払
わ
れ
る
源
泉
は
、
税
源
と
呼
ば
れ
る
が
、
い
わ
ば
課
税
客
体
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
の
税
源
に
つ
い
て
、
従
来
、
経
済

学
の
テ
キ
ス
ト
な
ど
で
行
わ
れ
て
い
る
説
明
を
例
示
す
る
。

①　

島
恭
彦
は
、
税
源
論
を
さ
し
て
、
租
税
理
論
と
経
済
理
論
を
結
び
付
け
て
い
る
も
の
と
述
べ
て
い
る
。

「
一
八
世
紀
の
市
民
経
済
学
は
一
国
の
労
働
総
生
産
物
か
ら
…
労
働
力
の
再
生
産
に
必
要
な
も
の
（
賃
金
）
を
差
引
い
た
後
の
剰
余
生

産
物
（
純
収
入
、
純
所
得
）
を
も
っ
て
真
の
税
源
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
れ
は
一
九
世
紀
以
後
に
は
、
租
税
が
財
産
元
本
を
侵
さ
な
い
と

い
う
一
般
原
則
に
な
っ
て
固
定
し
た
。」（
大
阪
市
立
大
学
経
済
研
究
所
編
、『
経
済
学
小
辞
典
』、
一
九
五
一
年
、
岩
波
書
店
、p.665

）

②　

島
恭
彦
、「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
学
は
、
真
の
租
税
の
源
泉
は
資
本
で
は
な
く
、
純
所
得
で
あ
る
と
い
う
正
し
い
命
題
か
ら
出
発
し

五
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た
。
こ
れ
に
は
ま
た
、
資
本
＝
賃
金
は
、
租
税
の
支
払
能
力
を
も
た
な
い
と
い
う
別
の
命
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。」（
島
恭
彦
、『
財
政
学
原

理
』、
一
九
五
四
年
、
日
本
評
論
新
社
、p.140

）

③　

武
田
隆
夫
、
遠
藤
湘
吉
、
大
内
力
、「
賃
金
は
本
来
、
労
働
力
の
価
格
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
税
源
た
り
え
な
い
。」（『
近
代
財

政
の
理
論
』、
一
九
五
五
年
、
時
潮
社
、p.148

）

④　

遠
藤
湘
吉
、「
財
政
に
よ
る
消
費
は
、
Ｃ
＋
Ｖ
（
不
変
資
本
プ
ラ
ス
可
変
資
本
）
に
く
い
こ
ん
で
は
な
ら
ず
、
Ｍ
（
剰
余
価
値
）
の
限

界
以
内
に
制
限
さ
れ
る
。」（『
財
政
学
講
座
一
』、
一
九
六
五
年
、
有
斐
閣
、p.122

）

⑤　

高
橋
誠
、「
国
民
所
得
は
、
年
間
の
社
会
的
総
生
産
物
価
値
（
Ｃ
＋
Ｖ
＋
Ｍ
）
の
う
ち
、
新
し
く
つ
く
り
だ
さ
れ
た
価
値
部
分
（
Ｖ

＋
Ｍ
）
で
あ
る
。
こ
れ
が
税
源
た
り
う
る
所
得
の
実
体
で
あ
る
が
、
Ｖ
部
分
は
労
働
力
の
価
格
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
本
来
、
税
源
た

り
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
剰
余
価
値
で
あ
る
Ｍ
部
分
に
税
源
を
も
と
め
る
こ
と
が
、
資
本
主
義
税
制
に
と
っ
て
は
合
理
的
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。」（
大
阪
市
立
大
学
経
済
研
究
所
編
、『
経
済
学
辞
典
』、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、p.667

）

⑥　

遠
藤
湘
吉
、「
経
済
学
の
理
論
か
ら
は
、
賃
金
は
剰
余
価
値
で
は
な
く
、
労
働
力
の
再
生
産
費
を
つ
ぐ
な
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、

税
源
と
は
な
り
え
な
い
と
さ
れ
る
。」（『
税
金
』、
一
九
七
〇
年
、
岩
波
新
書
、p.35

）

⑦　

林
健
久
、
⑤
と
同
じ
。（『
財
政
学
を
学
ぶ
』、
一
九
七
五
年
、
有
斐
閣
、p.140

）

⑧　

広
田
司
朗
、「
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
よ
れ
ば
、
…
Ｃ
部
分
・
Ｖ
部
分
は
、
い
ず
れ
も
租
税
の
徴
収
さ
れ
る
源
泉
と
な
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
税
源
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
Ｍ
部
分
で
あ
る
。」（『
財
政
学
』、
一
九
七
七
年
、
同
文
館
、p.124

）

⑨　

小
林
晃
、「
厳
密
に
理
論
的
に
い
え
ば
、
資
本
主
義
的
租
税
と
は
、
社
会
的
総
生
産
物
価
値
の
配
分
へ
の
第
二
次
的
、
権
力
的
な

参
加
を
意
味
し
、
そ
し
て
そ
の
税
源
は
、
…
Ｍ
部
分
の
一
部
、
国
民
所
得
範
疇
で
い
え
ば
、
剰
余
価
値
Ｍ
の
分
配
形
態
と
し
て
の
利
潤
、
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利
子
、
配
当
、
地
代
な
ど
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。」（『
現
代
財
政
論
』、
一
九
八
〇
年
、
新
評
論
、p.48

）

こ
れ
ら
の
説
明
は
、
い
ず
れ
も
マ
ル
ク
ス
の
経
済
理
論
に
し
た
が
っ
て
い
る
と
称
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
説
明
の
な
か
で
、

剰
余
価
値
（
Ｍ
部
分
）
を
税
源
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
問
題
に
す
る
ま
で
も
な
い
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
賃
金
（
Ｖ
部
分
）
が
税
源
た
り
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
問
題
が
残
る
。
な
ぜ
な
ら
歴
史
的
に
も
、
現
実
の
税
制
に

お
い
て
も
、
賃
金
は
税
網
の
外
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
生
活
必
需
品
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
消
費
税
や
、
広
く
大
衆
課
税
と

な
っ
て
い
る
所
得
税
の
存
在
を
前
に
し
て
、
賃
金
は
「
経
済
理
論
上
」
税
源
た
り
え
な
い
と
い
う
説
明
に
対
し
、
疑
問
が
生
じ
る
の
は
避

け
ら
れ
な
い
。2　

「
賃
金
は
理
論
上
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
も
税
源
で
な
か
っ
た
」
と
い
う
遠
藤
湘
吉
説
に
つ
い
て
。

賃
金
は
税
源
で
な
い
と
主
張
す
る
論
者
の
な
か
で
、
実
際
に
も
税
源
で
な
か
っ
た
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
、
遠
藤
湘
吉

で
あ
る
。
そ
の
税
源
論
（『
現
代
の
財
政
理
論
』、
一
九
五
七
年
、
春
秋
社
。
第
五
章
「
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
税
源
」）
の
な
か
で
、「
税
源
た
る

所
得
の
う
ち
、
賃
金
部
分
は
除
か
れ
る
の
が
、
資
本
主
義
的
再
生
産
に
と
っ
て
合
理
的
」
と
述
べ
た
あ
と
、「
現
に
、
資
本
主
義
の
あ
る

特
定
の
段
階
に
お
い
て
、
そ
れ
は
実
際
に
お
こ
な
わ
れ
た
」
と
主
張
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
遠
藤
湘
吉
に
よ
れ
ば
、
賃
金
は
理
論
的
に
税
源
た
り
得
な
い
だ
け
で
な
く
、
現
実
に
も
税
源
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

遠
藤
が
持
ち
出
し
て
い
る
の
は
、
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
労
賃
課
税
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
単

に
理
論
の
上
で
主
張
さ
れ
て
い
た
の
み
で
は
な
く
、
実
践
の
上
に
も
具
体
化
さ
れ
た
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ

七
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ス
に
お
け
る
…
ピ
ー
ル
か
ら
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ー
ン
に
到
る
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ゆ
る
〝
安
上
が
り
の
政
府
〞
の
名
を
も
っ
て
知
ら
れ
て
い
る

一
時
代
を
通
観
し
て
み
る
な
ら
ば
、
古
典
派
経
済
理
論
を
背
景
と
す
る
租
税
論
が
、
基
本
的
な
点
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
実
現
さ
れ
た
と

い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。」「
日
用
品
や
生
活
必
需
品
に
課
せ
ら
れ
た
関
税
や
消
費
税
は
大
幅
に
整
理
な
い
し
軽
減
さ
れ
た
。」「
所
得
税
は
、

…
年
収
一
五
〇
ポ
ン
ド
未
満
の
所
得
は
免
税
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
賃
金
労
働
者
の
賃
金
は
ほ
と
ん
ど
課
税
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
実

態
で
あ
っ
た
。」「
所
得
税
は
、
地
代
収
入
、
営
業
所
得
、
利
子
・
配
当
所
得
な
ど
の
、
剰
余
価
値
に
相
当
す
べ
き
も
の
が
、
税
源
と
し
て

重
要
な
地
位
に
立
つ
と
と
も
に
、
間
接
税
に
お
い
て
も
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
を
中
心
と
す
る
嗜
好
品　

│
こ
れ
ら
の
購
入
者
が
労
働
者
以
外

の
者
に
多
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
│　

に
対
す
る
課
税
が
大
き
な
収
入
を
も
た
ら
し
、
こ
こ
で
も
賃
金
が
窮
極
の
税
源
と
な
る
程
度
の
少

な
い
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。」

こ
の
遠
藤
説
を
注
意
し
て
み
る
と
、「
賃
金
課
税
が
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、「
そ
れ
は
少
な
か
っ
た
」
と
い
う
主
張
で
あ
る

こ
と
が
分
る
。
こ
れ
は
、
質
の
問
題
を
量
の
問
題
に
そ
ら
し
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
が
、
あ
い
ま
い
な
表
現
の
羅
列

と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

3　

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
、
賃
金
も
税
源
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
主
権
者
な
ら
び
に
そ
の
下
に
奉
仕
す
る
司
法
お
よ
び
軍
事
の
い
っ
さ
い
の
官
吏
も
、
全

陸
海
軍
人
も
、
不
生
産
的
労
働
者
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
公
共
社
会
の
使
用
人
な
の
で
あ
っ
て
、
他
の
人
々
の
勤
労
の
年
々
の
生
産
物
の
一

部
分
に
よ
っ
て
扶
養
さ
れ
て
い
る
。
か
れ
ら
の
労
務
は
、
た
と
え
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
名
誉
あ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
ど
れ
ほ
ど
有
用
で
、

さ
ら
に
ど
れ
ほ
ど
必
要
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
あ
と
に
な
っ
て
か
ら
そ
れ
と
ひ
き
か
え
に
等
量
の
労
務
を
獲
得
し
う
る
な
に
も
の
を
も

八
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生
産
し
な
い
。」（『
諸
国
民
の
富
』、
第
二
分
冊
、
一
九
六
五
年
、
岩
波
文
庫
、p.339

）

続
け
て
ス
ミ
ス
は
、
聖
職
者
、
法
律
家
、
医
師
、
文
士
、
俳
優
、
道
化
師
、
音
楽
家
、
歌
手
、
踊
子
な
ど
を
、
官
吏
や
軍
人
と
同
じ
く

不
生
産
的
労
働
者
に
入
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
と
ス
ミ
ス
は
、
地
代
や
利
潤
か
ら
の
収
入
と
並
べ
て
、
ふ
つ
う
の
職
人
の
賃
金
収
入
に
よ
っ

て
、
官
吏
や
軍
人
な
ど
不
生
産
的
労
働
者
が
養
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
賃
金
収
入
に
つ
い
て
、「
ふ
つ
う
の
職

人
で
さ
え
、
も
し
か
れ
の
賃
金
が
か
な
り
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
召
使
の
一
人
ぐ
ら
い
は
お
い
て
お
け
る
し
、
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
演

劇
か
人
形
芝
居
を
見
に
行
く
こ
と
も
で
き
、
ま
た
こ
の
よ
う
に
し
て
一
群
の
不
生
産
的
労
働
者
の
扶
養
に
対
す
る
自
分
の
分
担
の
一
助
に

し
う
る
で
あ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
か
れ
も
ま
た
な
に
が
し
か
の
租
税
を
支
払
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
別
の
一
群
の
人
々
、
つ
ま
り
な
る
ほ

ど
も
っ
と
名
誉
も
あ
れ
ば
有
用
で
も
あ
る
が
、
同
等
に
不
生
産
的
な
人
々
を
扶
養
す
る
の
に
助
力
し
う
る
で
あ
ろ
う
。」

そ
の
さ
い
ス
ミ
ス
は
、
職
人
の
収
入
は
そ
の
生
産
的
労
働
に
必
要
な
部
分
へ
の
使
用
が
優
先
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
不
生
産
的
な
人
々

の
扶
養
に
振
り
向
け
ら
れ
る
部
分
は
小
さ
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
か
れ
ら
職
人
は
「
一
般
に
多
少
と
も
そ
れ
を
も
っ
て

い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
租
税
の
支
払
の
ば
あ
い
に
は
、
か
れ
ら
の
数
が
大
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
か
れ
ら
の
分
担
額
が
小
で
あ
る
こ
と

を
あ
る
程
度
つ
ぐ
な
う
の
で
あ
る
。」（
同
上
、
第
二
分
冊
、p.343

）

こ
こ
で
は
担
税
力
こ
そ
大
き
く
な
い
に
し
て
も
、
賃
金
も
税
源
の
一
つ
に
入
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

「
い
っ
さ
い
の
租
税
、
ま
た
そ
れ
に
も
と
づ
く
い
っ
さ
い
の
収
入
、
い
っ
さ
い
の
給
料
・
恩
給
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
年
金
は
、
究

極
的
に
は
収
入
の
三
つ
の
本
源
的
な
源
泉
の
ど
れ
か
一
つ
か
ら
ひ
き
だ
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
労
働
の
賃
金
か
、
資
財
の
利
潤
か
、
ま
た

は
土
地
の
地
代
か
か
ら
、
直
接
に
か
間
接
に
か
の
い
ず
れ
に
せ
よ
、
支
払
わ
れ
る
の
で
あ
る
。」（
同
上
、
第
一
分
冊
、p.197

）

つ
い
で
に
い
え
ば
、
リ
カ
ー
ド
も
基
本
的
に
ス
ミ
ス
と
同
じ
見
解
で
あ
る
。「
租
税
は
、
一
国
の
土
地
と
労
働
の
生
産
物
の
う
ち
、
政

九
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府
の
処
分
に
ま
か
さ
れ
る
部
分
で
あ
る
。
そ
し
て
つ
ね
に
、
結
局
に
お
い
て
、
そ
の
国
の
資
本
ま
た
は
収
入
の
い
ず
れ
か
で
支
払
わ
れ

る
。」「
一
社
会
の
あ
る
特
定
階
級
の
収
入
だ
け
に
、
も
っ
ぱ
ら
課
税
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
不
当
で
あ
る
。
国
家
の
負
担
は
、
す
べ
て

の
者
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
資
力
に
比
例
し
て
担
わ
る
べ
き
で
あ
る
。」「
ス
ミ
ス
博
士
は
、
つ
ね
に
、
労
働
階
級
は
国
家
の
負
担
に
大
い
に

寄
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
正
当
で
あ
る
と
思
う
。
必
需
品
ま
た
は
賃
金
に
対
す
る
租
税
は
、
そ
れ
ゆ
え

に
、
貧
民
か
ら
金
持
に
転
嫁
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。」（『
リ
カ
ー
ド
ゥ
全
集
』
第
一
巻
、p.174

、234

、272

な
ど
。）

大
内
兵
衛
は
、
そ
の
『
財
政
学
大
綱
』
の
な
か
で
、「
税
源
は
、
労
賃
と
利
潤
で
あ
る
」
と
述
べ
、
税
源
と
し
て
の
労
賃
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
一
定
の
社
会
に
お
い
て
は
、
労
賃
な
る
も
の
は
、
自
然
的
・
歴
史
的
理
由
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
の
大
き
さ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
か
ら
租
税
と
し
て
支
払
わ
れ
得
る
余
裕
た
る
や
実
に
少
な
い
の
が
社
会
的
事
実
だ
。
…
そ

れ
ゆ
え
に
、
た
だ
利
潤
の
み
が
正
当
の
税
源
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。」（『
大
内
兵
衛
著
作
集
』
第
一
巻
、p.283

）

労
働
者
の
賃
金
が
、
税
源
と
し
て
余
裕
が
少
な
い
と
見
る
点
で
は
、
ス
ミ
ス
も
そ
う
だ
っ
た
が
、
ス
ミ
ス
の
場
合
は
、
労
働
者
の
数
が

そ
れ
を
埋
め
合
わ
せ
る
と
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
大
内
兵
衛
の
場
合
、
余
裕
の
少
な
い
こ
と
を
理
由
に
、「
正
当
な
税
源
」
か
ら
は
ず
し

て
い
る
の
は
問
題
と
思
わ
れ
る
。

4　

マ
ル
ク
ス
に
よ
る
労
働
力
の
価
値
規
定
と
租
税
。

マ
ル
ク
ス
は
労
働
力
の
価
値
を
、「
労
働
力
の
所
持
者
の
正
常
な
労
働
能
力
の
維
持
に
必
要
な
生
活
手
段
の
価
値
で
あ
る
」
と
規
定
し
、

次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
こ
の
生
活
手
段
は
、
気
候
や
自
然
的
諸
条
件
等
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
歴
史
的
に
与
え

ら
れ
た
生
活
水
準
を
標
準
と
し
て
き
ま
る
。
…
こ
の
生
活
手
段
に
は
、
子
供
達
の
生
活
手
段
が
ふ
く
ま
れ
る
。
さ
ら
に
熟
練
労
働
の
場
合

一
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に
は
、
修
繕
費
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
…
労
働
力
の
価
値
の
最
低
限
は
、
肉
体
的
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
生
活
手
段
の
価
値
で
あ
る
。

も
し
労
働
力
の
価
格
が
、
こ
の
最
低
限
ま
で
下
が
れ
ば
、
そ
れ
は
労
働
力
の
価
値
よ
り
も
低
く
下
が
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
労

働
力
の
価
値
は
、
正
常
な
品
質
の
労
働
力
を
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
。」（『
資
本
論
綱
要
』p.38

）

こ
の
労
働
力
の
価
値
規
定
は
、
い
わ
ば
抽
象
的
な
価
値
規
定
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
家
、
す
な
わ
ち
税
を
捨
象
し
た
規
定
と
い
え
る
。
も

し
国
家
の
存
在
を
前
提
す
る
な
ら
ば
、
当
然
、
税
を
内
包
す
る
規
定
が
必
要
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
労
働
者
の
生
活
手
段
の
多
く
は
、
歴

史
的
・
慣
習
的
に
課
税
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
価
格
に
は
税
が
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
具
体
的
な
労
働
賃
金
に
は
、

税
部
分
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
賃
金
は
税
源
の
一
つ
で
あ
る
。

も
し
本
来
、
税
源
た
り
え
な
い
賃
金
に
課
税
さ
れ
て
い
る
と
い
う
な
ら
ば
、
労
働
者
の
生
活
水
準
は
、
課
税
分
だ
け
低
下
し
て
し
ま
う
。

こ
れ
は
労
働
者
の
貧
困
の
原
因
を
、
租
税
に
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
う
主
張
は
、
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
お
り
、
マ
ル
ク
ス
は
そ
れ

ら
を
「
デ
マ
ゴ
ギ
ー
」
と
呼
び
、
す
で
に
リ
カ
ー
ド
の
よ
う
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
学
者
に
よ
っ
て
批
判
ず
み
と
し
て
い
る
。

リ
カ
ー
ド
は
、「
労
働
者
の
必
需
品
に
対
す
る
課
税
は
、
賃
金
を
騰
貴
さ
せ
る
」
こ
と
、
ま
た
「
賃
金
に
対
す
る
租
税
は
、
賃
金
を
騰

貴
さ
せ
、
利
潤
を
減
少
さ
せ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
賃
金
に
は
、
租
税
が
含
ま
れ
て
い
て
、
そ
の
構
成
要
素
と
な
っ
て
い

る
と
見
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
も
同
じ
見
解
で
あ
る
。「
平
均
賃
金
は
、
競
争
に
よ
っ
て
必
然
に
、
そ
の
最
低
限
に
、
す
な
わ
ち
労
働
者
が
自
分
の
生
存
と

そ
の
種
族
の
生
存
を
、
辛
う
じ
て
保
つ
こ
と
が
許
さ
れ
る
だ
け
の
賃
金
に
引
下
げ
ら
れ
る
。
租
税
は
、
こ
の
最
低
限
の
一
部
分
を
な
し
て

い
る
。
な
ぜ
な
ら
労
働
者
の
政
治
的
職
分
は
、
ま
さ
に
租
税
を
支
払
う
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
労
働
者
階
級
に
か
か
っ
て
く
る

す
べ
て
の
租
税
が
根
こ
そ
ぎ
廃
止
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
必
然
的
結
果
と
し
て
、
労
働
賃
金
は
今
日
そ
の
う
ち
に
入
り
込
ん
で
い
る
租

一
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税
の
総
額
だ
け
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
雇
い
主
の
利
潤
が
そ
れ
だ
け
の
割
合
で
直
接
に
増
大
す
る
こ
と
に
な
る
か
、
そ
れ

と
も
徴
税
の
形
態
に
変
化
が
起
こ
る
だ
け
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。
資
本
家
が
、
今
日
、
労
働
賃
金
の
う
ち
に
、
労
働
者
が
支
払

わ
ね
ば
な
ら
な
い
租
税
を
含
め
て
一
緒
に
前
払
い
す
る
代
わ
り
に
、
彼
は
も
は
や
こ
ん
な
回
り
道
を
し
な
い
で
、
直
接
そ
れ
を
国
家
に
支

払
う
こ
と
に
な
ろ
う
。」（『
マ
ル
ク
ス　

エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
四
巻
、p.365

）

マ
ル
ク
ス
も
、
租
税
は
労
働
賃
金
の
一
部
分
を
成
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
ま
た
、「
労
働
者
へ
の
ア
ン

ケ
ー
ト
」（
一
八
八
〇
年
四
月
）
で
、「
あ
な
た
の
必
需
品
の
価
格
を
言
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
項
目
を
立
て
て
い
る
が
、
そ
こ
で
例
示

さ
れ
て
い
る
な
か
に
、
家
賃
、
保
険
、
食
料
品
、
衣
料
、
衛
生
、
雑
費
な
ど
と
並
べ
て
、
税
金
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。（『
マ
ル
ク
ス　

エ

ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
一
九
巻
、p.232
）

税
金
が
労
働
者
の
必
需
品
の
一
部
を
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
労
働
賃
金
に
も
一
定
の
担
税
力
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
賃

金
自
体
が
税
源
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
自
身
に
よ
る
税
源
論
が
、
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
か
を
見
よ
う
。

そ
こ
で
、
剰
余
価
値
を
税
源
と
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。『
資
本
論
』
の
第
二
巻
、
第
三
巻
に
は
、
い
く
つ
か
の
箇
所
で
、

剰
余
価
値
の
再
配
分
形
態
の
一
つ
と
し
て
、
租
税
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
労
働
賃
金
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
の
は
、
次
の
文
章
で
あ

る
。「

労
働
す
る
か
、
し
な
い
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
直
接
に
再
生
産
に
参
加
す
る
社
会
成
員
で
は
な
い
人
々
は
、
す
べ
て
年
間
商
品
生
産
物

の
な
か
で
受
け
取
る
彼
ら
の
分
け
前
│
つ
ま
り
彼
ら
の
消
費
手
段
│
を
、
直
接
に
は
、
た
だ
生
産
物
が
直
接
に
帰
属
す
る
諸
階
級
、
す
な

わ
ち
生
産
的
労
働
者
、
産
業
資
本
家
そ
し
て
土
地
所
有
者
│
の
手
か
ら
引
き
出
す
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
彼
ら
の
収
入

一
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は
実
質
的
に
は
、
労
賃
と
利
潤
と
地
代
と
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
本
源
的
収
入
に
対
し
て
派
生
的
収
入
と

し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
他
方
、
こ
の
意
味
で
派
生
的
収
入
を
受
け
取
る
人
々
は
、
王
や
聖
職
者
や
教
授
や
売
春
婦
や
兵
卒
な
ど
と
し
て
の
彼
ら
の
社
会

的
機
能
に
よ
っ
て
、
こ
の
収
入
を
得
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
彼
ら
は
こ
の
よ
う
な
自
分
た
ち
の
機
能
を
、
自
分
た
ち
の
収
入
の
根
源

と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。」（『
資
本
論
』
第
二
巻
、S
.374

）

こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
、
ス
ミ
ス
や
リ
カ
ー
ド
を
踏
襲
し
て
、
労
賃
を
本
源
的
収
入
と
し
て
、
租
税
等
を
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
収
入
と
し

て
と
ら
え
て
お
り
、
ま
さ
に
労
賃
は
税
源
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
参
考
例
を
あ
げ
る
と
、「
労
賃
の
う
ち
、
租
税
の
か
た
ち

で
国
家
の
も
の
に
な
る
部
分
」（『
資
本
論
』
第
一
巻
、S

.590

）
や
、「
労
働
者
が
租
税
の
か
た
ち
で
支
払
う
も
の
は
、
結
局
は
労
働
力
の
生

産
費
の
な
か
に
は
い
り
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
ま
た
資
本
家
に
よ
っ
て
補
償
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
エ
ン
ゲ
ル
ス
「
住
宅
問
題
」、『
マ
ル

ク
ス　

エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
一
八
巻
、p.225

）
な
ど
が
あ
る
。

5　

マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
る
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
租
税
改
革
要
求
。

最
後
に
、
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
る
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
租
税
改
革
要
求
を
時
期
の
順
に
並
べ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

一
八
四
五
年
．「
不
公
平
な
や
り
か
た
で
配
賦
さ
れ
て
い
る
従
来
の
租
税
の
全
体
を
変
え
る
た
め
に
、
税
率
が
資
本
の
額
に
と
も
な
っ

て
高
く
な
る
一
般
的
な
累
進
的
資
本
税
を
提
案
す
る
。
こ
う
す
れ
ば
、
各
人
は
そ
の
能
力
に
応
じ
て
公
共
管
理
の
負
担
を
担
う
よ
う
に
な

り
、
こ
れ
ま
で
す
べ
て
の
国
で
な
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
担
税
能
力
の
も
っ
と
も
乏
し
い
人
間
に
主
に
負
担
が
か
か
る
よ
う
な
こ
と
は
、

も
は
や
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。」（『
全
集
』
第
二
巻
、p.575

）

一
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一
八
四
七
年
．「
民
主
主
義
の
徹
底
し
た
方
策
の
例
。
…
累
進
税
、
高
度
の
相
続
税
。」（『
全
集
』
第
四
巻
、p.390

）

一
八
四
八
年
．「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
、
そ
の
政
治
的
支
配
を
利
用
し
て
民
主
主
義
を
た
た
か
い
と
る
。
そ
の
方
策
の
例
と
し
て
…

強
度
の
累
進
税
。」（『
全
集
』
第
四
巻
、p.494

）

一
八
四
八
年
．「
高
度
の
累
進
税
の
実
施
と
消
費
税
の
廃
止
。」（『
全
集
』
第
五
巻
、p.4

）

一
八
五
〇
年
．「
累
進
税
は
、
大
な
り
小
な
り
の
程
度
で
、
現
存
の
生
産
諸
関
係
の
内
部
で
実
行
で
き
る
、
一
つ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
措

置
で
あ
る
。」（『
全
集
』
第
七
巻
、p.39

）

一
八
五
〇
年
．「
民
主
主
義
者
が
比
例
式
の
租
税
を
提
議
し
た
な
ら
、
労
働
者
は
累
進
税
を
要
求
す
る
。
民
主
主
義
者
自
身
が
軽
度
の

累
進
税
を
提
案
し
た
な
ら
、
労
働
者
は
大
資
本
が
つ
ぶ
れ
る
ほ
ど
の
急
角
度
で
税
率
が
高
く
な
っ
て
い
く
租
税
を
主
張
す
る
。」（『
全
集
』

第
七
巻
、p.258

）

一
八
五
〇
年
．「
租
税
が
あ
る
階
級
に
特
典
を
与
え
、
他
の
階
級
を
と
く
に
圧
迫
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
金

融
貴
族
の
支
配
の
も
と
で
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
租
税
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
間
に
あ
る
社
会
の
中
間

諸
層　

│
こ
れ
は
、
そ
の
地
位
か
ら
し
て
、
租
税
の
負
担
を
他
の
階
級
に
転
嫁
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
│　

を
没
落
さ
せ
る
に
す
ぎ
な
い
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
、
新
し
い
租
税
の
た
び
ご
と
に
、
そ
の
地
位
を
一
段
低
く
押
し
下
げ
ら
れ
る
。
旧
い
租
税
の
廃
止
は
、
労
賃
を

高
め
な
い
で
、
利
潤
を
高
め
る
。」（『
全
集
』
第
七
巻
、p.793

）

一
八
五
三
年
．「
わ
れ
わ
れ
の
租
税
観
か
ら
す
れ
ば
、
所
得
額
の
増
加
に
と
も
な
っ
て
課
税
率
が
増
大
す
る
累
進
制
の
方
が
適
切
。」（『
全

集
』
第
九
巻
、p.62

）

一
八
五
三
年
．「
所
得
の
質
の
区
別
を
す
る
な
ら
ば
、
量
の
区
別
も
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
所
得
の
量
を
区
別
す
る
な
ら
ば
、
ど
う

一
四



税
源
に
つ
い
て
（
安
藤
）

（
四
〇
七
）

し
て
も
累
進
課
税
と
い
う
こ
と
に
な
り
…
。」（『
全
集
』
第
九
巻
、p.70

）

一
八
六
七
年
．「
間
接
税
を
全
廃
し
て
、
全
般
的
に
直
接
税
と
お
き
か
え
る
こ
と
。」（『
全
集
』
第
一
六
巻
、p.197

）

・
・
・

な
お
、
本
稿
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
拙
稿
、「
税
金
の
経
済
学
」（
そ
の
一
、
そ
の
二
）（「
税
制
研
究
」
第
五
六
号
、
第
五
九
号
）
が
あ
る
。

一
五




