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な
ぜ
、
い
ま
〈
公
平
〉
を
あ
ら
た
め
て
問
う
の
か

本
日
は
「
租
税
原
則
と
し
て
の
〈
公
平
〉
に

つ
い
て
考
え
る
」
を
テ
ー
マ
に
、
お
話
し
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

租
税
に
携
わ
る
人
間
に
と
っ
て
〈
公
平
〉
が
、

重
要
な
原
理
・
原
則
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
常

識
で
あ
り
、
特
段
そ
れ
以
上
の
説
明
は
必
要
な

い
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。
ま
た
、
な
ぜ
、
い
ま

あ
ら
た
め
て
問
う
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
疑

問
を
持
た
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

実
は
、
当
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
本
年
6
月

9
日
に
行
わ
れ
た
政
府
税
制
調
査
会
（
政
府
税
調
）

の
「
外
部
有
識
者
ヒ
ア
リ
ン
グ
」
に
お
い
て
報

告
の
機
会
を
い
た
だ
い
て
お
り
、
本
日
の
講
演

は
そ
の
内
容
を
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
さ
せ
た
も

の
で
す
。
6
月
の
政
府
税
調
の
報
告
に
あ
た
っ
て
、

政
府
税
調
事
務
局
か
ら
は
「
中
期
答
申
の
取
り

ま
と
め
の
た
め
、
経
済
社
会
の
最
先
端
の
動
向

把
握
を
行
っ
て
い
る
。
平
行
し
て
基
礎
的
な
事
項
、

特
に
租
税
原
則
に
つ
い
て
も
あ
ら
た
め
て
確
認

す
る
た
め
に
、〈
公
平
〉
に
つ
い
て
報
告
し
て

ほ
し
い
」
と
い
う
依
頼
を
受
け
ま
し
た
。

そ
の
背
景
に
は
、
昨
年
9
月
の
自
民
党
総
裁

選
挙
で
岸
田
文
雄
候
補
（
当
時
）
が
、
中
間
層

復
活
の
た
め
に
金
融
所
得
課
税
の
見
直
し
に
取

り
組
む
考
え
を
示
し
、
税
率
カ
ー
ブ
が
下
が
る

「
1
億
円
の
壁
打
破
」
を
掲
げ
た
こ
と
、
そ
の
後
、

政
権
を
担
っ
た
岸
田
総
理
が
掲
げ
た
「
成
長
と

分
配
の
好
循
環
」
に
よ
る
「
新
し
い
資
本
主
義
」

構
想
等
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
想
像
で
き
ま
す
。

格
差
是
正
と
分
配
に
重
き
を
置
く
構
想
は
、

単
に
岸
田
政
権
の
旗
印
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
も
た
ら
し

た
格
差
な
い
し
分
断
が
、
戦
後
の
先
進
国
が
自

明
の
理
と
し
て
き
た
、
自
由
で
民
主
的
な
安
定

し
た
社
会
の
土
台
を
揺
る
が
す
よ
う
に
な
っ
て

い
る
─
─
と
い
う
危
機
感
は
、
い
ま
や
先
進
各

国
で
広
く
共
有
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
国
際
機
関
で
あ
る
経
済
協
力
開
発
機

構
（
O
E
C
D
）
は
、
経
済
格
差
の
拡
大
は
経

済
成
長
に
と
っ
て
足
か
せ
に
な
る
と
い
う
実
証

デ
ー
タ
と
共
に
レ
ポ
ー
ト
を
公
表
す
る
よ
う
に

な
っ
て
久
し
く
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
も
、

現
在
の
政
府
の
方
針
で
あ
る
「
新
し
い
資
本
主

義
」
構
想
は
、
国
際
的
な
潮
流
と
合
致
し
た
も

の
と
言
え
ま
す
。

一
方
で
、
最
近
の
過
度
な
円
安
の
進
行
に
つ

い
て
は
、
日
本
経
済
の
弱
体
化
の
表
れ
と
の
懸

念
が
強
く
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
し
た

が
っ
て
経
済
成
長
と
い
う
側
面
も
重
視
し
、
引

き
続
き
追
求
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

さ
て
、
ま
さ
に
今
朝
の
ニ
ュ
ー
ス
で
先
月
9

月
に
就
任
し
た
ば
か
り
の
英
国
の
ト
ラ
ス
首
相

の
辞
任
が
表
明
さ
れ
ま
し
た
。
ト
ラ
ス
政
権
の

看
板
政
策
で
あ
っ
た
大
型
減
税
案
が
金
融
市
場

の
混
乱
を
招
き
、
結
果
的
に
そ
の
撤
回
に
追
い

は
じ
め
に

講演Ⅰ
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込
ま
れ
、
辞
任
へ
と
つ
な
が
り
ま
し
た
。
今
回
、

こ
の
大
型
減
税
案
が
、
英
国
国
民
は
お
ろ
か
金

融
市
場
か
ら
も
ノ
ー
を
突
き
付
け
ら
れ
た
と
い

う
の
は
、
あ
る
意
味
で
大
変
興
味
深
い
事
実
で

す
。
財
政
的
に
も
社
会
的
に
も
持
続
可
能
な
財

政
政
策
・
租
税
政
策
で
は
な
い
と
見
切
ら
れ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

昨
今
の
情
勢
を
鑑
み
ま
す
と
、
我
々
は
、
不

正
解
の
政
策
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
ど
う

や
ら
過
去
の
経
験
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
そ
う

で
す
。
し
か
し
、
何
が
正
解
か
は
す
ぐ
に
は
分

か
ら
な
い
─
─
と
い
う
の
が
、
現
代
の
宿
命
・

特
徴
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
言
い
換
え
る
と
、

新
た
な
時
代
、
新
た
な
経
済
社
会
の
現
実
に
即

し
た
「
租
税
の
〈
公
平
〉
を
問
い
直
す
作
業
」
を
、

避
け
て
は
通
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
で
す
。

先
ほ
ど
の
ト
ラ
ス
政
権
に
お
い
て
は
、
大
型

減
税
が
「
公
平
な
税
制
」
と
し
て
受
け
入
れ
ら

れ
る
か
と
い
う
問
題
を
ス
キ
ッ
プ
し
て
、
い
さ

さ
か
性
急
に
進
め
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
お
そ

ら
く
不
正
解
で
あ
ろ
う
結
果
と
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。

で
は
一
体
、
い
ま
の
日
本
に
と
っ
て
公
平
な

税
制
と
見
な
す
べ
き
も
の
は
何
な
の
か
、
正
解

と
な
る
税
制
と
は
何
な
の
か
─
─
こ
れ
も
残
念

な
が
ら
す
ぐ
に
は
分
か
ら
な
い
状
況
で
す
。

「
道
標
・
導
き
の
糸
」
と
し
て
の
租
税
原
則

こ
の
よ
う
な
文
脈
か
ら
本
日
の
テ
ー
マ
を

「
租
税
原
則
と
し
て
の
〈
公
平
〉
に
つ
い
て
考

え
る
」
と
し
た
わ
け
で
す
が
、
こ
こ
で
述
べ
る

「
租
税
原
則
」
と
は
、
政
府
税
調
が
繰
り
返
し

掲
げ
て
き
た
「
公
平
・
中
立
・
簡
素
」
の
こ
と

で
す
。
ま
た
私
は
、
こ
の
租
税
原
則
と
は
、
あ

る
べ
き
税
制
の
「
目
標
そ
の
も
の
」
で
は
な
く
、

「
道
標
・
導
き
の
糸
」
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き

と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
説
明
す
る
た
め

に
、
少
々
回
り
道
と
な
り
ま
す
が
、
租
税
原
則

の
一
つ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
中
立
」
と

「
経
済
成
長
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
た
い

と
思
い
ま
す
。

さ
か
の
ぼ
っ
て
平
成
19
年
に
も
、
私
は
政
府

税
調
に
お
い
て
、「
租
税
原
則
と
し
て
の
『
成

長
』」
を
テ
ー
マ
に
報
告
の
機
会
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
当
時
、
米
国
は
ジ
ョ
ー
ジ
・
W
・
ブ

ッ
シ
ュ
第
43
代
大
統
領
で
、
成
長
重
視
の
租
税

政
策
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
日
本
に
お

い
て
も
、
経
済
成
長
重
視
の
「
上
げ
潮
派
」
と
、

photo.中島淳一郎

◎藤谷武史（ふじたに・たけし）氏
平成11年東京大学法学部卒業、平成21年ハーバード大学SJD

（法学博士）、東京大学大学院法学政治学研究科助手、北海道
大学大学院法学研究科准教授等を経て、現在、東京大学社会
科学研究所教授。専門は租税法、財政法。
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「
財
政
規
律
派
」
に
よ
る
綱
引
き
の
中
で
、
日

本
の
税
制
を
、
も
っ
と
成
長
重
視
に
組
み
替
え

て
い
く
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
そ
の
た
め
に
は

「
成
長
」
を
従
来
の
「
中
立
」
と
い
う
原
則
に

置
き
換
え
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
─
─
と
い

う
論
争
が
あ
り
ま
し
た
。
報
告
で
は
、
次
の
よ

う
な
内
容
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。

税
制
に
よ
っ
て
経
済
成
長
が
促
進
さ
れ
る
の

は
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
、「
成
長
」

は
税
制
が
究
極
的
に
達
成
し
た
い
目
標
で
あ
っ

て
も
、
現
実
の
複
雑
な
税
制
を
評
価
す
る
基
準

と
し
て
は
役
立
ち
ま
せ
ん
。
政
府
税
調
が
こ
れ

ま
で
に
租
税
原
則
を
掲
げ
、
論
じ
て
き
た
の
は
、

複
雑
化
す
る
税
制
が
正
し
い
方
向
に
向
か
っ
て

い
る
か
を
都
度
評
価
し
、
反
省
す
る
た
め
の
基

準
と
し
て
用
い
る
た
め
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

と
い
う
の
も
、「
中
立
」
な
状
態
が
何
か
と
い

う
こ
と
は
論
理
的
に
明
確
化
で
き
る
た
め
、
根

拠
と
検
証
の
可
能
性
を
も
っ
て
租
税
の
議
論
を

進
め
、政
策
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
公

平
・
簡
素
」
と
の
ト
レ
ー
ド
オ
フ
が
あ
る
た
め

に
完
全
な
「
中
立
」
の
達
成
は
困
難
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
理
想
的
な
目
標
と
現
状
と
の
ギ
ャ

ッ
プ
と
し
て
、
税
制
改
革
の
課
題
を
指
し
示
せ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

一
方
で
「
成
長
」
は
、
基
準
と
し
て
は
曖
昧

で
す
。「
税
制
が
理
想
的
に
成
長
を
促
進
し
て

い
る
状
態
」
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
す
の

か
が
不
明
確
で
あ
る
た
め
に
、
税
制
改
革
の
具

体
的
指
針
と
な
り
得
ま
せ
ん
。
そ
の
反
面
、
税

制
が
明
ら
か
に
成
長
を
阻
害
し
て
い
る
と
い
う

状
態
は
、
そ
の
要
因
の
把
握
を
比
較
的
容
易
に

行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
税

制
が
経
済
活
動
を
ゆ
が
め
て
い
る
─
─
す
な
わ

ち
「
中
立
」
が
害
さ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、「
税
制
や
他
の
経

済
政
策
を
通
じ
た
豊
か
で
安
定
し
た
社
会
の
実

現
」
と
い
う
も
の
が
目
指
す
べ
き
ゴ
ー
ル
だ
と

し
た
ら
、
そ
こ
に
向
か
っ
て
一
歩
ず
つ
進
み
、

辿
り
着
く
た
め
の
「
道
標
・
導
き
の
糸
」
が
租

税
原
則
で
あ
る
─
─
と
い
う
理
解
に
つ
な
が
り

ま
す
。

こ
う
い
っ
た
理
解
に
基
づ
い
て
、
租
税
原
則

と
し
て
の
〈
公
平
〉
を
と
ら
え
る
こ
と
が
本
日

の
ト
ピ
ッ
ク
で
す
。
一
足
飛
び
に
、
税
制
が
実

現
す
べ
き
理
想
的
な
状
況
を
か
な
え
、「
こ
れ

が
公
平
な
社
会
、
こ
れ
が
公
平
な
税
制
」
と
示

す
の
は
非
常
に
難
し
い
こ
と
で
す
。む
し
ろ〈
公

平
〉
と
は
、
税
制
設
計
の
あ
か
ら
さ
ま
な
不
正

解
や
不
公
平
を
注
意
深
く
回
避
し
、
正
解
を
目

指
し
て
辛
抱
強
く
試
行
錯
誤
す
る
─
─
そ
の
た

め
の
指
針
と
し
て
の
概
念
で
す
。
こ
の
概
念
が
、

一
体
ど
の
よ
う
に
役
立
つ
の
か
に
つ
い
て
考
え

て
い
き
ま
す
。
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こ
こ
か
ら
は
、租
税
原
則
と
し
て
の
〈
公
平
〉

と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
き
た

か
、
過
去
の
政
府
税
調
答
申
を
一
つ
の
手
掛
か

り
と
し
て
、
歴
代
の
流
れ
を
振
り
返
り
、
整
理

し
ま
す
。

「
公
平
・
中
立
・
簡
素
」
の
三
原
則
が
確
立

ご
承
知
の
通
り
、
戦
後
の
税
制
の
出
発
点
と

な
っ
た
の
は
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
基
づ
き
昭
和

25
年
に
施
行
さ
れ
た
シ
ャ
ウ
プ
税
制
で
す
。
シ

ャ
ウ
プ
税
制
は
、
包
括
的
所
得
税
を
中
心
と
す

る
、
論
理
的
に
首
尾
一
貫
し
た
公
平
な
租
税
体

系
を
目
指
し
ま
し
た
。

ま
た
、
今
回
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
を
あ
ら
た
め
て

読
み
返
し
て
み
る
と
、
戦
後
、
経
済
復
興
の
足

か
せ
と
な
っ
て
い
た
錯
綜
・
混
乱
す
る
日
本
の

税
制
を
立
て
直
し
、
国
民
間
に
広
が
る
税
へ
の

不
公
平
感
や
不
信
感
を
何
と
か
し
よ
う
と
、

「
公
平
」
と
「
簡
素
」
を
い
か
に
高
い
レ
ベ
ル

で
調
和
さ
せ
る
か
─
─
と
い
う
こ
と
に
留
意
し

て
い
た
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
程
な
く
し
て
シ
ャ
ウ
プ
税
制
の
包

括
的
所
得
税
の
理
念
は
、
多
数
の
租
税
特
別
措

置
に
よ
っ
て
浸
食
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
経
済
復
興
や
投
資
促
進
の

た
め
と
い
う
目
的
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
す
が
、

公
平
の
理
念
が
掲
げ
ら
れ
た
所
得
税
は
国
民
の

負
担
感
が
大
き
く
、
か
え
っ
て
税
負
担
の
不
均

衡
を
助
長
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
─
─
と
い

う
懸
念
に
配
慮
す
る
た
め
の
措
置
と
い
う
要
素

も
あ
り
ま
し
た
。
昭
和
20
年
代
・
30
年
代
の
答

申
を
見
る
と
そ
の
よ
う
な
ト
ー
ン
が
さ
ら
に
強

く
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

高
度
経
済
成
長
期
に
入
る
と
、
国
民
の
所
得

増
加
や
物
価
上
昇
に
伴
い
、
累
進
税
率
に
よ
っ

て
税
収
が
増
加
し
ま
し
た
が
、
国
民
の
生
活
か

ら
す
る
と
負
担
増
に
な
る
た
め
、
所
得
税
の
減

税
が
、
昭
和
30
年
代
か
ら
40
年
代
の
議
論
の
中

心
と
な
り
ま
し
た
。
当
時
の
政
府
税
調
答
申
か

ら
も
、
戦
後
復
興
期
に
お
け
る
社
会
経
済
の
実

情
か
ら
、
所
得
税
中
心
の
税
体
系
は
理
想
で
あ

る
が
現
実
と
の
乖
離
が
あ
る
と
い
う
ト
ー
ン
が

強
く
読
み
取
れ
ま
す
。

ま
た
、
昭
和
40
年
代
後
半
に
は
、
ド
ル
シ
ョ

ッ
ク
や
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
を
経
て
低
成
長
時
代

に
突
入
し
ま
し
た
。
税
収
の
自
然
増
は
、
当
て

に
で
き
な
く
な
り
、
赤
字
国
債
が
恒
常
的
に
発

行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
昭
和
50
年
代
で

す
。
少
子
高
齢
化
の
時
代
を
見
据
え
、
税
の
財

源
調
達
力
が
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
が
、
こ
の
昭
和
の
終
わ
り
頃
の
状
況
で

あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
背
景
が
あ
り
、
昭
和
62
年
か
ら
63

年
に
か
け
て
、
抜
本
的
税
制
改
革
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
改
革
の
大
き
な
柱
は
、
税
収
に
お
け
る

直
間
比
率
の
是
正
、
す
な
わ
ち
所
得
税
中
心
の

税
体
系
か
ら
消
費
税
へ
と
軸
足
を
移
す
と
い
う

も
の
で
し
た
。

昭
和
61
年
・
63
年
の
政
府
税
調
答
申
は
、
こ

の
抜
本
的
改
革
を
理
論
的
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
非

常
に
重
要
な
答
申
で
す
。
所
得
税
を
中
心
と
す

る
税
制
こ
そ
が
〈
公
平
〉
に
か
な
う
と
い
う
シ

ャ
ウ
プ
税
制
か
ら
の
大
き
な
転
換
点
と
な
る
税

制
改
革
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
こ
で
は

〈
公
平
〉
に
つ
い
て
の
十
分
な
議
論
が
な
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
昭
和
61
年
の
答
申
に
は
、

「
抜
本
的
見
直
し
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、

『
公
平
』、『
公
正
』、『
簡
素
』、『
選
択
』、『
活
力
』

を
基
本
理
念
と
し
、
こ
れ
に
加
え
中
立
性
の
原

則
や
国
際
性
の
視
点
に
も
配
慮
す
る
」
と
い
う

記
述
が
あ
り
ま
す
。
ま
だ
こ
の
時
点
で
は
「
公

平
・
中
立
・
簡
素
」
の
三
原
則
が
確
立
し
て
い

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
が
、
昭
和
63
年
の
答
申
に
お
い
て
は
「
税

制
改
革
の
基
本
原
則
」
と
し
て
「
最
も
基
本
的

な
理
念
と
し
て
、
公
平
、
中
立
及
び
簡
素
の
基
本

Ⅰ　
政
府
税
調
答
申
に
お
け
る〈
公
平
〉
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原
則
に
従
う
と
と
も
に
、
社
会
共
通
の
費
用
を

広
く
薄
く
分
か
ち
合
う
視
点
が
重
要
で
あ
る
と

考
え
る
」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
時
期
に
、
い
ま
の
私
た
ち
に
な

じ
み
の
深
い
、
租
税
原
則
の
三
本
柱
「
公
平
・

中
立
・
簡
素
」
が
確
立
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。

平
成
12
年
答
申
が
現
在
の
租
税
原
則
の
礎

本
日
の
主
題
と
の
関
係
で
興
味
深
い
の
は
、

租
税
原
則
と
し
て
の
〈
公
平
〉
と
い
う
も
の
を

明
確
に
位
置
付
け
た
こ
の
時
期
の
答
申
に
お
い

て
、
す
で
に
公
平
の
概
念
の
と
ら
え
直
し
が
起

こ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

先
ほ
ど
の
昭
和
61
年
・
63
年
の
答
申
に
お
い

て
は
、
所
得
税
は
垂
直
的
公
平
に
資
す
る
が
水

平
的
公
平
に
難
あ
り
と
の
評
価
で
、
そ
の
た
め

に
勤
労
世
代
の
重
税
感
・
不
公
平
感
へ
の
配
慮

が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
消
費
税
が
平
成
元
年
に
導
入
さ
れ

ま
し
た
。
平
成
5
年
の
答
申
で
は
、
所
得
水
準

の
上
昇
・
平
準
化
・
社
会
保
障
の
充
実
と
い
っ

た
当
時
の
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
垂
直
的
公
平

の
問
題
に
つ
い
て
は
一
定
程
度
問
題
が
解
決
し
、

む
し
ろ
水
平
的
公
平
の
重
要
性
が
相
対
的
に
上

昇
し
て
お
り
、
水
平
的
公
平
に
優
れ
た
税
と
し

て
の
消
費
税
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
─
─

と
説
明
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
平
成
9
年
の
答
申
で
は
、
少
子
高
齢

化
の
進
展
、
財
政
事
情
の
悪
化
と
い
っ
た
問
題

意
識
が
前
面
に
出
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
こ

で
も
水
平
的
公
平
の
重
要
性
か
ら
、
所
得
税
よ

り
も
消
費
税
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
に
加

え
て
、「
世
代
間
の
公
平
」
と
い
う
視
点
が
、

明
確
な
か
た
ち
で
初
め
て
登
場
し
ま
し
た
。

こ
う
い
っ
た
経
緯
を
踏
ま
え
出
さ
れ
た
の
が
、

平
成
12
年
の
答
申
で
す
。
こ
れ
は
現
在
に
お
い

て
も
日
本
の
租
税
原
則
の
礎
と
な
る
重
要
な
答

申
で
あ
り
、
租
税
の
公
平
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ

た
詳
細
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ

の
記
述
を
見
て
い
き
ま
す
。

ま
ず
、
公
平
と
は
、
各
人
が
各
々
の
負
担
能

力
（
担
税
力
）
に
応
じ
て
税
負
担
を
分
か
ち
合

う
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
公
平
は
、
水
平
的
公
平
と
垂
直
的
公
平
か
ら

成
る
も
の
で
、「
さ
ら
に
、
近
年
で
は
世
代
間
の

公
平
が
一
層
重
要
と
な
っ
て
い
ま
す
」 

と
い
う

記
述
が
見
ら
れ
ま
す
。「
垂
直
的
公
平
」
に
資

す
る
税
制
と
し
て
は
所
得
課
税
・
資
産
課
税
が
、

「
水
平
的
公
平
」「
世
代
間
の
公
平
」
に
資
す
る
税

制
と
し
て
は
消
費
課
税
が
挙
げ
ら
れ
、
さ
ら
に

消
費
課
税
は
歳
入
の
安
定
性
・
十
分
性
と
い
う

観
点
か
ら
も
利
点
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
こ
で
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
「〈
公
平
〉

概
念
の
重
心
移
動
」
を
指
摘
で
き
ま
す
。
平
成

12
年
の
答
申
に
お
い
て
は
、
先
の
抜
本
的
税
制

改
革
を
振
り
返
り
、「
消
費
課
税
に
つ
い
て
は
、

税
体
系
全
体
を
通
じ
た
実
質
的
な
税
負
担
の
公

■ 平成12年答申における〈公平〉に関する記述
◦公平＝各人が各々の負担能力（担税力）に応じて税負担を分かち合うという意味。
◦公平＝⽔平的公平＋垂直的公平＋「さらに、近年では世代間の公平が⼀層重要と�
なっています」
◦所得課税・資産課税→垂直的公平
◦消費課税→⽔平的公平・世代間の公平（＋歳入の安定性・⼗分性）

※〈公平〉概念の重⼼移動
◦昭和62･63年度の抜本的税制改⾰について：「消費課税については、税体系全体を
通じた実質的な税負担の公平を図るとともに、⾼齢化の進展などにより増加する
公的サービスの提供に必要な歳入構造の安定化に資するため、消費⼀般に対して
広く公平に負担を求めていくことが必要」「社会共通の費用を賄うための負担はで
きるだけ国民が広く公平に分かち合うことが望ましいとの考え⽅」

政府税調答申における〈公平〉
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平
を
図
る
と
と
も
に
、
高
齢
化
の
進
展
な
ど
に

よ
り
増
加
す
る
公
的
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
必
要

な
歳
入
構
造
の
安
定
化
に
資
す
る
た
め
、
消
費

一
般
に
対
し
て
広
く
公
平
に
負
担
を
求
め
て
い

く
こ
と
が
必
要
」「
社
会
共
通
の
費
用
を
賄
う

た
め
の
負
担
は
で
き
る
だ
け
国
民
が
広
く
公
平

に
分
か
ち
合
う
こ
と
が
望
ま
し
い
と
の
考
え

方
」
と
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
シ
ャ

ウ
プ
税
制
に
お
い
て
、〈
公
平
〉
は
所
得
税
の

特
長
で
し
た
が
、
平
成
12
年
答
申
に
至
る
プ
ロ

セ
ス
の
中
で
、
公
平
の
概
念
の
と
ら
え
直
し
が

起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

さ
ら
に
、
平
成
12
年
答
申
で
は
、
興
味
深
い

こ
と
に
、「『
公
平
』
に
対
す
る
様
々
な
考
え
方
」

と
い
う
セ
ク
シ
ョ
ン
が
コ
ラ
ム
的
に
設
け
ら
れ

て
お
り
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
、ジ
ェ
レ
ミ
・

ベ
ン
サ
ム
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
、
ア
マ
ル
テ

ィ
ア
・
セ
ン
な
ど
の
哲
学
者
の
議
論
も
引
用
し

な
が
ら
分
配
的
正
義
に
関
わ
る
諸
理
論
が
紹
介

さ
れ
て
い
ま
す
。
分
配
的
正
義
と
は
、
我
々
が

議
論
す
べ
き
は
社
会
全
体
と
し
て
分
配
状
況
が

公
平
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
り
、
税
制
は
そ
の

構
成
要
素
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
考
え

方
で
す
。
当
然
、
社
会
保
障
や
そ
の
他
の
様
々

な
給
付
、
あ
る
い
は
法
制
度
が
も
た
ら
す
分
配

状
況
へ
の
影
響
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
分
配
的
正
義

と
は
、
政
府
税
調
が
従
来
議
論
し
て
き
た
と
こ

ろ
の
租
税
原
則
と
し
て
の
〈
公
平
〉
そ
の
も
の

と
、
区
別
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点

に
注
意
が
必
要
で
す
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
租
税
法
学
で

は
常
識
と
な
っ
た
増
井
良
啓
教
授
の
「
税
制
の

公
平
か
ら
分
配
の
公
平
へ
」
と
い
う
論
文
が
参

考
に
な
り
ま
す
（
増
井
良
啓
「
税
制
の
公
平
か
ら
分

配
の
公
平
へ
」
江
頭
憲
治
郎
・
碓
井
光
明
編
『
法
の
再

構
築
Ⅰ
国
家
と
社
会
』
東
京
大
学
出
版
会
、
2
0
0
7

年
、
63

−

80
頁
）。
こ
こ
で
、
増
井
教
授
は
分
配

的
正
義
の
理
論
的
な
説
得
力
を
認
め
た
上
で
、

こ
の
理
論
は
、
政
府
が
失
敗
す
る
可
能
性
に
対

し
て
無
警
戒
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も

呈
さ
れ
て
い
ま
す
。

分
配
的
正
義
は
い
わ
ば
ソ
ー
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン

ニ
ン
グ
的
な
発
想
と
も
い
え
ま
す
が
、
現
実
的

に
は
、
人
間
は
失
敗
も
し
ま
す
し
、
自
分
勝
手

な
振
る
舞
い
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
だ
か

ら
こ
そ
厳
格
な
法
や
手
続
き
に
よ
り
権
力
を
統

制
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
課
税

に
お
い
て
も
、
ま
ず
は
そ
れ
自
体
が
公
平
か
ど

う
か
を
探
る
た
め
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ

り
、
租
税
原
則
と
し
て
の
〈
公
平
〉
を
問
う
こ

と
は
、
現
実
社
会
に
お
け
る
実
践
的
な
指
針
を

求
め
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
─
─
と
い
う
の
が
、

私
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
す
。

ま
た
、
こ
の
分
配
的
正
義
に
関
す
る
セ
ク
シ
ョ

ン
は
、
答
申
内
の
位
置
付
け
と
し
て
、「
四　

税

制
の
検
討
の
視
点
」
─
「
1
．
経
済
社
会
の
構

造
変
化
」
─
「（
5
）
所
得
分
布
の
動
向
」
に

あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
マ
ク
ロ
的
、
俯
瞰
的
な

議
論
に
お
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
内
容
で
あ
る

と
い
う
こ
と
も
、租
税
原
則
と
し
て
の
〈
公
平
〉

そ
の
も
の
と
は
区
別
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

さ
て
、
租
税
原
則
と
し
て
の
〈
公
平
〉
に
つ

い
て
は
、
こ
の
平
成
12
年
答
申
が
一
つ
の
到
達

点
と
い
え
ま
す
。
そ
の
後
の
答
申
に
お
い
て
も

公
平
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
は
い
ま
す
が
、

「
公
平
・
中
立
・
簡
素
」
の
枕
詞
化
と
表
現
し

て
い
る
よ
う
に
、
原
則
の
中
身
に
踏
み
込
ん
だ

議
論
は
あ
ま
り
行
わ
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

平
成
29
年
の
答
申
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
「
中

立
性
」
と
い
う
言
葉
と
置
き
換
え
可
能
な
意
味

で
の
「
公
平
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
例
も

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
公
平
そ
の
も

の
の
固
有
の
意
味
と
い
う
も
の
が
、
近
年
、
あ

ま
り
強
調
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。

以
上
、
政
府
税
調
の
答
申
を
手
掛
か
り
に
租

税
原
則
と
し
て
の
〈
公
平
〉
が
ど
の
よ
う
に
論

じ
ら
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
振
り
返
り
、
確

認
し
て
き
ま
し
た
。
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こ
こ
か
ら
は
、
法
的
な
観
点
か
ら
、
わ
が
国

の
法
制
度
、
日
本
国
憲
法
の
下
で
〈
公
平
〉
が

ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
か
を
確
認

し
て
い
き
ま
す
。

租
税
公
平
主
義
の
二
つ
の
柱

わ
が
国
は
法
治
国
家
、
民
主
主
義
国
家
の
た

め
、
憲
法
に
適
合
し
た
租
税
立
法
に
よ
っ
て
租

税
政
策
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
当
然
の
要
請
で

あ
り
、
制
約
で
も
あ
り
ま
す
。〈
公
平
〉
を
論

じ
る
た
め
の
法
的
な
手
掛
か
り
は
、
日
本
国
憲

法
第
14
条
1
項
で
す
。

日
本
国
憲
法
第
14
条
1
項

　

す
べ
て
国
民
は
、
法
の
下
に
平
等
で
あ
つ

て
、
人
種
、
信
条
、
性
別
、
社
会
的
身
分
又

は
門
地
に
よ
り
、
政
治
的
、
経
済
的
又
は
社

会
的
関
係
に
お
い
て
、
差
別
さ
れ
な
い
。

こ
の
条
文
に
「
租
税
」
と
い
う
言
葉
は
出
て

き
ま
せ
ん
が
、
学
説
や
判
例
に
お
い
て
は
、
当

然
租
税
に
も
そ
の
規
範
が
及
ぶ
と
い
う
こ
と
で
、

租
税
の
設
計
（
立
法
）
段
階
、
租
税
政
策
の
執

行
段
階
に
お
け
る
「
租
税
公
平
主
義
」
と
い
う

考
え
方
が
導
か
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
考
え
方
は
次
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
は
先
に
紹
介
し
た
政
府
税

調
答
申
と
、
も
ち
ろ
ん
食
い
違
う
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

◆
公
平
な
税
負
担
の
分
配
＝
能
力
に
応
じ
た
税

負
担
「
垂
直
的
公
平
」

◆
税
負
担
分
配
の
基
準
に
照
ら
し
て
等
し
い
者

に
等
し
い
課
税
を
行
う
「
水
平
的
公
平
」

一
つ
目
は
、
公
平
な
税
負
担
の
分
配
は
、
能

力
に
応
じ
た
税
負
担
で
あ
る
と
い
う
「
垂
直
的

公
平
」
の
基
準
で
す
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、 

担
税
力
や
能
力
に
応

じ
た
税
負
担
こ
そ
が
公
平
な
税
制
で
あ
る
と
い

う
考
え
方
は
、
現
代
の
私
た
ち
に
は
常
識
と
思

え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
歴
史
上
で
見
た
場

合
に
は
決
し
て
自
明
の
も
の
で
は
な
く
、
い
わ

ゆ
る
利
益
説
や
応
益
課
税
と
い
わ
れ
る
考
え
方

と
の
対
比
、
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
出
て
き
た

考
え
方
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
国
家

財
政
か
ら
受
け
る
利
益
に
応
じ
た
税
負
担
で
は

な
く
、
国
家
共
同
体
の
た
め
の
貢
献
は
能
力
に

応
じ
て
行
う
の
が
公
平
で
あ
る
─
─
と
い
う
考

え
方
は
、
20
世
紀
初
頭
以
降
に
な
っ
て
有
力
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
し
、
伝
統
的

な
租
税
法
学
に
お
け
る
通
説
で
い
わ
れ
る
よ
う

に
「
所
得
が
最
も
優
れ
た
担
税
力
の
尺
度
で
あ

る
」
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
個
人
的
に
は
議
論

の
余
地
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

二
つ
目
は
、
税
負
担
分
配
の
基
準
に
照
ら
し

て
、
等
し
い
者
に
等
し
い
課
税
を
行
う
と
い
う

「
水
平
的
公
平
」
の
基
準
で
す
。

こ
の
「
垂
直
的
公
平
」
と
「
水
平
的
公
平
」

は
並
べ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
実
際

に
は
相
互
に
支
え
合
い
、
論
理
的
前
提
と
し
合

う
密
接
な
結
び
つ
き
が
あ
り
ま
す
。「
何
を
も

っ
て
等
し
い
と
見
る
の
か
」
と
い
う
尺
度
に
つ

い
て
考
え
た
と
き
、
極
端
な
例
で
す
が
、
一
人

一
人
が
人
間
で
あ
る
こ
と
が
等
し
い
と
い
う
基

準
で
い
え
ば
人
頭
税
も
正
当
化
で
き
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
我
々
の
能
力
に

応
じ
た
税
負
担
と
い
う
観
点
か
ら
は
好
ま
し
く

な
い
と
い
う
こ
と
で
、
現
実
社
会
に
は
な
じ
み

ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
、
水
平
的
公
平
の
考
え

方
と
垂
直
的
公
平
の
考
え
方
は
相
互
に
支
え
合

う
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
留
意

し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。 　

そ
の
上
で
、
租
税
の
公
平
が
憲
法
第
14
条
と

い
う
観
点
か
ら
、
実
際
上
、
法
的
に
問
題
と
な

り
得
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
従
来
問
題

と
な
っ
て
き
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
水
平
的
公

平
」
の
側
面
で
し
た
。「
垂
直
的
公
平
」
の
側

面
も
、
も
ち
ろ
ん
法
的
に
問
題
と
な
り
得
る
の

Ⅱ　
法
的
観
点
か
ら
み
た〈
公
平
〉
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で
す
が
、
そ
れ
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
税
負

担
能
力
が
ま
っ
た
く
な
い
場
面
に
お
い
て
、 

税

を
要
求
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
極
端
な
例
と
な

り
ま
す
。
こ
れ
は
む
し
ろ
生
存
権
を
保
障
し
た

憲
法
第
25
条
、
あ
る
い
は
財
産
権
を
保
障
し
た

憲
法
第
29
条
と
の
関
係
に
お
い
て
問
題
と
な
る

も
の
で
、
租
税
の
公
平
と
い
う
観
点
か
ら
問
題

と
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

税
制
の
設
計
段
階
に
お
け
る
〈
公
平
〉

税
制
の
設
計
は
、
す
べ
か
ら
く
具
体
的
な
課

税
要
件
の
設
定
で
あ
り
、
そ
れ
は
線
引
き
の
問

題
で
あ
り
、
区
別
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
た
だ

し
、
憲
法
第
14
条
は
、
何
か
ら
何
ま
で
等
し
く

扱
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
絶
対
的
平
等

を
保
障
す
る
の
で
は
な
く
、
合
理
的
理
由
の
な
い

区
別
、
差
別
を
禁
止
し
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

で
は
、
何
が
合
理
的
理
由
の
あ
る
区
別
な
の

か
、
許
さ
れ
る
区
別
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
、
も
ち
ろ
ん
様
々
な
考
え
方
が
あ
り
ま
す

が
、
わ
が
国
の
最
高
裁
判
例
で
は
、
こ
の
判
断

に
つ
い
て
非
常
に
広
範
な
立
法
府
の
裁
量
を
認

め
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
公
平
と
は
何
か
、

何
が
公
平
に
か
な
っ
た
税
制
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
、
複
数
の
筋
道
だ
っ
た
考
え
方
が
当

然
あ
り
得
る
も
の
で
、
な
か
な
か
唯
一
の
正
解

は
な
い
た
め
、
憲
法
は
民
主
的
政
治
過
程
の
選

択
に
委
ね
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

た
だ
し
、
広
範
な
立
法
裁
量
に
任
せ
き
り
で

あ
り
、
憲
法
第
14
条
が
ほ
と
ん
ど
意
味
の
な
い

緩
い
規
範
か
と
い
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
理
由
は
2
点
あ
り
ま
す
。

1
点
目
の
理
由
は
、
憲
法
第
14
条
1
項
に
あ

る
「
人
種
、
信
条
、
性
別
、
社
会
的
身
分
又
は

門
地
」
の
平
等
な
取
り
扱
い
は
民
主
制
の
下
で

の
本
質
的
な
要
求
で
あ
る
た
め
、
厳
格
な
合
理

性
が
問
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

民
主
制
は
単
な
る
多
数
決
の
こ
と
で
は
な
く
、

そ
の
本
質
は
政
治
社
会
の
共
同
体
を
構
成
す
る

構
成
員
が
皆
等
し
く
扱
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
誰
し
も
が
対
等
な
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
て

社
会
を
回
す
─
─
と
い
う
考
え
方
を
基
本
と
す

る
民
主
制
を
支
え
る
上
で
、
人
種
や
性
別
で
差

別
さ
れ
る
こ
と
は
民
主
制
に
反
す
る
と
い
う
の

が
20
世
紀
以
降
の
我
々
の
共
通
理
解
で
す
。
そ

の
た
め
、
租
税
立
法
の
場
合
に
お
い
て
も
、
こ

の
よ
う
な
事
項
に
関
し
て
区
別
を
行
う
場
合
に

は
、
特
に
厳
格
な
合
理
性
が
問
わ
れ
ま
す
。

近
年
は
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
価
値
観
の
多

様
性
が
様
々
な
か
た
ち
で
議
論
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
が
、
と
り
わ
け
人
格
の
本
質
的
な

部
分
に
関
わ
る
属
性
や
価
値
観
の
平
等
な
尊
重

に
関
わ
る
税
制
上
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
十
分

な
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
今
後
ま
す
ま
す
重
要

視
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
に
お
い
て
少
子

高
齢
化
は
避
け
ら
れ
な
い
現
実
で
す
。
そ
の
上

で
各
個
人
を
尊
重
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ポ
テ
ン
シ

ャ
ル
を
引
き
出
し
て
社
会
を
支
え
て
も
ら
う
と

い
う
こ
と
は
、
日
本
社
会
の
今
後
の
行
く
末
を

占
う
上
で
も
非
常
に
使
命
的
な
重
要
性
を
持
つ

と
考
え
て
い
ま
す
。〈
公
平
〉
の
考
え
方
に
は

こ
う
い
っ
た
重
要
な
要
素
を
取
り
込
む
可
能
性

が
あ
る
こ
と
も
あ
わ
せ
て
強
調
し
て
お
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

2
点
目
の
理
由
は
、
憲
法
第
14
条
の
「
人
種
、

信
条
、
性
別
、
社
会
的
身
分
又
は
門
地
」
以
外

に
関
す
る
区
別
に
つ
い
て
も
、
国
は
租
税
立
法

が
「
不
合
理
な
区
別
を
設
け
る
こ
と
で
は
な
い

こ
と
」
を
弁
証
す
る
責
任
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
と
り
わ
け
、
政
策
と
い
う
の
は
立
法
目

的
に
照
ら
し
て
、
そ
の
区
別
が
合
理
性
を
欠
く

も
の
で
な
い
か
ど
う
か
が
明
確
に
説
明
さ
れ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

一
例
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
院
（
憲
法

裁
判
所
）
の
2
0
0
9
年
12
月
29
日
の
判
決
に

お
い
て
は
、
炭
素
税
に
つ
い
て
、
温
暖
化
対
策

と
い
う
公
益
目
的
か
ら
正
当
化
し
が
た
い
ほ
ど

に
広
範
な
減
免
対
象
を
設
け
て
い
る
が
ゆ
え
に
、

租
税
平
等
原
則
違
反
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

TKCタックスフォーラム2022　講演Ⅰ
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こ
の
判
決
は
、
一
つ
の
考
え
方
の
参
考
に
な
ろ

う
か
と
思
い
ま
す
。

複
数
の
レ
ベ
ル
で
機
能
す
る
〈
公
平
〉
概
念

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
租
税
立
法
、
政
策
実
現

の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
働
く
も
の
と
し
て〈
公
平
〉

の
概
念
を
と
ら
え
ま
す
と
、
次
の
二
つ
の
レ
ベ

ル
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

A　

税
制
の
基
幹
的
部
分
の
設
計
に
つ
い
て
は
、

憲
法
は
政
治
過
程
に
お
け
る
〈
公
平
〉
の
判

断
（
国
民
に
対
す
る
説
得
）
に
委
ね
る

B　

基
幹
的
選
択
に
対
す
る
個
別
の
制
度
（
区
別
）

の
首
尾
一
貫
性
（
合
理
性
）
を
問
う

A
に
つ
い
て
、
タ
ッ
ク
ス
・
ミ
ッ
ク
ス
や
累

進
税
率
構
造
な
ど
の
税
制
の
基
幹
的
部
分
の
設

計
に
お
い
て
、
憲
法
は
基
本
的
に
政
治
過
程
に

お
け
る
公
平
の
判
断
に
委
ね
て
い
ま
す
。
政
治

家
は
国
民
に
対
し
て
、
と
り
わ
け
増
税
の
場
面

に
お
い
て
は
説
得
力
あ
る
説
明
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
租
税
立
法
が
実
現

し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
あ
か
ら
さ
ま
に
公
平
性

を
欠
く
よ
う
な
税
制
は
実
現
し
な
い
だ
ろ
う
と

い
う
政
治
過
程
へ
の
信
頼
に
憲
法
は
立
脚
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

か
た
や
B
は
、
立
法
府
に
お
い
て
所
得
に
課

税
す
る
、
消
費
に
課
税
す
る
と
い
う
基
幹
的
決

定
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
対
応
す

る
個
別
の
制
度
（
区
別
）
に
つ
い
て
も
、
そ
の

基
幹
的
決
定
と
の
首
尾
一
貫
性
（
合
理
性
）
を

問
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
政
治
過
程
で
は
必
ず
し
も
十
分
に
是

正
さ
れ
な
い
少
数
者
の
不
利
益
に
つ
い
て
は
、

司
法
が
救
済
の
役
割
を
担
う
こ
と
も
あ
り
得
ま

し
ょ
う
。

逆
に
、
少
数
者
が
組
織
化
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
利
益
を
過
剰
に
生
み
出
し
て
し
ま
う
こ
と

も
、
現
実
の
政
治
で
は
ま
ま
起
こ
り
得
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
は
、
法
的
統
制
の
手
立
て
が
な

い
た
め
に
、
透
明
性
・
可
視
化
と
い
う
方
策
を

も
っ
て
対
応
す
る
こ
と
が
一
応
の
処
方
箋
と
な

っ
て
い
ま
す
。

法
的
な
視
角
か
ら
の
〈
公
平
〉
論
の
限
界

こ
こ
ま
で
法
的
な
観
点
か
ら
〈
公
平
〉
に
つ

い
て
触
れ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

一
定
の
限
界
な
い
し
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

と
い
う
の
も
、
法
的
な
公
平
論
と
い
う
も
の

は
、
課
税
あ
る
い
は
税
制
と
い
う
国
家
作
用
が
、

名
宛
人
で
あ
る
個
人
に
対
し
て
ど
う
及
ん
で
い

る
か
、
個
人
が
ど
う
扱
わ
れ
て
い
る
か
に
焦
点

を
絞
っ
て
い
る
た
め
で
す
。
こ
れ
は
、
憲
法
ま

た
は
租
税
法
は
公
法
で
あ
り
、
国
家
権
力
の
法

的
な
統
制
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
の
表
れ

と
も
い
え
ま
す
が
、
憲
法
第
14
条
に
お
い
て
も
、

国
民
と
い
う
か
た
ち
で
個
人
が
フ
ォ
ー
カ
ス
さ

れ
て
い
ま
す
。 

他
方
で
、
租
税
政
策
の
前
提
と
な
る
経
済
学

の
観
点
か
ら
は
、
課
税
の
直
接
的
な
作
用
だ
け

複数のレベルで機能する〈公平〉概念
A）�税制の基幹的部分（例：タックス・ミックス、累進税率構造）の設計について
は、憲法は政治過程における〈公平〉の判断（国民に対する説得）に委ねる。
※あからさまに公平性を⽋く税制は実現しない、という政治過程への信頼

⇒説得⼒ある〈公平〉論によって税制改⾰を正当化する必要
@租税法律主義＝租税の民主主義的契機にbuilt-inされている。

B）基幹的選択に対する個別の制度（区別）の⾸尾⼀貫性（合理性）を問う。
・政治過程では必ずしも是正されない、少数者の不利益→司法の役割
※政治過程で過剰に代表される組織化された少数者の利益（集合⾏為論）に�
対しては有効な法的統制の手⽴てがない（例：租税特別措置）
→透明性・可視化の⽅策

法的観点からみた〈公平〉
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で
な
く
、
間
接
的
な
作
用
も
考
慮
す
べ
き
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
税
負
担
に
つ
い
て
は

金
銭
負
担
の
み
な
ら
ず
、
厚
生
損
失
、
行
動
変

容
等
に
お
い
て
も
考
慮
す
べ
き
と
い
う
考
え
方

で
す
が
、
法
的
な
公
平
論
で
は
、
そ
れ
ら
を
視

野
に
入
れ
る
こ
と
は
困
難
と
い
え
ま
す
。

例
え
ば
消
費
課
税
に
お
い
て
は
、
消
費
者
の

み
が
課
税
さ
れ
て
い
て
も
、
取
引
の
相
手
方
に

も
当
然
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
が
、
個
人
に
対
す

る
国
家
作
用
に
着
眼
す
る
法
的
統
制
で
は
、
間

接
的
な
作
用
ま
で
を
問
題
と
し
て
視
野
に
入
れ

る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
要
素
を
経
済
学
の
道

具
立
て
を
用
い
て
考
慮
に
入
れ
た
税
制
を
設
計

す
る
こ
と
は
、
税
制
の
効
率
性
を
高
め
る
も
の

で
あ
り
、
好
ま
し
い
こ
と
で
す
。
金
銭
タ
ー
ム

で
観
察
可
能
な
指
標
（
所
得
・
消
費
・
資
産
）
を

超
え
た
、
よ
り
精
密
な
指
標
（
例
え
ば
効
用
）
を

公
平
な
税
制
の
指
標
と
し
て
取
り
入
れ
る
こ
と

は
、「
理
論
的
」
に
は
大
変
望
ま
し
い
こ
と
だ

と
思
わ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
租

税
政
策
は
法
的
な
観
点
か
ら
も
禁
じ
ら
れ
て
い

ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
経
済
学
の
道
具
立
て
を
用
い
て
公

平
な
税
制
の
指
標
と
し
て
取
り
入
れ
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
を
首
尾
一
貫
し
た
方
法
で
行
う
こ

と
が
法
的
な
公
平
論
か
ら
は
要
求
さ
れ
ま
す
。

そ
こ
に
は
様
々
な
問
題
が
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、

果
た
し
て
こ
う
い
っ
た
理
想
を
現
実
の
税
制
に

落
と
し
込
め
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
は
課
題

が
あ
り
、
今
後
、
検
討
す
べ
き
項
目
だ
と
考
え

ま
す
。

　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
過
去
の
政
府
税
調
答
申
を

手
掛
か
り
と
し
て
、
ま
た
、
法
的
な
観
点
か
ら

み
た
〈
公
平
〉
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、
こ
こ
か
ら
は
「
い

ま
、
租
税
の
〈
公
平
〉
を
論
じ
る
意
味
」
に
つ

い
て
、
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

現
実
を
生
き
る
我
々
に
と
っ
て
説
得
力
が
あ
る
か

先
ほ
ど
、
複
数
の
レ
ベ
ル
で
機
能
す
る
〈
公

平
〉
概
念
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
A

（
税
制
の
基
幹
的
部
分
の
設
計
）
の
レ
ベ
ル
で
筋
道

の
通
っ
た
〈
公
平
〉
は
複
数
あ
り
得
る
と
い
う

点
は
、
再
度
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
平
成
12
年
の
答
申
で
紹
介
さ
れ
て
い
た
、

租
税
の
〈
公
平
〉
を
そ
の
従
た
る
部
分
と
す
る

分
配
的
正
義
の
哲
学
的
な
理
論
に
お
い
て
も
、

複
数
の
考
え
方
が
非
常
に
高
い
レ
ベ
ル
で
拮
抗

し
て
い
た
と
い
う
の
が
現
実
で
す
。

た
だ
し
、
こ
の
複
数
性
を
認
め
る
こ
と
は
「
何

で
も
あ
り
」
の
価
値
相
対
主
義
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
す
。
い
ず
れ
の
観
点

か
ら
み
て
も
不
公
平
・
不
正
義
と
評
価
さ
れ
る

税
制
は
無
数
に
存
在
し
得
る
の
で
す
が
、
そ
れ

ら
は
排
除
さ
れ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の

よ
う
な
税
制
を
排
除
す
る
た
め
の
ロ
ジ
ッ
ク
と

し
て
、
民
主
的
政
治
過
程
の
統
制
原
理
と
し
て

の
公
平
や
正
義
は
、
引
き
続
き
有
用
だ
と
考
え

ま
す
。

そ
の
上
で
、
私
た
ち
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と

は
、
公
平
や
正
義
の
問
題
は
抽
象
的
な
レ
ベ
ル

だ
け
で
決
着
が
つ
く
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
。
現
に
、
哲
学
や
分
配
的
正
義
に
お
け

る
規
範
的
な
議
論
と
い
う
も
の
は
、
概
念
演
繹

的
に
首
尾
一
貫
し
て
い
る
か
に
加
え
、
現
実
社

会
に
生
き
る
我
々
の
道
徳
的
な
判
断
に
フ
ィ
ッ

ト
し
た
も
の
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
競
い
合
わ
れ

て
き
ま
し
た
。
な
お
、
こ
の
道
徳
的
判
断
は
、

現
実
の
制
度
や
社
会
通
念
と
等
し
い
と
は
限
り

ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
抽
象
理
論
だ
け
で
な
く
、

現
実
を
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
説
得
力
が
あ

り
、
公
平
あ
る
い
は
正
義
と
し
て
受
け
入
れ
ら

れ
る
議
論
で
あ
る
か
が
問
わ
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
。

こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、「
所
得
が
最
も
優

Ⅲ　
い
ま
、租
税
の〈
公
平
〉を
論
じ
る
意
味
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れ
た
担
税
力
の
尺
度
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
シ

ャ
ウ
プ
税
制
の
考
え
方
で
し
た
が
、
そ
の
後
「
む

し
ろ
消
費
の
方
が
公
平
な
課
税
の
尺
度
と
し
て

優
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
議
論
が

1
9
7
0
年
代
以
降
に
説
得
力
を
高
め
た
の
に

は
、
何
ら
か
の
背
景
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
は
翻
っ
て
、
今
日
我
々
の
置
か
れ
た
状
況

に
お
い
て
、〈
公
平
〉
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
る

意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
か
─
─
と

い
う
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。

つ
ま
り
、
経
済
社
会
の
構
造
変
化
な
ど
、
そ

れ
ぞ
れ
の
〈
公
平
〉
が
前
提
と
す
る
文
脈
を
視

野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

〈
公
平
〉
を
と
ら
え
る
複
数
の
視
角

こ
ち
ら
の
図
（
下
欄
）
は
、〈
公
平
〉
を
と
ら

え
る
視
角
が
複
数
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、「
所

得
」「
消
費
」
と
い
う
担
税
力
を
絡
め
て
説
明

し
た
も
の
で
す
。

横
軸
は
時
間
軸
で
、
左
か
ら
右
に
時
間
が
流

れ
（
横
軸
に
並
ん
で
い
る
の
は
同
一
人
物
）、
手
前

か
ら
奥
に
向
か
っ
て
の
奥
行
き
軸
は
、
同
時
代

を
シ
ェ
ア
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、

3
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
、
そ
れ

ぞ
れ
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
で
生
き
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
模
式
的
に
表
し
て
い
ま
す
。

課
税
の
観
点
か
ら
み
て
い
く
と
、「
所
得
」

の
と
ら
え
方
と
は
、
こ
の
奥
行
き
軸
に
お
け
る

枠
に
お
い
て
、
当
該
年
度
に
各
個
人
が
ど
れ
だ

け
経
済
的
価
値
を
獲
得
し
た
か
、
言
い
換
え
れ

ば
、
そ
の
人
が
ど
れ
く
ら
い
金
銭
を
納
付
す
る

能
力
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
は
、
単

年
度
所
得
が
担
税
力
の
指
標
で
あ
る
べ
き
と
の

考
え
方
が
、
か
つ
て
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
背

景
と
は
一
体
何
で
し
ょ
う
か
。

いま、租税の〈公平〉を論じる意味？

所得：
各個人の“当該年度の”経済的価値
の獲得（～金銭納付可能額）
※実現主義の問題

◦「所得分布」それ自体を平準化
したい

◦「“その年の”財政を支える税収
を社会のうちの誰の負担に求め
るべきか」

消費：
生涯消費≒生涯所得を（変動の大
きな所得よりも）よく反映
※通常人のtime�horizonの限界？

◦財政の継続性（＋公債発⾏の常
態化）→財源をその年の当該社
会における経済的価値の増分で
賄う必要はない。

◦「自助努力による老後への備え」
と親和的な税制＝国家財政が直
接･間接に担うべき役割の変化

「世代間公平」＝退職世代にも
税負担を求める手段としての�
消費税

時間軸
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一
つ
に
は
、
20
世
紀
初
頭
の
経
済
成
長
や
産

業
社
会
に
お
い
て
、
巨
大
な
貧
富
の
格
差
が
生

ま
れ
た
時
代
に
、
所
得
分
布
の
偏
り
そ
れ
自
体

が
問
題
で
、
民
主
主
義
の
脅
威
で
あ
る
と
い
う

考
え
方
が
、
一
定
の
説
得
力
を
持
っ
て
い
た
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
「
所
得
分
布
」

そ
れ
自
体
を
平
準
化
し
た
い
、
と
い
う
考
え
方

で
す
。

も
う
一
つ
の
背
景
と
し
て
は
、
第
二
次
世
界

大
戦
で
す
。「
そ
の
年
の
財
政
」
を
支
え
る
税

収
を
社
会
の
う
ち
の
誰
の
負
担
に
求
め
る
べ
き

か
、
つ
ま
り
将
来
が
ど
う
と
い
う
悠
長
な
こ
と

を
言
っ
て
い
る
余
裕
は
な
く
、
負
担
能
力
の
あ

る
人
か
ら
す
ぐ
に
で
も
取
ら
な
い
と
回
ら
な
い

と
い
う
背
景
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
「
所
得
」
に
対
し
、「
消
費
」
の
と
ら

え
方
は
横
軸
の
枠
で
す
。
遺
産
等
を
除
い
て
、

大
き
な
意
味
で
は
自
分
の
稼
い
だ
金
額
と
自
分

が
消
費
し
た
金
額
は
釣
り
合
っ
て
い
る
─
─
つ

ま
り
、
生
涯
消
費
は
生
涯
所
得
を
よ
く
反
映
す

る
と
言
え
ま
す
。
近
年
で
は
、
単
年
度
所
得
よ

り
も
、
生
涯
の
所
得
水
準
・
消
費
水
準
こ
そ
が
、

相
対
的
な
税
負
担
能
力
を
評
価
す
る
上
で
は
優

れ
た
尺
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
有
力
に
主
張

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
点
に

つ
い
て
、
神
山
弘
行
教
授
は
、
単
年
度
所
得
を

基
準
に
担
税
力
を
と
ら
え
る
見
方
は
決
し
て
自

明
で
は
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
（
神
山
弘
行

「
社
会
保
障
財
源
と
し
て
の
消
費
税
─
─
負
担
構
造
の
観

点
か
ら
」『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
1
5
3
9
号
、
2
0
1
9
年

12
月
号
、
23

−

29
頁
）。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
優
勢
と
な
っ
て
き
た

背
景
と
し
て
は
、
戦
争
が
な
く
財
政
が
安
定
化

し
た
こ
と
で
、
税
制
・
財
政
の
と
ら
え
方
と
し

て
、
目
線
が
広
が
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

加
え
て
公
債
発
行
の
常
態
化
も
あ
り
、
財
政
は
、

継
続
的
な
存
在
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
い
わ
ば
割
引
現
在
価
値
の
考
え

方
と
言
え
ま
す
が
、
財
源
を
そ
の
年
の
当
該
社

会
に
お
け
る
経
済
的
価
値
の
増
分
で
賄
う
必
要

が
な
く
な
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
税
制
・
財
政

は
続
い
て
い
く
、
納
税
者
の
生
活
も
続
い
て
い

く
と
い
う
前
提
で
、
ど
の
程
度
の
税
負
担
を
い

ま
課
す
こ
と
が
望
ま
し
い
か
を
長
期
的
な
時
間

軸
の
中
で
検
討
す
る
こ
と
こ
そ
が
望
ま
し
い
と

い
う
考
え
方
で
す
。

ま
た
、
平
成
29
年
の
答
申
で
は
「
自
助
努
力

に
よ
る
老
後
へ
の
備
え
」
に
つ
い
て
の
言
及
が

あ
り
、
消
費
税
が
こ
の
考
え
方
と
親
和
的
な
税

制
で
あ
る
と
い
う
点
も
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
す
な

わ
ち
、
国
家
が
長
い
ス
パ
ン
で
の
財
政
お
よ
び

経
済
社
会
の
持
続
可
能
性
に
対
し
て
、
直
接
的

に
税
を
取
っ
て
配
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
間

接
的
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
と
い
う
か

た
ち
で
も
後
押
し
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
─
─
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
よ
り
重
視
さ
れ
る

時
代
に
な
っ
て
き
た
、
と
い
う
背
景
と
も
関
連

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

さ
ら
に
、
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
は
、
平
成
12

年
答
申
に
お
い
て
、
あ
ら
た
め
て
「
世
代
間
公

平
」
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
た
際
に
、
退
職
世

代
に
も
税
負
担
を
求
め
る
手
段
と
し
て
、
消
費

税
は
公
平
に
か
な
う
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
退
職
世
代
に
も
再
度
、
同

時
代
的
負
担
の
分
か
ち
合
い
を
考
え
ま
し
ょ
う

と
い
う
観
点
が
あ
ら
た
め
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

仮
説
的
で
は
あ
り
ま
す
が
、〈
公
平
〉
が
様
々

な
角
度
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
要
請
に
応
じ

て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
こ
の
図
を
通
じ

て
お
伝
え
し
ま
し
た
。

社
会
構
造
変
化
に
よ
る
公
平
概
念
の
重
心
移
動

こ
れ
ま
で
の
話
を
踏
ま
え
、
い
ま
、
租
税
の

〈
公
平
〉
を
論
じ
る
意
味
を
考
え
る
こ
と
の
必

要
性
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

再
確
認
と
な
り
ま
す
が
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
後

の
税
制
で
〈
公
平
〉
が
論
じ
ら
れ
た
文
脈
と
は
、

所
得
の
財
源
を
ど
の
よ
う
に
公
平
か
つ
効
率
的

に
獲
得
す
る
か
が
重
要
だ
っ
た
時
代
に
、
社
会
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全
体
の
税
負
担
を
、
個
人
が
国
家
か
ら
何
の
利

益
を
得
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
切
り
離
し
、

「
税
そ
の
も
の
の
公
平
」
を
論
じ
よ
う
と
い
う

考
え
方
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
言
え
ま
す
。
ま
た
、

当
時
の
税
制
・
財
政
が
持
っ
て
い
た
時
間
軸
が

社
会
保
障
の
本
格
化
前
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

も
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
社
会
保
障
の
充
実
と
と

も
に
財
政
赤
字
の
問
題
も
構
造
化
し
て
い
く
中

で
、
税
制
・
財
政
は
長
期
の
時
間
軸
を
持
つ
よ

う
に
な
り
、
公
平
概
念
も
拡
張
せ
ざ
る
を
得
な

く
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
応
し
た
の
が
昭
和

の
抜
本
的
税
制
改
革
で
あ
り
、
公
平
概
念
の
重

心
移
動
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

た
だ
し
、「
世
代
間
の
公
平
」
と
消
費
税
の

結
び
付
け
ら
れ
方
に
つ
い
て
は
、
注
意
を
要
し

ま
す
。
と
い
う
の
も
、
世
代
間
の
公
平
と
い
っ

た
場
合
、
一
般
的
に
は
今
日
の
財
政
負
担
を
将

来
世
代
の
財
政
赤
字
に
繰
り
越
し
て
い
る
と
い

う
問
題
で
あ
る
た
め
で
す
。
こ
れ
は
所
得
と
消

費
の
ど
ち
ら
が
公
平
か
と
い
う
問
題
で
は
な
く
、

そ
れ
以
前
に
、
そ
も
そ
も
今
日
の
財
政
需
要
に

見
合
っ
た
十
分
な
税
収
を
今
日
の
我
々
が
上
げ

て
い
る
か
と
い
う
問
題
で
す
の
で
、
議
論
の
際

に
は
注
意
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
財
政
が
一
層
長
期
的
な
コ
ミ
ッ
ト

メ
ン
ト
に
軸
足
を
移
す
よ
う
に
な
る
中
で
、
い
ま
、

問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
社
会
保
障
財
源
を
ど

の
よ
う
に
確
保
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

の
よ
う
な
中
で
、
今
後
、〈
公
平
〉
が
ど
の
よ

う
な
論
じ
ら
れ
方
に
な
る
か
を
考
え
る
必
要
性

は
高
ま
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。

現
実
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
担
保
さ
れ
る
べ
き
概
念

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、〈
公
平
〉
の
概

念
と
は
そ
の
時
代
に
お
け
る
文
脈
依
存
性
が
高

く
、
租
税
の
公
平
を
、
純
粋
に
真
空
状
態
に
お

け
る
租
税
論
と
し
て
論
じ
る
こ
と
に
は
限
界
が

あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
平
成
9
年
の
答
申
に

記
述
が
あ
っ
た
よ
う
に
〈
公
平
〉
の
位
置
付
け

は
時
代
と
共
に
変
わ
っ
て
い
き
、
租
税
の
公
平

を
と
ら
え
る
視
点
も
時
代
と
共
に
変
化
し
て
い

く
た
め
で
す
。

経
済
社
会
の
構
造
変
化
に
伴
っ
て
、
国
家
財

政
の
役
割
も
変
化
し
て
い
く
た
め
、
こ
の
変
化

を
意
識
し
つ
つ
、
公
平
が
ど
の
よ
う
な
文
脈
で

問
題
と
な
る
の
か
を
議
論
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
民
主
的
政
治
過
程
に
お
い
て
、
税
制
改
正

が
漸
進
的
な
、
段
階
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る

と
、「
い
ま
、
こ
こ
で
の
、
こ
の
租
税
」
が
い

か
な
る
意
味
で
公
平
に
か
な
う
か
─
─
と
い
う

正
当
性
が
一
つ
一
つ
議
論
さ
れ
、
説
得
さ
れ
る

と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
重
要
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
理
屈
の
上
で
筋
が
通
っ
た
公
平
の

考
え
方
や
尺
度
は
複
数
あ
り
得
る
の
で
す
が
、

現
在
、
日
本
の
社
会
を
生
き
る
我
々
に
と
っ
て

公
平
と
受
け
止
め
ら
れ
る
か
─
─
そ
う
い
っ
た

意
味
で
の
「
公
平
感
」「
納
得
感
」
が
重
要
で

あ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
く
ま

で
も
抽
象
的
な
概
念
で
は
な
く
、
具
体
的
な
文

脈
、
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
働
く
の
が
公
平
と
い
う

概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

先
が
見
え
な
い
時
代
に
、
税
制
の
「
正
解
」

に
辿
り
着
く
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
の
正
解
を
真
摯
に
希
求
し
続
け
る

こ
と
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
─
─
つ
ま
り
租
税
を
め

ぐ
る
公
論
、
問
答
と
議
論
に
よ
る
漸
進
的
な
正
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当
化
─
─
こ
れ
こ
そ
が
、
租
税
法
律
主
義
の
民

主
主
義
的
側
面
の
真
価
、
真
骨
頂
と
言
え
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

時
代
と
共
に
、
求
め
ら
れ
納
得
さ
れ
る
〈
公

平
〉
は
移
り
変
わ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
、
税

制
は
常
に
公
平
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
諦
め

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
私
は
、〈
公
平
〉
と
い
う
の

は
理
念
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
議
論
に
よ

っ
て
論
理
的
に
実
践
的
に
現
実
プ
ロ
セ
ス
の
中

で
担
保
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

本
日
お
集
り
の
租
税
専
門
家
で
あ
る
税
理
士

の
皆
さ
ま
は
、
理
念
と
論
理
の
両
方
を
理
解
し

た
上
で
、
公
の
議
論
を
媒
介
し
創
発
す
る
役
目

を
担
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
租
税
の

〈
公
平
〉
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
役
割
を
担

わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　媒
介
者
の
租
税
専
門
家
の
存
在
が
欠
か
せ
な
い

本
日
の
講
演
で
は
「
租
税
原
則
と
し
て
の
〈
公

平
〉
に
つ
い
て
考
え
る
」
を
テ
ー
マ
に
、
政
府

税
調
答
申
を
振
り
返
り
な
が
ら
租
税
原
則
と
し

て
の
公
平
の
展
開
を
辿
り
、
公
平
概
念
が
「
重

心
移
動
」
し
た
そ
の
背
景
に
は
、
マ
ク
ロ
（
経

済
社
会
）
文
脈
依
存
性
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
ま

し
た
。
次
に
、
法
的
観
点
か
ら
の
公
平
に
つ
い

て
整
理
し
、
不
確
実
で
不
透
明
な
現
代
社
会
に

お
い
て
は
、「
正
解
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
「
不

正
解
」
を
注
意
深
く
避
け
、「
正
解
」
を
真
摯

に
求
め
続
け
る
こ
と
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を

作
動
さ
せ
る
た
め
の
仕
掛
け
と
し
て
、〈
公
平
〉

と
い
う
概
念
が
法
的
に
意
味
を
持
つ
こ
と
を
ご

説
明
し
ま
し
た
。

そ
の
上
で
、
日
本
社
会
に
お
い
て
、
な
ぜ
「
い

ま
、
こ
こ
で
」
租
税
の
公
平
を
問
い
、
論
じ
る

こ
と
が
必
要
か
つ
有
意
義
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、

経
済
社
会
の
現
状
認
識
を
深
め
、
今
後
の
見
通

し
や
展
望
に
立
脚
し
た
〈
公
平
〉
概
念
を
議
論

の
端
緒
と
し
て
、
考
察
を
深
め
る
可
能
性
に
つ

い
て
申
し
述
べ
て
き
ま
し
た
。

租
税
の
〈
公
平
〉
を
論
じ
る
に
は
、
様
々
な

角
度
か
ら
の
議
論
を
深
め
る
こ
と
が
重
要
で
す

が
、
こ
れ
は
学
者
や
税
務
当
局
だ
け
に
よ
っ
て

行
わ
れ
る
の
で
は
意
味
が
な
く
、
広
く
国
民
を

巻
き
込
ん
だ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
う
は
言
っ
て
も
、
租
税
と
は
複
雑
な
も
の
で

す
か
ら
、
議
論
に
国
民
全
員
が
参
加
す
る
の
は

難
し
い
面
も
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
租
税
の
公
論
・
輿
論
（
世
論
）
の

担
い
手
で
あ
る
と
と
も
に
、
市
民
に
分
か
り
や

す
く
伝
え
て
い
く
媒
介
者
と
し
て
の
「
租
税
専

門
家
」
の
存
在
が
絶
対
に
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
税

理
士
の
皆
さ
ま
は
、
ま
さ
に
わ
が
国
に
お
け
る

媒
介
者
と
し
て
の
役
割
を
持
つ
貴
重
な
担
い
手

で
あ
り
、
人
的
な
社
会
資
本
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
を
、
心
か
ら
の
敬
意
と
共
に
申
し
上
げ

ま
し
て
、
講
演
を
締
め
く
く
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

本
日
は
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
構
成
／
T
K
C
出
版　

小
早
川
万
梨
絵
）

◦〈公平〉概念の文脈依存性⇒租税の〈公平〉を純粋に（“真空状態”に�
おける）租税論としてのみ論じるのではなく…
◦経済社会の構造変化→国家財政の役割の変化を意識した〈公平〉論の�
必要性＝民主的政治過程における「いま、ここでの、この租税」の正当
性の説得、へのコミットメント
cf.�公平“感” 納得“感”

◦これは「分配の公平そのものを論じるべき」との王道の議論とも親和的
だが、分配的正義論自体の百家争鳴状況に鑑み、実質的「正解」の主張
よりもむしろ、税制改正の中で作動するプロセス的な概念として租税原
則としての〈公平〉を問う側⾯に焦点。
cf.��“問答”“議論”による漸進的な正当化���〈正解〉を真摯に希求し続け
ることへのコミット＝租税法律主義の民主主義的側⾯の真価

◦租税をめぐる〈公論〉の重要性と、理念と論理によって公の議論を 
媒介／創発する者としての租税専門家の役割！

いま、租税の〈公平〉を論じる意味？

Ⅳ　
ま
と
め
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