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こ
の
た
び
、
坂
本
孝
司
T
K
C
全
国
会
会
長

な
ら
び
に
主
催
者
か
ら
「
租
税
法
律
主
義
」
を

テ
ー
マ
に
話
を
し
て
ほ
し
い
と
ご
依
頼
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
T
K
C
会
員
を
は
じ
め
税
理
士

の
皆
様
の
業
務
は
、
租
税
の
法
令
に
基
づ
く
も

の
で
あ
り
、
ま
さ
に
租
税
法
律
主
義
と
密
接
な

関
係
に
あ
る
と
理
解
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
本
日
は
「
租
税
法

律
主
義
の
意
義
と
機
能
に
つ
い
て
考
え
る
」
を

テ
ー
マ
に
、
大
き
く
分
け
て
次
の
四
つ
の
観
点

か
ら
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

Ⅰ　

租
税
法
律
主
義
の
伝
統
的
理
解
と
最
高

　

裁
判
決

Ⅱ　

租
税
法
律
主
義
の
外
延

Ⅲ　

比
較
法
的
視
点

Ⅳ　

�

不
確
実
性
と
タ
ッ
ク
ス
・
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス　

日
本
国
憲
法
84
条
が
規
定
す
る
租
税
法
律
主

義
に
関
す
る
伝
統
的
な
議
論
や
近
年
の
裁
判
例

の
動
向
、
さ
ら
に
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
不

確
実
性
と
タ
ッ
ク
ス
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に

関
す
る
先
端
的
な
理
論
研
究
等
も
踏
ま
え
つ
つ
、

租
税
法
律
主
義
の
意
義
と
機
能
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

租
税
法
律
主
義
の
伝
統
的
理
解
と
最
高
裁
判
決

Ⅰま
ず
は
「
租
税
法
律
主
義
」
が
従
来
の
学
説

上
、
あ
る
い
は
最
高
裁
判
決
を
通
じ
て
伝
統
的

に
議
論
さ
れ
て
き
た
内
容
を
整
理
し
ま
す
。
ま

た
、
近
年
の
判
例
の
動
向
等
も
踏
ま
え
な
が
ら
、

租
税
法
律
主
義
と
租
税
法
の
解
釈
適
用
に
つ
い

て
、
現
在
の
日
本
法
に
お
け
る
立
ち
位
置
を
確

認
し
ま
す
。

租
税
法
律
主
義
の
歴
史
的
淵
源

租
税
法
律
主
義
と
は
、
ご
存
じ
の
と
お
り
、

課
税
要
件
を
あ
ら
か
じ
め
法
律
で
定
め
な
け
れ

ば
国
家
は
租
税
を
賦
課
・
徴
収
す
る
こ
と
は
で

き
ず
、
国
民
は
租
税
の
納
付
を
要
求
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
と
い
う
原
則
で
す
。

で
は
、
こ
の
租
税
法
律
主
義
の
歴
史
的
淵
源

は
ど
こ
ま
で
遡
れ
る
か
と
い
う
と
、
様
々
な
議

論
が
あ
り
ま
す
が
、
一
般
的
に
は
1
2
1
5
年

イ
ギ
リ
ス
の
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
に
起
源
が
あ
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
1
6
2
8
年
の

権
利
請
願
、
1
6
8
9
年
の
権
利
章
典
が
あ
り
、

こ
れ
ら
一
連
の
名
誉
革
命
を
通
じ
て
「
同
意
な

く
し
て
課
税
な
し
」
と
い
う
近
代
法
に
お
け
る

重
要
な
理
念
が
発
展
し
て
き
ま
し
た
。

18
世
紀
後
半
の
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
は
、「
代

表
な
け
れ
ば
課
税
な
し
（N

o taxation w
ithout 

representation

）」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も

と
ボ
ス
ト
ン
・
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
事
件
を
き
っ

か
け
に
独
立
の
機
運
が
高
ま
り
ま
し
た
。
ア
メ

リ
カ
は
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
よ
っ
て
合
衆
国
設

立
に
向
け
て
機
運
を
高
め
、
ま
さ
に
近
代
国
家

租
税
法
律
主
義
の
意
義
と
機
能
に
つ
い
て
考
え
る
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の
礎
を
築
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、「
国
王
の
恣
意
的
な
課
税
か

ら
国
民
を
保
護
す
る
こ
と
」
に
租
税
法
律
主
義

の
歴
史
的
意
義
が
あ
り
ま
し
た
。

日
本
の
文
脈
に
お
い
て
も
、
租
税
法
律
主
義

の
規
定
は
明
治
政
府
の
と
き
か
ら
存
在
し
て
い

ま
す
。
古
く
は
明
治
憲
法
62
条
1
項
、
そ
し
て

現
在
の
日
本
国
憲
法
84
条
に
受
け
継
が
れ
て
き

ま
し
た
。

こ
の
日
本
国
憲
法
84
条
に
は
「
あ
ら
た
に
租

税
を
課
し
、
又
は
現
行
の
租
税
を
変
更
す
る
に

は
、
法
律
又
は
法
律
の
定
め
る
条
件
に
よ
る
こ

と
を
必
要
と
す
る
」
と
租
税
法
律
主
義
が
規
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

租
税
法
律
主
義
の
現
代
的
機
能

国
王
の
恣
意
的
な
課
税
か
ら
の
国
民
保
護
と

い
う
歴
史
的
意
義
が
あ
る
一
方
、
租
税
法
律
主
義

の
現
代
的
機
能
に
つ
い
て
は
国
民
の
経
済
生
活
に

「
法
的
安
定
性
（legal�certainty
）」
と
「
予
測

可
能
性
（predictability

）」
を
付
与
す
る
こ
と

に
あ
る
と
通
説
的
に
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で

い
う
「
予
測
可
能
性
」
と
は
、
あ
る
取
引
に
よ
り

ど
れ
く
ら
い
の
税
負
担
が
生
じ
る
か
と
い
う
「
計

算
可
能
性
」
の
確
保
と
も
言
い
換
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
租
税
法
律
主
義
に
は
「
民
主
主
義
的

側
面
」
と
「
自
由
主
義
的
側
面
」
と
い
う
二
つ

の
側
面
が
あ
り
ま
す
。
租
税
法
律
主
義
を
論
ず

る
際
に
二
つ
の
側
面
が
混
同
さ
れ
る
場
合
が
あ

る
の
で
、
違
い
が
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て

お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

一
つ
目
の
「
民
主
主
義
的
側
面
」
と
は
、「
代

表
な
け
れ
ば
課
税
な
し
」
の
考
え
方
を
基
礎
と

し
て
国
民
の
代
表
で
あ
る
議
員
が
議
会
を
構
成

し
、
そ
の
議
会
に
お
い
て
国
民
の
代
表
者
が
「
議

会
に
よ
る
決
定
」
を
行
う
こ
と
で
す
。
そ
の
た

め
、
あ
く
ま
で
も
民
主
的
な
正
当
性
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

二
つ
目
の
「
自
由
主
義
的
側
面
」
と
は
、「
私

人
の
自
由
と
財
産
に
国
が
不
当
に
介
入
し
な

い
」
こ
と
で
す
。「
租
税
」
と
は
、
憲
法
29
条

の
財
産
権
を
侵
害
す
る
─
─
い
わ
ゆ
る
侵
害
規

範
で
あ
る
─
─
こ
と
を
前
提
に
、
憲
法
原
理
に

よ
っ
て
統
制
す
る
必
要
が
あ
る
と
伝
統
的
に
理

解
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
は
自
由
主
義
的
側
面

と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

た
だ
し
、
近
年
の
租
税
法
の
研
究
者
間
の
議

論
に
お
い
て
、「
財
産
権
の
侵
害
」
と
い
う
フ

レ
ー
ズ
の
使
い
方
に
は
注
意
が
必
要
と
の
指
摘

が
な
さ
れ
ま
す
（
中
里
実
「
財
産
権
と
課
税
」
日
税
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研
論
集
77
号
1
6
9
頁
（
2
0
2
0
年
）、渕
圭
吾
「
財

産
権
保
障
と
租
税
立
法
に
関
す
る
考
察
」
神
戸
法
學
雑

誌
65
巻
2
号
55
頁
（
2
0
1
5
年
）
参
照
）。
こ
れ

に
つ
い
て
は
租
税
法
律
主
義
の
憲
法
84
条
と
財

産
権
の
憲
法
29
条
の
関
係
が
議
論
の
背
後
に
あ

り
ま
す
。
通
常
、
財
産
権
と
は
特
定
の
資
産
の

所
有
権
等
を
指
し
ま
す
が
、
租
税
法
律
主
義
が

「
特
定
」
の
資
産
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か

と
い
え
ば
、
そ
れ
は
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
で
あ

ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
で
は
、
租
税
法
律
主

義
が
守
ろ
う
と
し
て
い
る
コ
ア
の
部
分
と
は
何

な
の
か
。
そ
れ
は
「
個
人
の
自
由
」、
言
い
方

を
少
し
変
え
る
と
「
税
引
後
所
得
な
い
し
消
費

可
能
額
」
で
は
な
い
か
と
い
う
理
解
で
す
。
私

た
ち
は
、
税
引
後
所
得
か
ら
消
費
・
投
資
・
貯

蓄
等
を
選
択
し
て
行
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な

個
人
の
選
択
の
自
由
を
侵
害
し
な
い
─
─
個
人

の
消
費
可
能
性
を
侵
さ
な
い
─
─
そ
う
い
っ
た

意
味
で
の
「
個
人
の
自
由
」
を
守
る
こ
と
に
租

税
法
律
主
義
の
主
眼
が
あ
る
と
い
う
指
摘
が
有

力
と
な
っ
て
い
ま
す
。

租
税
法
律
主
義
の
概
要

こ
こ
か
ら
は
、
少
し
伝
統
的
な
話
に
戻
っ
て
、

租
税
法
律
主
義
の
概
要
と
し
て
次
の
4
点
を
ご

紹
介
し
ま
す
。

（
1
）
課
税
要
件
法
定
主
義

課
税
要
件
法
定
主
義
と
は
、
課
税
の
作
用
と

は
「
財
産
権
の
侵
害
」
で
あ
る
た
め
に
課
税
要

件
の
す
べ
て
と
租
税
の
賦
課
・
徴
収
の
手
続
は

法
律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
。
課
税
要
件
法
定
主
義
は
、

い
わ
ゆ
る
「
法
律
な
け
れ
ば
犯
罪
な
し
」
と
い

う
罪
刑
法
定
主
義
に
な
ぞ
ら
え
て
作
ら
れ
た
原

則
と
言
わ
れ
て
お
り
、
民
主
主
義
的
な
側
面
と

密
接
・
不
可
分
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
特
徴

に
あ
り
ま
す
。

な
お
、
行
政
法
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
一

定
の
行
政
活
動
に
は
法
律
の
根
拠
が
必
要
と
い

う
「
法
律
の
留
保
の
原
則
」
の
も
と
、
法
律
の

定
め
な
し
に
政
令
・
省
令
に
よ
っ
て
新
た
な
課

税
要
件
に
関
す
る
定
め
を
成
し
得
ま
せ
ん
。
ま

た
、「
法
律
の
優
位
の
原
則
」
で
は
、
法
律
の

定
め
に
違
反
す
る
政
令
・
省
令
等
は
効
力
を
有

し
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
政
令
・
省
令
へ
の

委
任
命
令
の
許
容
範
囲
に
つ
い
て
も
、
具
体

的
・
個
別
的
な
委
任
は
問
題
あ
り
ま
せ
ん
が
、

一
般
的
・
白
紙
的
な
委
任
は
許
さ
れ
な
い
と
解

さ
れ
て
い
ま
す
。

（
2
）
課
税
要
件
明
確
主
義

課
税
要
件
明
確
主
義
と
は
、
課
税
要
件
及
び

租
税
の
賦
課
・
徴
収
の
手
続
に
関
す
る
定
め
を

成
す
場
合
に
は
、
誰
で
も
理
解
で
き
る
よ
う
、

な
る
べ
く
一
義
的
で
明
確
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
み
だ
り
に
不
明
確
な
定

め
を
置
い
て
し
ま
う
と
、
結
果
的
に
一
般
的
・

白
紙
的
な
委
任
と
同
じ
結
果
に
な
る
恐
れ
が
あ

る
た
め
で
す
。

課
税
要
件
明
確
主
義
は
、
民
主
主
義
的
な
側

面
を
持
つ
課
税
要
件
法
定
主
義
の
コ
ロ
ラ
リ
ー

（
自
然
の
帰
結
）
と
し
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き

ま
し
た
が
、
課
税
要
件
明
確
主
義
は
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
自
由
主
義
的
側
面
と
密
接
・
不
可
分

に
関
わ
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
と
い
う
の
も
、

不
明
確
な
法
令
の
規
定
は
納
税
者
の
予
測
可
能

性
を
低
下
さ
せ
、
ひ
い
て
は
租
税
法
律
主
義
が

守
ろ
う
と
し
て
い
る
「
個
人
の
自
由
」
の
侵
害

に
つ
な
が
る
た
め
で
す
。

近
年
の
裁
判
例
で
は
こ
の
自
由
主
義
的
側
面

を
強
調
す
る
こ
と
が
増
え
て
い
ま
す
が
、
一
方

で
租
税
法
律
主
義
の
淵
源
か
ら
す
る
と
民
主
主

義
的
側
面
も
決
し
て
お
ろ
そ
か
に
は
で
き
ま
せ

ん
。
そ
の
た
め
、
裁
判
に
お
い
て
は
両
面
を
と

も
に
考
慮
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
の
が
学
者
サ

イ
ド
か
ら
考
え
る
と
こ
ろ
で
す
。

（
3
）
合
法
性
の
原
則

合
法
性
の
原
則
は
、
一
旦
法
律
に
基
づ
い
て

納
税
義
務
が
成
立
し
た
ら
、
課
税
庁
が
裁
量
で
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軽
減
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
で
す
。
比

較
的
、
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い
原
則
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
非
常
に
重
要
な
内
容
と

捉
え
て
い
ま
す
。
合
法
性
の
原
則
に
よ
り
、
課

税
庁
は
法
律
で
定
め
ら
れ
た
と
お
り
の
税
額
を

賦
課
・
徴
収
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
特
定
の
納
税
者

だ
け
融
通
す
る
な
ど
の
お
手
盛
り
は
許
さ
れ
ま

せ
ん
。
そ
の
た
め
、
合
法
性
の
原
則
は
租
税
法

の
基
本
原
則
で
あ
る
「
税
制
公
平
主
義
」
と
も

深
く
関
わ
っ
て
き
ま
す
。
た
だ
し
、
納
税
者
に

有
利
な
行
政
先
例
法
が
あ
る
場
合
な
ど
、
原
則

が
適
用
さ
れ
な
い
例
外
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
原
則
ゆ
え
に
、
通
常
の
民
事
訴

訟
で
は
認
め
ら
れ
る
「
和
解
」
が
税
務
訴
訟
で

は
法
律
上
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
4
）
手
続
的
保
障
原
則

手
続
的
保
障
原
則
は
、
租
税
の
賦
課
・
徴
収

は
公
権
力
の
行
使
で
あ
る
か
ら
適
正
な
手
続
で

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
対
す
る
争
訟

は
公
正
な
手
続
で
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
る
も
の
で
す
。

　
　

最
高
裁
判
決
か
ら
見
る
「
租
税
」
の
意
義

次
に
、
租
税
法
律
主
義
に
お
け
る
「
租
税
」

の
意
義
を
考
察
し
ま
す
。
租
税
と
い
う
概
念
の

外
延
は
ど
こ
ま
で
及
ぶ
の
か
と
い
う
観
点
か
ら

重
要
な
最
高
裁
判
決
を
二
つ
紹
介
し
ま
す
。

▼
旭
川
市
国
民
健
康
保
険
条
例
事
件

（
最
大
判
平
成
18
年
3
月
1
日
・
民
集
60
巻
2
号
5
8
7
頁
）

本
件
は
住
民
訴
訟
で
す
。
旭
川
市
は
国
民
健

康
保
険
法
に
基
づ
く
国
民
健
康
保
険
料
の
徴
収

方
式
で
条
例
を
制
定
し
保
険
料
を
徴
収
し
て
い

ま
し
た
が
、
こ
の
条
例
は
具
体
的
な
保
険
料
率

を
定
率
・
定
額
で
定
め
て
お
ら
ず
、
憲
法
84
条

の
租
税
法
律
主
義
に
反
す
る
と
し
て
旭
川
市
及

び
市
長
が
提
訴
さ
れ
ま
し
た
。
憲
法
84
条
が
国

民
健
康
保
険
料
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
る
か
ど

う
か
が
論
点
と
な
っ
て
い
ま
す
。

違
憲
立
法
審
査
を
す
る
際
の
基
準
に
重
要
な

先
例
と
し
て
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
税
金
訴
訟
と
し

て
有
名
な
「
大
島
訴
訟
」
の
判
決
（
最
判
昭
和

60
年
3
月
27
日
・
民
集
39
巻
2
号
2
4
7
頁
）
が
あ

り
ま
す
。
当
件
を
最
高
裁
は
、
こ
の
大
島
訴
訟

判
決
の
租
税
の
定
義
を
引
用
し
て
修
正
を
加
え

て
い
ま
す
（
傍
線
箇
所
が
平
成
18
年
最
高
裁
で
加
え

ら
れ
た
新
し
い
文
言
）。

「
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
、
課
税
権
に
基
づ

き
、
そ
の
経
費
に
充
て
る
た
め
の
資
金
を
調
達

す
る
目
的
を
も
っ
て
、
特
別
の
給
付
に
対
す
る

反
対
給
付
と
し
て
で
な
く
、
一
定
の
要
件
に
該

当
す
る
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
課
す
る
金
銭
給

付
は
、
そ
の
形
式
の
い

か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、

憲
法
84
条
に
規
定
す
る

租
税
に
当
た
る
と
い
う

べ
き
で
あ
る
」。

つ
ま
り
、
市
民
が
支

払
う
国
民
健
康
保
険
料

は
、
保
険
給
付
を
得
る

こ
と
に
対
す
る
「
反
対

給
付
と
し
て
徴
収
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
」

を
理
由
に
、
憲
法
84
条

の
規
定
が
直
接
に
適
用

さ
れ
な
い
旨
を
判
示
し

ま
し
た
。
し
か
し
、
そ

れ
で
終
わ
り
で
は
な
く
、

次
の
箇
所
が
非
常
に
重

要
で
す
。「
租
税
以
外

の
公
課
で
あ
っ
て
も
、

賦
課
・
徴
収
の
強
制
の

度
合
い
等
の
点
に
お
い

て
租
税
に
類
似
す
る
性

質
を
有
す
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
憲
法
84
条
の

趣
旨
が
及
ぶ
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」。
す
な
わ

ち
、
国
民
健
康
保
険
料
は
租
税
で
は
な
い
も
の

の
、
憲
法
84
条
の
「
趣
旨
は
及
ぶ
」
と
さ
れ
る
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と
い
う
こ
と
で
す
。

結
局
、
本
件
の
条
例
は
旭
川
市
の
恣
意
的
な

判
断
で
保
険
料
率
を
操
作
で
き
な
い
制
度
だ
っ

た
た
め
に
憲
法
84
条
の
趣
旨
に
反
し
な
い
旨
が

判
示
さ
れ
ま
し
た
。
一
方
で
、
保
険
料
の
よ
う

な
租
税
と
類
似
す
る
性
質
を
有
す
る
も
の
で
租

税
と
同
様
の
強
制
の
度
合
い
が
あ
れ
ば
憲
法
84

条
の
趣
旨
が
及
ぶ
と
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
一
つ

大
き
な
転
換
点
で
あ
り
、
今
後
も
引
用
さ
れ
て

い
く
重
要
な
判
決
で
あ
ろ
う
か
と
存
じ
ま
す
。

▼
ガ
ー
ン
ジ
ー
島
事
件

（
最
判
平
成
21
年
12
月
3
日
・
民
集
63
巻
10
号
2
2
8
3
頁
）

本
件
に
お
い
て
、
原
告
の
日
本
の
内
国
法
人

で
あ
る
損
害
保
険
会
社
は
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン

の
英
国
領
ガ
ー
ン
ジ
ー
島
に
子
会
社
を
置
い
て

い
ま
し
た
。
ガ
ー
ン
ジ
ー
島
に
は
「
0
％
超
30
％

以
下
」
の
範
囲
で
税
率
を
選
択
で
き
る
制
度
が

あ
り
、
子
会
社
は
、
当
時
の
日
本
の
タ
ッ
ク
ス

ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
の
適
用
対
象
「
25
％
以
下
」

を
上
回
る
「
26
％
」
の
税
率
を
選
択
。
こ
れ
に

対
し
て
課
税
当
局
は
、
ガ
ー
ン
ジ
ー
島
の
外
国

税
が
わ
が
国
の
法
人
税
法
上
の
外
国
法
人
税
に

該
当
し
な
い
と
主
張
し
ま
し
た
。
納
税
者
が

税
率
を
選
択
で
き
る
外
国
税
が
「
租
税
」
と

言
え
る
か
が
正
面
か
ら
争
わ
れ
た
事
案
で
す
。

東
京
地
裁
及
び
東
京
高
裁
は
、
税
務
署
長
の
判

断
を
支
持
し
国
側
の
勝
訴
と
し
ま
し
た
が
、
最

高
裁
は
上
告
人
で
あ
る
損
害
保
険
会
社
の
主
張

を
認
め
、
納
税
者
の
逆
転
勝
訴
判
決
を
下
し
ま

し
た
。

最
高
裁
は
「
確
か
に
、
前
記
事
実
関
係
等
に

よ
れ
ば
、
本
件
外
国
税
を
課
さ
れ
る
に
当
た
っ

て
、
本
件
子
会
社
に
は
そ
の
税
率
等
に
つ
い
て

広
い
選
択
の
余
地
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
し
、
選
択
の
結
果
課
さ
れ
た
本
件

外
国
税
は
、
ガ
ー
ン
ジ
ー
が
そ
の
課
税
権
に
基

づ
き
法
令
の
定
め
る
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る

す
べ
て
の
者
に
課
し
た
金
銭
給
付
で
あ
る
と
の

性
格
を
有
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
ま
た
、
前
記
事
実
関
係
等
に
よ
れ
ば
、

本
件
外
国
税
が
、
特
別
の
給
付
に
対
す
る
反
対

給
付
と
し
て
課
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
外
国
税
が

そ
も
そ
も
租
税
に
該
当
し
な
い
と
い
う
こ
と
は

困
難
で
あ
る
」
と
の
見
解
を
示
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
ガ
ー
ン
ジ
ー
島
に
お
け
る
外
国
税

は
日
本
に
お
け
る
租
税
に
該
当
す
る
た
め
に
タ

ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
の
適
用
も
で
き
な

い
と
し
て
、
納
税
者
勝
訴
と
し
た
の
で
す
。
そ

の
後
の
税
制
改
正
に
よ
っ
て
現
行
の
規
定
は
変

更
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
「
租
税
と
は

何
か
」
が
論
点
と
し
て
争
わ
れ
た
重
要
な
判
決

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

最
高
裁
判
決
か
ら
見
る
租
税
法
の
解
釈
態
度

続
い
て
、
租
税
法
律
主
義
と
「
租
税
法
の
解

釈
」
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
そ
の

導
き
の
星
と
な
る
よ
う
な
三
つ
の
有
名
な
最
高

裁
判
決
を
お
伝
え
し
ま
す
。

▼
ホ
ス
テ
ス
報
酬
源
泉
徴
収
事
件

（
最
判
平
成
22
年
3
月
2
日
・
民
集
64
巻
2
号
4
2
0
頁
）

本
件
は
、
パ
ブ
ク
ラ
ブ
の
経
営
者
が
支
払
う

ホ
ス
テ
ス
の
報
酬
に
関
す
る
源
泉
所
得
税
額
の

計
算
方
法
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
す
。
所
得

税
施
行
令
3
2
2
条
に
よ
り
、
支
払
報
酬
額
か

ら
「
5
0
0
0
円
に
当
該
支
払
金
額
の
計
算
期

間
の
日
数
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
」
を
控
除

す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、こ
の
「
期
間
」

と
い
う
文
言
の
解
釈
が
、
ホ
ス
テ
ス
の
「
実
際

の
出
勤
日
数
」
な
の
か
「
集
計
期
間
の
全
日
数
」

な
の
か
が
争
点
と
な
り
ま
し
た
。

最
高
裁
は
「
一
般
に
、『
期
間
』
と
は
、
あ

る
時
点
か
ら
他
の
時
点
ま
で
の
時
間
的
隔
た
り

と
い
っ
た
、
時
的
連
続
性
を
持
っ
た
概
念
で
あ

る
と
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
施
行
令
3
2
2
条

に
い
う
『
当
該
支
払
金
額
の
計
算
期
間
』
も
、

当
該
支
払
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
期
間

の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
と
い
う
時
的
連
続
性
を

持
っ
た
概
念
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
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り
、
こ
れ
と
異
な
る
解
釈
を
採
る
べ
き
根
拠
と

な
る
規
定
は
見
当
た
ら
な
い
」
旨
を
判
示
し
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
計
算
の
基
礎
と
な
る
「
期

間
」
と
は
「
集
計
期
間
の
全
日
数
」
を
指
す
も

の
と
し
て
納
税
者
勝
訴
の
判
決
を
下
し
ま
し
た
。

最
高
裁
が
、「
租
税
法
規
は
み
だ
り
に
規
定
の

文
言
を
離
れ
て
解
釈
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
」

と
い
う
立
場
を
堅
持
し
て
い
る
点
に
お
い
て
も

重
要
性
が
高
い
判
決
と
い
え
ま
す
。

▼
固
定
資
産
税
等
賦
課
徴
収
懈
怠
違
法
確
認
等

請
求
事
件

（
最
判
平
成
27
年
7
月
17
日
・
集
民
2
5
0
号
29
頁
）

本
件
も
住
民
訴
訟
で
す
。
共
有
地
に
対
す
る

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
納
税
義
務
者
を
特
定
で

き
な
い
と
し
て
賦
課
・
徴
収
が
行
わ
れ
て
い
な

い
こ
と
に
対
し
、
自
治
会
等
が
固
定
資
産
税
を

賦
課
・
徴
収
さ
れ
る
べ
き
か
と
の
論
点
で
し
た
。

原
審
の
大
阪
高
裁
は
、
地
方
税
法
3
4
3
条
2

項
後
段
を
類
推
適
用
し
、
自
治
体
等
が
「
現
に

所
有
し
て
い
る
者
」
と
し
て
固
定
資
産
税
等
の

納
税
者
に
当
た
る
旨
を
判
断
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

こ
れ
に
対
し
最
高
裁
は
「
租
税
法
律
主
義
の
原

則
に
照
ら
す
と
、
租
税
法
規
は
み
だ
り
に
規
定
の

文
言
を
離
れ
て
解
釈
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と

い
う
べ
き
」
旨
を
判
示
し
、
本
件
の
よ
う
な
納

税
義
務
者
を
特
定
し
得
な
い
特
殊
事
情
が
あ
っ

て
も
、
類
推
解
釈
は
許
さ
れ
な
い
と
し
ま
し
た
。

こ
の
判
決
で
は
、「
租
税
法
律
主
義
の
原
則
」

が
、「
文
理
解
釈
」
─
─
法
規
の
文
字
・
文
章

を
忠
実
に
解
釈
す
る
と
い
う
考
え
方
─
─
の
論

拠
と
な
っ
て
お
り
、
前
述
の
ホ
ス
テ
ス
報
酬
源

泉
徴
収
事
件
や
従
来
の
最
高
裁
判
決
か
ら
、
さ

ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
立
場
で
あ
る
と
も
評
さ

れ
て
い
ま
す
。

▼
所
得
税
更
正
処
分
取
消
等
請
求
事
件

（
最
判
令
和
2
年
3
月
24
日
・
判
タ
1
4
7
8
号
21
頁
）

そ
れ
で
は
、
通
達
の
解
釈
に
つ
い
て
も
法
律

同
様
に
「
文
理
解
釈
」
が
要
求
さ
れ
る
の
で
し

ょ
う
か
。
本
件
は
、
株
式
の
低
額
譲
渡
に
対
す

る
み
な
し
譲
渡
課
税
（
所
得
税
法
59
条
1
項
2
号
）

に
お
い
て
、
財
産
評
価
基
本
通
達
の
適
用
が
争

わ
れ
た
事
案
で
す
。
東
京
高
裁
は
通
達
を
文
理

解
釈
す
る
立
場
で
し
た
が
、
最
高
裁
は
「
譲
渡

所
得
に
対
す
る
課
税
の
場
面
に
お
い
て
は
、
相

続
税
や
贈
与
税
の
課
税
の
場
面
を
前
提
と
す
る

評
価
通
達
の
前
記
の
定
め
を
そ
の
ま
ま
用
い
る

こ
と
は
で
き
ず
、
所
得
税
法
の
趣
旨
に
即
し
、

そ
の
際
に
応
じ
た
取
扱
い
が
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
」
と
判
示
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
同
判
決
の
宮
﨑
裁
判
官
の
補
足
意

見
は
「
租
税
法
の
法
令
解
釈
に
お
い
て
文
理
解

釈
が
重
要
な
解
釈
原
則
で
あ
る
の
と
同
じ
意
味

で
、
文
理
解
釈
が
通
達
の
重
要
な
解
釈
原
則
で

あ
る
と
は
い
え
な
い
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
通
達
の
拘
束
力
は
行
政
組
織
内

部
に
留
ま
り
、
納
税
者
や
裁
判
所
を
拘
束
す
る

法
規
命
令
で
は
な
く
、
租
税
法
の
法
源
た
り
え

な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
租
税

法
律
主
義
の
民
主
主
義
的
側
面
と
も
整
合
的
で
、

あ
く
ま
で
租
税
法
律
主
義
に
基
づ
く
租
税
法
令

の
解
釈
の
要
請
は
、
法
律
・
法
令
レ
ベ
ル
に
留

ま
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

文
理
解
釈
と
は

こ
こ
ま
で
「
文
理
解
釈
」
が
租
税
法
律
主
義

を
論
拠
と
す
る
判
決
を
説
明
し
て
き
ま
し
た
が
、

文
理
解
釈
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
み
る
と
、

「
借
用
概
念
」
と
「
固
有
概
念
」
と
い
う
二
つ

の
概
念
が
伝
統
的
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
借
用
概
念
」
と
は
、
民
商
法
な
ど
他
の
法
分

野
で
用
い
ら
れ
て
い
る
概
念
を
借
用
す
る
場
合
、

同
じ
意
義
で
解
釈
す
べ
き
と
す
る
見
解
で
す
。

こ
れ
は
あ
る
意
味
「
厳
格
解
釈
」、
つ
ま
り
法

令
の
文
言
を
厳
格
に
解
釈
す
る
立
場
と
も
い
え

ま
す
。
も
う
一
つ
の
「
固
有
概
念
」
は
租
税
法

が
独
自
に
用
い
る
概
念
で
、
例
え
ば
「
所
得
」

「
退
職
」
等
が
こ
れ
に
該
当
し
ま
す
。

ま
た
、ホ
ス
テ
ス
報
酬
源
泉
徴
収
事
件
の「
期
間
」
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と
い
う
言
葉
の
よ
う
に
、
日
本
語
と
し
て
定
着

し
て
い
る
自
然
な
意
味
内
容
に
よ
っ
て
解
釈
す

べ
き
と
い
う
態
度
も
あ
り
ま
す
。

一
方
で
、
日
本
語
と
し
て
必
ず
し
も
定
着
し

て
い
な
い
言
葉
に
つ
い
て
は
、
規
定
の
趣
旨
や
目

的
、
文
理
を
参
照
し
て
解
釈
す
べ
き
と
い
う
有
力

な
見
解
が
あ
り
ま
す
（
佐
藤
英
明
『
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

所
得
税
法
〔
第
3
版
〕』
5
1
2
‐
5
1
3
頁
（
弘
文
堂
・

2
0
2
2
年
）
参
照
）。
こ
こ
で
の
文
理
解
釈
に

お
い
て
法
令
の
趣
旨
は
全
く
意
味
を
な
さ
ず
、

む
し
ろ
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
ど
の
よ
う
な

言
葉
な
の
か
に
よ
っ
て
解
釈
に
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ

ン
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
、
学
説

上
の
有
力
な
見
解
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
ま
で
の
お
話
は
、
租
税
法
律
主
義
が
法

的
安
定
性
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
ひ
い

て
は
厳
格
解
釈
を
要
請
す
る
と
い
う
伝
統
的
な

内
容
で
し
た
。
な
お
、
租
税
法
律
主
義
で
は
な

く
租
税
公
平
主
義
が
理
由
付
け
に
持
ち
出
さ
れ

る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
本
日
は
租
税
法
律
主

義
に
注
目
し
て
考
察
し
て
い
き
ま
す
。

租
税
法
律
主
義
の
外
延

Ⅱこ
こ
か
ら
は
租
税
法
律
主
義
と
そ
の
租
税
の

外
延
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
探
っ
て
み
ま
し
ょ

う
。
一
口
に
「
租
税
」
と
い
っ
て
も
、所
得
税
・

法
人
税
・
消
費
税
な
ど
、
様
々
な
種
類
が
あ
り

ま
す
が
、
こ
の
他
に
も
租
税
に
類
似
す
る
性
質

を
有
す
る
も
の
や
租
税
同
様
に
人
々
の
自
由
・

財
産
を
侵
害
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら

を
詳
し
く
お
伝
え
す
る
と
と
も
に
、
租
税
法
律

主
義
の
射
程
が
ど
こ
ま
で
及
ぶ
と
考
え
る
べ
き

な
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
ま
す
。

（
1
）Inflation�Tax　

「Inflation T
ax

」
と
は
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ

ン
に
よ
り
実
質
的
な
貨
幣
価
値
が
下
が
る
こ
と

で
、
実
態
と
し
て
課
税
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う

に
資
産
の
実
質
的
価
値
が
目
減
り
し
て
い
く
こ

と
で
す
。
先
ほ
ど
、
租
税
法
律
主
義
が
守
ろ
う

と
し
て
い
る
の
は
「
個
人
の
自
由
」
で
あ
る
と

述
べ
ま
し
た
が
、
こ
のInflation T

ax

に
よ
っ

て
、
個
人
の
消
費
可
能
額
の
実
質
的
価
値
が
目

減
り
し
て
選
択
が
狭
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
る

と
、Inflation T

ax

は
「
個
人
の
自
由
」
を
侵

害
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
日
本
銀
行
が
金
融
政
策
を
決
定
す

る
枠
組
み
を
持
つ
日
本
で
は
、
こ
の
問
題
に
対

し
て
租
税
法
律
主
義
を
直
接
適
用
す
る
こ
と
は

な
か
な
か
難
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
学
術
的

に
も
、Inflation T

ax

に
よ
る
資
産
の
実
質
的

価
値
の
減
少
を
ど
の
よ
う
に
統
制
す
べ
き
な
の

か
と
い
う
、
古
く
か
ら
議
論
さ
れ
て
い
る
根
深

い
課
題
が
あ
り
ま
す
。

（
2
）H

idden�Tax

「H
idden T

ax

」
と
は
、
納
税
者
に
は
見
え

な
い
税
金
を
指
し
ま
す
。
例
え
ば
法
人
税
は
、

通
常
、
直
接
税
と
整
理
さ
れ
ま
す
。
一
方
で
、

法
人
税
が
課
さ
れ
た
負
担
は
他
に
転
嫁
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
こ
か
に
帰
着
し
ま
す
。
具

体
的
に
は
、
製
品
価
格
の
上
昇
、
給
与
の
減
少
、

株
主
・
債
権
者
の
取
り
分
の
減
少
な
ど
が
あ
り
、

そ
の
転
嫁
は
明
示
的
に
表
記
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ

の
た
め
、
消
費
者
が
支
払
う
価
格
に
は
、
隠
さ

れ
た
税
金
が
実
は
上
乗
せ
さ
れ
て
い
る
と
い
う

考
え
方
で
す
。

こ
の
転
嫁
の
度
合
い
に
よ
っ
て
は
、「
個
人

の
自
由
」
が
侵
害
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
問
題
も
長
年
ず
っ
と
議
論
さ
れ
続
け
て
お

り
、
や
は
り
直
ち
に
直
接
に
憲
法
84
条
が
手
を

伸
ば
せ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
租
税
法

律
主
義
の
外
延
と
し
て
考
え
る
べ
き
領
域
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。

（
3
）Im

plicit�Tax

（
黙
示
の
租
税
）

「
黙
示
の
租
税
」
を
説
明
す
る
上
で
、
ま
ず
は

「
租
税
裁
定
」（
課
税
に
お
け
る
様
々
な
差
異
を
利
用

し
て
租
税
支
払
い
の
減
少
を
図
ろ
う
と
す
る
納
税
者
の
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経
済
的
行
動
）
の
事
例
を
見
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
は
実
際
に
ア
メ
リ
カ
で
生
じ
た

事
例
を
念
頭
に
置
い
て
い
ま
す
（
増
井
良
啓
『
租

税
法
入
門
〔
第
2
版
〕』
14
‐
16
頁
（
有
斐
閣
・
2
0
1
8

年
）
参
照
）。

ま
ず
「
①
税
率
50
％
の
世
界
」
に
お
け
る
投

資
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
X
・
Y
を
想
定
し
ま
す
。

X
・
Y
共
に
課
税
前
リ
タ
ー
ン
が
10
％
だ
と
す

る
と
、
課
税
後
リ
タ
ー
ン
は
5
％
で
す
。
そ
れ

を
「
②
Y
の
み
非
課
税
」
と
す
る
と
、
Y
の
課

税
後
リ
タ
ー
ン
は
10
％
に
な
り
ま
す
。
す
る
と
、

納
税
者
に
は
課
税
の
有
利
な
先
を
投
資
先
と
す
る

自
由
が
あ
る
─
─
「
租
税
裁
定
」
を
行
う
─
─

た
め
に
、
投
資
先
を
X
か
ら
引
き
上
げ
、
課
税

後
リ
タ
ー
ン
が
有
利
な
Y
へ
の
投
資
が
進
み
ま

す
。
X
は
、
離
れ
る
投
資
を
集
め
た
い
の
で
課

税
前
リ
タ
ー
ン
を
引
き
上
げ
、
一
方
で
Y
は
投

資
が
多
く
集
ま
る
た
め
課
税
前
リ
タ
ー
ン
を
引

き
下
げ
る
。
こ
の
よ
う
な
市
場
の
調
整
が
進
ん

だ
結
果
、「
③
租
税
裁
定
」
で
は
、
課
税
前
リ

タ
ー
ン
が
、
X
は
14
％
、
Y
は
7
％
、
課
税
後

リ
タ
ー
ン
が
共
に
7
％
と
等
し
く
な
り
、
新
た

な
均
衡
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。

結
論
と
し
て
「
Y
は
非
課
税
だ
が
、
他
の
課

税
商
品
の
効
果
が
波
及
す
る
『
租
税
裁
定
』
に

よ
っ
て
課
税
後
リ
タ
ー
ン
が
10
％
か
ら
7
％
に

低
下
し
た
」、
こ
れ
が
「
黙
示
の
租
税
」
で
す
。

市
場
が
合
理
的
・
効
率
的
で
あ
る
ほ
ど
「
黙
示
の

租
税
」
は
多
く
の
場
面
に
出
て
く
る
傾
向
に
あ
り
、

租
税
法
律
主
義
の
外
延
と
し
て「
個
人
の
自
由
」

と
の
関
係
が
重
要
と
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
3
種
類
の
税
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、

租
税
法
律
主
義
が
守
ろ
う
と
し
て
い
る
現
在
及

び
未
来
の
「
個
人
の
自
由
」、
言
い
換
え
る
と

消
費
可
能
性
を
考
え
る
上
で
は
、
市
場
メ
カ
ニ

ズ
ム
の
理
解
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
租
税
法
律
主
義
だ
か
ら
こ
そ
、
実
は
「
個

人
の
自
由
」
が
ど
こ
ま
で
侵
害
さ
れ
て
い
る
の

か
、
ど
こ
ま
で
許
容
で
き
る
の
か
、
ど
う
対
応

し
て
い
く
べ
き
か
─
─
等
に
つ
い
て
、
幅
広
い

視
点
か
ら
検
討
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

比
較
法
的
視
点

Ⅲこ
こ
ま
で
は
、
租
税
法
律
主
義
を
日
本
法
な

い
し
普
遍
的
な
観
点
か
ら
お
話
し
し
て
き
ま
し

た
が
、
こ
こ
か
ら
は
よ
り
視
野
を
広
く
持
つ
た

め
に
、
比
較
法
の
観
点
か
ら
相
対
的
に
眺
め
て

み
ま
す
。

各
国
比
較
の
中
の
租
税
法
律
主
義

東
京
大
学
の
藤
谷
武
史
教
授
に
よ
る
と
、
ド

イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
・
カ
ナ
ダ
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
・
ア
メ
リ
カ
の
主
要
国
を
比
較
す
る
と
、
租

税
法
律
主
義
の
位
置
付
け
は
様
々
で
す
が
、
租

税
法
規
の
解
釈
原
則
に
結
び
付
け
る
考
え
方
を

採
用
す
る
国
は
伝
統
的
議
論
と
し
て
は
存
在
し

た
も
の
の
、
現
在
は
存
在
し
な
い
と
指
摘
さ
れ

て
い
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
で
は
租
税
法
律
主
義

と
結
び
つ
け
て
租
税
法
の
解
釈
原
理
を
論
じ
る

傾
向
が
と
り
わ
け
判
例
に
お
い
て
顕
著
で
あ
り
、

比
較
法
的
に
見
る
と
、
日
本
は
あ
る
意
味
独
自
の

発
展
を
遂
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
は
、

租税裁定（tax arbitrage）

①税率50％の世界
プロジェクトＸ プロジェクトＹ

課税前リターン 10% 10%
課税後リターン 5% 5%

②Ｙのみ非課税
プロジェクトＸ プロジェクトＹ

課税前リターン 10% 10%
課税後リターン 5% 10%

③租税裁定
プロジェクトＸ プロジェクトＹ

課税前リターン 14% 7%
課税後リターン 7% 7%
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な
ぜ
そ
の
よ
う
な
発
展
を
遂
げ
て
き
た
の
で
し

ょ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
司
法
政
治
学
か
ら
の
分
析

と
し
て
は
、
難
し
い
解
釈
問
題
に
直
面
し
た
裁

判
所
に
と
っ
て
利
用
可
能
な
唯
一
の
規
範
と
し

て
「
租
税
法
律
主
義
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
、

さ
ら
に
法
形
成
や
公
共
政
策
へ
の
関
与
を
控
え
て

中
立
・
客
観
的
な
法
の
執
行
者
に
徹
す
べ
き
で

あ
る
と
い
う
裁
判
所
の
自
己
認
識
、
租
税
法
を

専
門
と
し
な
い
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
裁
判
官
と
い

う
人
的
属
性
の
制
度
的
条
件
が
あ
る
こ
と
─
─

等
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
に
よ
り
「
租
税

法
律
主
義
＝
厳
格
主
義
」
と
い
う
論
理
構
成
が

強
調
さ
れ
や
す
く
な
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
判
決

が
先
例
と
し
て
蓄
積
し
、
強
固
な
規
範
が
築
か

れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
（
藤
谷
武
史
「
論
拠
と

し
て
の
『
租
税
法
律
主
義
』
─
─
各
国
比
較
」
フ
ィ
ナ
ン

シ
ャ
ル
・
レ
ビ
ュ
ー
1
2
9
号
1
9
4
頁
（
2
0
1
7
年
）

参
照
）。

こ
の
よ
う
に
、
諸
外
国
と
日
本
の
租
税
法
律

主
義
の
位
置
付
け
は
異
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
諸
外
国
に
お
け
る
法
理
を
日
本
で
参

照
・
援
用
す
る
際
に
は
そ
れ
ら
を
普
遍
的
存
在

と
す
る
の
で
は
な
く
、
日
本
と
諸
外
国
の
租
税

法
体
系
及
び
解
釈
原
理
の
違
い
を
踏
ま
え
て
、

相
対
化
し
た
上
で
慎
重
に
行
う
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
で
し
ょ
う
。

不
確
実
性
と
タ
ッ
ク
ス・コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

Ⅳこ
こ
か
ら
は
、「
不
確
実
性
（uncertainty

）

と
タ
ッ
ク
ス
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
」
を
題
材

に
、
行
動
経
済
学
の
知
見
を
取
り
込
み
な
が
ら

租
税
法
律
主
義
、
と
り
わ
け
課
税
要
件
明
確
主

義
の
現
代
的
機
能
に
光
を
当
て
て
い
き
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
租
税
法
の
解
釈
や
調
査
対
象
選

定
等
の
税
務
執
行
過
程
に
お
い
て「
不
確
実
性
」

が
存
在
す
る
場
合
に
、
納
税
者
の
行
動
が
ど
の

よ
う
な
影
響
を
受
け
る
か
と
い
う
分
析
を
加
え

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
な
理
論
的
な
研
究
が
、
特
に
欧
米

に
お
い
て
進
ん
で
お
り
、
そ
れ
を
日
本
法
に
当

て
は
め
た
場
合
に
ど
の
よ
う
な
示
唆
が
得
ら
れ

る
の
か
を
検
討
し
、
よ
り
深
く
租
税
法
律
主
義

を
学
ぶ
た
め
の
視
点
を
皆
様
に
提
供
す
る
こ
と

が
当
分
析
の
目
的
で
す
（
詳
細
な
議
論
は
、
神
山

弘
行
「
税
務
執
行
の
不
確
実
性
と
納
税
者
行
動
─
─
租

税
法
律
主
義
の
機
能
」
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
レ
ビ
ュ
ー

1
2
9
号
1
4
8
頁
（
2
0
1
7
年
）
参
照
）。

な
お
、
冒
頭
、
租
税
法
律
主
義
の
現
代
的
機
能

の
一つ
と
し
て「
法
的
安
定
性（legal certainty

）」

を
掲
げ
ま
し
た
が
、「
不
確
実
性
（uncertainty

）」

を
深
く
考
察
す
る
出
発
点
は
ま
さ
に
そ
こ
に
あ

る
こ
と
を
お
伝
え
し
て
お
き
ま
す
。

問
題
提
起

こ
こ
で
、
私
が
最
も
問
題
と
し
て
掲
げ
た
い
の

は
、
租
税
法
令
や
税
務
行
政
に
お
い
て
、
国
境
を

越
え
て
展
開
さ
れ
る
悪
質
な
租
税
回
避
行
為
を

否
定
す
る
た
め
に
、
他
の
先
進
国
で
既
に
導
入
さ

れ
て
い
る
「
対
象
領
域
を
限
定
し
な
い
一
般
的
否

認
規
定
（G

eneral A
nti-A

voidance R
ule

：

G
A
A
R
）」
を
日
本
に
お
い
て
も
導
入
し
よ
う

と
い
う
主
張
が
近
年
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

す
べ
て
の
分
野
・
取
引
等
に
係
る
租
税
回
避
行

為
を
包
括
的
に
対
象
と
す
る「
一
般
的
否
認
規
定
」

を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
納
税
者
に
と
っ
て

租
税
法
令
や
税
務
行
政
に
関
す
る
不
確
実
性
が

増
加
し
ま
す
。
分
か
り
や
す
く
言
う
と
、
自
身

の
税
務
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
調
査
対
象
と
し
て
選
ば

れ
る
か
否
か
、
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
に
判
断
す

る
か
と
い
う
基
準
が
明
確
で
な
く
な
る
た
め
に
、

ど
の
く
ら
い
の
税
負
担
が
発
生
す
る
か
と
い
う

「
予
測
可
能
性
が
低
下
」す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
一
般
的
否
認
規
定
の
導
入
が
タ
ッ

ク
ス
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
向
上
に
結
び
付

く
の
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
不
必
要
に
納
税
者

の
行
動
を
制
限
す
る
要
因
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
議
論
の
是
非
を
判
断
す
る
た
め
に
、

「
不
確
実
性
」
を
切
り
口
と
し
て
深
く
考
察
し

て
み
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
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タ
ッ
ク
ス
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
め
ぐ
る

事
実
解
明
的
分
析

▼
古
典
的
な
分
析
モ
デ
ル
（
V
N
M
関
数
に
基
づ

く
期
待
効
用
モ
デ
ル
）

ま
ず
、
タ
ッ
ク
ス
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
が

ど
う
あ
る
の
が
望
ま
し
い
か
と
い
う
規
範
的
分

析
の
前
提
と
な
る
「
事
実
解
明
的
分
析
」
に
基

づ
い
て
議
論
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

タ
ッ
ク
ス
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
巡
る
古

典
的
・
典
型
的
な
事
実
解
明
的
分
析
モ
デ
ル
に

は
伝
統
的
な
経
済
学
モ
デ
ル
で
あ
るV

on 
N

eum
ann-M

orgenstern

（
V
N
M
）
関
数
に

基
づ
く
期
待
効
用
モ
デ
ル
が
用
い
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
し
か
し
、
こ
の
分
析
の
枠
組
み
で
は
現

実
の
納
税
者
行
動
を
上
手
く
説
明
で
き
て
い
な

い
と
い
う
指
摘
が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
実
証

研
究
に
お
い
て
、
現
実
の
納
税
者
は
当
モ
デ
ル

で
予
測
さ
れ
る
よ
り
も
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
水

準
が
高
く
、
脱
税
水
準
が
低
い
た
め
で
す
。
モ

デ
ル
が
現
実
を
う
ま
く
描
写
で
き
な
い
と
す
る

と
、
事
実
解
明
的
分
析
モ
デ
ル
と
し
て
適
切
と

い
え
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
、
人
々
の
意
思
決
定
が
主
観
的
な
期

待
効
用
理
論
と
矛
盾
す
る
と
し
て
広
く
知
ら
れ

る
、
ア
メ
リ
カ
の
経
済
学
者
エ
ル
ズ
バ
ー
グ
の

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
例
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

エ
ル
ズ
バ
ー
グ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

二
つ
の
壺
A
と
B
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
中

身
は
見
え
ず
、
壺
A
に
は
青
玉
50
個
・
赤
玉

50
個
が
入
っ
て
い
る
。
壺
B
に
は
合
計
1
0
0
個

が
入
っ
て
お
り
青
玉
・
赤
玉
の
配
分
は
不
明
。

「
①
壺
か
ら
一
つ
赤
玉
を
取
り
出
し
た
ら
報
酬

を
得
ら
れ
る
な
ら
、
壺
A
と
B
ど
ち
ら
か
ら

取
り
出
す
か
」「
②
続
け
て
、
壺
か
ら
一
つ
青

玉
を
取
り
出
し
た
ら
報
酬
を
得
ら
れ
る
な
ら
、

壺
A
と
B
ど
ち
ら
か
ら
取
り
出
す
か
」
と
い

う
問
い
に
、
①
②
と
も
に
、
多
く
の
個
人
が

A
を
選
ぶ
傾
向
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

壺
A
は
、「
確
率
分
布
・
期
待
値
・
分
散
の

下
で
、
実
現
さ
れ
る
結
果
の
み
が
事
前
に
分
か

ら
な
い
」
と
い
う
「
リ
ス
ク
」
の
状
況
下
に
あ

り
、
壺
B
は
「
そ
も
そ
も
確
率
分
布
・
期
待
値
・

分
散
が
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
「
不
確
実
性
」

の
状
況
下
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
上
で
、
①
②
と

も
に
多
く
の
個
人
が
A
を
選
択
す
る
の
は
、
内

訳
の
分
か
ら
な
い
B
の
「
不
確
実
性
を
避
け
る

傾
向
」
に
あ
る
た
め
で
す
。
言
い
換
え
る
と
個

人
は
壺
B
の
配
分
に
関
す
る
情
報
の
欠
如
を
忌

避
し
て
お
り
、「
不
確
実
性
よ
り
も
リ
ス
ク
を

好
む
」
傾
向
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。

先
行
研
究
の
多
く
は
「
リ
ス
ク
」
の
状
況
─
─

税
務
調
査
の
確
率
が
固
定
さ
れ
て
い
る
な
ど
、

将
来
事
象
と
そ
の
確
率
分
布
が
事
前
に
分
か
っ

て
い
る
状
況
─
─
を
前
提
と
し
て
進
め
ら
れ
て

き
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
実
の
納
税
者
は
、
税

務
行
政
や
租
税
法
令
の
解
釈
、
裁
判
所
の
解
釈

は
不
確
実
で
確
率
の
分
布
も
分
か
ら
な
い
「
不

確
実
性
」
の
世
界
で
意
思
決
定
し
て
い
る
と
考

え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

▼C
hoquet

期
待
効
用
モ
デ
ル
（
不
確
実
性
の
状

況
下
に
お
け
る
意
思
決
定
理
論
の
一
つ
）

そ
こ
で
、
そ
の
改
善
策
と
し
て
、「
不
確
実
性
」

の
状
況
下
に
お
け
る
意
思
決
定
理
論
の
一
つ
で

Choquet期待効用モデル  ～事実解明的分析～

▶［CEU］Choquet期待効用、［U］納税者の効用
▶［I］真実の所得、  ［T］租税、［F］法令違反のペナルティ
▶［p］ 納税者のポジションが否認される確率
▶［δδ］ 納税者の疑念の程度（the taxpayer’s extent of doubt）
▶［a］ 納税者の悲観の程度（the extent of taxpayer’s pessimism）

②不確実性要素

①確実性要素

CEU = （1−δ）｛pU（I−T−F）+（1−p）U（I）｝
＋δ ｛aU（I−T−F）+（1−a）U（I）｝

Lawsky（2013）
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あ
るChoquet

積
分
を
用
い
たChoquet

期

待
効
用
（Choquet Expected U

tility

：
C
E
U
）

モ
デ
ル
を
活
用
す
るLaw

sky

（2013

）
の
議
論
を

援
用
し
な
が
ら
考
察
を
進
め
ま
す
（Sarah B. 

Law
sky, M

odeling U
ncertainty in T

ax Law
, 

65 Stanford Law
 Review

 241

（2013

））。

こ
の
モ
デ
ル
は
①
確
実
性
要
素
（
納
税
者
の

期
待
効
用
）
と
②
不
確
実
性
要
素
（
不
確
実
性
に

対
す
る
納
税
者
に
よ
る
追
加
的
な
重
み
付
け
）
か
ら

構
成
さ
れ
、
C
E
U
は
①
確
実
性
要
素
の
加
重

と
②
不
確
実
性
要
素
の
加
重
の
和
と
し
て
求
め

ら
れ
ま
す
（
前
頁
表
）。
特
徴
は
、
伝
統
的
な
期
待

効
用
モ
デ
ル
を
基
礎
と
し
て
「
納
税
者
の
疑
念

の
程
度
（
不
確
実
性
の
程
度
）」
を
表
す
係
数
δ

と
「
納
税
者
の
悲
観
の
程
度
（
不
確
実
性
へ
の
態

度
）」を
表
す
係
数
α
を
導
入
し
て
い
る
点
で
す
。

そ
の
た
め
、
納
税
者
が
自
身
の
税
務
ポ
ジ
シ

ョ
ン
に
つ
い
て
確
信
が
な
く
疑
念
が
あ
る
場
合
、

悲
観
的
な
態
度
（
不
確
実
性
回
避
的
）
も
し
く
は

楽
観
的
な
態
度
（
不
確
実
性
愛
好
者
）
を
取
る
場

合
に
、
従
来
の
期
待
効
用
モ
デ
ル
と
C
E
U
モ

デ
ル
の
期
待
効
用
は
乖
離
し
ま
す
。
も
し
納
税

者
が
楽
観
的
で
あ
れ
ば
、
従
来
の
期
待
効
用
と

比
較
し
て
良
い
結
果
（
税
務
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
容
認
さ

れ
る
結
果
）
へ
の
加
重
が
大
き
く
な
り
、
一
方
、
納

税
者
が
悲
観
的
で
あ
れ
ば
、
期
待
効
用
と
比
較

し
て
悪
い
結
果
（
税
務
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
否
認
さ
れ
、
税

務
調
査
の
対
象
と
な
り
、
裁
判
所
が
納
税
者
敗
訴
の
判

断
を
く
だ
す
結
果
）
へ
の
加
重
が
大
き
く
な
り
ま
す
。

C
E
U
モ
デ
ル
を
用
い
る
こ
と
で
「
不
確
実

性
の
程
度
」
の
み
な
ら
ず
、「
納
税
者
の
不
確

実
性
へ
の
態
度
（
楽
観
的
ま
た
は
悲
観
的
）」
が
納

税
者
の
意
思
決
定
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
水
準
も
異

な
っ
て
く
る
と
い
う
可
能
性
が
見
え
て
き
ま
す
。

そ
の
た
め
、
仮
に
、
法
人
は
不
確
実
性
中
立
的

な
傾
向
が
強
く
、
個
人
は
不
確
実
性
回
避
的
な

傾
向
が
強
い
場
合
に
は
、
政
府
は
法
人
に
対
し

て
は
不
確
実
性
を
除
去
す
る
た
め
に
詳
細
な
ル

ー
ル
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
設
定
し
、
個
人
に
対

し
て
は
一
定
の
不
確
実
性
を
残
し
て
お
く
こ
と

で
、
よ
り
効
率
的
な
税
務
執
行
が
可
能
に
な
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

C
E
U
モ
デ
ル
の
規
範
的
適
用

（
否
認
規
定
の
あ
り
方
：
ル
ー
ル
vs
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
）

さ
て
、
法
令
遵
守
の
向
上
、
特
に
租
税
回
避

に
対
抗
す
る
政
府
の
手
段
の
否
認
規
定
の
あ
り

方
に
は
「
ル
ー
ル
」
と
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
が

あ
り
ま
す
。
分
か
り
や
す
い
例
は
自
動
車
の
速

度
違
反
の
取
り
締
ま
り
で
、
ル
ー
ル
は
「
時
速

60
㎞
以
上
禁
止
」、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
は
「
危
険

走
行
禁
止
」
で
す
。
ル
ー
ル
は
具
体
的
・
客
観

的
基
準
に
よ
る
も
の
で
不
確
実
性
が
相
対
的
に

低
く
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
は
逆
に
不
確
実
性
が
相

対
的
に
高
く
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
、
問
題
と
し
て
掲
げ
た
「
一
般
的
否

認
規
定
」
と
は
、
ル
ー
ル
よ
り
も
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
の
性
格
が
強
い
と
い
え
ま
す
。
そ
の
た
め
、

納
税
者
は
自
身
の
税
務
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
否
認
規

定
の
対
象
と
な
る
か
、
さ
ら
に
は
否
認
規
定
の

適
用
対
象
に
な
る
確
率
に
関
し
て
不
確
実
性
が

高
ま
り
ま
す
。
納
税
者
は
、
不
確
実
性
が
高
ま

る
こ
と
で
、
そ
れ
が
社
会
的
に
望
ま
し
い
社
会

厚
生
を
増
大
さ
せ
る
よ
う
な
取
引
で
あ
っ
て
も

選
択
せ
ず
に
、
不
確
実
性
の
低
い
取
引
を
選
択

し
て
し
ま
う
恐
れ
も
あ
り
ま
す
。

先
ほ
ど
、
租
税
法
律
主
義
の
「
課
税
要
件
明

確
主
義
」
に
よ
っ
て
不
明
確
な
定
め
は
許
さ
れ

な
い
こ
と
を
説
明
し
ま
し
た
が
、
実
は
一
定
の

不
確
定
な
概
念
、い
わ
ゆ
る
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」

に
属
す
る
規
定
が
法
人
税
法
に
も
存
在
し
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
高
額
役
員
報
酬
の
損
金
算
入
を

制
限
す
る
法
人
税
法
34
条
2
項
「
不
相
当
に
高

額
な
部
分
の
金
額
」
や
、
法
人
税
法
1
3
2
条

の
「
法
人
税
の
負
担
を
不
当
に
減
少
さ
せ
る
結

果
」
の
文
言
の
解
釈
で
す
。
こ
れ
も
一
義
的
に

明
ら
か
で
は
な
く
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
的
な
手
法
」

に
よ
る
統
制
と
位
置
付
け
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら

は
、
納
税
者
の
不
確
実
性
に
対
す
る
態
度
や
傾
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向
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
全
法
人
を
対

象
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
仮
に
同
族
会
社

は
、
社
長
の
「
鶴
の
一
声
」
で
意
思
決
定
を
行

う
よ
う
な
不
確
実
性
愛
好
者
的
な
会
社
が
多
い

と
す
れ
ば
ル
ー
ル
に
よ
る
手
法
の
方
が
効
率
性

は
高
ま
り
ま
す
し
、
逆
に
不
確
実
性
回
避
的
な

会
社
が
多
い
と
す
れ
ば
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
よ
る

手
法
の
方
が
効
率
性
は
高
い
と
も
考
え
ら
れ
ま

す
。
つ
ま
り
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
ご
と
の
不
確
実
性

に
対
す
る
態
度
や
傾
向
を
実
証
的
に
研
究
し
、

ル
ー
ル
と
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
ど
ち
ら
が
望
ま
し

い
か
と
い
う
検
討
を
加
え
な
が
ら
租
税
法
規
を

定
立
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
と
め
：
日
本
法
へ
の
示
唆

　
こ
れ
ま
で
の
話
を
踏
ま
え
た
示
唆
と
し
て
は
、

一
般
的
否
認
規
定
の
導
入
は
必
ず
し
も
タ
ッ
ク

ス
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
増
加
に
つ
な
が
る

わ
け
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
納
税
者
に
対
し
て

不
確
実
性
を
高
め
る
こ
と
は
望
ま
し
い
わ
け
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
納
税

者
の
属
性
に
応
じ
て
不
確
実
性
を
愛
好
す
る
納
税

者
と
回
避
し
た
い
納
税
者
が
存
在
す
る
た
め
で
す
。

C
E
U
モ
デ
ル
に
代
表
さ
れ
る
不
確
実
性
モ
デ

ル
の
視
点
か
ら
は
、
も
し
納
税
者
の
属
性
─
─

上
場
企
業
と
同
族
会
社
、
大
企
業
と
中
小
零
細

企
業
、
個
人
と
法
人
、
高
所
得
者
と
低
所
得
者

な
ど
─
─
に
応
じ
て
不
確
実
性
の
回
避
の
態
度

や
傾
向
が
異
な
る
な
ら
ば
、
納
税
者
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
ご
と
に
不
確
実
性
の
程
度
や
内
容
を
変
化

さ
せ
る
こ
と
で
、
よ
り
効
率
的
な
制
度
設
計
が

で
き
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
不
確
実
性
に
関
す
る
態
度
や
傾
向
が

各
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
と
い

う
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
実
証
的
知
見
の
蓄

積
を
待
つ
必
要
が
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お

き
ま
す
。

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
租
税
法
律
主
義
の

現
代
的
機
能
は
、「
予
測
可
能
性
」
及
び
「
法

的
安
定
性
」
の
付
与
と
理
解
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
理
解
は
、「
タ
ッ
ク
ス
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
の
最
大
化
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
社
会

厚
生
の
最
大
化
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
望
ま
し

い
租
税
法
制
度
の
設
計
や
運
用
を
考
え
る
べ
き

と
い
う
立
場
と
親
和
的
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
こ
で
、「
不
確
実
性
」
を
用
い
る
場
合
に

は
、
す
べ
て
の
納
税
者
に
対
し
て
用
い
る
─
─

社
会
的
に
望
ま
し
い
社
会
厚
生
を
増
大
さ
せ
る

取
引
も
含
め
て
一
律
に
抑
圧
す
る
─
─
の
で
は

な
く
、
効
果
が
高
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
対
象
と
し

て
限
定
的
に
用
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
要
は

抽
象
的
な
否
認
規
定
を
設
け
る
と
し
て
も
、
全

納
税
者
に
適
用
す
る
適
用
対
象
を
限
定
し
な
い

包
括
的
な
一
般
的
否
認
規
定
よ
り
も
、
例
に
挙

げ
た
法
人
税
法
34
条
2
項
の
よ
う
に
、
適
用
対

象
や
行
為
が
限
定
さ
れ
て
い
る
個
別
的
な
否
認

規
定
の
方
が
、
望
ま
し
い
可
能
性
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
租
税
法

制
度
の
設
計
な
い
し
運
用
が
「
社
会
厚
生
の
最

大
化
」
を
図
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
考
察
を
も
っ
て
本
日
の
お
話
を
終

え
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
清
聴
い
た
だ
き
、
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
）

示  唆

納税者の属性ごとに、不確実性の程度や内容を変化させる 
ことで、より効率的な制度設計ができる可能性がある

もし、納税者の属性に応じて、
不確実性回避に対する態度が異なるのであれば

・「あらゆる納税者に対して不確実性を高めること」が望ましい
わけではない。

・不確実性を用いる場合は、効果が高いカテゴリーを対象として
限定的に用いる必要がある。

✓ 上場企業or 同族会社
✓ 個人or 法人
✓ 高所得者or 低所得者


