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一　

は
じ
め
に
─
─
租
税
法
と
憲
法

日
本
国
憲
法
は
、
第
三
章
「
国
民
の
権
利
及
び
義
務
」
の
中
で
納
税
の
義
務
（
三
〇
条
）
を
定
め
る
と
と
も
に
、
第
七
章
「
財
政
」
に

お
い
て
、
財
政
民
主
主
義
（
八
三
条
）
や
租
税
法
律
主
義
（
八
四
条
）
を
は
じ
め
、
九
か
条
に
わ
た
っ
て
規
定
を
お
い
て
い
る
。
憲
法
学
者

た
る
も
の
憲
法
条
文
の
規
律
対
象
を
網
羅
的
に
研
究
す
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
租
税
や
財
政
に
つ
い
て
も
当
然
に
多
く
の
研
究
が
積
み

重
ね
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
そ
う
な
っ
て
は
い
な
い
。



二

憲
法
学
者
で
財
政
制
度
を
生
涯
の
研
究
テ
ー
マ
（
の
一
つ
）
と
し
た
研
究
者
と
し
て
ま
ず
第
一
に
名
前
が
あ
が
る
の
が
、
小
嶋
和
司
で

あ
る
。
初
宿
正
典
は
、
今
か
ら
二
〇
年
前
の
学
界
展
望
に
お
い
て
、「
故
小
嶋
教
授
は
、
筆
者
に
対
し
、
憲
法
学
界
に
お
け
る
憲
法
学
者

の
関
心
が
一
部
の
テ
ー
マ
に
偏
り
す
ぎ
て
い
て
、
財
政
制
度
に
深
い
関
心
を
寄
せ
る
者
が
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
あ
る
こ
と
を
慨
嘆
さ
れ
、
憲

法
中
に
占
め
る
財
政
制
度
の
重
要
性
に
も
目
を
配
る
よ
う
に
と
教
示
さ
れ
た
」
と
当
時
を
回
想
し
て
い
る）（
（

。

小
嶋
の
慨
嘆
は
も
っ
と
も
で
あ
る
が
、
憲
法
に
は
、
財
産
や
労
働
、
刑
事
訴
訟
な
ど
の
裁
判
手
続
の
規
定
も
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

憲
法
学
者
が
、
民
法
や
知
的
財
産
法
、
労
働
法
や
社
会
保
障
法
、
民
事
訴
訟
法
や
刑
事
訴
訟
法
ま
で
ま
ん
べ
ん
な
く
研
究
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
し
た
ら
、
パ
ン
ク
し
て
し
ま
う
。
独
立
の
法
領
域
と
し
て
成
立
し
、
専
門
の
研
究
者
が
い
る
分
野
は
、
憲
法
学
者
の
研
究
が
手

薄
に
な
っ
て
も
や
む
を
得
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

私
自
身
、
財
政
を
テ
ー
マ
と
し
た
論
文
を
書
い
た
こ
と
も
な
く
、
授
業
で
財
政
を
取
り
上
げ
て
も
、
ど
の
憲
法
テ
キ
ス
ト
で
も
取
り
上

げ
て
い
る
よ
う
な
表
面
的
な
説
明
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
長
年
授
業
を
や
っ
て
い
る
と
、
思
い
つ
い
た
り
疑
問
を
感
じ
る
こ
と

も
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
点
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。

二　

租
税
法
律
主
義
と
適
正
手
続
の
保
障

憲
法
八
四
条
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
定
め
る
。
租
税
法
律
主
義
で
あ
る
。
そ
の
内
容
と
し
て
、
租
税
法
学
説
は
一
般
に
、
課
税
要
件
法
定
主
義
、
課
税
要
件

明
確
主
義
、
合
法
性
の
原
則
、
手
続
的
保
障
原
則
の
四
つ
を
あ
げ
る
。
さ
ら
に
、
租
税
法
の
内
容
的
正
当
性
に
つ
い
て
、
憲
法
一
四
条
一
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項
に
基
づ
く
憲
法
上
の
要
請
と
し
て
租
税
公
平
主
義
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る）（
（

。

判
例
で
は
、
旭
川
市
国
民
健
康
保
険
条
例
事
件
最
高
裁
判
決
（
最
大
判
平
成
一
八
年
三
月
一
日
民
集
六
〇
巻
二
号
五
八
七
頁
））

（
（

が
こ
う
述
べ

て
い
る
。

「
憲
法
八
四
条
は
、
課
税
要
件
及
び
租
税
の
賦
課
徴
収
の
手
続
が
法
律
で
明
確
に
定
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
直
接
的
に
は
、

租
税
に
つ
い
て
法
律
に
よ
る
規
律
の
在
り
方
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
条
は
、
国
民
に
対
し
て
義
務
を
課
し
又
は
権
利
を
制
限
す
る
に
は
法
律
の

根
拠
を
有
す
る
と
い
う
法
原
則
を
租
税
に
つ
い
て
厳
格
化
し
た
形
で
明
文
化
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

実
は
私
は
、
こ
の
事
件
の
第
一
審
判
決
（
旭
川
地
判
平
成
一
〇
年
四
月
二
一
日
判
時
一
六
四
一
号
二
九
頁
）
の
評
釈
を
し
た
こ
と
が
あ
る）（
（

。
そ

の
と
き
、「
解
説
」
の
中
で
、
憲
法
八
四
条
の
租
税
法
律
主
義
の
内
容
に
つ
い
て
、
憲
法
三
一
条
お
よ
び
四
一
条
と
の
関
係
か
ら
簡
単
に

説
明
し
た
。
若
干
敷
衍
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

憲
法
四
一
条
は
、「
国
会
は
…
…
国
の
唯
一
の
立
法
機
関
で
あ
る
」
と
定
め
る
。
そ
こ
に
い
う
「
立
法
」
が
実
質
的
意
味
の
立
法
を
意
味

す
る
こ
と
に
争
い
は
な
い
が
、そ
の
立
法
の
範
囲
は
、「
国
民
に
義
務
を
課
し
、ま
た
は
国
民
の
権
利
を
制
限
す
る
規
範
」
か
ら
「
一
般
的
・

抽
象
的
法
規
範
」
ま
で
、
学
説
の
理
解
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
国
民
に
義
務
を
課
し
、
ま
た
は
権
利
を
制
限
す

る
た
め
に
は
、
国
会
の
制
定
す
る
法
律
ま
た
は
法
律
の
根
拠
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
は
異
論
が
な
い
。
国
民
に
義
務
を
課 

し
、
権
利
を
制
限
す
る
国
家
行
為
の
代
表
が
、
刑
罰
と
租
税
で
あ
る
。
刑
罰
に
つ
い
て
は
憲
法
三
一
条
が
、
租
税
に
つ
い
て
は
憲
法
八
四
条 

が
、
さ
ら
に
詳
し
く
規
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
憲
法
三
一
条
と
八
四
条
は
、「
国
民
に
対
し
て
義
務
を
課
し
又
は
権
利
を
制
限
す
る
に
は

法
律
の
根
拠
を
有
す
る
と
い
う
法
原
則
を
〔
刑
罰
と
─
─
引
用
者
〕
租
税
に
つ
い
て
厳
格
化
し
た
形
で
明
文
化
し
た
も
の
」
な
の
で
あ
る
。
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次
に
、
そ
の
保
障
内
容
に
つ
い
て
み
る
と
、
憲
法
三
一
条
は
、「
何
人
も
、
法
律
の
定
め
る
手
続
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
生
命
も
し

く
は
自
由
を
奪
は
れ
、
又
は
そ
の
他
の
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
な
い
」
と
定
め
る
。
一
見
刑
事
手
続
の
法
定
だ
け
を
要
求
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
が
、
通
説
に
よ
れ
ば）（
（

、
刑
罰
を
科
す
た
め
の
手
続
が
法
律
で
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
そ
の
手
続
の
内
容
は
適
正

な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
手
続
の
法
定
（
Ａ
）
と
手
続
の
適
正
（
Ｂ
）
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
刑

罰
の
根
拠
と
な
る
実
体
法
も
法
律
で
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
そ
の
内
容
も
適
正
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
犯
罪
構

成
要
件
お
よ
び
刑
罰
の
法
定
（
Ｃ
）
と
、
そ
の
内
容
の
適
正
＝
正
当
性
（
Ｄ
）
も
要
求
さ
れ
て
い
る
。
憲
法
三
一
条
は
、
Ａ
か
ら
Ｄ
の
四

つ
の
要
請
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
犯
罪
構
成
要
件
と
刑
罰
の
法
定
（
Ｃ
）
は
、
罪
刑
法
定
主
義
の
要
請
で
あ
り
、
そ
こ
か

ら
刑
罰
法
規
は
い
か
な
る
行
為
が
犯
罪
に
な
る
か
を
明
確
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
あ
い
ま
い
不
明
確
な
刑
罰
法
規
は
そ
れ
だ
け
で
無

効
で
あ
る
と
い
う
明
確
性
の
原
則
（
Ｅ
）
が
派
生
す
る
。

八
四
条
の
租
税
法
律
主
義
は
ど
う
か
。
課
税
要
件
法
定
主
義
と
は
、
課
税
要
件
の
す
べ
て
と
賦
課
徴
収
手
続
が
法
律
で
定
め
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、「
課
税
要
件
」
法
定
主
義
と
い
う
名
前
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
課
税
要
件
の
法
定
（
Ｃ
）
だ

け
で
は
な
く
、
賦
課
徴
収
手
続
の
法
定
（
Ａ
）
も
要
請
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
課
税
要
件
明
確
主
義
と
は
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
課
税
要

件
と
賦
課
徴
収
手
続
が
一
義
的
で
明
確
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
も
、
課
税
要
件
の
明
確
性
（
Ｅ
）
と
賦
課
徴

収
手
続
の
明
確
性
が
要
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
合
法
性
の
原
則
と
は
、
法
律
の
規
定
に
よ
ら
な
け
れ
ば
租
税
を
減
免
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
、
租
税
行
政
庁
は
法
律
の
定
め
た
税
額
を
徴
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
最
後
に
、
手
続
的
保
障
原
則
と
は
、

租
税
の
賦
課
徴
収
は
適
正
な
手
続
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
（
Ｂ
）。

こ
う
し
て
み
る
と
、
三
一
条
の
保
障
内
容
Ａ
か
ら
Ｅ
の
う
ち
、
Ｄ
を
除
く
す
べ
て
の
内
容
が
八
四
条
と
共
通
す
る
。
し
か
も
、
租
税
法



憲
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の
内
容
の
正
当
性
（
Ｄ
）
が
憲
法
上
要
求
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
憲
法
八
四
条
で
は
な
く
、
憲
法
一
四
条
一
項
の
平

等
原
則
の
要
請
す
る
と
こ
ろ
と
し
て
、
租
税
公
平
主
義
と
呼
ば
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
適
正
手
続
（
三
一
条
）
と
租
税
法
律
主
義
（
八
四
条
）
の
保
障
内
容
は
大
き
く
重
な
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
憲

法
の
テ
キ
ス
ト
で
そ
の
点
を
指
摘
し
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
、
両
者
の
保
障
内
容
の
説
明
の
仕
方
は
全
然
違
う
。
仮
に
八
四
条

を
三
一
条
的
に
説
明
す
れ
ば
、
租
税
の
賦
課
徴
収
手
続
が
法
律
で
定
め
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
（
Ａ
）、
そ
の
内
容
が
適
正
な
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｂ
）。
手
続
の
前
提
と
な
る
実
体
法
（
課
税
要
件
）
も
法
律
で
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
Ｃ
）、
そ
の
内
容
は
正
当

な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｄ
）。
そ
し
て
、
課
税
要
件
の
法
定
は
、
課
税
要
件
が
明
確
に
法
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
も
要
請
し
て
い

る
（
Ｅ
）。
こ
う
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い
。

指
摘
が
な
く
、
ま
た
説
明
の
仕
方
が
異
な
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

第
一
に
、
規
定
の
文
言
が
違
う
。
三
一
条
が
文
言
上
は
手
続
の
法
定
（
の
み
）
を
定
め
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
要
請
は
解
釈
に
よ
っ
て

同
条
か
ら
導
出
さ
れ
た
（
同
条
に
読
み
込
ん
だ
）
も
の
で
あ
る
。
実
体
法
上
の
原
則
で
あ
る
罪
刑
法
定
主
義
は
、
三
一
条
の
内
容
の
一
部
で

あ
る）（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、八
四
条
は
実
体
法
の
法
定
を
定
め
て
い
る
と
読
む
の
が
素
直
で
あ
り
、し
た
が
っ
て
課
税
要
件
法
定
主
義
が
真
っ

先
に
あ
げ
ら
れ
、
そ
こ
に
手
続
（
賦
課
徴
収
手
続
）
が
読
み
込
ま
れ
て
い
る
。
文
言
上
、
手
続
が
先
か
、
実
体
が
先
か
の
違
い
が
あ
る
。
さ

ら
に
、
刑
罰
に
つ
い
て
は
、
憲
法
三
三
条
か
ら
三
九
条
で
さ
ら
に
詳
し
く
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
情
も
あ
ろ
う
。
三
一
条
に
す
べ
て

を
読
み
込
む
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
規
定
の
文
言
が
異
な
っ
た
の
か
。
歴
史
的
な
由
来
が
異
な
る
か
ら
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
第
二
に
、
歴
史
的
な
経
緯
が
違
う
。
先
ほ
ど
私
は
憲
法
四
一
条
か
ら
、
侵
害
留
保
原
理
の
詳
細
化
と
し
て
租
税
法
律
主
義
の

説
明
を
し
た
が
、
沿
革
上
・
歴
史
上
、
こ
の
よ
う
な
説
明
は
成
り
立
た
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る）（
（

。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
三
一
条
と
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八
四
条
を
並
べ
て
比
較
す
る
と
い
う
発
想
自
体
が
意
識
的
に
排
斥
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

第
三
に
、
研
究
者
の
範
囲
が
違
う
。
適
性
手
続
に
詳
し
い
憲
法
学
者
も
、
多
く
は
租
税
法
律
主
義
に
ま
で
は
手
が
回
っ
て
い
な
い
。
租

税
法
学
者
も
租
税
法
上
の
刑
罰
法
規
に
つ
い
て
は
詳
し
く
論
じ
る
だ
ろ
う
が
、
憲
法
三
一
条
か
ら
説
き
起
こ
す
こ
と
は
少
な
い
の
で
は
な

い
か
。
そ
の
結
果
、
三
一
条
の
研
究
者
と
八
四
条
の
研
究
者
の
人
的
範
囲
が
（
実
質
的
に
）
重
な
ら
な
い
た
め
、
同
じ
（
類
似
の
）
内
容
を

異
な
る
順
序
で
説
明
し
て
い
て
も
、
違
和
感
が
な
い
。
と
い
う
よ
り
お
互
い
に
気
が
つ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
互
い
に

独
立
独
歩
の
説
明
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

説
明
の
仕
方
が
異
な
る
理
由
は
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
よ
り
保
障
内
容
が
う
り
二
つ
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
似
て
い
る
こ
と
に

注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
本
来
な
ら
ば
憲
法
学
者
が
体
系
的
な
観
点
か
ら
両
者
を
統
一
的
に
説
明
す
る
よ
う
試
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ

う
な
っ
て
い
な
い
。
冒
頭
で
述
べ
た
事
情
も
あ
る
が
、
こ
の
点
が
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
事
情
と
し
て
、
刑
罰
か
ら
の
自
由
は
人
権
だ
が
、

租
税
か
ら
の
自
由
は
直
ち
に
人
権
と
観
念
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
納
税
は
義
務
で
あ
る
（
憲
法
三
〇
条
）。
憲
法
学
が

人
権
保
障
に
重
点
を
置
い
て
い
た
た
め
租
税
が
視
野
か
ら
抜
け
落
ち
た
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
租
税
は
人
権
と
無
関
係
な
わ
け
で
は

な
い
。
そ
れ
を
次
に
み
よ
う
。

三　

租
税
法
の
違
憲
審
査

（　

租
税
法
と
人
権
規
定

租
税
法
の
内
容
的
正
当
性
を
要
請
す
る
憲
法
原
理
と
し
て
、
租
税
法
学
で
は
、
租
税
公
平
主
義
が
憲
法
一
四
条
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
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憲
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る
。
し
か
し
、
ど
う
し
て
憲
法
一
四
条
だ
け
な
の
か
。
そ
れ
以
外
に
も
、
一
三
条
、
二
五
条
、
二
九
条
な
ど
が
問
題
と
な
り
う
る
は
ず
で

あ
る）（
（

。
実
際
、
総
評
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
税
金
訴
訟
（
最
判
平
成
元
年
二
月
七
日
判
時
一
三
一
二
号
六
九
頁
））

（
（

で
は
、
所
得
税
の
課
税
最
低
限
が
「
健

康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
」（
憲
法
二
五
条
一
項
）
を
侵
害
す
る
の
で
は
な
い
か
が
問
題
と
さ
れ
た
し
、
そ
れ
ま
で
認
め
ら
れ
て
い

た
損
益
通
損
を
遡
及
的
に
廃
止
し
た
立
法
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
事
件
（
最
判
平
成
二
三
年
九
月
二
二
日
民
集
六
五
巻
六
号
二
七
五
六
頁
））

（（
（

で
は
、

い
っ
た
ん
決
ま
っ
た
買
収
価
格
を
事
後
的
に
変
更
す
る
こ
と
が
財
産
権
の
侵
害
に
な
ら
な
い
か
問
題
と
な
っ
た
国
有
農
地
売
払
特
措
法
事

件
の
判
決
（
最
大
判
昭
和
五
三
年
七
月
一
二
日
民
集
三
二
巻
五
号
九
四
六
頁
））

（（
（

を
引
用
し
て
検
討
し
て
い
る
か
ら
、
租
税
法
律
の
遡
及
適
用
が
憲

法
二
九
条
違
反
に
な
り
う
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
経
済
的
自
由
で
は
、
他
に
も
、
酒
類
販
売
業
免
許
制
事
件
（
最
判

平
成
四
年
一
二
月
一
五
日
民
集
四
六
巻
九
号
二
八
二
九
頁
））

（（
（

で
は
、「
租
税
の
適
正
か
つ
確
実
な
賦
課
徴
収
を
図
る
と
い
う
国
家
の
財
政
目
的
」

が
職
業
選
択
の
自
由
の
制
限
を
正
当
化
す
る
立
法
目
的
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
租
税
と
職
業
選
択
の
自
由
が
対
立
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
二
〇
条
、
二
一
条
、
二
三
条
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
人
権
規
定
が
租
税
法
の
内
容
と
の
関
連
で
問
題
に
な
っ
て
も
お
か
し

く
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
刑
罰
と
の
関
係
で
は
、
宗
教
、
表
現
、
研
究
な
ど
の
活
動
が
も
た
ら
す
弊
害
を
防
止
す
る
た
め
、

そ
れ
ら
の
自
由
を
刑
罰
を
も
っ
て
制
限
し
た
ら
、
そ
の
合
憲
性
が
厳
し
く
問
わ
れ
る
こ
と
は
す
ぐ
に
わ
か
る
。
租
税
と
の
関
係
で
も
、
宗

教
活
動
等
か
ら
生
じ
る
経
済
的
利
益
に
対
し
て
課
税
し
た
ら
、
自
由
の
制
限
と
同
様
の
効
果
を
持
つ
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
、
そ
の
合
憲

性
が
問
題
に
な
り
う
る
は
ず
で
あ
る
。
奈
良
県
文
化
観
光
税
条
例
事
件
（
奈
良
地
判
昭
和
四
三
年
七
月
一
七
日
判
時
五
二
七
号
一
五
頁
））

（（
（

や
京

都
市
古
都
保
存
協
力
税
事
件
（
大
阪
高
判
昭
和
六
〇
年
一
一
月
二
九
日
判
時
一
一
七
八
号
四
八
頁
））

（（
（

は
、
憲
法
で
は
信
教
の
自
由
に
か
か
わ
る
事

件
と
理
解
さ
れ
て
い
る
し
、
最
近
の
ペ
ッ
ト
葬
祭
業
事
件
判
決
（
最
判
平
成
二
〇
年
九
月
一
二
日
判
時
二
〇
二
二
号
一
一
頁
））

（（
（

も
そ
の
よ
う
な



八

判
例
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
書
籍
や
雑
誌
、
研
究
機
器
や
学
術
書
へ
の
課
税
が
二
一
条
や
二
三
条
の
制
限
で
あ
る
と
の
主
張
は
み
ら
れ
な
い
。
宗
教
活

動
は
非
課
税
で
あ
る
と
の
前
提
が
あ
る
た
め
課
税
が
信
教
の
自
由
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
が
、
他
の
活
動
は
課
税
さ
れ
る
こ
と
が
前
提

と
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う）（（
（

。
そ
う
な
る
と
重
要
な
の
は
や
は
り
憲
法
一
四
条
一
項
の
平
等
原
則
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
点
を
次
に
み

る
こ
と
に
し
よ
う
。

（　

租
税
法
の
違
憲
審
査
基
準
と
し
て
の
憲
法
一
四
条
一
項

最
高
裁
は
、
大
嶋
（
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
税
金
）
訴
訟
判
決
（
最
大
判
昭
和
六
〇
年
三
月
二
七
日
民
集
三
九
巻
二
号
二
四
七
頁
））

（（
（

で
こ
う
述
べ
た
。

「
租
税
は
、
今
日
で
は
、
国
家
の
財
政
需
要
を
充
足
す
る
と
い
う
本
来
の
機
能
に
加
え
、
所
得
の
再
配
分
、
資
源
の
適
正
配
分
、
景
気
の
調
整
等
の

諸
機
能
を
も
有
し
て
お
り
、
国
民
の
租
税
負
担
を
定
め
る
に
つ
い
て
、
財
政
・
経
済
・
社
会
政
策
等
の
国
政
全
般
か
ら
の
総
合
的
な
政
策
判
断
を
必
要

と
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
課
税
要
件
等
を
定
め
る
に
つ
い
て
、
極
め
て
専
門
技
術
的
な
判
断
を
必
要
と
す
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

租
税
法
の
定
立
に
つ
い
て
は
、
国
家
財
政
、
社
会
経
済
、
国
民
所
得
、
国
民
生
活
等
の
実
態
に
つ
い
て
の
正
確
な
資
料
を
基
礎
と
す
る
立
法
府
の
政
策
的
、

技
術
的
な
判
断
に
ゆ
だ
ね
る
ほ
か
は
な
く
、
裁
判
所
は
、
基
本
的
に
は
そ
の
裁
量
的
判
断
を
尊
重
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
う

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
租
税
法
の
分
野
に
お
け
る
所
得
の
性
質
の
違
い
等
を
理
由
と
す
る
取
扱
い
の
区
別
は
、
そ
の
立
法
目
的
が
正
当
な
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、
当
該
立
法
に
お
い
て
具
体
的
に
採
用
さ
れ
た
区
別
の
態
様
が
右
目
的
と
の
関
連
で
著
し
く
不
合
理
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
限
り
、
そ
の

合
理
性
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
れ
を
憲
法
一
四
条
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ

る
。」



九

憲
法
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租
税
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る
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感
（
工
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判
例
と
は
異
な
り
、
憲
法
一
四
条
一
項
の
解
釈
に
つ
い
て
、
後
段
で
列
挙
さ
れ
た
五
事
項
に
つ
い
て
よ
り
厳
格
な
違
憲
審
査
基
準
を
用

い
る
べ
き
だ
と
す
る
学
説
が
有
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
最
初
の
提
唱
者
が
伊
藤
正
己
裁
判
官
で
あ
る）（（
（

。
同
裁
判
官
は
補
足
意
見
の
中

で
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
法
廷
意
見
の
説
く
よ
う
に
、
租
税
法
は
、
特
に
強
い
合
憲
性
の
推
定
を
受
け
、
基
本
的
に
は
、
そ
の
定
立
に
つ
い
て
立
法
府
の
広
範
な
裁
量
に
ゆ

だ
ね
ら
れ
て
お
り
、
裁
判
所
は
、
立
法
府
の
判
断
を
尊
重
す
る
こ
と
に
な
る
」。
例
外
的
に
、「
租
税
法
の
分
野
に
あ
っ
て
も
、
例
え
ば
性
別
の
よ
う
な

憲
法
一
四
条
一
項
後
段
所
定
の
事
由
に
基
づ
い
て
差
別
が
行
わ
れ
る
と
き
に
は
、
合
憲
性
の
推
定
は
排
除
さ
れ
、
裁
判
所
は
厳
格
な
基
準
に
よ
っ
て
そ

の
差
別
が
合
理
的
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
べ
き
で
あ
り
、
平
等
原
則
に
反
す
る
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
」
が
、「
所
得
の

性
質
の
違
い
等
を
理
由
と
す
る
取
り
扱
い
の
区
別
」
に
つ
い
て
は
「
厳
格
な
基
準
に
よ
る
審
査
」
は
必
要
な
い
。

こ
う
な
る
と
、
法
廷
意
見
で
あ
ろ
う
が
個
別
意
見
で
あ
ろ
う
が
、
憲
法
一
四
条
一
項
の
平
等
原
則
を
根
拠
に
租
税
法
の
違
憲
審
査
を

行
っ
て
も
、
違
憲
判
断
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ど
ち
ら
の
意
見
で
も
、
平
等
原
則
は
租
税
に
関
す
る
立
法
裁
量

を
統
制
す
る
機
能
を
ほ
と
ん
ど
果
た
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
を
み
る
と
、
基
本
法
三
条
一
項
の
平

等
原
則
（「
す
べ
て
の
人
は
法
律
の
前
に
平
等
で
あ
る
」）
違
反
を
理
由
と
し
た
租
税
法
の
違
憲
判
決
が
相
当
に
目
に
付
く
。
事
実
や
判
決
（
決

定Beschluß/ Beschluss

と
判
決U

rteil

が
あ
る
）
の
詳
し
い
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
の
評
釈
等
に
ゆ
ず
り
、
基
本
法
三
条
一
項
と
の
関
係
部
分

だ
け
簡
単
に
み
て
み
よ
う
。

①　

一
九
九
五
年
六
月
二
二
日
決
定
（BV

erfGE （（, （（（

））
（（
（

は
、
財
産
税
法
一
〇
条
一
項
は
基
本
法
三
条
一
項
に
違
反
す
る
と
し
た
。

そ
こ
で
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
。



一
〇

立
法
者
は
、
課
税
対
象
の
選
択
に
お
い
て
も
、
税
率
の
決
定
に
お
い
て
も
、
広
範
な
決
定
の
余
地
を
有
す
る
。
こ
の
課
税
要
件
の
規

律
に
よ
れ
ば
、
し
か
し
、
立
法
者
は
、
負
担
に
つ
い
て
い
っ
た
ん
下
し
た
決
定
を
、
負
担
の
平
等
の
意
味
に
お
い
て
首
尾
一
貫
し
て

（folgerichtig
）
立
法
化
（um

setzen

）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

租
税
法
の
内
容
の
首
尾
一
貫
性
が
損
な
わ
れ
る
と
、
平
等
原
則
（
基
本
法
三
条
一
項
）
違
反
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

②　

二
〇
〇
六
年
一
一
月
七
日
決
定
（BV

erfGE （（（, （

））
（（
（

は
、相
続
贈
与
税
法
一
九
条
一
項
は
基
本
法
三
条
一
項
に
違
反
す
る
と
し
た
。

こ
こ
で
は
、
基
本
法
三
条
一
項
の
内
容
と
し
て
、
首
尾
一
貫
性
の
原
理
と
い
う
言
葉
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
降
の
判
例
で
引
用
さ

れ
る
の
で
、
や
や
詳
し
く
み
る
こ
と
に
す
る
。

⒜　

基
本
法
三
条
一
項
の
一
般
的
平
等
原
則
は
、
本
質
的
に
等
し
い
も
の
は
等
し
く
、
等
し
く
な
い
も
の
は
等
し
く
な
く
取
り
扱
う
こ

と
を
命
じ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
生
じ
る
立
法
者
の
限
界
は
、
規
律
対
象
と
区
別
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
応
じ
て
、
単
な
る
恣
意
の
禁
止
か
ら

比
例
原
則
へ
の
厳
格
な
拘
束
に
至
る
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

⒝　

租
税
法
の
領
域
に
お
い
て
は
、
立
法
者
は
、
課
税
対
象
の
選
択
に
お
い
て
も
、
税
率
の
決
定
に
お
い
て
も
、
広
範
な
裁
量
権
を
有

す
る
。
立
法
者
の
こ
の
原
則
的
自
由
は
…
…
応
能
負
担
と
首
尾
一
貫
性
の
原
理
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
。

⒞　

平
等
条
項
は
、
租
税
法
に
お
い
て
は
、
租
税
的
正
義
の
原
則
と
い
う
形
で
現
れ
、
そ
こ
で
は
、
課
税
は
原
則
と
し
て
経
済
的
負
担

能
力
に
即
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
納
税
義
務
者
は
、
こ
の
原
則
に
従
い
、
租
税
法
律
に
よ
り
、
法
的
に
も
事
実
上
も
等
し
く
賦
課

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⒟　

租
税
法
の
課
税
要
件
を
設
計
す
る
に
あ
た
っ
て
、
立
法
者
は
、
負
担
に
つ
い
て
い
っ
た
ん
下
し
た
決
定
を
、
負
担
の
平
等
の
意
味

に
お
い
て
首
尾
一
貫
し
て
立
法
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
首
尾
一
貫
し
た
立
法
化
に
例
外
を
設
け
る
場
合
に
は
、
特
別
の



一
一

憲
法
と
租
税
法
に
関
す
る
若
干
の
所
感
（
工
藤
）

実
質
的
根
拠
を
必
要
と
す
る
（
以
上
、S. （0 f.

）。

⒠　

相
続
・
贈
与
税
法
一
九
条
一
項
は
基
本
法
三
条
一
項
に
反
す
る
。
…
…
立
法
者
の
決
定
は
、
負
担
が
平
等
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
首

尾
一
貫
し
て
立
法
化
さ
れ
て
い
な
い
（S. （（ f.

）。

③　

二
〇
〇
八
年
一
二
月
九
日
判
決
（BV

erfGE （（（, （（0

））
（（
（

は
、
所
得
税
法
九
条
二
項
一
文
・
二
文
は
基
本
法
三
条
一
項
に
違
反
す
る

と
し
た
。

こ
の
事
件
は
、
通
勤
費
税
額
控
除
（Pendlerpauschal

）
事
件
と
呼
ば
れ
る
有
名
な
も
の
だ
が
、
判
決
は
、
②
の
⒜
か
ら
⒟
を
繰
り
返

し
て
、
通
勤
費
の
税
額
控
除
を
採
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
内
容
を
首
尾
一
貫
し
て
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
決
定
か
ら
離

れ
る
場
合
に
は
特
別
の
根
拠
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
（S. （（0 f.

）。
そ
う
し
て
、
所
得
税
法
九
条
二
項
一
文
は
首
尾
一
貫
性
が
欠
け
て
い

る
が
故
に
基
本
法
三
条
一
項
に
照
ら
し
て
違
憲
で
あ
る
と
し
た
（S. （（（

）。

④　

二
〇
一
四
年
一
二
月
一
七
日
決
定
（BV

erfGE （（（, （（（

））
（（
（

は
、
相
続
税
法
一
三
ａ
条
、
一
三
ｂ
条
は
基
本
法
三
条
一
項
に
違
反
す

る
と
し
た
。

こ
こ
で
も
、
決
定
は
②
の
⒜
か
ら
⒟
を
要
約
し
て
い
る
（Rn. （（（

）。
そ
こ
に
は
、「
租
税
法
上
の
課
税
要
件
の
首
尾
一
貫
し
た
形
成
の

要
請
」
と
い
う
言
葉
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
相
続
税
法
一
三
ａ
条
・
一
三
ｂ
条
が
優
遇
財
産
を
相
続
・
贈
与
税
か
ら
免
除
し
た
こ
と
は
、

必
要
性
の
審
査
を
行
う
こ
と
な
く
中
小
企
業
の
領
域
に
賦
課
が
な
さ
れ
な
い
点
に
お
い
て
、
基
本
法
三
条
一
項
に
違
反
す
る
と
し
た
。
例

外
規
定
に
十
分
な
正
当
化
根
拠
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

⑤　

二
〇
一
五
年
七
月
二
三
日
決
定）（（
（

も
、
土
地
登
録
免
許
税
法
八
条
二
項
は
基
本
法
三
条
一
項
に
違
反
す
る
と
し
た
。

本
決
定
も
②
の
⒜
か
ら
⒟
と
同
様
の
一
般
論
を
述
べ
た
上
で
（Rn. （（ f.

）、
特
別
課
税
基
準
の
正
当
化
に
は
、
重
大
な
根
拠
が
必
要
で



一
二

あ
る
と
し
、
そ
れ
が
見
当
た
ら
な
い
た
め
、
土
地
登
録
免
許
税
法
八
条
一
項
と
二
項
の
不
平
等
な
取
扱
い
は
、
基
本
法
三
条
一
項
に
違
反

す
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
一
連
の
決
定
で
平
等
原
則
の
内
容
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
が
、
首
尾
一
貫
性
（Folgerichtigkeit

）
の
原
則）（（
（

で
あ
る）（（
（

。
首
尾

一
貫
性
の
原
則
は
、
法
規
に
対
し
て
、
論
理
一
貫
性
、
恒
常
性
、
無
矛
盾
性
（W

iderspruchsfreiheit

）
を
要
請
す
る
。
立
法
者
が
あ
る

生
活
領
域
の
秩
序
に
つ
い
て
基
本
決
定
を
下
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
以
降
の
法
律
は
そ
の
決
定
に
矛
盾
せ
ず
首
尾
一
貫
し
た
内
容
を
有
す
る

こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
立
法
者
は
租
税
法
の
制
度
設
計
に
つ
い
て
広
範
な
裁
量
を
有
す
る
が
、
い
っ
た
ん
決
定
し
た
基
本
方
針

を
租
税
法
秩
序
の
細
部
に
至
る
ま
で
首
尾
一
貫
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
例
外
的
に
基
本
方
針
か
ら
逸
脱

す
る
場
合
に
は
、
例
外
の
強
度
に
応
じ
た
正
当
化
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
が
で
き
な
い
場
合
、
そ
の
法
律
は
基
本
法
三
条
一
項
に
違
反
す

る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る）（（
（

。

も
し
こ
の
首
尾
一
貫
性
の
原
則
を
日
本
で
も
租
税
法
の
違
憲
審
査
に
用
い
た
ら
、
大
嶋
（
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
税
金
）
訴
訟
の
最
高
裁
判
決
と

は
異
な
っ
て
、
か
な
り
の
違
憲
判
決
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
今
日
、
ド
イ
ツ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
こ

の
首
尾
一
貫
性
の
原
理
を
、
租
税
法
だ
け
で
は
な
く
一
般
的
に
用
い
て
い
る
た
め
、
問
題
点
の
指
摘
や
批
判
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る）（（
（

。
私
も
前
に
こ
う
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る）（（
（

。

首
尾
一
貫
性
の
原
則
は
、
立
法
者
が
過
去
に
制
定
し
た
法
律
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
（
立
法
者
の
自
己
拘
束
）
を
前
提
と
す
る
が
、
こ
れ
は
、

後
法
は
前
法
を
廃
す
（Lex posterior derogat legi priori

）
の
原
則
と
矛
盾
す
る
。
ま
た
、
基
本
法
二
〇
条
三
項
は
「
立
法
は
憲
法
的
秩

序
に
、
執
行
権
及
び
裁
判
は
法
律
及
び
法
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
」
と
定
め
、
執
行
権
と
裁
判
は
法
律
に
拘
束
さ
れ
る
と
す
る
が
、
立
法
者
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憲
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法
に
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す
る
若
干
の
所
感
（
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藤
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を
法
律
に
拘
束
し
て
は
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
議
会
の
新
た
な
意
思
を
尊
重
す
る
こ
と
が
民
主
制
の
要
請
だ
か
ら
で
あ
る
。
キ
ル
ヒ
ホ
フ

（K
irchhof

）
は
首
尾
一
貫
性
の
原
則
の
憲
法
上
の
根
拠
と
し
て
基
本
法
三
条
一
項
の
平
等
原
則
の
ほ
か
、
法
治
国
家
原
理
や
連
邦
国
家
原

理
を
あ
げ
て
い
る
が
民
主
制
原
理
は
あ
げ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
首
尾
一
貫
性
の
原
則
は
、
法
治
国
家
原
理
と
は
一
致
す
る
が
、
民
主
制

原
理
と
は
対
立
す
る
側
面
を
も
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
解
決
は
、
憲
法
原
理
相
互
間
の
調
整
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

財
政
の
領
域
で
い
え
ば
、
首
尾
一
貫
性
の
要
請
を
憲
法
か
ら
引
き
出
し
、
裁
判
所
が
そ
れ
を
根
拠
に
違
憲
判
決
を
下
す
こ
と
は
、
財
政

立
憲
主
義
と
は
適
合
的
で
あ
る
が
、
財
政
民
主
主
義
と
は
適
合
し
な
い）（（
（

。
し
か
も
、
日
本
国
憲
法
に
明
文
規
定
が
あ
る
の
は
財
政
民
主
主

義
の
方
な
の
で
あ
る
。憲
法
八
三
条
は
、「
国
の
財
政
を
処
理
す
る
権
限
は
、国
会
の
議
決
に
基
い
て
、こ
れ
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
定
め
る
が
、
こ
の
規
定
は
立
法
者
の
自
己
拘
束
を
要
請
し
て
い
る
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
憲
法
訴
訟
論
か
ら
い
え
ば
、
首
尾
一
貫
性

の
原
則
は
魅
力
的
で
は
あ
る
が
、
は
た
し
て
日
本
国
憲
法
の
立
場
に
適
合
的
で
あ
る
の
か
、
日
本
国
憲
法
の
基
本
原
理
か
ら
考
察
す
る
必

要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
将
来
の
課
題
と
す
る
し
か
な
い
。

四　

お
わ
り
に

憲
法
の
講
義
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
租
税
と
財
政
に
つ
い
て
は
い
つ
か
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
つ
つ
、
今
日

ま
で
来
て
し
ま
っ
た
。こ
の
た
び
玉
國
先
生
の
古
稀
を
お
祝
い
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
の
で
、つ
い
に
勉
強
の
機
会
が
到
来
し
た
か
と
思
っ

た
が
、時
間
的
な
余
裕
も
な
く
、結
局
は
こ
れ
ま
で
考
え
て
き
た
こ
と
を
あ
わ
た
だ
し
く
ま
と
め
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。税
法
学
か

ら
み
れ
ば
幼
稚
な
思
い
つ
き
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、本
稿
を
献
呈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
先
生
へ
の
祝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。



一
四

（
（
）
初
宿
正
典
「
学
界
展
望
〈
憲
法
〉」
公
法
研
究
五
八
号
（
一
九
九
六
年
）
二
八
一
頁
。

（
（
）
金
子
宏
『
租
税
法
（
第
二
十
一
版
）』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
六
年
）
七
六
頁
以
下
。
た
だ
し
、
田
中
二
郎
『
租
税
法
（
新
版
）』（
有
斐
閣
、
一
九

八
一
年
）
七
五
頁
で
は
こ
の
よ
う
な
説
明
に
な
っ
て
は
い
な
い
。
現
在
で
も
、
学
説
が
完
全
に
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
詳

し
く
は
、
佐
藤
英
明
「
租
税
法
律
主
義
と
租
税
公
平
主
義
」
金
子
宏
編
『
租
税
法
の
基
本
問
題
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）
五
五
頁
。

（
（
）
斎
藤
一
久
「
国
民
健
康
保
険
と
租
税
法
律
主
義
」
長
谷
部
泰
男
＝
石
川
健
治
＝
宍
戸
常
寿
編
『
憲
法
判
例
百
選
Ⅱ
（
第
（
版
）』（
有
斐
閣
、 

二
〇
一
三
年
）
四
三
二
頁
（
以
下
、
同
書
は
『
百
選
Ⅰ
・
Ⅱ
』
と
表
記
す
る
）、
藤
谷
武
史
「
租
税
法
律
主
義
に
お
け
る
租
税
の
意
義
」
中
里
実
＝

佐
藤
英
明
＝
増
井
良
啓
＝
渋
谷
雅
弘
編
『
租
税
判
例
百
選
（
第
（
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）
八
頁
（
以
下
、
同
書
は
『
租
税
百
選
』
と
表

記
す
る
）。

（
（
）
工
藤
達
朗
「
国
民
健
康
保
険
料
と
租
税
法
律
主
義
」『
平
成
一
〇
年
度
重
要
判
例
解
説
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
）
二
二
頁
。

（
（
）
憲
法
三
一
条
の
保
障
内
容
に
つ
い
て
、
橋
本
公
亘
『
日
本
国
憲
法
（
改
訂
版
）』（
有
斐
閣
、
一
九
八
八
）
二
九
〇
・
二
九
三
頁
、
芦
部
信
喜
（
高

橋
和
之
補
訂
）『
憲
法
（
第
六
版
）』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）
二
四
三
～
四
頁
。
や
や
異
な
る
学
説
と
し
て
、
野
中
俊
彦
ほ
か
『
憲
法
Ⅰ
（
第

（
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）
四
〇
九
～
四
一
三
頁
（
高
橋
和
之
執
筆
）。

（
（
）
租
税
法
律
主
義
と
罪
刑
法
定
主
義
の
関
係
に
つ
い
て
、
小
林
敬
和
「
租
税
法
律
主
義
の
実
質
化
に
つ
い
て
─
─
罪
刑
法
定
主
義
と
関
係
し
て
」

税
法
学
五
六
五
号
（
二
〇
一
一
年
）
七
五
頁
。

（
（
）
山
本
隆
司
「
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
と
公
課
」
同
『
判
例
か
ら
探
求
す
る
行
政
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）
一
二
～
三
頁
。

（
（
）
宍
戸
常
寿
「
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
」
宍
戸
常
寿
＝
曽
我
部
真
裕
＝
山
本
達
彦
編
著
『
憲
法
学
の
ゆ
く
え
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
六
年
）
一

三
九
頁
。

（
（
）
遠
藤
美
奈
「
所
得
税
の
課
税
最
低
限
と
生
存
権
」
注（
（
）『
百
選
Ⅱ
』
二
九
六
頁
。
課
税
最
低
限
の
問
題
に
関
す
る
ド
イ
ツ
と
の
比
較
法
的
研

究
と
し
て
、
岩
間
昭
道
「
生
存
権
訴
訟
に
お
け
る
『
厳
格
な
審
査
』」
同
『
戦
後
憲
法
学
の
諸
相
』（
尚
学
社
、
二
〇
〇
八
年
）
三
頁
、
甲
斐
素
直

「
家
族
の
平
等
」
同
『
人
権
論
の
間
隙
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
九
年
）
三
五
一
頁
、
谷
口
勢
津
夫
「
日
本
の
所
得
税
に
お
け
る
最
低
生
活
費
非
課
税

の
正
当
化
と
具
体
化
」
松
本
和
彦
編
『
日
独
公
法
学
の
挑
戦
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
四
年
）
二
一
三
頁
。

（
（0
）
片
桐
直
人
「
租
税
法
律
に
お
け
る
遡
及
的
立
法
」
注（
（
）『
百
選
Ⅱ
』
四
三
四
頁
、首
藤
重
幸
「
納
税
者
の
租
税
法
規
上
の
地
位
の
遡
及
的
変
更
」

注（
（
）『
租
税
百
選
』
一
〇
頁
。



一
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憲
法
と
租
税
法
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す
る
若
干
の
所
感
（
工
藤
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（
（（
）
小
泉
良
幸
「
事
後
法
に
よ
る
財
産
権
の
内
容
変
更
の
合
憲
性
」
注（
（
）『
百
選
Ⅰ
』
二
二
〇
頁
。

（
（（
）
宮
原
均
「
酒
類
販
売
の
免
許
制
」
注（
（
）『
百
選
Ⅰ
』
二
一
〇
頁
。

（
（（
）
室
井
力
「
東
大
寺
等
を
対
象
と
す
る
文
化
観
光
税
条
例
」
芦
部
信
喜
＝
若
原
茂
編
『
宗
教
判
例
百
選
（
第
二
版
）』（
有
斐
閣
、
一
九
九
一
年
）

二
八
頁
。

（
（（
）
平
野
武
「
信
教
の
自
由
と
古
都
保
存
協
力
税
条
例
」
高
橋
和
之
＝
長
谷
部
恭
男
＝
石
川
健
治
編
『
憲
法
判
例
百
選
Ⅰ
（
第
（
版
）』（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
七
年
）
九
〇
頁
、
百
地
章
「
古
都
保
存
協
力
税
条
例
と
無
効
確
認
の
訴
え
」
芦
部
＝
若
原
・
注（
（（
）二
六
頁
。

（
（（
）
小
塚
真
啓
「
収
益
事
業
の
意
義
」
注（
（
）『
租
税
百
選
』
九
四
頁
。

（
（（
）
た
だ
し
、
宗
教
活
動
へ
の
非
課
税
は
ど
こ
ま
で
憲
法
上
の
要
請
な
の
か
、
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
新
聞
紙
へ
の
軽
減
税
率
の
適
用
が
立
法
政
策

と
し
て
可
能
で
あ
る
よ
う
に
、
憲
法
上
許
容
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
部
分
も
多
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
阿
部
泰
隆
『
政
策
法
務
か
ら
の
提
言
』

（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
三
年
）
一
一
六
頁
以
下
参
照
。

（
（（
）
戸
波
江
二
「
所
得
税
の
不
平
等
」
注（
（
）『
百
選
Ⅰ
』
六
八
頁
、
金
子
宏
「
憲
法
と
租
税
法
」
注（
（
）『
租
税
百
選
』
四
頁
。

（
（（
）
伊
藤
正
己
「
法
の
下
の
平
等
─
─
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題
」
同
『
憲
法
の
研
究
』（
有
信
堂
、
一
九
六
五
年
）
七
七
頁
以
下
、
と
く
に

八
六
頁
。
テ
キ
ス
ト
で
は
、
同
『
憲
法
（
第
三
版
）』（
弘
文
堂
、
一
九
九
五
年
）
二
四
九
～
五
〇
頁
。

（
（（
）
中
島
茂
樹
「
課
税
権
と
所
有
権
─
─
統
一
価
格
Ⅱ
決
定
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅱ
（
第
（
版
）』（
信
山
社
、 

二
〇
〇
六
年
）
三
〇
六
頁
。

（
（0
）
甲
斐
素
直
「
相
続
・
贈
与
税
法
と
平
等
原
則
─
─
統
一
価
格
Ⅲ
決
定
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅳ
』（
信
山
社
、 

二
〇
一
七
年
）
収
録
予
定
。
訳
文
は
、
甲
斐
訳
を
参
考
に
し
た
が
、
異
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

（
（（
）
高
橋
和
也
「
ド
イ
ツ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
活
用
す
る
首
尾
一
貫
性
の
要
請
の
機
能
に
つ
い
て
」
一
橋
法
学
一
三
巻
三
号
（
二
〇
一
四
年
） 

一
九
二
頁
以
下
、
オ
リ
ヴ
ァ
ー
・
レ
プ
シ
ウ
ス
「
基
準
定
立
権
力
」
イ
ェ
シ
ュ
テ
ッ
ト
＝
レ
プ
シ
ウ
ス
＝
メ
ラ
ー
ス
＝
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ガ
ー
（
鈴

木
秀
美
ほ
か
監
訳
）『
越
境
す
る
司
法
』（
風
行
社
、
二
〇
一
四
年
）
二
〇
四
頁
以
下
。

（
（（
）
カ
ー
ル
＝
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
レ
ン
ツ
「
相
続
税
法
に
関
す
る
違
憲
判
決
」
自
治
研
究
九
二
巻
七
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
五
四
頁
。

（
（（
）
二
〇
一
六
年
九
月
三
日
の
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
に
お
い
て
、
カ
ー
ル
＝
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
レ
ン
ツ
教
授
に
よ
る
報
告
が
行
わ
れ
た
。
本

決
定
の
存
在
と
内
容
は
こ
の
報
告
に
教
え
ら
れ
た
。



一
六

（
（（
）
高
橋
・
注（
（（
）一
六
五
頁
の
ほ
か
、
日
本
へ
の
応
用
に
つ
い
て
、
渡
辺
康
行
「
立
法
者
に
よ
る
制
度
形
成
と
そ
の
限
界
」
法
政
研
究
七
六
巻
三

号
（
二
〇
〇
九
年
）
二
四
九
頁
、
松
本
和
彦
「
憲
法
に
お
け
る
立
法
合
理
性
の
要
請
」『
阪
本
昌
成
先
生
古
稀
記
念
・
自
由
の
法
理
』（
成
文
堂
、

二
〇
一
五
年
）
四
五
二
頁
以
下
参
照
。

（
（（
）
応
能
負
担
原
則
に
つ
い
て
は
、
三
木
義
一
「
租
税
規
範
に
対
す
る
憲
法
審
査
基
準
」
同
『
現
代
税
法
と
人
権
』（
勁
草
書
房
、
一
九
九
二
年
） 

一
〇
九
頁
以
下
参
照
。

（
（（
）Paul K

irchhof, A
llgem

einer Gleichheitssatz, Isensee/ K
irchhof （H

rsg.

）, H
andbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik 

D
eutschland, Band

Ⅷ
, （0（0,§

（（（ Rn. （0（ ff., （（（.

（
（（
）
レ
プ
シ
ウ
ス
・
注（
（（
）二
〇
四
頁
以
下
。

（
（（
）
工
藤
達
朗
「
人
間
の
尊
厳
と
最
低
限
度
の
生
活
の
保
障
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅳ
』（
信
山
社
、
二
〇
一
七
年
）

収
録
予
定
。
同
書
は
ま
だ
公
刊
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
原
稿
は
本
稿
よ
り
も
ず
っ
と
以
前
に
提
出
済
み
で
あ
っ
た
た
め
、
本
文
の
よ
う
な
表
現

に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
そ
の
注
で
も
触
れ
た
が
、
清
宮
四
郎
の
「
違
法
の
後
法
」『
美
濃
部
教
授
還
暦
記
念
・
公
法
学
の
諸
問
題　

第
二
巻
』（
有

斐
閣
、
一
九
三
四
年
〔
復
刻
版
・
一
九
八
七
年
〕）
一
六
七
頁
以
下
の
議
論
は
、
首
尾
一
貫
性
（
立
法
者
の
自
己
拘
束
）
の
理
論
と
通
じ
る
と
こ
ろ

が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
石
川
健
治
「
究
極
の
旅
」
同
編
『
学
問
／
政
治
／
憲
法
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
二
四
頁
以
下
。
た
だ
し
、

こ
の
理
論
の
根
拠
が
そ
れ
で
十
分
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
（（
）
財
政
立
憲
主
義
と
財
政
民
主
主
義
の
区
別
に
つ
い
て
、
大
石
眞
『
憲
法
講
義
Ⅰ
（
第
（
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
四
年
）
二
七
一
頁
。

（
本
学
法
務
研
究
科
教
授
）


