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論壇
租
税
法
律
主
義
の
歴
史
的
意
義

マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
（
イ
ギ
リ

ス
、
１
２
１
５
年
）
は
、
租
税

法
律
主
義
（
１２
条
）
と
罪
刑
法

定
主
義
（
３９
条
）
の
原
型
を
定

め
、
そ
れ
が
近
代
市
民
革
命
に

引
き
継
が
れ
て
自
然
権
的
人
権

の
重
要
な
一
部
と
し
て
確
認
さ

れ
た
。

フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
（
「
人

及
び
市
民
の
権
利
宣
言
」
）

は
、
そ
の
１４
条
で
、「
す
べ
て
の

市
民
は
、
自
身
で
ま
た
は
そ
の

代
表
者
に
よ
り
公
の
租
税
の
必

要
性
を
確
認
し
、
こ
れ
を
承
認

し
、
そ
の
使
途
を
追
及
し
、
か

つ
そ
の
数
額
・
基
礎
・
徴
収
お

よ
び
存
続
期
間
を
規
定
す
る
権

利
を
有
す
る
」（
岩
波
文
庫
『
人

権

宣

言

集
』
、
８６
年
１
月
、
３３

刷
、
１
３
２
頁
）
と
宣
言
し
た
。

マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
１２
条
に
規

定
さ
れ
た
「
不
承
諾
課
税
禁

止
」
の
原
則
は
、
租
税
法
律
主

義
の
原
型
で
は
あ
っ
た
が
、
ま

だ
国
王
と
封
建
貴
族
と
の
間
の

封
建
契
約
の
域
を
出
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
国
王
の
恣
意
的

な
課
税
を
「
一
般
評
議
会
」
の

同
意
と
い
う
形
で
拘
束
し
た
と

こ
ろ
に
意
義
が
あ
る
。
近
代
市

民
革
命
に
よ
っ
て
成
立
し
た
近

代
法
に
登
場
す
る
租
税
法
律
主

義
は
、
こ
の
原
則
を
国
家
と
一

般
市
民
と
の
関
係
に
ま
で
高
め

た
。近

代
国
家
に
お
け
る
法
冶
主

義
は
、
国
家
権
力
の
行
使
を
法

律
に
よ
っ
て
拘
束
す
る
こ
と
を

そ
の
主
な
内
容
と
し
て
い
る
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
権

力
に
よ
る
侵
害
か
ら
国
民
の
権

利
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら

で
あ
る
。

現
代
国
家
と
法
現
象

近
代
市
民
法
は
、
発
達
し
つ

つ
あ
る
産
業
資
本
主
義
社
会
に

照
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ

で
は
資
本
家
も
労
働
者
も
等
質

の
法
主
体
と
し
て
登
場
す
る
。

し
か
し
、
資
本
主
義
は
自
由

競
争
の
結
果
と
し
て
必
然
的
に

そ
の
反
対
物
で
あ
る
独
占
を
生

む
。
こ
れ
は
資
本
主
義
の
経
済

法
則
で
あ
っ
て
、
資
本
主
義
で

あ
る
か
ぎ
り
誰
に
も
阻
止
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

現
代
は
、
独
占
資
本
主
義
が

高
度
に
発
展
し
た
段
階
に
あ

り
、
資
本
は
国
家
権
力
と
の
癒

着
を
強
め
る
。
国
家
権
力
と
癒

着
し
た
独
占
資
本
は
、
政
治
的

に
も
一
国
の
政
策
を
支
配
す
る

よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
段

階
に
あ
る
資
本
主
義
は
国
家
独

占
資
本
主
義
と
呼
ば
れ
、
そ
れ

に
照
応
す
る
法
体
系
は
近
代
法

と
区
別
さ
れ
た
現
代
法
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
る
。
現
代
法
は
、

自
然
権
的
人
権
に
社
会
権
的
人

権
を
加
え
た
と
こ
ろ
に
重
要
な

特
徴
の
一
つ
が
あ
り
、
租
税
法

律
主
義
の
意
味
内
容
も
そ
れ
に

伴
っ
て
豊
か
に
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
歴
史
的
な
変
遷
過

程
や
現
状
を
客
観
的
、
科
学
的

に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
法

律
学
は
科
学
と
な
る
。

こ
の
こ
と
は
改
め
て
証
明
す

る
ま
で
も
な
い
が
、
小
泉
政
権

が
推
進
し
た
規
制
緩
和
路
線

も
、
野
田
内
閣
が
選
挙
公
約
を

投
げ
捨
て
て
強
行
し
た
社
会
保

障
と
税
の
一
体
改
革
も
そ
の
内

容
は
日
本
経
団
連
を
中
心
と
し

た
財
界
の
強
い
要
求
に
よ
る
も

の
で
あ
っ
た
。

現
代
日
本
の
税
制

こ
れ
を
税
制
面
で
み
れ
ば
、

個
人
所
得
課
税
に
お
け
る
総
合

累
進
課
税
の
破
壊
、
法
人
税
率

の
引
き
下
げ
、
逆
進
的
負
担
を

属
性
と
す
る
消
費
税
の
導
入
や

そ
の
後
の
税
率
の
引
き
上
げ
な

ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

シ
ャ
ウ
プ
税
制
に
お
い
て

は
、
法
人
擬
制
説
に
基
づ
く
法

人
税
制
を
除
い
て
、
個
人
所
得

課
税
に
お
け
る
例
外
の
な
い
総

合
累
進
課
税
の
原
則
が
貫
か

れ
、
税
制
面
に
お
け
る
所
得
再

分
配
機
能
を
持
っ
て
い
た
が
、

利
子
・
配
当
の
分
離
課
税
、
土

地
譲
渡
益
の
分
離
課
税
、
証
券

優
遇
税
制
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の

機
能
は
大
き
く
損
な
わ
れ
て
き

た
。法

人
課
税
に
つ
い
て
は
、
シ

ャ
ウ
プ
税
制
以
来
法
人
擬
制
説

に
よ
る
受
取
配
当
の
益
金
不
算

入
、
個
人
段
階
に
お
け
る
配
当

控
除
な
ど
そ
の
基
本
構
造
の
ほ

か
数
え
き
れ
な
い
特
別
措
置
に

よ
っ
て
法
人
税
の
課
税
ベ
ー
ス

は
著
し
く
浸
蝕
さ
れ
て
き
た
。

加
え
て
国
際
競
争
力
を
理
由
と

し
た
法
人
税
率
の
連
続
的
引
き

下
げ
は
法
人
税
の
基
幹
税
と
し

て
の
役
割
を
著
し
く
低
下
さ
せ

て
し
ま
っ
た
。

消
費
税
も
ま
た
大
企
業
優
遇

の
新
し
い
手
段
と
な
っ
た
。
大

企
業
は
経
済
的
優
位
性
を
利
用

し
て
仕
入
先
や
下
請
企
業
に
単

価
の
引
き
下
げ
を
求
め
る
こ
と

に
よ
り
消
費
税
負
担
を
回
避
す

る
だ
け
で
な
く
、
輸
出
戻
し
税

に
よ
っ
て
、
現
行
税
率
の
下
に

お
い
て
も
年
間
２
・
７
兆
円
に

達
す
る
利
益
を
得
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
、
個
別
企
業
の
分
析

か
ら
も
証
明
さ
れ
て
い
る
。

租
税
法
律
主
義
の
現
代
的
展
開

日
本
国
憲
法
は
、
３０
条
と
８４

条
で
租
税
法
律
主
義
を
定
め
て

い
る
。
租
税
法
律
主
義
の
現
代

的
解
釈
に
よ
れ
ば
、
租
税
は
歳

入
と
歳
出
の
両
面
か
ら
そ
の
憲

法
適
合
性
が
検
証
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
３０
条
、
８４
条
は

租
税
立
法
の
手
続
面
の
制
約
で

あ
り
、
そ
の
実
体
を
規
制
す
る

の
は
第
３
章
（
国
民
の
権
利
及

び
義
務
）
以
下
の
諸
規
定
で
あ

る
。１４

条
は
応
能
負
担
を
求
め
、

２５
条
は
最
低
生
活
費
非
課
税
を

求
め
る
。
ま
た
、「
憲
法
が
国
民

に
保
障
す
る
基
本
的
人
権
は
、

侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の

権
利
と
し
て
、
現
在
及
び
将
来

の
国
民
に
与
え
ら
れ
る
」（
１１

条
）
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
反

す
る
一
切
の
法
令
は
排
除
さ
れ

る
（
前
文
）
。

日
本
国
憲
法
の
最
も
権
威
あ

る
解
説
書
と
さ
れ
る
『
註
解
日

本
国
憲
法
』（
有
斐
閣
）
に
よ
れ

ば
、
公
共
の
福
祉
を
理
由
に
法

律
で
制
限
で
き
る
の
は
、
２２
条

（
職
業
選
択
の
自
由
）
と
２９
条

（
財
産
権
）
だ
け
で
あ
り
、
他
の

人
権
条
項
は
法
律
に
よ
っ
て
も

制
限
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

さ
れ
、
こ
れ
が
通
説
で
あ
る
。

個
人
所
得
課
税
に
お
い
て

は
、
国
、
地
方
を
問
わ
ず
２５
条

が
保
障
す
る
生
存
権
を
侵
し
て

は
な
ら
な
い
。
生
活
保
護
基
準

を
も
下
ま
わ
る
課
税
最
低
限
は

す
べ
か
ら
く
引
き
上
げ
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
ら
ゆ

る
生
活
費
を
課
税
対
象
と
す
る

消
費
税
は
２５
条
に
違
反
す
る
だ

け
で
な
く
、
そ
の
逆
進
性
故
に

１４
条
違
反
と
な
る
。

財
源
問
題
に
つ
い
て
は
別
に

論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

違
憲
の
税
制
は
速
か
に
排
除
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
差
し

当
た
っ
て
、
個
人
所
得
課
税
に

お
け
る
総
合
累
進
課
税
の
完
全

な
実
施
と
法
人
税
率
の
過
度
な

引
き
下
げ
を
改
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
歳
入
欠
陥
の
か
な
り
の
部

分
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
筈
で

あ
る
。

相
続
税
は
個
人
所
得
課
税
の

補
完
税
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
最
高
税

率
は
大
幅
に
引
き
上
げ
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
し
、
課
税
ベ
ー
ス

を
拡
大
す
る
基
礎
控
除
の
引
き

下
げ
は
行
う
べ
き
で
な
い
。
生

存
権
的
財
産
権
を
侵
害
す
る
可

能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

法
人
税
に
つ
い
て
は
、
世
界

的
に
税
率
の
引
き
下
げ
競
争
が

行
わ
れ
て
い
る
が
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

も
こ
の
競
争
が
各
国
の
財
政
悪

化
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
懸
念
を
表
明
し
て
い

る
。
国
際
協
調
に
よ
り
適
正
な

水
準
に
回
復
さ
せ
る
努
力
が
必

要
で
あ
る
。

国
民
経
済
を
破
壊
す
る
消
費
税
増
税

以
上
で
概
観
し
た
よ
う
に
、

わ
が
国
の
税
制
は
総
じ
て
違
憲

状
況
に
あ
る
と
い
え
る
。
加
え

て
、
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改

革
の
名
の
下
に
、
社
会
保
障
の

改
善
に
つ
い
て
は
何
ら
具
体
的

対
策
が
示
さ
れ
な
い
ま
ま
、
消

費
税
増
税
だ
け
が
先
行
的
に
強

行
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

現
行
の
税
率
の
下
で
も
消
費

税
の
滞
納
は
累
増
し
て
お
り
、

税
率
１０
％
と
も
な
れ
ば
廃
業
や

倒
産
に
追
い
込
ま
れ
る
企
業
も

増
大
す
る
で
あ
ろ
う
。
税
理
士

の
営
業
や
生
活
は
、
主
と
し
て

中
小
企
業
の
経
営
に
依
拠
し
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
消
費
税

の
大
増
税
は
業
界
を
挙
げ
て
反

対
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。

消
費
税
増
税
は
、
差
し
当
た

り
増
収
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ

な
い
が
、
消
費
購
買
力
を
押
し

下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
民
経

済
や
国
民
生
活
に
破
滅
的
影
響

を
及
ぼ
し
、
結
局
は
税
収
基
盤

を
掘
り
崩
す
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。

改
正
国
税
通
則
法
の
解
釈
適
用
と
法
律
家
の
責
務

前
述
の
現
行
税
制
と
財
政
危

機
を
前
提
と
す
れ
ば
、
改
正
国

税
通
則
法
（
以
下
、「
法
」
）
に
よ

り
強
化
さ
れ
た
質
問
検
査
権
は
、

よ
り
多
く
の
増
差
税
額
を
求
め

て
不
適
正
に
行
使
さ
れ
る
危
険

性
が
高
い
と
考
え
る
の
が
法
律

家
の
常
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

現
代
法
の
下
で
は
大
企
業
・
一

部
の
富
裕
層
と
中
小
企
業
・
勤

労
市
民
と
は
、
既
に
等
質
の
法

主
体
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
れ

ば
、
改
正
法
が
も
た
ら
す
か
も

し
れ
な
い
問
題
点
を
納
税
者
国

民
の
立
場
か
ら
厳
し
く
検
討

し
、
法
の
支
配
を
貫
徹
さ
せ
る

こ
と
が
、「
納
税
者
の
権
利
を
擁

護
し
、
法
律
に
定
め
ら
れ
た
納

税
義
務
の
適
正
な
実
現
を
は
か

る
こ
と
を
使
命
と
す
る
」（
日
税

連
「
税
理
士
法
改
正
に
関
す
る

基
本
要
綱
」
、
７２
年
４
月
確
定
）

税
理
士
の
当
然
の
責
務
で
あ
る
。

新
た
に
設
け
ら
れ
た
帳
簿
書

類
等
の
提
出
命
令
（
法
７４
条
の

２
な
い
し
６
）
、
提
出
物
件
の
留

置
き
（
法
７４
条
の
７
）
、
事
前
通

知
を
要
し
な
い
場
合
（
法
７４
条

の
１０
）
な
ど
の
解
釈
適
用
は
、

任
意
調
査
の
原
則
か
ら
、
納
税

者
に
い
か
な
る
新
た
な
負
担
も

強
い
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら

ず
、
実
体
的
に
も
適
正
性
が
確

保
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
質
問

検
査
権
の
行
使
は
、
主
と
し
て

現
行
税
制
に
よ
っ
て
虐
げ
ら
れ

て
い
る
納
税
者
に
対
し
て
行
使

さ
れ
て
い
る
と
い
う
現
状
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
大
企
業
や
富

裕
層
は
、
既
に
立
法
段
階
で
過

剰
に
保
護
さ
れ
て
い
る
の
で
、

改
め
て
租
税
回
避
を
図
る
必
要

も
な
い
。

最
高
裁
第
三
小
法
廷
決
定

（
７３
年
７
月
１０
日
）
が
質
問
検

査
権
行
使
の
適
法
性
の
要
件
の

一
つ
と
し
て
「
客
観
的
な
必
要

性
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場

合
」
と
説
示
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
「
調
査
に

非
協
力
的
な
団
体
と
税
務
職
員

の
対
峙
を
前
提
と
し
た
事
例
」

と
恣
意
的
に
縮
小
解
釈
し
、
質

問
検
査
権
の
行
使
は
「
一
般
的

必
要
性
」
で
足
り
る
と
す
る
酒

井
論
文
（
本
紙
６
６
４
号
）
の

主
張
に
は
同
意
し
難
い
。
そ
れ

だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら

益
々
厳
し
く
な
る
で
あ
ろ
う
税

務
調
査
や
そ
の
結
果
で
あ
る
修

正
申
告
の
勧
奨
な
ど
に
対
し
て

も
納
税
者
の
自
発
的
、
積
極
的

な
協
力
と
参
加
を
求
め
る
「
主

観
的
納
税
者
観
」
と
い
う
「
新

理
論
」
に
も
法
の
支
配
や
租
税

法
律
主
義
の
現
代
的
意
義
と
い

う
視
点
か
ら
到
底
理
解
し
難
い

も
の
が
あ
る
。
現
代
法
理
論
の

到
達
点
を
踏
ま
え
た
再
検
討
を

期
待
し
て
や
ま
な
い
。

質
問
検
査
権
の
現
代
的
法
理

関本秀治
［葛飾］
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