
4

講演Ⅰ

最
高
裁
判
決
か
ら
見
た
租
税
法
の
解
釈
適
用 

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授　

佐
藤
英
明

租
税
法
の
本
質
は
財
産
権
の「
侵
害
規
範
」

法
的
安
定
性
を
重
視
す
る
厳
格
解
釈
が
導
か
れ
る

本
日
私
に
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
は
「
最
高
裁

判
決
か
ら
見
た
租
税
法
の
解
釈
適
用
」
で
す
。

そ
こ
で
、
ま
ず
租
税
法
に
お
け
る
解
釈
・
適
用

が
、
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
判
断

さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
時
系
列
で

概
観
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

は
じ
め
に
、
何
が
問
題
な
の
か
を
端
的
に
申

し
上
げ
る
と
「
租
税
法
の
解
釈
適
用
に
お
い
て

重
視
さ
れ
る
べ
き
要
素
は
何
か
」
と
い
う
問
い

と
な
り
ま
す
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
は
伝
統
的

に
二
つ
の
立
場
が
あ
り
ま
す
。

一
つ
目
は
「
対
象
と
な
る
取
引
等
の
経
済
的

な
実
質
、
法
令
の
趣
旨
・
目
的
」
を
重
視
し
て

解
釈
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
。
こ
の

立
場
が
大
事
に
し
て
い
る
の
は
「
実
質
的
妥
当

性
」
で
す
。「
実
質
的
な
公
平
」
と
い
っ
て
も

い
い
と
思
い
ま
す
が
、
つ
ま
り
「
実
質
的
に
は

異
な
ら
な
い
も
の
が
異
な
る
扱
い
を
受
け
る
」

事
態
を
避
け
る
こ
と
を
重
視
す
る
立
場
で
す
。

も
う
一
つ
の
立
場
が
「
対
象
と
な
る
取
引
等

の
法
的
構
成
（
実
質
）、
法
令
の
文
言
（

=「
厳
格

解
釈
の
原
則
）」
を
重
視
す
る
立
場
で
す
。
一
つ

目
の
「
経
済
的
な
実
質
」
に
対
し
「
法
的
な
実

質
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
法
的

安
定
性
、
す
な
わ
ち
「
こ
の
経
済
取
引
か
ら
は

ど
の
よ
う
な
租
税
負
担
が
生
じ
る
の
か
」
と
い

う
こ
と
が
、
あ
ら
か
じ
め
高
い
確
度
で
予
想
で

き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
考
え
方
を

重
視
す
る
立
場
で
す
。

こ
の
二
つ
の
立
場
は
、
ど
ち
ら
が
正
し
く
て

ど
ち
ら
が
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
も
価
値
観
の
相
違
で
す
。
ど
ち

ら
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
理
が
あ
り
、
現
代
の
日
本

社
会
に
お
け
る
租
税
法
の
解
釈
で
は
ど
ち
ら
を

重
視
す
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
だ
と
私
は
理
解

し
て
い
ま
す
。

ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
を
判
断
す
る
際
に
ヒ
ン
ト

に
な
る
の
が
、
租
税
法
は
い
わ
ゆ
る
「
侵
害
規

範
」
で
あ
る
と
い
う
点
で
す
。
誤
解
の
な
い
よ

う
に
も
う
少
し
説
明
す
る
と
、
租
税
法
は
「
国

に
よ
る
国
民
の
権
利
侵
害
を
認
め
る
規
範
で
あ

る
」
と
い
う
こ
と
。
租
税
の
本
質
は
、
財
産
権

の
侵
害
で
す
。

そ
こ
か
ら
「
予
測
可
能
性
の
確
保
」、
つ
ま

り
「
こ
う
い
う
取
引
を
し
た
ら
、
ど
の
く
ら
い

の
租
税
負
担
が
生
じ
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
が

あ
ら
か
じ
め
分
か
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
考
え
方
が
導
か
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
予

測
が
で
き
て
は
じ
め
て
、
経
済
的
行
為
の
意
思

決
定
が
で
き
る
か
ら
で
す
。

そ
し
て
、
租
税
法
が
侵
害
規
範
で
あ
る
と
い

Ⅰ　
は
じ
め
に　
─
─
か
つ
て
の
最
高
裁
判
決

■
と
き

：

平
成
30
年
10
月
19
日
㈮

（
敬
称
略
）
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う
こ
と
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
は
、通
常
は「
厳

格
解
釈
」、
つ
ま
り
法
令
の
文
言
を
厳
格
に
解

釈
す
る
立
場
が
主
張
さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

法
的
安
定
性
の
重
視
が
、
学
説
上
、
租
税
法
律

主
義
の
重
要
な
機
能
の
一
つ
と
し
て
理
解
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。

昭
和
か
ら
平
成
半
ば
ま
で
の
最
高
裁
判
決
で

「
類
推
解
釈
」
へ
の
ス
タ
ン
ス
が
異
な
る

で
は
、
最
高
裁
は
こ
れ
ま
で
厳
格
解
釈
を
重

視
し
た
判
決
を
出
し
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

か
つ
て
の
最
高
裁
判
決
を
見
る
と
、
実
は
平
成

半
ば
ま
で
、
最
高
裁
の
立
場
は
そ
れ
ほ
ど
は
っ

き
り
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

例
え
ば
、
昭
和
45
年
の
「
サ
ン
ヨ
ウ
メ
リ
ヤ

ス
土
地
賃
貸
事
件
」。
こ
れ
は
現
行
の
所
得
税

法
33
条
1
項
の
カ
ッ
コ
書
き
（
建
物
又
は
構
築
物

の
所
有
を
目
的
と
す
る
地
上
権
又
は
賃
借
権
の
設
定
そ

の
他
契
約
に
よ
り
他
人
に
土
地
を
長
期
間
使
用
さ
せ
る

行
為
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。）
が
入
る
前
の
事
件
で
す
。

借
地
権
を
設
定
す
る
と
き
に
、
更
地
価
格
の

3
分
の
2
と
い
う
高
額
な
権
利
金
を
土
地
所
有

者
が
受
け
取
っ
た
た
め
、
そ
れ
が
単
な
る
「
不

動
産
所
得
」
な
の
か
、そ
れ
と
も
「
譲
渡
所
得
」

と
し
て
課
税
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
争

わ
れ
た
事
件
で
し
た
。
最
高
裁
は
そ
の
所
得
に

つ
い
て
一
般
論
と
し
て
は
、「
経
済
的
、
実
質

的
に
は
、
所
有
権
の
権
能
の
一
部
を
譲
渡
し
た

対
価
と
し
て
の
性
質
を
も
つ
」
場
合
が
あ
る
と

判
断
し
、
そ
の
場
合
に
は
「
譲
渡
所
得
に
当
た

る
も
の
と
類
推
解
釈
す
る
の
が
相
当
」
と
い
う

結
論
を
出
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
文
言
通
り
厳

格
に
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
幅
広
く
解
釈
す
る

こ
と
で
実
質
的
に
妥
当
な
結
論
を
出
す
ス
タ
ン

ス
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
わ
ず
か
3
年
後
の
昭
和
48

年
に
「
東
京
産
業
信
用
金
庫
事
件
」
の
判
決
が

下
さ
れ
ま
す
。
こ
の
事
件
で
は
、
譲
渡
担
保
に

よ
っ
て
土
地
を
取
得
し
た
者
に
不
動
産
取
得
税

を
課
税
す
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な

り
ま
し
た
。
一
審
と
控
訴
審
判
決
は
「
あ
く
ま

で
も
譲
渡
担
保
だ
か
ら
実
質
的
な
所
有
権
の
取

得
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
当
時
存
在
し
て

い
た
「
信
託
に
係
る
非
課
税
規
定
」
を
類
推
解

釈
し
て
適
用
し
ま
し
た
。
要
す
る
に
、
譲
渡
担

保
は
信
託
と
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
、
そ
の

規
定
を
類
推
解
釈
し
て
、
譲
渡
担
保
で
も
不
動

産
取
得
税
は
課
税
さ
れ
な
い
と
し
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
最
高
裁
の
判
決
で
は
、「
地
方
税

◎佐藤英明（さとう・ひであき）氏
昭和60年東京大学法学部を卒業後、神戸大学法学部助教授、
同学部教授、同大学大学院法学研究科教授を経て、平成23年
４月、慶應義塾大学大学院法務研究科教授に就任。国税審議
会、関税・外国為替等審議会、関税等不服審査会の各委員、地
方財政審議会特別委員。専門は個人所得税、租税法総論。著
書に『スタンダード所得税法』（弘文堂）、『プレップ租税法』（弘
文堂）、『信託と課税』（弘文堂）など。
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結
論
を
出
し
た
の
で
す
。

皆
さ
ん
は
、
レ
ー
シ
ン
グ
カ
ー
が
普
通
自
動

車
に
含
ま
れ
る
と
思
い
ま
す
か
。
公
道
を
走
れ

な
い
─
─
も
ち
ろ
ん
物
理
的
に
は
走
れ
ま
す
が
、

違
法
車
両
な
の
で
す
ぐ
に
パ
ト
カ
ー
に
捕
ま
っ

て
し
ま
う
─
─
そ
う
い
う
自
動
車
を
「
普
通
乗

用
自
動
車
」
と
呼
ぶ
の
は
無
理
が
あ
り
ま
す
。

お
そ
ら
く
最
高
裁
は
、
価
額
の
高
い
レ
ー
シ
ン

グ
カ
ー
に
も
課
税
す
べ
き
と
考
え
、
そ
の
結
論

を
導
く
た
め
に
「
普
通
乗
用
自
動
車
」
と
い
う

言
葉
を
広
く
解
釈
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
の
三
つ
の
事
例
か
ら
い
え
る
の
は
、

少
な
く
と
も
昭
和
か
ら
平
成
半
ば
ま
で
、
租
税

法
の
解
釈
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は
必
ず
し
も
一

方
の
原
則
を
採
り
続
け
て
き
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

他
の
法
分
野
に
規
定
さ
れ
た「
借
用
概
念
」に

関
し
て
は
変
え
な
い
ス
タ
ン
ス
を
貫
い
た

そ
の
一
方
で
、
最
高
裁
が
昔
か
ら
一
定
の
立

場
を
貫
い
て
き
た
解
釈
領
域
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
が
「
借
用
概
念
の
解
釈
」
で
す
。
借
用
概
念

と
は
、
他
の
法
分
野
で
用
い
ら
れ
て
い
る
意
味

内
容
が
確
立
し
た
概
念
が
、
租
税
法
令
、
特
に

課
税
要
件
を
定
め
る
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
ケ

ー
ス
を
指
し
て
い
ま
す
。

先
ほ
ど
説
明
し
た
通
り
、
厳
格
解
釈
の
原
則

と
い
う
の
は
「
租
税
法
令
は
文
理
解
釈
を
原
則

と
す
べ
き
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、「
文
理

解
釈
」
と
は
「
そ
の
言
葉
の
自
然
な
意
味
を
追

求
す
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
う
す
る
と
、

課
税
要
件
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
他
の
法
分
野

で
意
味
内
容
が
確
立
し
た
用
語
」
の
最
も
自
然

な
意
味
は
「
そ
の
確
立
し
た
意
味
内
容
」
と
な

り
ま
す
。
新
た
に
租
税
法
が
解
釈
を
作
っ
た
の

で
は
、「
自
然
な
意
味
」
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

と
す
る
な
ら
ば
「
借
用
概
念
論
」
と
は
結
局
、

厳
格
解
釈
の
原
則
の
一
部
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
最
高
裁
の
判
例
を
見
る
と
厳
格

解
釈
の
原
則
を
適
用
す
る
か
ど
う
か
は
必
ず
し

も
一
貫
し
て
い
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
借
用

概
念
に
関
し
て
は
、
以
下
の
事
例
の
通
り
昭
和

35
年
以
来
一
貫
し
た
態
度
を
採
っ
て
い
ま
す
。

○
鈴
や
金
融
株
式
会
社
事
件
（
昭
和
35
年
）

　

→
商
法
に
お
け
る
「
利
益
配
当
」

○
勧
業
経
済
株
式
会
社
事
件
（
昭
和
36
年
）

Ⅱ　
異
な
る
流
れ　
─
─
借
用
概
念
の
解
釈

法
73
条
の
7
第
3
号
は
信
託
財
産
を
移
す
場
合

に
お
け
る
不
動
産
の
取
得
に
つ
い
て
だ
け
非
課

税
と
す
べ
き
旨
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
租
税

法
の
規
定
は
み
だ
り
に
拡
張
適
用
す
べ
き
も
の

で
は
な
い
か
ら
、
譲
渡
担
保
に
よ
る
不
動
産
の

取
得
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
類
推
適
用
す
べ
き
も

の
で
は
な
い
」
と
類
推
解
釈
を
認
め
ず
、
結
論

を
ひ
っ
く
り
返
し
た
の
で
す
。

さ
ら
に
時
代
が
過
ぎ
た
平
成
9
年
の
「
レ
ー

シ
ン
グ
カ
ー
事
件
」
で
は
、
拡
張
解
釈
が
認
め

ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
事
件
は
、
消
費
税
の
導
入

と
と
も
に
廃
止
さ
れ
た
物
品
税
に
関
す
る
も
の

で
、
課
税
対
象
の
リ
ス
ト
の
中
に
「
普
通
乗
用

自
動
車
」
が
入
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
あ
る
レ
ー
シ
ン
グ
カ
ー
の
所
有
者

に
課
税
さ
れ
た
の
で
す
が
、
レ
ー
シ
ン
グ
カ
ー

は
あ
く
ま
で
も
サ
ー
キ
ッ
ト
な
ど
を
速
く
走
る

た
め
に
作
ら
れ
て
お
り
、
バ
ッ
ク
ラ
イ
ト
な
ど

通
常
車
が
備
え
て
い
る
べ
き
も
の
が
な
い
の
で
、

公
道
は
走
れ
ま
せ
ん
。
最
高
裁
判
決
も
「
道
路

運
送
車
両
法
所
定
の
保
安
基
準
に
適
合
し
な
い

た
め
、
道
路
を
走
行
す
る
こ
と
が
で
き
ず
」
と

そ
の
こ
と
は
認
め
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
続

け
て
「
し
か
し
、
本
件
各
自
動
車
も
、
人
の
移

動
と
い
う
乗
用
目
的
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
」
と
い
う
理

由
で
、
普
通
乗
用
自
動
車
に
該
当
す
る
と
い
う
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→
商
法
に
お
け
る
「
匿
名
組
合
契
約
」

○
石
油
タ
ン
ク
不
動
産
取
得
税
課
税
事
件
（
昭

和
37
年
）
→
民
法
に
お
け
る
「
不
動
産
」

○
未
認
知
子
「
扶
養
控
除
」
訴
訟
（
平
成
3
年
）

　

→
民
法
に
お
け
る
「
親
族
」

○
事
実
婚
「
配
偶
者
控
除
」
訴
訟
（
平
成
9
年
）

　

→
民
法
に
お
け
る
「
配
偶
者
」

○
武
富
士
事
件
上
告
審
判
決
（
平
成
23
年
）

　

→
民
法
に
お
け
る
「
住
所
」

1
3
0
0
億
円
を
徴
税
で
き
な
く
て
も

借
用
概
念
の
原
則
を
堅
持
し
た
武
富
士
事
件

近
年
の
重
要
な
判
決
と
し
て
、「
武
富
士
事

件
（
平
成
23
年
）」
が
あ
り
ま
す
。
当
時
の
相
続

税
法
で
は
、贈
与
税
の
納
税
義
務
に
つ
い
て「
日

本
に
『
住
所
』
の
な
い
者
が
国
外
財
産
の
贈
与

を
受
け
た
と
き
は
、
贈
与
税
の
納
税
義
務
を
負

わ
な
い
」
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

分
か
り
や
す
く
い
う
と
、
日
本
に
住
ん
で
い

る
人
（「
住
所
」
が
あ
る
人
）
は
日
本
と
つ
な
が

り
が
あ
る
の
で
、
世
界
中
の
ど
こ
か
ら
も
ら
っ

た
も
の
で
あ
っ
て
も
日
本
に
贈
与
税
を
納
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
、
日
本
に
住
ん
で
い

な
い
人
は
日
本
と
の
つ
な
が
り
が
あ
り
ま
せ
ん

か
ら
、
日
本
国
内
に
あ
る
財
産
の
贈
与
を
受
け

た
と
き
だ
け
、
贈
与
税
を
納
め
れ
ば
い
い
。
と

い
う
こ
と
は
、
日
本
に
住
ん
で
お
ら
ず
、
外
国

財
産
を
も
ら
っ
た
時
は
、
日
本
に
贈
与
税
を
納

め
る
理
由
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
は
確
か
に
筋
が
通
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

で
は
あ
え
て
息
子
を
香
港
に
出
国
さ
せ
て
、
そ

こ
で
仕
事
も
与
え
、
2
年
半
が
過
ぎ
た
と
き
に

わ
ざ
わ
ざ
自
分
の
持
っ
て
い
る
株
を
国
外
財
産

に
変
え
て
贈
与
を
し
た
。
こ
う
し
た
租
税
回
避

ス
キ
ー
ム
の
も
と
で
贈
与
を
受
け
た
場
合
で
も
、

日
本
に
住
所
が
な
い
の
だ
か
ら
贈
与
税
の
納
税

義
務
を
負
わ
な
い
と
い
う
判
断
で
い
い
の
か
、

と
い
う
こ
と
が
争
わ
れ
た
の
で
す
。

ち
な
み
に
争
わ
れ
た
金
額
は
、
本
税
が
約

1
1
5
7
億
円
、
無
申
告
加
算
税
が
約
1
7
3

億
円
で
す
か
ら
、
合
計
1
3
0
0
億
円
超
と
い

う
大
金
で
す
。そ
し
て
最
終
的
に
最
高
裁
は「
住

所
と
は
、（
中
略
）
そ
の
者
の
生
活
に
最
も
関
係

の
深
い
一
般
的
生
活
、
全
生
活
の
中
心
を
指
す

も
の
で
あ
り
、
一
定
の
場
所
が
あ
る
者
の
住
所

で
あ
る
か
否
か
は
、
客
観
的
に
生
活
の
本
拠
た

る
実
体
を
具
備
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
り
決
す

べ
き
も
の
」
と
判
示
し
、
結
論
と
し
て
「
日
本

に
は
住
所
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
判
断
を
下
し

た
。
つ
ま
り
、
1
3
0
0
億
円
の
贈
与
税
を
納

め
る
義
務
は
な
い
と
し
た
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
最
高
裁
は
、
そ
れ
が
妥
当
な
結
論

と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
続
け

て
「
こ
の
こ
と
は
、
法
が
民
法
上
の
概
念
で
あ

る
『
住
所
』
を
用
い
て
課
税
要
件
を
定
め
て
い

る
た
め
、
本
件
の
争
点
が
上
記
『
住
所
』
概
念

の
解
釈
適
用
の
問
題
と
な
る
こ
と
か
ら
導
か
れ

る
帰
結
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
」
と
、
結

論
と
し
て
は
確
か
に
お
か
し
い
け
れ
ど
も
、
租

税
法
が
民
法
上
の
「
住
所
」
と
い
う
言
葉
を
使

っ
て
課
税
要
件
を
決
め
て
い
る
以
上
、
そ
の
言

葉
を
民
法
と
は
異
な
る
内
容
で
解
釈
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
い

う
苦
渋
の
結
論
を

下
し
た
の
で
す
。

そ
れ
ほ
ど
ま
で

に
、
最
高
裁
が
考

え
る
借
用
概
念
論

の
立
場
と
い
う
も

の
は
極
め
て
強
固

で
あ
り
、
た
と
え

国
が
1
3
0
0
億

円
の
税
収
を
失
う

こ
と
に
な
っ
た
と

し
て
も
、
な
お
こ

の
判
断
に
固
執
し

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
で
し

ょ
う
。
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平
成
20
年
代
は「
結
果
の
妥
当
性
」よ
り

「
言
葉
の
自
然
な
解
釈
」を
重
視

　

規
定
の
文
言
の
日
本
語
と
し
て
の
「
自
然
」

な
意
味
を
重
視
す
る
立
場
は
、
前
述
の
武
富
士

事
件
上
告
審
判
決
の
後
、
強
固
な
流
れ
を
形
成

し
ま
し
た
が
、
そ
の
転
機
と
な
っ
た
の
は
、
武

富
士
事
件
の
1
年
前
の「
ホ
ス
テ
ス
報
酬
事
件
」

（
平
成
22
年
）
で
し
た
。

　

特
定
の
店
の
従
業
員
で
は
な
く
、
個
人
事
業

主
と
し
て
ク
ラ
ブ
で
働
い
て
い
る
ホ
ス
テ
ス
さ

ん
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
法
1
8
3
条

の
適
用
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
2
0
4
条
の
一
般

報
酬
、
料
金
の
報
酬
の
源
泉
徴
収
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
と
き
の

源
泉
徴
収
の
計
算
基
礎
と
な
る
金
額
は
、
所
得

税
法
施
行
令
3
2
2
条
で
「
同
一
人
に
対
し
1

回
に
支
払
わ
れ
る
金
額
」
に
つ
き
「
五
千
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
支
払
額
か
ら
控
除
し
た
残

額
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
争
わ
れ
た
の
は
、

こ
の
「
計
算
期
間
の
日
数
」
と
い
う
文
言
で
し
た
。

　

例
え
ば
、
毎
月
1
日
か
ら
15
日
で
締
め
て
17

日
に
報
酬
を
払
う
場
合
、
計
算
期
間
は
15
日
と

な
り
ま
す
。
し
か
し
日
曜
日
や
祝
日
が
休
み
で
、

毎
日
は
営
業
し
て
い
な
い
店
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。

で
は
、
あ
る
ホ
ス
テ
ス
さ
ん
が
15
日
中
10
日
だ

け
働
き
報
酬
を
受
け
取
る
場
合
、
控
除
さ
れ
る

金
額
は
実
際
に
働
い
た
10
日
×
5
0
0
0
円
の

5
万
円
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も
働
か
な
い
日

を
含
め
た
15
日
×
5
0
0
0
円
の
7
万

5
0
0
0
円
で
し
ょ
う
か
。

　

原
審
で
は
、「
可
能
な
限
り
実
際
の
必
要
経

費
に
近
似
す
る
額
を
控
除
す
る
こ
と
が
、
ホ
ス

テ
ス
報
酬
に
か
か
る
源
泉
徴
収
制
度
に
お
け
る

基
礎
控
除
方
式
の
趣
旨
に
合
致
す
る
」
と
し
た

上
で
、「
施
行
令
3
2
2
条
の
『
当
該
支
払
金

額
の
計
算
期
間
の
日
数
』
と
は
、『
同
一
人
に

対
し
1
回
に
支
払
わ
れ
る
金
額
』
の
計
算
要
素

と
な
っ
た
期
間
の
日
数
を
指
す
」
と
し
て
、
働

い
た
10
日
だ
け
が
「
計
算
期
間
」
に
含
ま
れ
る

と
判
断
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
控
除
の
主
旨

は
必
要
経
費
の
概
算
で
あ
り
、
そ
れ
は
働
く
日

に
だ
け
発
生
す
る
。
例
え
ば
、
髪
を
セ
ッ
ト
す

る
に
も
お
金
が
か
か
り
ま
す
し
、
化
粧
品
も
使

い
ま
す
。
し
か
し
働
か
な
い
日
に
は
そ
う
し
た

必
要
経
費
は
生
じ
ま
せ
ん
か
ら
、
働
い
た
日
数

分
だ
け
を
控
除
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
筋
は
通

っ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
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
り
」、「
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
く
、

原
審
の
よ
う
な
解
釈
を
採
る
こ
と
は
、
上
記
の

と
お
り
、
文
言
上
困
難
で
あ
る
」
と
し
て
、
控

訴
審
判
決
を
破
棄
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
解
釈
を
採
る
と
不
自
然
な
事

態
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

五
つ
の
ク
ラ
ブ
と
契
約
す
る
超
売
れ
っ
子
の
ホ

ス
テ
ス
さ
ん
が
い
た
と
し
て
、
月
曜
日
は
ク
ラ

ブ
A
、
火
曜
日
は
ク
ラ
ブ
B
と
い
う
よ
う
に
、

平
日
は
毎
日
別
の
ク
ラ
ブ
で
働
い
た
と
し
ま
す
。

報
酬
の
締
め
日
を
月
1
回
と
す
る
と
、
ク
ラ
ブ

A
に
こ
の
ホ
ス
テ
ス
さ
ん
が
く
る
の
は
月
曜
日

だ
け
で
す
か
ら
、
月
4
回
か
5
回
で
す
。
最
高

裁
の
判
断
に
よ
れ
ば
、
1
カ
月
30
日
の
全
部
が

計
算
期
間
に
含
ま
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
ク
ラ

ブ
A
の
店
主
は
5
0
0
0
円
×
30
日
の
15
万
円

を
支
払
金
額
（
4
、
5
日
分
）
か
ら
控
除
し
た

Ⅲ　
現
在
の
最
高
裁
判
決　
─
─
租
税
法
律
主
義
と
の
関
係
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金
額
か
ら
源
泉
徴
収
額
を
算
出
し
ま
す
。
ク
ラ

ブ
B
以
下
も
同
様
な
の
で
、
5
店
そ
れ
ぞ
れ
で

15
万
円
、
1
カ
月
あ
た
り
合
計
75
万
円
の
控
除

を
受
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
明
ら
か
に
控
除
の
趣
旨
と
は
違
い
ま

す
。
当
然
、
そ
れ
は
最
高
裁
も
百
も
承
知
で
す

が
、
仮
に
そ
う
し
た
事
態
が
生
じ
た
と
し
て
も
、

「
期
間
」
と
い
う
日
本
語
は
他
に
解
釈
し
よ
う

が
な
い
、
と
い
う
の
が
最
高
裁
の
立
場
で
あ
り
、

規
定
の
文
言
の
日
本
語
と
し
て
の
「
自
然
」
な

意
味
を
重
視
し
た
判
決
な
の
で
す
。「
結
果
の

妥
当
性
」
よ
り
も
「
言
葉
の
自
然
な
解
釈
」
を

重
視
す
る
こ
う
し
た
最
高
裁
の
態
度
は
、
少
な

く
と
も
平
成
22
年
の
ホ
ス
テ
ス
報
酬
事
件
と
平

成
23
年
の
武
富
士
事
件
の
判
決
に
よ
っ
て
、
強

固
な
流
れ
と
な
っ
た
と
申
し
上
げ
て
間
違
い
な

い
と
思
い
ま
す
。

厳
格
解
釈
と
租
税
法
律
主
義
を
結
び
つ
け
た

「
溜
池
跡
地
固
定
資
産
税
事
件
」

こ
の
よ
う
に
、
現
在
の
最
高
裁
は
文
言
の
厳

格
解
釈
を
重
視
す
る
立
場
で
す
。
し
か
し
、
ホ

ス
テ
ス
報
酬
事
件
で
最
高
裁
は
「
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
く
」
と
述
べ
ま
し
た
が
、
租
税
法

律
主
義
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
一
切
触
れ
て
い

ま
せ
ん
。
で
は
最
高
裁
は
、
租
税
法
律
主
義
と

厳
格
解
釈
の
原
則
の
関
係
を
ど
う
考
え
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。

最
高
裁
の
考
え
が
お
ぼ
ろ
げ
に
見
え
て
き
た

の
が
「
溜
池
跡
地
固
定
資
産
税
事
件
」（
平
成
27

年
）
で
、
こ
れ
は
大
阪
府
の
あ
る
都
市
の
土
地

に
市
が
課
税
を
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

市
長
が
課
税
す
べ
き
だ
っ
た
か
ど
う
か
が
争
わ

れ
た
事
件
で
す
。

解
釈
の
対
象
と
な
っ
た
の
が
「
所
有
者
と
は
、

土
地
又
は
家
屋
に
つ
い
て
は
、
登
記
簿
又
は
土

地
補
充
台
帳
若
し
く
は
家
屋
補
充
課
税
台
帳
に

所
有
者
と
し
て
登
記
又
は
登
録
さ
れ
て
い
る
者

を
い
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
所
有
者
と
し

て
登
記
又
は
登
録
さ
れ
て
い
る
個
人
が
賦
課
期

日
前
に
死
亡
し
て
い
る
と
き
、
若
し
く
は
所
有

者
と
し
て
登
記
又
は
登
録
さ
れ
て
い
る
法
人
が

同
日
前
に
消
滅
し
て
い
る
と
き
（
中
略
）
は
、

同
日
に
お
い
て
当
該
土
地
又
は
家
屋
を
現
に
所

有
し
て
い
る
者
を
い
う
」
と
い
う
規
定
で
す
。

つ
ま
り
登
記
さ
れ
て
い
る
個
人
が
死
亡
し
て

い
る
場
合
や
登
録
さ
れ
て
い
る
法
人
が
消
滅
し

て
い
る
場
合
に
は
課
税
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
そ

の
場
合
に
は
「
土
地
又
は
家
屋
を
現
に
所
有
し

て
い
る
者
」
に
課
税
し
ま
す
よ
、
と
い
う
の
が

こ
の
規
定
の
中
身
で
す
。
そ
の
時
に
「
現
に
所

有
し
て
い
る
者
」
と
は
ど
う
い
う
場
合
か
と
い

う
こ
と
が
問
題
と
な
り
ま
し
た
。

問
題
と
な
っ
た
土
地
は
溜
池
の
跡
地
で
、
現

在
は
埋
め
立
て
て
宅
地
等
に
な
っ
て
い
ま
す
。

一
応
登
記
は
あ
る
の
で
す
が
、
今
は
存
在
し
な

い
昔
の
地
縁
団
体
の
名
義
に
な
っ
て
い
る
。
で

は
そ
の
土
地
の
管
理
は
ど
う
し
て
い
た
の
か
と

い
う
と
、
市
が
台
帳
を
作
り
、
跡
地
が
存
在
す

る
地
域
の
自
治
会
や
町
会
の
決
議
に
よ
っ
て
処

分
で
き
る
と
い
う
要
綱
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。

実
際
に
そ
の
決
議
に
基
づ
い
て
処
分
─
─
要
す

る
に
売
っ
た
の
で
す
が
─
─
さ
れ
た
例
も
あ
り
、

そ
の
こ
と
が
台
帳
の
記
録
で
分
か
り
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
そ
の
土
地
が
誰
の
も
の
か
は
す
ぐ
に

は
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
管
理
は
市
が
定
め

る
要
綱
に
基
づ
い
て
自
治
会
等
が
行
っ
て
い
て
、

そ
の
土
地
を
売
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
状
態

だ
っ
た
の
で
す
。

土
地
の
所
有
者
は
必
ず
税
金
を
納
め
な
い
と

い
け
な
い
と
い
う
の
が
固
定
資
産
税
と
い
う
税

の
ル
ー
ル
で
あ
り
、
誰
の
土
地
か
分
か
ら
な
い

か
ら
課
税
で
き
な
い
と
い
う
の
は
不
公
平
で
す
。

大
阪
高
裁
は
、
市
の
要
綱
に
よ
っ
て
管
理
を
認

め
ら
れ
、
さ
ら
に
処
分
も
認
め
ら
れ
て
い
る
と

い
う
自
治
会
や
町
会
が
「
土
地
を
現
に
所
有
し

て
い
る
者
」
に
該
当
す
る
、
従
っ
て
自
治
会
等

に
納
税
義
務
が
あ
る
と
判
断
し
ま
し
た
。

こ
こ
で
大
阪
高
裁
が
重
視
し
た
の
は
、
課
税
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の
公
平
を
図
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
実
質
的
妥
当

性
」
で
す
。
市
の
要
綱
に
従
っ
て
管
理
処
分
権

を
有
す
る
自
治
会
等
は
「
本
件
各
土
地
の
実
質

的
な
所
有
者
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と

し
、
し
た
が
っ
て
地
方
税
法
3
4
3
条
2
項
の

通
り
、
所
有
者
と
し
て
登
記
、
登
録
さ
れ
て
い

る
地
縁
団
体
は
も
う
存
在
し
な
い
か
ら
、「
現

に
所
有
し
て
い
る
者
」
で
あ
る
自
治
会
等
の
納

税
義
務
を
肯
定
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
最
高
裁
で
は
、
租
税
法
律
主
義
に

関
連
す
る
憲
法
30
条
と
84
条
を
指
摘
し
、「
こ

の
よ
う
な
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
、
大
阪
高
裁

の
判
断
を
覆
し
た
の
で
す
。

後
半
の
「
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
言
葉
は
「
ホ
ス
テ
ス
報
酬
事
件
」
で
も
述

べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、今
回
は
そ
の
前
に「
租

税
法
律
主
義
の
原
則
に
照
ら
す
と
」
と
、
最
高

裁
自
身
が
「
厳
格
解
釈
」
を
憲
法
上
の
原
則
で

あ
る
「
租
税
法
律
主
義
」
と
結
び
付
け
て
い
る

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。さ
ら
に
見
て
い
く
と「
一

部
の
土
地
に
つ
い
て
そ
の
納
税
義
務
者
を
特
定

し
得
な
い
特
殊
な
事
情
が
あ
る
た
め
に
そ
の
賦

課
徴
収
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
生
じ

得
る
と
し
て
も
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
」、
つ

ま
り
「
た
と
え
不
公
平
な
状
態
が
生
じ
た
と
し

て
も
、
租
税
法
規
と
し
て
規
定
の
文
言
を
離
れ

な
い
こ
と
の
方
が
大
事
。
そ
れ
は
租
税
法
律
主

義
の
要
請
で
あ
る
」
と
、
大
阪
高
裁
と
の
価
値

観
の
違
い
を
明
確
に
示
し
て
い
ま
す
。

「
規
定
の
趣
旨
を
参
照
す
る
か
ど
う
か
は

言
葉
の
成
熟
度
で
決
ま
る
」と
い
う
仮
説

こ
の
流
れ
に
対
し
て
、
最
高
裁
が
違
っ
た
判

断
を
下
し
た
、
つ
ま
り
規
定
の
趣
旨
ま
で
踏
み

込
ん
で
判
決
を
下
し
た
の
が
、平
成
18
年
の「
ガ

イ
ア
ッ
ク
ス
事
件
」
で
す
。
こ
こ
で
問
題
と
な

っ
た
の
は
「
炭
化
水
素
と
そ
の
他
の
物
と
の
混

合
物
」
と
い
う
規
定
で
し
た
。

地
方
税
法
（
平
成
16
年
法
律
第
17
号
に
よ
る
改
正

前
の
も
の
）
7
0
0
条
の
3
及
び
東
京
都
都
税

条
例
（
昭
和
25
年
東
京
都
条
例
56
号
）
1
0
3
条

の
2
は
、
所
定
の
炭
化
水
素
油
の
販
売
等
を
軽

油
引
取
税
の
課
税
の
対
象
と
し
て
い
ま
す
。
も

と
も
と
軽
油
引
取
税
は
、
軽
油
を
使
っ
た
デ
ィ

ー
ゼ
ル
カ
ー
な
ど
が
道
路
を
走
る
と
道
路
が
傷

む
の
で
、
補
修
費
用
を
受
益
者
で
あ
る
ド
ラ
イ

バ
ー
に
負
担
さ
せ
る
の
が
趣
旨
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
軽
油
に
別
の
も
の
を
混
ぜ
て
も

車
は
走
り
ま
す
。
法
律
上
「
軽
油
」
の
定
義
に

は
当
た
ら
な
い
け
れ
ど
も
車
を
走
ら
せ
る
こ
と

が
で
き
る
燃
料
が
あ
り
、
そ
う
し
た
燃
料
に
も

課
税
す
る
た
め
に
「
炭
化
水
素
油
」
と
い
う
概

念
が
作
ら
れ
、
法
律
上
「
炭
化
水
素
と
そ
の
他

の
物
と
の
混
合
物
」
と
定
義
さ
れ
た
の
で
す
。

そ
の
後
科
学
技
術
が
進
展
し
「
ガ
イ
ア
ッ
ク

ス
」
と
い
う
名
前
の
燃
料
が
作
ら
れ
た
の
で
す

が
、
そ
の
成
分
に
は
、
炭
化
水
素
が
33
・
7
%

か
ら
46
・
8
%
し
か
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
の

で
す
。
で
は
ガ
イ
ア
ッ
ク
ス
は
、
炭
化
水
素
油

の
定
義
の
一
つ
で
あ
る
「
炭
化
水
素
と
そ
の
他

の
物
と
の
混
合
物
」
に
当
て
は
ま
る
の
か
。

炭
化
水
素
が
全
体
の
3
分
の
1
し
か
な
い
も

の
が「
炭
化
水
素
と
そ
の
他
の
物
と
の
混
合
物
」

と
言
え
る
の
か
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は
「
本
件

各
規
定
の
趣
旨
や
そ
の
文
理
に
照
ら
せ
ば
、
本

件
各
規
定
に
い
う
『
炭
化
水
素
と
そ
の
他
の
物

と
の
混
合
物
』
と
は
、
炭
化
水
素
を
主
成
分
と

す
る
混
合
物
に
限
ら
ず
、
広
く
炭
化
水
素
と
そ

の
他
の
物
質
と
を
混
合
し
た
物
質
を
い
う
も
の

と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」、
し
た
が
っ
て

「
試
料
に
お
け
る
炭
化
水
素
の
含
有
割
合
は

33
・
7
%
な
い
し
46
・
8
%
で
あ
っ
た
」
と
す

る
と
、
こ
れ
ら
が
「
各
規
定
に
い
う
『
炭
化
水

素
と
そ
の
他
の
物
と
の
混
合
物
』
に
当
た
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
ま
し
た
。

厳
格
解
釈
を
採
ら
ず
、
規
定
の
趣
旨
を
踏
ま

え
た
こ
の
判
決
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
れ
ば
い



TKC　2019・1（TKCタックスフォーラム2018）11

TKCタックスフォーラム2018　講演Ⅰ

い
の
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、
規
定
の
趣
旨
に

立
ち
入
ら
な
い
場
合
と
の
違
い
は
何
か
、
判
例

の
形
成
途
上
の
判
決
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
。

私
は
次
の
よ
う
な
仮
説
を
立
て
、
最
高
裁
は

平
成
18
年
の
段
階
で
、
す
で
に
平
成
22
年
の
ホ

ス
テ
ス
報
酬
事
件
の
よ
う
な
厳
格
解
釈
を
志
向

し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。

■
仮
説
1
：
規
定
の
趣
旨
の
参
照
の
要
否
は
、

定
義
規
定
の
文
言
で
は
な
く
、
解
釈
の
対
象

と
な
る
規
定
の
文
言
が
日
本
語
と
し
て
「
ど

の
程
度
熟
し
て
い
る
か
」
に
よ
っ
て
決
ま
る

例
え
ば
「
ま
ぜ
ご
は
ん
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、

ひ
じ
き
の
煮
物
や
ニ
ン
ジ
ン
な
ど
を
お
米
に
混

ぜ
、
味
付
け
を
し
て
炊
い
た
、
あ
の
イ
メ
ー
ジ

が
浮
か
び
ま
す
よ
ね
。
で
は
、
仮
に
「
ま
ぜ
ご

は
ん
と
は
、
米
と
そ
の
他
の
物
と
の
混
合
物
で

あ
る
」
と
定
義
し
て
み
ま
す
。
そ
こ
で
、
丼
い

っ
ぱ
い
に
入
れ
た
ひ
じ
き
の
煮
物
の
上
に
、
ほ

ん
の
一
口
分
だ
け
ご
飯
を
乗
せ
た
と
し
ま
す
。

こ
れ
は
「
米
と
そ
の
他
の
物
と
の
混
合
物
」
で

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
ま
ぜ
ご
は
ん
」

と
呼
べ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま

り
「
ま
ぜ
ご
は
ん
」
は
、
す
で
に
イ
メ
ー
ジ
が

で
き
あ
が
っ
た
熟
し
た
日
本
語
で
あ
り
、
そ
の

場
合
は
言
葉
通
り
に
解
す
る
の
が
自
然
で
す
。

こ
の
考
え
方
で
い
く
と
「
炭
化
水
素
油
」
は

ど
う
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
言
葉
を
聞
い
て
「
あ
、

あ
の
こ
と
ね
」
と
す
ぐ
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
方

は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
思
い
ま
す
。つ
ま
り「
炭

化
水
素
油
」
と
い
う
言
葉
は
、
日
本
語
と
し
て

熟
し
て
い
な
い
。
そ
の
場
合
は
、
法
令
の
趣
旨

を
読
み
に
い
っ
て
、
そ
の
関
係
で
妥
当
性
を
判

断
す
る
他
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
言

葉
だ
け
で
は
「
自
然
」
な
イ
メ
ー
ジ
が
分
か
ら

な
い
わ
け
で
す
か
ら
。

一
方
、
ホ
ス
テ
ス
報
酬
事
件
の
「
期
間
」
と

い
う
言
葉
や
武
富
士
事
件
の
「
住
所
」
と
い
う

言
葉
、
こ
れ
ら
は
誰
も
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
日

本
語
と
し
て
熟
し
た
言
葉
な
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ

規
定
の
趣
旨
を
見
に
い
く
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
ホ
ス
テ
ス
報
酬
事

件
・
武
富
士
事
件
と
ガ
イ
ア
ッ
ク
ス
の
事
件
の

最
高
裁
の
判
断
の
違
い
が
、
矛
盾
せ
ず
に
理
解

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

「
法
律
家
に
と
っ
て
の
自
然
な
理
解
」な
ら

ほ
ぼ
す
べ
て
の
最
高
裁
判
決
が
説
明
で
き
る

し
か
し
、
何
も
か
も
こ
の
「
自
然
な
意
味
」

論
で
押
し
て
い
け
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
ほ
ど

単
純
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
「
配
偶
者
」

と
い
う
言
葉
。
普
通
の
日
本
人
な
ら
す
ぐ
に
イ

メ
ー
ジ
が
わ
く
と
思
い
ま
す
が
、
で
は
夫
婦
同

然
の
生
活
を
し
て
い
て
、
実
は
婚
姻
届
を
出
し

て
い
な
い
男
女
が
い
た
場
合
、
普
通
の
日
本
人

は
そ
の
人
も
配
偶
者
と
言
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
こ
に
は
も
う
一
つ
の
留
保
が
あ
り
、
具
体

的
に
は
日
本
語
と
し
て
の
自
然
な
意
味
を
思
い

浮
か
べ
る
主
体
と
し
て
「
法
律
家
」
を
想
定
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
法
律
家
に
と
っ

て
は
「
配
偶
者
」
と
は
民
法
に
お
け
る
配
偶
者
、

つ
ま
り
法
律
家
に
と
っ
て
の
自
然
な
意
味
と
と

ら
え
る
と
説
明
が
つ
く
判
決
も
多
い
の
で
す
。

さ
ら
に
、
法
律
家
を
想
定
す
る
こ
と
で
、
わ

ざ
わ
ざ
借
用
概
念
に
言
及
す
る
必
要
が
な
く
な

り
ま
す
。
例
え
ば
、
先
ほ
ど
の
「
溜
池
跡
地
固

定
資
産
税
事
件
」
で
は
、「
上
記
賦
課
期
日
に

お
い
て
当
該
土
地
の
所
有
権
が
当
該
者
に
現
に

帰
属
し
て
い
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
「
所

有
権
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
が
、
こ

の
点
に
つ
い
て
「
民
法
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る

か
」
と
い
う
議
論
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な

ら
法
律
家
に
と
っ
て「
現
に
所
有
し
て
い
る
者
」

が
「
所
有
権
が
現
に
帰
属
し
て
い
る
者
」
で
あ

る
と
い
う
理
解
は
当
た
り
前
だ
か
ら
で
す
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
は

明
ら
か
に
法
律
家
の
理
解
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る

一
般
の
日
本
人
と
は
少
し
違
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

私
は
も
う
一
つ
の
仮
説
を
立
て
ま
し
た
。
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■
仮
説
2
：
租
税
法
令
の
文
言
の
解
釈
は
、

「
日
本
語
に
つ
い
て
健
全
な
言
語
感
覚
を
有

す
る
法
律
家
」
の
「
自
然
な
理
解
」
に
し
た

が
う

日
本
語
に
つ
い
て
の
健
全
な
言
語
感
覚
を
持

っ
て
い
る
と
い
う
前
提
で
す
か
ら
、
日
本
語
と

し
て
成
熟
し
た
言
葉
は
そ
の
自
然
な
意
味
の
通

り
に
考
え
ま
す
。
そ
し
て
法
律
用
語
、
例
え
ば

借
用
概
念
や
「
所
有
権
」
と
い
う
言
葉
な
ら
、

法
律
家
に
と
っ
て
の
自
然
な
意
味
に
と
ら
え
る
。

こ
の
「
仮
説
2
」
に
よ
っ
て
説
明
が
つ
く
判
決

も
か
な
り
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
あ
く
ま
で
も
仮
説
で
あ
り
、
最
高

裁
が
意
識
的
に
こ
う
し
た
立
場
を
採
っ
て
い
る

と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
高

裁
の
判
例
を
で
き
る
だ
け
無
理
な
く
説
明
し
よ

う
と
す
る
と
、
こ
う
い
う
整
理
な
ら
整
合
性
が

あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

判
断
の
背
景
に
は
立
法
府
の
意
思
を
尊
重
す
る

「
司
法
権
の
謙
抑
性
」が
あ
る

さ
て
、
仮
に
私
の
仮
説
が
正
し
い
と
し
て
、

最
高
裁
は
な
ぜ
そ
の
立
場
を
重
視
し
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
1
3
0
0
億
円
も
の
租
税

回
避
行
為
を
見
逃
し
、
あ
る
い
は
ホ
ス
テ
ス
報

酬
事
件
の
よ
う
な
不
自
然
な
結
論
を
出
す
の
か
、

疑
問
に
思
う
方
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
は
最
初
に
、
学
説
で
は
「
厳
格
解
釈
は
、

租
税
法
律
主
義
の
下
で
の
予
測
可
能
性
の
確
保

の
要
請
に
応
え
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
」

と
申
し
ま
し
た
。
確
か
に
最
高
裁
の
考
え
方
は
、

た
と
え
規
定
の
趣
旨
と
は
違
う
結
論
が
出
た
と

し
て
も
、
な
お
予
測
可
能
性
の
観
点
か
ら
支
持

す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
最
高
裁
は

必
ず
し
も
予
測
可
能
性
だ
け
を
重
視
し
て
い
る

の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
理
由
と
し

て
、
最
高
裁
が
こ
う
し
た
結
論
を
出
し
た
時
の

判
決
文
に
ヒ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。

武
富
士
事
件
で
は
「
民
法
の
住
所
概
念
の
解

釈
適
用
の
問
題
と
な
る
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
帰

結
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
苦
渋
の

決
断
で
あ
る
こ
と
は
分
か
り
ま
す
が
、
加
え
て

「
法
の
解
釈
で
は
限
界
が
あ
る
の
で
、
そ
の
よ

う
な
事
態
に
対
応
で
き
る
よ
う
な
立
法
に
よ
っ

て
対
処
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
ま

す
。
要
す
る
に
、
こ
う
し
た
事
態
が
起
こ
ら
な

い
よ
う
に
対
処
す
る
の
は
、
裁
判
所
で
は
な
く

て
国
会
の
仕
事
だ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
の
ス
タ
ン
ス
は
、
溜
池
跡
地
固
定
資
産
税

事
件
判
決
で
引
用
さ
れ
た
「
大
嶋
訴
訟
上
告
審

判
決
」（
昭
和
60
年
）
で
も
、
す
で
に
次
の
通
り

示
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

「
課
税
要
件
及
び
租
税
の
賦
課
徴
収
の
手
続
は
、

法
律
で
明
確
に
定
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、

憲
法
自
体
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
特
に
定
め

る
こ
と
を
せ
ず
、
こ
れ
を
法
律
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
ゆ
だ
ね
て
い
る
（
中
略
）。
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
分
配
、
資
源

の
適
正
配
分
、
景
気
の
調
整
等
の
諸
機
能
を
も

有
し
て
お
り
（
中
略
）、
総
合
的
な
政
策
判
断
を

必
要
と
す
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
」。

つ
ま
り
、
租
税
法
を
作
る
の
は
立
法
府
で
あ

る
国
会
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
法
律
を
作
る
べ

き
か
は
国
会
の
政
策
的
な
判
断
に
ゆ
だ
ね
る
他

は
な
く
裁
判
所
は
口
を
出
せ
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
私
は
、
こ
れ
は
司
法
権
の
謙
抑
性
、
す

な
わ
ち
立
法
府
と
裁
判
所
と
の
権
限
分
配
に
対

し
て
、
大
き
な
配
慮
が
な
さ
れ
た
結
果
で
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。
法
律
を
作
る
の
は
あ
く
ま

で
も
国
会
で
あ
り
、
裁
判
所
は
そ
の
法
律
を
尊

重
す
べ
き
だ
。
結
論
が
不
当
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
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裁
判
所
が
勝
手
に
解
釈
を
し
て
妥
当
な
結
論
を

出
す
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
、
あ
く
ま
で
も
立

法
府
の
意
思
を
尊
重
し
ま
す
と
い
う
態
度
で
す
。

そ
し
て
「
立
法
府
の
意
思
」
は
ど
こ
に
あ
る

か
と
い
う
と
、
そ
れ
が
租
税
法
規
で
あ
り
、
そ

の
規
定
が
普
通
の
日
本
語
と
し
て
自
然
な
ら
そ

の
通
り
に
理
解
す
る
。
も
し
自
然
な
日
本
語
で

な
い
な
ら
ば
「
こ
こ
で
い
う
○
○
と
は
×
×
で

あ
る
」
と
い
う
定
義
規
定
を
作
れ
ば
い
い
わ
け

で
す
。
そ
の
定
義
規
定
が
な
い
こ
と
で
問
題
が

あ
る
の
な
ら
、
例
え
ば
「
期
間
」
と
い
う
自
然

な
意
味
の
言
葉
を
使

っ
て
い
て
問
題
が
あ

る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

立
法
府
が
手
直
し
を

す
べ
き
で
あ
り
、
裁

判
所
が
勝
手
に
解
釈

に
よ
っ
て
結
論
を
変

え
る
と
い
う
こ
と
は

す
べ
き
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
国
会

の
判
断
を
尊
重
す
る

と
い
う
の
が
、
平
成

20
年
代
か
ら
の
最
高

裁
判
所
の
ス
タ
ン
ス

で
あ
る
と
い
う
の
が

私
の
見
方
で
す
。

Ⅳ　
お
わ
り
に　
─
─
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
最
高
裁
判
決

二
つ
の「
仮
説
」の
有
効
性
に
は
限
界
も

実
務
家
と
し
て
最
新
判
例
を
常
に
留
意
す
べ
き

こ
こ
ま
で
説
明
し
て
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

最
高
裁
に
お
け
る
す
べ
て
の
判
断
が
私
の
仮
説

で
説
明
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、
本
日
触
れ
な
か
っ
た
重
要
な
領
域
と

し
て
「
租
税
回
避
へ
の
対
処
」
が
あ
り
、
こ
の

領
域
に
関
す
る
最
高
裁
の
判
断
も
同
じ
よ
う
に

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題

も
あ
り
ま
す
。

ま
た
「
ゴ
ル
フ
会
員
権
贈
与
事
件
」（
平
成
17

年
）
や
「
個
人
住
民
税
所
得
割
除
斥
期
間
特
例

事
件
」（
平
成
27
年
）
で
は
、
法
律
の
趣
旨
を
参

照
し
て
判
決
を
出
し
て
い
ま
す
が
、こ
れ
は「
仮

説
2
」
に
し
た
が
っ
て
、
法
律
家
の
ア
ン
テ
ナ

に
引
っ
掛
か
る
言
葉
だ
か
ら
そ
の
よ
う
な
解
釈

を
し
た
と
言
い
切
れ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て

は
、
さ
す
が
に
留
保
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。つ

ま
り
、
確
か
に
最
高
裁
の
判
決
の
多
く
は
、

「
規
定
の
文
言
が
熟
し
た
日
本
語
で
あ
る
か
」、

そ
し
て
「
法
律
家
に
と
っ
て
自
然
な
理
解
が
で

き
る
か
」
と
い
う
二
つ
の
観
点
で
説
明
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
す
べ

て
の
判
決
が
説
明
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
、
二

つ
の
仮
説
の
有
効
性
に
は
限
界
が
あ
る
と
い
う

こ
と
も
、
改
め
て
ご
留
意
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

重
要
な
こ
と
は
、
判
例
の
傾
向
と
し
て
、
平

成
の
終
盤
頃
か
ら
厳
格
解
釈
を
重
視
す
る
方
向

性
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
こ
の
こ
と
は
、

同
時
に
昭
和
時
代
か
ら
の
最
高
裁
の
判
例
が
、

明
示
的
な
区
切
り
な
し
に
内
容
が
変
わ
っ
て
い

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
判
例
を
読
み
解
く

時
に
は
「
い
つ
の
判
例
で
あ
る
か
」
と
い
う
こ

と
を
常
に
意
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。

本
日
ご
説
明
し
た
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
現

在
ま
で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
判
例
に
基
づ

い
た
も
の
で
あ
り
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
ま
た
変

わ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
で
、

最
新
の
最
高
裁
判
例
の
動
向
に
つ
い
て
継
続
的

に
観
察
し
て
い
く
こ
と
は
、
実
務
家
で
あ
る
皆

さ
ま
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

申
し
上
げ
、
私
の
話
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

（
構
成
／
T
K
C
出
版　

村
井
剛
大
）


