
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
（
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
）
の
租
税
条
約
適
合
性

｜
｜
技
術
的
な
勘
違
い
と
議
論
の
余
地
の
あ
る
領
域
と
の
整
理
｜
｜

浅

妻

章

如

第
一
章

序

第
二
章

事

例

第
三
章

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
そ
の
他
の
状
況

第
四
章

技
術
的
な
勘
違
い
｜
｜
租
税
条
約
第
七
条
違
反
論
の
「
利
得
」
の
意
味

第
五
章

議
論
の
余
地
の
あ
る
領
域
｜
｜
誰
に
対
す
る
課
税
か
の
問
題
を
主
と
し
て

第
一
章

序

第
一
節

結

論

本
稿
は
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ

１
）

税
制
の
適
用
が
租
税
条
約
違
反
と
な
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
論

２
）

ず
る
。
読
者
の
便
宜
の
た
め
、
本
稿
の
結

論
の
中
枢
部
分
を
最
初
に
書
く
。

改丁
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後
掲S

ch
n
eid
er

事
件
国
務
院

３
）

判
決
は
、
フ
ラ
ン
ス
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
適
用
が
フ
ラ
ン
ス
・
ス
イ
ス
（
仏
瑞
）
租
税
条
約
第
七
条
に
違

反
す
る
と
結
論
付
け
た
。
し
か
し
論
理
展
開
に
誤
り
が
あ
る
。
多
く
の
租
税
条
約
は
、
第
六
条
か
ら
第
二
一
条
の
所
得
区
分
ご
と
に
、

主
に
源
泉
地
国
の
課
税
権
を
制
限
し
て
い
る
。
第
七
条
の
「
利
得
」
は
、
第
六
条
や
第
一
〇
条
等
と
の
関
係
に
照
ら
し
【
不
動
産
所
得

や
配
当
所
得
等
と
は
別
に
扱
わ
れ
る
事
業
利
得
】
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
国
務
院
判
決
は
、
第
七
条
の
「
利
得
」
の
意
義
に
つ
い
て

第
三
条
第
二
項
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
国
内
法
を
参
照
し
つ
つ
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
適
用
対
象
は
第
七
条
の
「
利
得
」
と
同
じ
で
あ
る
と
判
断

し
た
。
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
課
税
対
象
は
ス
イ
ス
子
会
社
全
体
の
利
得
で
あ
る
の
で
、
国
務
院
判
決
の
論
理
に
従
え
ば
、【
不
動
産
所
得
や

配
当
所
得
等
も
ひ
っ
く
る
め
た
ス
イ
ス
子
会
社
全
体
の
利
得
】
が
第
七
条
の
「
利
得
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
国
務
院
判
決

は
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
と
の
関
係
で
第
七
条
の
「
利
得
」
に
つ
き
独
自
の
意
味
付
け
を
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
租
税
条
約
の
適
用
に
関
す

る
技
術
的
な
勘
違
い
で
あ
る
。
但
し
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
租
税
条
約
適
合
性
の
問
題
全
て
が
議
論
の
余
地
の
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
ま
で

本
稿
は
い
わ
ん
と
す
る
訳
で
は
な
い
。

第
二
節

注

意

書

き

第
一
に
、
本
稿
で
は
幾
つ
か
の
裁
判
例
を
批
判
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
ど
こ
か
の
国
の
裁
判
所
は
世
界
的
に
権
威
が
あ
る
と
か
、
ど

こ
か
の
国
の
裁
判
所
を
そ
う
で
な
い
と
か
、
そ
の
よ
う
な
差
別
的
評
価
を
学
徒
と
し
て
な
す
意
図
は
な
い
。（
日
本
の
裁
判
例
が
日
本
に

お
い
て
持
ち
う
る
意
義
は
別
論
と
し
て
、
外
国
の
裁
判
例
に
つ
い
て
は
）
ど
の
国
の
裁
判
所
の
判
決
で
あ
れ
、（
勿
論
各
国
の
事
情
の
違
い
を

踏
ま
え
て
の
上
で
あ
る
が
）
論
理
的
に
参
考
に
な
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
後
世
批
判
の
的
と
な
る
よ
う
な
論
理
を
採
用
し
て
し
ま
う
例
も

４
）

あ
る
。
本
稿
に
お
け
る
賞
賛
や
批
判
の
対
象
は
あ
く
ま
で
論
理
で
あ
る
。

第
二
に
、（
そ
の
他
の
条
文
は
と
も
か
く
）
租
税
条
約
第
七
条
に
つ
い
て
の
本
稿
第
四
章
の
検
討
は
、
単
な
る
技
術
的
な
も
の
で
あ

り
、
あ
っ
け
な
い
も
の
で
あ
る
。
本
稿
第
一
章
第
一
節
の
結
論
が
す
ん
な
り
腑
に
落
ち
る
読
者
に
と
っ
て
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
ろ
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う
。奇

妙
な
表
現
に
な
る
が
、
私
は
本
稿
で
学
問
的
蓄
積
へ
の
貢
献
を
し
よ
う
と
考
え
て
い
な
い
。
初
め
に
結
論
を
略
記
し
、
外
国
で
は

大
問
題
で
あ
る
か
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
大
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
、
読
者
の
便
宜
を
図
る
こ
と
と
し
た
。
不

幸
な
こ
と
に
、
租
税
条
約
第
七
条
違
反
論
の
大
方
は
租
税
条
約
の
適
用
に
関
す
る
技
術
的
な
勘
違
い
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

の
問
題
は
欧
州
で
大
問
題
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
日
本
で
も
こ
う
し
た
裁
判
例
や
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
議
論
を
紹
介
す
る
こ
と
に
は

資
料
的
な
意
味
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
更
に
、
租
税
条
約
第
七
条
違
反
論
に
限
定
し
な
け
れ
ば
、
興
味
深
い
示
唆
を
提
供
す
る
可
能

性
も
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
鑑
み
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
租
税
条
約
適
合
性
に
関
す
る
議
論
の
う
ち
、
技
術
的
な
勘
違
い
と
議
論
の
余
地

の
あ
る
領
域
と
の
整
理
を
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
、
と
考

５
）

え
た
。
本
稿
は
、
学
問
的
蓄
積
に
何
か
プ
ラ
ス
の
も
の
を
積
み
上
げ
る
と
い

う
貢
献
を
志
す
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
、
勘
違
い
に
よ
っ
て
マ
イ
ナ
ス
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
状
態
を
元
に
戻
す
こ
と
を
目
指
し
て
い

る
。第

三
に
、
技
術
的
な
勘
違
い
・
議
論
の
余
地
の
あ
る
領
域
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、
勿
論
こ
の
整
理
は
、
所
詮
一
研
究
者
で
あ
る
私

に
よ
る
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
私
が
技
術
的
な
勘
違
い
と
見
な
し
て
い
る
部
分
こ
そ
議
論
の
余
地
の
あ
る
領
域
で
あ
る
（
か
つ
、

浅
妻
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
誤
っ
て
い
る
）、
と
考
え
る
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

何
か
の
論
理
に
触
れ
た
時
、
賛
成
で
あ
る
、
反
対
で
あ
る
、
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
、
と
い
っ
た
思
考
状
態
に
な
る
。
反
対
で
あ
る

と
い
う
時
も
、
そ
の
思
考
状
態
は
一
様
で
は
な
い
。
論
理
の
運
び
の
中
に
誤
り
・
勘
違
い
が
あ
る
た
め
採
り
得
な
い
と
考
え
る
こ
と
も

あ
れ
ば
、
賛
成
す
る
理
屈
を
考
え
る
こ
と
が
不
可
能
で
は
な
い
も
の
の
そ
の
理
屈
の
方
に
難
を
強
く
覚
え
る
た
め
反
対
で
あ
る
と
い
う

こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
研
究
者
が
何
か
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
ら
れ
た
時
に
、【
○
○
に
は
反
対
で
あ
る
】【
×
×
に
も
反
対
で
あ

る
】
と
述
べ
る
だ
け
で
は
、
ど
の
程
度
の
確
証
を
抱
い
て
の
反
対
で
あ
る
か
が
伝
わ
り
に
く
い
（
状
況
に
よ
っ
て
は
確
証
の
程
度
を
意
図

的
に
隠
さ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
あ
る
）。
そ
こ
で
、
技
術
的
な
勘
違
い
と
思
わ
れ
る

６
）

部
分
と
、
議
論
の
余
地
の
あ
る
領
域
と
を
整
理
し
、
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後
者
に
議
論
が
集
中
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
た
。
勿
論
、
議
論
の
余
地
の
あ
る
領
域
と
い
っ
て
も
、
賛
成
・
反
対
の
見
込
み
の

強
弱
は
様
々
で
あ
る
。

第
四
に
、
本
稿
に
お
け
る
言
葉
の
用
い
方
に
つ
い
て
補
足
す
る
。
本
稿
で
は
「

」
を
引
用
の
た
め
に
用
い
、【

】
を
区
切
り
の

明
確
化
の
た
め
に
用
い
る
。
本
稿
で
は
職
名
・
敬
称
を
付
さ
な
い
。

第
三
節

問

題

状

況

或
る
租
税
法
規
の
下
で
納
税
者
が
租
税
負
担
の
軽
減
を
図
る
場
合
に
ど
の
よ
う
な
取
引
を
仕
組
め
ば
成
功
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
問

わ
れ
て
き
た
こ
と
と
同
様
に
、
或
る
条
約
の
下
で
（
ま
た
は
一
般
国
際
法
の
下
で
）
国
家
が
ど
の
よ
う
に
租
税
法
規
を
制
定
す
れ
ば
条
約

違
反
（
ま
た
は
国
際
法
違
反
）
に
当
た
ら
な
い
か
が
問
わ
れ
る
。
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
に
つ
い
て
も
そ
の
適
用
が
条
約
違
反
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
主
に
租
税
条
約
と
Ｅ
Ｃ
条
約
が
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、
日
本
が
関
係
す
る
の
は
前

者
な
の
で
前
者
に
つ
い
て
の
み
議
論
を
紹
介

７
）

す
る
。

実
際
に
二
国
間
で
締
結
さ
れ
る
租
税
条
約
は
様
々
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
第
二
三
Ａ
条
又
は
第
二
三
Ｂ
条
の
二
重
課

税
救
済
方
法
を
除
い
て
現
実
の
租
税
条
約
の
違
い
が
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
条
約
適
合
性
の
議
論
に
影
響
す
る
例
は
あ
ま
り
な
い
と
見
受
け
ら

れ
る
。
従
っ
て
、
ど
の
租
税
条
約
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
っ
て
も
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
を
念
頭
に
置
い
て
大
過
な
い
と
見
受
け

ら
れ
る
。
本
稿
で
は
断
り
の
な
い
限
り
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
を
念
頭
に
置
い
て
検
討
を
進
め
る
。
無
論
、
現
実
の
租
税
条
約
の

中
で
明
示
的
に
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
適
用
の
可
否
に
言
及
さ
れ
て
い
る

８
）

場
合
に
は
そ
れ
が
優
先
す
る
の
で
別
論
で
あ
る
。
ま
た
、
国
ご
と
の

Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
違
い
が
条
約
適
合
性
を
左
右
す
る
可
能
性
は
や
は
り
あ
る
。
ま
た
、
国
ご
と
の
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
違
い
と
い
う
よ
り
も
判

例
法
理
の
積
み
重
ね
の
違
い
が
条
約
適
合
性
を
左
右
す
る
可
能
性
も
あ
る
か
も
し
れ

９
）

な
い
。
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第
四
節

本
稿
の
構
成

第
二
章
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
三
つ
の
事
例
を
中
心
に
紹
介
す
る
。
英
国
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税

制
が
租
税
条
約
に
違
反
し
な
い
と
い
う
判
断
が
出
さ
れ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
違
反
す
る
と
い
う
判
断
が
出
さ
れ
た
。

第
三
章
に
お
い
て
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
か
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
を
巡
る
問
題
状
況
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
、
そ
し
て
学
界
で
は
ど
う
評
価
さ
れ
て
い
る
か
、
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
略
言
す
れ
ば
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
租
税
条
約
適
合
性
を

巡
る
議
論
は
賛
否
両
論
で
あ
る
。

第
四
章
に
お
い
て
、
国
務
院
判
決
に
よ
る
第
七
条
の
「
利
得
」
の
解
釈
が
技
術
的
な
勘
違
い
で
あ
る
こ
と
を
論
ず
る
。

第
五
章
に
お
い
て
、
議
論
の
余
地
の
あ
る
領
域
と
し
て
、
主
に
所
得
の
帰
属
の
問
題
（
誰
に
対
す
る
課
税
で
あ
る
か
の
問
題
）
に
つ

き
、
既
出
の
学
説
を
幾
つ
か
紹
介
し
、
整
理
を
試
み
る
。
国
務
院
判
決
批
判
派
のL

a
n
g

論
文
（
註
（
69
））
と
擁
護
派
のG

u
tm
a
n
n

論
文
（
註
（
118
））
と
が
対
立
し
て
い
る
と
い
え
な
く
も
な
い
が
、
後
者
の
論
文
の
論
理
は
不
充
分
で
あ
り
、
こ
の
対
立
は
学
説
上
も

未
だ
充
分
に
煮
詰
ま
っ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
と
見
受
け
ら
れ
る
。

１
）

co
n
tro

lled
 
fo
reig

n
 
co
rp
o
ra
tio
n
/co

m
p
a
n
y

被
支
配
外
国
法
人
╱
会
社
。
日
本
で
は
租
税
特
別
措
置
法
第
四
〇
条
の
四
又
は
第
六
六
条
の
六
以
下
で
規
定
さ

れ
て
い
る
。
日
本
で
は
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
と
い
う
呼
び
方
が
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
諸
外
国
の
例
に
倣
い
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
と
呼
ぶ
こ
と
と
す

る
。

２
）

谷
口
勢
津
夫
『
租
税
条
約
論
〜
租
税
条
約
の
解
釈
及
び
適
用
と
国
内
法
〜
』（
清
文
社
、
一
九
九
九
）
第
四
章
（
初
出：

「
国
際
的
租
税
回
避
の
分
野
に
お
け
る
課
税

権
の
限
界
｜
｜
ド
イ
ツ
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
と
租
税
条
約
と
の
競
合
問
題
を
素
材
に
し
て
｜
｜
」
総
合
税
制
研
究
二
号
一
一
二
頁
、
一
九
九
三
年
）
に
よ

っ
て
既
に
ド
イ
ツ
の
議
論
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

３
）

註
（
12
）。

４
）

本
稿
の
テ
ー
マ
と
は
無
関
係
で
あ
る
が
、
著
名
な
例
と
し
て
、C

o
m
m
issio

n
er v

.
C
o
u
rt H

o
ld
in
g C

o
.,
324

U
.S
.
331,

65
S
.C
t.
707

(1945).

私
は
、
裁
判
所
が
持
つ
権
威
を
一
律
に
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
解
釈
論
を
煮
詰
め
た
末
に
何
ら
か
の
価
値
判
断
に
基
づ
い
た
結
論
を
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
時
、
研
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究
者
よ
り
も
裁
判
所
の
判
断
に
は
権
威
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
外
国
税
額
控
除
の
余
裕
枠
の
流
用
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
は
微
妙
な
判
断
が
要
求
さ
れ
る
も

の
で
あ
っ
た
が
、
濫
用
を
ど
の
範
囲
で
解
釈
論
上
塞
ぐ
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
確
固
た
る
基
準
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
時
点
で
は
、
裁
判
所
が
立
法
政
策
的
考
慮
も

絡
め
た
判
断
を
下
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
ろ
う
。
最
判
平
成
一
七
年
一
二
月
一
九
日
民
集
五
九
巻
一
〇
号
二
九
六
四
頁
参
照
。
具
体
的
な
判
決
に
つ
い
て
理
由
付
け

が
不
充
分
な
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
類
の
批
判
は
可
能
な
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
裁
判
所
の
価
値
判
断
自
体
に
つ
い
て
は
研
究
者
と
し
て
の
批
判
の
対
象
と
し

に
く
い
（
国
民
審
査
は
別
論
）。

し
か
し
、
価
値
判
断
を
云
々
す
る
ま
で
も
な
く
解
釈
論
と
し
て
論
理
の
運
び
が
重
大
な
誤
り
を
含
む
場
合
や
技
術
的
な
勘
違
い
に
陥
っ
て
い
る
場
合
、
裁
判
所
の
判
断

と
い
え
ど
も
尊
重
に
値
し
な
い
。
も
し
、
第
七
条
の
「
利
得
」
の
解
釈
が
、
ど
こ
か
の
最
高
裁
に
よ
っ
て
で
は
な
く
権
威
が
効
か
な
い
匿
名
の
掲
示
板
で
議
論
さ
れ
て
い

た
な
ら
ば
、（
少
な
く
と
も
国
外
所
得
免
税
に
染
ま
っ
て
な
い
日
本
で
は
）
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
る
。

５
）

私
に
き
っ
か
け
を
与
え
て
下
さ
っ
た
方
々
及
び
執
筆
を
励
ま
し
て
下
さ
っ
た
方
々
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。
な
お
（
執
筆
時
点
で
は
）
係
争
中
の
問
題
と
も
関
わ
っ
て

い
る
た
め
名
は
伏
せ
さ
せ
て
頂
く
。

６
）

こ
こ
も
、
想
像
力
を
働
か
せ
れ
ば
、
議
論
の
余
地
が
絶
対
に
な
い
と
ま
で
は
言
い
切
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
の
思
考
コ
ス
ト
に
見
合
う
果
実
が
得
ら
れ
る

と
は
期
待
し
が
た
い
。

７
）

現
在
欧
州
で
は
Ｅ
Ｃ
条
約
適
合
性
の
方
が
注
目
を
集
め
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
言
及
し
な
い
。C

f.
C
a
d
b
u
ry
 
v
.
C
IR
,
E
C
J,
C
a
se
 
C
-196/04,

9

In
tern

a
tio
n
a
l T

a
x L

a
w
 
R
ep
o
rts

89-138
(2006).

Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
Ｅ
Ｃ
法
適
合
性
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
初
め
て
の
判
断
。
英
国
の
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
が
Ｅ
Ｃ
法
の
設
立

の
自
由
（freed

o
m
 
o
f esta

b
lish

m
en
t

）
に
違
反
し
て
い
る
か
に
関
し
、
租
税
回
避
目
的
の
完
全
に
人
工
的
な
取
り
決
め
（w

h
o
lly
 
a
rtificia

l a
rra

n
g
em
en
ts

）

の
み
に
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
は
設
立
の
自
由
に
反
す
る
と
し
た
上
で
、
英
国
のS

p
ecia

l C
o
m
m
issio

n
ers

に
差
し
戻
し
た
。

８
）

フ
ラ
ン
ス
は
、
一
九
九
一
年
以
来
租
税
条
約
の
中
で
明
示
的
に
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
適
用
を
認
め
る
規
定
を
挿
入
す
る
こ
と
に
、
熱
心
に
な
っ
て
い
る
、
と
さ
れ
る

（M
ich

a
el L

a
n
g
,
H
a
n
s -Jo

rg
en A

ig
n
er,

U
lrich S

ch
eu
erle

&
M
a
rk
u
s S
tefa

n
er ed

.,
C
F
C L

E
G
IS
L
A
T
IO
N
,
T
A
X
 T

R
E
A
T
IE
S
 A

N
D
 E
C L

A
W
(K
lu
w
er

 
L
a
w
 
In
tern

a
tio
n
a
l
2004)

p
p
. 246-247,

n
a
tio
n
a
l rep

o
rt F

ra
n
ce:

H
ich

a
m
 
K
a
b
b
a
j
&
E
m
m
a
n
u
el R

a
in
g
ea
rd d

e la B
letiere

）。
財
政
当
局
は
Ｃ
Ｆ
Ｃ

税
制
が
条
約
に
適
合
し
な
い
と
知
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
そ
う
し
た
規
定
を
挿
入
し
よ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
、
い
や
、
政
府
の
人
間
は
判
決
に
逆
ら
わ
な
い
よ
う
に
し
よ
う

と
し
て
い
る
だ
け
だ
、
と
い
っ
た
議
論
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
他
、F

o
n
ta
n
a
,
n
o
te
119,

p
. 263,

fo
o
tn
o
te
22

参
照
。

９
）

正
し
い
解
釈
は
一
つ
し
か
な
い
、
と
い
う
建
前
か
ら
す
る
と
、
類
似
す
る
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
類
似
す
る
租
税
条
約
と
の
適
合
性
に
関
し
、
判
例
法
理
の
積
み
重
ね
が
解

釈
論
上
の
結
論
の
違
い
を
も
た
ら
す
こ
と
は
お
か
し
い
、
と
い
う
疑
問
も
生
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
判
例
法
理
の
積
み
重
ね
に
違
い
が
あ
ろ
う
と
も
、
判
例
法
理
に
は

正
し
い
と
い
う
保
証
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
ち
ら
か
の
結
論
は
誤
り
で
あ
る
と
非
難
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
疑
問
も
生
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
本
稿
に

お
い
て
そ
こ
ま
で
深
入
り
余
力
は
な
い
。
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第
二
章

事

例

こ
れ
ま
で
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
租
税
条
約
適
合
性
が
問
わ
れ
た
事
例
と
し
て
主
に
次
の
三
つ
が
取
り
上
げ
ら
れ
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い

る
。
英
国
のB

rico
m

10
）

事
件
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
のA

 
O
y
j A

b
p

11
）

事
件
、
フ
ラ
ン
ス
のS

ch
n
eid
er

12
）

事
件
で
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に

こ
の
三
つ
は
ど
れ
も
論
法
が
似
て
い
な
い
。

第
一
節

英

国

第
一
款

B
rico

m

事
件

一

事
実
と
経
過

英
国
居
住
者B

rico
m
 
H
o
ld
in
g
s L

td

（B
rico

m

社
）
は
完
全
保
有
子
会
社
た
るS

p
in
n
ey
s In

tern
a
tio
n
a
l B

V

（S
p
in
n
ey
s

社
）
を
有
し
て
い
た
。B

rico
m

社
の
最
終
的
な
親
会
社
（
三
つ
の
法
人
を
挟
む
）
は
英
国
居
住
者
のS

ecu
ru
m
 
In
d
u
stria

l
 
H
o
ld
-

in
g
s L

td

（
Ｓ
Ｉ
Ｈ
Ｌ
）
で
あ
り
、
や
は
り
英
国
居
住
者
のB

rico
m
 
G
ro
u
p L

td

（
Ｂ
Ｇ
Ｌ
）
は
Ｓ
Ｉ
Ｈ
Ｌ
の
直
近
の
子
会
社
で
あ
っ

た
。

S
p
in
n
ey
s

社
は
オ
ラ
ン
ダ
居
住
者
で
あ
り
、in

v
estm

en
t h
o
ld
in
g co

m
p
a
n
y

で
あ
り
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
支
店
を
通
じ
た
レ
ス
ト

ラ
ン
営
業
と
い
う
事
業
を
行
な
っ
て
い
た
。S

p
in
n
ey
s

社
は
、
支
店
を
売
却
し
た
後
、
Ｂ
Ｇ
Ｌ
に
、
貸
付
を
行
な
っ
た
。

問
題
の
年
度
（
一
九
九
〇
〜
九
二
）
に
お
い
て
、S

p
in
n
ey
s

社
は
Ｂ
Ｇ
Ｌ
か
ら
利
子
を
受
け
取
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
（
英

蘭
）
租
税
条
約
（
一
九
八
〇
年
一
一
月
七
日
）
第
一
一
条
は
利
子
へ
の
源
泉
地
国
課
税
を
禁
じ
て
い
る
。
第
一
一
条
が
な
け
れ
ば
、
Ｂ
Ｇ

Ｌ
はS

p
in
n
ey
s

社
へ
の
利
子
支
払
に
当
た
り
所
得
税
を
源
泉
徴
収
し
て
英
国
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

S
p
in
n
ey
s

社
がIn

co
m
e a

n
d C

o
rp
o
ra
tio
n T

a
x
es A

ct
1988

（
所
得
税
法
人
税
法
）
第
七
四
七
条
に
い
う
Ｃ
Ｆ
Ｃ
に
該
当
す
る
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こ
と
に
つ
い
て
争
い
は
な
い
。
第
七
四
七
条
に
よ
り
、S

p
in
n
ey
s

社
は
問
題
の
年
度
に
お
い
て
英
国
居
住
者
で
あ
り
全
て
の
救
済
を

申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
想
定
の
下
で
計
算
さ
れ
た
課
税
対
象
利
得
（ch

a
rg
ea
b
le

13
）

p
ro
fits

）
が
、
株
主
た
るB

rico
m

社

に
割
り
当
て
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

英
国
の
課
税
は
、
租
税
条
約
に
よ
り
課
税
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
筈
の
オ
ラ
ン
ダ
居
住
者
の
利
子
に
対
す
る
課
税
で
あ
る
と
し
て
、

B
rico

m

社
が
提
訴
し
た
。S

p
ecia

l C
o
m
m
issio

n
ers

（S
tep

h
en O

liv
er Q

C
&
D
r Jo

h
n F

.
A
v
ery Jo

n
es

）
が
訴
え
を
棄
却
し
た
。

B
rico

m

社
がC

o
u
rt o

f A
p
p
ea
l

（
控
訴
院
）
に
上
訴
し
た
が
、
こ
れ
も
棄
却
さ
れ
た
。

二

課
税
庁
の
主
張

課
税
対
象
利
得
は
完
全
に
概
念
上
の
額
（n

o
tio
n
a
l a
m
o
u
n
t

）
で
あ
り
、
租
税
条
約
第
一
一
条
第
一
項
の
意
味
でS

p
in
n
ey
s

社
が

得
て
そ
し
て
受
益
者
と
な
っ
た
利
子
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
一
部
を
も
構
成
し
て
い
な
い
。
租
税
条
約
は
オ
ラ
ン
ダ
法
人
た
るS

p
in
-

n
ey
s

社
の
英
国
租
税
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
が
、
英
国
法
人
た
るB

rico
m

社
に
割
り
当
て
ら
れ
る
利
得
に
は
適
用
さ
れ

14
）

な
い
。

三

原
告
・B

rico
m

社
の
主
張

Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
に
よ
っ
て
課
税
対
象
利
得
の
計
算
過
程
に
含
め
ら
れ
て
も
非
課
税
利
子
と
い
う
性
質
は
変
更
し
な
い
。
課
税
対
象
利
得

は
合
算
の
目
的
に
よ
る
単
な
る
概
念
上
の
額
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
第
一
一
条
の
非
課
税
利
子
は
Ｃ
Ｆ
Ｃ
の
課
税
対
象
利
得
の
構
成

要
素
で

15
）

あ
る
。

四

S
p
ecia

l C
o
m
m
issio

n
ers

Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
下
で
利
子
所
得
は
三
段
階
の
過
程
を
経
る
。
第
一
に
、
合
算
さ
れ
るS

p
in
n
ey
s

社
の
課
税
対
象
利
得
は
、
様
々
な

仮
定
、
例
え
ばS

p
in
n
ey
s

社
は
英
国
居
住
者
と
し
て
法
人
税
法
上
の
救
済
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
等
の
仮
定
の
下
、
計
算
さ
れ
る
。

第
二
に
、
そ
の
課
税
対
象
利
得
は
別
法
人
即
ちB

rico
m

社
に
割
り
当
て
ら
れ
る
。
第
三
にB

rico
m

社
が
課
税
さ
れ
る
。
こ
の
課
税

は
、
一
九
八
八
年
法
第
六
条
第
一
項
の
「
会
社
の
利
得
」
に
対
す
る
法
人
税
の
課
税
と
異
な
り
、B

rico
m

社
の
利
得
に
対
す
る
課
税
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で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
割
り
当
て
ら
れ
た
利
得
に
対
す
る
法
人
税
額
か
ら
割
り
当
て
ら
れ
た
﹇
外
国
﹈
税
額
控
除
額
を
引
い

た
も
の
に
つ
い
てB

rico
m

社
は
課
税
さ

16
）

れ
る
。

B
rico

m

社
に
対
す
る
課
税
は
独
特
の
概
念
上
の
「
法
人
税
に
等
し
い
額
」（n

o
tio
n
a
l
‘su
m
 
eq
u
a
l to co

rp
o
ra
tio
n ta

x
’

）
に
対
す

る
課
税
で
あ
る
。
利
子
と
い
う
要
素
は
第
一
段
階
で
そ
の
性
質
を

17
）

失
う
。
ま
た
、B

rico
m

社
に
対
す
る
課
税
は
法
人
税
の
課
税
で
は

な
く
法
人
税
「
に
等
し
い
」
額
の
課
税
で

18
）

あ
る
。

結
論
と
し
て
、
第
七
四
七
条
の
課
税
は
租
税
条
約
第
一
一
条
第
一
項
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け

19
）

な
い
。

五

C
o
u
rt o

f A
p
p
ea
ls:

M
illet L

J

四
つ
の
問
題
を
審
査
す
る
。
第
一
に
、
第
七
四
七
条
は
租
税
条
約
に
よ
り
非
課
税
と
さ
れ
る
利
子
に
対
す
る
課
税
か
？

第
二
に
、

そ
う
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
は
法
人
税
か
？

第
三
に
、
そ
う
で
な
い
と
し
て
、
法
人
税
と
「
実
質
的
に
類
似
し
て
」
い
る
か
？

第

四
に
、
そ
う
で
あ
る
と
し
て
、
第
七
八

20
）

八
条
に
よ
り
非
課
税
と
さ
れ
る

21
）

か
？

第
一
の
問
題
に
関
し
、
納
税
者
は
主
張
を
追
加
し
た
。
第
一
段
階
で
英
国
源
泉
利
子
はS

p
in
n
ey
s

社
の
課
税
対
象
利
得
計
算
か
ら

除
外
さ
れ
る
（
或
い
は
、
第
二
段
階
でB

rico
m

社
に
割
り
当
て
ら
れ
る
額
に
含
ま
れ
な
い
）、
な
ぜ
な
ら
、S

p
in
n
ey
s

社
は
第
七
四
七
条

の
適
用
に
お
い
て
英
国
居
住
者
で
あ
る
と
仮
定
さ
れ
る
が
事
実
に
反
し
て
オ
ラ
ン
ダ
居
住
者
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
ま
で
仮
定
さ
れ
る

と
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
英
国
・
オ
ラ
ン
ダ
の
二
重
居
住
者
と
し
て
扱
わ
れ
、
オ
ラ
ン
ダ
居
住
者
と
し
て
租
税
条
約
の
恩
恵
を

受
け
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で

22
）

あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
で
は
な
く
、S

p
in
n
ey
s

社
は
オ
ラ
ン
ダ
居
住
者
で
あ
る
代
わ
り
に
（in

stead

）
英
国
居
住
者
と
仮
定
さ
れ
る
の
で

23
）

あ
る
。
追
加
的
な
（ad

d
ition

al

）
仮
定
で
は
な
く
実
際
の
事
実
に
代
替
さ
れ
る
（su

bstitu
ted

）
の
で

24
）

あ
る
。
第
七
四
七
条
が
指
し
示

す
課
税
対
象
利
得
は
、
租
税
条
約
に
言
及
す
る
こ
と
な
く
確
定
さ
れ
ね
ば
な
ら

25
）

な
い
。

第
二
・
第
三
段
階
に
移
る
。
第
一
段
階
に
お
い
て
仮
にS

p
in
n
ey
s

社
の
課
税
対
象
利
得
に
英
国
源
泉
利
子
が
含
ま
れ
る
と
し
て
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も
、B

rico
m

社
が
主
張
す
る
よ
う
に
そ
の
課
税
対
象
利
得
そ
の
も
の
がB

rico
m

社
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
（
従
っ
て
租
税
条
約
第

一
一
条
違
反
と
な
る
）
と
直
ち
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
主
張
の
難
点
は
、
第
七
四
七
条
で
定
義
さ
れ
た
「
課
税
対
象
利
得
」

が
、
純
粋
に
概
念
的
な
額
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
事
実
に
反
し
た
仮
定
に
基
づ
く
算
術
の
産
物
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
七

四
七
条
に
い
う
「
課
税
対
象
利
得
」
は
帰
属
（im

p
u
ta
tio
n

）
の
た
め
に
の
み
存
在
す
る
。B

rico
m

社
に
割
り
当
て
ら
れ
課
税
に
服

す
の
は
、S

p
in
n
ey
s

社
の
実
際
の
利
得
で
は
な
く
人
工
的
な
計
算
の
産
物
と
し
て
の
概
念
上
の
額
で

26
）

あ
る
。

非
課
税
所
得
は
、
他
の
者
の
所
得
と
見
な
さ
れ
る
も
し
く
は
他
の
者
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
そ
の
性
質
が
変
わ

っ
た
り
非
課
税
性
を
失
っ
た
り
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
課
税
が
計
算
結
果
と
し
て
の
み
存
在
す
る
擬
制
的
・
概
念
的
な
額
に

対
し
て
な
さ
れ
る
場
合
、
計
算
の
一
要
素
が
非
課
税
所
得
の
額
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
当
該
非
課
税
所
得
が
課
税
に
服
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら

27
）

な
い
。S

p
ecia

l C
o
m
m
issio

n
ers

は
、
第
一
段
階
で
英
国
源
泉
利
子
と
し
て
の
同
一
性
（id

en
tity

）

を
失
う
た
め
、
租
税
条
約
第
一
一
条
の
問
題
と
な
ら
な
い
、
と
し
た
。
結
論
は
疑
い
な
く
正
し
い
が
、
こ
れ
は
正
確
で
は
な
く
、
課
税

庁
側
の
不
適
切
な
主
張
の
影
響
を
受
け
て

28
）

い
る
。

ま
た
、S

p
ecia

l C
o
m
m
issio

n
ers

は
、
第
七
四
七
条
に
よ
る
課
税
は
法
人
税
で
は
な
い
、
と
も
述
べ
た
。
し
か
し
、
前
述
の
こ
と

か
ら
こ
の
問
題
を
論
ず
る
必
要
は
な
く
、
後
の
判
決
に
委
ね

29
）

た
い
。

第
二
款

評

価

一

国
内
法
を
根
拠
と
す
る
こ
と
の
是
非

英
国
で
は
条
約
が
そ
の
ま
ま
で
は
国
内
で
効
力
を
有
さ
ず
国
内
法
に
よ
る
根
拠

30
）

付
け
が
必
要
と
さ

31
）

れ
る
。
と
は
い
え
、
条
約
違
反
か

否
か
を
問
う
際
に
国
内
法
の
規
定
の
仕
方
次
第
で
条
約
違
反
か
否
か
が
左
右
す
る
と
い
う
の
は
恣
意
的
な
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
条
約

の
解
釈
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
法
条
約
第
二
六
条
・
第
二
七
条
・
第
三
一
条
へ
の
考
慮
が
欠
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
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批
判
が

32
）

あ
る
。
条
約
法
条
約
第
二
七
条
は
、
国
内
法
の
規
定
を
以
っ
て
条
約
を
履
行
し
な
い
こ
と
を
正
当
化
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る

規
定
で
あ
る
。

確
認
的
に
な
る
が
、
条
約
違
反
で
あ
る
か
否
か
の
問
題
に
際
し
、
国
内
法
の
規
定
振
り
を
見
る
こ
と
自
体
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
決
定

的
な
非
難
に
晒
さ
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
次
の
よ
う
な
再
反
論
が
考
え
ら
れ
る
。
或
る
租
税
法
規
の
下
で
下
手
な
取
引
を
仕
組
め
ば
租

税
負
担
軽
減
に
失
敗
し
上
手
い
取
引
を
仕
組
め
ば
租
税
負
担
軽
減
に
成
功
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
い
か
に
条
約
法
条
約
第

二
七
条
を
尊
重
し
よ
う
と
も
、
或
る
条
約
規
定
の
下
で
下
手
な
国
内
法
を
立
法
す
れ
ば
条
約
違
反
と
な
り
上
手
い
国
内
法
を
立
法
す
れ

ば
条
約
違
反
と
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。

国
内
法
が
英
国
法
人
た
るB

rico
m

社
を
納
税
者
に
指
定
し
て
い
る
か
ら
、
ま
た
、
実
際
に
は
オ
ラ
ン
ダ
居
住
者
で
あ
るS

p
in
-

n
ey
s

社
を
英
国
居
住
者
で
あ
る
と
仮
定
す
る
と
国
内
法
が
規
定
し
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
だ
け
で
、
直
ち
に
租
税
条
約
の
問
題
に
触

れ
な
く
て
済
む
こ
と
に
な
る
か
、
が
、
こ
こ
で
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
判
決
に
対
す
る
批
判
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
意
図
し
て
い

る
と
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。

二

代
替
的
居
住
の
仮
定
｜
｜
判
決
理
由
？

国
内
法
がS

p
in
n
ey
s

社
を
英
国
居
住
者
で
あ
る
と
代
替
的
に
仮
定
し
た
だ
け
で
条
約
違
反
の
問
題
と
な
ら
な
い
、
と
い
う
論
理
の

運
び
に
は
危
険
を
感
じ
る
。
居
住
は
租
税
条
約
が
扱
っ
て
い
る
概
念
の
一
つ
で
あ
り
、
国
内
法
で
勝
手
に
代
替
的
な
仮
定
を
付
け
加
え

る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
湧
く
か
ら
で
あ
る
。

判
決
文
を
形
式
的
に
読
む
と
、S

p
in
n
ey
s

社
が
英
国
居
住
者
で
あ
る
と
代
替
的
に
仮
定
し
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
の
が
判
決
理
由

で
あ
り
、
後
述
の
直
接
帰
属
・
間
接
帰
属
の
部
分
は
傍
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
者
の
論
理
的
説
得
力
は
弱
い
と
見
受
け
ら
れ
る
。
従

っ
て
、
形
式
的
に
は
と
も
か
く
実
質
的
に
は
、
こ
こ
の
部
分
は
判
決
理
由
に
当
た
ら
ず
、
直
接
帰
属
・
間
接
帰
属
の
部
分
が
傍
論
で
は

な
く
判
決
理
由
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
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三

直
接
帰
属
と
間
接
帰
属
｜
｜
傍
論
？

前
掲
の
第
二
段
階
・
第
三
段
階
の
部
分
の
判
示
か
ら
、
こ
の
判
決
は
、
直
接
帰
属
な
ら
ば
条
約
違
反
に
な
り
間
接
帰
属
な
ら
ば
条
約

違
反
に
な
ら
な
い
、
と
理
解
さ
れ
て

33
）

い
る
。
非
課
税
所
得
は
人
的
帰
属
を
変
え
ら
れ
る
だ
け
で
は
そ
の
非
課
税
と
し
て
の
性
質
を
失
う

わ
け
で
は
な
い
が
、
計
算
結
果
と
し
て
の
概
念
的
な
額
に
対
す
る
課
税
の
場
合
は
非
課
税
所
得
そ
の
も
の
が
課
税
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
、
と
い
う
部
分
で
あ
る
。

前
述
の
通
り
判
決
文
を
形
式
的
に
読
む
と
、
こ
の
部
分
は
傍
論
で
あ
る
。
し
か
し
実
質
的
に
は
こ
の
部
分
が
判
決
理
由
と
見
ら
れ
る

可
能
性
も
あ
る
。

こ
の
判
決
文
は
、
所
得
の
性
質
が
い
つ
（
も
し
く
は
ど
の
よ
う
な
課
税
態
様
の
場
合
に
）
失
わ
れ
る
か
も
し
く
は
変
更
さ
せ
ら
れ
る
か

と
い
う
論
じ
方
を
し
て
い
る
が
、L

a
n
g

論
文
が
提
起
す
る
所
得
の
帰
属
の
問
題
（
誰
に
対
す
る
課
税
で
あ
る
か
の
問
題
）
と
深
く
関
わ

る
と
思
わ
れ
る
（
本
稿
第
五
章
第
二
節
第
一
款
参
照
）。
単
な
る
計
算
結
果
へ
の
課
税
で
あ
る
場
合
に
は
子
会
社
が
受
け
取
っ
た
所
得
の

性
質
に
着
目
し
な
く
て
よ
い
、
と
い
う
論
理
は
、
議
論
の
余
地
の
あ
る
領
域
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
本
稿
第
五
章
第
一
節
第
二
款
参
照
。

私
は
賛
成
で
き
そ
う
だ
と
い
う
見
込
み
を
抱
い
て
い
る
）。

第
二
節

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

第
一
款

A
 
O
y
j A

b
p

事
件

一

事
実
と
経
過

A
 
O
y
j A

b
p

は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
法
人
で
あ
り
、
機
械
・
鉱
業
の
グ
ル
ー
プ
会
社
の
親
会
社
で
あ
る
。
問
題
と
な
っ
た
会
計
年
度
は

一
九
九
八
年
一
月
一
日
〜
一
二
月
三
一
日
で
あ
り
、
連
結
売
上
げ
はF

m
k

一
三
五
億
三
七
〇
〇
万
（
円
換
算
は
不
明
）、
従
業
員
一

二
、
〇
六
二
人
で
あ
っ
た
。A

 
F
in
a
n
ce N

V

は
Ａ
グ
ル
ー
プ
の
国
際
化
戦
略
の
た
め
に
、
一
九
八
七
年
に
ベ
ル
ギ
ー
に
設
け
ら
れ
た
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co
o
rd
in
a
tio
n cen

tre

（
敢
え
て
意
訳
す
れ
ば
金
融
セ
ン
タ
ー
と
な
ろ
う
か
）
で
あ
り
、
主
に
中
欧
の
新
設
製
造
子
会
社
に
必
要
な
金
融

サ
ー
ビ
ス
等
を
提
供
し
て
い
た
。
Ａ
グ
ル
ー
プ
の
金
融
活
動
の
う
ち
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
欧
州
以
外
は
フ
ィ
ン
ラ
ン

ド
で
担
当
し
、
そ
の
他
の
欧
州
に
つ
い
てA

 
F
in
a
n
ce N

V

が
担
当
し
て
い
た
。A

 
F
in
a
n
ce N

V

の
事
業
施
設
は
六
四
九
㎡
の
広

さ
で
あ
り
、
一
九
九
八
年
一
月
一
日
〜
一
二
月
三
一
日
の
純
営
業
利
益
は
Ｂ
Ｆ
一
億
六
七
〇
〇
万
（＝

F
m
k

二
六
〇
〇
万
）、
従
業
員

は
一
〇
〜
一
六
人
で
あ
っ
た
。

ベ
ル
ギ
ー
で
は
、
一
九
八
二
年
に
経
済
復
興
と
雇
用
創
出
等
を
目
的
と
し
た
特
別
法
が
制
定
さ
れ
た
。
ベ
ル
ギ
ー
の
一
般
法
人
税
率

は
四
〇
・
一
七
％
で
あ
り
、
こ
れ
はco

o
rd
in
a
tio
n cen

tre

に
も
適
用
さ
れ
る
が
、
営
業
費
用
か
ら
人
件
費
及
び
金
融
コ
ス
ト
を
控

除
し
た
も
の
にm

a
rk

u
p
 
p
ercen

ta
g
e

（
敢
え
て
意
訳
す
れ
ば
利
幅
率
と
な
ろ
う
か
）
を
掛
け
合
わ
せ
て
決
ま
る
想
定
上
の
課
税
ベ
ー

ス
に
課
税
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。m

a
rk

u
p p

ercen
ta
g
e

は
ベ
ル
ギ
ー
課
税
庁
が
決
定
す
る
も
の
で
あ
り
、A

 
F
in
a
n
ce N

V

の
場
合
は
八
％
と
さ
れ
た
。
こ
の
他
に
年
間
Ｂ
Ｆ
四
〇
〇
万
の
特
別
な
税
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
税
制
措
置
の
適
用
の
結

果
、A

 
F
in
a
n
ce N

V

の
税
負
担
は
一
六
・
八
％
未
満
で
あ
る
の
で
（
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
法
人
で
あ
れ
ば
負
担
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
水
準
｜
｜

つ
ま
り
二
八
％
｜
｜
の
三
╱
五
を
下
回
る
の
で
）、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
Ｃ
Ｆ

34
）

Ｃ
法
（
一
二
一
七
╱
一
九
九
四
）
第
二
条
に
い
う
Ｃ
Ｆ
Ｃ
の
定
義

に
当
て
は
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
、A

 
F
in
a
n
ce N

V

を
完
全
所
有
す
るA

 
O
y
j A

b
p

は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
ベ
ル
ギ
ー
租
税
条
約
（S

o
p
S
65-66/1978

、

一
九
七
六
年
五
月
一
八
日
締
結
）
及
び
Ｅ
Ｃ
条
約
を
考
慮
に
入
れ
て
も
な
お
Ｃ
Ｆ
Ｃ
法
に
よ
り
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
課
税
を
受
け
る
の
か
に

つ
い
て
、a
d
v
a
n
ce ru

lin
g

を
求
め
た
。T

h
e C

en
tra
l B
o
a
rd o

f T
a
x
a
tio
n

は
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
法
に
よ
っ
て
課
税
さ
れ
、
租
税
条
約
も

Ｅ
Ｃ
条
約
も
障
害
と
な
ら
な
い
、
と
す
るa

d
v
a
n
ce ru

lin
g

を
出
し
た
。
そ
こ
でA

 
O
y
j A

b
p

は
行
政
最
高
裁
判
所
に
こ
のru

lin
g

を
覆
す
よ
う
求
め
た
。
だ
が
訴
え
は
斥
け
ら

35
）

れ
た
。
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二

A
 
O
y
j A

b
p

の
主
張

租
税
条
約
は
国
内
法
に
優
越
す
る
。
租
税
条
約
は
特
別
法
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
。

Ｃ
Ｆ
Ｃ
法
の
適
用
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
実
質
的
に
関
連
し
て
い
な
い
ベ
ル
ギ
ー
源
泉
所
得
の
所
得
に
対
す
る
課
税
で
あ
る
。

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
が
形
式
的
に
はA

 
F
in
a
n
ce N

V

で
な
くA

 
O
y
j A

b
p

の
み
を
課
税
に
服
さ
し
め
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
の
租
税

債
務
は
実
質
的
にA

 
F
in
a
n
ce N

V

の
所
得
に
関
連
し
て
お
り
、
子
会
社
の
所
得
に
つ
き
株
主
は
課
税
さ
れ
な
い
と
い
う
フ
ィ
ン
ラ

ン
ド
税
制
に
反
す
る
。

租
税
条
約
の
観
点
か
ら
は
、
形
式
的
にA

 
O
y
j A

b
p

を
課
税
に
服
さ
し
め
る
と
い
う
方
法
を
採
る
こ
と
で
、
租
税
条
約
の
規
定
を

技
術
的
に
出
し
抜
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ウ
ィ
ー
ン
条
約
法
条
約
第
二
六
条
に
よ
れ
ば
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
締
結
し
た
条
約
そ
の
も
の
を
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
第
二
七

条
に
よ
れ
ば
、
国
内
法
を
以
っ
て
条
約
不
適
用
の
理
由
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

租
税
条
約
は
経
済
的
二
重
課
税
排
除
と
関
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
関
係
な
い
、
と
い
う
の
も
本
件
で
は
租
税
条
約
に
よ
り
ベ

ル
ギ
ー
だ
け
が
課
税
権
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
第
一
条
第
二
二
・
二
三
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
記
述
か
ら
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
適
用
が
常
に
租
税
条
約
違
反
と
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
Ｃ
Ｆ
Ｃ
法
は
必
要
な
要
素
を
欠
い
て

36
）

い
る
。
更
に
コ
メ
ン
タ
リ
ー
は
法
源
で
は
な

い
。租

税
条
約
と
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
（R

em
y

37
）

C
oin

treau

）
を
参
照
す
べ
き
で
あ
る
。

ベ
ル
ギ
ー
財
務
省
も
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
Ｃ
Ｆ
Ｃ
法
の
適
用
は
租
税
条
約
違
反
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
第
一
〇
条
第
五
項
に
よ
れ
ば
、
会
社
の
居
住
地
国
で
な
い
方
の
条
約
締
結
国
が
当
該
会
社
の
利
得
に
課

税
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
未
分
配
利
益
に
対
す
る
領
域
超
越
的
課
税
を
禁
ず
る
も
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
問
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題
のco

o
rd
in
a
tio
n cen

tre

を
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
法
人
の
Ｐ
Ｅ
と
し
て
扱
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
第
五
条
第

七
項
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
て

38
）

い
る
。

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
Ｃ
Ｆ
Ｃ
法
は
、
他
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
の
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
と
同
様
の
も
の
で
は
な
く
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
課
税
ベ
ー
ス

を
守
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

財
務
省
が
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
外
国
子
会
社
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
国
外
源
泉
所
得
を
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
株
主
の
課
税
所
得
と
し
て

扱
う
こ
と
で
あ
る
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
が
指
し
示
し
て
い
る
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
は
、
全
て
で
は
な
く
、
脱
税
防
止
を
目
的
と
し
た
も
の
だ
け
で
あ
る
。

財
務
省
が
言
及
す
るG

illy
39
）

ca
se

は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
第
一
九
条
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、
本
件
と
関
係
し
な
い
。

Ｅ
Ｃ
Ｏ
Ｆ
Ｉ
Ｎ
及
び
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
有
害
な
租
税
競
争
に
つ
い
て
採
用
し
た
立
場
は
、
法
的
に
無
関
係
で

40
）

あ
る
。

三

財
務
省
の
主
張

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
Ｃ
Ｆ
Ｃ
法
は
租
税
条
約
防
止
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
条
約
相
手
国
﹇
本
件
で
は
ベ
ル
ギ
ー
﹈
の
課
税
権
を

妨
害
す
る
も
の
で
は
な
い
。

租
税
条
約
は
、
同
一
の
所
得
が
同
一
の
納
税
義
務
者
の
手
許
で
二
重
課
税
さ
れ
る
こ
と
﹇
つ
ま
り
法
的
二
重
課
税
﹈
を
防
ぐ
も
の
で

あ
り
、
国
際
的
経
済
的
二
重
課
税
の
除
去
を
締
約
国
に
義
務
付
け
る
も
の
で
は
な
い
。

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
ベ
ル
ギ
ー
租
税
条
約
は
配
当
、
利
子
、
使
用
料
に
関
す
る
規
定
を
有
し
て
い
る
。
締
約
国
の
課
税
権
は
、
関
連
す

る
条
文
に
よ
り
別
個
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
条
文
は
、
別
の
納
税
者
の
手
許
で
そ
う
し
た
所
得
が
ど
う
課
税
さ
れ
て
も
よ
い

か
に
つ
き
規
定
し
て

41
）

な
い
。

租
税
条
約
は
、
締
約
国
が
自
国
居
住
者
を
し
て
所
得
の
受
領
者
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
を
禁
じ
て

42
）

な
い
。

Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
は
、
条
約
相
手
国
の
課
税
に
影
響
し
な
い
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
課
税
権
の
限
界
は
ベ
ル
ギ
ー
居
住
者
に
つ
い
て
当
て
は
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ま
る
も
の
で
あ
り
、
自
国
居
住
者
た
る
株
主
に
所
得
を
帰
属
さ
せ
て
課
税
す
る
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
法
第
六
条
に
よ
り
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
の
所
得
に
課
せ
ら
れ
た
税
は
税
額
控
除
さ
れ
る
。

Ｅ
Ｃ
Ｏ
Ｆ
Ｉ
Ｎ
は
、
一
九
九
七
年
一
二
月
一
日
に
、
課
税
が
Ｅ
Ｃ
内
で
の
事
業
活
動
の
場
所
の
決
定
を
左
右
す
べ
き
で
は
な
い
、
と

勧
告
し
て
い
る
。
有
害
な
租
税
競
争
（h

a
rm
fu
l ta

x co
m
p
etitio

n

）
に
つ
い
て
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
で
も
同
様
の
作
業
が
行
な
わ
れ
て

43
）

い
る
。

四

行
政
最
高
裁
判
所
の
判
断

１

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
Ｃ
Ｆ
Ｃ
法
の
目
的
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
租
税
を
回
避
す
る
こ
と
の
防
止
で

44
）

あ
る
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
﹇
一
九
九
二
年
版
﹈
第
一
条
第
二
三
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
よ
れ
ば
、
多
数
派
は
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
は
国
内
の
租
税

債
務
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
租
税
条
約
が
関
与
し
な
い
ル
ー
ル
で
あ
る
、
と
し
て

45
）

い
る
。

条
約
相
手
国
に
つ
い
て
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
を
適
用
し
な
い
と
す
る
政
府
文
書
（155/1994

v
p

）
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
会
社
居
住
地
国
で

租
税
特
別
措
置
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
と
い
う
条
件
付
で

46
）

あ
る
。

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
Ｃ
Ｆ
Ｃ
法
は
所
得
の
性
質
に
つ
い
て
明
示
的
に
定
義
し
て
な
い
。
所
得
の
性
質
は
、
状
況
と
Ｃ
Ｆ
Ｃ
及
び
そ
の
親
会

社
の
活
動
に
照
ら
し
、
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
判
断
さ

47
）

れ
る
。

２

租
税
条
約
｜
｜
一
般
論

ウ
ィ
ー
ン
条
約
法
条
約
第
二
六
条
及
び
第
二
七
条
に
従
っ
て
解
釈
さ

48
）

れ
る
。

租
税
条
約
は
法
的
二
重
課
税
を
扱
う
も
の
で
あ
り
経
済
的
二
重
課
税
は
一
般
に
扱
わ

49
）

な
い
。

租
税
条
約
に
よ
り
条
約
が
な
い
場
合
よ
り
も
納
税
者
が
不
利
に
な
る
と
い
う
結
果
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
租
税
条
約
は
課
税
権
を

制
約
す
る
も
の
で
あ
り
拡
張
す
る
も
の
で
は

50
）

な
い
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
、
一
九
八
七
年
にD

o
u
b
le T

a
x
a
tio
n C

o
n
v
en
tio
n
s a
n
d th

e U
se o

f B
a
se C

o
m
p
a
n
ies

と
い
う
報
告
書
を
出
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し
、
一
九
九
二
年
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
を
改
訂

51
）

し
た
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
は
形
式
的
に
い
っ
て
解
釈
を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
解
釈
を
補
充
す
る
も
の
と
し
て
意
味
を
有
す

る
。
租
税
条
約
交
渉
時
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
の
文
言
が
重
要
で
あ
る
が
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
法
条
約
の
精
神
に
照
ら
し
、
コ
メ
ン

タ
リ
ー
の
そ
の
後
の
修
正
も
ま
た
解
釈
の
手
助
け
と
し
て
重
要
性
を
有
す
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
に
集
約
さ
れ
た
見
解
は
、
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
加
盟
国
に
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
見
方
を
示
す
も
の
で

52
）

あ
る
。

３

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
ベ
ル
ギ
ー
租
税
条
約
の
本
件
に
お
け
る
影
響

他
国
に
直
接
参
考
と
な
る
裁
判
例
は

53
）

な
い
。

本
件
で
Ｃ
Ｆ
Ｃ
所
得
の
性
質
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
国
内
法
の
事
業
所
得
税
法
第
一
条
に
照
ら
し
て
問
題
の
所
得

は
事
業
所
得
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
発
点
と

54
）

な
る
。
そ
し
て
租
税
条
約
中
に
事
業
所
得
の
定
義
は
な
い
の
で
こ
の
定
義
は
国
内
法
に

由
来

55
）

す
る
。

会
社
法
上
の
利
得
の
分
配
で
は
な
い
の
で
、
配
当
所
得
で
は

56
）

な
い
。

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
Ｃ
Ｆ
Ｃ
法
に
よ
り
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
所
得
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
居
住
者
た
る
納
税
者
の
所
得
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
て

57
）

い
る
。

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
ベ
ル
ギ
ー
居
住
者
た
るA

 
F
in
a
n
ce N

V

の
所
得
に
対
す
る
ベ
ル
ギ
ー
の
課
税
権
を
侵
害
し
て
い

58
）

な
い
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
第
一
条
第
二
三
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
よ
れ
ば
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
は
租
税
条
約
違
反
で
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
は
、
租
税
条
約
が
関
与
し
て
い
な
い
課
税
事
実
に
つ
い
て
の
国
内
ル
ー
ル
で
あ
る
。
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
と
租
税
条
約
と

の
関
係
に
つ
い
て
こ
の
見
解
が
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
の
多
数
派
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
、
そ
し
て
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
非
加
盟
国
で
も
そ
れ
が
普
及
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
際
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
原
則
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

59
）

き
る
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
第
一
条
第
二
四
パ
ラ
グ
ラ
フ
はsu

b
sta
n
ce

o
v
er

fo
rm

原
則
を
述
べ
る
。
第
七
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
二
重

課
税
防
止
の
み
な
ら
ず
脱
税
防
止
に
も
言
及
す
る
。
第
二
五
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
対
抗
措
置
を
推
奨
す
る
。
第
二
六
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
能
動
的
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活
動
に
よ
る
所
得
を
対
抗
措
置
か
ら
除
外
す
る
。
結
局
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
所
得
は
受
動
的
所
得
又
は
基
地
会
社
所
得
と
し
て
定
義
さ

60
）

れ
る
。

A
 
F
in
a
n
ce N

V

の
所
得
は
基
地
会
社
所
得
で

61
）

あ
る
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
の
問
題
の
記
述
が
条
約
締
結
後
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
解
釈
を
補
充
す
る
も
の
と
し
て
コ
メ
ン

タ
リ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
の
妨
げ
と
な
ら

62
）

な
い
。

租
税
条
約
第
七
条
第
一
項
の
文
言
自
体
が
そ
う
し
た
解
釈
を
支
え
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、
上
述
の
理
由
か
ら
、
及
び
各
国
が
各
々

の
課
税
ベ
ー
ス
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
法
に
よ
るA

 
O
y
j A

b
p

へ
の
課
税
は
第
七
条
第
一
項
に
よ

っ
て
妨
げ
ら
れ
な
い
、
と
行
政
最
高
裁
判
所
は
考

63
）

え
る
。

A
 
O
y
j A

b
p

は
Ｃ
Ｆ
Ｃ
法
が
差
別
的
課
税
で
あ
る
と
い
い
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
Ｃ
Ｆ
Ｃ
法
は
他
国
の
そ
れ
と
異
な
り
納
税
者
の
租
税

回
避
の
意
図
を
問
う
て
な
い
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
が
、
法
の
適
用
は
記
述
さ
れ
た
客
観
的
な
基
準
に
基
づ
く
。
客
観
的
基
準
の
使

用
は
差
別
的
に
な
り
え

64
）

な
い
。

租
税
条
約
の
規
定
を
潜
脱
す
る
も
の
だ
、
とA

 
O
y
j A

b
p

は
難
ず
る
が
、
法
的
二
重
課
税
の
問
題
で
は
な
い
。
ま
た
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
が

設
立
さ
れ
ず
活
動
が
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
お
い
て
も
し
く
は
外
国
の
支
店
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
た
場
合
と
比
べ
て
税
が
増
え
る
も
の
で
も

な
い
。
こ
れ
は
資
本
輸
出
中
立
性
（ca

p
ita
l ex

p
o
rt n

eu
tra
lity

）
を
保
証

65
）

す
る
。

第
二
款

評

価

一

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
へ
の
依
拠
に
つ
い
て

本
件
の
裁
判
所
の
判
断
の
特
徴
は
、
一
九
九
二
年
七
月
二

66
）

三
日
に
改
訂
さ
れ
た
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
の
記
述
に
大
き
く
依
拠
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
第
一
条
第
二
二
〜
二
六
パ
ラ
グ

67
）

ラ
フ
で
は
、
全
会
一
致
で
は
な
い
も
の
の
多

数
派
が
、
租
税
回
避
対
策
と
し
て
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
類
似
の
規
定
の
適
用
を
す
る
こ
と
が
条
約
違
反
に
は
当
た
ら
な
い
と
し
て
お
り
、
フ
ィ
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ン
ラ
ン
ド
行
政
最
高
裁
も
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
と
ほ
ぼ
同
じ
理
屈
を
述
べ
て
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
適
用
が
租
税
条
約
違
反
に
当
た
る

も
の
で
は
な
い
と
し
て

68
）

い
る
。

こ
の
姿
勢
に
批
判
も

69
）

あ
る
。
し
か
し
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
を
法
源
と
す
る
と
言
わ
な
い
限
り
、
解
釈
の
補
充
的
資
料
と
し
て

参
照
す
る
こ
と
は
、
形
式
的
に
考
え
て
批
判
の
対
象
に
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
裁
判
所
が
ど
ん
な
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
に
依

拠
し
て
い
て
も
、【
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
に
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
は
、
当
裁
判
所
も
正
し
い
法
解
釈
で
あ
る
と
考
え
る
】
と
述
べ

て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
で
形
式
的
に
は
話
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
基
本
的
に
解
釈
は
（
新
た
な
法
の
導
入
で
な
い
限

り
）
時
の
先
後
に
影
響
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
依
拠
の
是
非
を
論
ず
る
こ
と
の
益
は
小
さ
い
。
論
理
の
中

身
を
議
論
す
る
方
が
建
設
的
で
あ
る
。

二

結
論
に
つ
い
て

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
へ
の
依
拠
の
度
合
い
を
批
判
す
る
論
文
も
、
結
論
と
し
て
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
方
が
説
得
的
だ
と
し
て

70
）

い
る
。
Ｉ
Ｆ
Ａ

In
tern

a
tio
n
a
l F

isca
l A

sso
cia
tio
n

）
に
お
け
る
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
報
告
者
も
、
や
は
り
理
由
付
け
の
中
に
は
疑
問

の
残
る
も
の
も
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
条
約
の
精
神
に
適
っ
て
い
る
の
で
結
論
は
支
持
す
る
と
し
て

71
）

い
る
。

三

理
由
付
け
に
つ
い
て

本
件
に
関
し
て
は
、
裁
判
所
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
の
尊
重
度
合
い
が
注
目
を
浴
び
や
す
い
が
、
財
務
省
が
既
に
「
フ
ィ
ン
ラ

ン
ド
・
ベ
ル
ギ
ー
租
税
条
約
は
配
当
、
利
子
、
使
用
料
に
関
す
る
規
定
を
有
し
て
い
る
。
締
約
国
の
課
税
権
は
、
関
連
す
る
条
文
に
よ

り
別
個
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
条
文
は
、
別
の
納
税
者
の
手
許
で
そ
う
し
た
所
得
が
ど
う
課
税
さ
れ
て
も
よ
い
か
に
つ
き
規

定
し
て

72
）

な
い
」
と
充
分
な
理
由
を
述
べ
て

73
）

い
た
こ
と
は
、
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
私
が
後
掲S

ch
n
eid
er

事
件
国
務
院
判
決
に
難
を
覚
え
る
理
由
と
類
似
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
管
見
の
限
り
、
国
務
院
判
決
擁
護
論
者
が
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
財
務

省
の
こ
の
主
張
に
有
効
な
反
論
を
な
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
知
ら
な
い
。
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四

そ

の

他

本
件
で
は
、
Ｅ
Ｃ
条
約
適
合
性
も
問
わ
れ
て
い
る
。
英
国
のB

rico
m

事
件
で
な
ぜ
Ｅ
Ｃ
条
約
適
合
性
が
問
わ
れ
な
か
っ
た
の
か
は

不
分
明
で
あ
る
が
、
後
述
の
フ
ラ
ン
ス
のS

ch
n
eid
er

事
件
は
Ｅ
Ｃ
未
加
盟
の
ス
イ
ス
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
っ
た
の
で
、

Ｅ
Ｃ
条
約
適
合
性
は
争
い
よ
う
が
な
っ
た
。
そ
し
て
、
本
件
で
Ｅ
Ｃ
条
約
適
合
性
が
肯
定
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
批
判
が

74
）

あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
問
題
は
本
稿
の
扱
え
る
も
の
で
な
い
。

第
三
節

フ

ラ

ン

ス

以
上
二
例
は
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
が
租
税
条
約
に
違
反
し
な
い
と
し
て
い
る
（
後
述
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
も
租
税
条
約
違
反
で
は
な
い
す
るru

l-

in
g

が
出
さ
れ
た
。
そ
こ
で
の
主
眼
は
寧
ろ
Ｅ
Ｃ
法
適
合
性
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
）
が
、S

ch
n
eid
er

事
件
で
フ
ラ
ン
ス
国
務
院
は
租
税
条

約
第
七
条
に
違
反
す
る
と
判
断
し
た
。
本
稿
で
は
時
の
経
過
に
沿
っ
て
、S

tra
fo
r
 
F
a
co
m

事
件
（
一
九
九
六
年
）、R

em
y

C
o
in
trea

u

事
件
（
一
九
九
九
年
）、S
ch
n
eid
er

事
件
（
二
〇
〇
二
年
）、3

S
u
isse In

tern
a
tio
n
a
l

事
件
（
二
〇
〇
三
年
）
を
見
て
い

く
。
こ
れ
ら
は
全
て
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
が
租
税
条
約
に
違
反
す
る
と
い
う
結
論
で
あ
る
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
全
て
の
裁
判
所
で
租
税
条
約

違
反
と
い
う
判
断
が
定
着
し
て
い
た
と
い
う
誤
解
を
招
き
か
ね
な
い
が
、S

tra
fo
r F

a
co
m

事
件
よ
り
前
に
出
さ
れ
たS

ch
n
eid
er

事
件
の
一
審
判
決
（
一
九
九
五
年
及
び
一
九
九
六
年
の
二
つ
が
あ
る
）
で
は
租
税
条
約
違
反
で
な
い
と
い
う
結
論
で
あ
っ
た
。
最
初
に
パ

リ
行
政
裁
判
所
に
よ
り
租
税
条
約
違
反
で
な
い
と
い
う
判
断
が
出
さ
れ
た
も
の
の
、
後
に
租
税
条
約
違
反
で
あ
る
と
い
う
判
断
が
支
配

し
て
い
っ
た
、
と
い
う
構
図
で
あ
る
。

第
一
款

S
tra

fo
r F

a
co
m

75
）

事
件

S
tra
fo
r F

a
co
m

は
フ
ラ
ン
ス
居
住
者
た
る
会
社
で
あ
り
、
ス
イ
ス
居
住
者
た
る
会
社
の
持
分
を
二

76
）

五
％
以
上
保
有
し
て
い
た
た
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め
、
課
税
庁
は
Ｃ
Ｇ
Ｉ
第
二
〇
九
Ｂ
条
を
適
用
し
ス
イ
ス
法
人
の
利
得
をS

tra
fo
r F

a
co
m

に
帰
属
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
仏
瑞
租
税

条
約
第
七
条
に
よ
り
こ
う
し
た
課
税
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と
し
て
裁
判
と
な

77
）

っ
た
。

裁
判
所
は
、
Ｃ
Ｇ
Ｉ
の
規
定
は
第
七
条
に
反
し
て
い
る
、
と
し
た
。
ま
た
、
租
税
回
避
や
脱
税
へ
の
対
抗
措
置
で
あ
る
と
い
う
こ
と

か
ら
、
締
約
国
が
ル
ー
ル
か
ら
逸
脱
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
は
導
け
な
い
、
と

78
）

し
た
。

第
二
款

R
em
y
C
o
in
trea

u

79
）

事
件

問
題
と
な
っ
た
一
九
八
七
〜
九
一
年
の
間
、
フ
ラ
ン
ス
法
人
た
るR

em
y
 
et A

sso
cies

社
（R

em
y
C
o
in
trea

u

社
が
そ
の
権
利
を

有
し
て
い
る
）
は
、
ス
イ
ス
法
人
た
るR

em
y
 
et A

sso
cies F

in
a
n
ces

社
の
五
五
・
八
二
％
（
後
に
八
八
・
二
四
％
）
を
有
し
て
い

た
。
当
該
ス
イ
ス
法
人
は
ス
イ
ス
で
低
い
税
率
に
服
し
て
い
た
の
で
、
課
税
庁
は
Ｃ
Ｇ
Ｉ
第
二
〇
九
Ｂ
条
を
適
用
し
て
そ
の
所
得
を

R
em
y et A

sso
cies

社
の
所
得
に
加
算
し
た
。

裁
判
所
は
、
こ
の
課
税
は
仏
瑞
租
税
条
約
第
七
条
に
適
合
し
な
い
と
判
断

80
）

し
た
。

第
三
款

S
ch
n
eid
er

事
件

一

事
実
と
経
過

フ
ラ
ン
ス
法
人
た
るS

ch
n
eid
er
 
E
lectric

（S
ch
n
eid
er

社
）
は
ス
イ
ス
法
人
た
るP

a
ra
m
er

社
の
全
株
式
を
有
し
て
い
た
。

P
a
ra
m
er

社
の
活
動
は
、
持
株
会
社
と
し
て
の
活
動
及
び
債
券
・
証
券
の
投
資
の
管
理
で
あ
っ
た
。
問
題
と
な
っ
た
の
は
一
九
八
六

年
度
で
あ
り
、
Ｃ
Ｇ
Ｉ
（C

o
d
e G

en
era

l d
es Im

p
o
t
：

一
般
租
税
法
典
）
第
二
〇
九
Ｂ
条
に
よ
りS

ch
n
eid
er

社
はP

a
ra
m
er

社
の

利
得
に
つ
い
て
課
税
さ
れ
た
。
こ
の
課
税
が
仏
瑞
租
税
条
約
（
一
九
六
六
年
九
月
九
日
）
に
違
反
す
る
か
が
問
題
と
な

81
）

っ
た
。

一
審
で
は
条
約
違
反
で
な
い
と
さ
れ
た
が
、
二
審
で
は
覆
っ
て
条
約
違
反
で
あ
る
と
さ
れ
、
国
務
院
で
も
条
約
違
反
で
あ
る
と
さ
れ
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た
。二

T
rib
u
n
a
l A

d
m
in
istra

tif d
e P

a
ris

82
）

1995

）

こ
の
事
案
は
国
務
院
が
扱
っ
た
事
案
と
異
な
り
、
一
九
八
一
年
七
月
一
日
〜
一
九
八
三
年
六
月
三
〇
日
の
所
得
が
問
題
と
な
っ
て

83
）

い
る
。
本
件
で
は
原
告
は
仏
瑞
租
税
条
約
第
九
条
に
違
反
す
る
と
主
張

84
）

し
た
。

裁
判
所
は
、
Ｃ
Ｇ
Ｉ
第
二
〇
九
Ｂ
条
第
二
項
の
適
用
除
外
規
定
を
見
た
う
え
で
、P

a
ra
m
er

社
は
ス
イ
ス
市
場
で
産
業
的
・
商
業

的
な
活
動
を
遂
行
し
て
な
く
、
外
国
の
金
融
証
券
を
保
持
す
る
だ
け
で
あ
り
、
ス
イ
ス
に
所
在
す
る
こ
と
が
そ
の
活
動
を
遂
行
す
る
上

で
必
須
（in

d
isp
en
sa
b
le

）
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
な
い
、
と
認
定

85
）

し
た
。
そ
し
て
租
税
条
約
第
九
条
に
よ
っ
て
も
そ
の
他
の
条
文

に
よ
っ
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
法
人
か
ら
当
該
法
人
が
資
本
を
有
す
る
会
社
に
間
接
的
に
移
さ
れ
た
利
得
を
当
該
フ
ラ
ン
ス
法
人
の
所
得
に

加
算
す
る
こ
と
は
、
禁
じ
ら
れ
て
い

86
）

な
い
、
と

87
）

し
た
。

三

T
rib
u
n
a
l A

d
m
in
istra

tif d
e P

a
ris

88
）

1996

）

前
掲
一
九
九
五
年
判
決
と
同
じ
結
論
を
だ
し
た
と
さ

89
）

れ
る
。

四

C
o
u
r A

d
m
in
istra

tiv
e d

’A
p
p
el d

e
90
）

P
a
ris

原
告
は
、P

a
ra
m
er

社
が
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
適
用
除
外
要
件
（
第
二
〇
九
Ｂ
条
第
二
項
）
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
、
及
び
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税

制
の
適
用
（
第
二
〇
九
Ｂ
条
第
一
項
）
が
仏
瑞
租
税
条
約
第
七
条
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
を
主
張

91
）

し
た
。

裁
判
所
は
、
ま
ず
、P

a
ra
m
er

社
の
活
動
は
証
券
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
管
理
だ
け
な
の
で
、
適
用
除
外
要
件
は
満
た
さ
れ
て
い
な

い
と
判
断

92
）

し
た
。

次
に
、
仏
瑞
租
税
条
約
適
用
可
能
性
に
関
し
、S

ch
n
eid
er

社
は
条
約
の
適
用
を
受
け
る
の
で
、
外
税
控
除
方
式
に
よ
り
二
重

93
）

課
税

に
服
し
て
い
な
く
と
も
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
条
約
第
七
条
と
の
不
適
合
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
適
切
で
あ
る
、
と

94
）

し
た
。
そ
し
て
、
条
約

第
七
条
第
一
項
の
規
定
を
見
た
上
で
、
課
税
が
親
会
社
に
対
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、P

a
ra
m
er

社
は
フ
ラ
ン
ス
で
Ｐ
Ｅ
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を
通
じ
て
事
業
を
行
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
条
約
第
七
条
はP

a
ra
m
er

社
が
得
た
利
得
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
課
税
を
妨
げ
る
、
と

95
）

し
た
。
最
後
に
、
租
税
回
避
対
策
と
い
う
目
的
に
よ
り
条
約
の
規
定
を
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と

96
）

し
た
。

五
C
o
n
seil d

’É
ta

ま
ず
、
国
内
法
の
規
定
を
見
る
に
、
Ｃ
Ｇ
Ｉ
第
二
〇
九
Ｂ
条
は
、（
大
臣
が
主
張
す
る
よ
う
な
）
外
国
法
人
か
ら
フ
ラ
ン
ス
居
住
者
た

る
株
主
に
利
得
が
分
配
さ
れ
た
と
見
な
し
た
も
の
に
対
す
る

97
）

課
税
で
は
な
く
、
外
国
法
人
の
事
業
か
ら
生
じ
た
利
得
に
対
す
る
課
税
を

し
よ
う
と
す
る
も
の
で

98
）

あ
る
。

次
に
、
仏
瑞
租
税
条
約
第
七
条
第
一
項
に
い
う
「
利
得
」
は
定
義
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
第
三
条
第
二
項
に
よ
り
国
内
法
の
意
味
に

99
）

よ
る
。
そ
し
て
、
仏
瑞
租
税
条
約
第
七
条
第
一
項
に
よ
り
ス
イ
ス
に
課
税
権
が
帰
属
す
るP

a
ra
m
er

社
の
利
得
と
、
Ｃ
Ｇ
Ｉ
第
二
〇

九
Ｂ
条
に
よ
りS

ch
n
eid
er

社
の
名
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
で
課
税
さ
れ
るP

a
ra
m
er

社
の
利
得
と
は
、
同
一
で

100
）

あ
る
。

ま
た
、
租
税
条
約
の
目
的
が
二
重
課
税
の
除
去
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ス
イ
ス
法
人
の
名
に
お
い
て
で
な
く
そ
の
親
会
社
の
名
に

お
い
て
課
税
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
、
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
を
正
当
化
す
る
も
の
で
も

101
）

な
く
、
仏
瑞
租
税
条
約

第
七
条
に
よ
り
Ｃ
Ｇ
Ｉ
第
二
〇
九
Ｂ
条
の
適
用
が
妨
げ
ら
れ
る
と
い
う
判
断
は
誤
り
で
な
い
。

更
に
、
租
税
回
避
・
脱
税
の
防
止
が
仏
瑞
租
税
条
約
の
目
的
で
あ
っ
て
も
、
明
示
の
規
定
な
し
に
租
税
条
約
上
の
規
定
か
ら
の
逸
脱

は
認
め
ら
れ

102
）

な
い
。

六

政
府
委
員S

tep
h
a
n
e A

u
stry

の
結
論

A
u
stry

の

103
）

結
論
は
、
控
訴
審
判
決
を
破
棄
せ
よ
（
但
し
結
論
に
至
る
前
にP

a
ra
m
er

社
が
優
遇
を
受
け
て
い
た
か
に
つ
い
て
の
審
議
の

機
会
を
設
け
よ
）
と
勧
告
し
て
い
た
。
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
お
り
、
ま
た
、
一
本
調
子
で
控
訴
審
判
決
破
棄

と
い
う
結
論
に
突
き
進
む
も
の
で
は

104
）

な
く
、
相
当
迷
っ
た
末
に
出
さ
れ
た
結
論
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
論
理
の
一
部
に
お
か
し
な
所

が
見
ら
れ
る
も

105
）

の
の
興
味
深
い
議
論
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
紹
介
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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紹
介
開
始
）

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
や
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
有
害
な
租
税
競
争
へ
の
対
策
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。

国
外
に
利
得
が
移
転
し
て
い
っ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
対
策
規
定
が
幾
つ
か
あ
る
。
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
（
Ｃ
Ｇ
Ｉ
第
二
〇
九
Ｂ
条
）
は
、
そ
う
し

た
租
税
回
避
対
策
規
定
と
は
異
な
る
哲
学
に
基
づ
い
て
い
る
。
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
適
用
の
典
型
例
と
は
、
外
国
で
事
業
を
行
な
っ
て
い
る
法
人

が
フ
ラ
ン
ス
に
で
は
な
く
外
国
の
持
株
会
社
に
配
当
を
送
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
は
課
税
繰
延
対
策
で
あ
る
、
と
ア
ン
グ

ロ
・
サ
ク
ソ
ン
で
は
説
明
さ
れ
る
。

Ⅰ
A

租
税
条
約
は
国
内
法
の
適
用
を
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
だ
け
で
あ
り
、
租
税
条
約
だ
け
で
国
内
の
課
税
が
基
礎
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
。

B

従
っ
て
、
租
税
条
約
の
議
論
の
前
に
国
内
法
上
の
課
税
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
か
審
査
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
国
内
法
の
適
用
の
有

無
に
つ
い
て
本
件
で
は
争
い
が
な
い
の
で
裁
判
所
は
考
え
な
く
て
よ
い
。

Ⅱ

そ
こ
で
次
に
条
約
の
問
題
に
移
る
。
大
臣
の
主
張
は
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
課
税
は
フ
ラ
ン
ス
法
人
の
名
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
の

で
租
税
条
約
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
仮
に
条
約
が
適
用
さ
れ
る
と
し
て
も
、
Ｃ
Ｇ
Ｉ
第
二
〇
九
Ｂ
条
の
目
的
は

企
業
の
利
得
に
対
す
る
課
税
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
法
人
の
ス
イ
ス
法
人
へ
の
参
加
に
由
来
す
る
収
入
へ
の
課
税
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。

A

租
税
条
約
は
法
的
二
重
課
税
を
扱
う
と
さ
れ
て
い
る
。
法
的
二
重
課
税
の
定
義
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
・
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ

ン
の
第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
あ
る
。
二
以
上
の
国
が
同
一
の
納
税
者
に
対
し
同
一
の
課
税
対
象
に
関
し
て
同
じ
時
期
に
同
様
の
課
税
を
す
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

⑴

条
約
解
釈
は
文
言
の
み
に
依
拠
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ウ
ィ
ー
ン
条
約
法
条
約
第
三
一
〜
三
三
条
も
参
照
す
べ
き
で
あ
る
。
文
言

の
意
味
が
明
瞭
で
あ
っ
て
も
常
に
条
約
の
目
的
に
照
ら
し
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
厳
格
な
文
言
解
釈
と
い
う
法
理
が
通
用
す
る
の
は
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一
九
九
〇
年
ま
で
で
あ
る
。

⑵

条
約
の
目
的
に
沿
っ
て
解
釈
す
る
と
し
て
も
、
租
税
条
約
の
目
的
が
脱
税
防
止
目
的
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
仮
に
脱

税
防
止
目
的
が
あ
る
と
し
て
も
自
動
的
に
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
が
租
税
条
約
に
適
合
す
る
と
い
う
結
論
に
至
る
わ
け
で
は
な
い
。

租
税
条
約
の
目
的
は
法
的
二
重
課
税
の
排
除
で
あ
る
。
租
税
条
約
は
所
得
の
区
分
に
従
い
居
住
地
国
と
源
泉
地
国
で
課
税
権
を
配
分

す
る
。
二
重
課
税
の
排
除
は
一
般
に
二
国
の
う
ち
一
国
に
課
税
権
を
排
他
的
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
で
達
成
さ

106
）

れ
る
。

B
⑴

課
税
さ
れ
る
の
は
誰
か
と
い
う
問
題
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
国
務
院
は
か
つ
て
、
Ｃ
Ｇ
Ｉ
第
一
一
五
条
の
五
の
適
用
が
フ

ラ
ン
ス
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
租
税
条
約
第
七
条
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
し
た
判
断

107
）

し
た
。
第
一
一
五
条
の
五
は
、
分
配

と
み
な
し
た
も
の
へ
の
課
税
で
あ
り
、
企
業
の
利
得
へ
の
課
税
で
は
な
い
か
ら
と
い
う
理
屈
で
あ
る
。

⑵
⒜

Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
は
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
所
在
地
国
の
課
税
と
の
二
重
課
税
を
認
識
し
て
お
り
、
分
配
と
見
な
し
た
も
の
へ
の
課
税
で
は
な
く

外
国
事
業
の
利
得
へ
の
課
税
を
目
的
と
し
て
い
る
。

⒝

立
法
準
備
資
料
に
よ
れ
ば
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
は
、
親
子
会
社
間
の
参
加
免
税
に
よ
る
二
重
非
課
税
の
防
止
の
た
め
、
と
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
下
で
は
未
配
当
で
も
課
税
す
る
上
、
両
税
制
下
で
は
所
有
割
合
要
件
が
二

108
）

五
％
と
一
〇
％
と
で
異
な

っ
て
い
る
。

Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
は
、
第
二
三
八

109
）

Ａ
条
と
異
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
課
税
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
所
得
へ
の
課
税
で
は
な
い
。

Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
は
自
然
人
に
も
適
用
さ
れ
る
（
Ｃ
Ｇ
Ｉ
第
一
二
三
条
の
二
）。

結
局
、
参
加
に
よ
る
収
入
以
外
に
対
す
る
課
税
を
目
的
と
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
外
国
法
人
の
利
得
を
参
照
し
て
い
る
こ

と
は
み
な
し
分
配
の
額
の
算
定
を
可
能
と
す
る
目
的
以
外
の
目
的
を
有
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ

110
）

な
い
。

⑶

も
し
大
臣
の
主
張
を
受
け
入
れ
て
仏
瑞
租
税
条
約
第
七
条
が
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
を
妨
げ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
条
約
の
他
の
規
定
も
調
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べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⒜

み
な
し
配
当
は
仏
瑞
租
税
条
約
第
一

111
）

一
条
に
い
う
配
当
に
あ
た
ら
な
い
。
従
っ
て
配
当
条
項
の
問
題
で
は
な
い
。

⒝

他
の
条
文
の
問
題
と
で
き
な
い
の
で
、
仏
瑞
租
税
条
約
第
二

112
）

三
条
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
と
、
居
住
地
国
の
課
税
は
妨
げ
ら
れ

て
い
な
い
の
で
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
適
用
は
可
能
で
あ
る
。

C
⑴

仏
瑞
租
税
条
約
第
七
条
と
第
五
条
と
を
合
わ
せ
て
読
む
と
、
Ｐ
Ｅ
を
通
じ
て
実
現
し
た
利
得
以
外
に
課
税
は
で
き
な
い
、
と
い
う

こ
と
と
な
る
。

⑵
⒜

も
し
Ｃ
Ｇ
Ｉ
第
二
〇
九
Ｂ
条
がP
a
ra
m
er

社
の
名
に
お
い
て
課
税
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
疑
い
な
く
仏
瑞
租
税
条
約
第
七
条

が
そ
う
し
た
課
税
の
障
害
と
な
る
。

⒝

し
か
し
ス
イ
ス
法
人
の
名
に
お
い
て
課
税
し
て
い
る
か
の
解
釈
は
難
し
い
。

な
お
、
本
件
で
ス
イ
ス
法
人P

a
ra
m
er

社
を
フ
ラ
ン
ス
法
人S

ch
n
eid
er

社
の
Ｐ
Ｅ
（
代
理
人
Ｐ
Ｅ
）
と
し
て
扱
う
こ
と
は
、

無
理
で
あ
る
。

S
ch
n
eid
er

社
が
直
接
に
実
現
し
た
わ
け
で
は
な
い
利
得
は
、
仏
瑞
租
税
条
約
第
七
条
の
恩
恵
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
か
。
参
考
例

と
し
て
、
非
居
住
カ
ナ
ダ
法
人
が
フ
ラ
ン
ス
の
透
明
な

113
）

組
織
に
参
加
し
て
い
た
と
い
う
事
例
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
・
カ
ナ
ダ
租
税
条

約
第
七
条
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
企
業
が
自
身
で
実
現
し
た
利
得
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
当
該
透
明
な
組
織
が
フ
ラ

ン
ス
に
お
け
る
活
動
か
ら
得
た
利
得
の
一
部
を
受
け
取
る
場
合
に
は
、
適
用
さ
れ
な
い
、
と
判
断
さ

114
）

れ
た
。
こ
れ
と
対
称
的
に
考
え

て
い
く
と
、
ス
イ
ス
法
人
を
通
じ
て
実
現
し
た
利
得
に
つ
い
て
フ
ラ
ン
ス
企
業
へ
の
課
税
を
フ
ラ
ン
ス
だ
け
に
帰
属
さ
せ
る
、
と
い

う
結
果
を
仏
瑞
租
税
条
約
第
七
条
は
も
た
ら
さ
な
い
。

Ⅲ

も
し
控
訴
審
を
覆
す
な
ら
ば
、P

a
ra
m
er

社
が
優
遇
税
制
に
浴
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
、S

ch
n
eid
er

社
に
主
張
の
機
会
を
設
け
る
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べ
き
で
あ
る
。

Ⅳ

⑴

裁
判
所
は
条
約
と
国
内
法
の
関
係
に
注
意
し
て
解
釈
を
示
す
必
要
が
あ
る
。

⑵

一
九
九
三
年
の
法
改
正
や
一
九
九
七
年
の
仏
瑞
租
税
条
約
プ
ロ
ト
コ
ル
は
考
え
な
く
て
よ
い
。

⑶

も
し
控
訴
審
を
覆
し
た
な
ら
ば
、
国
務
院
は
、
フ
ラ
ン
ス
企
業
か
ら
事
業
上
の
融
通
性
を
奪
う
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
非
難
を
浴

び
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
同
様
の
立
法
例
は
多
く
の
国
に
見
ら
れ
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
は
租
税
条
約
に
適
合
し
て
な
い
と
い
う
結
論
は

出
て
い
な
い
。
英
国
に
お
け
るB

rico
m

事
件
に
お
い
て
も
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｉ
Ｆ
Ａ
に
お
い
て
も
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
お
い
て
も
多
数
派
は

租
税
条
約
に
適
合
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。

紹
介
終
わ
り
）

第
四
款

3 S
u
isse In

tern
a
tio
n
a
l

115
）

事
件

こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
法
人
た
る3

S
u
isse In

tern
a
tio
n
a
l

社
の
一
九
九
三
〜
九
五
年
の
課
税
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
原
告
は
ベ
ル

ギ
ー
と
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
に
そ
れ
ぞ
れ3

S
u
isses C

o
o
rd
in
a
tio
n C

en
ter

と3
S
u
isses d

e R
e

を
有
し
て
い
た
。
裁
判
所
は
、
フ

ラ
ン
ス
・
ベ
ル
ギ
ー
租
税
条
約
（
一
九
六
四
年
三
月
一
〇
日
）
第
四
条
第
一
項
及
び
フ
ラ
ン
ス
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
租
税
条
約
（
一
九
五

八
年
四
月
一
日
）
第
四
条
第
一
項
（
と
も
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
第
七
条
第
一
項
に
相
当
）
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の

適
用
が
妨
げ
ら
れ
る
と
し
た
。
前
掲
国
務
院
判
決
と
同
様
、
二
重
課
税
の
除
去
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
親

会
社
の
名
に
お
い
て
課
税
さ
れ
て
い
る
か
ら
条
約
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
正
当
化
し
な
い
、
と
論
じ
て

116
）

い
る
。

国
務
院
判
決
以
前
の
裁
判
例
は
ど
れ
も
ス
イ
ス
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
事
例
を
扱
っ
て
い
た
が
、
仏
瑞
租
税
条
約
第
七
条
第
一
項
が

フ
ラ
ン
ス
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
適
用
を
妨
げ
る
と
い
う
論
理
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
締
結
し
て
い
る
そ
の
他
の
租
税
条
約
に
も
同
じ
よ
う
に
当
て
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は
ま
る
で
あ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
て
い
た
。
本
件
で
は
こ
の
予
想
の
通
り
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

第
五
款

そ

の

後

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
下
級
審
レ
ベ
ル
で
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
租
税
条
約
適
合
性
が
争
わ
れ
て
き
た
が
、S

ch
n
eid
er

事

件
国
務
院
判
決
を
以
っ
て
（
判
決
へ
の
賛
否
は
あ
ろ
う
も
の
の
）
事
実
上
議
論
は
終
わ
っ
た
と
さ

117
）

れ
る
。
と
は
い
え
、
二
〇
〇
二
年
国
務

院
判
決
の
後
す
ぐ
に
政
府
が
法
改
正
で
対
応
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
政
府
は
何
か
の
動
き
を
待
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
二
〇
〇
三

年
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
の
改
訂
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
戦
略
は
賢
明
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
っ
た
皮
肉
と
も
受
け
取
る
こ
と

の
で
き
る
記
述
も
見
ら

118
）

れ
る
。
し
か
し
、3

S
u
isse In

tern
a
tio
n
a
l

事
件
で
も
課
税
側
が
敗
れ
た
た
め
、
二
〇
〇
六
年
に
政
府
は
Ｃ

Ｇ
Ｉ
二
〇
九
Ｂ
条
を
改
正
し
た
。

第
四
節

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

裁
判
例
で
は
な
い
が
、
二
〇
〇
五
年
四
月
四
日
にS

k
a
ttera

ttsn
a
m
n
d
en

（C
o
u
n
cil fo

r A
d
v
a
n
ce
 
T
a
x
 
R
u
lin
g
s

）
が
二
つ
の

a
d
v
a
n
ce ru

lin
g

を
出
し
た
と
報
道
さ
れ
て

119
）

い
る
。
な
お
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、a

d
v
a
n
ce ru

lin
g

は
課
税
庁
を
拘
束
し
、
納
税

者
を
拘
束
し
な
い
、
と
あ
る
。

内
容
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
Ｅ
Ｃ
条
約
第
四
三
条
の
設
立
の
自
由
及
び
第
五
六
条
の
資
本
移
動

の
自
由
に
違
反
し
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
締
結
し
て
い
る
租
税
条
約
、
就
中
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
及
び
ス
イ
ス
と
の
租
税
条
約
に
は
違
反
し

な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

一
件
目
は
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
子
会
社
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
り
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
適
用
は
前
述
の
設
立
の
自
由
に
違
反
す
る
、
と
い

う
結
論
で
あ
る
。
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二
件
目
は
ス
イ
ス
子
会
社
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
り
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
適
用
は
資
本
移
動
の
自
由
に
違
反
す
る
が
、
Ｅ
Ｕ
外
の
国
に

関
し
て
は
租
税
回
避
防
止
と
い
う
目
的
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
結
論
で
あ
る
。
ま
た
、
租
税
条
約
に
も
違
反
し
な
い
、
と
い

う
結
論
で
あ
る
。

10
）

B
rico

m
 
H
o
ld
in
g
s L

td v
s.
IR
C
, ［
1997］

S
T
C
1179, ［

1997］
70
T
C
272.

11
）

ca
se,

K
H
O
596/2002

(2002:
26),

20
M
a
rch

2002,K
o
rk
ein h

a
llin

to
-o
ik
eu
s
(S
u
p
rem

e A
d
m
in
istra

tiv
e C

o
u
rt o

f F
in
la
n
d
):a

lso
 

rep
o
rted in

4
In
tern

a
tio
n
a
l T

a
x L

a
w
 
R
ep
o
rts

1009-1076
(2002).

な
お
本
稿
は
英
訳
に
依
拠
し
て
い
る
。A

 
O
y
j A

b
p

は
固
有
名
詞
で
は
な
い
の
でA

 
O
y
j

 
A
b
p

事
件
と
呼
ぶ
こ
と
は
若
干
奇
異
で
あ
る
が
、
匿
名
化
さ
れ
て
お
り
他
の
呼
び
方
が
な
い
の
で
こ
う
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

12
）

ca
se,

C
o
n
seil d

’É
ta
,
28
ju
in
2002,

N
232

276,
R
ev
u
e d

e Ju
risp

ru
d
en
ce F

isca
le,

10/02,
n
1080,

p
p
. 786-789:

R
ev
u
e d

e D
ro
it

 
F
isca

l,
2002,

n
28,

p
. 1029; 4

In
tern

a
tio
n
a
l T

a
x
 
L
a
w
 
R
ep
o
rts

1077-1130.
C
f.
M
a
rcellin

 
N
.
M
b
w
a
-M

b
o
m
a
,
N
ew
s A

n
a
ly
sis:

F
ra
n
ce -

S
w
itzerla

n
d T

rea
ty O

v
errid

es C
F
C
 
R
eg
im
e,
F
ren

ch T
a
x C

o
u
rt R

u
les,

27
T
a
x N

o
tes In

tern
a
tio
n
a
l
143

(8
Ju
ly
2002)

(2002
W
T
D
127-1);

P
ierre -Y

v
es B

o
u
rto

u
ra
u
lt
&
M
a
rcellin N

.
M
b
w
a
-M

b
o
m
a
,
F
ren

ce H
ig
h T

a
x C

o
u
rt co

n
firm

s th
a
t th

e fo
rm
er F

ra
n
ce -S

w
itzerla

n
d T

a
x

 
T
rea

ty
 
o
v
errid

es th
e
 
F
ren

ch
 
C
F
C
 
leg

isla
tio
n
,
In
terta

x
,
v
o
l. 30,

issu
e
12,

2002,
p
. 493;

P
a
trick

 
D
o
n
sim

o
n
i,
S
ch
n
eid

er C
a
se
 
C
la
rifies

 
A
p
p
lica

tio
n o

f T
a
x T

rea
ties to F

ren
ch C

o
m
p
a
n
ies,

27
T
a
x N

o
tes In

tern
a
tio
n
a
l
1063

(26
A
u
g
u
st
2002);

G
u
tm
a
n
n
,
et a

l.,
n
o
te
118.

13
）

英
国
で
は
伝
統
的
に
所
得
課
税
と
譲
渡
益
課
税
が
別
立
て
で
あ
る
。
英
国
の
法
人
税
法
に
お
い
て
、p

ro
fit

（
利
得
）
はin

co
m
e

（
所
得
）
とg

a
in

（
キ
ャ
ピ
タ

ル
・
ゲ
イ
ン
、
譲
渡
益
）
を
足
し
合
わ
せ
た
も
の
を
指
す
。g

a
in

は
原
則
と
し
てC

a
p
ita
l G

a
in
s T

a
x
 
A
ct

（
譲
渡
益
税
法
）
に
従
っ
て
算
出
さ
れ
る
。
但
し
、
Ｃ

Ｆ
Ｃ
税
制
に
お
い
て
はp

ro
fit

の
計
算
に
あ
た
りg

a
in

が
足
し
合
わ
さ
れ
な
い
。

14
）［

1997］
S
T
C
 
a
t
1185,

p
a
ra
g
ra
p
h
15.

15
）［

1997］
S
T
C
 
a
t
1185,

p
a
ra
g
ra
p
h
15.

16
）［

1997］
S
T
C
 
a
t
1185-1186,

p
a
ra
g
ra
p
h
16.

17
）［

1997］
S
T
C
 
a
t
1186,

p
a
ra
g
ra
p
h
17.

18
）［

1997］
S
T
C
 
a
t
1187,

p
a
ra
g
ra
p
h
s
21-23.

19
）［
1997］

S
T
C
 
a
t
1189,

p
a
ra
g
ra
p
h
s
27.

20
）

第
七
八
八
条
以
下
のP

a
rt X

V
III

は
租
税
条
約
の
救
済
を
国
内
で
効
力
あ
ら
し
め
る
規
定
。

21
）［

1997］
S
T
C
 
a
t
1192.

22
）［

1997］
S
T
C
 
a
t
1192-1193.

23
）［

1997］
S
T
C
 
a
t
1193.
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24
）［

1997］
S
T
C
 
a
t
1194.

25
）［

1997］
S
T
C
 
a
t
1194.

26
）［

1997］
S
T
C
 
a
t
1194.

27
）［

1997］
S
T
C
 
a
t
1195.

28
）［

1997］
S
T
C
 
a
t
1195.

29
）［

1997］
S
T
C a

t
1196.

但
し
こ
の
論
点
に
関
し
て
は
、M

illet

の
私
見
と
し
て
、S

p
ecia

l C
o
m
m
issio

n
ers

は
誤
っ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。

30
）

IC
T
A
1988,

P
a
rt X

V
III,

788
et seq

.

31
）［

1997］
S
T
C
 
a
t
1190.

32
）

C
f.
L
a
n
g
,
ed
.,
n
o
te
8,
p
p
. 629-631

(n
a
tio
n
a
l rep

o
rt U

K
:
M
o
n
u
h
a
r U

lla
h
).

33
）

C
f.
L
a
n
g
,
ed
.,
n
o
te
8,
p
p
. 629.

34
）

英
訳
はT

h
e A

ct o
n th

e T
a
x
a
tio
n o

f S
h
a
reh

o
ld
ers o

f C
o
n
tro

lled F
o
reig

n C
o
m
p
a
n
ies

（
被
支
配
外
国
法
人
の
株
主
の
課
税
に
関
す
る
法
律
）。

35
）

以
上
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
、4

IT
L
R
1043-1045

よ
り
。

36
）

本
稿
の
四
段
落
後
を
参
照
。

37
）

第
二
章
第
三
節
第
二
款
で
後
述
。

38
）

以
上
のA

 
O
y
j A

b
p

の
主
張
に
つ
い
て
、4

IT
L
R
1046-1049

よ
り
。
そ
の
後
に
続
く
Ｅ
Ｃ
法
に
関
す
る
主
張
は
割
愛
す
る
。

39
）

E
C
J,
C
a
se C

-336/96.

40
）

註
（
38
）
の
後
か
ら
こ
こ
ま
で
のA

 
O
y
j A

b
p

の
主
張
に
つ
い
て
、4

IT
L
R
1053-1056

よ
り
。
そ
の
後
に
続
く
Ｅ
Ｃ
法
に
関
す
る
主
張
は
割
愛
す
る
。

41
）

後
で
論
ず
る
よ
う
に
、
財
務
省
の
こ
の
主
張
で
充
分
に
納
税
者
に
対
す
る
反
論
と
な
っ
て
い
る
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。

42
）

こ
れ
は
、L

a
n
g

論
文
の
議
論
と
同
じ
で
あ
る
。

43
）

以
上
の
財
務
省
の
主
張
に
つ
い
て
、4

IT
L
R
1049-1052

よ
り
。
そ
の
後
に
続
く
Ｅ
Ｃ
法
に
関
す
る
主
張
は
割
愛
す
る
。

44
）

4
IT
L
R
1061.

45
）

4
IT
L
R
1061.

46
）

4
IT
L
R
1061.

47
）

4
IT
L
R
1062.

48
）

4
IT
L
R
1064.

49
）

4
IT
L
R
1064.

50
）

4
IT
L
R
1064.

51
）

4
IT
L
R
1064-1065.
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52
）

4
IT
L
R
1065.

53
）

4
IT
L
R
1067.

な
お
何
故
納
税
者
側
が
指
摘
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
例
を
無
視
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

54
）

こ
こ
を
出
発
点
と
す
る
こ
と
は
論
理
展
開
と
し
て
誤
り
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
本
件
で
は
条
約
に
定
義
が
な
い
と
し
て
議
論
を
進
め
て
い
る
た
め
結
論
に
影
響
し

て
い
な
い
が
、
仮
に
条
約
に
定
義
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
国
内
法
が
ど
う
定
義
付
け
て
い
よ
う
と
も
条
約
上
の
定
義
に
従
っ
た
所
得
の
性
質
決
定
が
優
先
さ
れ
る
筈
だ
か
ら

で
あ
る
。

55
）

4
IT
L
R
1067-1068.

56
）

4
IT
L
R
1068.

な
お
、
租
税
条
約
に
お
け
る
配
当
の
範
囲
を
画
す
に
当
た
り
国
内
法
の
会
社
法
上
の
利
得
の
分
配
の
意
義
を
参
照
す
べ
き
か
に
つ
い
て
議
論
の
余

地
が
あ
る
（
租
税
条
約
に
お
け
る
配
当
を
広
く
解
す
見
解
も
あ
る
）
が
、
こ
こ
で
は
深
入
り
し
な
い
。

57
）

4
IT
L
R
1068.

58
）

4
IT
L
R
1069.

59
）

4
IT
L
R
1069-1070.

60
）

4
IT
L
R
1070-1071.

61
）

4
IT
L
R
1071.

62
）

4
IT
L
R
1071.

63
）

4
IT
L
R
1072.

64
）

4
IT
L
R
1072.

65
）

4
IT
L
R
1073.

判
決
文
か
ら
は
財
務
省
が
資
本
輸
出
中
立
性
に
言
及
し
た
こ
と
が
伺
わ
れ
な
い
が
、
実
際
に
は
財
務
省
が
資
本
輸
出
中
立
性
に
も
言
及
し
て
い
た

と
こ
ろ
判
決
文
の
中
で
財
務
省
の
主
張
を
ま
と
め
る
際
に
削
ら
れ
た
だ
け
な
の
か
、
財
務
省
が
初
め
か
ら
主
張
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
を
裁
判
所
が
補
っ
た
の
か
、
判
然

と
し
な
い
。

な
お
Ｅ
Ｃ
法
に
関
す
る
部
分
は
割
愛
す
る
。

66
）

問
題
の
ベ
ル
ギ
ー
・
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
租
税
条
約
の
締
結
が
一
九
七
六
年
五
月
一
八
日
で
あ
っ
て
、
一
九
九
二
年
以
前
で
あ
る
が
、
問
題
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。

67
）

原
文
で
は
第
二
三
〜
二
六
パ
ラ
グ
ラ
フ
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
で
は
第
二
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
か
ら
関
連
す
る
議
論
が
始
ま
っ
て
い
る
。

68
）

結
論
に
影
響
す
る
部
分
で
は
な
い
が
、
裁
判
所
が
完
全
に
課
税
庁
の
主
張
を
受
け
入
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
課
税
庁
（
及
び
通
達
）
は
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ

税
制
に
よ
っ
て
課
税
さ
れ
る
所
得
は
擬
制
配
当
で
あ
る
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
裁
判
所
は
事
業
所
得
で
あ
る
と
し
て
い
た
。

69
）

M
ich

a
el L

a
n
g
,
C
F
C
 
L
eg
isla

tio
n a

n
d d

o
u
b
le ta

x trea
ties,

B
u
lletin IB

F
D
,
F
eb
ru
a
ry
2003,

p
p
. 51,

52-53.

ま
た
、L

a
n
g
,
ed
.,
n
o
te
8,
p
. 207

(n
a
tio
n
a
l rep

o
rt F

in
la
n
d
:
M
a
rja
a
n
a
 
H
elm

in
en
)

で
は
、
条
約
違
反
と
い
う
意
見
が
国
際
的
に
強
く
な
っ
た
ら
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
行
政
最
高
裁
判
所
も
判
例
変

更
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
報
告
者
な
り
の
皮
肉
で
あ
る
の
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。

70
）

L
a
n
g
,
n
o
te
69,

p
. 58.

フ
ラ
ン
ス
国
務
院
判
決
の
論
理
の
批
判
に
つ
い
て
本
稿
第
五
章
第
二
節
第
一
款
参
照
。
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71
）

L
a
n
g
,
ed
.,
n
o
te
8,
p
p
. 206-207.

72
）

4
IT
L
R
1050.

73
）

尤
も
、
そ
の
後
で
「
租
税
条
約
の
条
文
は
一
方
の
締
約
国
が
当
該
一
方
締
約
国
の
居
住
者
た
る
課
税
対
象
者
に
関
し
て
、
所
得
を
何
か
別
の
形
態
の
所
得
と
し
て
性

質
付
け
す
る
権
利
を
、
制
約
し
て
い
な
い
」
と
続
け
て
い
る
部
分
に
は
、
疑
問
が
残
る
。
租
税
条
約
が
所
得
区
分
に
応
じ
た
課
税
権
配
分
を
設
定
し
て
い
る
た
め
、
所
得

の
性
質
は
租
税
条
約
が
扱
っ
て
い
る
事
項
な
の
で
は
な
い
か
。

74
）

Ｅ
Ｃ
法
に
つ
い
て
の
結
論
が
疑
問
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、4

IT
L
R
1010-1011

のed
ito
r’s n

o
te

で
は
、「
と
り
わ
け
、
事
件
を
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
送
付
し
な
か

っ
た
の
は
、
疑
問
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

75
）

ca
se,

T
rib
u
n
a
l A

d
m
in
istra

tif d
e S

tra
sb
o
u
rg
,
12

d
ecem

b
re

1996,
N

91-58,
(1997/98)

1
O
ffsh

o
re F

in
a
n
cia

l L
a
w

 
R
ep
o
rts

20.
O
F
L
R

で
は
、
こ
の
事
件
とS

ch
n
eid

er

事
件
判
決
（
一
九
九
五
年
）
と
が
同
時
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
関
連
条
文
及
び
結
論
の
違
い
が
注
目
さ
れ

て
い
る
。
な
お
こ
の
判
例
集
で
は
時
系
列
に
逆
ら
っ
てS

tra
fo
r
 
F
a
co
m

事
件
が
先
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
判
例
集
の
編
集
者
がS

tra
fo
r

 
F
a
co
m

事
件
判
決
を
支
持
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
の
表
れ
で
あ
ろ
う
か
。

76
）

現
在
は
五
〇
％
と
い
う
要
件
に
な
っ
て
い
る
。

77
）

1
O
F
L
R
22.

78
）

1
O
F
L
R
24.

79
）

-
ca
se,

T
rib
u
n
a
l A

d
m
in
istra

tif d
e P

o
itiers,

25
fev

rier
1999,

N
96-684,

R
ev
u
e d
e D

ro
it F

isca
l,
1999,

n
o
27,

co
m
m
551;

(1998/99)
1
In
tern

a
tio
n
a
l T

a
x L

a
w
 
R
ep
o
rts

833.

80
）

1
IT
L
R
836.

81
）

4
IT
L
R
1077.

82
）

ca
se
(1995),

T
rib
u
n
a
l A

d
m
in
istra

tif d
e P

a
ris,

21
n
o
v
em
b
re
1995,

N
92-7093,

(1997/98)
1
O
ffsh

o
re F

in
a
n
cia

l L
a
w
 
R
ep
o
rts

20.

83
）

国
務
院
判
決
及
び
そ
の
原
審
を
紹
介
し
て
い
る4

IT
L
R
1077

及
び3

IT
L
R
529

のed
ito
r’s n

o
te

で
は
、
一
審
判
決
と
し
て1

O
F
L
R
27

に
言
及
し
て
い
る

が
、
一
九
八
六
年
度
の
所
得
に
関
す
る
一
九
九
六
年
二
月
一
三
日
判
決
と
の
関
係
は
説
明
さ
れ
て
な
い
。

84
）

1
O
F
L
R
27.

85
）

1
O
F
L
R
29.

86
）

こ
こ
に
は
二
つ
興
味
深
い
点
が
あ
る
。
第
一
に
、
第
九
条
の
み
な
ら
ず
「
そ
の
他
の
条
文
に
よ
っ
て
も
」
と
し
て
い
る
の
で
、
間
接
的
に
第
七
条
も
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の

障
害
と
な
ら
な
い
と
裁
判
所
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
但
し
第
九
条
以
外
に
つ
い
て
の
議
論
は
見
当
た
ら
な
い
。
裁
判
所
が
深
慮
の
上
に
そ
の
後
の
第
七
条

に
ま
つ
わ
る
国
務
院
判
決
等
の
議
論
を
も
封
ず
る
つ
も
り
で
い
た
の
か
は
、
不
分
明
で
あ
る
。
第
二
に
、
親
会
社
か
ら
子
会
社
に
「
間
接
的
に
移
さ
れ
た
利
得
（b

en
e-

fices in
d
irectem

en
t tra

n
sferes

）」
の
加
算
が
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
論
じ
て
い
る
の
で
、
そ
の
他
の
利
得
の
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
に
よ
る
加
算
は
論
じ
て
い
な
い
（
こ
れ
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は
租
税
条
約
違
反
と
な
る
可
能
性
が
残
る
）、
と
い
う
含
み
が
あ
る
と
読
む
余
地
も
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
但
し
、P

a
ra
m
er

社
の
業
務
全
般
に
つ
い
て
ス
イ
ス
に
所
在
す

る
必
要
性
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
間
接
的
に
移
さ
れ
た
」
と
い
う
表
現
は
移
転
価
格
に
よ
る
も
の
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
か
な
り
広
範
囲
の

租
税
回
避
（
軽
課
税
国
に
持
株
会
社
を
設
立
す
る
だ
け
な
ら
ば
一
般
に
い
う
租
税
回
避
と
い
い
が
た
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
し
た
設
計
も
広
く
含
め
て
）
を
念
頭
に

置
い
て
い
る
、
と
も
読
む
余
地
も
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
判
決
文
中
に
は
幾
つ
か
興
味
深
い
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
射
程
は
直
ち
に
は
判
然
と
し
な
い
。

87
）

1
O
F
L
R
30.

88
）

T
rib
u
n
a
l A

d
m
in
istra

tif d
e P

a
ris,

13
fev

rier
1996.

後
掲
控
訴
審
判
決
及
び
そ
の
関
連
文
献
を
見
る
と
、
一
審
に
つ
い
て
は
日
付
が
書
か
れ
て
あ
る
の
み
で

事
件
番
号
や
掲
載
誌
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
一
九
九
五
年
一
一
月
二
一
日
判
決
の
方
だ
け
参
照
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

89
）

4
IT
L
R
1087.

90
）

C
o
u
r A

d
m
in
istra

tiv
e d

’A
p
p
el d

e P
a
ris,

30
ja
n
v
ier

2001,
N

96-1408,
3
In
tern

a
tio
n
a
l T

a
x L

a
w
 
R
ep
o
rts

529-555;
D
F
2001,

n
o
10,

co
m
m

207
(n
o
te P

a
trick D

ib
o
u
t ).

91
）

原
告
は
、
第
九
条
、
第
五
条
第
七
項
、
第
七
条
第
一
項
と
い
う
三
つ
の
条
文
と
の
不
適
合
性
を
主
張
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
第
九
条
及
び
第
五
条
第
七
項
に
関
す

る
主
張
は
斥
け
る
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
る
（3

IT
L
R
540

）。

92
）

3
IT
L
R
532-533.

93
）

法
的
二
重
課
税
と
も
経
済
的
二
重
課
税
と
も
明
言
し
て
い
な
い
が
、
外
税
控
除
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法
的
二
重
課
税
が
な
い
と
い
う
こ
と
の
み
な
ら
ず
経

済
的
二
重
課
税
が
な
い
こ
と
も
意
図
し
て
い
る
も
の
と
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。

94
）

3
IT
L
R
533.

95
）

3
IT
L
R
533-534.

96
）

3
IT
L
R
534.

と
こ
ろ
で
、
控
訴
審
で
は
、
政
府
委
員D

a
n
iel M

o
rtelecq

の
結
論
（3

IT
L
R
534-543,

546-555

）
も
、
パ
リ
行
政
裁
判
所
一
九
九
六
年
二
月

一
三
日
判
決
を
破
棄
せ
よ
、
と
し
て
い
る
。
後
掲
国
務
院
判
決
で
は
、
政
府
委
員
の
結
論
と
判
決
の
結
論
が
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
後
掲
国
務
院
判
決
の
政
府
委
員
の

結
論
と
比
較
す
る
と
、
比
較
的
一
本
調
子
で
議
論
が
進
ん
で
い
る
。

97
）

ca
se,

C
o
n
seil d

’É
ta
,
31
ja
n
v
ier

2001,
N

199
543,

R
JF

4/01,
n
o
489

に
お
い
て
、
Ｃ
Ｇ
Ｉ
第
一
一
五
条
の
五
（
外
国
法
人
の
フ
ラ
ン

ス
に
お
け
る
事
業
利
得
が
分
配
さ
れ
た
も
の
と
見
な
し
て
課
税
す
る
規
定
）
の
適
用
に
関
し
、
国
務
院
は
、
フ
ラ
ン
ス
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
租
税
条
約
第
七
条
（
仏
瑞
租
税
条

約
第
七
条
に
相
当
）「
の
規
定
は
利
得
の
分
配
の
性
質
を
有
す
る
所
得
に
は
適
用
さ
れ
な
い
」（R

JF
4/01,

p
. 338

）
と
判
示
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が
、S

ch
n
eid

er

事
件
に
お
い
て
大
臣
が
利
得
の
分
配
と
主
張
し
た
背
景
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。C

f.
4
IT
L
R
1093-1094,

1119.

98
）

4
IT
L
R
1081.

99
）

4
IT
L
R
1082.

後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
技
術
的
な
勘
違
い
が
あ
る
、
と
浅
妻
は
考
え
て
い
る
。

100
）

4
IT
L
R
1082.

後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
点
に
つ
い
てL

a
n
g

論
文
等
の
反
論
が
あ
る
。
浅
妻
は
、
こ
の
点
は
議
論
の
余
地
の
あ
る
領
域
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

101
）

4
IT
L
R
1082.

こ
れ
は
少
し
分
か
り
に
く
い
表
現
で
あ
る
が
、
ス
イ
ス
法
人
で
は
な
く
フ
ラ
ン
ス
親
会
社
が
課
税
さ
れ
る
の
で
条
約
が
除
去
し
よ
う
と
す
る
二
重
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課
税
の
問
題
で
は
な
い
、
と
す
る
主
張
へ
の
反
駁
で
あ
る
。

102
）

4
IT
L
R
1082.

103
）

4
IT
L
R
1083-1105,

1109-1130.
104
）

註
（
96
）
参
照
。

105
）

註
（
106
）
参
照
。

106
）

こ
の
後
で
第
六
条
（
不
動
産
条
項
）
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
る
が
、
議
論
に
誤
り
が
あ
る
。
第
六
条
は
源
泉
地
国
の
課
税
権
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
が
、A

u
stry

は
居
住
地
国
の
課
税
が
許
さ
れ
な
く
な
る
と
ま
で
述
べ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
第
六
条
に
居
住
地
国
の
課
税
を
妨
げ
る
規
定
は
な
く
、
規
定
が
な
い
以
上
、
居
住

地
国
に
お
け
る
課
税
は
国
外
所
得
免
税
制
度
の
問
題
を
除
き
可
能
で
あ
る
。

こ
の
箇
所
に
限
ら
ず
、
一
国
に
課
税
権
を
排
他
的
に
帰
属
さ
せ
る
、
と
い
う
理
解
に
基
づ
い
た
誤
っ
た
議
論
が
散
見
さ
れ
る
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
第
二
三
Ａ

条
の
国
外
所
得
免
税
の
効
果
と
第
六
条
〜
第
二
一
条
の
効
果
と
を
混
同
し
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
或
い
は
欧
州
の
論
者
の
議
論
を
見
て
い
る
と
、
時
折
こ
う
し
た
誤
解
に
基
づ
い
た
も
の
と
見
受
け
ら
れ
る
奇
妙
な
議
論
に
出
会
う
こ
と
が
あ
る
（cf.

L
a
n
g
,
ed
.,
n
o
te
8,
p
p
. 241-242:

n
a
tio
n
a
l rep

o
rt F

ra
n
ce

）。
こ
う
し
た
誤
解
は
、
全
世
界
所
得
課
税
・
外
国
税
額
控
除
制
度
を
基
本
と
す
る
日
本
や
ア
メ
リ
カ
等

と
異
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
が
国
外
所
得
免
税
を
基
本
と
し
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
推
測
さ
れ
る
。
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
う
し
た
誤
解
が
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
誤
解
は
誤
解
で
あ
る
。

107
）

註
（
97
）
参
照
。

108
）

現
在
は
五
〇
％
。

109
）

い
わ
ゆ
る
過
小
資
本
税
制
。

110
）

A
u
stry

の
結
論
は
相
当
迷
っ
た
末
に
書
か
れ
た
も
の
と
見
受
け
ら
れ
、
ど
こ
が
決
め
手
で
あ
る
の
か
分
か
り
に
く
い
が
、
敢
え
て
決
め
手
を
探
す
な
ら
ば
こ
こ
で

は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

111
）

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
第
一
〇
条
に
相
当
す
る
。

112
）

い
わ
ゆ
る
ブ
ラ
シ
条
項
（
履
き
捨
て
ら
れ
た
残
り
物
）。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
第
二
一
条
（
日
本
で
は
そ
の
他
所
得
条
項
と
言
わ
れ
る
）
に
相
当
す
る
。

113
）

Ｇ
Ｉ
Ｅ
（g

ro
u
p
em
en
t d

’in
teret eco

n
o
m
ic

）
と
い
う
組
織
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
下
で
法
人
格
を
有
す
る
が
、
Ｃ
Ｇ
Ｉ
第
二
三
九
条
の
四
に
よ
り
税
務
上
は
透

明
扱
い
さ
れ
る
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（1

O
F
L
R
399

）。

114
）

ca
se,

C
o
n
seil d

’É
ta
,
4
a
v
ril

1997,
N

144
211,

(1997)
1
O
F
L
R
399,

R
JF

5/97,
n
o
424.

こ
の
類
の
問
題
は
第
五
条
の
Ｐ
Ｅ
の
認
定
問
題

と
し
て
論
じ
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
（
参
照
、
浅
妻
章
如
「
Ｐ
Ｅ
・
代
理
人
Ｐ
Ｅ
に
帰
属
す
る
利
得
と
所
得
の
地
理
的
割
当
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
八
七
号
一
二
六

一
三
〇
頁
二
〇
〇
五
年
四
月
一
日
、U

n
g
er v

.
C
o
m
m
issio

n
er,

936
F
.
2
d
1316

(D
.C
.
C
ir.

1991)

）、
第
七
条
の
適
用
範
囲
の
問
題
と
し
て
処
理
し
た
こ
の
国
務

院
判
決
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
興
味
深
い
（
念
の
た
め
に
述
べ
る
が
、
興
味
深
い
、
と
い
う
の
は
、
首
肯
で
き
る
、
と
い
う
意
味
で
は
な
い
）。
な
お
、
第
七
条
が
適
用
さ
れ
な

い
（
そ
し
てK

in
g
ro
u
p

事
件
判
決
で
は
第
一
〇
条：

配
当
条
項
及
び
第
一
二
条：

使
用
料
条
項
も
適
用
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る
）
と
し
て
も
、
第
二
一
条：

そ
の
他
所
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得
条
項
の
問
題
と
な
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
結
局
の
と
こ
ろ
フ
ラ
ン
ス
は
課
税
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
直
感
的
に
は
考
え
ら
れ
る
が
、
第
二
一

条
の
問
題
は
審
査
さ
れ
て
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
納
税
者
側
の
主
張
の
仕
方
の
ミ
ス
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
全
世
界
所
得
課
税
に
馴
染
ん
だ
人
間
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
透
明
な
組
織
を
通
じ
た
非
居
住
者
の
所
得
に
対
し
源
泉
地
国
が
課
税
で
き
る
か
と
い
う
問
題

は
、S

ch
n
eid

er

事
件
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
がS

ch
n
eid

er

社
の
居
住
地
国
と
し
て
課
税
で
き
る
か
と
い
う
問
題
と
関
係
な
い
。
仮
に
源
泉
地
国
が
課
税
で
き
る
と
し
て

も
、
そ
の
こ
と
自
体
は
居
住
地
国
に
お
け
る
課
税
の
妨
げ
と
な
ら
ず
、
外
国
税
額
控
除
等
に
影
響
す
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
国
外
所
得
免
税
と
の
混
同
が
あ
る
と
推
測

さ
れ
る
こ
と
に
つ
き
、
註
（
106
）
参
照
。

115
）

ca
se,

T
rib
u
n
a
l A

d
m
in
istra

tif d
e L

ille,
9
ja
n
v
ier

2003,
N

99-1876,
R
ev
u
e d
e Ju

risp
ru
d
en
ce F

isca
le,
4/03,

n
o

420,
p
p
. 325-326;

R
ev
u
e d

e D
ro
it F

isca
l,
2003,

n
o
15,

sec.
300,

p
p
. 586-587.

C
f.
M
a
rcellin

 
N
.
M
b
w
a
-M

b
o
m
a
,
F
ren

ch
 
T
a
x
 
R
ev
iew

:
T
a
x

 
T
rea

ties T
ru
m
p F

ren
ch C

F
C
 
L
a
w
,
C
o
u
rt R

ea
ffirm

s,
30
T
a
x N

o
tes In

tern
a
tio
n
a
l
1011

(9
Ju
n
es
2003);

2003
W
T
D
103-8.

116
）

R
JF

4/03,
p
. 326.

117
）

L
a
n
g
,
ed
.,
n
o
te
8,
p
. 237,

n
a
tio
n
a
l rep

o
rt F

ra
n
ce.

118
）

D
a
n
iel G

u
tm
a
n
n
,
R
o
b
ert J.

D
a
n
o
n
&
H
u
g
u
es S

a
lo
m
e,
F
ren

ch
-S
w
iss P

o
in
t o
f V

iew
 
o
n th

e S
o
ciete

S
ch
n
eid

er E
lectric C

a
se:

S
o
m
e

 
T
h
o
u
g
h
ts o

n th
e P

erso
n
a
l A

ttrib
u
tio
n o

f In
co
m
e R

eq
u
irem

en
t in In

tern
a
tio
n
a
l T

a
x L

a
w
,
In
terta

x
,
v
o
l. 31,

issu
e
4,
p
p
. 156-162,

157
(2003)

119
）

本
稿
はS

w
ed
ish C

F
C
 
ru
les in

co
m
p
a
tib
le w

ith E
U
 
freed

o
m
 
o
f esta

b
lish

m
en
t;
restrictio

n o
f free m

o
v
em
en
t o
f ca

p
ita
l ju

stified
,
T
a
x

 
N
ew
s S

erv
ice,

v
o
l. 39,

issu
e
21

(23
M
a
y
2005)

p
p
. 245-246

の
記
事
に
依
拠
し
て
い
る
。R

eferen
ce

は
「T

N
S
-632,

782
(2003);

S
U
P
P
.
S
.A
,
7.4;

G
E
T
-II,

8.4.1.

」
と
な
っ
て
い
る
が
未
確
認
で
あ
る
。C

f.
R
en
a
ta F

o
n
ta
n
a
,
T
h
e U

n
certa

in F
u
tu
re o

f C
F
C
 
R
eg
im
es in th

e M
em
b
er S

ta
tes o

f th
e

 
E
u
ro
p
ea
n U

n
io
n
―
P
a
rt
1,
E
u
ro
p
ea
n T

a
x
a
tio
n
,
v
o
l. 46,

n
o
. 6,

p
. 259,

262-263
(2006);

Jen
s S

ch
o
n
feld

&
B
ettin

a L
ieb

er,
S
w
ed
ish C

F
C
-ru

les
 

u
n
d
er scru

tin
y o

f E
C
 
la
w
:
h
a
rm
fu
l ta

x co
m
p
etitio

n a
n
d th

e free m
o
v
em
en
t o
f ca

p
ita
l in rela

tio
n to th

ird co
u
n
tries,

In
terta

x
,
V
o
l. 34,

n
o
.

2,
p
p
. 96-100

(2006).

第
三
章

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
そ
の
他
の
状
況

第
一
節

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
お
け
る
議
論

第
一
款

多

数

派

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
一
九
八
七
年
に
基
地
会
社
（b

a
se co

m
p
a
n
y

）
に
つ
い
て
の
報
告
書
を
出
し
て

120
）

い
る
。
一
九
九
二
年
に
コ
メ
ン
タ
リ
ー
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を
改
訂
す
る
中
で
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
が
租
税
条
約
違
反
に
当
た
る
か
に
つ
き
、
全
会
一
致
で
は
な
い
も
の
の
多
数
派
は
違
反
に
当
た
ら
な

い
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て

121
）

い
る
。

更
に
二
〇
〇
三
年
に
も
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
は
改
訂
さ
れ
て
お
り
、
改
め
て
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
租
税
条
約
適
合
性
に
つ
い
て
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
コ
メ
ン
タ
リ
ー
の
第
一
条
第
二
三
パ
ラ
グ
ラ
フ
、
第
七
条
一
〇
・
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
、
第
一
〇
条
第
三
七
パ
ラ
グ
ラ
フ
に

結
実
し
て
い
る
。
コ
メ
ン
タ
リ
ー
の
中
で
明
示
的
な
言
及
は
な
い
も
の
の
、
時
期
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
国
務
院
判
決
を
意
識
し
て
の
改
訂

で
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

コ
メ
ン
タ
リ
ー
で
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て

122
）

い
る
。

第
一
条
コ
メ
ン
タ
リ
ー
第
二
三
パ
ラ
グ
ラ
フ

「
基
地
法
人
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
従
属
外
国
法
人
﹇
被
支
配
外
国
法
人
﹈
の
規
定

を
通
じ
て
対
応
さ
れ
よ
う
。
か
な
り
の
数
の
加
盟
国
と
非
加
盟
国
が
そ
の
よ
う
な
立
法
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
立
法
の
構
造

は
、
国
に
よ
っ
て
か
な
り
異
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
準
則
の
共
通
の
特
徴
は
、
国
内
の
課
税
ベ
ー
ス
を
保
護
す
る
適
法
な
手
段
と
し
て
国

際
的
に
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
準
則
の
適
用
に
よ
っ
て
一
方
の
締
約
国
が
一
定
の
外
国
実
体
へ
の
参
加
に
起
因
す
る
所
得
に

つ
い
て
そ
の
居
住
者
に
対
し
て
課
税
す
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
七
条
第
一
項
や
第
一
〇
条
第
五
項
の
よ
う
な
こ
の
条
約
の
規
定
の

一
定
の
解
釈
に
基
づ
け
ば
、
こ
の
従
属
外
国
法
人
立
法
の
共
通
の
特
徴
は
こ
れ
ら
の
規
定
と
抵
触
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と

が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
第
七
条
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
第
一
〇
・
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
と
第
一
〇
条
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
第
三
七
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
お

い
て
説
明
す
る
理
由
の
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
当
該
規
定
の
文
言
と
は
一
致
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
規
定
を
そ
の
文
脈
に
お
い
て

読
め
ば
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
妥
当
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
従
属
外
国
法
人
立
法
は
条
約
と
抵
触
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
条
約

に
お
い
て
、
明
示
的
に
確
認
し
た
い
と
考
え
る
国
も
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
確
認
は
不
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
組
み
立
て
ら
れ
た
従

属
外
国
法
人
立
法
は
条
約
の
規
定
に
は
抵
触
し
な
い
、
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。」

第
七
条
コ
メ
ン
タ
リ
ー
第
一
〇
・
一
パ
ラ
グ
ラ
フ

「
第
一
項
の
目
的
は
、
一
方
の
締
約
国
の
、
他
方
の
締
約
国
の
居
住
者
で
あ
る
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企
業
の
事
業
所
得
に
対
す
る
課
税
権
の
制
限
を
規
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
項
は
、
一
方
の
締
約
国
の
、
自
国
の
国
内
法
令
の
従
属
外

国
法
人
規
定
に
基
づ
く
自
国
の
居
住
者
に
対
す
る
課
税
権
を
、
こ
れ
ら
の
居
住
者
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
る
当
該
租
税
が
、
他
方
の
締
約

国
に
居
住
し
て
い
る
企
業
の
利
得
で
、
こ
れ
ら
の
居
住
者
の
当
該
企
業
へ
の
持
分
に
帰
せ
ら
れ
る
部
分
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
る
の
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
制
限
し
て
い
な
い
。
一
方
の
国
に
よ
っ
て
自
国
の
居
住
者
に
対
し
て
こ
の
よ
う
に
課
さ
れ
る
租
税
は
、
他
方
の
締
約
国

の
企
業
の
利
得
を
減
少
さ
せ
ず
、
そ
れ
故
、
当
該
利
得
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
た
と
は
い
い
得
な
い
（
第
一
条
に
関
す
る
コ
メ
ン
タ
リ
ー
第

二
三
パ
ラ
グ
ラ
フ
及
び
第
一
〇
条
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
第
三
七
パ
ラ
グ
ラ
フ
乃
至
第
三
九
パ
ラ
グ
ラ
フ
も
参
照
）。」

第
一
〇
条
コ
メ
ン
タ
リ
ー
第
三
七
パ
ラ
グ
ラ
フ

「
納
税
者
の
居
住
地
国
が
、
従
属
外
国
法
人
立
法
又
は
そ
れ
と
類
似
の
効
果
を
持

つ
そ
の
他
の
準
則
に
基
づ
き
、
分
配
さ
れ
な
か
っ
た
利
得
に
課
税
す
る
こ
と
を
求
め
る
場
合
、
同
国
は
第
五
項
の
規
定
に
反
し
て
行
動

し
て
い
る
、
と
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
項
は
、
源
泉
地
に
お
け
る
課
税
に
限
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
よ

う
な
立
法
又
は
準
則
に
基
づ
く
居
住
地
に
お
け
る
課
税
に
は
関
係
し
て
い
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
項
は
、
法

人
の
課
税
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
株
主
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
。」

第
二
款

少

数

派

し
か
し
、
二
〇
〇
三
年
改
訂
に
お
い
て
も
全
会
一
致
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
留
意
す
る
べ
き
で
あ
る
。
第
一
条
コ
メ
ン
タ
リ
ー
第
二

七
・
四
〜
二
七
・
九
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
イ
ス
が
所

見
（o

b
serv

a
tio
n
s

）
を
付
し
て
い
る
。
第
七
条
に
関
し
て
は
コ
メ
ン
タ
リ
ー
の
第
四
〇
・
一
〜
四
〇
・
三
パ
ラ
グ
ラ
フ
、
第
一
〇
条

に
関
し
て
は
第
六
八
・
一
〜
六
八
・
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
所
見
を
付
し
て
い
る
。
中
で
も
ベ
ル
ギ
ー
は
各
条
に
つ
い
て
詳
細
な
所
見
を
付

し
て
い
る
。

第
一
条
コ
メ
ン
タ
リ
ー
第
二
七
・
四
パ
ラ
グ
ラ
フ

「
ベ
ル
ギ
ー
は
、
コ
メ
ン
タ
リ
ー
第
二
三
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
示
さ
れ
た
見
解
を
共
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有
で
き
な
い
。
ベ
ル
ギ
ー
は
、
従
属
外
国
法
人
立
法
の
適
用
は
、
第
五
条
第
七
項
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
一
〇
条
第
五
項
の
規
定
に

抵
触
す
る
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
特
に
、
一
方
の
締
約
国
が
、
自
国
の
居
住
者
に
対
し
、
当
該
居
住
者
の
外
国
実
体
に
対
す
る
資

本
参
加
の
比
率
に
応
じ
て
当
該
外
国
実
体
が
稼
得
し
た
所
得
を
当
該
居
住
者
へ
帰
属
さ
せ
る
と
し
た
擬
制
を
用
い
る
こ
と
で
当
該
外
国

実
体
が
稼
得
し
た
所
得
に
つ
い
て
租
税
を
課
す
る
場
合
に
妥
当
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
当
該
国
は
、
自
国
の
居
住
者
の
課
税
ベ
ー
ス

を
、
当
該
居
住
者
で
は
な
く
、
第
七
条
第
一
項
に
よ
り
当
該
国
に
お
い
て
は
租
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
外
国
実
体
が
稼
得
し
た

所
得
を
当
該
課
税
ベ
ー
ス
に
含
め
る
こ
と
で
、
拡
大
す
る
。
そ
れ
故
、
当
該
締
約
国
は
、
当
該
外
国
実
体
の
法
人
格
を
無
視
し
て
お

り
、
そ
れ
故
、
条
約
と
抵
触
す
る
行
動
を
採
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
第
七
条
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
第
四
〇
・
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
及
び
第
一
〇
条
の

コ
メ
ン
タ
リ
ー
第
六
八
・
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
も
参
照
）。」

第
七
条
コ
メ
ン
タ
リ
ー
第
四
〇
・
一
パ
ラ
グ
ラ
フ

「
ベ
ル
ギ
ー
は
、
コ
メ
ン
タ
リ
ー
第
一
〇
・
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
示
さ
れ
た
見
解

を
共
有
で
き
な
い
。
ベ
ル
ギ
ー
は
、
従
属
外
国
法
人
立
法
の
適
用
は
、
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
抵
触
す
る
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と

は
、
特
に
、
一
方
の
締
約
国
が
、
自
国
の
居
住
者
に
対
し
、
当
該
居
住
者
の
外
国
実
体
に
対
す
る
資
本
参
加
の
比
率
に
応
じ
て
当
該
外

国
実
体
が
稼
得
し
た
所
得
を
当
該
居
住
者
へ
帰
属
さ
せ
る
と
し
た
擬
制
を
用
い
る
こ
と
で
当
該
外
国
実
体
が
稼
得
し
た
所
得
に
つ
い
て

租
税
を
課
す
る
場
合
に
妥
当
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
当
該
国
は
、
自
国
の
居
住
者
の
課
税
ベ
ー
ス
を
、
当
該
居
住
者
で
は
な
く
、
第

七
条
第
一
項
に
よ
り
当
該
国
に
お
い
て
は
租
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
外
国
実
体
が
稼
得
し
た
所
得
を
当
該
課
税
ベ
ー
ス
に
含
め

る
こ
と
で
、
拡
大
す
る
。
そ
れ
故
、
当
該
締
約
国
は
、
当
該
外
国
実
体
の
法
人
格
を
無
視
し
て
お
り
、
第
七
条
第
一
項
と
抵
触
す
る
行

動
を
採
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」

第
一
〇
条
コ
メ
ン
タ
リ
ー
第
六
八
・
一
パ
ラ
グ
ラ
フ

「
ベ
ル
ギ
ー
は
、
コ
メ
ン
タ
リ
ー
第
三
七
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
示
さ
れ
る
見
解
を

共
有
で
き
な
い
。
ベ
ル
ギ
ー
は
、
第
一
〇
条
第
五
項
は
、
こ
の
条
約
に
お
い
て
明
確
に
規
定
す
る
例
外
的
な
場
合
を
除
き
、
他
方
の
締

約
国
の
居
住
者
で
あ
る
法
人
の
利
得
に
一
方
の
締
約
国
が
租
税
を
課
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
こ
の
条
約
の
様
々
な
規
定
（
第
五
条
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第
七
項
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
一
〇
条
第
一
項
な
ら
び
に
同
条
第
五
項
）
の
基
礎
と
な
る
一
般
原
則
を
特
に
適
用
す
る
も
の
と
考
え
る
。

所
得
が
そ
の
源
泉
を
有
す
る
場
所
で
の
課
税
を
扱
う
第
五
項
は
、
こ
の
一
般
的
禁
止
を
確
認
し
、
他
方
の
締
約
国
の
居
住
者
で
あ
る
実

体
（en

tity

）
に
よ
り
稼
得
さ
れ
た
未
分
配
所
得
が
源
泉
地
国
に
お
い
て
行
わ
れ
た
事
業
か
ら
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
禁
止

が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
第
五
項
は
、
未
分
配
利
得
が
生
じ
た
国
が
居
住
者
で
あ
る
株
主
の
手
中
に
お
い
て
課
税
す
る

場
合
で
さ
え
、
外
国
実
体
の
当
該
未
分
配
所
得
に
対
す
る
課
税
を
禁
止
し
て
い
る
。」

第
二
節

問

題

状

況

第
一
款

解
釈
論
と
政
治
外
交
的
動
機

所
見
を
付
し
た
国
々
の
名
前
に
注
目
す
る
と
、
第
二
章
の
英
国
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
事
例
で
問
題
と

な
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ス
イ
ス
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
が
こ
れ
ら
の
国
々
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
今
や
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税

制
の
条
約
適
合
性
の
問
題
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
中
で
も
、
純
粋
な
条
約
解
釈
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
、
政
治
外
交
闘
争
と
化
し
て
し
ま
っ

た
部
分
が
あ
る
や
も
し
れ
な
い
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
お
け
る
議
論
が
政
治
外
交
闘
争
の
色
を
帯
び
る
の
は
常
と
い
え
ば
常
で
あ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も

一
九
九
二
年
改
訂
の
時
点
に
お
い
て
も
全
会
一
致
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
）。
そ
の
た
め
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
租
税
条
約
適
合
性
の
議
論

を
国
際
的
な
舞
台
に
お
い
て
す
る
時
は
、
適
合
派
に
せ
よ
非
適
合
派
に
せ
よ
、
政
治
外
交
的
動
機
付
け
の
な
い
解
釈
論
と
し
て
議
論
す

る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
既
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ

123
）

う
に
こ
の
問
題
は
日
本
で
も
他
人
事
で
は
な

く
な
っ
て
い
る
。

も
は
や
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
を
巡
る
状
況
は
、
所
謂
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ヴ
ン
と
普
通
の
課
税
国
と
の
争
い
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
普

通
の
国
同
士
の
間
に
お
け
る
産
業
誘
致
も
絡
ん
だ
争
い
に
も
な
っ
て
い
る
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
フ
ラ
ン
ス
が
ド
イ
ツ
・
ベ
ル
ギ
ー

等
所
謂
「
普
通
の
」
国
に
対
し
て
も
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
適
用
に
積
極
的
に
な
っ
た
、
と
い
う
記
述
が

124
）

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
表
現
す
る
と
ま
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る
で
フ
ラ
ン
ス
が
悪
の
帝
国
で
あ
る
か
の
よ
う
に
映
る
か
も
し
れ

125
）

な
い
が
、
こ
れ
は
、
所
謂
普
通
の
国
も
租
税
優
遇
措
置
の
導
入
に
積

極
的
に
な
っ
た
こ
と
、
即
ち
租
税
競
争
の
激
化
の
裏
返
し
で
も

126
）

あ
る
。
い
わ
ば
鶏
と
卵
で
あ
る
。

第
二
款

み
な
し
外
国
税
額
控
除
と
の
比
較

Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
を
巡
る
問
題
状
況
は
、
み
な
し
外
国
税
額
控
除
（ta
x

127
）

sp
a
rin
g

）
と
類
似
す
る
部
分
が
あ
る
。
み
な
し
外
国
税
額
控
除

の
制
度
趣
旨
は
、（
主
に
発
展
途
上
）
国
が
産
業
誘
致
の
た
め
税
を
安
く
し
た
場
合
に
、
投
資
家
の
居
住
地
国
で
の
外
国
税
額
控
除
の
適

用
に
当
た
っ
て
あ
た
か
も
通
常
の
税
額
が
外
国
で
支
払
わ
れ
た
か
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
に
よ
り
、
発
展
途
上
国
の
産
業
誘
致
を
阻
害
し

な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
を
巡
っ
て
も
、
一
方
で
租
税
負
担
を
軽
減
し
て
産
業
を
誘
致
し
よ
う
と
す
る
国
（
資
本
輸
入
国
）
が
あ
り
、
他
方
で
投

資
家
居
住
地
国
（
資
本
輸
出
国
）
が
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
に
よ
り
税
収
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
構
図
が
あ
る
。
み
な
し
外
国
税
額
控
除
導
入
前

の
【
資
本
輸
入
国
の
租
税
負
担
軽
減
】
に
連
動
す
る
【
資
本
輸
出
国
の
外
国
税
額
控
除
額
の
減
少
】
即
ち
【
資
本
輸
出
国
内
の
租
税
の

増
大
】
と
同
様
の
機
能
を
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
が
果
た
す
の
か
、
そ
れ
と
も
、
み
な
し
外
国
税
額
控
除
導
入
後
の
【
資
本
輸
入
国
の
租
税
負

担
軽
減
】
を
【
資
本
輸
出
国
内
の
租
税
の
増
大
】
に
連
動
さ
せ
な
い
と
い
う
機
能
を
、
租
税
条
約
第
七
条
等
が
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
適
用
を

遮
断
す
る
と
い
う
形
で
果
た
す
の
か
、
と
い
う
構
図
で
あ
る
。

当
然
、
み
な
し
外
国
税
額
控
除
を
巡
る
状
況
と
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
を
巡
る
状
況
と
の
違
い
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
み
な
し
外

国
税
額
控
除
は
租
税
条
約
に
明
示
の
規
定
が
あ
る
場
合
の
話
で
あ
る
（
従
っ
て
解
釈
論
が
問
題
と
な
る
の
で
は
な
く
、
立
法
論
と
し
て
、
租

税
条
約
中
に
み
な
し
外
国
税
額
控
除
を
規
定
す
る
こ
と
の
是
非
が
論
じ
ら
れ
る
）。
他
方
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
に
関
し
て
は
、
明
示
の
規
定
に
よ

っ
て
で
は
な
く
第
七
条
等
の
解
釈
に
よ
り
資
本
輸
出
国
の
課
税
が
遮
断
さ
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
み
な
し
外

国
税
額
控
除
を
わ
ざ
わ
ざ
租
税
条
約
で
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
資
本
輸
出
国
自
身
も
自
国
資
本
が
条
約
相
手
国
に
向
か
う
こ
と
を
歓
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迎
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
が
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
を
巡
っ
て
は
、
高
課
税
国
が
資
本
輸
出
に
積
極
的
で
な
い
（
自
国
で
用
い
ら
れ
る
資
本
が
減

っ
て
自
国
の
経
済
の
活
性
化
が
妨
げ
ら
れ
て
は
困
る
）
と
い
う
場
合
も

128
）

あ
る
。

第
三
節

学

説

第
一
款

学

説

状

況

学
界
に
お
け
る
議
論
は
分
か
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。

最
も
頻
繁
に
引
用
さ
れ
る
の
はL

a
n
g

論
文
（
註
69
）
で
あ
る
と
目
さ
れ
る
。
所
得
は
発
生
も
額
も
帰
属
も
客
観
的
に
決
ま
る
も
の

で
は
な
く
、
法
制
度
・
租
税
制
度
に
よ
っ
て
決
ま
る
も
の
で
あ
り
、
租
税
条
約
に
所
得
の
帰
属
に
つ
い
て
の
規
定
は
な
い
の
で
、
誰
の

所
得
と
見
る
か
は
締
約
国
の
立
法
者
の
自
由
で
あ
る
、
と
い
う
の
がL

a
n
g

論
文
に
よ
る
国
務
院
判
決
批
判
で
あ
る
（
本
稿
第
五
章
第

二
節
第
一
款
で
詳
述
す
る
）。
後
で
論
じ
る
が
、
こ
の
議
論
を
卒
然
と
受
け
止
め
る
と
、
そ
の
帰
結
は
か
な
り
強
烈
な
も
の
と
な
る
可
能

性
も
あ
る
。
所
得
の
帰
属
に
関
す
る
反
論
は
皆
無
で
は
な
い
が
、G

u
tm
a
n
n

論
文
（
註
118
）
に
よ
る
反
論
は
成
功
し
て
な
い
と
見
受

け
ら
れ
る
（
有
効
な
反
対
論
に
つ
い
て
は
探
索
中
で
あ
る
こ
と
を
お
詫
び
す
る
）。

私
は
国
務
院
判
決
に
批
判
的
で
あ
る
が
、
所
得
の
帰
属
の
問
題
（
誰
に
対
す
る
課
税
で
あ
る
か
の
問
題
）
は
議
論
の
余
地
の
あ
る
領
域

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
（
議
論
の
余
地
な
くL

a
n
g

論
文
の
主
張
が
妥
当
す
る
と
ま
で
は
考
え
て
い
な
い
）。

所
得
の
帰
属
の
問
題
（
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
に
よ
る
課
税
は
誰
に
対
す
る
課
税
か
の
問
題
）
の
他
に
、
所
得
区
分
の
問
題
（
租
税
条
約
の
ど
の
条

文
が
適
用
さ
れ
る
か
の
問
題
）
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
適
用
が
租
税
条
約
違
反
と
な
る
と
い
う
説
も
あ

る
も
の
の
、
通
説
は
租
税
条
約
第
一
〇
条
（
配
当
条
項
）
の
問
題
で
あ
る
と
し
、
親
会
社
居
住
地
国
の
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
適
用
は
租
税
条

約
違
反
と
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
、
と
紹
介
さ
れ
て

129
）

い
る
。
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第
二
款

本
稿
の
今
後
の
議
論
の
整
理

或
る
程
度
租
税
条
約
を
勉
強
し
た
学
生
に
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
は
租
税
条
約
の
何
条
に
違
反
す
る
か
、
と
い
う
質
問
を
し
た
な
ら
ば
、

S
ch
n
eid
er

事
件
等
を
知
ら
な
い
限
り
、
そ
の
学
生
は
戸
惑
う
で
あ
ろ
う
。
私
も
、
こ
う
い
う
質
問
を
受
け
た
時
、
戸
惑
っ
た
（
第
二

三
条
が
国
外
所
得
免
税
を
規
定
し
て
い
る
な
ら
ば
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
日
本
の
租
税
条
約
は
基
本
的
に
外
国
税
額
控
除
方
式
で
あ
る
か
ら
、

と
、
直
ち
に
は
問
題
と
な
る
条
文
が
思
い
当
た
ら
な
か
っ
た
）。
ま
た
、S

ch
n
eid
er

事
件
国
務
院
判
決
を
紹
介
す
る
雑
誌

130
）

記
事
に
初
め
て

触
れ
た
時
、
表
題
を
見
て
【
異
常
な
判
決
だ
な
】
と
思
い
な
が
ら
コ
ピ
ー
し
た
だ
け
で
、
中
身
を
読
む
に
は
至
ら
な
か

131
）

っ
た
。

改
め
てS

ch
n
eid
er

事
件
判
決
の
検
討
を
経
た
今
、
適
用
条
文
の
発
見
に
戸
惑
う
こ
と
が
正
し
い
反
応
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。

そ
し
て
、
議
論
の
余
地
は
残
る
と
思
わ
れ
る
が
、
何
条
が
適
用
さ
れ
る
か
で
は
な
く
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
殆
ど
の
適
用
事
例
に
お
い
て
、

租
税
条
約
中
に
適
用
が
予
定
さ
れ
て
い
る
条
文
が
そ
も
そ
も
な
い
、
と
私
は
考
え
る
。
そ
し
て
、
少
な
く
と
も
国
務
院
に
よ
る
第
七
条

の
「
利
得
」
の
解
釈
は
技
術
的
な
勘
違
い
に
基
づ
い
て
い
る
、
と
考
え
る
。

検
討
の
結
果
、
国
務
院
の
論
理
は
当
然
に
誤
り
で
あ
る
と
い
う
感
触
を
得
た
た
め
、
一
旦
は
、
当
然
で
あ
る
と
感
じ
た
故
に
書
く
ま

で
も
な
い
、
と
考
え
た
（
他
の
筋
で
の
租
税
条
約
違
反
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
別
論
と
し
て
）。
そ
し

て
、「
利
得
」
の
解
釈
が
独
特
で
あ
る
或
い
は
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
に
対
し
適
用
条
文
を
見
出
し
に
く
い
、
等
と
論
ず
る
学
説
に
そ
の
う
ち
出

会
う
で
あ
ろ
う
と
予
想
し
た
。
だ
が
、
ま
だ
そ
う
し
た
説
明
を
す
る
論
文
に
出
会
え
て
い

132
）

な
い
。
の
み
な
ら
ず
、（
恐
ら
く
は
国
外
所
得

免
税
に
馴
染
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
た
め
と
思
わ
れ
る
が
）
お
か
し
な
論
理
に
出
会
う
こ
と
も
度
々
で
あ
っ
た
。
結
局
、
当
然
だ
と
思
っ
て

い
た
こ
と
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
ら
し
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
国
務
院
判
決
に
よ
る
第
七
条
の
「
利
得
」
の
解
釈
が
技
術
的
勘
違
い
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
第
四
章
に
お

い
て
示
す
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、「
利
得
」
の
解
釈
の
勘
違
い
を
排
し
た
だ
け
で
は
、
な
お
も
国
務
院
判
決
の
論
理
が
部
分
的
に
妥
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当
す
る
余
地
は
残
る
の
で
、
第
五
章
に
お
い
て
、
適
用
条
文
の
決
定
の
困
難
や
、L
a
n
g

論
文
等
が
論
ず
る
所
得
の
帰
属
の
問
題
（
誰

に
対
す
る
課
税
で
あ
る
か
の
問
題
）
の
検
討
に
移
る
。

120
）

O
E
C
D
,
“D
o
u
b
le T

a
x
a
tio
n C

o
n
v
en
tio
n
s a
n
d th

e U
se o

f B
a
se C

o
m
p
a
n
ies”,

in In
tern

a
tio
n
a
l T

a
x A

v
o
id
a
n
ce a

n
d E

v
a
sio
n
.
F
o
u
r R

ela
ted

 
S
tu
d
ies,

issu
es in In

tern
a
tio
n
a
l T

a
x
a
tio
n N

o
. 1
(1987).

121
）

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
一
九
九
二
年
版
第
一
条
第
二
二
〜
第
二
六
パ
ラ
グ
ラ
フ
参
照
。

122
）

訳
は
川
端
康
之
監
訳
『
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
二
〇
〇
三
年
版
』（
日
本
租
税
研
究
協
会
、
二
〇
〇
三
）
に
よ
る
（﹇

﹈
内
、
浅
妻
）。

123
）

中
里
実
「
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
」
税
研
一
二
四
号
（
二
〇
〇
五
）、
石
黒
一
憲
「
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
へ
の
法
的
視
座
（
一
七
二
）
国
際
課
税

と
牴
触
法
（
国
際
私
法
）（
中

１
）」
貿
易
と
関
税
五
三
巻
一
〇
号
（
二
〇
〇
五
）。

124
）

L
a
n
g
,
ed
.,
n
o
te
8,
p
. 223

(n
a
tio
n
a
l rep

o
rt F

ra
n
ce ).

125
）

私
は
直
接
に
聞
い
た
こ
と
が
な
い
が
、
国
際
的
に
活
躍
す
る
者
か
ら
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
文
脈
に
よ
っ
て
は
居
住
地
国
課
税
の
拡
大
が
資
本
輸
入
国
か
ら
見
て
帝

国
主
義
の
再
来
と
映
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
あ
る
。

126
）

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
金
融
産
業
誘
致
策
及
び
そ
の
他
の
国
々
に
お
け
る
節
税
策
利
用
可
能
性
と
、
ド
イ
ツ
の
対
抗
策
に
つ
い
て
、
谷
口
・
註
（
２
）、
二
〇
七
頁
以
下

参
照
。

127
）

C
f.
O
E
C
D
,
T
a
x S

p
a
rin
g
:
A
 
R
eco

n
sid
era

tio
n
(1998).

128
）

高
課
税
国
が
常
に
資
本
輸
出
を
妨
げ
よ
う
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
能
動
的
事
業
活
動
に
つ
い
て
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
適
用
が
除
外
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
。
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
制
度
趣
旨
と
し
て
資
本
輸
出
中
立
性
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
能
動
的
事
業
活
動
を
適
用
除
外
と
す
る
な
ら
ば
資
本
輸
出
中
立
性
を
徹
底

す
る
つ
も
り
が
な
い
と
見
ざ
る
を
得
な
い
。
資
本
輸
出
全
般
が
困
る
と
い
う
よ
り
は
、
金
融
部
門
等
の
受
動
的
経
済
活
動
が
軽
課
税
国
に
立
地
す
る
こ
と
に
経
済
合
理
性

を
見
出
し
が
た
い
と
考
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

129
）

L
a
n
g
,
ed
.,
n
o
te
8,
p
p
. 265-267

(n
a
tio
n
a
l rep

o
rt G

erm
a
n
y
:
A
lex

a
n
d
er R

u
st ).

他
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
第
一
〇
条
第
五
項
に
つ
い
て
谷
口
・

註
（
２
）、
一
九
四
頁
以
下
、
本
稿
第
五
章
第
三
節
第
三
款
参
照
。

130
）

M
b
w
a
-M

b
o
m
a
,
n
o
te
12.

131
）

租
税
条
約
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
質
問
を
受
け
た
時
点
で
はS

ch
n
eid

er

事
件
の
こ
と
は
忘
れ
て
い
た
。
後
にS

ch
n
eid

er

事
件
の
こ
と
を
改
め
て
聞
か
さ
れ

て
自
分
の
文
書
整
理
フ
ァ
イ
ル
を
見
た
時
に
漸
く
、「
あ
あ
、
コ
ピ
ー
し
て
い
た
な
」
と
思
い
出
し
た
程
度
で
あ
っ
た
。

132
）

最
も
近
い
の
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
財
務
省
の
主
張
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
分
か
り
に
く
い
恐
れ
が
あ
る
。
註
（
72
）
参
照
。

371

タックス・ヘイヴン対策税制（CFC税制）の租税条約適合性（浅妻章如）



第
四
章

技
術
的
な
勘
違
い
｜
｜
租
税
条
約
第
七
条
違
反
論
の
「
利
得
」
の
意
味

第
一
節

租
税
条
約
全
体
の
構
造

租
税
条
約
第
七
条
違
反
論
の
検
討
に
入
る
前
に
、
租
税
条
約
全
体
の
構
造
に
つ
い
て
振
り
返
る
。

第
一
款

租
税
条
約
の
性
格

既
出
で
あ

133
）

る
が
、
租
税
条
約
は
課
税
を
根
拠
付
け
る
も
の
で
は
な
く
、
国
に
課
税
を
控
え
る
義
務
を
課
す
も
の
で
あ
る
（
国
に
課
す

義
務
は
課
税
の
制
約
だ
け
と
は
限
ら
ず
、
例
え
ば
、
情
報
提
供
を
義
務
付
け
る
等
も
あ
り
う
る
）。
ま
た
、
租
税
条
約
は
国
の
全
て
の
課
税
態

様
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
租
税
条
約
に
規
定
が
な
い
領
域
に
つ
い
て
、
国
は
自
由
に
国
内
で
租
税
法
規
を
定
め
そ
し

て
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
般
国
際
法
に
違
反
す
る
よ
う
な
課
税
は
別
論
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
課
税
が
一
般
国
際
法
に
違
反
す
る
か

に
つ
い
て
定
説
が
あ
る
訳
で
も
な
く
、
ま
た
一
般
国
際
法
に
よ
る
制
約
が
き
つ
い
と
は
理
解
さ
れ
て
な
い

134
）

の
で
、
本
稿
の
議
論
に
お
い
て
一
般
国

際
法
に
よ
る
制
約
は
無
視
し
て
よ
い
）。

第
二
款

源
泉
地
国
課
税
権
の
制
約

租
税
条
約
は
、
一
般
に
、
第
六
条
か
ら
第
二
一
条
に
お
い
て
、
所
得
区
分
ご
と
に
条
約
締
結
国
間
で
課
税
権
を
配
分

135
）

す
る
。
所
得
区

分
ご
と
の
課
税
権
配
分
は
、
実
際
上
、
所
得
区
分
ご
と
に
主
に
源
泉
地
国
の
課
税
権
を
制
約
す
る
。（
欧
州
の
論
文
を
見
て
い
る
と
時
折

誤
解
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
）
注
意
す
べ
き
は
、【
〜
〜
に
課
税
し
て
よ
い
】
と
い
う
規
定
が
幾
つ
か
あ
る
が
、
そ
の
規
定
が
な

か
っ
た
ら
課
税
で
き
な
く
な
る
と
い
う
訳
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
条
約
に
規
定
が
な
か
っ
た
ら
、
条
約
が
制
約
し
て
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い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
国
は
課
税
し
て
よ
い
。【
〜
〜
に
課
税
し
て
よ
い
】
と
い
う
規
定
は
、
確
認
的
意
義
を
有

136
）

す
る
か
、

又
は
、
他
の
条
文
の
扱
う
所
得
区
分
と
の
関
係
を
明
確
化

137
）

す
る
機
能
を
果
た
す
。

所
得
区
分
ご
と
に
、
と
述
べ
た
が
、
第
二
一
条
は
や
や
特
殊
で
あ
る
。
第
六
条
か
ら
第
二
〇
条
の
所
得
区
分
に
当
て
は
ま
ら
な
い
所

得
が
第
二
一
条
の
対
象
と
な
る
の
で
、
そ
の
他
所
得
条
項
と
呼
ば
れ
る
。
第
二
一
条
に
よ
る
と
、
居
住
地
国
で
の
み
課
税
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
規
定
の
意
義
は
、
そ
の
他
所
得
に
つ
い
て
の
源
泉
地
国
課
税
権
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
居

住
地
国
課
税
権
を
根
拠
付
け
る
も
の
で
は
な
い
。
仮
に
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
課
税
対
象
が
そ
の
他
所
得
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
し
て
仮
に
実
際

の
租
税
条
約
に
第
二
一
条
に
相
当
す
る
規
定
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
ど
う
な
る
か
分
か
ら

138
）

な
い
、
と
い
っ
た
議
論
は
成
立
し
な
い
。
仮

に
第
二
一
条
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
（
例
え
ば
二
〇
〇
四
年
改
訂
前
の
日
米
租
税
条
約
等
）、
居
住
地
国
の
課
税
権
が
不
明
に
な
る
の
で
は
な

く
、
条
約
に
制
約
が
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
そ
の
他
所
得
に
つ
い
て
源
泉
地
国
も
居
住
地
国
も
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
款

居
住
地
国
課
税
権
の
制
約

第
六
条
か
ら
第
二
一
条
に
よ
っ
て
主
に
源
泉
地
国
の
課
税
権
が
制
約
さ
れ
る
が
、
部
分
的
に
源
泉
地
国
の
課
税
権
が
認
め
ら
れ
て
い

る
状
況
も
あ
り
、
そ
し
て
、
居
住
地
国
の
課
税
権
は
第
六
条
か
ら
第
二
一
条
に
よ
っ
て
は
殆
ど
制
約
さ
れ
て
い
な
い
。
両
国
の
課
税
を

放
置
す
る
と
二
重
課
税
が
生
ず
る
。
そ
こ
で
、
第
二
三
条
が
居
住
地
国
に
二
重
課
税
排
除
義
務
を
課
す
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約

第
二
三
Ａ
条
の
国
外
所
得
免
税
方
式
と
第
二
三
Ｂ
条
の
外
国
税
額
控
除
方
式
が
あ
る
。

欧
州
の
論
文
を
見
て
い
る
と
時
折
、
第
七
条
に
関
し
、
Ｐ
Ｅ
に
帰
属
す
る
利
得
に
つ
い
て
源
泉
地
国
に
排
他
的
に
課
税
権
が
帰
属
す

る
、
と
い
う
理
解
に
出
会
う
が
、
こ
れ
は
不
正
確
で
あ
る
。
第
七
条
は
、
源
泉
地
国
課
税
権
を
Ｐ
Ｅ
に
帰
属
す
る
利
得
に
制
約
し
て
い

る
も
の
で
あ
り
、
第
七
条
が
居
住
地
国
課
税
権
を
制
約
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
第
二
三
条
が
国
外
所
得
免
税
を
定
め
て
い
る
時
に
初

め
て
居
住
地
国
課
税
権
が
制
約
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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第
四
款

適
用
条
文
の
決
定

租
税
条
約
中
の
「
所
得
（in

co
m
e

）」
と
い
う
語
は
、
費
用
控
除
前
の
も
の
を
指
す
場
合
と
費
用
控
除
後
の
も
の
を
指
す
場
合
と
が

あ
る
。
他
方
、「
利
得
（p

ro
fit

）」
は
明
白
に
費
用
控
除
後
の
も
の
を
指
す
。

所
得
区
分
・
適
用
条
文
の
決
定
は
、
納
税
者
が
受
け
取
る
段
階
で
の
費
用
控
除
前
の
所
得
（
即
ち
収
入
）
に
着
目
し
て
な
さ
れ
る
。

こ
の
説
明
は
一
見
奇
異
に
映
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
租
税
条
約
第
七
条
は
「
利
得
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
第
七
条
が
適
用
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
判
定
に
お
い
て
は
、
費
用
控
除
前
の
所
得
に
着
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

例
え
ば
、
Ｘ
国
・
Ｙ
国
が
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
に
沿
っ
た
租
税
条
約
を
締
結
し
て
お
り
、
Ｘ
国
の
Ｐ
社
が
Ｙ
国
に
由
来
す
る

所
得
を
得
る
、
と
い
う
状
況
を
想
定
す
る
。
そ
れ
が
配
当
で
あ
れ
ば
第
一
〇
条
が
適
用
さ
れ
第
一
〇
条
の
認
め
る
範
囲
に
Ｙ
国
の
課
税

権
が
制
約
さ
れ
る
。
そ
れ
が
使
用
料
で
あ
れ
ば
第
一
二
条
が
適
用
さ
れ
Ｙ
国
の
課
税
権
は
否
定
さ
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
所
得
区
分
の
決

定
は
収
入
を
受
け
取
る
段
階
の
事
情
に
着
目
し
て
な
さ
れ
て
い
る
。
Ｐ
社
の
得
た
も
の
が
事
業
の
対
価
で
あ
る
場
合
に
第
七
条
が
適
用

さ
れ
、
Ｙ
国
の
課
税
権
は
Ｙ
国
所
在
の
Ｐ
Ｅ
に
帰
属
す
る
利
得
に
制
限
さ
れ
る
。
第
七
条
が
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
お
い
て
は
費
用

控
除
前
の
所
得
に
着
目
し
て
事
業
の
対
価
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
審
査
が
な
さ
れ
、
第
七
条
が
適
用
さ
れ
る
所
得
区
分
で
あ
る
と
判

明
し
た
後
、
Ｙ
国
の
課
税
権
の
行
使
に
当
た
り
、
源
泉
地
国
課
税
が
Ｐ
Ｅ
に
帰
属
す
る
「
利
得
」
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
費
用
控

除
後
の
額
に
の
み
Ｙ
国
が
課
税
権
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

本
章
第
二
節
に
図
を
作
成
し
た
。
納
税
者
は
様
々
な
種
類
の
所
得
を
受
け
取
る
。
そ
れ
が
不
動
産
所
得
、
事
業
の
対
価
、
運
輸
業
所

得
、
配
当
所
得
等
々
の
ど
れ
に
当
て
は
ま
る
か
と
い
う
具
合
に
区
分
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
第
六
条
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
一

〇
条
等
々
が
適
用
さ
れ
、
第
六
条
か
ら
第
二
〇
条
の
ど
れ
に
も
当
て
は
ま
ら
な
け
れ
ば
第
二
一
条
の
そ
の
他
所
得
と
し
て
扱
わ
れ
る
。

ど
の
所
得
区
分
に
つ
い
て
も
対
応
す
る
費
用
が
あ
る
場
合
と
な
い
場
合
と
が
あ
る
が
、
第
一
〇
条
や
第
一
一
条
に
関
し
て
は
源
泉
地
国
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で
費
用
控
除
な
し
に
課
税
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
他
方
、
第
七
条
は
明
示
的
に
「
利
得
」
と
定
め
て
い
る
の
で
、
源
泉
地
国
が
課
税
権

を
有
す
る
場
合
で
も
費
用
控
除
を
納
税
者
に
認
め
な
い
課
税
は
許
さ
れ
な
い
。
第
七
条
に
い
う
「
利
得
」
は
図
の
①
の
利
得
で
あ
り
、

第
六
条
や
第
一
〇
条
な
ど
の
適
用
対
象
と
な
る
所
得
と
は
区
別
さ
れ
た
部
分
で

139
）

あ
る
。

第
五
款

定
義
と
国
内
法
の
参
照

第
六
条
か
ら
第
二
一
条
の
所
得
区
分
は
条
約
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
国
内
法
上
の
所
得
分
類
と
連
動
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
例

え
ば
、
日
本
の
所
得
税
法
第
二
三
条
に
お
け
る
利
子
所
得
の
意
味
と
租
税
条
約
第
一
一
条
に
お
け
る
利
子
所
得
の
意
味
は
相
当
異
な
る

と
理
解
さ
れ
て

140
）

い
る
。
国
内
法
上
の
所
得
分
類
と
、
対
非
居
住
者
課
税
・
対
外
国
法
人
課
税
に
お
け
る
所
得
区
分
と
は
、
似
た
言
葉
が

用
い
ら
れ
て
い
て
も
別
物
と
考
え
て
お
く
べ
き
で

141
）

あ
る
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
租
税
条
約
中
に
定
義
の
な
い
語
に
つ
い
て
は
国
内
法
を
参
照
す
る
と
い
う
こ
と
が
第
三
条
第
二
項
（ren

v
o
i

 
cla
u
se

と
呼
ば
れ
る
）
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
が
、
何
で
も
か
ん
で
も
国
内
法
の
参
照
に
よ
っ
て
決
ま
る
訳
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
を
強
調
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
第
三
条
第
二
項
に
「u

n
less th

e co
n
tex

t o
th
erw

ise req
u
ires

（
文
脈
が
別
の
意
義
を
要
請

し
な
い
限
り
）」
と
い
う
注
意
書
き
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、「
文
脈
」
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
文
脈
が
国
内
法
上
の
用
語

の
意
義
と
は
異
な
る
意
義
を
要
請
し
て
い
る
な
ら
ば
、
文
脈
に
沿
っ
た
意
義
が
探
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
一
款
〜
第
五
款
の
叙
述
は
、
何
か
論
証
を
要
す
る
も
の
で
は
な
く
、
租
税
条
約
は
そ
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
お
り
ま
た
そ
の
よ
う
に

運
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
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第
二
節

従
来
の
租
税
条
約
の
適
用
に
お
け
る
第
七
条
の
「
利
得
」
の
意
義
と

国
務
院
判
決
の
第
七
条
「
利
得
」
の
意
義
と
の
ズ
レ

S
ch
n
eid
er

事
件
国
務
院
判
決
は
、
第
七
条
の
「
利
得
」
が
仏
瑞
租
税
条
約
中
で
定
義
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
第
三
条

第
二
項
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
国
内
法
を
参
照
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
七
条
に
い
うP

a
ra
m
er

社
の
「
利
得
」
と
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
に
よ
っ

て
課
税
さ
れ
るP

a
ra
m
er

社
の
利
得
と
は
同
一
で
あ
る
と
す
る
。

し
か
し
、
前
述
の
通
り
、
適
用
条
文
の
決
定
は
、
納
税
者
が
収
入
を
受
け
取
る
段
階
に
着
目
し
て
な
さ
れ
る
。
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
課
税

が
子
会
社
の
利
得
へ
の
課
税
で
あ
る
と
い
え
る
と
し
て
も
（
こ
れ
自
体
がL

a
n
g

論
文
の
い
う
よ
う
に
問
題
で
あ
る
が
）、
子
会
社
が
不
動
産
所
得
を
得
て
い
た
な
ら

ば
第
六
条
の
問
題
で
あ
り
、
子
会
社
が
配
当
を
得
て
い
た
な
ら
ば
第
一
〇
条
の
問

題
で
あ
る
。
第
七
条
の
「
利
得
」
は
、
不
動
産
所
得
条
項
や
配
当
所
得
条
項
等
の

適
用
対
象
か
ら
は
区
別
さ
れ
た
収
入
で
事
業
の
対
価
で
あ
る

142
）

も
の
か
ら
費
用
を
控

除
し
た
も
の
だ
け
で
あ
る
。
租
税
条
約
中
に
「
利
得
」
の
定
義
が
な
い
と
い
っ
て

も
、
条
約
全
体
の
構
造
・「
文
脈
」
に
照
ら
し
、
不
動
産
所
得
や
配
当
所
得
等
と

の
区
別
が
明
ら
か
に
要
請
さ
れ
て
い
る
。

Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
は
子
会
社
全
体
の
費
用
控
除
後
の
額
（
つ
ま
り
全
体
の
利
得
）
に

着
目
す
る
も
の
で
あ
り
、
子
会
社
が
受
け
取
る
段
階
で
不
動
産
所
得
条
項
や
配
当

所
得
条
項
等
第
七
条
以
外
の
条
文
の
適
用
対
象
と
な
っ
て
い
た
も
の
が
含
ま
れ
て

い
る
可
能
性
が
あ
る
。
子
会
社
が
租
税
条
約
中
の
別
の
条
文
の
適
用
対
象
か
ら
は
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区
別
さ
れ
た
事
業
の
対
価
を
受
け
取
っ
て
い
た
と
い
う
認
定
な
し
に
、
親
会
社
居
住
地
国
の
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
に
つ
い
て
第
七
条
を
持
ち
出

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
七
条
の
適
用
問
題
と
な
る
と
費
用
控
除
が
要
請
さ
れ
る
と
い
う
関
係
で
あ
り
、
費
用
控
除
後
の
額
を
課
税
対

象
と
す
る
場
合
は
第
七
条
の
適
用
問
題
と
な
る
、
と
い
っ
て
し
ま
う
の
は
論
理
の
逆
転
で
あ
る
。

図
で
示
す
と
、
第
七
条
に
い
う
「
利
得
」
は
、
①
の
利
得
、
つ
ま
り
、
不
動
産
所
得
等
か
ら
区
別
さ
れ
た
事
業
の
対
価
か
ら
そ
れ
に

対
応
す
る
費
用
を
控
除
し
た
も
の
を
指
す
。
し
か
し
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
課
税
対
象
は
、
子
会
社
が
得
た
様
々
な
収
入
か
ら
様
々
な
費
用

を
控
除
し
た
利
得
で
あ
り
、
②
の
よ
う
な
全
体
の
利
得
で
あ
る
（
そ
れ
に
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
独
自
の
調
整
が
加
わ
る
が
こ
こ
で
は
細
部
に
立
ち
入

ら
な
く
て
よ
か
ろ
う
）。
そ
し
て
②
が
第
七
条
の
「
利
得
」
で
あ
る
と
国
務
院
判
決
は
論
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
租
税
条
約
の
適

用
に
関
す
る
技
術
的
な
勘
違
い
で
あ
る
。

133
）

本
稿
第
二
章
第
三
節
第
三
款
六
参
照
。

134
）

参
照
、
水
野
忠
恒
「
国
際
租
税
法
の
基
礎
的
考
察
」
菅
野
喜
八
郎
・
藤
田
宙
靖
編
『
小
島
和
司
博
士
東
北
大
学
退
職
記
念

憲
法
と
行
政
法
』
七
三
一
頁
（
良
書
普

及
会
、
一
九
八
七
）。

135
）

C
la
ssifica

tio
n a

n
d a

ssig
n
m
en
t

と
呼
ば
れ
る
。C

f.
G
ra
etz

&
O
’H
ea
r,
T
h
e
“O
rig
in
a
l In

ten
t”
o
f U

.
S
.
In
tern

a
tio
n
a
l T

a
x
a
tio
n
,
46
D
u
k
e L

.

J.
1021,

1069-1080（
1997).

但
し
第
九
条
は
所
得
区
分
で
は
な
く
移
転
価
格
問
題
を
扱
う
の
で
、
居
住
地
国
対
源
泉
地
国
と
い
う
図
式
で
は
な
く
居
住
地
国
対
居
住

地
国
と
い
う
図
式
に
な
る
。
こ
の
場
合
は
居
住
地
国
・
源
泉
地
国
と
い
う
よ
り
も
意
味
の
曖
昧
な
ホ
ー
ム
国
・
ホ
ス
ト
国
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
方
が
理
解
し
や
す
い
。

第
七
条
が
支
店
形
態
で
ホ
ス
ト
国
に
進
出
す
る
場
合
の
、
第
九
条
が
子
会
社
形
態
で
ホ
ス
ト
国
に
進
出
す
る
場
合
の
ホ
ス
ト
国
の
課
税
を
独
立
当
事
者
間
原
則
に
よ
っ
て

制
限
す
る
、
と
い
う
類
似
し
た
構
造
に
あ
る
。

136
）

例
え
ば
、
租
税
条
約
第
一
〇
条
第
一
項
は
配
当
に
つ
い
て
受
領
者
の
居
住
地
国
の
課
税
権
を
認
め
て
い
る
が
、
仮
に
第
一
〇
条
の
規
定
が
な
か
っ
た
ら
、
当
該
居
住

地
国
の
課
税
権
が
条
約
に
制
約
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
や
は
り
居
住
地
国
は
課
税
し
て
よ
い
。

137
）

例
え
ば
、
租
税
条
約
第
六
条
第
一
項
は
不
動
産
所
得
に
つ
き
源
泉
地
国
の
課
税
権
を
認
め
て
い
る
。
仮
に
第
六
条
の
規
定
が
な
け
れ
ば
、
第
七
条
と
の
関
係
で
「
企

業
の
利
得
」
に
属
す
か
も
し
れ
な
い
不
動
産
所
得
に
つ
き
源
泉
地
国
は
課
税
で
き
な
い
、
と
い
う
解
釈
の
余
地
が
生
ま
れ
る
。
第
六
条
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
不
動
産
所

得
は
第
七
条
の
適
用
対
象
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
、
或
い
は
、「
企
業
の
利
得
」
に
含
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
く
と
も
不
動
産
所
得
の
性
質
を
有
す
る
な
ら
ば
源

泉
地
国
が
課
税
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

138
）

C
f.
F
o
n
ta
n
a
,
n
o
te
119,

p
. 265.
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139
）

説
明
が
や
や
こ
し
く
な
る
が
、
納
税
者
が
受
け
取
る
段
階
で
の
費
用
控
除
前
の
所
得
に
着
目
し
て
適
用
条
文
が
定
ま
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
し
た
所
得
の
性
質
の

み
に
よ
っ
て
適
用
条
文
が
定
ま
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
受
け
取
り
方
が
適
用
条
文
を
左
右
す
る
こ
と
も
あ
る
。
Ｘ
国
の
Ｐ
銀
行
が
Ｙ
国
か
ら
利
子

を
受
け
取
る
場
合
に
、
Ｙ
国
の
支
店
が
受
け
取
る
な
ら
ば
第
七
条
の
問
題
と
な
り
、
Ｘ
国
の
本
店
等
が
受
け
取
る
な
ら
ば
第
一
一
条
の
問
題
と
な
る
。
一
つ
の
法
人
格
を

区
切
っ
て
支
店
が
受
け
取
る
こ
と
と
本
店
が
受
け
取
る
こ
と
と
を
区
別
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
が
潜
在
し
て
い
る
が
、
本
稿
は
こ
の
問
題
に
立
ち
入
ら
な
い
。

140
）

参
照
、
渕
圭
吾
「
匿
名
組
合
契
約
と
所
得
課
税
｜
｜
な
ぜ
日
本
の
匿
名
組
合
契
約
は
租
税
回
避
に
用
い
ら
れ
る
の
か
？
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
五
一
号
一
七
七
頁
（
二

〇
〇
三
）。

141
）

参
照
、
所
得
税
法
第
二
三
条
〜
第
三
五
条
と
、
第
一
六
一
条
。

142
）

事
業
性
が
な
け
れ
ば
第
二
一
条
・
そ
の
他
所
得
条
項
の
問
題
と
な
る
。

第
五
章

議
論
の
余
地
の
あ
る
領
域
｜
｜
誰
に
対
す
る
課
税
か
の
問
題
を
主
と
し
て

第
一
節

所
得
の
性
質
は
ど
こ
ま
で
継
続
す
る
か

第
一
款

国
務
院
判
決
の
租
税
条
約
違
反
論
が
部
分
的
に
成
立
す
る
可
能
性

前
述
の
通
り
、
第
四
章
第
一
節
第
一
款
〜
第
五
款
の
叙
述
は
、
何
か
論
証
を
要
す
る
も
の
で
は
な
く
、
租
税
条
約
は
そ
の
よ
う
に
作

ら
れ
て
お
り
ま
た
そ
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
租
税
条
約
の
適
用
に
お
け
る
図
の
①
の
「
利
得
」

と
、
国
務
院
判
決
に
い
う
図
の
②
の
「
利
得
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
国
務
院
判
決
の
第
七
条
の
「
利
得
」
の
解
釈
は
技
術
的
な

勘
違
い
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
誤
り
を
指
摘
し
た
だ
け
で
は
、
国
務
院
判
決
の
租
税
条
約
違
反
論
が
結
果
的
に
部
分
的
に
妥
当
す
る
余
地
が
残
っ
て

い
る
。
国
務
院
判
決
は
②
の
よ
う
に
「
利
得
」
の
範
囲
を
解
釈
す
る
と
い
う
誤
り
を
犯
し
た
が
、
そ
れ
で
も
、
図
の
①
と
同
じ
範
囲
に

お
い
て
、
即
ち
図
の
③
の
範
囲
に
お
い
て
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
租
税
条
約
第
七
条
違
反
論
が
成
立
す
る
可
能
性
を
残
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
余
地
で
あ
る
。
し
か
し
、
子
会
社
が
収
入
を
受
け
取
る
段
階
の
事
情
に
基
づ
い
て
条
約
上
の
所
得
区
分
ご
と
に
区
別
し
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た
上
で
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
適
用
を
遮
断
す
る
と
い
う
作
業
は
、
租
税
条
約
中
に
手
掛
か
り
を
有
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ

の
作
業
を
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
著
し
く
煩
雑
で
あ
り
困
難
で
あ
る
。
こ
の
煩
雑
さ
は
、
租
税
条
約
第
七
条
違
反
論
の
危
う
さ
を
示
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
さ
れ
る
。
尤
も
、
遮
断
の
仕
方
の
煩
雑
さ
が
、
直
ち
に
遮
断
を
否
定
す
る
こ
と
に
結
び
つ
く
訳
で
は

な
い
の
で
、
租
税
条
約
第
七
条
違
反
論
の
部
分
的
成
立
可
能
性
が
論
理
的
に
議
論
の
余
地
な
く
阻
却
さ
れ
る
と
ま
で
は
言
い
切
ら
な

い
。或

い
は
、
部
分
的
云
々
と
い
わ
ず
、
偶
々
問
題
と
な
る
子
会
社
が
得
て
い
た
も
の
が
事
業
の
対
価
だ
け
で
あ
っ
た
の
で
、
②
の
よ
う

な
解
釈
は
誤
り
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
偶
然
①
と
②
と
が
同
じ
範
囲
を
指
し
示
す
こ
と
な
り
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
が
租
税
条
約
第
七
条

に
よ
っ
て
遮
断
さ
れ
る
と
い
う
結
論
に
至
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
余
地
も

143
）

あ
る
。

第
二
款

B
rico

m

事
件
に
お
け
る
直
接
帰
属
・
間
接
帰
属
の
論
理
の
妥
当
性

こ
う
し
た
余
地
を
考
察
す
る
に
当
た
りS

ch
n
eid
er

事
件
よ
り
も
ふ
さ
わ
し
い
事
件
が
存
在
す
る
。
英
国
のB

rico
m

事
件
で
あ

る
。
オ
ラ
ン
ダ
子
会
社
の
得
て
い
た
所
得
が
英
国
源
泉
の
第
一
一
条
利
子
所
得
だ
け
で
あ
っ
た
か
は
判
決
文
か
ら
判
然
と
し
な
い
も
の

の
、
し
か
し
、
英
国
源
泉
の
第
一
一
条
利
子
所
得
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
の
で
、（
英
国
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
適
用
【
全

体
】
が
英
蘭
租
税
条
約
第
一
一
条
に
よ
っ
て
遮
断
さ
れ
る
か
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
）【
英
国
源
泉
第
一
一
条
利
子
所
得
に
由
来
す
る
範

囲
】
で
英
国
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
適
用
が
遮
断
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
論
点
が
形
成
さ
れ
る
。

こ
こ
で
、
裁
判
所
は
、
所
得
の
性
質
は
帰
属
が
変
わ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
直
ち
に
失
わ
れ
る
訳
で
は
な
い
と
し
つ
つ
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制

に
よ
る
課
税
は
単
な
る
計
算
結
果
に
対
す
る
課
税
な
の
で
所
得
の
性
質
は
維
持
さ
れ
て
い
な
い
、
と
論
じ
て
い
た
。
前
者
が
直
接
帰

属
、
後
者
が
間
接
帰
属
、
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

子
会
社
全
体
の
利
得
を
課
税
対
象
と
し
て
い
る
場
合
に
、
子
会
社
が
収
入
を
受
け
取
る
段
階
の
事
情
に
逐
一
着
目
し
て
、
租
税
条
約
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の
適
用
条
文
を
決
定
し
当
て
は
め
る
と
い
う
作
業
は
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
煩
雑
で
あ
る
。
本
件
で
は
英
国
源
泉
の
利
子
所
得
だ
け
が

目
立
つ
の
で
、
本
件
の
納
税
者
や
判
決
に
批
判
的
な
実
務
家
か
ら
見
て
、
そ
の
よ
う
な
煩
雑
さ
に
思
い
が
至
り
に
く
い
か
も
し
れ
な

い
。
だ
が
、
裁
判
所
は
一
般
化
し
た
事
例
を
想
起
し
つ
つ
論
理
の
射
程
範
囲
に
意
を
払
い
な
が
ら
判
決
を
下
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
本
件
の

裁
判
所
も
そ
の
よ
う
な
作
業
を
心
掛
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
しS

p
in
n
ey
s

社
が
英
国
源
泉
の
利
子
所
得
の
み
な
ら
ず
様
々
な
国
か
ら

様
々
な
種
類
の
所
得
を
受
け
取
っ
て
い
た
場
合
、
そ
れ
で
も
納
税
者
は
、
英
国
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
適
用
に
対
し
て
英
国
源
泉
の
利
子
所
得

に
対
応
す
る
部
分
を
切
り
出
し
英
蘭
租
税
条
約
第
一
一
条
違
反
で
あ
る
と
論
ず
る
つ
も
り
な
の
で
あ
ろ
う
か
（
勿
論
、
こ
の
よ
う
に
質

問
す
れ
ば
納
税
者
は
【
そ
の
つ
も
り
だ
】
と
強
弁
す
る
で
あ
ろ
う
が
）。
但
し
、
前
述
の
通
り
執
行
の
煩
雑
さ
が
直
ち
に
租
税
条
約
の
適
用

を
遮
断
す
る
こ
と
を
基
礎
付
け
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
論
理
的
に
明
白
な
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
が
難
し
い
。

計
算
結
果
に
対
す
る
課
税
で
は
非
課
税
利
子
所
得
の
性
質
が
な
く
な
る
、
と
い
う
論
理
に
疑
問
を
抱
く
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
お
か
し
な

こ
と
と
思
わ
れ
な
い
が
、
他
方
で
、
非
課
税
利
子
所
得
と
い
う
性
質
は
い
つ
ま
で
も
残
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
い
。
少
な
く
と

も
、
ど
こ
か
で
性
質
が
な
く
な
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
子
会
社
が
収
入
を
受
け
取
る
段
階
で
の
性
質

は
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
よ
う
な
課
税
に
お
い
て
、
な
く
な
る
の
か
、
ま
た
、
更
に
一
般
的
に
、
計
算
結
果
に
対
す
る
課
税
で
は
性
質
が
な

く
な
る
と
い
う
論
理
は
妥
当
な
の
か
そ
れ
と
も
性
質
が
な
く
な
る
時
点
に
つ
い
て
別
の
基
準
が
立
つ
の
か
、
は
議
論
の
余
地
の
あ
る
領

域
で
あ
る
。
そ
し
て
、
確
信
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、B

rico
m

事
件
判
決
の
（
一
般
論
の
当
否
は
と
も
か
く
）
結
論
は
妥
当
で
あ
っ
た

と
考
え
る
方
向
に
私
は
傾
い
て
い
る
。

第
三
款

所
得
区
分
の
問
題
と
所
得
帰
属
の
問
題
と
は
裏
表
の
関
係
か

と
こ
ろ
で
、
英
国
控
訴
院
は
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
が
名
目
上
英
国
親
会
社
を
課
税
対
象
者
に
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
所
得
の
帰
属

の
問
題
（
誰
に
対
す
る
課
税
で
あ
る
か
の
問
題
）
に
よ
っ
て
原
告
の
主
張
を
斥
け
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
英
国
国
内
法
が
外
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国
子
会
社
を
英
国
居
住
者
で
あ
る
と
仮
定
し
た
上
で
子
会
社
の
所
得
を
参
照
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
殆
ど
の

国
の
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
も
外
国
子
会
社
の
所
得
に
着
目
す
る
の
で
、
英
国
法
独
自
の
論
理
の
運
び
で
あ
っ
た
の
か
、
直
ち
に
断
定
す
る
こ
と

は
難
し
い
。A

u
stry

の
議
論
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
外
国
子
会
社
の
所
得
の
参
照
は
参
照
に
す
ぎ
な
い
、
と
論
じ
る
余
地
も
あ
る
か
ら

で
あ
る
（
こ
れ
は
国
務
院
が
採
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
国
務
院
判
決
を
支
え
る
説
明
は
本
章
第
二
節
第
二
款
で
見
る
よ
う
に
不
充
分
で

あ
り
、L

a
n
g

論
文
を
打
ち
破
る
方
が
困
難
で
あ
る
と
見
受
け
ら
れ
る
）。

ま
た
、（
英
国
居
住
者
で
あ
る
と
代
替
的
に
仮
定
し
て
い
る
か
ら
と
い
う
形
式
的
な
判
決
理
由
の
部
分
を
無
視
で
き
る
と
す
れ
ば
）
裁
判
所
は

所
得
の
性
質
の
問
題
を
論
じ
た
、
と
い
う
の
が
判
決
文
に
忠
実
な
理
解
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
所
得
の
帰
属
の
問
題
（
誰
に
課
税
さ
れ
る

か
の
問
題
）
と
ど
う
違
う
の
か
、
と
考
え
て
い
く
と
、
俄
か
に
は
結
論
を
出
し
に
く
い
。
所
得
区
分
の
問
題
と
所
得
帰
属
の
問
題
と
は

裏
表
の
関
係
に
あ
る
の
か
、
も
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。

裏
表
の
関
係
で
あ
る
か
不
分
明
で
あ
る
が
、
以
下
、L

a
n
g

論
文
等
が
論
ず
る
所
得
帰
属
の
問
題
（
誰
に
対
す
る
課
税
で
あ
る
か
の
問

題
）
に
移
る
。B

rico
m

事
件
は
好
素
材
で
あ
る
が
、L

a
n
g

論
文
等
はS

ch
n
eid
er

事
件
を
念
頭
に
置
い
て
論
じ
て
い
る
の
で
、
再

びS
ch
n
eid
er

事
件
を
念
頭
に
置
い
た
議
論
に
戻
る
。

第
二
節

所
得
の
帰
属
（
誰
に
対
す
る
課
税
で
あ
る
か
）
を
巡
る
学
説
の
対
立

第
一
款

所
得
の
帰
属
は
租
税
条
約
で
規
律
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
立
場

L
a
n
g

論
文
（
註
69
）
は
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。
｜
｜
「
国
務
院
判
決
は
、
租
税
条
約
が
独
自
に
所
得
を
帰
属
さ
せ
る
、
又
は
、
租

税
条
約
は
二
締
約
国
の
う
ち
の
一
方
の
帰
属
の
決
定
に
従
い
そ
の
事
が
他
方
締
約
国
に
お
け
る
条
約
の
適
用
に
お
い
て
も
拘
束
的
と
な

る
、
と
い
う
ど
ち
ら
か
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
た
。﹇
改
行
﹈
租
税
条
約
が
帰
属
を
独
自
に
決
定
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
を
検

討
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
所
得
の
発
生
に
つ
い
て
、
そ
し
て
元
々
の
国
内
法
令
の
下
に
お
け
る
所
得
の
帰
属
に
つ
い
て
、
焦
点
を
当
て
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る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
租
税
条
約
で
用
い
ら
れ
て
い
る
『
所
得
（in
co
m
e

）』
と
い
う
語
は
締
約
国
の
国
内
法
令
を

参
照
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
租
税
条
約
で
言
う
と
こ
ろ
の
『
所
得
』
は
現
実
（a
ctu

a
l

）
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、

所
得
が
存
在
す
る
の
は
、
税
制
が
あ
る
現
実
の
状
況
を
描
写
し
、
そ
れ
を
所
得
へ
の
課
税
と
関
連
さ
せ
た
法
的
効
果
と
結
び
つ
け
る
時

で
あ
る
。
何
が
所
得
と
見
な
さ
れ
る
か
は
｜
｜
関
連
す
る
憲
法
に
従
っ
て
｜
｜
立
法
府
が
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
資
産
の
売
却
が
所

得
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
一
方
で
、
売
却
取
引
な
し
に
所
得
が
認
識
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
単
な
る
資
産
の

価
値
の
増
加
に
よ
っ
て
、
又
は
納
税
者
の
居
住
の
変
更
に
よ
っ
て
、
又
は
｜
｜
以
前
の
ド
イ
ツ
で
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
｜
｜

納
税
者
自
身
が
使
用
す
る
ア
パ
ー
ト
の
利
用
価
値
自
体
に
よ
っ
て
さ
え
、
所
得
が
発
生
す
る
か
ら
で
あ
る
。
所
得
の
額
す
ら
も
現
実
の

も
の
で
は
な
く
立
法
を
要
す
る
。
従
業
員
が
雇
用
者
か
ら
現
物
の
便
益
を
受
け
取
り
そ
れ
が
納
税
義
務
に
結
び
付
く
場
合
、
当
該
現
物

便
益
の
認
識
が
取
得
費
用
で
な
の
か
通
常
価
値
で
な
の
か
適
正
市
場
価
格
で
な
の
か
消
費
地
の
平
均
値
で
な
の
か
に
よ
っ
て
大
き
な
違

い
を
も
た
ら
す
し
、
ま
た
、
価
値
測
定
方
法
が
異
な
る
か
と
い
う
こ
と
も
大
き
な
違
い
を
も
た
ら
す
。
同
様
に
、
法
律
上
の
所
得
算
定

方
法
も
所
得
の
額
に
影
響
す
る
。﹇
改
行
﹈
同
様
に
、
所
得
の
帰
属
（a

ttrib
u
tio
n

）
も
実
在
の
事
柄
で
は
な
い
。
寧
ろ
、
法
制
度
が
こ

れ
を
決
定
す
る
。
私
法
の
帰
属
に
従
う
か
独
立
の
帰
属
基
準
を
設
定
す
る
か
も
ま
た
｜
｜
関
連
す
る
憲
法
規
定
を
考
慮
し
た
上
で
｜
｜

立
法
府
の
手
に
あ
る
の
で
あ
る
。
誰
が
最
初
に
課
税
対
象
者
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
か
、
即
ち
所
得
の
帰
属
と
い
う
事
項
を
決
定
す
る

こ
と
も
立
法
府
の
責
任
で
あ
る
。
自
然
人
と
は
別
に
、
法
的
組
織
（leg

a
l en

tity

）
も
租
税
法
上
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

en
tity

の
法
人
格
は
ひ
と
え
に
立
法
府
の
決
定
の
産
物
で
あ
る
。
こ
う
し
た
決
定
が
法
制
度
に
よ
っ
て
完
全
に
異
な
り
う
る
と
い
う
事

実
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
事
例
に
お
け
る
多
数
の
認
定
の
対
立
（q

u
a
lifica

tio
n
 
co
n
flicts

）
に
表
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
或
る

租
税
制
度
は
一
定
の
種
類
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
課
税
対
象
者
と
し
て
扱
い
そ
こ
に
所
得
を
帰
属
さ
せ
る
一
方
で
、
別
の
租
税
制
度

は
パ
ー
ト
ナ
ー
に
租
税
を
課
す
と
い
う
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
。」「
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
第
四
条
第
一
項
に
よ
れ
ば
、『
居
住
者
』
と
は

二
締
約
国
の
一
方
に
お
い
て
当
該
者
（
個
人
又
は
実
体
）
の
当
該
一
方
締
約
国
と
の
緊
密
な
関
係
を
示
す
基
準
に
基
づ
い
て
『
課
税
さ
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れ
る
』
者
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
租
税
条
約
は
何
ら
独
自
の
帰
属
の
決
定
を
行
な
っ
て
い
な
い
。」「
租
税
条
約
の
規
定
は
、
締
約

国
の
国
内
法
に
よ
り
所
得
が
帰
属
す
る
と
さ
れ
た
実
体
に
、
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」「
仮
に
両
締
約
国
の
国
内
法
に
よ
り
所

得
が
異
な
る
実
体
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
租
税
条
約
は
条
約
の
目
的
に
照
ら
し
ど
ち
ら
の
帰
属
が
『
正
し
い
』
か
を
決
定

す
る
の
で
は
な
く
、
二
締
約
国
の
異
な
る
帰
属
の
決
定
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
に
従
う
。」「
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ

税
制
の
あ
る
国
の
居
住
者
た
る
株
主
は
、
そ
れ
故
に
他
方
の
国
の
居
住
者
た
る
会
社
と
は
別
個
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」「
一
方
締
約
国
が
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
課
税
す
る
一
方
で
他
方
締
約
国
が
パ
ー
ト
ナ
ー
に
課
税
す
る
こ
と
は
ど
ち
ら
の
帰
属
の

決
定
も
誤
り
で
な
い
と
し
て
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
同
様
に
、
一
方
の
国
が
法
人
に
課
税
し
他
方
の
国
が
そ
の
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税

制
に
よ
っ
て
株
主
に
課
税
す
る
こ
と
も
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」「
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
文
言
は
、
時
折
、
外
国
法
人
に
よ
っ
て
生

み
出
さ
れ
た
所
得
を
国
内
の
株
主
に
帰
属
さ
せ
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
何
も
異
な
ら

144
）

な
い
。」

ま
た
、
ド
イ
ツ
のR

u
st

は
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。
｜
｜
「
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
が
租
税
条
約
に
反
し
な
い
か
に
つ
い
て
は
二
段
階
で
審
査

す
る
必
要
が
あ
る
。
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
が
国
内
法
上
株
主
を
所
得
稼
得
者
と
見
な
し
て
い
る
な
ら
ば
、
租
税
条
約
違
反
と
な
ら
な
い
。
こ
の

場
合
、
所
得
は
直
接
に
株
主
に
帰
属
す
る
。
第
七
条
（
及
び
特
別
な
課
税
権
配
分
ル
ー
ル
）
が
適
用
さ
れ
、
一
般
に
株
主
（＝

所
得
を
稼

得
し
て
い
る
者
）
の
居
住
地
国
が
そ
の
所
得
に
課
税
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
（
原
文
の
脚
註
51
｜
｜
僅
か
に
、
国
外
Ｃ
Ｆ
Ｃ
が
Ｐ
Ｅ
扱

い
さ
れ
て
お
り
か
つ
租
税
条
約
が
第
二
三
Ａ
条
第
一
項
の
国
外
所
得
免
税
を
規
定
し
て
い
る
時
の
み
、
居
住
地
国
は
そ
の
所
得
に
課
税
す
る
こ
と

が
許
容
さ
れ

145
）

な
い
）。
所
得
の
帰
属
は
条
約
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
な
い
。
ど
の
者
に
所
得
が
帰
属
す
る
か
に
つ
き
国
内
法
に
よ
る
決

定
は
無
制
約
で
あ
る
。﹇
改
行
﹈
国
内
法
に
よ
り
所
得
が
外
国
法
人
に
帰
属
す
る
と
さ
れ
て
い
て
も
、
租
税
条
約
は
株
主
レ
ベ
ル
で
の

課
税
を
制
約
し
な
い
。
こ
の
場
合
、
株
主
は
モ
デ
ル
条
約
第
一
〇
条
に
従
い
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
株
主
と
い

う
立
場
に
よ
っ
て
所
得
を
受
け
取
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
二
段
階
で
の
課
税
で

146
）

あ
る
。」

L
a
n
g

論
文
とR

u
st

論
文
と
の
間
に
は
、
居
住
地
国
が
二
重
課
税
排
除
義
務
を
負
う
か
と
い
う
点
で
若
干
の
違
い
を
有
す
る
。
し
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か
し
、
親
会
社
に
対
す
る
課
税
を
子
会
社
に
対
す
る
課
税
で
あ
る
と
見
る
根
拠
が
な
い
、
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。

第
二
款

名
目
上
親
会
社
に
対
す
る
課
税
で
あ
っ
て
も
子
会
社
に
対
す
る
課
税
で
あ
る
と
す
る
反
論

こ
れ
ら
に
対
し
、G

u
tm
a
n
n

論
文
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
｜
｜
「
第
一
に
、
Ｃ
Ｇ
Ｉ
第
二
〇
九
Ｂ
条
は
明
ら
か
に
ス
イ
ス

法
人
へ
の
課
税
で
あ
る
、
と
国
務
院
は
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
詐
欺
的
で
あ
る
。A

u
stry

が
注
意
深
く
示
し
た
よ
う
に
、
第
二
〇
九
Ｂ

条
の
文
言
こ
そ
正
に
曖
昧
な
の
で
あ
る
。
ス
イ
ス
法
人
の
利
得
へ
の
課
税
に
も
読
め
る
が
、
損
失
は
考
慮
せ
ず
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
法
人

が
『
得
た
も
の
と
み
な
す
』
と
も
あ
り
み
な
し
配
当
と
も
読
み

147
）

う
る
」
と
し
、
子
会
社
に
対
す
る
課
税
で
あ
る
と
即
断
す
る
国
務
院
判

決
の
議
論
の
乱
暴
さ
に
つ
い
て
、G

u
tm
a
n
n

論
文
は
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。
し
か
し
、
結
論
と
し
て
は
「﹇
子
会
社
居
住
地
国
の
課

税
と
の
二
重
課
税
調
整
規
定
を
置
い
て
お
り
﹈
要
す
る
に
、
フ
ラ
ン
ス
自
身
が
外
国
と
の
課
税
権
の
衝
突
を
意
図
し
て
い
る
。﹇
改
行
﹈

第
二
〇
九
Ｂ
条
の
適
用
は
、
フ
ラ
ン
ス
租
税
法
の
下
で
は
、
問
題
と
な
る
所
得
項
目
と
外
国
子
会
社
と
の
間
に
存
在
す
る
結
び
つ
き

を
、
否
定
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、S

ch
n
eid
er

事
件
に
お
い
て
、
第
七
条
第
一
項
が
い
う
『
利
得
』
は
、
フ
ラ

ン
ス
の
視
点
か
ら
見
て
、P
a
ra
m
er

『
の
』
そ
れ
で
あ
っ
た
、
つ
ま
り
ス
イ
ス
企
業
の
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
ま

さ
し
く
源
泉
地
国
の
立
場
に
身
を
置
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
領
域
内
に
恒
久
的
施
設
が
存
在
し
な
い
の
で
ス
イ
ス
法
人
の
利
得

に
対
し
課
税
す
る
権
利
を
有
さ

148
）

な
い
」
と
、
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
論
理
展
開
は
奇
異
で
あ
る
。
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
は
親
会
社
居
住
地
国
と
し
て
課
税
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
親
会
社

居
住
地
国
に
源
泉
が
あ
る
か
否
か
を
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
ホ
ー
ム
国
・
ホ
ス
ト
国
で
捉
え
る
な

ら
ば
、
フ
ラ
ン
ス
が
ホ
ー
ム
国
で
あ
り
ス
イ
ス
が
ホ
ス
ト
国
で
あ
る
と
い
う
図
式
で
あ
る
。
ホ
ー
ム
国
・
ホ
ス
ト
国
の
定
義
が
曖
昧
で

あ
る
の
で
こ
の
用
語
を
避
け
あ
く
ま
で
居
住
地
国
・
源
泉
地
国
と
い
う
用
語
に
拘
る
な
ら
ば
、
親
会
社
居
住
地
国
た
る
フ
ラ
ン
ス
と
子

会
社
居
住
地
国
た
る
ス
イ
ス
と
の
対
立
で
あ
り
、
子
会
社
居
住
地
国
た
る
ス
イ
ス
の
条
約
相
手
国
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
が
必
然
的
に
源
泉
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地
国
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
ス
イ
ス
法
人
が
第
三
国
例
え
ば
ド
イ
ツ
源
泉
の
所
得
を
得
て
い
た
な
ら
ば
源
泉
地
国
は
ド
イ

ツ
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
ス
イ
ス
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

フ
ラ
ン
ス
自
身
が
外
国
と
の
課
税
権
の
衝
突
を
認
識
し
て
い
る
と
い
う
叙
述
はA

u
stry

の
議
論
に
も
あ
っ
た
が
、
慎
重
な
検
討
を

重
ね
た
結
果
、
結
局A

u
stry

は
子
会
社
に
対
す
る
課
税
で
あ
る
と
見
な
か
っ
た
（
子
会
社
の
利
得
へ
の
言
及
は
み
な
し
分
配
の
額
の
算
定

た
め
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
見
た
）。A

u
stry

の
結
論
を
国
務
院
は
採
用
し
な
か
っ
た
が
、G

u
tm
a
n
n

論
文
が
国
務
院
の
議
論
を
不
充

分
と
見
る
な
ら
ば
、A

u
stry

の
議
論
の
ど
こ
が
お
か
し
い
か
を
説
明
し
、
国
務
院
の
論
理
を
補
完
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

A
u
stry

も
言
及
し
て
い
る
課
税
権
の
衝
突
を
指
摘
し
た
だ
け
で
は
、
そ
の
補
完
に
成
功
し
な
い
。
私
はA

u
stry

の
議
論
の
幾
つ
か

が
お
か
し
い
と
難
じ
た
が
、G

u
tm
a
n
n

論
文
の
論
理
展
開
は
更
に
お
か
し
い
。

Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
が
子
会
社
の
利
得
を
意
識
し
て
課
税
要
件
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
或
る
者
（
Ｓ
と

す
る
）
の
所
得
を
別
の
者
（
Ｐ
と
す
る
）
の
所
得
で
あ
る
と
見
な
し
た
上
で
課
税
す
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
（
み
な
し
配
当
課

税
、
同
族
会
社
の
留
保
金
課
税
等
々
）。
そ
し
て
、
Ｓ
の
事
情
を
参
照
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
直
ち
に
Ｓ
へ
の
課
税
で
あ
る
と
見
な
さ

れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
名
目
通
り
Ｐ
へ
の
課
税
で
あ
る
と
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
の
方
が
通
例
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｃ

Ｆ
Ｃ
税
制
が
子
会
社
に
対
す
る
課
税
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ど
ん
な
論
理
に
よ
っ
て
か
、
が
正
に
問
題
な

の
で
あ
る
。

L
a
n
g

論
文
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
と
し
て
、
租
税
条
約
中
に
所
得
帰
属
の
手
掛
か
り
は
見
出
し
が
た
く
、
ま
た
、
一
方
締
約
国
の
所

得
帰
属
の
決
定
が
他
方
締
約
国
の
そ
れ
よ
り
優
先
す
る
と
い
う
こ
と
の
論
証
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
困
難
を
避
け
る
な
ら
ば
、
親
会
社

居
住
地
国
法
の
内
在
的
な
問
題
と
し
て
、
親
会
社
居
住
地
国
が
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
に
お
い
て
明
示
的
に
親
会
社
を
納
税
者
に
指
名
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
子
会
社
を
納
税
者
と
し
て
い
る
こ
と
の
論
証
が
求
め
ら
れ
る
。
だ
が
、（
外
在
的
な
租
税
条
約
上
の
問
題
と
し
て

な
ら
ば
と
も
か
く
）
内
在
的
に
、
明
示
的
に
指
名
し
て
い
る
納
税
者
と
真
の
納
税
者
と
が
食
い
違
う
と
い
う
の
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
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な
の
か
、
と
い
う
疑
問
に
直
面
し
よ
う
。
な
お
、
仮
に
子
会
社
を
納
税
者
と
し
て
い
る
と
の
論
証
に
成
功
し
た
と
し
て
も
、
租
税
条
約

第
七
条
等
で
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
適
用
を
遮
断
す
る
た
め
に
は
、
更
に
、
英
国
控
訴
院
の
、
租
税
条
約
に
よ
る
非
課
税
と
い
う
性
質
が
失
わ

れ
て
い
る
と
い
う
論
理
｜
｜
こ
の
問
題
が
所
得
帰
属
問
題
と
裏
表
な
の
か
即
断
し
か
ね
る
の
で
あ
る
が
｜
｜
も
打
ち
破
る
必
要
が
あ

る
、
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
国
務
院
判
決
中
に
は
あ
ま
り
に
手
掛
か
り
が
少
な
い
が
、
少
な
く
と
もG

u
tm
a
n
n

論
文

は
国
務
院
判
決
の
論
理
を
補
完
しL

a
n
g

論
文
に
反
論
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い

149
）

な
い
。

第
三
款

所
得
の
帰
属
に
つ
い
て
の
注
記
とL

a
n
g

論
文
へ
の
一
抹
の
危
惧

と
こ
ろ
で
、
租
税
条
約
は
所
得
の
帰
属
を
規
律
し
て
い
な
い
、
と
い
うL

a
n
g

論
文
の
議
論
に
違
和
感
を
覚
え
る
向
き
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
卒
然
と
読
む
と
、【
Ｐ
Ｅ
の
利
得
の
帰
属
や
移
転
価
格
な
ど
、
租
税
条
約
は
所
得
の
帰
属
を
扱
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
】

と
い
う
疑
問
が
浮
か
び
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

思
う
に
所
得
の
帰
属
と
い
う
問
題
は
多
義
的
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、L

a
n
g

論
文
は
組
合
等
の
パ
ス
・
ス
ル
ー
課
税
の
有
無
を
重
点

的
に
論
じ
て
い
る
。
比
喩
的
な
言
い
方
に
な
る
が
、
Ｐ
Ｅ
に
帰
属
す
る
利
得
の
問
題
や
親
子
会
社
間
の
移
転
価
格
の
問
題
は
、
共
同
事

業
者
間
等
に
お
け
る
【
水
平
的
な
所
得
の
帰
属
問
題
】
で
あ
り
、L

a
n
g

論
文
の
議
論
は
会
社
・
株
主
関
係
や
組
合
・
組
合
員
関
係
の

例
に
見
ら
れ
る
【
垂
直
的
な
所
得
の
帰
属
問
題
】（
或
い
は
段
階
的
な
所
得
の
帰
属
問
題
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

水
平
的
所
得
帰
属
問
題
に
つ
い
て
租
税
条
約
は
第
七
条
や
第
九
条
がa

rm
’s len

g
th

基
準
と
い
う
縛
り
を
提
示
し
て
い
る
が
、
垂
直

的
所
得
帰
属
問
題
（
或
い
は
段
階
的
所
得
帰
属
問
題
）
に
つ
い
て
租
税
条
約
は
関
与
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
がL

a
n
g

論
文
の
言
わ

ん
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
理
解
し

150
）

た
い
。

尤
も
、L

a
n
g

論
文
の
記
述
の
み
に
依
拠
す
れ
ば
、
所
得
の
帰
属
と
い
う
言
葉
で
組
合
等
の
パ
ス
・
ス
ル
ー
課
税
の
有
無
だ
け
を
論

じ
て
い
る
と
明
言
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
Ｐ
Ｅ
に
帰
属
す
る
利
得
の
問
題
や
移
転
価
格
の
問
題
は
明
ら
か
に
念
頭
に
置
い
て
い
な
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い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
当
該
記
述
の
み
に
依
拠
す
れ
ば
、
垂
直
的
所
得
帰
属
問
題
よ
り
も
広
い
帰
属
の
問
題
を
念
頭
に
置
い
て

い
る
、
と
も
読
む
余
地
も
あ
る
か
も
し
れ

151
）

な
い
。
も
し
広
い
帰
属
の
問
題
をL
a
n
g

が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
次

の
よ
う
な
一
抹
の
危
惧
が
生
ま
れ
る
。

極
端
な
想
定
例
に
な
る
が
、
独
立
の
関
係
に
あ
る
Ｘ
国
の
Ｐ
社
と
Ｙ
国
の
Ｓ
社
が
ジ
ョ
イ
ン
ト
ベ
ン
チ
ャ
ー
を
し
て
い
る
場
合
で
あ

っ
て
、
そ
の
利
益
の
分
か
ち
合
い
に
関
し
て
、
Ｓ
社
に
帰
属
す
べ
き
部
分
に
つ
い
て
ま
で
（
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
に
お
け
る
課
税
繰
延
対
策
も
し

く
は
租
税
回
避
対
策
の
よ
う
な
）
正
当
化
理
由
な
し
に
Ｐ
社
の
所
得
に
合
算
し
て
課
税
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
（
こ
れ
は
私
な
り
の

前
述
の
整
理
に
よ
れ
ば
水
平
的
所
得
帰
属
問
題
で
あ
る
）、
そ
れ
は
租
税
条
約
締
約
国
間
に
お
け
る
課
税
権
配
分
の
趣
旨
に
反
す
る
の
で
は

な
い
か
と
感
じ
ら

152
）

れ
る
。
し
か
し
、（
租
税
条
約
で
規
律
さ
れ
て
い
る
Ｐ
Ｅ
の
利
得
の
帰
属
や
移
転
価
格
を
除
き
）
所
得
の
帰
属
は
国
の
立

法
者
の
な
す
が
ま
ま
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
う
し
た
課
税
も
租
税
条
約
違
反
と
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
（
そ
し

て
、
そ
う
し
た
課
税
を
遮
断
す
る
根
拠
が
租
税
条
約
中
に
あ
る
の
か
と
問
わ
れ
る
と
、
見
出
し
が
た
い
）。L

a
n
g

論
文
が
本
段
落
で
述
べ
た

よ
う
な
例
に
関
し
て
も
国
の
立
法
者
の
自
由
と
し
て
い
る
の
か
は
、
不
分
明
で
あ
る
（
自
由
で
な
い
と
す
る
明
示
的
な
手
掛
か
り
は
な

い
）。

L
a
n
g

論
文
か
ら
は
、
法
実
証
主
義
の
気
配
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
ば
し
ば
法
実
証
主
義
的
な
議
論
は
強
い
論
理
的
説
得
力
を
有
す

る
。
こ
れ
は
、
法
に
対
し
ど
う
向
き
合
う
か
と
い
う
根
本
的
な
哲
学
と
も
関
わ
り
、L

a
n
g

論
文
に
対
す
る
反
論
は
容
易
で
な
い
。
だ

が
、
哲
学
と
関
わ
る
が
故
に
全
面
的
賛
成
も
俄
か
に
は
し
が
た
い
。
私
は
、
所
得
の
発
生
も
額
も
帰
属
も
立
法
者
の
な
す
が
ま
ま
か
と

言
わ
れ
る
と
、
躊
躇
を
覚
え
る
。
所
得
の
発
生
も
額
も
帰
属
も
立
法
者
に
委
ね
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
原
則
と
し
て
は
異
を
唱

え
る
つ
も
り
は
な
い
も
の
の
、
例
外
は
な
い
と
言
い
切
る
自
信
は
な
い
。
立
法
者
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
よ
う
と
も
、
経
済

的
な
実
体
（en

tity

で
は
な
くsu

b
sta
n
ce

の
意
）
は
存
在
し
て
お
り
、
立
法
に
当
た
り
経
済
的
な
実
体
か
ら
大
き
く
逸
脱
す
れ
ば
そ
う

し
た
租
税
法
は
潜
脱
の
標
的
と
な
り
結
局
長
生
き
し
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
私
は
普
段
考
え
て
い
る
が
、
経
済
的
な
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実
体
な
る
も
の
の
根
拠
が
あ
や
ふ
や
で
あ
る
こ
と
は
自
覚
し
て
お
り
、
自
分
の
感
覚
が
哲
学
と
し
て
支
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ

い
て
自
信
を
持
っ
て
な
い
。

私
は
、L

a
n
g

論
文
の
論
理
に
つ
き
、
例
外
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
引
っ
掛
か
り
を
覚
え
る
。
だ
が
、
そ
の
引
っ
掛
か
り
を

説
明
す
る
準
備
は
で
き
て
い
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
垂
直
的
所
得
帰
属
問
題
に
限
定
し
て
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
原
則
と
し

て
、L

a
n
g

論
文
が
論
ず
る
通
り
、
国
の
立
法
裁
量
は
租
税
条
約
に
よ
っ
て
狭
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
見
込
み
を
私
は
抱
い

て
い
る
。
そ
し
て
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
に
限
定
す
る
な
ら
ば
更
にL
a
n
g

論
文
の
論
破
は
困
難
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
込
み
を
抱
い
て
い
る
。

第
四
款

組
合
方
式
課
税
と
の
対
比

組
合
方
式
課
税
は
組
合
だ
け
（
法
人
格
を
有
さ
な
い
組
織
だ
け
）
に
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
い
。
組
合
方
式
課
税
と
い
う
と
誤
解
を
招

く
恐
れ
が
あ
る
な
ら
ば
パ
ス
・
ス
ル
ー
課
税
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
パ
ス
・
ス
ル
ー
課
税
の
有
無
は
、
私
法

上
の
法
人
格
の
有
無
と
連
動
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
Ｓ
法
人
の
扱
い
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
法
人
格
を
有
す
る
会
社
に
関
し
て
も
、
会
社
を
通
じ
て
得
た
利
益
に
つ
い
て
会
社
段
階
・
株
主
段
階
で
ど
の
よ
う
に
課

税
す
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
は
古
く
か
ら
議
論
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
議
論
は
租
税
政
策
と
し
て
一
様
に
決
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
分
配

ま
で
株
主
段
階
で
の
課
税
を
控
え
る
と
い
う
こ
と
が
当
然
で
は
な
い
。
寧
ろ
、
組
合
方
式
課
税
（
或
い
は
、
配
当
を
擬
制
し
て
課
税
す
る

方
式
や
、
株
式
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
に
つ
い
て
譲
渡
時
ま
で
待
た
ず
毎
期
時
価
主
義
で
課
税
し
て
い
く
方
式
も
、
経
済
的
に
類
似
の
効
果
を

も
た
ら
す
）
が
理
想
で
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
執
行
上
困
難
で
あ
る
の
で
、
会
社
段
階
で
一
旦
課
税
し
て
お
く
の
で
あ
る
、
と
理
解
さ

れ
て

153
）

い
る
。

Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
は
組
合
方
式
課
税
と
類
似
す
る
面
を
有

154
）

す
る
。
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
は
子
会
社
の
マ
イ
ナ
ス
を
親
会
社
に
取
り
込
ま
せ
ず
、
理

念
的
な
組
合
方
式
課
税
で
は
組
織
段
階
の
プ
ラ
ス
も
マ
イ
ナ
ス
も
構
成
員
段
階
に
帰
属
す
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
だ
が
、
現
実
の
組

388

立教法学 第73号（2007)



合
方
式
課
税
で
は
マ
イ
ナ
ス
の
利
用
を
制
限
す
る
例
が
珍
し
く
な
い
の
で
、
理
念
的
な
組
合
方
式
課
税
と
の
比
較
は
重
視
し
が
た
い
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
第
一
条
第
二
七
・
四
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
は
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
が
「
当
該
外
国
実
体
の
法
人
格
を
無
視
し
て
」
い

る
、
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
法
人
格
を
無
視
す
る
立
法
を
問
題
視
す
る
姿
勢
は
、
租
税
政
策
の
基
本
に
照
ら
し
非
難
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

尤
も
、
組
織
の
法
人
格
の
有
無
と
パ
ス
・
ス
ル
ー
課
税
の
有
無
と
が
連
動
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
、
子
会
社
の
所
得

を
親
会
社
の
所
得
に
合
算
す
る
こ
と
が
租
税
条
約
に
違
反
し
な
い
、
と
い
う
結
論
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
の
反
論
が
予
想
さ
れ

る
。
従
っ
て
、
こ
れ
は
議
論
の
余
地
の
あ
る
領
域
で
あ
る
。

Ｘ
国
の
Ｐ
が
Ｙ
国
の
Ｓ
と
い
う
組
織
を
通
じ
て
所
得
を
得
て
い
る
場
合
に
、
Ｘ
国
が
Ｓ
か
ら
の
分
配
を
待
た
ず
に
Ｓ
を
税
務
上
透
明

で
あ
る
と
し
て
扱
っ
て
Ｐ
に
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
う
し
た
課
税
が
租
税
条
約
第
七
条
違
反
と
な
る
か
、
と
い
う

問
題
に
つ
き
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
で
は
租
税
条
約
第
七
条
違
反
と
な
ら
な
い
と
い
う
前
提
で
議
論
が
進
め
ら
れ
て

155
）

い
た
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
お
け
る

通
説
が
正
し
い
と
い
う
保
証
は
な
い
し
、
裁
判
所
が
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
報
告
書
に
拘
束
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
だ
が
、
組
合
課
税
方
式
が

租
税
条
約
第
七
条
違
反
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
論
証
す
る
方
が
、
困
難
で
あ
ろ
う
、
と
私
は
予
想
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
故
に
、

L
a
n
g

論
文
の
議
論
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
垂
直
的
所
得
帰
属
問
題
に
限
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
原
則
と
し
て
（
例
外
が
ど
の
辺
り
に
あ
る
か

と
い
う
こ
と
の
考
察
は
詰
め
切
っ
て
い
な
い
が
）、
支
持
で
き
る
、
と
見
込
ん
で
い
る
。

第
三
節

そ
の
他
の
問
題

第
一
款

法
的
二
重
課
税
と
経
済
的
二
重
課
税
に
つ
い
て

Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
が
名
目
的
に
は
国
内
の
親
会
社
を
納
税
者
と
す
る
た
め
に
、
租
税
条
約
適
合
性
を
論
ず
る
際
に
、
法
的
二
重
課
税
と
経

済
的
二
重
課
税
と
の
違
い
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
租
税
条
約
は
法
的
二
重
課
税
を
扱
う
も
の
で

156
）

あ
る
と
こ
ろ
、
子
会
社
居
住
地
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国
に
よ
る
子
会
社
へ
の
課
税
と
親
会
社
居
住
地
国
に
よ
る
親
会
社
へ
の
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
に
基
づ
く
課
税
は
、
法
的
二
重
課
税
に
当
た
ら
な

い
か
ら
、
租
税
条
約
違
反
に
当
た
ら
な
い
、
と
い
う
論
理
の
是
非
で
あ
る
。
な
お
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
に
関
し
て
は
二
重
課
税
排
除
措
置
が

講
じ
ら
れ
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
の
で
、
経
済
的
二
重
課
税
排
除
義
務
を
肯
定
し
た
と
こ
ろ
で
直
ち
に
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
へ
の
非
難
に
は
結

び
つ
き
が
た
い
、
と
い
う
こ
と
も
留
意
す
べ
き
で

157
）

あ
る
。

本
稿
で
指
摘
し
た
い
の
は
、
租
税
条
約
第
七
条
違
反
論
が
、
租
税
条
約
は
法
的
二
重
課
税
の
み
な
ら
ず
経
済
的
二
重
課
税
も
禁
じ
て

い
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
根
拠
と
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

国
務
院
判
決
に
関
し
、
判
決
文
の
中
に
法
的
二
重
課
税
・
経
済
的
二
重
課
税
と
い
う
語
は
見
当
た
ら
な
い
。
だ
が
、
判
決
は
、
法
的

二
重
課
税
と
経
済
的
二
重
課
税
の
区
別
に
意
義
を
認
め
ず
、
法
的
二
重
課
税
排
除
よ
り
も
条
約
の
適
用
範
囲
は
広
い
と
し
た
の
で
あ

る
、
と
す
る
解
説
が

158
）

あ
る
。

し
か
し
、
経
済
的
二
重
課
税
へ
の
言
及
は
不
適
切
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
が
名
目
的
に
フ
ラ
ン
ス
法
人
を
課
税
対
象
と

し
て
い
る
と
こ
ろ
、
裁
判
所
が
法
人
格
否
認
に
類
似
す
る
こ
と
を
し
、
ス
イ
ス
法
人
に
対
す
る
課
税
で
あ
る
と
認
定
す
る
か
ら
こ
そ
、

租
税
条
約
第
七
条
の
問
題
と
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
ス
イ
ス
法
人
に
対
す
る
課
税
の
問
題
で
あ
る
か
ら
経
済
的
二
重
課
税

に
言
及
す
る
必
要
が
な
い
。
裁
判
所
が
法
人
格
否
認
を
し
て
ス
イ
ス
法
人
に
対
す
る
課
税
で
あ
る
と
認
定
す
る
こ
と
に
躊
躇
を
覚
え
た

の
で
、
経
済
的
二
重
課
税
排
除
を
理
由
と
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
場
合
は
ス
イ
ス
法
人
に
対

す
る
課
税
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
租
税
条
約
第
七
条
の
問
題
で
は
な
く
な
る
。

租
税
条
約
の
目
的
が
二
重
課
税
の
除
去
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ス
イ
ス
法
人
の
名
に
お
い
て
で
な
く
そ
の
親
会
社
の
名
に
お
い
て

課
税
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
、
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
を
正
当
化
す
る
も
の
で
も
な
い
、
と
だ
け
国
務
院
判
決
が

論
じ
、
経
済
的
二
重
課
税
に
言
及
し
な
か
っ
た
の
は
、
深
慮
に
基
づ
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
読
む
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
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第
二
款

租
税
回
避
・
脱
税
を
防
止
す
る
と
い
う
目
的
に
つ
い
て

租
税
条
約
の
主
た
る
意
義
は
実
際
の
租
税
条
約
の
表
題
に
し
ば
し
ば
あ
る
通
り
二
重
課
税
の
排
除
で
あ
る
が
、
租
税
条
約
の
目
的
に

は
、
租
税
回
避
・
脱
税
の
防
止
と
い
う
目
的
も
含
ま
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

159
）

い
る
。

条
約
は
国
に
義
務
を
課
す
も
の
で
あ
り
、
普
通
租
税
条
約
は
国
の
課
税
権
を
制
約
す
る
。
課
税
権
を
制
約
す
る
も
の
が
租
税
回
避
・

脱
税
防
止
目
的
を
有
す
る
、
と
い
う
と
若
干
奇
異
に
聞
こ
え
る
が
、
条
約
が
国
に
課
す
義
務
が
課
税
権
の
行
使
を
控
え
る
こ
と
の
み
で

な
い
と
す
れ
ば
、
例
え
ば
情
報
提
供
義
務
も
課
す
と
す
れ
ば
、
租
税
回
避
・
脱
税
防
止
目
的
も
有
す
る
と
い
う
こ
と
が
条
約
の
本
質
に

背
く
と
ま
で
は
い
え
な
い
。

し
か
し
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
だ
け
で
は
租
税
条
約
第
七
条
違
反
論
等
と
関
連
し
な
い
。
仮
に
租
税
回
避
・
脱
税
防
止
目
的
が
肯
定
さ

れ
る
と
し
て
、
国
の
租
税
回
避
・
脱
税
対
策
規
定
は
当
然
に
有
効
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
問
い
を
設
定
す
る
な
ら
ば
、

一
般
的
に
言
っ
て
そ
の
答
え
は
否
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
類
似
の
効
果
を
達
成
す
る
解
釈
論
上
の
ル
ー
ト
が
皆
無
と
ま
で
は
い
え
な
い
。
租
税
条
約
が
仮
に
租
税
回
避
・
脱
税
防
止

目
的
も
有
す
る
と
し
て
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
た
解
釈
と
し
て
、
第
七
条
等
の
課
税
権
制
約
規
定
が
限
定
的
に
解
釈
さ
れ
る
、
と
い
う
論

理
が
思
い
浮
か
ぶ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
課
税
減
免
規
定
の
限
定

160
）

解
釈
と
い
う
論
理
と
類
似
す
る
。

課
税
減
免
規
定
の
限
定
解
釈
と
い
う
論
理
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
成
立
す
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
租

税
条
約
の
課
税
権
制
約
規
定
の
限
定
解
釈
の
可
能
性
も
、
議
論
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

尤
も
、
こ
の
議
論
は
発
展
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
見
込
ん
で
い
る
。
租
税
回
避
・
脱
税
防
止
目
的
が
肯
定
さ
れ
る
と
し
て
、

そ
れ
だ
け
で
課
税
権
制
約
規
定
の
限
定
解
釈
が
導
か
れ
る
例
は
（
あ
る
と
し
て
も
）
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
、

敢
え
て
そ
の
よ
う
な
解
釈
論
を
採
る
よ
り
も
、
裁
判
官
な
ら
ば
所
得
の
帰
属
の
問
題
（
誰
に
対
す
る
課
税
で
あ
る
か
の
問
題
）
等
別
の
解
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釈
ル
ー
ト
を
通
じ
て
同
じ
よ
う
な
結
論
を
目
指
す
方
が
、
論
じ
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
も
予
想
さ
れ
る
。

結
局
、
租
税
回
避
・
脱
税
防
止
目
的
を
肯
定
す
る
こ
と
に
そ
れ
ほ
ど
無
理
は
感
じ
な
い
も
の
の
、
そ
れ
が
具
体
的
な
事
案
の
解
決
に

ど
れ
ほ
ど
影
響
を
及
ぼ
す
か
不
分
明
で
あ
る
。

第
三
款

租
税
条
約
第
一
〇
条
第
五
項
に
つ
い
て

租
税
条
約
第
一
〇
条
第
五
項
が
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
適
用
を
妨
げ
る
か
に
つ
き
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
お
け
る
多
数
派
と
少
数
派
と
の
対
立
を
紹

介
し
た
（
本
稿
第
三
章
第
一
節
）。

ま
た
、
谷
口
が
ド
イ
ツ
の
議
論
を
紹
介
し
て
お
り
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
｜
｜
「
通
説
及
び
判
例
は
…
…
加
算
課
税

は
﹇
第
一
〇
条
第
五
項
の
﹈
域
外
課
税
の
禁
止
に
違
反
し
な
い
と
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
一
致
し
て
述
べ
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
、
加
算
課
税
と
租
税
条
約
上
の
域
外
課
税
の
禁
止
と
で
は
、
対
象
と
さ
れ
る
租
税
主
体
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
で

161
）

あ
る
。」

第
一
〇
条
第
五
項
は
源
泉
地
国
課
税
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
に
反
駁
で
き
る
の
か
、
ま
た
、
誰
が
課
税
さ

れ
て
い
る
か
の
問
題
を
ど
う
捉
え
る
か
、
に
よ
る
こ
と
と
な
る
。

第
四
款

租
税
条
約
第
二
三
条
に
つ
い
て

問
題
と
な
る
租
税
条
約
第
二
三
条
が
国
外
所
得
免
税
を
定
め
て
い
る
場
合
に
、
一
定
の
場
面
で
は
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
適
用
が
第
二
三
条

違
反
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
適
用
可
能
性
に
と
っ
て
最
大
の
障

害
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
は
第
二
三
条
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
議
論
を
紹
介
す
る
谷
口
・
註
（
２
）
論
文
の
二
〇
五

二
〇
六
頁
も
、

第
二
三
条
の
国
外
所
得
免
税
を
鍵
と
し
て
挙
げ
て

162
）

い
る
。
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第
五
款

無
差
別
条
項
に
つ
い
て

租
税
条
約
第
二
四
条
の
無
差
別
条
項
に
違
反
す
る
可
能
性
も
、
無
差
別
条
項
の
読
み
方
次
第
で
は
皆
無
と
ま
で
は
言
い
切
れ
な
い
か

も
し
れ
な
い
。
但
し
、
一
般
に
、
無
差
別
条
項
は
源
泉
地
国
で
の
差
別
的
な
課
税
を
禁
ず
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
が
無
差
別
条
項
に
違
反
す
る
と
い
う
余
地
は
小
さ
い
と
私
は
推
測
し
て
い
る
。
ま
た
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
が
（
Ｅ
Ｕ
法

に
関
し
て
は
と
も
か
く
と
し
て
、
租
税
条
約
の
）
無
差
別
条
項
に
違
反
す
る
可
能
性
を
論
じ
た
学
説
に
つ
い
て
は
ま
だ
出
会
っ
て
な
い
。

第
六
款

租
税
条
約
の

163
）

回
避

谷
口
・
註
（
２
）、
一
九
九
頁
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
｜
｜
「
締
約
国
に
よ
る
条
約
回
避
の
禁
止
と
い
う
原
則
が
既
に
国
際

法
上
の
原
則
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
む
し
ろ
国
際
法
学
上
の
問
題
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
深
く
立
ち
入
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
租
税
条
約
の
法
的
実
効
性
な
り
拘
束
力
を
担
保
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
の
原
則
を
少
な
く
と
も
租
税
条
約
法
の
領

域
に
お
け
る
基
本
原
則
の
一
つ
と
し
て
承
認
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
租
税
条
約
の
法
的
実
効
性
な
い
し
拘
束

力
が
保
障
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
締
約
国
間
の
課
税
関
係
の
安
定
が
確
保
さ
れ
、
投
資
及
び
経
済
活
動
の
自
由
な
交
流
に
対
す
る
租
税
上

の
障
害
の
除
去
と
い
う
租
税
条
約
本
来
の
目
的
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
し
、
ひ
い
て
は
、
租
税
条
約
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拡
大
が

図
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。」

こ
の
記
述
は
そ
れ
だ
け
な
ら
ば
魅
力
的
で
あ
る
。
但
し
、
次
の
よ
う
な
問
い
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
そ
う
し
た
基
本
原
則
を

承
認
す
る
と
し
て
、
ど
の
範
囲
で
そ
う
し
た
基
本
原
則
が
妥
当
す
る
の
か
、
及
び
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
は
そ
も
そ
も
回
避
的
な
の
か
、
と
い

う
問
い
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
問
い
を
受
け
る
こ
と
は
、
基
本
原
則
の
常
で
あ
る
（
納
税
者
の
租
税
回
避
を
否
認
す
る
と
い
う

一
般
条
項
を
設
け
た
時
と
同
様
の
問
い
を
受
け
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
）。
こ
の
基
本
原
則
へ
の
賛
否
は
そ
れ
だ
け
で
は
恐
ら
く
具
体
的
な
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事
案
に
お
い
て
決
定
打
と
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

租
税
回
避
概
念
は
一
般
に
契
約
の
法
的
構
成
の
異
常
さ
に
着
目
す
る
が
、
条
約
回
避
も
何
か
法
的
な
異
常
さ
に
着
目
す
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
立
法
に
つ
い
て
の
法
的
な
異
常
さ
が
あ
る
と
し
て
そ
れ
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
は
法
的
に
異
常
で
あ
ろ
う
か
。
組
織

を
通
じ
て
得
る
利
益
を
構
成
員
の
所
得
と
見
な
し
て
課
税
す
る
例
は
珍
し
く
な
い
が
、
そ
れ
で
も
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
に
は
何
か
独
特
の
異
常

さ
が
あ
ろ

164
）

う
か
。

或
い
は
、
条
約
回
避
は
、
法
的
な
異
常
さ
で
は
な
く
、
経
済
的
な
視
点
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
を
適

用
す
る
こ
と
の
経
済
的
な
効
果
は
、
納
税
者
の
課
税
繰
延
の
利
益
を
奪
う
こ
と
で

165
）

あ
る
が
、
こ
れ
は
条
約
相
手
国
の
ど
の
よ
う
な
利
益

を
奪
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
奪
っ
て
は
な
ら
な
い
と
評
価
さ
れ
る
利
益
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

条
約
回
避
と
い
う
概
念
を
定
立
で
き
る
か
、
そ
し
て
そ
の
禁
止
基
準
を
定
立
で
き
る
か
、
に
つ
い
て
は
多
く
の
問
い
が
残
っ
て
い
る

と
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
書
く
と
誤
解
を
招
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
従
っ
て
条
約
回
避
の
禁
止
は
あ
り
得
な
い
、
と
言
わ
ん
と

し
た
い
の
で
は
な
い
。
前
述
の
通
り
私
は
谷
口
の
記
述
に
魅
力
を
感
じ
て
い
る
。

143
）

更
に
想
像
力
を
働
か
せ
れ
ば
、
子
会
社
が
収
入
を
受
け
取
る
段
階
の
所
得
区
分
ご
と
に
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
適
用
に
対
し
、
こ
の
部
分
は
第
七
条
違
反
、
こ
の
部
分
は

第
一
一
条
違
反
、
こ
の
部
分
は
第
一
二
条
違
反
…
…
と
し
て
逐
一
租
税
条
約
の
各
条
文
に
依
拠
し
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
適
用
を
遮
断
し
よ
う
と
す
る
訴
訟
遂
行
も
、
考
え
ら
れ

な
い
で
は
な
い
。
こ
こ
ま
で
想
像
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
租
税
条
約
違
反
の
可
能
性
の
議
論
の
焦
点
は
、
次
節
で
見
るL

a
n
g

論
文
の
論
理
の
妥
当
性
に
移

る
で
あ
ろ
う
。

144
）

L
a
n
g
,
n
o
te
69,

p
p
. 53-54.

強
調
、
原
文
。﹇

﹈
内
、
浅
妻
。

ま
た
、
Ｉ
Ｆ
Ａ
のG

en
era

l R
ep
o
rt

も
同
様
に
論
ず
る
。L

a
n
g
,
ed
.,
n
o
te
8,
p
. 33

(H
a
n
s -Jo

rg
en A

ig
n
er,

U
lrich S

ch
eu
erle

&
M
a
rk
u
s S
tefa

n
er ).

な

お
、
こ
の
執
筆
者
の
全
員
がL

a
n
g

の
ウ
ィ
ー
ン
大
学
と
関
係
を
有
し
て
い
る
。

145
）

欧
州
の
論
文
の
中
に
は
第
七
条
の
問
題
と
第
二
三
条
の
問
題
と
を
混
同
し
て
い
る
も
の
が
時
折
見
受
け
ら
れ
る
、
と
嘆
い
た
（
註
（
106
）
参
照
）
が
、R

u
st

論
文

は
そ
う
し
た
混
同
に
陥
っ
て
い
な
い
。

146
）

L
a
n
g
,
ed
.,
n
o
te
8,
p
p
. 267-268.

147
）

G
u
tm
a
n
n
,
et a

l.,
n
o
te
118,

p
. 160.
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148
）

G
u
tm
a
n
n
,
et a

l.,
n
o
te
118,

p
. 162.

﹇

﹈
内
、
浅
妻
。

149
）

私
がL

a
n
g

論
文
を
支
持
し
た
い
が
た
め
に
わ
ざ
と
奇
天
烈
な
反
対
説
を
こ
こ
で
紹
介
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
勘
繰
ら
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
稿
の

註
に
挙
げ
た
論
文
の
中
で
マ
シ
な
も
の
を
紹
介
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
他
は
、
国
務
院
判
決
を
な
ぞ
る
だ
け
で
終
わ
っ
て
い
る
。
学
説
の
渉
猟
不
足
を

お
詫
び
申
し
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。L

a
n
g

論
文
へ
の
反
論
に
成
功
し
て
い
る
学
説
を
今
後
も
探
し
て
い
き
た
い
が
、
今
の
と
こ
ろ
成
功
し
て
い
る
学
説
の
存
否
は
不
明

で
あ
る
。

150
）

水
平
的
所
得
帰
属
問
題
・
垂
直
的
所
得
帰
属
問
題
（
或
い
は
段
階
的
所
得
帰
属
問
題
）
と
い
う
の
は
私
の
勝
手
な
造
語
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
で
説
明
に
な
っ
て
い
る

か
不
安
が
残
る
し
、
所
得
の
帰
属
の
問
題
が
こ
の
二
種
に
限
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
も
検
討
を
詰
め
切
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
大
変
難
し
い
問
題
で
あ
る
た
め
、
現
段
階
で

は
検
討
の
不
充
分
さ
を
お
詫
び
申
し
上
げ
る
以
外
に
な
い
。

151
）

例
え
ば
、
納
税
者
側
が
息
子
に
帰
属
す
る
所
得
と
し
て
扱
お
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
租
税
法
が
明
示
の
規
定
に
よ
り
父
親
に
帰
属
す
る
所
得
と
し
て
扱
う
、
と
い

っ
た
帰
属
の
問
題
も
、L

a
n
g

論
文
の
い
う
所
得
の
帰
属
の
問
題
に
含
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
帰
属
が
含
ま
れ
る
か
否
か
明
言
さ
れ
て
い
な
い
。

L
a
n
g

論
文
の
法
実
証
的
な
態
度
に
照
ら
す
と
、
そ
う
し
た
帰
属
の
問
題
を
外
す
意
図
は
な
い
、
と
見
る
余
地
も
あ
る
。

152
）

租
税
条
約
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
一
般
国
際
法
に
違
反
す
る
、
と
い
う
見
解
も
予
想
で
き
る
が
、
一
般
国
際
法
に
よ
る
制
約
が
そ
こ
ま
で
き
つ
い
と
い
え
る
か
に

つ
い
て
も
私
は
迷
う
。
Ｘ
国
と
に
何
ら
結
び
つ
き
（n
ex
u
s

）
の
な
い
と
こ
ろ
へ
の
課
税
で
あ
る
と
言
い
切
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
迷
う
。

153
）

法
人
課
税
の
必
要
性
と
実
現
主
義
課
税
の
必
要
性
と
の
類
似
性
に
つ
き
、
参
照
、
増
井
良
啓
「
組
織
形
態
の
多
様
化
と
所
得
課
税
」
租
税
法
研
究
三
〇
号
一
頁
（
二

〇
〇
二
）。

154
）

擬
制
配
当
ア
プ
ロ
ー
チ
かlo

o
k
th
ro
u
g
h

ア
プ
ロ
ー
チ
か
の
区
別
は
理
念
型
に
す
ぎ
ず
、
現
実
の
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
は
両
要
素
を
併
せ
持
つ
こ
と
が
多
い
の
で
、
両
ア

プ
ロ
ー
チ
の
違
い
を
重
視
す
る
こ
と
は
生
産
的
で
な
か
ろ
う
と
予
想
し
て
い
る
。

155
）

O
E
C
D
,
T
h
e A

p
p
lica

tio
n o

f th
e O

E
C
D
 
M
o
d
el T

a
x C

o
n
v
en
tio
n to P

a
rtn

ersh
ip
s:
Issu

es in In
tern

a
tio
n
a
l T

a
x
a
tio
n N

o
. 6
(1999).

そ
こ
で

の
焦
点
は
寧
ろ
、
Ｙ
国
が
Ｓ
を
税
務
上
透
明
で
な
い
と
し
て
扱
い
Ｓ
に
課
税
し
て
い
る
場
合
に
、
Ｘ
国
が
第
二
三
条
に
よ
る
二
重
課
税
排
除
義
務
を
負
う
か
、
で
あ
っ

た
。

156
）

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
。

157
）

私
は
、
経
済
的
二
重
課
税
な
ら
ば
全
く
租
税
条
約
違
反
に
当
た
ら
な
い
、
と
言
い
切
る
こ
と
に
、
一
抹
の
不
安
を
抱
い
て
い
る
。
経
済
的
二
重
課
税
を
放
置
す
る
こ

と
は
、
租
税
条
約
を
締
結
し
て
両
国
間
の
経
済
交
流
の
活
性
化
を
図
る
と
い
う
趣
旨
に
沿
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
但
し
、
経
済
的
二
重
課
税
を
租
税
条
約
違
反
と
す
る
論

拠
を
見
出
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
迷
い
の
中
に
い
る
。
だ
が
、
私
の
こ
の
迷
い
は
措
い
て
よ
い
。
ま
た
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
に
関
し
て

は
経
済
的
二
重
課
税
の
問
題
に
も
な
り
に
く
い
。

158
）

M
b
w
a
-M

b
o
m
a
,
n
o
te
12,

p
. 148.

159
）

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
コ
メ
ン
タ
リ
ー
第
一
条
第
七
パ
ラ
グ
ラ
フ
、
及
び
そ
れ
に
対
す
る
ス
イ
ス
の
所
見
と
し
て
第
二
七
・
九
パ
ラ
グ
ラ
フ
参
照
。

160
）

参
照
、
中
里
実
「
課
税
逃
れ
商
品
に
対
す
る
租
税
法
の
対
応
（
上
下
）」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
六
九
号
一
一
六
頁
（
一
九
九
九
）、
一
一
七
一
号
八
六
頁
（
二
〇
〇
〇
）、
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中
里
実
『
タ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ル
タ
ー
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
）。

161
）

谷
口
・
註
（
２
）、
一
九
五
頁
。﹇

﹈
内
、
浅
妻
。

162
）

そ
し
て
結
論
部
分
の
同
書
二
二
一
頁
に
お
い
て
「
ド
イ
ツ
で
議
論
さ
れ
て
き
た
加
算
課
税
﹇
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
﹈
と
租
税
条
約
の
競
合
問
題
の
よ
う
な
問
題
は
、
我
が
国

の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
に
関
し
て
は
、
あ
ま
り
起
こ
り
そ
う
に
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（﹇

﹈
内
、
浅
妻
）
と
し
て
い
る
。
日
本
で
「
起
こ
り
そ
う
に
な

い
」
と
い
う
の
は
、
日
本
の
租
税
条
約
が
基
本
的
に
国
外
所
得
免
税
方
式
で
は
な
く
外
国
税
額
控
除
方
式
を
採
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

163
）

L
a
n
g
,
ed
.,
n
o
te
8,
p
. 652

に
は
「
締
約
国
に
よ
る
租
税
条
約
の
濫
用
？
（A
b
u
se

）」
と
い
う
表
現
が
あ
る
が
、
濫
用
と
い
う
よ
り
は
、
回
避
や
潜
脱
（circu

m
-

v
en
t

）
と
い
っ
た
表
現
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
租
税
条
約
の
濫
用
は
普
通
納
税
者
に
よ
る
濫
用
を
想
起
さ
せ
る
）
の
で
、
谷
口
の
表
現
に

従
う
こ
と
に
す
る
。

164
）

Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
は
単
純
に
組
織
の
所
得
を
構
成
員
の
所
得
に
合
算
す
る
だ
け
の
税
制
で
は
な
い
の
で
、
少
な
く
と
も
特
色
を
有
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
可
能
性
は
あ

る
。
だ
が
、
そ
の
特
色
が
条
約
回
避
と
難
じ
ら
れ
る
異
常
さ
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
か
は
、
不
分
明
で
あ
る
。

165
）

Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
目
的
が
課
税
繰
延
対
策
だ
け
で
あ
る
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
金
子
宏
他
『（
仮
題
）
租
税
法
の
基
本
問
題
』
に
別
稿
を
提

出
す
る
予
定
で
あ
る
。
し
か
し
、
目
的
は
と
も
か
く
、
適
用
し
た
場
合
の
【
効
果
】
が
課
税
繰
延
の
利
益
の
剥
奪
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
議
論
を
要
し
な
い
も
の
と
思

わ
れ
る
。
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