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序

政

治

挙
が

政

治
の

本

質
に

つ

い

て

た

え

ず
論
争
を

も

ち
､

経

済

挙
が

経
済
の

本

質
に

つ

い

て

つ

ね

に

反

省
し

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

や

う
に

､

財
政

学
も

､

財
政
の

本
質
に

つ

い

て
､

つ

ね

に

省
察
を

く
は
へ

る

必

要
が

あ

る
｡

と
こ

ろ
が

､

昭

和
の

初

期
ま
で

は
､

財

政
の

本
質
規
定

に

関
す

る

方

法
論
的
研
究
は

､

と

く
に

わ
が

財
政

学
に

お

い

て

は
､

未
開
拓
の

ま
ま

に

放
置
さ

れ

て

ゐ

た

分
野
で

あ

つ

た
｡

経

済
畢
や

祀

合
政

策
論
に

お

い

て

お

こ

な

は

れ

た

括
潜
な

論
争
も

､

財
政

単
に

は

ほ
し
+

ん

ど

影
響
を

あ

た
へ

ず
に

過
ぎ

た

の

で

あ

る
｡

依
然
と

し
て

ド

イ

ツ

流
の

財

政

畢
､

そ

れ

も

ア

ド

ル

フ

･

ワ

ー

グ

ナ

ー

の

そ

れ

が

租
述

加
工

さ

れ

る

の

み

で

財
政

学
の

方
法
論
的
考
察
は

皆

無
に

び

と

し
い

状
態
で

あ

つ

た
｡

こ

の

や

う

な

状
況
に

封
し

､

極
め

て

綿
密
な

学
説

史

研
究
を

基

礎
と

し
て

､

祝
い

反

省
を

迫
つ

た

も
の

が
､

こ

こ

に

と
. り

上

げ

る

と
こ

ろ
の

『

租
税

原

則
学
説
の

構
造

と

生

成
』

(

一

九
三

五

年
)

で

あ

る
｡

本
誌
の

基
本

文

戯
解
題
で

は
､

こ

れ

ま
で

外
囲
の

文

厳
し
か

と

り

あ

げ

ら
れ

な
か

つ

た

が
､

邦
語
の

文

献
も

､

そ

れ

が

基

本
的
な

▲7

も
の

で

あ
る

か

ぎ

り
､

嘗
戯
こ

こ

に

加
へ

ら
れ

て

戯
る
べ

き
で

あ

朋
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.苧盲

ら

う

と

考
へ

､

あ

へ

て

本
書
の

解
説

を

お

こ

な

ふ

こ

と

に

し

た
｡

『

租
税

原

則
撃
説
の

構
造
と

生

成
』

は
､

本

文
六

五

四
ぺ

ー

ヂ

に

お

よ

ぶ

大

筋
で

あ
る

｡

単
に

こ

れ

を
要
約
す
る

だ

け
で

も

相

嘗

の

紙
数
を

必

要
と

す
る

｡

そ

の

う
へ

『

解
説
』

と
い

ふ

か

ら
に

は
､

『

要
約
』

以

上
の

何
物
か

を

附
け

加
へ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

そ

れ

だ

け
に

､

あ

た
へ

ら
れ

た

紙
幅
の

な

か

で
､

整
理

す
る

こ

と

の

困

難
が

は

じ

め

か

ら

漁
恕
さ

れ

る
｡

こ

の

鮎
は

ま
へ

も
つ

て

讃
者
諸

君
な

ら

び

に

著
者
の

諒
承
を

こ

は
な

け
れ

ば

な

ら

な
い

の

で

あ

る

が
､

こ

の

解
説
が

本
書
へ

の

手

引
き

と
な
つ

て
､

讃
者
が

直

接
に

原

著
に

つ

い

て

参
看
せ

ら
れ

る

こ

と

に

な

れ

ば

幸
ひ

で

あ

る
｡

ま
づ

本

書
の

構
成
か

ら

み

て

行
く
こ

と

に

す
る

｡

-

本

書
の

構
成

『

租
税

原
則

単
記
の

構
造
と

生

成
』

は
､

昭

和
十

年
の

出
版
に

か

か

る
｡

そ

れ

よ

り

ま
へ

井
藤
博
士

は
､

昭

和
六

年
に

『

財
政

学

原
理
』

を

公

刊
し

､

つ

い

で
､

昭

和

八

年
に

､

『

統
制
経
済
財
政

論
』

を

世

に

間
は

れ

(

詳
し

く

は

本

坂
巻

末
の

著
作

日

銀

を

参
照
)

､

財
政

畢
の

方

法
論
的
基

礎
づ

け

を

目

指
し
て

､

周

到
犀
利
な

研
究

を

展
開
せ

ら
れ

た

の

で

あ

る
｡

『

租
税

原

則
学
説
の

構

造
と

生

成
』

は
､

さ

ら
に

思
び

を
び

そ

め
､

構
想

を

あ

ら

た

に

し
て

､

書
き

あ

†

≠
レ

′

＼

げ
ら

れ
､

そ

の

後
の

井
藤
博
士
の

祈
究
の

土

墓

と

な
つ

た

も

の

で

詣
β

U

あ
る

｡

さ

き

に

も
一

言
し
た

や

う
に

､

本

文

六

百
ぺ

.-
ヂ

を

超
え

る

大

筋
で

あ

る

が
､

ひ

と

ま
づ

そ

の

章
別
の

主

題
を

簡

単
に

の

べ

て

お

か

う
｡

第
一

章
の

主
題
は

､

財
政

と

は

何
か

､

と
い

ふ

問
題
で

あ

る
｡

左

右
田

喜
一

郎
博
士
の

認
識
批
判

論
に

傾

倒
し

た

井
藤
博
士

は
､

現

賓
の

多
様
性
の

な

か

か

ら
､

財
政

学
の

認
識

封
象
を

選
揮
的
に

つ

か

み

あ

げ
る

た

め
の

基
本

概
念
を

も

と

め

て
､

『

強
制
獲
得
経

済
』

概
念
を

明

示

す
る
｡

本

章
で

は
､

従

来
の

財
政

畢
が

､

財
政

の

基
本
概
念
を

明

確
に

な

し
え

な

か

つ

た

た

め
に

､

い

た

づ

ら

に

方

法
上
の

混
乱
を

呈

し
て

ゐ

る

こ

と

を

指
摘

し
､

か

か

る

混

迷
状

態
か

ら

脱
却
す
る

方

途
を

指
示
せ

ん

と

す
る

｡

こ

れ

が

第
一

章
の

課
題
で

あ
る

｡

つ

い

で
､

第
二

章
は

､

財
政
の

基
本

概
念
た

る
『

強

制
獲
得
経
済
』

を

具
健
的
に

表
現

す
る

財
政
の

現

音
形
態
が

､

歴

史
上

､

い

か

な

る

欒
遷
を

た

ど
つ

て

き

た

か

を

考

察
の

封
象
と

す

る
｡

本
章
で

ほ

国
家
に

お

け

る

収
入

獲
得
の

歴

史
的
頬
型
が

考
察

の

中
心

と

な
つ

て

ゐ

る

が
､

強
制
獲
得
経
済
は

古
代

･

中
世
の

官

有
地

経
済
に

は

顕
著
に

あ
ら

ほ

れ

ず
､

租
税

を

中

心

と

す
る

現

代

財
政
に

お

い

て

濃
厚

と

な

り
､

さ

ら

に
､

官
業
を

中
心

と

す
る

社

食
主

義
に

お

い

て
､

純
粋
に

ち
か

い

形

態
を

と

る

こ

と

を

あ

き

ら
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か

に

す
る

｡

第
三

章
で

は
､

租
税

政

策
論
を

ふ

く

む

政

策
論

一

般
の

論
理

的

構
造
が

間
は

れ

て

ゐ

る
｡

井
藤
博
士

は
､

『

理

論
』

と

『

政

策
論
』

を

封
置

す
る

｡

前
者

､

す
な
は

ち
､

理

論
は

､

因
果
的
方

法
で

把

握
さ

れ

た

髄
系
的

知
識
で

あ

り
､

後
者

､

す
な

は

ち
､

政

策
論
は

､

目

的
論
的
方

法
で

統
制
さ

れ

た

知
識
で

あ

る
｡

井
藤
博
士

は
､

政

策
論
が

成
り

た

つ

た

め
の

條
件
を

考
察
し

て
､

現

賓
の

把
握
と

理

想
の

設

定
の

二

要
素
が

論
理

的
に

前
提
さ

れ

る

こ

と
､

ま

た
､

理

想
(

目

的
)

と

目

的
達
成
の

た

め
の

手

段
と

の

間
に

､

等
質
性
と

連

頼
性
と
が

な

け
れ

ば

な

ら

ぬ

こ

と

を

論
定

し
､

つ

い

で
､

政

策

理

想
の

設
定
が

科

学
的
に

可

能
で

あ

る

か

と
い

ふ

周

知
の

問
題
に

閲
し

､

『

慣
値
判
断
論
争
』

の

経
過
と

こ

れ

に

封
す
る

博
士

の

積

極
的
な

見

解
を

展
開
さ

れ

る
｡

第
四

季
は

､

第
三

章
で

え

ら
れ

た

結
論
を

租
税

政

策
論
に

適
用

し
て

､

租
税
政

策
の

目

的
を

､

国
家

経
費
の

調
達
と

い

ふ

こ

と

に

限
定

す
る

必

要
と

､

手

段
の

目

的
へ

の

充

常
に

あ

た

つ

て

則
る

べ

き

原
則
が

､

最
小

費
用
原
則
な
い

し
は

限

界
費
用

均
等
の

原

則
で

な

け

れ

ば

な

ら
ぬ

こ

と

を

明

ら
か

に

す
る

｡

租
椀

政

策
で

は
､

国

家

経
費
の

支
舛
に

よ

つ

て

得
ら

れ

る

利
用
は

､

所
輿
の

も

の

と

し

て

認
め

､

こ

の

利
用
を

超
え

な
い

範
囲
で

､

最
小
の

費
用
で

財
を

徴

収
す
る

こ

と

が

課
題

と

な
る

｡

経
費
支

所
に

よ

つ

て

ど

れ

だ

け

の

利
用
が

生

ず
る

か

と
い

ふ

こ

と

は
､

租
税

政

策
以

外
の

閲

家

政

策
が

解
決
す
べ

き

課
題
と

な
る

の

で

あ

る
｡

こ

の

や

う
な

結
論
に

至
る

ま
で

に

租
税
経

済
の

本

質
と

､

課
税
の

目
的

に

関
す

る

諸
畢

者
の

見

解
が

､

こ

ま

か

に

分
析
さ

れ

て

ゐ

る
｡

第
五

章
は

､

ア

ド

ル

フ
･

ワ

ー

グ

ナ

ー
(

そ

の

『

財
政

畢
』

第
二

部

第
二

版

は
一

八

九

〇

年
に

出
版

さ

れ

て

ゐ

る
｡

)

に

い

た

る

ま

で

の

租

税

原
則
学
説
の

饅

展
過

程
が

と

り

あ

つ

か

は

れ

る
｡

こ

の

章
は

､

次
の

第
六

章
以

下
と

と

も

に
､

井
藤

博
士
の

畢
説

史
家
と

し

て

の

地

位
を

確
立

し

た

も
の

と
い

ふ
べ

く
､

綿
密
な

単
記

研
究
は

今
日

な

ほ

き

は

め
て

高
く

評
債
さ

れ

て

ゐ

る

と

こ

ろ
で

あ

る
｡

第
六

､

七
､

八
､

九
､

十
の

諸
事
は

､

現

代
の

租
税

配

分
原
則
に

関
す
る

主

要
学
説
を

分
析
す

る

が
､

第
六

章
で

､

ワ

ー

グ

ナ

ー

の

租
税

原

則
論
を

批
判
的
に

整
理

し
､

問
題
の

中
心

が
､

租
税

負
躇
配

分
の

原
則
に

お

か

る
べ

き
こ

と

を

説
明

し
､

つ

い

で
､

利
益

主

義
の

租

税

原
則
論

(

第
七

重
)

､

能
力

主

義
の

租
税

原
則

論
(

第
八

草
)

､

犠

牲
主

義
の

租
税

原
則
論

(

第

九

章
)

､

祀

合
債
値
主

義
の

租
税

原

則

論
(

第

十

章
)

の

内

容
を

克
明

に

且

つ

批
判
的
に

検

討

す
る

｡

最

後
に

第
十

一

章
に

お

い

て
､

『

最
小

政

令
犠
牲
誼
』

､

ま

た

は
､

『

最

小

社

食
慣

値
説
』

を

提
唱
し
､

現

賓
の

租
椀

膿
系
に

お

い

て

考
慮

脚

ゝ
一

■
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l
し
こ
れ

さ

れ

る

諸
措
置

､

い

た

と
へ

ば
､

免
税

鮎
の

設
置

､

財
産
所
得
の

重

課
､

勢
働
所

得
の

軽
課

､

不

勢
所
得
の

重

課
な

ど

を
､

す
べ

･て

最

小

社
食
慣
値
説
か

ら

派

生

す
る

小

原
則
と

し
て

統
一

的
た

説
明
せ

ら

れ

る
｡

章
別

編
成
と

鉱

述
の

内

容
か

ら

も

想
像
で

き

る

や

う
に

､

主

題

の

論
理

的
展
開
が

つ

ね

に

撃
説
(

史
)

的
研
究
と

き

は

め
て

精
巧

に

結
合
し
て

ゐ

る

鮎
に

､

本
書
の

特
徴
が

あ
り

､

そ

れ

が

ま

た

井

藤
博
士
の

学
風
を

成
し

て

ゐ

る
｡

し

た

が

つ

て
､

短
い

解
説

で

そ

の

特
徴
を

え
が

き

だ

す
こ

と

は

容
易
で

な
い

が
､

以

下
六

項
目
を

え

ら

ん

で

本
書
の
一

斑
を

解
説
し
て

い

く
こ

と

に

す
る

｡

二

財
政
と

は

何
か

本
書
の

第
一

章
で

い

ふ

『

財
政

学
の

基
本

概
念
』

と

は
､

そ

れ

な

く
し

て

は

財
政

と
い

へ

な
い

基
本

的
な

財
政

概
念
の

こ

と

で

あ

る
｡

基
本

概
念
を

確
定

す
る

必

要
を

と

く
に

経
費
論
と

の

関
係
に

お

い

て

か

ん

が
へ

る

た

め
に

､

最
近
の

事

例
を

あ

げ
て

説

明
し

て

み

よ

う
｡

昭

和
三

十
四

年
魔
の

わ
が

国
の

分
配

国
民

所

得
は

八

兆

九
､

二

八

〇

億
周
と

計

算
さ

れ

る

が
､

政

府
は

､

中

央
･

地

方

を

ふ

く
め

て
､

二

兆

二
+
ハ

二

〇

億

園
の

礎

費
を

支
出
す
る

｡

こ

の

礎

費
を

ま

か

な
ふ

た

め
に

徴

収
す

る

租

税

が
､

一

兆

八
､

一

八

九

億
囲
に

･
卯

(

0

な
る

｡

国
民

所
得
の

2

す

を

占
め
る

財
政
の

国
民

経

済
に

お

よ

ぼ

す
影

響
の

大
き

さ

は
い

ま

さ

ら
い

ふ

ま
で

も

な
い

｡

マ

ン

モ

ス

の

や

う

な

B

大

な

経
済
圭

髄
が

､

右
の

手
で

税

金

を

つ

か

み

と

り
､

左
の

手
で

そ

の

税
金

を
バ

ラ

ま
い

て

ゐ

る

の

で

あ
る
｡

か

う

書
け

ば
､

財
政
の

内

容
は

､

か

な

り

は

つ

き

り

思
ひ

浮
べ

る

こ

と
が

で

き
さ

う
で

あ

る
｡

し

か

し

『

財
政

自
書
』

-
正

確

に

い

ふ

と

『

囲

説

日

本
の

財
政
』

-
の

最

新

版
(

昭

和
三

四

年
)

を

ひ

ら
い

て

み

る

と
､

た

と
へ

ば
､

『

整

備
は

進
む

海
上

自

衛
隊
』

の

項
に

､

『

海
上

防
衛
力
の

は

た

す
べ

き

任
務
は

､

海
上
か

ら

の

侵

略
に

封
す
る

防
衛

､

海
上

交
通

線
の

確
保
お

よ

び

海
上

警
備

の

三

つ

で

あ
る

｡

原

子

兵
器

､

､

､

､

サ

イ

ル

な

ど
の

覆

達
が

､

各
国
の

軍
備
に

大
き

な

影

撃
を

及
ぼ

し
っ

つ

あ

る

最
近
に

お

い

て

も
､

こ

の

基
本

的
な

任
務
の

欒
化
は

考
え

ら
れ

な
い

■｡

し

た

が

つ

て
､

わ

が

海
上

自

衛
隊
に

お

い

て

も
､

こ

の

任

務

を

達
成

す
る

た

め
の

装
備
を

充

賛
し
っ

つ

あ

る

が
■､

と

く
に
一

周

通
の

情
勢
お

よ

び

日

本
の

現

在
の

能

力
か

ら

考
え

て
､

線

上

交
通
の

確
保
に

重

鮎
が

お

か

れ

て

い

る
｡

■･

:

(

下

略
)

』

(

同

書
二

四

五

ぺ

ー

ヂ
)
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と

書
い

て

あ

る
ひ

ま

た
､

た

と

へ

ば
､

『

戦
後
の

教
育
制
度
』

の

項
の

､

教
育
委
員
舎
に

つ

い

て
､

『

…

…

こ

の

教
育
委
員
合
の

制
度
は

､

占

領
下
の

特
殊
事

情
の

も
と

で

行
な

わ

れ

て

い

た

た

め
､

わ

が

国
の

賓
情
に

は

か

な

ら

ず
し

も

あ
て

は

ま

ら

ず
､

い

わ

ゆ
る

占
領
政

策
の

行

き

過
ぎ
を

是
正

す
る

た

め
､

三

〇

年
に

｢

地

方

行
政
の

組
織

及
び

運
営
に

関
す
る

法
律
+

で

あ

ら
た

め

ら
れ

た
｡

す
な

わ

ち
､

今
ま

で

公

選
さ

れ

て

い

た

委
員
は

､

知
事
や

市
町

村
長

に

よ

つ

て

任
命
(

た

だ

し

地

方

議
合
の

同
意
を

得
る
)

さ

れ

る

こ

と
に

な
つ

た
｡

･

･

(

下

略
)

』

(

同

書
二

〇
七
ぺ

ー

ヂ
)

と

書
い

て

あ
る

｡

こ

れ

は

単
な

る
一

例
で

あ

つ

て
､

財
政

自
書
の

大
牢
は

､

経
費
項
目
の

内
容
や

そ

の

背
景
の

説
明
に

つ
.
ひ

や

さ

れ

て

ゐ

る
｡

と
こ

ろ
が

こ

の

や

う
な

説

明
が

正

し
い

か

ど

う
か

は

だ

れ

し

も

問
題
だ

と

思
ふ

だ

ら

う
｡

は

た

し
て

財
政

白

書
に

い

ふ

や

う
に

､

『
､

､

､

サ

イ

ル

時
代
に

な
つ

て

も
､

海
上

自
衛
隊
の

基

本

的

任
務
の

欒
化
は

か

ん

が

へ

ら

れ

な
い
』

の

で

あ

ら

う
か

｡

ま
た

､

教
育
委
員
合
の

制
度
は

､

本
官
に

､

『

い

は

ゆ

る

占
領
政

策
の

行

き

す
ぎ
で

あ

り
､

わ
が

国
の

賓
情
に

は

あ
て

は

ま

ら

な
い

』

の

だ

ら

う
か

｡

こ

の

や

う
な

疑
問
が

生

ず
る

に

ち
が

び

な
い

｡

と
こ

ろ

が

こ

の

疑

問
に

こ

た
へ

る

た

め

に

は
､

軍
事
寧
や

教
育
塵
丁

の

諸
間

題
に

立

ち
い

る

必

要
が

あ

る

の

で

あ

る
｡

も

ち
ろ

ん

財
政

畢
の

祈

究
者
が

､

軍
事
的
知
識
を

も

ち
､

教
育
や

教
育
制
度
の

知
識
を

豊

富
に

す
る

こ

と

は
､

決
し
て

非

難

す
べ

き
こ

と
で

は

な
い

け
れ

ど

も
､

し
か

し

財
政

畢
そ

の

も
の

が

こ

の

や

う

な

知
識
を

提
供
す
る

と

か

ん

が

へ

る

の

は
､

草
間
の

慣
系
性
と
か

統
一

性
か

ら

み

て
､

を

か

し
い

の

で

は

な
い

か
｡

か

ふ

い

ふ

疑
問
が

で

て

く
る

で

あ

ら

う
｡

本
稿
は

､

な
に

も

『

囲

説
日

本
の

財
政
』

を

批
判
し

ょ

う
と

い

ふ

の

で

は

な
い

が
､

『

財
政
』

と
い

へ

ば
､

経
費
を

ふ

く

む

も

の

と
一

般
に

か

ん

が

へ

ら
れ

て

ゐ

る

現

状

を
､

『

固

祝

日

本
の

財

政
』

は

よ

く

示

し
て

ゐ

る
｡

官
廉
の

出
版
物

に

か

ぎ

ら

ず
､

有
力

な

財
政

学
着
で

経
費
の

内

容
や

嘗
香
の

研
究
を

､

財
政

学
の

封
象

に

ふ

く
め

る

例
も

す
く

な

く

な
い

の

で

あ

る
｡

ア

ダ
ム

･

ス
､

､

､

ス

の

『

国
富
論
』

第
五

篇
に

展
開
さ

れ

て

ゐ

る

経
費
論
は

､

そ

の

い

ち
じ

る

し
い

例
で

あ

る
｡

ド

イ

ツ

流
の

財
政

畢
で

も
こ

の

傾
向
が

つ

よ

い
｡

そ

れ

だ

け
に

､

財
政

撃
は

､

い

ろ
い

ろ

な

知
識
の

寄
せ

集
め

的
色

彩
が
･
濃
厚
に

な
つ

て

ゐ

る
｡

他

方
で

は
､

こ

の

や

う

な

傾
向
に

反

封
し
て

､

経
費
論
を

財
政

寧
か

ら

排

除
し
て

､

純
粋
に

財
政

収
入
の

草

間
に

限

定

し

ょ

う
と

試
み

る

も
の

も

あ

る
｡

経
費
論
を

詳
論
す
る

の

が

よ

い

か
､

除
外

一

.⊥

す
る

の

が

よ

い

か
､

議
論
は

い

ま

だ

に

構
い

て

ゐ

る
｡

お

そ

ら

く

.

朗

+
_
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今
後
も
つ

づ
､

く
で

あ

ら

う
｡

し
か

し
､

経
費
を

詳
論
す
る

に

し
て

も
､

除
外

す
る

に

し
て

も
､

必

要
な
こ

と

は
､

そ

の

理

由
を

は

つ

き

り
さ

せ

る

こ

と

で

あ

る
｡

確
固
た

る

方

法

論
上
の

根

接
を

し

め

す
こ

と
が

大
切

で

あ

る
｡

■｡
こ

の

問
題
に

封
す

る

井
藤
博
士
の

見

解
を

み

る

と
､

『

経
費
の

数
量
及

び

種
類

-
例
へ

ば
､

経
常
費
で

あ

る

か
､

臨
時
費
で

あ

る

か
､

所
謂
生

産

費
で

あ

る

か
､

非
生

産

費
で

あ

る

か

な

ど

-
は

､

収
入

経
済
の

内

容
を

左

右
す
る

一

要
素
で

あ

つ

て
､

経
費
の

数
量

､

種
類
は

､

財
政

的
意
義

を

有
す
る

｡

故
に

､

収
入

経
済
の

参

考
と

な

る

意

味
に

於

て
､

こ

の

収
入

経
済
に

か

1

は

る

範
囲

内
に

於
て

の

み
､

財

務
行

政

論
上

支
出
の

方

面
が

研
究
さ

る
べ

き
に

止

ま
る

｡

こ

れ

は
､

経
費
の

内

容
自

債
の

嘗
香
を

論

ず
る

の

で

は

な
い

｡

輿
へ

ら

れ

た

経
費
の

数
量

､

種
類
を

明

か

に

す
る

に

止

ま
る

の

で

あ
る

｡

』

(

ワ

い

¢

〕

･

と

い

ふ

解

答
が

あ

た
へ

ら
れ

て

ゐ

る
｡

つ

ま

り

収
入

経
済
に

影
響

あ

り
と

か

ん

が
へ

ら

れ

る

か

ぎ

り
に

お

い

て
､

経

費
に

財
政

的
意

ヽ

味
が

み

と

め

ら

れ

る

の

で

あ
る

｡

経
費
は
.

そ

れ

自

髄
で

は

財
政
の

内
容
に

ふ

く
ま

れ

な
い

｡

そ

れ

は

財
政

に

作

用
を

及
ぼ

す
か

ぎ

り

に

お

い

て
､

『

財
政

学
的
に

重

要
な

現

象
』

(

M
′

ウ
ェ

ー

バ

ー

的

表

†

現
)

で

は

あ

る

が
､

本

来
の

財
政
で

は

な
い

の

で

あ

る
｡

本

来
の

戯
爪

0

ヽ

ヽ

ヽ

財
政
が

あ

き

ら

か

に

な

ら

な

け
れ

ば
､

経
費
の

財
政

的
意

義
に

つ

い

て

論
ず
る

こ

と

も
で

き

な
い

わ

け
で

あ

る
｡

そ

の

や

う
な

本

来

の

財
政
を

概

念
的
に

明

確
に

す
る

こ

と

が
､

財
政

畢
の

出
番
鮎
と

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

な
ら

な
け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

本
来
の

財
政

と

は

何
か

｡

井
藤
博
士

は
､

そ

れ

を

『

強
制
獲
得
経
済
』

と

規
定

す
る

｡

『

財
政

科

挙
の

基
本

概
念
を

な

す
も
の

､

即
ち

､

財
政

概

念
は

､

強
制
獲
得
経
済
で

あ
る

｡

』

(

や

ー

∞

･)

と
こ

ろ
で

､

国
家

財
政
の

根
本
的

特
質
を

『

強
制
獲
得
』

に

も

と

め

る

寧
説

は
､

井
藤
博
士

以

外
に

も

な

か

つ

た

わ

け

で

は

な

い
｡

W
･

ゲ
ル

ロ

フ

は
､

あ
き

ら

か

に

財
政
の

基
本

概
念
を

強
制

獲
得
に

も

と

め
て

ゐ

る
｡

そ

れ

で

は
､

井
藤
博
士
の

主

張
は

､

ゲ

ル

ロ

フ

の

見

解
と

異
な
ら

な
い

の

で

は

な
い

か
｡

た

し
か

に

さ

う

い

ふ

誤

解
も

事
箕
生

じ
､

花
戸

龍
戒
博
士

と

井
藤
博
士
の

問
に

論

争
が

お

こ

な

は
れ

た

ほ

ど

で

あ

る
｡

し
か

し
､

井
藤
博
士
の

濁
創

性
と

強
調

鮎
は

､

認
識
構

成
諭
的

な

立

場
に

あ

る
｡

現

賓
の

国
家

財
政
の

基
本

的
特
質
を
『

強
制
獲
得
』

に

も
と

め

る

の

で

は

な

く
､

『

強
制
獲
得
』

が

と

り
も

な
ほ

さ

ず

財
政

な
の

で

あ
る

｡

こ

の

差

異
は

く

り

か

へ

し

強
調
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

も

ち

ろ
ん

井
藤

博
士

も
､

国
家

(

お

よ

び

地

方

圏

億
)

の

収
入

経
済
生

活
が

､

嶺

虹
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制
獲
得
を

も
つ

と

も

顕
著
に

具

象
す
る

こ

と

は

み

と
め

る
｡

だ

が

国
家
の

収
入

経
済
生

活
だ

け
が

､

国
家
の

収
入

経
済
生

活
な
る

が

ゆ

ゑ

に
､

財
政

な
の

で

は

な
い

｡

国
家
の

収
入
で

も
『

強
制
獲
得
』

に

か

か

は

り
の

な
い

も
の

も

あ
る

｡

ま

た

他

方
､

『

国
家

､

地

方

圏

髄
､

以

外
の

生

活
の

方

面
に

お

い

て

も
､

強
制
獲

得
経
済
に

か

ゝ

は

る

も

の

が

あ

れ

ば
､

こ

れ

は
､

嘗
然

､

財
政

畢
上
の

問
題
と

な
り

､

こ

の

考
察
の

う
ち
に

入

る

べ

き

で

あ
る

｡

例
へ

ば
､

社
食
の

人

々

の

生

活
に

対

し

て
､

必

要
不

可

妖
の

財
の

生

産
､

又
は

給
付
に

つ

い

て
､

事

賓
上

､

又
は

､

法
律
上

､

濁
占
櫻
を

有
す
る

場
合

､

又

は
､

自
由
意
思
に

も
と
づ

い

て

組
織
せ

ら

れ
､

又
､

成
員
も

､

そ

の

自
由
意

思
に

も
と
づ

い

て

参
加
す
る

圏

健
の

場
合
で

も
､

そ
の

国

債
の

獲
得
経
済
に

､

強
制
の

要
素
を

有
す
る

場
合
に

は
､

こ

れ

は
､

財
政

学
の

課
題
と

な

る

の

で

あ
る

｡

そ

の

通

例
は

､

中

世

欧
洲
の

敦
含
経
済
で

あ

る
｡

』

(

ワ

ー

∞
･

)

そ
れ

の

み

な

ら

ず
､

『

現

在
社
食
に

於
て

も
､

生

活
必

需
財
の

濁
占
的

提
供
者

の

収
入

経
済
で

は
､

｢

一

方

的
意

思

に

よ

る

決
定
+

■
と
い

ふ

意
味
の

強
制
的
要
素
が

大

で

あ

り
､

敦
含
税
と

園
椀
と

の

徴

収
､

濁
占
財
の

傾
聴
決
定
と

滑
費
碗
の

成
語
と
の

間
に

､

原

理

上
の

差
別
を

認
め

る

こ

と

が

出
爽
な
い

｡

』

(

甲
N

N

J
l
マ

N

ご

と
い

ふ

結
論
が

み

ち
び

き

出
さ

れ

る
｡

か

さ

ね

て

い

へ

ば
､

強
制

獲
得
経

済
の

あ

る

と
′

こ

ろ

財
政

現

象
が

あ

ら

は

れ

る

と

み

る

の

で

あ

る
｡

濁
占
企

業
の

獲
得
経
済
の

場
合
に

は
､

軽
費
支
耕
と

い

ふ

目

的
と

内
面

的
に

つ

な
が

ら
な
い

と
い

ふ

難

鮎
が

な
い

わ

け
で

は

な
い

が
､

従
来
み

の

が

さ

れ

て

ゐ

た

『

準
財
政
』

の

概
念
を

強
制

獲
得
に

か

か

は

ら

し

め
て

明

確
に

し

た

功

績

は

大

き

い
｡

し
か

も
､

強
制
獲
得
経
済
概
念
の

確
立
に

よ

つ

て
､

自
由

交
換
経
済
の

原
理
に

立
つ

国
民

経
済
寧
や

私

経
済
学
と

ち
が

つ

た

財
政

畢
の

濁

自

性
が

基
藤
づ

け
ら

れ

る
｡

三

財
政
の

財
政

性

財
政
の

財
政

性
と

い

ふ

や

う
な

奇

妙
な

用

語
は

､

解

説

者
の

も

の

で

あ
つ

て
､

井
藤
博
士
の

も

の

で

は

な
い

｡

要
は

､

現

貴
の

財

政
に

財
政

性
の

稀
薄
な

も

の
､

濃
厚
な

も
の

､

純
粋
の

か

た

ち
に

近
い

も
の

が

あ

る

こ

と

を

表
現

し
た

か

つ

た

の

で

あ
る

｡

た

し
か

に

財
政

概
念

､

す
な
は

ち
､

強
制

獲
得
経
済
を

具
象
す
る

代
表
的

､

典
型

的
な

現

箕
形
態
は

､

散
骨
の

収
入
生

活
で

も
､

濁
占
企
業
の

収
入

活
動
で

も

な

く
､

国
家

収
入

生

活
で

あ
る

が
､

さ

き

に

も

遮

り

J

べ

た

や

う
に

､

圃
家

収
入

生

活
が

､

そ
の

ま
ま

財
政
な

の

で

ほ

な

朗
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い
ひ

ま
た

､

国
家

収
入

生

活
が

財
政

耽
念
を

具
象
す
る

程
度
も

､

時
代
に

よ

り

場
所
に

よ

り

異
な
る

｡

第
二

章
は

『

財
政

類
型
の

歴

史
的
覆
展
』

を

主

題
と

し
､

財
政

類
型
の

饅
展
段
階
に

関
す
る

多

く
の

畢
説
が

検
討
さ

れ

て

ゐ

て
､

財
政

類
遡

論
に

封
す
る

著
者
の

興
味
を

喚
起
す
る

と
こ

ろ

は

な

は

だ

多
い

の

で

あ
る

が
､

井
藤
博

士
の

主

旨
は

､

財
政

類
型
の

饅

展
過

程
を

､

『

強
制
獲
得
』

-

財
政

性

!
に

か

か

は

ら

し

め
て

､

論
理

的
に

整
理

せ

ん

と

す
る

と
こ

ろ

に

在
る

｡

博
士
に

よ

れ

ば
､

国
家

収
入

経

済
は

､

(

一

)

官
有
地

経
済

(

イ
)

荘
園
ま

た

は

大

家

族

的
官
有
地

経
済
(

前

期
)

(

ロ

)

領
主
封
建
的
官
有
地

経
済
(

後
期
)

(

二
)

特
権

､

濁
占
経
済

(

イ
)

特
権
経
済
(

前
期
)

(

ロ

)

濁
占
経
済
(

後
期
)

(

三
)

租
税

経
済

(

イ
)

特
権
租
税

経

済
(

前
期
)

(

ロ

)

普
遍
的
租
税

経
済
(

後
期
)

(

四
)

官
業
収
入

経
済
(

解
凍
の

問
題
)

の

順
序
で

螢
展
し

た

が
､

こ

の

歴

史

的
順
序
は

､

同
時
に

財
政

性

の

充
賓
過

程
と

し

て
､

論
理

的
に

説

明
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

強
制

獲
得
経
済
は

､

官
有
地

経
済
で

は

潜

在
的
に

し

か

あ

ら
は

れ

て

ゐ

必
β

U

な
い

｡

現

代
の

租
税

経
済
生

活
に

は
､

濃
厚
に

あ

ら
は

れ
､

更
に

官
業
経
済
時
代
に

入
つ

て
､

純
粋
に

近
い

か

た

ち

で

あ

ら

は

れ

る
｡

財
政

性
の

標

識
た

る

基
本
概
念
『

強
制
獲
得
経
済
』

は
､

史

的
蜃

展
の

後
の

時

期
に

蜃

展
し

た

概
念
だ

が
､

し
か

し
､

系
統

的

説
明
を

す
る

に

は
､

先

天

的
形

式
た

る

概
念
を

論
理

上
の

前
提
と

し

な

け

れ

ば
､

螢
展
過

程
も

偶
然
的

並

列
に

経
つ

て

し

ま
ふ

と

考

へ

る

の

で

あ
る

｡

四

政

策
論
の

構
造

強
制
的
な

収
入
の

獲
得
に

あ

た
つ

て

準
接
す
べ

き

原
則
は
い

か

に

あ

る
べ

き
か

｡

こ

れ

が

本
書
の

中
心

課
題
で

あ

る

が
､

租
税

政

策
論
の

方

法

論
的
基
礎
づ

け
を

お

こ

な

ふ

た

め
に

は
､

一

般
に
■
政

策
論
と

よ

ば
れ

る

知
識
偲
系
の

性
格
と

構
造
が

あ

き
ら

か

に

な
つ

て

ゐ

な

け
れ

ば

な
ら

な
い

｡

こ

の

課
題
に

こ

た
へ

る

の

が

第
三

章

『

政

策
論
の

構
造
』

で

あ

る
｡

こ

の

部
分
は

博
士

の

社
食
政

策
研

究
の

成
果
で

も

あ

る

が
､

同

時
に

租
税

政

策
論
の

基
礎
論
と

も

な

つ

て

ゐ

る
｡

井
藤
博
士
は

､

政

策
論
を

､

目

的

論
的
方

法
に

よ

つ

て

統
制
さ

れ

た

知
識
の

統
一

膿
系
と

規
定
す

る
｡

そ

れ

で

は
､

目

的
論
的

方

:こ
キ‥■1

'

軍打 て

▲
■｢

-

7一
≡ム +
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法
と

は

何
か

｡

そ

れ

は
､

事
象
を

あ

る

目

的
に

封
す
る

手

段
と

し

て

把

握

す

る

の

で

あ
る

｡

目

的
の

設

定
に

よ

つ

て
､

手

段
に

債
値

が

附
興
さ

れ

る

が
､

手

段
を

充

嘗
し
て

目

的
を

賓
現

し
た

場
合
に

得
ら

れ

る

積
極
的
償
値
(

利
用
)

と

同

時
に

､

あ

る

目

的
に

手

段

を

充
嘗
す
る

に

嘗
つ

て

生

ず
る

滑
極
的

僧
侶
(

費
用
)

を

も

考
慮

す
る

の

が
､

目

的
論
的
判
断
の

役
割
で

あ
る

｡

し
た

が

つ

て

政

策

論
の

構
成
に

は
､

.

あ

る

手
段
が

目

的
の

達

成
に

役
立
つ

か

香
か

を

決
定
す
る

因
果
関

係
の

認

識
の

ほ

か

に
､

目

的

-
政

策
理

想

-
の

設

定
が

必

要
で

あ
る

｡

酸
素
と

水

素
の

結
合
に

よ

つ

て

水

が

生

ず
る

と
い

ふ

因
果

関
係
が

知
ら
れ

て

ゐ

な

け

れ

ば
､

水

を

つ

く
る

こ

と

は

で

き

な
い

が
､

畢

モ
〕

れ

だ

け
の

因
果
的
知
識
の

み

で

は

政

策
論
は

構

成
さ

れ

な
い

｡

政

策
論
の

成
立

す
る

た

め

に

は
､

水
を

う
る

と
い

ふ

こ

と

が
､

政

策
主

髄
に

よ

つ

て
､

慣
値
あ

る

も

の

と

し

て

意
欲
さ

れ

て

ゐ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

慣
借
に

関

係
づ

け

ら

れ

て

は

じ

め
て

因
果
属
係
が

目

的
論
に

お

け
る

手

段
と

な
る

｡

と
こ

ろ
で

井
藤
博
士

は
､

理

想
と

現

茸
の

問
に

等
質

･

連
横
関

係
の

存
在
す
る

必

要
を

強
調

す
る

｡

財
政

政
策
の

理

想
と

し

て

所

得
の

公

平

な

再

配
分
と
い

ふ

や

う
な

目

的
を

設
定
し

て

は
､

理

想

と

現

賓
の

等
質
性
が

や

ぶ

れ

る
｡

ま

た
､

現

貴
と

理

想
が

離
れ

す

ぎ

て
､

現

賓
化
の

可

能
性
の

な
い

や

う

な

ば

あ
ひ

に

も
､

政
策
論

と

し

て

構
成
す
る

こ

と

が

で

き

な
い

｡

政

策
理

想
の

設

定
が

科

学
的
に

可

能
で

あ

る

か

に

つ

い

て

は
､

有
名

な

『

慣
値
判
断
論
争
』

が

展
開
し

た

が
､

そ

の

経
過
を

批

判

的
に

叙

述

し
て

の

ち
､

『

窮
極
の

債
侶
賓
現
へ

の

可

能
性
を

前
提
す
る

の

で

な

け

れ

ば
､

局

部
的

､

末
梢
的
賓
際
政

策
と

い

つ

て

も

原

理

上

構

成
し

得
な
い

の

で

あ

る
｡

い

か

に

卑
近

な

も
の

を

政

策
の

目

標
と

し
て

も
､

何
故
か

～

る

目

標
を

た

て

る

か
､

と
い

ふ

疑

問
を

順
次
に

提
出
す
る

と

き

は
､

結
局
は

､

窮
極
の

僧
侶
に

到
達
せ

ざ

る

を

得
な
い

の

で

あ
る

｡

嚢
に

､

ゾ
ム

バ

ル

ト
､

ウ
エ

ー
バ

ー

の

説
の

批
評
の

場
合
に

述
べ

た

や

う
に

､

経
験

的
蛮
骨
性
を

軟
く
こ

と

は
､

層
封
的
蛮

骨
性
の

論
理

的
香
克

と

は

な

ら

な
い

｡

人

間
生

活
の

窮
極
に

於
て

､

超
封
的
の

も

の

に

到
達
し

得
る

と
い

ふ

信
仰
が

あ
つ

て

始
め
て

､

吾
々

の

寓
般
の

生

活
に

意

義
が

生
れ

､

人

生
の

不

断
の

努
力
の

過
程

の

無

限
連

横
と

な
る

の

で

あ

る
｡

』

(

p

+
∞

い

-
甲

-

∞

ヱ

と

の

べ
､

文
化
償
借
主

義
の

立

場
を

固
く

持
す
る

｡

五

租
税

政

策
論
の

構
造
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『

租
税

政

策
論
の

構
造
』

は

本

書

第
四

季
の

表

題
と

な
つ

て

ゐ

る
｡

す
で

に

の

ぺ

た

や

う
に

､

租
税

経
済
は

現

代

資
本
主

義
時
代

の

財
政

形

態
で

あ

り
､

強
制
獲
得
性
の

濃
厚
に

あ

ら

は

れ

て

ゐ

る

財
政
形

態
で

あ
る

｡

ま
た

､

租
税
は

､

国
家

が

そ

の

生

活
の

資
料

と

し
て

､

私

経
済
か

ら

財
を

徴
収
す
る

現

象
で

あ

る
｡

そ

こ

で
､

資
本

主

義
経
済
を

香
定

し

た

り
､

国
家
の

倫
理

性
を

香
認
す
る

立

場
に

立
つ

租
税
政

策
は

､

論
理

的
に

矛

盾
す
る

の

み

な

ら

ず
､

箕

行
も
ま

た

不

可

能
で

あ

る
｡

こ

の

や

う

な

前
提
に

た

つ

て
､

租
税

経
済
内

面
の

進
化
を

は

か

る

の

が

租
税

政

策
だ

と

規
定
さ

れ

る
｡

租
税

政

策
論
の

構
造
を

考

察
す
る

に

あ
た

り
､

ま
づ

問
題
に

な

る

の

は
､

租
税

政

策
の

目
的

を

ど
こ

に

お

く
か

で

あ

る
｡

こ

の

間

題
は

し

ば

し

ば

紛
糾
す
る

｡

誰
し
も

租
税
が

､

国
家

経
費
支
所
の

た

め

に
､

民

間
経
済
か

ら

徴
収
さ

れ

る

国
家

収
入
で

あ
る

こ

と
は

疑
は

な
い

の

で

あ

る

が
､

い

ざ

資
際
に

租
税
政

策
を

賓
施
す
る

段

階
に

な
る

と
､

資
本
の

蓄
積
の

擁
護

､

著
移
の

抑
制

､

国
内

産

業

の

保
護

､

所
得
の

再

分
配

､

一

般
国

家

目

的
の

達
成
等

､

い

ろ
い

ろ
の

要
求
が

入

り
こ

む
｡

学
説

上

も
､

課

税
の

副

目

的
を

認
め

る

説
､

社
食
政

策
の

目
的
を

認
め

る

説
､

一

般
国
家

目

的
､

あ

る

び

は

公
正

を

課
税

目

的
と

見
る

説
が

､

相

嘗
ひ

ろ

く
お

こ

な

は

れ

て

ゐ

る
｡

■
井
藤
博
士
の

仕
事
は

､

こ

れ

ら
の

諸
説
を

批
判

･

整
理

し

て
､

租
税
政

策
の

目

的
を

確
定

し
､

租

税
原

則
を

純
化

す
る

こ

と

舶
ハ

0

で

あ

つ

た
｡

副
目

的
を

認
め

る

畢
説
に

封
し

て

井
藤
博
士
は

明

快
に

論
定

す

る
｡

『

収
入

取

得
と

い

ふ

財
政

上
の

基
本

目

的
と

副
目

的
と

を

同

時
に

達
成
し
ょ

う
と

す
る

こ

と

は
､

論
理

上

両
立

し

得
な

い

性
質
を

有
す
る

｡

蓋
し

､

こ

の

両

目

的
は

､

相

容
れ

な
い

性
質
の

も
の

で

あ
つ

て
､

例
へ

ば
､

酒
税

収
入
の

増
加
は

､

酒
の

滑

費
量
の

増
進
を

物
語
り

､

そ

れ

と

同

時
に

､

そ

れ

だ

け

衛
生

思

想
の

衰
退

を

意
味
し

､

又
､

そ

の

収
入
の

減
少
は

､

所
謂
副
目

的
の

賓
現
を

意

味
す
る

と

同

時
に

､

そ

れ

だ

け
､

基
本
目

的
の

不

達

成
を

表
明

す
る

か

ら
で

あ

る
｡

』

(

p

･
N

声
)

た

だ

注

意

す
べ

き
こ

と

は
､

衛
生

思

想
の

衰

退

そ

の

他
の

副
目

ヽ

ヽ

ヽ

的
の

毀

損
は

､

一

つ

の

費
用
と

し

て

考
慮
さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と
い

ふ

こ

と
で

あ
る

｡

つ

ま
り

､

基
本

目

的
は

あ

く

ま
で

収
入

の

調

達
に

在
る

が
､

こ

の

目

的
を

達
成
す
る

に

嘗
つ

て
､

社
食
的

犠
牲
(

手

段
の

充
用
に

あ

た

り

考
慮
さ

る

べ

き

消

極
的

慣
値
な

い

し
は

社
食
的

費
用
)

を

最
小
に

す
る

と

い

ふ

目

的
論
的
原
則
に

則

ら

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

の

で

あ

る
｡

副
目

的
は

､

こ

の

費
用
の

決

定
に

あ

た

つ

て

問
題
と

な

る
｡
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所
得
分
配
の

矯
正

を

課

税
の

目

標
に

お

く

説
は

､

ア

ド

ル

フ

･

ワ

ー

グ

ナ

ー

の

提
唱
に

か

ゝ

る

だ

け
に

そ

の

影
馨
も

大

き
か

つ

た

の

で

あ

る

が
､

ワ

ー

グ

ナ

ー

の

説
を

と

れ

ば

財
政

上

徴
税
の

必

要

の

な
い

場
合
に

も
､

分
配

矯
正

の

た

め

に

課
税
を

お

こ

な
ふ

べ

き

こ

と

と

な
つ

て
､

租
税

政

策
論
の

統
一

性
は

や

ぶ

ら

れ

る
｡

ま
た

､

課

税
の

目

的
を

公
正

の

賓
現
に

お

く

畢

説

も
､

『

租
税

政

策
が

国
家

生

活
の

一

局

部

的
方

面
を

取

扱
ふ

政

策
で

あ

る

と
い

ふ

本

爽
の

課
題
を

忘
れ

､

不

知
不

識
の

問
に

国
家

哲
畢
の

領
域
に

ま

で
､

ふ

み

込

む

も
の

と

解
す
べ

き

で

あ

る
｡

』

(

p
･

N

山

ご

租
税

政

策
の

目

的
は

あ

く

ま
で

も

『

国
家

経
費
の

調

達
』

に

あ

り
､

国
家

軽
費
支

所
と
い

ふ

鮎
で

､

租
税
と

罰
金

等
と
の

直
別

も

あ

き
ら

か

に

な

り
､

か

つ

租
税

政

策
論
の

膿
系
的

統
一

性
も

保

障

さ

れ

る
｡

租
税

政

策
に

お

い

て

適
用
さ

れ

る

目

的

論

的

原

則
に

つ

い

て

は
､

す
で

に
､

副
目

的
を

課
税

政

策
の

目

的
と

し

て

認
め
る

説
に

封
す
る

批
判
で

の

べ

た

や

う
に

､

最
小

費
用

原
則
に

則
る
べ

き
で

あ
る

と
い

ふ

の

が
､

井
藤
博
士
の

重

要
な

捉
説
で

あ

る
｡

徴
収
さ

れ

る

財
の

利
用
を

決
定
す
る

の

は
､

租
税

政

策
を

超
え

る

高
次
の

政
策
の

課
題
で

あ
つ

て
､

租
栓

政

策
の

課
題
で

は

な
い

｡

租
税

政

策
で

は
､

も
つ

ぱ

ら
い

か

に

犠
牲
を

す
く

な

く

し

て

徴

椀

す
る

か
､

と
い

ふ

鮎
を

問
題
に

し

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

さ

ら
に

井
藤
博
士
が

強

調
し

て

や

ま

な
い

の

は
､

犠
牲
を

す
く

な

く

す

る

と
い

ふ

ば

あ

ひ

の

犠
牲
は

､

国

家

の

立

場
か

ら

み

た

『

社
食
的
滑

極
債

値
』

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

い

ふ

鮎
で

あ

る
｡

犠
牲
は

､

納
税

者
が

個
々

に

失

ふ

『

個
人

的
債

値
』

の

意

味

に

解
繹

し
て

は

な
ら

な
い

｡

こ

の

や

う
な

解
稗
を

す
る

通

説
に

礎

ふ

と
､

国
家
の

経
費
浸

出
に

よ

つ

て

生

み

だ

さ

れ

る

社

食
慣
値
と

の

比

較
が

不

可
能
に

な
つ

て

く
る

か

ら
で

あ

る
｡

本
章
の

末
尾
に

結

論
し
て

､

『

租
税

政

策
論
は

､

資
本

主
義
社

食
に

お

い

て
､

国
家

経

費
調

達
を

目

的
と

す
る

手

段
に

関
す

る

知

識

髄
系

で

あ

つ

て
､

そ

の

形
式
は

目
的

論
で

あ

る
｡

こ

の

場
合
に

と

ら

る
ぺ

き

原
則
は

､

最
小

費
用

原
則
で

あ

り
､

そ

の

費
用

概
念
は

､

国
家

目

的
に

照
ら

さ

れ

た

も
の

で

な

け
れ

ば

な

ら

な

い
｡

』

(

ワ

N

旨
〕

と
｡

こ

こ

に
､

社
食
的
に

最
小
の

犠
牲
を

以
て

経
費
の

調
達
に

嘗

る

ぺ

し
と
い

ふ

社
食
最
小

慣
借
主

義
の

立
場
が

明

瞭
に

打
ち

だ

さ

れ
､

こ

の

観
鮎
か

ら

あ

ら

た

め
て

租
税

政

策
論
の

核
心

を

な

す
と

こ

ろ
の

租
税

原
則
撃
説
に

つ

い

て
､

生

彩
を

放
つ

学
説

研
究
が

展

▲7

開
さ

れ

る
｡

歴
史
的

葡

展
段
階
の

最
後
に

得
ら

れ

た

概
念
を

も
つ

朗
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一 橋論叢 第四十 二

で

先

天

的
徽
念
と

し
､

慶
史
的
蓉
展
過
程
を

必

然
的
遠
鉄
に

り

な

が

ん
と

す
る

態

度
が

､

次
章
以

下
に

も
は

つ

き

り
つ

ら
ぬ

か

れ

て

ゐ

る

の

で

あ

る
｡

六

租
税
の

配
分
原
則

こ

の

解
説
の

第
二

節
で

の

ぺ

た

や

う
に

､

わ

が

国
の

昭

和
三

四

年
魔
の

租
税

収
入
は

､

中

央
･

地

方

を

通
じ
て

､

一

兆
八

千

億
園

を

超
え

る
｡

租
税
の

種
類
も

き

は

め

て

多
い

｡

納
椀
者
は

租
税
の

重
い

の

を

嘆
じ
て

ゐ

る
｡

あ

る

も
の

は

国
家

経
費
の

縮
減
を

要
求

し
､

あ

る

も
の

は

隣
人
の

負
捨
に

く
ら
べ

て

自
己
の

負
擦
の

過
重

な
こ

と

を

う
つ

た
へ

る
｡

株

制
の

現

状
は

だ

れ

し

も

決
し
て

満
足

な
も

の

と

は

思
つ

て

ゐ

な
い

の

で

あ

る
｡

粗
検
の

賦
課
に

あ

た

つ

て

則
る

ぺ

き

原
則
を

確
立

し
､

現

状
を

い

く
ら

か

で

も

改

革
せ

ん

と

す
る

要
求
が

生

れ

る

所
以
で

あ
る

｡

租
税

原
則
に

関
す
る

畢
説

は

租
税
の

哉
生
と

と

も

に

ふ

る

く
､

租
税

経
済
の

充
箕
と

蜃

展
に

つ

れ
､

あ

ら

た

な

見
地

を

く

は
へ

､

議
論
は

精
緻
に

な
つ

て

凍
て

ゐ

る
｡

井
藤
博
士
の

学
説

史
研

究
は

十

七

世

紀
ド

イ

ツ

の

官
房
学
者
の

所
説
か

ら

説

き

お

こ

し
､

英
彿
自
由
主

義
の

諸
学
説
を

検
討
し

､

つ

い

で

A
･

ワ

ー

グ

ナ

ー

を
一

應
の

頂
鮎
と

す
る

有
機
主
義
国

家

観
時
代
の

語

草
詮
の

考
察
に

お

よ

ぶ
ひ

ワ

ー

グ

ナ

ー

の

畢
諷
は

､

晒

そ

れ

ま

で

の

諸
学
説
を

統
合

し
た

も

の

と

し
て

､

と

く
に

詳
細
な

分
析
が

ほ

ど
こ

さ

れ

て

ゐ

る

が
､

こ

の

分
析
を

出
餞

鮎
と

し
て

､

さ

ら

に

租
税

原

則
論
の

課
題
を

整
理

す
る

｡

ワ

ー

グ

ナ

ー

は
､

課
税
の

最
高
原
則
な
る

も

の

を

か

か

げ
て

ゐ

る

が
､

簡
単
に

い

ふ

と
､

租
疎
は

､

充
分
な

収
入

を

も

た

ら

す
も

の

で
､

国
民

経
済
を

阻

害
せ

ず
､

公
正

で
､

明

確
･

便
宜

･

最
小

徴
税

費
と

い

ふ

税

務
行
政

原
則
を

み

た

す
も
の

で

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

と
さ

れ

て

ゐ

た

の

で

あ

る
｡

た

し
か

に

こ

の

や

う
な

候
件
を

満
足
す
る

租
税
が

あ

れ

ば

理

想

的
で

あ
る

｡

だ

が
､

最
高
原
則
が

か

う
い

く
つ

も
あ

る

と
､

相

互
に

矛

盾
撞
着
す
る

ば

あ

ひ

が

で

て

く

る
｡

た

く
さ

ん

の

税

収
を

あ

げ

る

租

税

は
､

し
ば

し
ば

公
正
の

原
則
に

抵
解
す
る

｡

必

需
品

に

封
す
る

滑
費
税

な
ど

は
こ

の

通

例

で

あ

る
｡

さ

う

な
る

と
､

い

く
つ

か

の

原
則
の

あ

ひ

だ

に
､

先

後

優
先
の

順
序
を

つ

け

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

事
賓
ワ

ー

グ

ナ

ー

以

後
の

畢
説

は
､

こ

の

間
題
を

め

ぐ
つ

て

清
常
に

展
開
し
て

ゐ

る
｡

そ

れ

か

ら

も

う

び

と
･つ

重

要

な

問

題

は
､

『

公

正
』

な

租
税
と

は

い

か

な
る

租
税

を

さ

す
か

と
い

ふ

問
題
で

あ

る
｡

今
日

で

も
､

税

制
の

改
正

の

た

び

に
､

公
正

な

租
税
と

か
､

負
据
の

均

衡
と
か

い

ふ

合

言
葉
が

も

ち

び

ら

れ

る
｡

と

こ

ろ

が

『

公
正
』

の

内

容
は

す
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こ

ぶ

る

曖
昧
な
の

で

あ

る
｡

井
藤
博
士

は
､

ワ

ー

グ

ナ

ー

の

諸
原

則
を

整
理

し
て

､

充

分
な

収
入

を

あ

げ

る

と
い

ふ

財
政

政

策
上
の

原

則
と

､

公

正

な

租
税
と

い

ふ

原
則
の

二

つ

に

綜
合
分
類
し

､

優
先

順
位
の

第
一

を
､

後
者

､

す
な

は

ち
､

十

分
な

収
入

せ

あ

げ

る

と
い

ふ

財
政
政

策
上
の

原

則

に

あ

た
へ

る
｡

ま
へ

か

ら

言
つ

て

ゐ

る

や

う
に

､

租
税
の

目

的
が

国
家

経
費
の

調

達
に

あ

る

の

で

あ

る

か

ら
､

租
税

原

則
を

た

て

る

ば

あ

ひ

に

お

い

て

も
､

嘗
然

､

収
入

目

的
を

第
一

位
に

お

か

な

け

れ

ば

な
ら

な
い

｡

な

ぜ

な

ら
､

も

し

公
正

の

葺
現
と

い

ふ

や

う

な

理

想

を

か

か

げ
て

こ

れ

を

租
梶

原

別
の

首

位
に

置

く

と

す
れ

ば

ー
こ

の

や

う
な

見

解

を

と

る

も
の

も

す

く
な

く

な
い

の

で

あ

る

が

ー
､

租
税

と

公

正

と
の

間
の

償
値
の

連
横

･

等
質
関
係
を

飛

躍
し

て

し

ま

う
こ

と
に

な
る

か

ら

で

あ

る
｡

国
家
経

費
の

た

め
の

収
入

の

調

達
を

首
位
の

目

的
と

し

た

ば
あ

び
､

公
正

の

原

則
は

､

い

か

に

解
繹
さ

れ

て

ゐ

る

か

と

い

ふ

と
､

租
税

負
澹
を

国
民
に

配
分
す
る

規
準
に

関
す
る

原
則
の

意
義
を

も

っ

の

で

あ
る

｡

財
政

撃
の

文

麒
で

､

公
正

の

原

則

と

い

ふ

と

き

は
､

多
く

は
こ

の

意

味
に

つ

か

は

れ

て

ゐ

る
｡

ま

た
､

常
識
で

も

さ

う
で

あ

る
｡

そ

こ

で

租
税

原

則
論
の

課
題
は

､

充
分
な

収
入

を

あ

げ
る

に

つ

い

て
､

租
税

負
婚
を
い

か

に

国
民
に

配
分
す
る

か

を

＼

､..一

1

.

確
定

す
る

こ

と
と

な
る

｡

納
税

者
の

負
捨
の

軽

減
を

の

ぞ

む
も
の

が
､

し

ば
し

ば

国
家

経
費
の

削

減
を

要
求
す
る

こ

と

は

す
で

に
一

言
し
た

が
､

経
費
の

削

減
に

関
す
る

命
題
を

展
開
す
る

こ

と

は
､

や

は

り

租
税

原

則
論
の

課

題
で

は

な

く
､

経
費
の

祀
曾
償
値
を

決

定
す
る

の

は
､

長
次
の

国
家

政

策
の

課
題
で

あ
つ

て
､

財
政

学
上

の

租
税

原

則
論
は

､

い

か

な
る

基
準
で

租
税
を

配
分
す
る

の

が

公

正

で

あ

り

合
理

的
で

あ
る

か

を

確
定

す
る

こ

と
で

あ

る
｡

も

う
一

度
く
り

か
へ

す
と

､

一

兆

八

千

億
園

の

租
稼
が

適

度
で

あ
る

か

過

度
で

あ

る

か

は
､

租
税

原
則
論
の

こ

た
へ

る
べ

き

本

来
の

問
題
で

は

な
い

｡

つ

ま

り
､

『

財
政

単
に

お

け
る

租
税

原

則
論
の

課
題
は

､

国
家

経
費

支

桝

と
い

ふ

目

的
を

達
成
す
る

手

段
と

し

て
､

租
税
を

徴
収

す
る

に

雷
つ

て
､

如
何
な

る

原

則
に

基
い

て
､

こ

れ

を

私

経

済
に

賦
課
す
べ

き
か

と
い

ふ

こ

と

で

あ

る
｡

即
ち

､

租
税

配
･

分
原

則
の

研
究

で

あ

る
｡

』

(

p
.

い

∞

〇
.

)

井
藤
博
士

は
､

こ

の

意

味
の

租
税

原

則
学
説
を

､

(

一

)

利
益

主

義
の

租
税
原

則
論

(

二
)

能
力
主

義
の

租
税

原

則
論

(

三
)

犠
牲
主

義
の

租
税

原
則
論

(

四
)

社
食
債
借
主

義
の
.
租
税

原
則
論

O
V

.

■4●β十

∵l
軒
恥
打

い
し
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に

分
類
七

､

ワ

ー

グ

ナ

ー

以

後
最
近
に

い

た

る

ま

で

の

諸
畢
諷
を

批
判
的
に

検
討
さ

れ

る
｡

は

じ

め
に

も
こ

と

は

つ

た

や

う
に

､

こ

の

部
分
は

寧
説
の

研
究
に

あ
て

ら
れ

て

ゐ

て
､

要
約
に

と

く

に

困

難
を

感
ず
る

の

で

あ

る

が
､

解
説

者
の

立

場
に

立

つ

て

す
こ

し

論

じ
て

お

か

う
｡

利
益

主

義
は

､

租
税

と

国
家

給
付
の

あ

ひ

だ

に

給

付
･

反

封
給
付
の

報
償
関
係
を

想
定

し
､

各
人
の

租
椀
の

負
増
額

を

国
家

か

ら

受
け

と

る

利
益
に

照
ら

し
て

配
分
す
る

の

が
､

公
正

原
則
に

合
致

す
る

と

み

る
｡

ワ

ー

グ

ナ

ー

以

前
に

も
､

保
険
料

説

そ
の

他

多
く
の

利
益

主

義
の

原
則
論
が

生

れ

て

ゐ

る
｡

保
険
料

説

は
､

生

命
と

財
産
の

安
全

を

保
険
す
る

国
家

活
動
に

封
し

､

保
険

料
の

支

沸
び

と

同
一

の

原
則
に

立
つ

て

納
税

額
を

決
定
し

ょ

う
と

す
る

素
朴
な

利
益

主
義
の

原
則
で

あ
つ

た
｡

今
日

に

お

い

て

も
､

地

方

椀
に

は
､

應
益

原
則
に

し

た

が

ふ

租
税
が

あ

る

と

考
へ

る

者

は

す

く
な

く

な
い

｡

し
か

し

国
家
か

ら

受
け
る

利
益

を

何
に

よ

つ

て

測
定
す
る

か

と
い

ふ

問
題
は

利
益

主

義
で

は

容
易
に

解
決
で

き

な
い

｡

多
く
は

所
得

･

財
産

･

滑

費
等
の

存
在
を

以
て

､

国
家

給

付

享
受
の

結
果
と

解
繹
す
る

が
､

あ

る

び

と
の

所
得
な

り

財
産
な

り

治

安
な

り
が

､

ど
の

程
度
ま
で

国
家
給
付
の

お

か

げ
に

よ

る

か

は
､

判
定

が

不

可

能
で

あ

る
｡

保
険
料
は

保
険
給
付

に

封
す
る

代

偵
と

し

て

任
意
に

支
排
は

れ

る

が
､

租
税
は

強
制
的
に

賦
課
さ

れ

る

も
の

で

あ
つ

て
､

国
家

給
付
の

購
入

代
償
で

は

な
い

｡

そ

れ

に

分
(

D

も

か

か

は

ら

ず
､

■

国
家

給
付
の

決
定
に

個
人

意
志
の

参
輿
を

ゆ

る

し
､

他

方

税

法
の

制
定
に

あ

た

つ

て

個
人

意

志
を

尊
重

す
る

限
り

に

お

い

て
､

個
別

的
報
償
関
係
を

見

出
さ

う
と

す
る

努
力
が

生

ず

る

の

も

自
然
の

な

り

ゆ

き

で

あ

ら

う
｡

国
家

給
付
が

天

下

り

的
に

決
め

ら
れ

る

の

で

は

な
い

と
い

ふ

意

識
か

ら
､

利
益

説

が

た

え

ず

再

構
成
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

近

代
に

お

け
る

利
益

説
の

代
表
者
と

し

て

は
､

E
･

ゲ
ィ

ク

ゼ

ル
､

E
･

リ

ン

ダ
ー

ル
､

A
･

デ
･

ゲ

ィ

テ

ィ

･

デ
･

マ

ル

コ

等
が

あ

げ
ら

れ

る
｡

近

代
的

利
益

説

は
､

国
家

給
付
の

限

界
利
用

と

課
徴
さ

れ

る

財

の

限

界
利
用
と

の

等
償

関
係
を

も
と

め
る

｡

ま

た

議

合
に

お

け
る

濠
算
な
ら

び

に

検
法
の

議
決
過
程
を

､

国
家

給
付
と

租
税
の

均
衡

化

過

程
と

考
へ

る
｡

こ

の

見
解
は

､

ゲ
ィ

ク

ゼ

ル

を

経
て

リ

ン

ダ

ー

ル

に

継
承

さ

れ
､

ご

く

最
近
で

は
､

R
･

A
･

マ

ス

グ

レ

イ

ヴ

(

→
F
e

→

訂
○
→

y

｡
什

勺
亡

b
-

ど

句

旨

呂
O
e

-

-

巴
〈

こ

に

よ

つ

て

さ

ら

に

螢
展
せ

し

め

ら

れ

つ

つ

あ

る
｡

ま

た

イ

タ

リ

ア

の

デ
･

ゲ
ィ

テ

イ

●

デ
･

マ

ル

コ

も
､

風
合

国
家

観
に

立

脚
し

て
､

国
家

と

納
税

者

全

鰹
の

あ

び

だ

に

交
換
関
係
が

成
立

す
る

も

の

と

か

ん

が

へ

る
｡

こ

の

見
解
は

､

国
家
の

構
成
員
が

す
べ

て

公

共

的
給
付
を

滑

費
す
る

こ

と
､

な

ら

び

に
､

各
人
の

所
得
が

公
共

財
に

封
す
る

需
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要
の

尺

度
と

す
る

こ

と

を

前
提
と

す
る

も

の

で

あ

る
｡

こ

の

前
提

が

や

ぶ

れ

る

と
､

現

茸
の

租
税

配
分
は

所

得
比

例
と
い

ふ
一

般
原

理
に
一

致
し

な

く
な

る

が
､

雨

着
を

で

き

る

だ

け

調

和
す
る

と
こ

ろ
に

租
税
倦
系
の

改
良
の

課

題
が

存

す
る

と

み

る
｡

井
藤
博
士

は
､

こ

れ

ら

の

近

代
的
利
益

説
が

､

結
局
に

お

い

て

財
政
現

象
の

私
経
済
的
解

渾

に

陥
り

､

租
税

配
分
の

基

準
と

な

し

得
な
い

こ

と

を

指
摘

す
る

｡

√

:箪
′

一
事

'

(1 2 7) 基 本 文 戯 解 題

能
力

主
義
は

､

国
家

給
付
と

租
税
の

均

衡
化

と
い

ふ

利
益

主

義

の

要
請
を

否
定

す
る

と
こ

ろ

か

ら

は

じ

ま

る
｡

国
家

給
付
の

有
無

に

か

か

は

ら

ず
､

能
力
に

應
じ

て

課
税

す
る

の

が

公
正

な
る

租
税

の

配

分
だ

と

説

く
の

で

あ

る
｡

も

と

よ

り

能
力
の

概
念

､

あ

る

ひ

は

そ

の

測

定

方

法
に

つ

い

て

は

幾
多
の

見
解
が

わ

か

れ

る

が
､

井

藤
博
士
は

､

A
･

シ

ェ

フ

レ

の

客

観
的
能
力

説
が

､

中
途
で

主

観

主

義
の

邪
道
に

さ

ま

よ

ひ

こ

ん

だ

こ

と

を

惜
し

み
､

『

一

八

八

〇

年
の

シ

ェ

フ

レ

の

客
観
主
義
は

､

多
く
の

学

者
の

信
ず
る

如
く

､

そ

の

学
説
の

映
陥
で

は

な

く
､

寧
ろ

､

特
長
と

解
す
べ

き
も

の

で

あ

り
､

こ

こ

に

新
財
政

畢
螢
達
の

鍵
が

戒
さ

れ

て

ゐ

た

の

で

あ

る
｡

』

と
の

ぺ
､

ま
た

､

W
･

フ

ォ

ツ

ケ

の

客
観
的
能
力

詮
を

高
く

評
僻

す
る

が
､

客
観
的
能
力

説
と

は
､

個
々

人
の

最
小

生

活
費
を

超
え

た

経

済
力

を

基
準
と
し

て

租
税
を

配
分
す
べ

し

と

主

張
す
る

単
記

で

あ

る
｡

租
検

給
付

能
力
を

主

観
化

し

な
い

畢
説
で

あ
る

｡

し

か

し

学
界
の

大

勢
は

､

主

観
主

義
に

走
つ

た
｡

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

犠
牲
主

義
の

学
説
は

､

租
税

給
付

能
力
を

､

犠
牲
に

た
へ

る

カ

と

解
辞
す
る

｡

限

界
利
用

逓
減
の

構
想
を

租
税

原

則
論
に

適

用
し

た

も
の

で
､

課
税
に

よ

つ

て

生

ず
る

個
人

的
主

観
的

債
値
の

喪
失

を

問
題
に

す
る

｡

犠
牲
説
は

､

と

く
に

累
進

税
の

根

接
論
と

関
係

の

深
い

畢
誼
で

あ
る

が
､

大

所
得
に

な

れ

ば

な

る

だ

け
､

所
得
単

位
あ

た

り
の

主

観
債
僅
が

逓
減
す
る

か

ら
､

公
正

な

課
税
の

た

め

に

は
､

大

所
得
に

累
進
税

率
を

通
用
し

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

と

説

く
｡

学
界
の

大

勢
は

､

犠
牲
説

に

か

た

む

き
､

多
数
の

精
緻
な

議

論
が

展
開
さ

れ

た

の

で
､

井
藤

博
士
の

叙
述
と

批
判
も

ま
た

詳
細

を

き
は

め

て

ゐ

る
｡

犠
牲
説

は
､

す
べ

て

主

観
的
債
値
を

問
題
に

す
る

こ

と

は
､

す
で

に

の

ぺ

た

と
ほ

り
で

あ

る

が
､

納
税
者

間
の

犠
牲
の

平
等
を

原

則
と

す
る

畢
説
と

､

絶
健
と

し

て

全

納
祝
着
の

犠
牲
の

絶
計
を

最
小
に

し

よ

う
と

す
る

畢
説

に

わ

か

れ

る
｡

犠
牲

の

平

等
を

達
成
す
る

た

め

に

は
､

低
所
得
屠
に

も
､

た

と
へ

微
小

で

あ
つ

て

も
い

く

ら
か

の

犠
牲
を

は

ら

は

す
こ

と
が

必

要
と

な
る

し
､

絶
髄
の

犠
牲
を

最
小

に

す

る

と
い

ふ

原

則
を

徹
底
す
る

と
､

一

⊥

高
額
所
得
層
だ

け
に

租
税

を

配
分
す

る

の

が

よ

い

と
い

ふ

こ

と

に

郎

ソ

虹
∵

㌍

こ
ノ

ゝ
㍉

申
し

_

き

∵
一

巳
こ

ト
.､
し
㌧

ヒ

∵

㌢
■
∴

L
.

∴
亡

r

ゝ

二

■た
1

､

㌧

ノ

.

■.㌢

.

ト

【

■
∵

い

..主

∵

しlゞ
■.
.

旨
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な

る
｡

井
藤
博
士

は
､

平
等
犠
牲
説
を

さ

ら

に

四

種

類
に

分

類

し
､

そ

れ

ぞ

れ

に

つ

い

て

代
表
的
畢
説

を

と

り

あ

げ
､

『

最
小

犠
牲
説
と

平
等
犠
牲
説
と

を

比

較
す
る

と

き
､

最

小

犠
牲
説

は
‥

…
･

社
食
全

髄
と
し

て

の

犠
牲

量
の

最
小

を

目

模
に

す
る

も

の

で

あ

り
､

こ

の

立

場
か

ら
､

個
人

間
の

犠
牲

の

不

平
等
を

主

張
し

､

他
の

犠
牲
説
に

此

し

て
､

社
食
的
方

面
へ

の

配
慮
が

､

よ

り

濃
厚
で

あ
る
‥

:

‥
｡

個
人
の

犠
牲
を

中

心

と

す
る

鮎
に

お

い

て
､

個
人

主

義
的
で

あ
る

…

…
｡

最

小

犠
牲
説

よ

り

個
人

主

義
の

残
骸
を

清

算
す
る

に

は
､

後
に

述
べ

る

最
小

社
食
償
値
説
を

と

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
｡

』

(

ワ

誌
¢

1
や

い

苫
･

)

と

結
論
す
る
｡

個
人

償
値
に

着
目

す
る

の

は
､

租
税
政

策
は

､

国

家
目

的

を

中

心

と

す
る

上

位
の

目

的
論
膿
系
に

､

下

属
す
る

も
の

で

あ

る

か

ら
､

課
税
に

伴
な

ふ

犠
牲
も

､

国
家
の

立

場
か

ら

評
償

し

な

け

れ

ば

な
ら
ぬ

と
い

ふ

の

が

原

理

上
の

批
判
鮎
で

あ
る

｡

ま

た

個
人

的
主

観
的
な

犠
牲
は

､

人
に

よ

り

異
な

る

し
､

同
一

人
で

も

時
と

虞
に

よ

つ

て

ち
が

ふ

か

ら
､

評
量
の

比

較
が

で

き

な
い

と

い

ふ

の

が
､

貴
行
上

の

難
鮎
で

あ

る
｡

七

社
食
最
小

償
億
説
の

操
唱

『

租
梶

原
則
単
記
の

構
造
と

生

成
』

は
､

財
政

概
念
の

確
立

､

.

脚

政

策
論
の

論
理

的
性
質
の

究
明

､

諸
単
記
の

螢
展
過

程
の

分
析
を

通
じ
て

､

最
後
に

社
食
最
小

債
値
説
の

提
唱
に

み

ち
び

く
｡

社
食
最
小

償
億
説
の

内
容
を

簡
単
に

説
明

す
る

と
､

社
食
債
値

の

小

さ

な

も
の

か

ら

徴
収
せ

よ

と
い

ふ

こ

と

で

あ

る
｡

(

財
は

貨

幣
を

通
じ
七

徴
収
さ

れ

る

が
､

貨
幣
の

徴
収
は

結
局

は

財
の

徴
収

と

な

る
)

｡

財
の

一

部
は

資
本
の

形
成
に

む

け

ら

れ

る

か

ら
こ

の

鮎
も

考
慮
に

い

れ
､

単
位
毎
の

財
の

限

界
費
用
(

社
食
償
値
の

喪

失
)

を

均
背
に

す
る

こ

と

を

要
請
す
る

｡

も

し

す
べ

て

の

財
が

滑

費
さ

れ

る

と

仮
定

す
れ

ば
､

敢
曾
債
値
の

小
さ

な

滑
費
に

む

け
ら

れ

る

財
を

､

社
食
償
値
の

小

さ

な

も
の

か

ら

順
次
に

徴
収
す
れ

ば

よ

い
｡

そ

切

方

法
と

し

て

は

消

費
税
の

賦
課
と
い

ふ

こ

と
が

考
へ

ら

れ

る

が
､

滑
費
の

社
食
債
値
を

び

と
つ

び

と
つ

測
定

し
て

滑

費

税
を

か

け

る

こ

と

は
､

貴
行
が

不

可

能
で

あ

る

ば

か

り
で

な

く
､

お

な

じ

滑

費
で

も

消
費
量
が

増
加
す
る

に

つ

れ

て

そ

の

社
食
償
値

は

小
さ

く
な
つ

て

い

く
こ

と

を

考
慮
で

き

な

い

と
い

ふ

大
き

な

映

隋
が

あ
る

｡

そ
こ

で

所
得
課
税

を

主

と
し

て

滑
費
税
を

補
助

手

段

と

す
る

方
が

よ

い
｡

所
得
が

ふ

え

る

に

つ

れ

て
､

社
食
債
値
の

小

さ

な

滑

費
に

財
が

充
嘗
さ

れ

る

と

推
定
で

き
る

か

ら
で

あ

る
｡

し

か

し

財
が

す
べ

て

滑

費
に

充

官
さ

れ

る

と
い

ふ

偲
定
は

正

し
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く

な
い

｡

財
は

資
本
の

形

成
に

も

充

嘗
さ

れ

る
｡

も

し

最
高
の

所

得
者
か

ら

順
次
に

課
徴
す
れ

ば
､

一

定

額
以
上

の

所
得
は

す
べ

て

国
家
に

移
さ

れ

る

た

め
､

一

定
限

度
以

上
の

財
の

生

産
は

停
止

す

る

お

そ

れ

が

あ

る
｡

せ

た

所
得
の

一

部
は

貯
蓄
さ

れ

て

資
本
の

形

成
に

充

嘗
さ

れ

る
｡

高
額
の

所
得
部
分
で

は

資
本
化
す
る

割
合
が

大
き
い

｡

生

産
の

刺
戟

･

資
本
の

形
成
は

､

租
税

経
済
の

運
営
に

と
つ

て

不

可

欲
の

前
提
で

あ

る

か

ら
､

そ

の

社
食
僧
侶
を

考
慮
し

て
､

税

率
の

媛
和
を
お

こ

な

は

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

さ

ら
に

､

『

免
税

拓
の

設

置
､

財

産

所

得
の

重

課
､

労
働
所
得

の

軽
課

､

土
地

自
然

増
加

､

投
機
所
得

､

戦
時
利
得
等
の

偶
然

不

労
所
得
の

重

課
､

公

営
事
業
の

免
税

又

は

軽
課

､

家

族
の

数
の

顧

慮
､

財
産

､

企
業
の

性
質
に

よ

る

差
別

的
課
税

等
の

小

原
則
』

は

す
べ

て

最
小

社
食
慣
値
の

原

則
か

ら

派

生

す
る

(

p
･

巴
-

･

)

｡

井
藤
博
士
の

掟
説
は

､

E
･

リ

ッ

チ
ェ

ル

や

E
･

ユ

ン

グ

リ

ッ

シ

ュ

等
の

社
食
償
億
誼
の

批
判
的

括
取
に

よ

つ

て

構
成
さ

れ

た

も

の

で

あ

つ

て
､

こ

れ

ら

の

学
説
の

内
容
と

批
判
鮎
は

明

確
に

示

さ

れ

て

ゐ
る

｡

社
食
償
値
説
の

性
格
に

つ

い

て
一

言
つ

け

く

は
へ

て

お

か

な

け

れ

ば

な

ら
ぬ

こ

と
は

､

そ

れ

が
一

般
的
形
式

原
則
だ

と
い

ふ

こ

と

で

あ

る
｡

『

社
食
僧
侶
に

よ

る

財
の

配
分
と
い

ふ

原

則
は

､

あ

ら

ゆ

る

国
家

生

活
に

封
し

て

通
用
さ

る
ぺ

き
､

一

般
的
形
式
原
則
で

あ

る
｡

』

(

や

巴
･

ご

こ

の

原
則
は

､

杜
合
主

義
社
食
に

お

い

て

も

国
家
の

人

民
へ

の

財
の

支
給
原
則
と

し

て

安

嘗
す
る

｡

し
か

ら

ば

社
食
償
億
の

内
容
は

ま
つ

た

く

無
規
定
な
の

か

と
い

ふ

と
､

た

し

か

に
一

面
で

は

然
り

と
い

は

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

し
か

し

他

面

に

お

い

て

は

香
で

あ
る

｡

社
食
償
値
の

具
髄
的
な

内

容
は

､

国
家

観
と

そ

の

時
虞
に

お

け
る

敢
合
経
済
関
係
の

い

か

ん

に

よ

つ

て

異

な

る

が
､

租
税

原
則
論
で

前
提
と

な

る

社
食
併
催
の

具

健
的
内

容

は
､

窮
極
に

お

い

て
､

資
本

主

義
的
社
食
経

済
関
係
と

普
遍
主

義

国
家

観
(

こ

れ

に

封
す
る

も
の

は
､

個
人
主

義
国
家

観
で

あ

る
｡

徹
底
し

た

個
人

主

義
国
家

観
に

あ
つ

て

は
､

国
家
の

倫
理

性
が

香

定
さ

れ

る
)

に

よ

つ

て

基
礎
づ

け
ら

れ

る
｡

そ

し
て

牡
合
償
値
自

鰹
の

研
究
は

､

『

財
政
々

策
以

前
の

問
題
で

あ

り
､

政

策
線
論
の

課

題
で

あ

る
｡

個
別

政

策
と

し

て

の

租
税

政
策
で

は
､

こ

れ

を

輿
へ

ら
れ

た

も

の
､

と

し

て

認
め

て

立

論
す
べ

き
で

あ
る

｡

』

(

や

巴
"

こ

宏
大
な

構
想

を

緻

密
な

論
理
で

つ

ら
ぬ

い

た

本

書
は

､

さ

ら
に

高
次
の

政

策
絶
論
へ

の

嶺
展
を

漁
恋
し
っ

つ

終
曲
譜
を

奏
で

て

ゐ

る

の

で

あ

る
｡

(

一

橋
大

尊
敬
授
)

ぜお




