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紹介と批評

木
村
弘
之
亮
著

『
租
税
過
料
法
』

　
国
税
当
局
が
某
会
社
に
重
加
算
税
を
賦
課
し
た
と
い
う
報
道
に
、
そ
の

会
社
の
関
係
者
の
発
言
と
し
て
、
法
規
の
解
釈
に
つ
い
て
の
税
務
当
局
と

の
意
見
の
く
い
ち
が
い
か
ら
生
じ
た
も
の
で
当
局
と
折
衝
中
で
あ
る
と
い

っ
た
コ
メ
ソ
ト
の
付
せ
ら
れ
て
い
る
新
聞
記
事
が
よ
く
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
会
社
関
係
者
の
発
言
は
、
税
金
を
ご
ま
か
し
た
こ
と
が
知
ら
れ

て
会
社
の
イ
メ
ー
ジ
が
ダ
ウ
ソ
す
る
こ
と
を
お
そ
れ
て
の
言
い
の
が
れ
で

あ
る
こ
と
も
多
い
で
あ
ろ
う
が
、
事
実
、
法
規
の
解
釈
の
ち
が
い
に
も
と

づ
く
も
の
で
、
加
算
税
を
と
ら
れ
る
こ
と
が
納
税
者
に
と
っ
て
納
得
で
き

な
い
こ
と
も
あ
ろ
う
。

　
た
し
か
に
、
重
加
算
税
を
含
む
加
算
税
は
、
納
税
義
務
違
反
の
発
生
を

防
止
し
租
税
収
入
の
確
保
を
図
る
た
め
の
行
政
上
の
措
置
で
あ
り
、
制
裁

的
意
義
は
否
定
で
き
な
い
と
い
っ
て
も
、
脱
税
犯
に
科
せ
ら
れ
る
刑
罰
と

は
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
．
加
算
税
を
課
せ

ら
れ
る
こ
と
は
、
納
税
者
に
と
っ
て
経
済
的
な
不
利
益
で
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
．
そ
こ
で
、
加
算
税
が
当
該
租
税
法
規
の
実
効
性
を
確
保

す
る
た
め
の
行
政
的
手
段
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
，
刑
罰
を
科
す
る
ば
あ

い
に
み
と
め
ら
れ
て
い
る
保
障
原
則
を
度
外
視
し
て
、
加
算
税
賦
課
の
要

件
や
手
続
を
ル
ー
ズ
し
て
、
行
政
当
局
の
恣
意
を
制
度
的
に
み
と
め
る
こ

と
は
、
憲
法
三
一
条
と
の
関
連
か
ら
み
て
問
題
で
あ
る
。
こ
と
に
、
重
加

算
税
の
課
税
要
件
と
通
脱
罪
の
構
成
要
件
と
は
実
際
上
ほ
と
ん
ど
差
異
が

な
く
、
脱
税
に
対
す
る
制
裁
が
そ
の
大
部
分
を
重
加
算
税
の
賦
課
に
よ
っ

て
い
る
実
情
か
ら
み
て
、
重
加
算
税
は
、
刑
事
制
裁
に
か
わ
る
機
能
を
果

し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
重
加
算
税
の
賦
課
に

あ
た
っ
て
は
、
行
政
庁
の
恣
意
を
排
除
し
、
客
観
的
な
公
正
さ
を
担
保
す

る
た
め
に
．
刑
罰
を
科
す
る
と
き
の
保
障
原
則
を
参
考
に
し
な
が
ら
そ
の

要
件
や
手
続
の
適
正
化
を
講
ず
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
わ
が
租
税

法
学
に
お
い
て
は
、
右
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
、
加
算
税
を
め
ぐ
る
問

題
を
論
じ
た
文
献
は
は
な
は
だ
し
く
乏
し
く
．
い
わ
ん
や
、
体
系
的
な
書

物
は
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な
い
。

　
木
村
弘
之
亮
教
授
の
新
著
『
租
税
過
料
法
』
は
、
「
租
税
過
料
の
課
徴

は
、
い
か
な
る
法
理
論
の
下
で
制
約
を
加
え
ら
れ
、
か
つ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

を
う
け
る
べ
き
か
」
（
は
し
が
き
）
と
い
う
間
題
意
識
か
ら
、
租
税
過
料
に

関
す
る
膨
大
な
裁
判
・
裁
決
例
や
研
究
業
績
を
網
羅
的
に
検
討
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
租
税
過
料
法
理
論
を
構
築
し
、
そ
の
体
系
化
を
試
み
た
も
の

で
あ
っ
て
、
パ
イ
オ
ニ
ア
的
業
績
と
し
て
高
く
評
価
さ
る
べ
き
も
の
と
い

え
よ
う
。
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教
授
は
「
納
税
者
一
般
に
対
し
、
課
徴
権
の
限
界
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
権
利
、
自
由
を
保
障
す
る
側
面
に
焦
点
を
あ
わ
」
せ
て
（
六
頁
）
、
租

税
過
料
法
の
体
系
を
展
開
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
体
系
化
に
あ
た
り
、

「
刑
事
法
理
論
に
依
拠
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
範
囲
に
お
い
て
可
能
な
か

ぎ
り
そ
れ
を
応
用
」
す
る
（
は
し
が
き
）
と
い
う
方
法
を
採
用
し
て
お
ら
れ
る

が
、
こ
れ
は
、
刑
法
理
論
が
人
権
保
障
の
見
地
か
ら
恣
意
的
な
刑
法
の
適

用
を
排
除
し
、
予
測
可
能
性
と
法
的
安
定
性
と
を
担
保
す
る
機
能
を
も
つ

も
の
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
た
も
の
と
し
て
、
妥
当
な
態
度
と
い
え
よ
う
．

も
っ
と
も
、
刑
罰
の
科
せ
ら
れ
る
犯
罪
と
加
算
税
の
課
せ
ら
れ
る
秩
序
違

反
と
で
は
、
実
質
的
な
差
異
の
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
か
ら
、
租
税

過
料
法
に
ど
の
程
度
ま
で
刑
法
理
論
を
応
用
し
う
る
か
の
検
討
は
、
過
料

法
の
体
系
化
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
．

二

　
さ
て
、
本
書
は
「
第
一
編
　
総
論
』
と
『
第
二
編
　
租
税
過
料
実
体
法

の
理
論
』
と
に
大
別
さ
れ
、
前
者
は
、
序
章
お
よ
び
七
章
に
、
後
者
は
八

章
に
章
別
さ
れ
て
、
租
税
過
料
実
体
法
の
体
系
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
以

下
、
論
述
の
順
序
に
沿
っ
て
、
そ
の
内
容
を
み
て
行
く
こ
と
と
し
よ
う
。

　
「
第
一
編
　
総
論
」
で
は
、
ま
ず
、
序
章
で
、
租
税
過
料
法
の
体
系
的
理
論

の
欠
如
が
納
税
者
の
権
利
利
益
の
保
障
に
と
っ
て
悪
い
影
響
を
及
ぽ
し
て

い
る
（
三
頁
）
と
い
う
認
識
か
ら
、
租
税
過
料
実
体
法
理
論
の
体
系
化
の
必

要
性
が
説
か
れ
．
次
い
で
、
租
税
過
料
法
の
概
念
（
一
章
）
・
体
系
（
二
章
）
・

基
本
原
則
（
三
章
）
・
効
力
（
六
章
）
・
機
能
（
七
章
）
、
そ
し
て
、
租
税
過
料

の
概
念
（
四
章
）
・
分
類
（
五
章
）
が
論
述
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
一
般
の
用
語
例
か
ら
み
て
な
じ
み
の
う
す
い
租
税
過
料
法
と
は
、

い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
あ
き
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
点

に
つ
き
、
教
授
は
「
租
税
過
料
は
、
国
家
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
が
租
税

行
政
の
秩
序
違
反
に
対
す
る
法
効
果
と
し
て
私
人
に
課
す
と
こ
ろ
の
法
益

の
剥
奪
で
あ
る
」
（
一
＝
頁
）
と
定
義
し
、
こ
の
租
税
過
料
に
関
す
る
法
規

範
の
総
体
を
租
税
過
料
法
と
し
て
把
握
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

租
税
過
料
法
に
お
い
て
、
刑
事
法
に
お
け
る
罪
刑
法
定
主
義
と
同
じ
機
能

を
果
す
基
本
原
則
と
し
て
租
税
過
料
法
定
主
義
を
要
請
し
、
こ
れ
を
租
税

過
料
法
の
理
論
的
体
系
化
の
基
礎
に
置
い
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
態

度
は
、
租
税
過
料
法
の
体
系
化
に
よ
っ
て
納
税
者
に
対
し
課
徴
権
の
限
界

を
示
し
そ
の
権
利
・
自
由
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
教
授
の
意
図
に
合
致
す

る
も
の
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
租
税
過
料
法
の
効
力
・
機
能
に
関
す
る
叙

述
は
、
行
政
的
制
裁
に
関
す
る
租
税
過
料
法
に
と
っ
て
は
不
必
要
と
も
思

わ
れ
る
ほ
ど
詳
し
く
、
刑
法
理
論
学
の
理
論
に
ひ
き
ず
ら
れ
た
感
が
な
く

も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三

「
第
二
編
租
税
過
料
実
体
法
の
理
論
」
に
お
い
て
、
教
授
は
「
秩
序
違

反
と
租
税
過
料
の
法
律
的
な
意
味
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
」
租

税
過
料
法
学
の
任
務
が
あ
る
と
さ
れ
（
六
三
頁
）
、
租
税
過
料
法
上
の
構
成

要
件
を
充
足
す
る
違
法
か
つ
有
責
な
行
為
と
し
て
把
握
し
た
、
秩
序
違
反

の
一
般
的
な
概
念
を
分
析
し
て
お
ら
れ
る
。
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紹介と批評

　
こ
こ
で
は
、
西
原
春
夫
教
授
の
犯
罪
論
体
系
が
そ
の
ま
ま
秩
序
違
反
の

体
系
と
し
て
引
き
写
さ
れ
、
秩
序
違
反
の
成
立
と
要
件
の
一
般
的
論
述
に

も
西
原
教
授
の
刑
法
理
論
が
多
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。
刑
法
学
に
お
い
て

は
、
犯
罪
論
体
系
に
関
し
学
説
が
鋭
く
対
立
し
、
犯
罪
理
論
上
の
重
要
問

題
に
つ
い
て
も
見
解
が
多
岐
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
状
況
の
も

と
で
．
西
原
教
授
の
刑
法
理
論
に
依
拠
し
、
と
き
に
は
刑
法
理
論
に
特
有

な
論
議
に
ま
で
深
入
り
し
西
原
説
に
沿
っ
た
論
述
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、

や
や
疑
問
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
租
税
過
料
法
の
理
論
的
体
系
化
に
あ

た
っ
て
刑
法
理
論
に
依
拠
す
る
こ
と
自
体
は
前
述
の
よ
う
に
肯
定
さ
る
べ

き
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
特
定
の
刑
法
理
論
の
支
持
に
つ
な
が
る

も
の
で
は
な
く
、
特
定
の
刑
法
理
論
（
し
か
も
通
説
的
で
な
い
）
に
依
拠

す
る
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
租
税
過
料
法
理
論
の
展
開
に
と
っ
て
好
ま
し

く
な
い
と
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
刑
法
理
論
学
の
も
つ
特
有
の

理
論
的
臭
み
を
出
来
る
だ
け
の
ぞ
き
、
租
税
過
料
賦
課
の
予
測
可
能
性
と

法
的
安
定
性
を
担
保
す
る
に
適
当
か
つ
必
要
な
限
度
で
刑
法
理
論
の
成
果

を
利
用
し
、
し
か
も
通
説
的
で
争
の
す
く
な
い
体
系
に
従
う
こ
と
が
の
ぞ

ま
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
な
お
．
右
の
よ
う
な
疑
問
は
、
本
書
の
よ
う
な
租
税
過
料
法
理
論
の
パ

イ
オ
ニ
ア
的
研
究
の
価
値
を
低
め
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で

あ
る
。
第
二
編
で
展
開
さ
れ
た
論
述
は
、
刑
法
理
論
に
依
拠
し
た
体
系
的

視
野
か
ら
、
租
税
秩
序
違
反
に
関
す
る
膨
大
な
裁
判
・
裁
決
例
な
ら
び
に

こ
の
点
に
関
す
る
研
究
論
文
を
整
理
検
討
し
、
秩
序
違
反
の
概
念
内
容
を

詳
細
に
分
析
し
た
も
の
で
、
租
税
秩
序
違
反
の
綜
合
的
な
研
究
と
し
て
高

く
評
価
で
き
る
と
と
も
に
．
そ
こ
で
示
さ
れ
た
個
々
の
問
題
点
に
関
す
る

見
解
は
、
こ
れ
か
ら
の
租
税
過
料
賦
課
に
関
す
る
実
務
の
指
針
と
し
て
利

用
価
値
が
大
ぎ
い
も
の
と
考
え
る
．
以
下
、
い
く
つ
か
の
問
題
に
即
し
て
、

教
授
の
見
解
を
み
て
行
く
こ
と
と
し
よ
う
。

四

　
（
一
）
　
刑
法
学
に
お
け
る
可
罰
的
違
法
性
の
理
論
に
ヒ
ン
ト
を
え
て
、

租
税
過
料
法
の
領
域
に
お
け
る
「
課
徴
的
違
法
性
の
理
論
」
を
主
張
さ
れ
、

あ
る
行
為
が
形
式
的
に
租
税
秩
序
違
反
の
構
成
要
件
に
該
当
し
て
も
、
そ

の
違
法
性
が
「
課
徴
的
違
法
性
の
段
階
に
達
し
な
い
場
合
に
は
、
超
法
規

的
に
課
徴
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
、
結
局
、
秩
序
違
反
は
成
立
し
な
い
』
（
一

＝
責
）
と
さ
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
課
徴
的
違
法
性
の
理
論
の
提
唱
は
、

そ
の
判
断
基
準
に
関
す
る
論
述
と
あ
わ
せ
て
、
過
料
賦
課
の
実
務
に
と
っ

て
有
益
で
あ
る
。

　
（
二
）
　
秩
序
違
反
に
つ
い
て
は
、
当
該
構
成
要
件
に
過
失
に
よ
る
秩
序

違
反
を
含
む
こ
と
が
明
文
で
示
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
「
故
意
に
侵
す
よ

り
も
過
失
で
侵
す
こ
と
が
本
来
予
定
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
、
事
例
と

し
て
も
多
い
よ
う
な
規
定
の
場
合
に
は
」
、
過
失
に
よ
る
秩
序
違
反
を
含

む
と
解
釈
さ
れ
て
お
ら
れ
る
が
（
一
三
九
頁
）
、
こ
れ
は
、
犯
罪
と
秩
序
違

反
と
の
差
異
に
着
眼
し
た
解
釈
と
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
（
三
）
　
国
税
通
則
法
に
は
重
加
算
税
に
つ
い
て
「
正
当
な
理
由
」
の
規

定
を
欠
い
て
い
る
が
、
重
加
算
税
の
賦
課
が
問
題
と
な
る
ば
あ
い
で
も

「
正
当
な
理
由
』
が
存
在
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
と
さ
れ
（
一
六
四
頁
）
、
重
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加
算
税
に
か
か
る
秩
序
違
反
に
つ
い
て
も
正
当
事
由
（
正
当
化
事
由
）
の

存
在
に
よ
っ
て
、
当
該
秩
序
違
反
が
構
成
要
件
に
該
当
し
て
も
、
重
加
算

税
は
賦
課
さ
れ
な
い
と
し
て
お
ら
れ
る
が
（
一
七
三
i
四
頁
）
、
こ
れ
は
体

系
的
思
考
に
も
と
づ
く
妥
当
な
結
論
と
い
え
よ
う
。

　
（
四
）
　
秩
序
違
反
と
は
「
有
責
な
」
違
法
行
為
で
あ
る
と
し
て
、
秩
序

違
反
の
成
立
に
有
責
性
を
要
求
し
、
こ
の
有
責
性
（
責
任
）
と
は
非
難
な

い
し
非
難
可
能
性
で
あ
る
と
さ
れ
（
一
九
九
頁
）
、
「
租
税
過
料
法
の
領
域
で

も
、
『
非
難
可
能
性
』
の
概
念
は
刑
事
法
上
の
概
念
の
そ
れ
と
叫
致
し
て

い
る
』
（
二
〇
一
⊥
貢
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
刑
事
責
任
が
行
為
者

人
格
に
対
す
る
非
難
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
、
社
会
的
非
難
の

帰
属
と
い
っ
た
観
点
か
ら
そ
の
責
任
論
を
構
成
す
ぺ
き
で
あ
ろ
う
．
こ
こ

で
、
正
当
事
由
に
関
す
る
錯
誤
を
取
り
上
げ
、
こ
の
問
題
に
関
連
す
る
裁

判
例
を
狙
上
に
の
せ
、
詳
し
く
論
述
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
結
論
は
示

唆
的
で
あ
る
。

　
（
五
）
　
「
租
税
過
料
法
定
主
義
か
ら
派
生
す
る
明
確
性
の
原
則
に
照
ら

し
、
秩
序
違
反
行
為
の
抽
象
的
類
型
を
現
行
法
以
上
に
一
層
明
確
に
規
定

す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
（
一
…
八
頁
）
と
す
る
主
張
は
、
従
来
の
裁
判
例
な
ど

を
手
掛
り
と
し
て
租
税
秩
序
違
反
行
為
を
類
型
化
し
て
、
そ
の
概
観
を
示

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
説
得
性
を
増
し
て
い
る
。

　
（
六
）
　
重
加
算
税
に
か
か
る
秩
序
違
反
の
既
遂
時
期
に
関
す
る
確
定
申

告
時
説
（
二
五
九
頁
以
下
）
．
法
条
競
合
に
関
す
る
内
含
説
（
二
七
八
頁
以
下
）

を
支
持
す
る
た
め
の
論
証
も
説
得
的
で
あ
る
。

　
（
七
）
　
秩
序
違
反
の
主
体
に
関
し
、
直
接
違
反
老
の
ほ
か
に
、
間
接
違

反
者
の
概
念
を
立
て
・
刑
法
学
に
お
け
る
間
接
正
犯
概
念
を
利
用
し
て
・

そ
の
範
囲
を
劃
そ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
論
述
に
や
や
刑
法
理
論

に
ひ
き
ず
ら
れ
て
い
る
感
も
な
く
は
な
い
が
、
そ
の
方
法
自
体
は
妥
当
で

あ
る
。
な
お
、
租
税
秩
序
違
反
は
そ
の
主
体
が
納
税
者
で
、
い
わ
ゆ
る
身

分
犯
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
の
で
、
故
意
あ
る
道
具
を
利
用
し
た
ば

あ
い
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
論
述
は
有
益
で
あ
る
。

　
（
八
）
　
以
上
の
と
こ
ろ
か
ら
も
、
個
々
の
問
題
に
関
す
る
教
授
の
見
解

が
、
租
税
過
料
法
の
理
論
体
系
に
組
み
入
れ
ら
れ
統
一
的
な
解
釈
と
し
て

示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

五

　
本
書
は
、
前
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
と
き
に
は
、
た
と
え
ば
、
行
為
概

念
を
取
り
上
げ
意
思
支
配
性
（
八
四
頁
以
下
）
を
論
じ
た
り
、
因
果
関
係
論

（
一
〇
二
頁
以
下
）
、
違
法
性
本
質
論
（
一
〇
九
頁
以
下
）
を
展
開
し
た
り
、
過

失
概
念
（
＝
一
元
頁
以
下
）
を
詳
論
す
る
な
ど
、
必
要
以
上
に
刑
法
理
論
に

特
有
な
論
議
に
ま
で
深
入
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

全
体
と
し
て
み
る
と
、
刑
法
理
論
を
利
用
し
て
租
税
秩
序
違
反
の
体
系
を

構
築
し
、
そ
の
体
系
に
し
た
が
っ
て
秩
序
違
反
の
成
立
要
件
を
整
理
し
、

体
系
的
視
点
か
ら
個
々
の
問
題
点
を
論
述
さ
れ
て
い
る
の
で
、
「
租
税
行

政
庁
お
よ
び
そ
の
担
当
老
に
対
し
て
は
．
ほ
し
い
ま
ま
に
租
税
過
料
を
課

徴
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
法
理
論
上
の
制
約
を
課
す
こ
と
、
納
税
者
に
対

し
て
は
自
己
の
正
当
な
権
利
利
益
を
確
保
し
う
る
法
的
論
拠
を
提
供
す
る

こ
と
、
租
税
過
料
法
の
体
系
化
に
よ
っ
て
そ
の
全
体
を
よ
り
理
解
し
や
す
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く
し
予
測
可
能
性
を
当
事
者
に
与
え
る
こ
と
、
判
例
お
よ
び
学
説
を
網
羅

的
に
検
討
し
、
裁
判
実
務
お
よ
び
行
政
実
務
に
指
針
を
与
え
る
こ
と
」
と

い
っ
た
教
授
の
意
図
は
見
事
に
実
現
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
租
税
過
料
賦
課
の
予
測
可
能
性
と
法
的
安
定
性
と
を
担
保
し
納
税
者
の

権
利
を
保
障
す
る
た
め
に
、
本
書
の
公
刊
を
契
機
と
し
て
、
今
後
、
い
わ

ゆ
る
租
税
過
料
法
学
の
発
展
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
書
は
そ
の

先
駆
的
業
績
と
し
て
つ
ね
に
参
照
さ
る
べ
き
文
献
と
い
え
よ
う
。
な
お
、

租
税
行
政
庁
の
恣
意
を
抑
制
し
、
納
税
者
の
権
利
を
守
る
た
め
に
は
、
租

税
過
料
賦
課
に
対
す
る
手
続
的
保
障
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
の
で
、
教

授
に
よ
る
「
租
税
過
料
手
続
法
」
の
速
み
や
か
な
公
刊
を
希
望
す
る
も
の

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
（
A
5
判
三
二
三
頁
、
弘
文
堂
、
一
九
九
一
年
、
六
二
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
田
　
　
平

紹介と批評
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