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租税法の解釈における一考察
（ホステス源泉徴収事件を手掛かりにして）

1

は
じ
め
に

租
税
法
の
解
釈
に
お
い
て
、

一
般
に
、「
租
税
法
は
侵
害
規

範
で
あ
り
、
法
的
安
定
性
の
要

請
が
強
く
働
く
か
ら
、
そ
の
解

釈
は
原
則
と
し
て
文
理
解
釈
に

よ
る
べ
き
で
あ
り
、
み
だ
り
に

拡
張
解
釈
や
類
推
解
釈
を
行
う

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
さ
れ

る
。そ

し
て
、
後
述
す
る
、「
ホ

ス
テ
ス
報
酬
源
泉
徴
収
事
件
」

に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、「
租

税
法
規
は
み
だ
り
に
既
定
の
文

言
を
離
れ
て
解
釈
す
べ
き
も
の

で
は
な
」
い
旨
述
べ
て
お
り
、

こ
の
判
決
に
よ
り
、
租
税
法
規

の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
文
理
解

釈
の
原
則
が
強
調
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。

本
稿
で
は
、
①
法
の
解
釈
に

つ
い
て
整
理
・
検
討
す
る
と
と

も
に
、
②
文
理
解
釈
に
よ
る
裁

判
例
の
検
討
を
行
っ
た
。

2

法
の
解
釈
に
つ
い
て

⑴

法
の
解
釈
と
は

法
は
、
ど
う
し
て
も
抽
象

的
、
定
型
的
な
も
の
と
し
て
構

成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法

の
持
つ
意
味
を
明
ら
か
に
す
る

作
業
が
「
法
の
解
釈
」
で
あ

る
、
と
さ
れ
る
。

⑵

解
釈
の
変
遷

法
の
解
釈
は
、
時
代
と
と
も

に
様
々
な
概
念
が
存
在
し
、

各
々
哲
学
的
な
考
察
を
加
え
て

非
常
に
大
き
な
命
題
で
あ
る
。

代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
次
の

も
の
が
あ
る
。

①

概
念
法
学

「
概
念
法
学
」
は
、
制
定
法

規
に
、
全
体
と
し
て
完
結
性
を

有
し
て
お
り
、
欠
陥
が
な
い
、

と
の
立
場
を
と
る
。

そ
の
た
め
、
判
決
に
お
い

て
、
そ
れ
が
妥
当
で
な
く
と
も

や
む
を
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
を
改
め
る
唯
一
の
方
法
は

立
法
に
よ
る
手
当
し
か
な
い
、

と
の
立
場
を
と
る
。

②

自
由
法
学（
自
由
法
運
動
）

自
由
法
学
は
、「
法
の
欠

缺
」
を
認
め
、
正
義
の
実
現
に

役
立
つ
べ
き
裁
判
に
お
い
て
、

結
果
の
当
・
不
当
を
度
外
視
す

る
の
で
は
な
く
、
法
の
欠
陥
を

認
め
て
具
体
的
な
社
会
的
事
実

の
中
か
ら
自
由
に
法
を
発
見
す

べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

こ
の
他
、
自
由
法
学
と
並
行

し
て
19
世
紀
末
ア
メ
リ
カ
に
お

い
て
展
開
し
た
社
会
学
的
法
学

等
が
あ
る
。

3

解
釈
の
種
類
に
つ
い
て

⑴

広
義
の
法
解
釈

実
定
法
の
規
範
的
意
味
内
容

を
特
定
化
し
て
判
決
の
大
前
提

を
作
成
す
る
行
動
の
こ
と
を
い

う
。
一
般
に
「
法
の
継
続
形

成
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

⑵

狭
義
の
法
解
釈

制
定
法
の
条
文
を
直
接
的
な

手
掛
か
り
と
し
、
そ
の
時
々
の

言
語
・
慣
用
か
ら
み
て
そ
の
可

能
な
語
義
の
枠
内
に
お
い
て
解

釈
す
る
こ
と
を
い
う
。

①

文
理
解
釈

文
理
解
釈
と
は
、
法
規
の
規

定
を
、
そ
の
規
定
の
文
字
・
文

章
の
意
味
を
そ
の
言
葉
の
使
用

法
や
文
法
の
規
則
に
従
っ
て
確

定
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
。

②

体
系
的
解
釈（
論
理
解
釈
）

体
系
的
解
釈
は
、
法
規
の
文

理
解
釈
を
前
提
と
し
て
、
そ
の

可
能
な
語
義
の
枠
内
で
行
わ

れ
、
あ
る
法
規
と
他
の
関
係
諸

法
規
と
の
関
連
等
、
解
釈
の
対

象
た
る
法
規
の
体
系
的
連
関
を

し
な
が
ら
行
わ
れ
る
解
釈
を
い

う
。
主
な
も
の
と
し
て
は
、
拡

張
解
釈
と
縮
小
解
釈
が
あ
る
。

③

歴
史
的
解
釈

歴
史
的
解
釈
は
、
法
規
の
成

立
過
程
で
あ
る
法
案
・
そ
の
理

由
書
・
立
案
者
の
見
解
・
政
府

委
員
の
説
明
・
議
事
録
な
ど
、

い
わ
ゆ
る
立
法
資
料
を
参
考
に

し
て
、
法
規
の
歴
史
的
意
味
内

容
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

な
さ
れ
る
解
釈
を
い
う
。

④

目
的
論
的
解
釈

目
的
論
的
解
釈
は
、
当
該
法

令
の
趣
旨
や
目
的
・
基
本
思
想

あ
る
い
は
そ
の
法
令
の
適
用
対

象
で
あ
る
問
題
領
域
の
要
請
な

ど
を
考
慮
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
に

適
合
す
る
よ
う
に
法
規
の
意
味

内
容
を
目
的
法
理
的
に
確
定
す

る
解
釈
を
い
う
。

具
体
的
な
解
釈
方
法
に
つ
い

て
は
種
々
の
見
解
が
あ
る
も
の

の
、
現
在
、
一
般
的
に
は
「
目

的
論
的
解
釈
」
が
、
他
の
諸
々

の
解
釈
技
法
よ
り
も
重
視
さ
れ

て
お
り
、
他
の
技
法
の
選
択
や

組
合
せ
を
規
定
す
る
中
心
的
役

割
を
担
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
目
的
論
的
解
釈
の
代

表
的
な
方
法
論
と
し
て
「
社
会

学
的
方
法
」「
利
益
衡
量
論
」

が
あ
る
。

⑶

法
の
欠
缺
の
補
充

法
の
欠
缺
の
補
充
で
あ
り
、

基
本
的
に
法
令
の
規
定
が
な
い

こ
と
が
前
提
と
な
る
。
代
表
的

な
解
釈
と
し
て
、
類
推
解
釈
、

反
対
解
釈
・
勿
論
解
釈
が
あ

る
。

4

解
釈
の
順
序
に
つ
い
て

論
理
的
に
は
、「
解
釈
」
の

思
考
順
序
は
、
上
記
に
記
載
の

順
番
と
さ
れ
る
。

5

文
理
解
釈
に
よ
る
裁
判
例
の
検
討

租
税
法
に
お
け
る
解
釈
の
通

説
は
、
先
述
の
と
お
り
、「
租

税
法
は
侵
害
規
範
で
あ
り
、
法

的
安
定
性
の
要
請
が
強
く
働
く

か
ら
、
そ
の
解
釈
は
原
則
と
し

て
文
理
解
釈
に
よ
る
べ
き
で
あ

り
、
み
だ
り
に
拡
張
解
釈
や
類

推
解
釈
を
行
う
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
」
と
す
る
。
し
か
し
、
通

説
は
、
文
理
解
釈
以
外
は
認
め

な
い
、
と
い
う
訳
で
は
な
い
。

続
け
て
「
た
だ
し
、
文
理
解
釈

に
よ
っ
て
規
定
の
意
味
内
容
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
困
難
な

場
合
に
、
規
定
の
趣
旨
目
的
に

て
ら
し
て
そ
の
意
味
内
容
を
明

ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。」

と
も
述
べ
る
。

本
稿
で
は
4
件
の
裁
判
例
を

掲
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
法
の
解
釈
を

見
て
い
き
た
い
。

⑴

昭
和
37
年
大
阪
地
裁
（
注

1
）昭

和
37
年
の
大
阪
地
裁

裁

判
例
に
お
い
て
、
文
理
解
釈
を

前
提
と
し
て
、
原
則
、
拡
大
解

釈
、
縮
小
解
釈
す
る
こ
と
は
許

さ
れ
な
い
と
し
つ
つ
、
論
理
的

解
釈
や
目
的
論
的
解
釈
な
ど
を

「
集
約
」
し
て
解
釈
す
る
と
し

て
い
る
。

租
税
法
の
解
釈
に
お
い
て
、

「
疑
わ
し
き
は
国
庫
の
利
益

に
」
と
解
す
る
か
「
疑
わ
し
き

は
国
庫
の
不
利
益
に
」
と
解
す

る
か
と
い
う
議
論
が
存
在
し

た
。
現
在
、
前
者
を
肯
定
す
る

こ
と
は
な
い
と
さ
れ
る
が
、
後

者
は
租
税
法
の
解
釈
原
理
と
し

て
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く

な
い
。

こ
の
議
論
は
、
突
き
詰
め
れ

ば
、「
税
収
の
確
保
」
と
「
財

産
権
の
保
障
」
と
い
う
互
い
に

背
反
す
る
点
に
つ
い
て
の
こ
と

と
言
え
、
現
在
に
お
い
て
も
重

要
な
観
点
で
あ
る
の
だ
が
、
当

該
地
裁
判
決
は
、
こ
の
よ
う
な

時
代
背
景
の
中
で
、
文
理
解

釈
、
体
系
的
解
釈
、
目
的
論
的

解
釈
、
歴
史
的
解
釈
な
ど
の
多

く
の
解
釈
方
法
は
、
互
い
に
排

除
し
あ
う
の
で
は
な
く
、
相
互

に
補
完
す
べ
き
で
あ
る
、
と
し

た
例
で
あ
り
、
示
唆
に
富
む
と

思
わ
れ
る
。

⑵

大
嶋
事
件
（
注
2
）

本
稿
に
お
い
て
大
嶋
事
件
を

取
り
上
げ
た
理
由
は
、
当
該
判

決
に
お
い
て
、
最
高
裁
が
先
に

述
べ
た
概
念
法
学
「
的
」
な
立

場
に
立
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
、

そ
の
後
の
訴
訟
判
断
に
少
な
く

は
な
い
影
響
を
与
え
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
あ

る
。当

該
判
決
で
は
、
裁
判
所
の

役
割
に
つ
い
て
立
法
府
を
尊
重

す
る
立
場
に
あ
る
と
し
、
そ
の

も
の
ず
ば
り
述
べ
て
い
る
訳
で

は
な
い
も
の
の
、
結
局
の
と
こ

ろ
、
租
税
法
の
定
立
に
は
、
立

法
に
よ
る
手
当
が
必
要
で
あ
る

と
し
、
大
嶋
事
件
に
お
け
る
最

高
裁
の
立
場
は
、
概
念
法
学
の

視
点
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
こ
と
か
ら
参
考
に
掲
示
す

る
こ
と
と
し
た
。

⑶

ホ
ス
テ
ス
源
泉
徴
収
事
件

（
注
3
）

最
高
裁
は
、
文
言
か
ら
導
き

出
さ
れ
る
概
念
、
つ
ま
り
文
理

を
も
っ
て
意
味
を
解
釈
し
、
加

え
て
「
租
税
法
規
は
み
だ
り
に

規
定
の
文
言
を
離
れ
て
解
釈
す

べ
き
も
の
で
は
な
（
い
）」
こ

と
も
延
べ
、
ま
さ
に
文
理
解
釈

の
立
場
を
採
っ
た
。

私
見
だ
が
、
ホ
ス
テ
ス
の
源

泉
徴
収
に
関
し
て
、
確
か
に
文

言
か
ら
は
導
き
だ
せ
な
い
か
も

し
れ
れ
な
い
が
、
高
裁
判
決
は

さ
ほ
ど
無
理
な
解
釈
を
採
っ
て

い
な
い
よ
う
に
感
じ
る
。
ま

た
、
調
査
官
解
説
で
は
、
文
理

解
釈
だ
け
で
は
な
く
、
論
理
解

釈
等
も
行
っ
て
い
る
と
す
る

が
、
ど
う
に
も
結
論
か
ら
理
屈

付
け
た
よ
う
な
印
象
を
受
け

る
。

⑷

タ
キ
ゲ
ン
事
件
（
注
4
）

本
件
は
、
上
記
⑶
の
最
高
裁

判
決
を
基
に
、
税
務
通
達
に
も

文
理
解
釈
が
適
用
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
し
た
原
審
を
、
税
務

通
達
は
あ
く
で
も
法
規
命
令
で

は
な
く
、
講
学
上
の
行
政
規
則

に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
通
達
の

文
理
解
釈
に
裁
判
所
は
拘
束
さ

れ
な
い
と
し
た
。

6

一
応
の
ま
と
め

非
常
に
少
な
い
裁
判
例
し
か

掲
示
で
き
て
い
な
い
が
、
他
に

参
考
と
な
る
裁
判
例
は
数
多
く

あ
る
。
特
に
、
租
税
逋
脱
行
為

・
回
避
行
為
に
対
す
る
重
要
な

裁
判
例
も
数
多
く
あ
り
、
本
稿

で
そ
の
点
の
論
考
は
行
っ
て
い

な
い
が
、
こ
ち
ら
の
論
点
で

は
、
文
理
解
釈
の
み
が
採
用
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

現
在
の
裁
判
に
お
い
て
は
、

租
税
法
規
に
つ
い
て
文
理
解
釈

を
前
提
と
し
、
論
理
解
釈
も
行

っ
て
は
い
る
も
の
の
、
き
わ
め

て
厳
格
に
解
釈
す
る
手
法
を
採

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
租

税
に
お
け
る
予
測
可
能
性
・
法

的
安
定
性
を
鑑
み
る
に
適
切
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

裁
判
所
が
こ
の
よ
う
な
立
場

を
と
る
理
由
と
し
て
、
大
嶋
事

件
か
ら
連
綿
と
続
く
概
念
法
学

的
立
場
、
つ
ま
り
、「
立
法
の

裁
量
」
を
相
当
に
尊
重
す
る
姿

勢
を
と
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。し

か
し
、
一
方
、
裁
判
所
が

租
税
法
規
に
つ
い
て
、
立
法
に

丸
投
げ
し
て
お
り
、
深
く
検
討

す
る
こ
と
を
放
棄
し
て
し
ま
っ

て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ

る
。我

々
税
理
士
は
、
非
常
に
速

い
速
度
で
種
々
の
事
柄
が
変
動

し
て
い
る
こ
と
を
目
の
当
た
り

に
し
て
い
る
。
ま
さ
に
生
き
た

経
済
の
中
に
存
在
し
て
い
る

我
々
は
、
単
に
厳
格
な
解
釈
の

中
だ
け
で
実
務
を
行
っ
て
い
け

る
の
か
考
え
る
と
、
そ
の
答
え

は
そ
う
単
純
に
導
け
な
い
。

概
念
法
学
が
、「
考
え
方
が

硬
直
的
で
あ
り
、
法
が
社
会
の

発
展
の
阻
害
と
な
る
お
そ
れ
が

あ
る
」
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ

た
と
お
り
、
す
べ
て
の
事
象
を

法
令
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
。
種
々
の
事
項
に
つ
い
て

あ
る
程
度
の
幅
を
持
た
せ
つ

つ
、
適
正
な
税
務
実
務
を
行
っ

て
い
く
に
は
、
ど
の
よ
う
な
解

釈
が
必
要
な
の
か
、
今
後
も
検

討
を
進
め
た
い
。

（
注
1
）
大
阪
地
裁
昭
和
37
年
2

月
16
日
判
決

昭
和
32
年

（
行
）
第
80
号

（
注
2
）
最
高
裁
判
所
大
法
廷
昭

和
60
年
3
月
27
日
判
決

昭

和
55
年
（
行
ツ
）
第
15
号

（
注
3
）
最
高
裁
判
所
（
第
三
小

法
廷
）
平
成
19
年
（
行
ヒ
）

第
1
0
5
号

（
注
4
）
最
高
裁
判
所
（
第
三
小

法
廷
）
令
和
2
年
3
月
24
日

判
決
30
年
（
行
ヒ
）

第
4
2
2
号
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：
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租
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（
第

24
版
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そ
の
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。
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