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生涯学習開発財団 活 動 紹 介

ザ
・
シ
チ
ズ
ン
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
共
催
講
座  

12
月
14
日  

銀
座
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
プ
ラ
ザ

『
論
語
』は
心
の
ビ
タ
ミ
ン
剤

日
々
の
成
長
に
直
結
す
る
言
葉
に
出
逢
う
！ 

先
人
か
ら
学
ぶ
成
功
法
則

　

生
涯
学
習
開
発
財
団
が
共
催
す
る
、
ザ
・
シ
チ

ズ
ン
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
第
１
１
４
期
第
５
回
講
座
が
、

12
月
14
日
、
東
京
・
銀
座
に
て
開
催
さ
れ
た
。

　

今
回
の
テ
ー
マ
は
『
論
語
』。
儒
教
の
始
祖
で

あ
る
思
想
家
・
孔
子
の
言
葉
を
、
弟
子
た
ち
が
書

に
し
た
も
の
だ
。
誰
も
が
一
度
は
、「
子し

曰い

わ
く

…
…
」
の
フ
レ
ー
ズ
を
読
ん
だ
り
聞
い
た
り
し
た

経
験
が
あ
る
は
ず
。「
昔
の
人
は
良
い
こ
と
言
っ

て
る
な
、
い
つ
か
ち
ゃ
ん
と
学
び
た
い
な
」
と
興

味
を
抱
き
つ
つ
も
、
漢
文
を
日
本
語
の
古
文
に
読

み
下
し
、
さ
ら
に
現
代
語
に
訳
し
て
理
解
す
る
と

い
う
複
雑
さ
か
ら
、
遠
ざ
か
っ
た
ま
ま
に
な
っ
て

い
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

■ 

幼
稚
園
児
か
ら
大
人
ま
で『
論
語
』を
素
読

　

講
師
・
安
岡
定
子
氏
は
〈
銀
座
・
寺
子
屋
子
ど

も
論
語
塾
〉
を
主
宰
し
、
全
国
25
か
所
で
定
例
開

催
し
て
い
る
。
論
語
を
声
に
出
し
て
読
む
素
読
を

中
心
と
し
た
、
昔
の
寺
子
屋
式
授
業
だ
。
な
ぜ
素

読
な
の
か
。
小
学
生
に
難
し
い
漢
字
は
わ
か
ら
な

く
て
も
、
読
み
が
な
が
振
っ
て
あ
れ
ば
声
に
出
し

て
読
め
る
し
、
音
と
し
て
憶
え
て
帰
る
こ
と
が
で

き
る
。
大
人
だ
っ
て
返
り
点
や
置
き
字
を
気
に
せ

ず
、
ス
ト
レ
ス
な
く
読
め
る
。

　

こ
の
日
の
授
業
も
、「
子し

曰い

わ
く
、
吾わ

れ

十じ
ゅ
う

有ゆ
う

五ご

に
し
て
学が

く

に
志

こ
こ
ろ
ざし
…
…
」「
子し

曰い

わ
く
、
故ふ

る

き
を

温た
ず

ね
て
新あ

た
ら
し
き
を
…
…
」
と
、
素
読
を
し
な
が
ら

ま
れ
て
い
る
と
い
う
性
善
説
で
、
そ
れ
を
磨
い
て

い
く
こ
と
が
大
事
、
国
難
の
中
に
い
て
も
仁
を
発

揮
で
き
る
の
が
君
子
で
あ
る
と
説
く
。

　

江
戸
時
代
の
寺
子
屋
や
藩
校
で
は
、
道
徳
心
や

強
い
精
神
を
育
む
も
の
と
し
て
論
語
の
素
読
が
奨

励
さ
れ
た
。
現
在
に
至
る
ま
で
各
界
の
日
本
を
代

表
す
る
人
物
に
影
響
を
与
え
て
い
る
ほ
か
、経
済
、

遠
慮
、
忠
告
、
有
鄰
な
ど
、
日
本
語
と
し
て
定
着

し
た
言
葉
も
多
い
。
幼
稚
園
児
、
20
代
、
40
代
と
、

解
釈
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
も
い
い
。
良
き
師
は
良

き
習
慣
。
音
と
い
っ
し
ょ
に
体
の
中
に
哲
学
が
入

っ
て
い
く
の
だ
。

■ 

グ
イ
グ
イ
と
引
き
込
ま
れ
る
魅
力
的
授
業

　

祖
父
で
漢
学
者
の
安
岡
正ま

さ

篤ひ
ろ

は
、
ま
だ
子
供
の

定
子
氏
に
接
す
る
時
も
「
あ
な
た
は
ど
う
思
い
ま

す
か
？
」
と
、
一
人
の
人
間
と
し
て
扱
っ
て
く
れ

た
。
学
生
時
代
に
漢
文
の
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
質

問
し
た
と
き
は
、
書
庫
に
行
っ
て
本
を
広
げ
、「
こ

れ
に
答
え
が
あ
る
か
ら
読
み
な
さ
い
」
と
か
、
辞

典
の
引
き
方
を
見
せ
て
く
れ
る
と
か
、
答
そ
の
も

の
で
は
な
く
、
わ
か
ら
な
い
時
に
ど
う
解
決
す
る

か
を
教
え
て
く
れ
る
人
だ
っ
た
そ
う
だ
。

　

２
０
１
５
年
に
、
日
本
通
運
の
社
外
取
締
役
に

請
わ
れ
て
就
任
し
た
。
数
字
に
直
接
関
わ
る
立
場

で
は
な
い
が
、
良
き
人
材
が
い
る
企
業
が
良
い
数

字
を
生
む
と
の
考
え
の
も
と
、
配
達
員
の
マ
ナ
ー

教
育
や
女
性
幹
部
育
成
に
携
わ
っ
て
い
る
。

　

論
語
か
ら
の
学
び
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
論
語
に

触
れ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
感
動
的
エ
ピ
ソ
ー
ド

や
、
何
よ
り
安
岡
氏
そ
の
人
の
魅
力
に
グ
イ
グ
イ

引
き
込
ま
れ
る
授
業
だ
っ
た
。
そ
の
事
実
こ
そ
、

論
語
が
人
を
育
て
る
証
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

孔
子
と
い
う
人
物
や
背
景
を
学
ん
で
い
っ
た
。

　

孔
子
は
約
２
５
０
０
年
前
に
生
き
た
人
で
、
そ

の
こ
ろ
の
中
国
は
春
秋
時
代
と
呼
ば
れ
る
乱
世
だ

っ
た
。
な
ん
と
か
戦
乱
を
収
め
た
い
と
思
っ
た
孔

子
は
、
過
去
の
良
き
時
代
を
徹
底
的
に
学
び
、
良

き
人
物
の
育
成
が
必
須
と
の
結
論
に
至
る
。
ま
ず

自
分
が
猛
勉
強
し
、役
人
と
し
て
登
用
さ
れ
る
と
、

外
交
面
で
上
司
を
支
え
た
り
、
優
秀
な
弟
子
た
ち

の
活
躍
も
あ
り
名
声
を
高
め
る
も
、
50
代
半
ば
で

失
脚
。
十
数
年
の
諸
国
放
浪
後
に
故
郷
に
戻
り
、

古
典
の
編
纂
や
門
弟
の
教
育
に
尽
く
し
た
。

　
「
…
…
民た

み

信し
ん

無な

く
ん
ば
立た

た
ず
」
で
は
、
孔
子

の
政
治
的
信
念
が
わ
か
る
。
弟
子
の
子し

貢こ
う

が
「
統

治
に
必
要
な
、
食
、
兵
、
民
の
信
の
う
ち
止
む
終

え
ず
１
つ
を
捨
て
る
な
ら
」
と
質
問
し
、
孔
子
は

「
兵
」
と
答
え
た
。「
さ
ら
に
１
つ
捨
て
る
な
ら
」

と
掘
り
下
げ
る
と
、「
食
」
と
答
え
た
。
国
防
を

棄
て
て
侵
略
さ
れ
て
も
、
経
済
が
衰
退
し
て
も
、

民
の
「
信
」
さ
え
あ
れ
ば
必
ず
復
興
で
き
る
と
い

う
の
だ
。
高
い
技
術
や
法
律
も
使
う
人
の
哲
学
次

第
。
現
在
の
日
本
で
は
そ
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
て

き
て
い
る
と
、
安
岡
氏
は
警
鐘
を
鳴
ら
す
。

■ 

持
っ
て
生
ま
れ
た
自
分
の
善
を
磨
く
習
慣

　

論
語
は
約
５
０
０
章
か
ら
な
る
が
、
そ
の
う
ち

「
仁
」
の
項
目
が
１
０
０
以
上
と
最
重
視
さ
れ
て

い
る
。
誰
も
が
優
し
さ
や
思
い
や
り
を
持
っ
て
生

講師
●

安岡定子
1960年、東京都生まれ。
漢学者・安岡正篤の孫。
大人向け・子ども向けの
論語塾、講演、研修、著
書などを通して、『論語』
を人生のテキストとして
活かす啓蒙をしている。
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何
を
作
っ
て
も
い
い
が
、貧
し
く
て
も
最
高
の
仕
事
を
し
ろ

―
―
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
な
ど
を
依
頼
さ
れ
る
と
き
は
、
何
を
作
っ
て

ほ
し
い
と
い
う
リ
ク
エ
ス
ト
が
あ
る
の
で
す
か
？

　

い
え
、
ほ
と
ん
ど
は
「
こ
こ
に
何
か
を
作
っ
て
ほ
し
い
」
と
依

頼
さ
れ
ま
す
。
そ
の
場
所
に
行
っ
て
、
自
我
を
排
除
し
て
ニ
ュ
ー

ト
ラ
ル
な
受
信
体
に
な
る
と
、
そ
こ
に
何
が
必
要
か
分
か
る
ん
で

す
。
Ｋ
Ｉ
Ｔ
Ｔ
Ｅ
博
多
に
作
っ
た
ピ
ン
ク
の
エ
ン
ジ
ェ
ル
ポ
ス
ト

に
は
３
つ
の
差
し
出
し
口
が
あ
り
ま
す
。
日
本
で
始
め
て
な
の
で

す
が
、
下
の
差
し
出
し
口
は
子
供
用
で
す
。
車
椅
子
の
人
に
も
助

か
る
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
博
多
か
ら
離
れ
て
い
る
恋
人
へ
、
孫
か

ら
お
じ
い
ち
ゃ
ん
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
へ
、
手
紙
を
出
し
て
ほ
し
い
と

い
う
願
い
を
込
め
て
い
ま
す
。
動
物
園
の
ゴ
リ
ラ
も
、
土
日
に
な

る
と
、
子
ど
も
た
ち
が
座
っ
て
写
真
を
撮
り
た
い
と
並
ぶ
ん
で
す

よ
。
そ
う
い
う
の
が
大
事
か
な
と
思
う
ん
で
す
。

―
―
伝
統
工
芸
展
に
出
品
す
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
。

　

22
歳
の
時
、
京
都
の
人
間
国
宝
で
あ
る
林
駒
夫
先
生
か
ら
か
け

イ ン タ ビ ュ ー

⓳
後編

聞き手：上野由美子（右）

古代オリエントガラス研究家。UCL（ユニヴァーシティ・カレッジ・
ロンドン）考古学研究所在籍中。2012年国際日本伝統工芸振興
会の評議員。ARTP副団長として王家の谷発掘プロジェクトに参
加（1999年〜2002年）。聖心女子大学卒業論文 『ペルシアガラス
における円形切子装飾に関する考察』、修士論文『紀元前2000年
紀に於けるコア・ガラス容器製作の線紋装飾に関する考察』ほか、
執筆・著書多数。

1957年 人形師・中村衍
え ん

涯
が い

の長男として福岡に生まれる
1979年 九州産業大学芸術学部美術学科彫刻卒業
1997年 伝統工芸人形展にて文化庁長官賞受賞
1999年 日本伝統工芸展にて高松宮記念賞受賞　
2005年 福岡県文化賞創造部門受賞　
2010年 第１回金沢世界工芸トリエンナーレ招待作家　
2011年 伝統文化ポーラ賞優秀賞受賞　
 ラ・ルーチェ展にてローマ法皇謁見作品献上
2012年 日本伝統工芸展無鑑査認定
 金沢21世紀美術館 工芸未来派 招待作家
2013年 日本橋三越特設画廊個展
2015年 「菊池寛実賞 工芸の現在」展 ノミネート
現　在 日本工芸会理事、九州産業大学芸術学部非常勤講師

人形

 中村信喬
N a k a m u r a  S h i n k y o

左から４代目弘峰さん、５代目桃伯くん、信喬さんと一緒に。

希望の天使（木彫、2013年）KITTE博多 エンジェルポスト（2016年）
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ら
れ
た
一
言
が
転
機
に
な
り
ま
し
た
。
土
の
人
形
は
伝
統
工
芸
展

で
は
入
賞
し
た
こ
と
が
な
く“
泥
人
形
”と
低
く
見
ら
れ
て
い
る
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
時
、「
良
い
も
の
だ
っ
た
ら
入
る
よ
」

と
言
わ
れ
、
良
い
作
品
を
作
る
励
み
に
な
り
ま
し
た
。

―
―
作
品
は
中
世
の
西
洋
風
の
人
物
が
多
い
よ
う
で
す
が
。

　

出
展
す
る
人
形
を
作
る
と
き
も
、
誰
か
の
た
め
に
と
い
う
意
識

が
あ
り
ま
す
。
九
州
に
は
南
蛮
文
化
が
各
地
に
色
濃
く
残
っ
て
お

り
、
は
る
か
昔
に
海
を
行
き
来
し
た
人
々
の
勇
気
が
、
私
た
ち
の

体
の
中
に
今
な
お
生
き
て
い
ま
す
。
天
正
遣
欧
少
年
使
節
の
シ
リ

ー
ズ
を
ず
っ
と
作
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
北
部
九
州
か
ら
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
行
っ
た
少
年
た
ち
で
、
４
人
の
末
裔
の
人
も
周
り
に
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
こ
で
過
去
、
現
在
の
人
々
の
祈
り
を
人
形
に

現
し
、
未
来
に
伝
え
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
こ
の
地
に
育
て
ら
れ

た
人
形
師
と
し
て
の
使
命
と
感
じ
て
い
ま
す
。

―
―
そ
の
関
係
で
ロ
ー
マ
法
王
と
謁
見
さ
れ
た
の
で
す
か
。

　

そ
の
つ
な
が
り
も
大
き
い
で
す
。
具
体
的
に
は
、
東
日
本
大
震

災
の
後
、
美
術
評
論
家
の
伊
東
順
二
氏
か
ら
勧
め
ら
れ
、
建
築
家

の
隈
研
吾
さ
ん
や
陶
芸
の
人
間
国
宝
・
今
泉
今
右
衛
門
さ
ん
ら
と

ロ
ー
マ
の
ラ
・
ル
ー
チ
ェ
展
へ
出
品
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
際
、
ロ
ー
マ
法
王
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
16
世
に
謁
見
し
作
品
を

献
上
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

―
―
人
形
作
り
の
今
後
は
ど
う
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
か
。

　

大
学
で
「
お
人
形
さ
ん
ね
」
と
下
に
見
ら
れ
て
悔
し
い
思
い
も

し
ま
し
た
が
、
時
代
は
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
ね
。
彫
刻
の
先
生

が
「
ど
う
や
っ
て
作
っ
て
る
の
？
」
と
聞
く
ん
で
す
。
他
で
は
廃

れ
た
鎌
倉
時
代
ま
で
の
仏
師
の
技
術
を
、
未
だ
に
ぼ
く
ら
は
持
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。
木
の
絵
付
け
も
、
焼
物
の
絵
付
け
も
す
る
。

で
か
い
焼
物
も
す
る
。
多
用
途
で
柔
軟
な
人
形
の
技
術
が
見
直
さ

れ
て
き
て
、
自
分
た
ち
本
来
の
人
形
師
の
時
代
か
な
と
思
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

―
―
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
も
、
日
本
文
化
を

発
信
す
る
い
い
機
会
で
す
よ
ね
。

　

ぼ
く
ら
や
先
輩
た
ち
が
古
臭
い
と
思
っ
て
い
た
よ
う
な
こ
と
で

も
、
彫
刻
家
の
子
が
漆
を
扱
っ
た
り
す
る
と
「
か
っ
こ
い
い
」
と

言
わ
れ
る
ん
で
す
ね
、
今
は
。
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
と
西
洋
の
融
合
も
面

白
い
と
思
い
ま
す
。
人
形
作
家
と
呼
ば
れ
る
の
を
嫌
が
る
作
家
も

い
ま
す
が
、
彫
刻
よ
り
も
人
形
と
言
っ
た
方
が
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
っ

て
面
白
い
と
思
う
ん
で
す
け
ど
ね
。「
工
芸
」
が
、
こ
こ
数
年
で

海
外
で
は
Ｋ
―Ｏ
Ｇ
Ｅ
Ｉ
に
な
っ
た
よ
う
に
、
展
覧
会
や
対
海
外

的
に
は
「
Ｎ
ｉ
ｎ
ｇ
ｙ
ｏ
」
と
い
う
ロ
ー
マ
字
表
記
に
し
て
も
ら

っ
て
ひ
っ
く
り
返
し
て
い
ま
す
。

―
―
息
子
さ
ん
と
お
揃
い
の
Ｔ
シ
ャ
ツ
の
絵
柄
は
何
で
す
か
。

　
「
仕
事
の
鬼
」
で
す
。「
お
粥
を
食
っ
て
で
も
最
高
の
仕
事
を
し

ろ
」
と
い
う
の
が
祖
父
が
作
っ
た
中
村
家
の
家
訓
で
、
そ
れ
を
英

訳
し
、
鬼
の
絵
と
と
も
に
デ
ザ
イ
ン
し
て
い
ま
す
。
う
ち
は
何
を

作
る
と
か
技
法
を
受
け
継
ぐ
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
よ
。
何
で
も

作
っ
て
い
い
。
そ
の
代
わ
り
、
貧
乏
し
て
も
そ
の
時
代
の
最
高
の

仕
事
を
し
ろ
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

道具（左から金ベラ、切りベラ、柘植ヘラ、竹ヘラ、彫刻刀、蒔絵筆、刷毛）。
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■ 

相
続
税
が
１
年
だ
け
廃
止
に
な
る
米
国
の
不
思
議

　

淺
川
哲
郎
さ
ん
は
、
30
代
で
米
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
留

学
し
、
経
営
学
を
学
ん
だ
。
修
了
後
も
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や
ロ

サ
ン
ゼ
ル
ス
の
会
計
事
務
所
で
働
く
中
で
、
日
米
の
税
政
の

違
い
に
興
味
を
持
っ
た
。
帰
国
後
、
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
業

と
並
行
し
て
、
九
州
大
学
大
学
院
に
て
会
計
学
の
博
士
号
を

取
得
。
さ
ら
に
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
法
律
が
与
え

る
影
響
を
知
る
た
め
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
日
米
の
税
法
の

違
い
を
研
究
し
、
２
つ
目
の
博
士
号
取
得
と
な
っ
た
。

　

き
っ
か
け
は
、
日
本
の
相
続
税
に
あ
た
る
米
国
の
遺
産
税

が
、
２
０
１
０
年
の
１
年
だ
け
廃
止
に
な
っ
た
こ
と
。
税
額

の
増
減
で
は
な
く
廃
止
、
し
か
も
次
の
年
か
ら
は
ま
た
復
活

す
る
。
日
本
人
の
多
く
は
不
思
議
に
思
う
だ
ろ
う
。「
税
制

っ
て
そ
ん
な
に
コ
ロ
コ
ロ
変
わ
っ
て
い
い
の
？
」「
日
本
よ

り
も
貧
富
の
格
差
が
大
き
い
米
国
で
、
相
続
税
を
取
ら
な
い

と
格
差
は
広
が
る
い
っ
ぽ
う
じ
ゃ
な
い
か
？
」

　

日
米
の
税
政
の
違
い
は
、
国
民
の
税
金
に
対
す
る
観
念
や

課
税
哲
学
が
違
う
こ
と
に
よ
る
。
違
い
が
特
に
顕
著
な
相
続

税
に
焦
点
を
当
て
て
解
き
明
か
し
た
の
が
本
研
究
だ
。

■ 

米
国
か
ら
来
た
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
が
日
本
の
道
徳
に

　

昨
年
、
節
税
目
的
で
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
を
利
用
す
る
企

業
や
資
産
家
の
名
前
が
載
っ
た
「
パ
ナ
マ
文
書
」
が
世
の
中

を
騒
が
し
た
。
日
本
で
は
、
そ
の
リ
ス
ト
に
名
前
が
載
っ
て

い
る
だ
け
で
、
違
法
行
為
で
は
な
く
と
も
恥
ず
べ
き
こ
と
の

よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
。
一
方
米
国
で
は
、
ル
ー
ル
に
則
っ
て

い
る
限
り
問
題
は
な
い
と
す
る
見
方
が
多
い
。

　
「
日
本
の
税
制
は
第
二
次
大
戦
後
の
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
基

づ
い
て
い
ま
す
。
シ
ャ
ウ
プ
博
士
の
他
に
も
、
ノ
ー
ベ
ル
賞

受
賞
者
ら
を
含
む
米
国
屈
指
の
優
秀
な
使
節
団
が
、
米
国
の

税
制
の
問
題
点
だ
っ
た
累
進
課
税
を
強
化
し
高
い
相
続
税
で

富
の
再
配
分
を
図
る
、
当
時
の
理
想
と
す
る
税
制
を
持
ち
込

ん
だ
の
で
す
。
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
理
念
と
哲
学
が
、
あ
る
意

味
日
本
の
道
徳
と
し
て
刻
ま
れ
た
結
果
、
相
続
税
も
お
お
む

ね
納
得
を
得
ら
れ
大
き
な
ブ
レ
は
な
い
の
で
す
」

　

米
国
で
生
ま
れ
た
シ
ャ
ウ
プ
の
理
念
は
、
な
ぜ
本
国
で
は

受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

■ 

ア
メ
リ
カ
ン
ド
リ
ー
ム
の
国
の
公
平
と
は

　
「
米
国
の
原
点
は
、
移
民
と
し
て
や
っ
て
来
て
ア
メ
リ
カ

ン
ド
リ
ー
ム
を
め
ざ
す
国
で
す
。
遺
産
税
の
対
象
と
な
る
資

産
は
数
億
円
以
上
と
限
ら
れ
た
人
で
す
が
、
自
分
や
子
孫
が

成
功
し
て
稼
い
だ
資
産
を
税
金
と
し
て
取
ら
れ
た
く
な
い

と
、
楽
観
的
に
考
え
る
国
民
性
の
よ
う
で
す
。
経
済
学
的
に

は
、
所
得
税
や
法
人
税
は
政
府
の
歳
出
の
反
映
で
あ
る
と
言

え
ま
す
が
、
人
の
死
は
歳
出
と
は
無
関
係
で
、
人
そ
れ
ぞ
れ

死
ぬ
時
期
も
違
う
の
に
、
そ
れ
に
課
税
す
る
の
は
不
公
平
だ

と
い
う
理
論
も
あ
り
ま
す
。公
平
の
考
え
方
も
い
ろ
い
ろ
で
、

私
は
、
戦
前
の
家
督
相
続
制
度
で
、
責
任
を
引
き
継
ぐ
子
供

が
他
の
子
供
よ
り
税
制
上
優
遇
さ
れ
た
の
は
、
む
し
ろ
合
理

的
で
は
な
い
か
と
評
価
し
て
い
ま
す
」

　

淺
川
さ
ん
は
九
州
産
業
大
学
の
教
授
も
務
め
る
。
日
本
人

は
比
較
的
従
順
に
納
税
す
る
が
、
歳
出
と
し
て
正
し
く
使
わ

れ
て
い
る
か
と
い
う
チ
ェ
ッ
ク
や
議
論
は
も
っ
と
さ
れ
る
べ

き
で
、
研
究
が
そ
の
一
助
に
な
れ
ば
と
い
う
。
ま
た
、
一
般

企
業
に
と
っ
て
も
、
税
金
が
企
業
活
動
に
与
え
る
影
響
は
大

き
く
、
特
に
海
外
展
開
を
考
え
る
企
業
に
は
、
会
計
や
コ
ン

サ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
立
場
で
関
わ
っ
て
い
く
中
で
、
ま
た
行
政

な
ど
を
通
じ
て
支
援
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

■ 

ト
ラ
ン
プ
政
権
で
ま
た
変
わ
り
そ
う
な
米
国
の
税
制

　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
に
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
が
就

任
し
た
。
多
く
の
政
策
に
お
い
て
、
オ
バ
マ
政
権
の
８
年
間

と
は
違
う
方
向
に
か
じ
を
切
り
そ
う
だ
。

　
「
オ
バ
マ
ケ
ア
で
国
民
皆
保
険
制
度
を
導
入
し
た
よ
う
に
、

政
府
が
社
会
福
祉
を
充
実
さ
せ
れ
ば
、
所
得
税
や
相
続
税
を

高
く
せ
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
で
す
。
ト
ラ
ン
プ
は
、
オ
バ
マ

ケ
ア
の
見
直
し
を
表
明
し
て
お
り
、
医
療
保
険
の
削
減
が
な

さ
れ
、
歳
出
が
低
減
す
る
場
合
は
、
再
度
、
相
続
税
の
抜
本

的
な
改
正
が
検
討
さ
れ
る
可
能
性
が
高
く
な
り
ま
す
。

　

私
が
日
本
の
将
来
に
関
し
て
心
配
な
の
は
、
日
本
人
留
学

生
の
少
な
さ
で
す
。
私
が
留
学
し
た
20
数
年
前
と
比
べ
て
、

随
分
減
っ
た
印
象
が
あ
り
ま
す
。
い
ま
博
士
号
に
挑
戦
中
の

方
も
含
め
、
皆
さ
ん
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
！
」

【
論
文
テ
ー
マ
】
米
国
に
お
け
る
相
続
税
の
歴
史
的
考
察

日
本
で
浸
透
し
た
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
哲
学
が
、本
国
で
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
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