
１
、
プ
ロ
ロ
ー
グ

今
回
の
会
社
法
の
創
設
は
、
税
理
士
制
度
に
さ
ま

ざ
ま
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
の
一
つ
が
、
会
計
参
与

制
度
の
創
設
で
あ
る
が
、こ
れ
に
よ
り「
会
計
業
務
」

が
税
理
士
業
務
の「
基
本
業
務
」と
し
て
、
法
制
上
、

位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、

公
認
会
計
士
と
税
理
士
は
会
計
業
務
を
「
基
本
業

務
」と
し
て
成
り
立
ち
、そ
の
基
礎
の
上
に
立
っ
て
、

公
認
会
計
士
は
「
監
査
を
主
た
る
業
務
」
と
し
、
税

理
士
は
「
税
務
を
主
た
る
業
務
」
と
す
る
専
門
職
業

士
で
あ
る
こ
と
が
、
法
制
上
、
明
確
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。

ま
た
、
公
認
会
計
士
が
「
監
査
業
務
」
の
担
い
手

で
あ
る
こ
と
が
会
社
法
上
認
知
さ
れ
た
こ
と
で
、
税

理
士
は
中
小
会
社
監
査
か
ら
の
撤
退
を
余
儀
な
く
さ

れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
両
専
門
職
業
士
の
間
の
専�

門�

性�

が
確
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
公
認

会
計
士
も
税
理
士
も
共
に
「
会
計
業
務
」
を
基
本
業

務
と
し
、
一
方
で
公
認
会
計
士
は
「
監
査
の
専
門
職

業
士
」
と
し
て
、
ま
た
、
他
方
で
税
理
士
は
「
税
務

の
専
門
職
業
士
」
と
し
て
、
そ
の
位
置
づ
け
が
明
確

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

公
認
会
計
士
と
税
理
士
と
の
「
真
の
業
際
」
が
問

題
と
な
る
の
は
、
両
専
門
職
業
士
の
上
述
の
「
専
門

性
」
を
業
法
の
上
で
、
明
確
に
認
識
し
て
い
な
い
と

こ
ろ
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
真
の
「
業
際
問
題
」
の
解
決
は
、
税
理
士
法
を

改
正
す
る
こ
と
に
よ
り
、
税
理
士
が
「
会
計
業
務
」

を
基
礎
と
し
た
「
税
理
士
業
務
」
の
担
い
手
で
あ
る

せ
ん
め
い

こ
と
を
闡
明
に
宣
言
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
好
機

が
い
ま
到
来
し
た
の
で
あ
る
。

２
、「
業
際
問
題
」
に
つ
い
て
の
誤

っ
た
見
解

平
成
１７
年
６
月
２９
日
、
会
社
法
案
は
参
院
本
会
議

で
自
民
、
民
主
、
公
明
、
社
民
各
党
の
賛
成
多
数
で

可
決
、
成
立
し
た
。
こ
の
新
会
社
法
に
よ
る
と
、
公

認
会
計
士
は
「
会
計
監
査
の
専
門
職
業
士
」
で
あ
る

こ
と
が
、
制
度
的
に
確
立
さ
れ
、
中
小
会
社
監
査
に

係
る
「
業
際
２０
年
戦
争
」
は
、
終
わ
り
を
告
げ
た
の

で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
会
社

法
に
お
い
て
は
中
小
会
社
の
経
理
水
準
を
向
上
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
会
計
参
与
の
制
度
化
が
図
ら

れ
、
税
理
士
が
そ
れ
に
参
画
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
で
、「
業
際
問
題
」
は
す
べ
て
解
決
し
た
と
い
う

誤
っ
た
見
解
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

公
認
会
計
士
と
税
理
士
と
の
「
業
際
問
題
」
は
、

監
査
を
巡
る
問
題
と
し
て
は
決
着
が
つ
い
た
も
の

の
、
根
源
的
に
は
他
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
真
の
業
際
問
題
」
の
解
決
は
、
公
認
会

計
士
が
「
会
計
監
査
の
専
門
職
業
士
」
で
あ
る
の
で

あ
れ
ば
、
税
理
士
は
「
税
務
の
専
門
職
業
士
」
で
あ

る
と
い
う
立
場
を
法
制
上
、
制
度
的
に
確
立
す
る
こ

と
に
他
な
ら
な
い
。

か
か
る
真
の
業
際
の
根
源
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

税
理
士
法
第
３
条
の
規
定
そ
の
も
の
の
中
に
存
在
す

る
。３

、
真
の「
業
際
問
題
」は
な
に
か

税
理
士
に
と
っ
て
の
真
の
「
業
際
問
題
」
は
、
公

認
会
計
士
と
税
理
士
と
い
う
２
つ
の
専
門
職
業
士
の

根
本
的
な
「
職
業
機
能
形
態
」
を
め
ぐ
っ
て
存
在
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
公
認
会
計
士
は「
監

査
の
専
門
職
業
士
」
で
あ
り
、
税
理
士
は
「
税
務
の

専
門
職
業
士
」
で
あ
る
と
い
う
、
職
種
に
よ
っ
て
そ

の
果
た
す
べ
き
職
能
が
異
な
る
こ
と
が
、
会
社
法

上
、
制
度
的
に
明
確
に
な
っ
た
以
上
、
そ
れ
を
受
け

て
、
税
理
士
法
上
も
そ
の
こ
と
を
明
文
を
も
っ
て
定

め
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
会
計
監
査
の
専
門
職

業
士
」
で
あ
る
公
認
会
計
士
が
そ
の
資
格
に
お
い

て
、
自
動
的
に
「
税
務
の
専
門
職
業
士
」
と
し
て
の

地
位
を
取
得
で
き
る
と
す
る
規
定
そ
の
も
の
が
誤
り

で
あ
り
、
業
際
の
根
本
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。

わ
が
国
に
お
け
る
「
職
業
文
化
の
発
展
」
は
、
等

し
く
「
会
計
業
務
」
を
担
う
公
認
会
計
士
と
税
理
士

と
い
う
２
つ
の
職
業
制
度
が
均
衡
を
維
持
し
な
が

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
性
を
生
か
し
た
役
割
分
担
を

果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
。

税
理
士
法
第
３
条
の
規
定
は
、
一
方
で
わ
が
国
の

法
制
の
根
幹
を
形
づ
く
る
日
本
国
憲
法
で
定
め
る

「
法
の
下
の
平
等
」
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
方

で
最
適
な
職
業
サ
ー
ビ
ス
を
国
民
に
提
供
す
る
こ
と

を
求
め
て
い
る
、
政
府
の
掲
げ
る
「
規
制
緩
和
」
の

も
と

視
点
に
も
悖
る
も
の
が
あ
る
。
前
者
が
法
的
観
点
か

ら
、
後
者
が
経
済
的
観
点
か
ら
す
る
と
改
正
の
理
由

を
な
す
。

４
、
日
本
国
憲
法
の「
基
本
精
神
」

に
照
ら
し
て
み
る「
業
法
規
定
」

日
本
国
憲
法
の
「
前
文
」
で
は
、「
諸
国
民
と
の
協

和
」（
国
際
的
協
和
）
に
よ
る
成
果
と
、「
自
由
の
も

た
ら
す
恵
沢
」
を
確
保
す
る
こ
と
に
、
憲
法
の
主
題

が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
宣
言
し
て
い
る
。
こ
の
前
文

か
ら

の
趣
旨
を
２
つ
の
専
門
職
業
士
の
在
り
方
に
絡
め
て

解
釈
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

�

専
門
職
業
士
の
「
協
和
」
と
は
、「
公
認
会
計

士
と
税
理
士
と
が
、
互
い
に
そ
の
立
場
を
尊
重
し
合

う
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
「
成

果
」
を
お
互
い
に
確
保
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
更
に

�

専
門
職
業
士
と
し
て
の
「
自
由
」
と
は
、「
他

か
ら
の
拘
束
や
支
配
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の

意
思
で
職
業
の
本
来
的
特
性
に
し
た
が
っ
て
、
自
ら

を
制
御
し
、自
発
的
に
行
為
す
る
こ
と
」を
意
味
し
、

そ
の
こ
と
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
「
恵
沢
」（「
自
由
」

の
も
た
ら
す
恵
み
）
を
享
受
す
る
こ
と

が
、
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ

る
。更

に
、
そ
れ
を
受
け
る
形
で
、「
国
民
の
権
利
及
び

義
務
」（
憲
法
第
３
章
）
を
規
定
し
た
第
１２
条
に
お
い

て
、
憲
法
が
保
障
す
る
「
自
由
」
と
「
権
利
」
は
、

私
ど
も
国
民
が
「
不
断
の
努
力
」
で
、
そ
れ
を
「
保

持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
り
、
ま
た
、
自

由
と
権
利
を
自
己
の
た
め
に
「
濫
用
し
て
は
な
ら

ず
」、常
に
「
公
共
の
福
祉
」（
社
会
一
般
に
共
通
す

る
幸
福
や
利
益
）
の
た
め
に
相
互
に
調
和
の
と
れ
た

利
用
を
行
う
「
責
任
を
担
っ
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

か
ら

そ
こ
で
の
意
味
を
、
専
門
職
業
士
に
絡
め
て
、
次

の
よ
う
に
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
イ
）

専
門
職
業
士
と
し
て
の
「
権
利
」
と
「
自

由
」
は
、
専
門
職
業
士
自
ら
が
「
絶
え
ず
努
力
す
る

こ
と
」
に
よ
っ
て
、「
持
ち
堪
え
て
」
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と

（
ロ
）

専
門
職
業
士
に
与
え
ら
れ
た
「
権
利
」

と
「
自
由
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
職
業
士
が
自
ら

の
利
益
の
た
め
に
、「
濫
用
」
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と

（
ハ
）

し
た
が
っ
て
、
公
認
会
計
士
も
税
理
士

も
専
門
職
業
士
と
し
て
の
「
権
利
」
と
「
義
務
」
と

の
均
衡
の
と
れ
た
行
動
の
上
に
立
つ
こ
と
で
、「
社
会

一
般
に
共
通
す
る
幸
福
や
利
益
」（
公
共
の
福
祉
）
が

達
成
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
職
業
文
化
の
発

展
が
期
待
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

以
上
掲
げ
た
日
本
国
憲
法
の
精
神
に
即
し
て
「
業

法
」
の
業
務
規
定
が
成
り
立
っ
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。
果
た
し
て
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

５
、
２０
世
紀
の
残
滓
と
し
て
の
税

理
士
法
第
３
条
の
規
定

昭
和
２６
年
に
制
定
さ
れ
た
税
理
士
法
の
第
３
条
に

よ
る
と
、
弁
護
士
や
公
認
会
計
士
は
、
そ
の
資
格
を

保
有
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
税
理
士
資
格
を
取

得
で
き
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
資
格
規
定
は
、
そ
れ

が
設
け
ら
れ
た
時
か
ら
半
世
紀
に
亘
っ
て
、
変
更
さ

れ
る
こ
と
な
く
、
現
在
に
及
ん
で
い
る
。

要
す
る
に
問
題
点
は
、
弁
護
士
は
「
法
律
の
専
門

家
」
で
あ
る
も
の
の
、
会
計
専
門
家
と
し
て
の
資
格

を
証
す
る
に
た
る
資
格
試
験
、
す
な
わ
ち
、「
税
理
士

と
同
格
の
会
計
科
目
」
の
試
験
を
受
け
ず
に
税
理
士

と
し
て
の
資
格
を
取
得
で
き
、
ま
た
、
公
認
会
計
士

は
「
監
査
の
専
門
家
」
で
あ
る
も
の
の
、「
税
理
士
と

同
格
の
税
法
科
目
」
の
試
験
を
受
け
ず
に
、
税
理
士

の
資
格
者
に
な
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
職
業
に
上
下

差
を
認
め
る
か
の
如
き
規
定
と
な
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
規
制
緩
和
の
下
で
は
、
税
理
士
と
同
等

の
科
目
試
験
に
合
格
し
て
い
る
な
ら
ば
、
免
除
規
定

の
適
用
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

６
、「
規
制
緩
和
」の
精
神
と「
職

種
に
応
じ
た
専
門
的
サ
ー
ビ

ス
」
の
提
供

３
つ
の
専
門
職
業
士
制
度
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
試
験
制
度
が
あ
り
、
そ
の
試
験
に
合
格
し
た
者
お

よ
び
資
格
条
項
に
適
合
す
る
者
の
み
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
資
格
に
お
い
て
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
こ
と
が
、
本
来
の
姿
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
こ
と

で
、
か
か
る
資
格
称
号
を
持
つ
者
に
対
し
て
、
国
民

は
安
心
し
て
高
度
な
専
門
的
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
信
頼
関
係
の
下
に
、
そ
の
サ
ー

ビ
ス
に
見
合
っ
た
対
価（
報
酬
）を
支
払
い
、
ま
た
、

そ
れ
に
よ
っ
て
国
民
生
活
の
全
般
的
な
質
の
向
上
を

図
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
が
、
わ
が
国

政
府
が
目
指
す
規
制
緩
和
の
精
神
に
沿
う
も
の
で
あ

る
。７

、
憲
法
で
定
め
る
「
法
の
下
の

平
等
」
か
ら
の
視
点

こ
の
よ
う
な
職
業
の
上
下
差
を
認
め
る
よ
う
な
資

格
制
度
を
存
置
し
て
い
る
こ
と
は
、
憲
法
で
保
障
す

る
「
法
の
下
の
平
等
」
原
則
に
照
ら
し
て
問
題
が
あ

る
。日

本
国
憲
法
で
は
、「
す
べ
て
国
民
は
、
法
の
下
に

平
等
で
あ
っ
て
、
…
…
…
社
会
的
身
分
に
よ
り
…
…

…
経
済
的
又
は
社
会
的
関
係
に
お
い
て
、
差
別
さ
れ

な
い
」（
憲
法
第
１４
条
１
項
）
と
し
て
、「
法
の
下
の

平
等
」
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
規
定
か
ら
す
る
と
、

公
認
会
計
士
と
税
理
士
と
い
う
「
職
種
に
係
る
社
会

的
身
分
」
に
よ
り
経
済
的
ま
た
は
社
会
的
関
係
に
お

い
て
、
差
別
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、「
税
理
士
と
同
格
の
試
験
」
を
受
け

ず
に
、
税
理
士
と
い
う
称
号
を
用
い
て
業
務
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
と
す
る
業
法
規
定
は
、「
法
の
下
で
の

平
等
」
原
則
に
照
ら
し
て
憲
法
違
反
で
あ
る
。

８
、「
法
の
下
の
平
等
」
原
則
と

「
規
制
緩
和
」
と
の
関
係

２１
世
紀
を
迎
え
、
規
制
緩
和
の
時
代
を
迎
え
た
。

規
制
緩
和
に
は
、
２
つ
の
面
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
規
制
を
緩
め
る
面
」
と
「
規

制
を
明
確
化
」
す
る
面
で
あ
る
。
規
制
緩
和
の
根
本

思
考
は
、
市�

場�

参�

加�

へ�

の�

自�

由�

を�

保�

証�

（
規
制
の
緩

和
）
す
る
に
当
た
り
、
資�

格�

者�

と�

非�

資�

格�

者�

と�

を�

識�

別�

（
規
制
の
明
確
化
�
規
制
の
強
化
）
し
な
が
ら
、

価�

格�

競�

争�

を
通
じ
て
、
国
民
に
よ
る
選�

択�

の�

自�

由�

を

認
め
る
こ
と
が
、
国
民
に
と
っ
て
利
益
と
な
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。

規
制
緩
和
の
も
と
で
、
資
格
者
と
非
資
格
者
と
を

識
別
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
に
関
わ

る
も
の
と
し
て
、「
平
等
原
則
」
に
反
す
る
も
の
で
は

な
い
が
、
当�

該�

職�

業�

に�

固�

有�

の�

試�

験�

を�

受�

け�

る�

こ�

と�

な�

く�

、�

無�

条�

件�

に�

、�

資�

格�

免�

除�

の�

規�

定�

を�

存�

置�

す�

る�

こ�

と�

は�

、「
平
等
原
則
」
に
反
す
る
ば
か
り
で
は
な

く
、
規
制
緩
和
の
狙
い
と
す
る
よ
り
よ
い
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
に
よ
る
国
民
の
生
活
の
質
を
高
め
る
こ
と
に

つ
な
が
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

９
、「
真
の
業
際
」に
係
る
業
法
改

正
提
言

こ
の
規
制
緩
和
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
業
界
内
部
の

市
場
」
で
の
競
争
原
理
に
依
存
す
る
も
の
と
し
て
措

定
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
弁
護
士
お
よ
び
公
認
会
計
士

が
自
ら
の
領
域
で
の
資
格
を
持
っ
て
、
税
理
士
業
務

領
域
の
競
争
に
、「
税
理
士
」
と
い
う
称�

号�

を�

用�

い�

る�

こ�

と�

に�

よ
り
参
画
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
の

こ
と
は
憲
法
で
保
障
し
て
い
る
「
自
由
」
と
「
権
利
」

の
濫
用
に
つ
な
が
る
。

そ
の
こ
と
を
お
互
い
に
理
解
し
、
合
意
す
る
こ
と

が
、
現
代
の
業
法
の
設
計
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
は
、
先
に
掲
げ
た
憲
法
上
も
明
確
で

あ
り
、「
協
和
」
の
精
神
で
、
他
領
域
か
ら
の
拘
束
や

支
配
を
受
け
な
い
「
自
由
」
の
恵
沢
を
お
互
い
に
享

受
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

税
理
士
に
あ
っ
て
は
税
理
士
と
し
て
の
職
業
に
誇

か
っ
た
つ

り
を
持
っ
て
、
自
由
闊
達
に
活
動
で
き
る
基
盤
は
、

業
法
の
中
に
あ
る
の
で
あ
る
。
い
ま
こ
そ
、
真
の
業

際
問
題
に
目
を
向
け
、
税
理
士
法
の
改
正
を
通
じ

て
、「
税
理
士
の
あ
し
た
」
を
自
ら
の
手
に
よ
っ
て
確

保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

真
の
「
業
際
問
題
」
と
は
な
に
か
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