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論壇
は
じ
め
に

平
成
２０
年
１２
月
１
日
か
ら
、

公
益
法
人
制
度
改
革
に
関
連
す

る
３
法
が
施
行
さ
れ
た
。
３
法

は
、
今
後
新
た
に
設
立
さ
れ
る

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団

法
人
に
関
す
る
基
本
法
で
あ
る

「
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財

団
法
人
に
関
す
る
法
律
」
、
公
益

法
人
と
な
る
た
め
の
認
定
基
準

を
規
定
し
た
「
公
益
社
団
法
人

及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
に

関
す
る
法
律
」
、
既
存
の
公
益
法

人
や
中
間
法
人
を
新
制
度
に
移

行
さ
せ
る
た
め
の
調
整
を
行
う

「
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財

団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公

益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法

人
の
認
定
に
関
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
関
係
諸
法
律
の
整
備

等
に
関
す
る
法
律
」
か
ら
な
る
。

既
存
の
公
益
法
人
が
、
公
益

法
人
で
あ
り
続
け
る
た
め
に
は

公
益
認
定
を
改
め
て
受
け
る
必

要
が
あ
り
、
ま
た
、
新
た
に
公
益

法
人
を
起
ち
上
げ
る
場
合
は
、

一
般
法
人
を
設
立
し
た
う
え
で

公
益
認
定
を
受
け
る
と
の
プ
ロ

セ
ス
が
必
要
に
な
る
。
逆
に
、

既
存
の
公
益
法
人
は
、
公
益
と

い
う
し
が
ら
み
か
ら
逃
れ
在
野

に
下
る
チ
ャ
ン
ス
で
も
あ
る
。

本
稿
で
は
、
新
公
益
法
人
会

計
基
準
や
公
益
認
定
基
準
の
内

容
に
関
し
て
で
は
な
く
、
本
当

に
公
益
認
定
を
受
け
る
必
要
が

あ
る
の
か
再
検
討
を
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
と
の
観
点
か
ら
ま
と

め
て
み
た
。

�

一
般
法
人
と
は

１２
月
１
日
か
ら
、
一
般
社
団

法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
の
設

立
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら

一
般
法
人
の
特
徴
は
、
持
ち
主

が
存
在
し
な
い
こ
と
と
、
剰
余

金
の
分
配
が
で
き
な
い
こ
と
で

あ
る
。

準
則
主
義
に
よ
り
登
記
申
請

の
み
で
簡
単
に
設
立
が
可
能
で

あ
る
こ
と
、
一
般
社
団
法
人
で

あ
れ
ば
、
社
員
２
名
と
理
事
１

名
と
い
う
小
規
模
な
組
織
で
設

立
可
能
で
あ
る
こ
と
、
一
般
財

団
法
人
の
場
合
で
も
純
資
産
３

０
０
万
円
で
設
立
可
能
な
こ
と

な
ど
、
設
立
の
容
易
さ
は
従
来

の
制
度
と
は
大
き
く
異
な
る
。

一
般
社
団
法
人
に
は
、
社
員

が
存
在
し
、
出
資
を
せ
ず
に
社

員
と
な
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る

が
、
出
資
を
す
る
こ
と
も
で
き

る
。
し
か
し
、
社
員
は
出
資
し

て
も
、
そ
の
出
資
の
持
分
を
有

す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
社

員
は
、
理
事
の
選
任
や
定
款
の

変
更
な
ど
法
人
の
運
営
に
関
す

る
基
本
的
な
方
向
性
を
決
め
る

役
割
を
担
う
に
す
ぎ
な
い
。

営
利
性
と
い
う
言
葉
の
説
明

と
し
て
は
、
利
益
を
稼
ぐ
こ
と

よ
り
も
、
む
し
ろ
剰
余
金
の
分

配
が
可
能
な
点
が
重
視
さ
れ

る
。
そ
の
意
味
で
は
、
剰
余
金

の
分
配
が
で
き
な
い
こ
と
は
、

一
般
法
人
が
非
営
利
目
的
で
存

在
す
る
こ
と
の
裏
付
け
と
な

る
。こ

れ
ら
の
特
徴
は
、
既
存
の

公
益
法
人
や
中
間
法
人
を
受
け

入
れ
る
た
め
の
器
で
あ
る
と
同

時
に
、
公
益
認
定
を
受
け
る
た

め
の
前
段
階
と
し
て
の
法
人
の

姿
を
形
づ
け
る
。
一
方
で
、
公

益
認
定
を
受
け
な
い
前
提
な

ら
、
収
益
事
業
を
行
う
こ
と
の

制
限
も
な
く
、
残
余
財
産
に
つ

い
て
社
員
に
分
配
す
る
こ
と
も

可
能
と
な
る
。

Ⅱ

一
般
法
人
へ
の
課
税

公
益
法
人
改
革
の
流
れ
で

は
、
公
益
認
定
を
受
け
て
い
る

か
否
か
に
よ
る
２
階
建
て
構
造

と
説
明
さ
れ
て
き
た
が
、
税
法

上
は
３
階
建
て
構
造
と
な
る
。

具
体
的
に
は
、
�
公
益
認
定
を

受
け
た
一
般
法
人
、
�
非
営
利

徹
底
型
若
し
く
は
共
益
型
の
一

般
法
人
、
�
そ
の
他
の
一
般
法

人
と
い
う
分
類
と
な
る
。

公
益
認
定
を
受
け
た
場
合

は
、
非
収
益
事
業
に
つ
い
て
課

税
さ
れ
な
い
の
は
当
然
と
し

て
、
公
益
目
的
事
業
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
が
収
益
事
業
に
該
当

す
る
場
合
で
も
課
税
さ
れ
な
い

こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
公
益
増

進
法
人
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

り
、
寄
附
を
受
け
る
場
合
に
寄

附
者
側
が
寄
附
金
税
制
で
優
遇

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に

は
、
み
な
し
寄
附
金
制
度
に
よ

り
、
収
益
事
業
で
稼
い
だ
資
金

を
公
益
事
業
へ
転
用
す
る
こ
と

で
実
質
非
課
税
と
さ
れ
る
取
扱

い
が
あ
る
。

非
営
利
徹
底
型
と
共
益
型
の

一
般
法
人
は
、
収
益
事
業
に
つ

い
て
は
課
税
さ
れ
る
が
、
非
収

益
事
業
に
は
課
税
さ
れ
ず
、
寄

附
金
や
会
費
収
入
な
ど
は
非
課

税
と
な
る
。
し
か
し
、
寄
附
者

側
へ
の
優
遇
措
置
は
な
く
、
み

な
し
寄
附
金
の
制
度
が
利
用
で

き
な
い
点
は
公
益
認
定
を
受
け

た
法
人
に
比
べ
て
不
利
な
扱
い

と
な
る
。
た
だ
し
、
非
営
利
徹

底
型
の
要
件
を
充
足
す
れ
ば
措

置
法
第
４０
条
の
適
用
と
な
る
点

は
魅
力
的
で
あ
る
。
非
営
利
徹

底
型
の
一
般
法
人
は
、
剰
余
金

の
分
配
を
行
わ
な
い
旨
と
残
余

財
産
が
国
等
に
帰
属
す
る
こ
と

を
定
款
に
記
載
し
、
理
事
の
３

分
の
２
以
上
が
身
内
で
な
い
こ

と
等
が
要
求
さ
れ
る
。
共
益
型

の
一
般
法
人
は
、
同
業
者
団
体

の
よ
う
に
会
員
の
た
め
の
共
益

的
活
動
を
行
う
こ
と
を
目
的
と

す
る
法
人
で
、
一
定
の
要
件
を

満
た
す
こ
と
で
非
営
利
徹
底
型

と
同
様
に
収
益
事
業
課
税
と
な

る
が
、
措
置
法
第
４０
条
の
適
用

対
象
と
は
な
ら
な
い
。

さ
て
、
一
般
法
人
の
特
徴
と

し
て
、
剰
余
金
の
分
配
が
で
き

な
い
と
し
た
が
、
現
実
問
題
と

し
て
剰
余
金
の
分
配
が
行
わ
れ

て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
ま

た
、
非
営
利
徹
底
型
や
共
益
型

の
一
般
法
人
は
、
公
益
認
定
の

よ
う
な
高
い
ハ
ー
ド
ル
が
課
さ

れ
て
い
な
い
た
め
、
特
定
者
へ

の
利
益
供
与
が
な
さ
れ
る
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
税

法
上
は
、
公
益
認
定
を
受
け

ず
、
か
つ
非
営
利
徹
底
型
あ
る

い
は
共
益
型
の
要
件
を
満
た
さ

な
い
場
合
に
、
法
人
税
法
上
の

普
通
法
人
と
同
様
、
全
所
得
課

税
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

収
益
事
業
課
税
に
相
応
し
く
な

い
法
人
に
対
す
る
受
け
皿
的
な

規
定
で
あ
る
。

な
お
、
奨
学
金
財
団
の
よ
う

に
金
融
資
産
へ
の
投
資
に
よ
り

事
業
費
用
を
捻
出
し
て
い
る
場

合
に
注
意
す
べ
き
点
が
あ
る
。

利
子
や
配
当
に
対
す
る
源
泉
税

は
、
非
営
利
徹
底
型
や
共
益
型

の
場
合
は
非
収
益
事
業
に
該
当

す
る
た
め
法
人
税
課
税
は
行
わ

れ
な
い
も
の
の
、
そ
の
源
泉
税

の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
公
益
認
定
を
受
け
た
場

合
は
源
泉
税
の
課
税
も
な
い
た

め
、
利
子
や
配
当
な
ど
の
収
入

に
依
存
す
る
法
人
の
場
合
は
公

益
認
定
を
受
け
る
か
否
か
で
税

効
果
に
大
き
な
差
異
が
生
じ
る

こ
と
と
な
る
。

Ⅲ

公
益
認
定
の
必
要
性

既
存
の
公
益
法
人
は
、
公
益

認
定
を
受
け
る
こ
と
が
既
定
路

線
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

し
か
し
、
一
般
企
業
か
ら
の
寄

附
金
で
成
り
立
っ
て
い
る
法
人

や
、
公
益
目
的
事
業
が
収
益
事

業
に
該
当
す
る
よ
う
な
場
合
、

若
し
く
は
収
入
の
大
部
分
が
利

子
・
配
当
で
あ
る
場
合
を
除
い

て
は
、
公
益
認
定
を
受
け
な
く

て
も
課
税
上
大
き
な
問
題
は
生

じ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

公
益
認
定
を
受
け
る
に
は
、

公
益
性
に
関
す
る
チ
ェ
ッ
ク
だ

け
で
は
な
く
、
収
支
相
償
、
公

益
目
的
事
業
費
率
、
遊
休
財
産

額
な
ど
の
財
務
的
な
要
件
を
ク

リ
ア
す
る
必
要
が
あ
る
。
収
支

相
償
は
儲
け
て
は
い
け
な
い
こ

と
を
意
味
し
、
遊
休
財
産
額
に

関
す
る
規
制
は
余
分
な
内
部
留

保
を
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
を

意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
内
部
留

保
も
持
た
ず
、
収
支
も
ト
ン
ト

ン
で
あ
る
こ
と
を
要
求
し
、
さ

ら
に
公
益
目
的
事
業
費
率
と
い

う
規
制
に
よ
り
、
収
益
事
業
を

ふ
ん
だ
ん
に
行
い
公
益
事
業
の

資
金
原
資
と
す
る
こ
と
す
ら
規

制
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
大

き
く
な
り
す
ぎ
た
既
存
の
公
益

法
人
等
に
対
す
る
批
判
を
受
け

て
の
改
革
で
あ
る
が
、
公
益
認

定
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
は
、

経
営
基
盤
を
脅
か
す
こ
と
に
す

ら
な
り
か
ね
な
い
。
そ
の
意
味

で
は
、
公
益
認
定
を
既
定
路
線

と
は
考
え
ず
に
、
公
益
認
定
の

必
要
性
に
つ
い
て
柔
軟
に
検
討

す
べ
き
で
あ
る
。

既
存
の
公
益
法
人
が
、
公
益

認
定
を
受
け
な
い
場
合
に
は
、

公
益
目
的
支
出
計
画
を
策
定

し
、
そ
の
時
点
で
の
時
価
純
資

産
額
を
公
益
目
的
事
業
の
た
め

に
吐
き
出
す
必
要
が
生
じ
る
。

た
だ
し
、
公
益
目
的
支
出
計
画

に
は
期
限
が
な
い
た
め
、
時
間

を
か
け
る
こ
と
で
公
益
目
的
支

出
計
画
策
定
後
の
果
実
部
分
は

手
元
に
残
し
つ
つ
、
行
政
の
監

督
か
ら
外
れ
る
こ
と
も
可
能
で

あ
り
、
自
由
な
運
営
に
移
行
す

る
チ
ャ
ン
ス
で
も
あ
る
。

Ⅳ

一
般
法
人
の
利
用
法

公
益
法
人
の
話
題
を
中
心
に

述
べ
て
き
た
が
、
既
存
の
中
間

法
人
に
つ
い
て
も
一
般
法
人
へ

移
行
す
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま

り
、
一
般
法
人
は
公
益
法
人
の

代
替
と
し
て
の
性
格
で
は
な

く
、
営
利
法
人
以
外
の
法
人
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
よ
っ

て
、
中
間
法
人
が
担
っ
て
き

た
、
同
窓
会
、
親
睦
団
体
、
同

好
会
な
ど
の
法
人
化
に
も
一
般

法
人
を
利
用
す
る
こ
と
と
な

る
。
非
常
に
自
由
な
利
用
法
が

で
き
る
の
が
一
般
法
人
で
あ

る
。Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
制
度
は
存
続
す

る
こ
と
と
な
る
が
、
定
款
変
更

な
ど
の
際
に
認
証
が
必
要
と
な

る
点
、
社
員
が
１０
名
以
上
必
要

で
あ
る
点
、
乗
っ
取
り
の
リ
ス

ク
な
ど
、
使
い
勝
手
の
悪
さ
が

指
摘
さ
れ
て
い
た
。
一
般
法
人

な
ら
、
収
益
事
業
課
税
と
い
う

同
じ
課
税
の
枠
組
で
、
使
い
勝

手
が
格
段
に
よ
く
な
る
と
い
う

メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
た
だ
し
、

均
等
割
の
減
免
制
度
が
な
い
こ

と
や
、
特
定
者
へ
の
利
益
供
与

が
あ
っ
た
場
合
に
、
会
費
収
入

や
寄
附
金
収
入
に
課
税
さ
れ
る

全
所
得
課
税
へ
移
行
す
る
な
ど

の
デ
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
。

上
記
以
外
に
も
、
持
ち
株
会

社
的
な
利
用
で
安
定
株
主
を
創

り
出
す
と
か
、
措
置
法
４０
条
の

適
用
で
相
続
税
を
軽
減
す
る
な

ど
、
持
ち
主
が
い
な
い
と
い
う

特
徴
は
い
ろ
い
ろ
な
局
面
で
利

用
価
値
が
期
待
で
き
る
。
そ
し

て
、
そ
の
設
立
が
容
易
で
あ
る

こ
と
が
そ
の
利
用
に
拍
車
を
か

け
る
と
考
え
ら
れ
る
。

終
わ
り
に

公
益
認
定
は
、
公
益
認
定
時

の
問
題
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後

も
要
件
を
満
た
し
続
け
る
必
要

が
あ
り
、
事
務
負
担
な
ど
管
理

コ
ス
ト
も
増
加
す
る
こ
と
と
な

る
。
ま
た
、
既
存
の
公
益
法
人

で
、
時
代
の
経
過
と
共
に
公
益

性
が
失
わ
れ
て
き
た
も
の
も
存

在
し
、
公
益
認
定
を
受
け
る
こ

と
自
体
が
困
難
な
ケ
ー
ス
も
多

く
あ
る
。
考
え
よ
う
に
よ
っ
て

は
、
同
じ
公
益
事
業
を
行
う
に

し
て
も
、
敢
え
て
公
益
認
定
を

受
け
な
い
こ
と
で
、
よ
り
強
固

な
経
営
基
盤
を
構
築
す
る
こ
と

が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

本
稿
が
、
公
益
認
定
の
必
要

性
の
再
検
討
、
税
効
果
を
意
識

し
た
現
実
的
な
公
益
目
的
支
出

計
画
の
策
定
な
ど
の
き
っ
か
け

と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

公
益
認
定
の
必
要
性
に
つ
い
て

飯田聡一郎
【四谷】

２００８年〔平成２０年〕１２月１日〔月曜日〕 東 京 税 理 士 界 〔第三種郵便物認可〕 Volume No.623【４】


