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論壇
１
、
国
税
不
服
審
判
所
の
意
義

課
税
は
、
人
々
が
稼
得
し
た
財
産

を
一
方
的
に
国
庫
に
移
す
行
為
で
あ

る
。
租
税
は
、
富
め
る
者
の
財
を
貧

し
い
者
を
含
む
全
体
の
福
利
に
使
う

公
的
負
担
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
も
、

「
義
賊
・
鼠
小
僧
」
の
論
理
で
あ
っ

て
、
こ
れ
だ
け
で
は
納
税
者
が
納
得

で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
唯
一
、
課

税
が
正
当
性
を
持
つ
根
拠
は
、
国
会

が
定
め
た
法
律
に
基
づ
く
こ
と
（
租

税
法
律
主
義
）
で
あ
る
。

ま
た
、
エ
コ
ポ
イ
ン
ト
の
経
済
効

果
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
経
済
的
判

断
の
前
に
利
害
得
失
が
計
算
で
き
る

こ
と
（
予
測
可
能
性
）
は
重
要
で
あ

る
。
租
税
法
律
主
義
は
、
日
本
経
済

の
制
度
的
イ
ン
フ
ラ
・
ス
ト
ラ
ク
チ

ャ
ー
を
な
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
租
税
法
律
主
義

も
、
単
な
る
宣
言
に
終
わ
っ
て
は
な

ら
な
い
。
法
律
に
反
し
た
課
税
が
行

わ
れ
た
と
き
に
、
こ
れ
を
是
正
す
る

制
度
が
有
効
に
機
能
す
る
必
要
が
あ

る
。日

本
は
、
行
政
の
行
為
も
裁
判
所

の
判
断
の
対
象
と
さ
れ
る
司
法
国
家

型
の
国
家
ス
タ
イ
ル
を
選
択
し
て
い

る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
紛
争
が
裁

判
に
持
ち
込
ま
れ
解
決
さ
れ
る
こ
と

が
好
ま
し
い
も
の
で
も
な
い
。

裁
判
制
度
は
、
完
成
度
が
高
い
紛

争
処
理
手
続
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ゆ

え
、
時
間
も
費
用
も
事
務
負
担
も
軽

微
で
は
な
い
。

法
律
に
適
わ
な
い
課
税
は
、
国
民

・
納
税
者
に
と
っ
て
、
降
っ
て
湧
い

た
よ
う
な
�
災
難
�
で
あ
る
が
、
そ

の
是
正
の
た
め
に
さ
ら
に
多
大
な
負

担
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、�
二

重
の
災
難
�
で
あ
ろ
う
。

紛
争
は
何
で
あ
れ
現
場
の
近
く
で

解
決
さ
れ
る
ほ
う
が
合
理
的
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
国
税
に
か
か
る
紛
争

を
行
政
段
階
で
解
決
を
図
る
制
度
と

し
て
、
原
処
分
庁
へ
の
異
議
申
立
と

国
税
庁
内
の
第
三
者
的
機
関
で
あ
る

国
税
不
服
審
判
所
へ
の
審
査
請
求
の

制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
不
服
申
立
制

度
が
、
透
明
性
を
も
っ
て
有
効
に
機

能
す
る
こ
と
は
、
日
本
社
会
に
と
っ

て
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。

筆
者
は
、
今
年
７
月
ま
で
民
間
公

募
の
審
判
官
と
し
て
３
年
間
就
任
し

た
が
、
本
稿
で
は
、
こ
の
国
税
不
服

審
判
所
に
つ
い
て
、
指
摘
さ
れ
る
問

題
点
と
改
革
の
方
向
に
つ
い
て
考
え

た
い
（
＊
１
）。

２
、
問
わ
れ
て
い
る
審
判
所

国
税
不
服
審
判
所
は
、
シ
ャ
ウ
プ

勧
告
に
よ
る
協
議
団
制
度
を
ル
ー
ツ

と
し
、１
９
７
０
年
、さ
ら
に
独
立
性

を
高
め
た
組
織
と
し
て
創
設
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
現
在
な
お
、
国
税

不
服
審
判
所
は
、
名
前
も
、
あ
る
い

は
存
在
す
ら
、
社
会
一
般
に
は
十
分

に
知
ら
れ
て
い
な
い
。

国
税
不
服
審
判
所
は
、
こ
の
４０
年

間
、
そ
の
職
務
を
真
摯
に
務
め
て
き

た
の
だ
が
、
そ
の
役
割
が
社
会
に
十

分
認
知
さ
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、

機
構
や
組
織
に
課
題
が
あ
る
と
考
え

ざ
る
を
得
な
い
。

民
主
党
は
政
権
交
代
の
際
の
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
に
「
国
税
不
服
審
判
所
の

改
革
」
を
掲
げ
、
審
判
官
の
多
く
が

国
税
庁
の
出
身
者
で
あ
る
こ
と
、
証

拠
書
類
の
閲
覧
が
認
め
ら
れ
な
い
こ

と
、
さ
ら
に
は
不
服
申
立
前
置
主
義

の
見
直
し
、
手
続
の
あ
り
方
の
検
討

を
掲
げ
て
い
る
。

こ
れ
を
受
け
て
、
現
在
、
政
府
税

調
の
納
税
環
境
整
備
小
委
員
会
で
、

納
税
者
権
利
憲
章
、
納
税
者
番
号
制

度
等
と
と
も
に
国
税
不
服
審
判
所
の

改
革
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

３
、
人
事
構
成
の
問
題

国
税
不
服
審
判
所
の
定
員
は
、
全

体
で
４
７
７
名
で
あ
る
が
、
本
部
の

所
長
と
大
阪
国
税
不
服
審
判
所
の
所

長
は
裁
判
所
か
ら
の
判
事
、
東
京
国

税
不
服
審
判
所
の
所
長
は
法
務
省
検

事
が
就
任
し
て
い
る
。

審
査
請
求
事
件
の
調
査
審
理
を
担

当
し
、
ま
た
議
決
を
す
る
合
議
体
の

メ
ン
バ
ー
で
あ
る
審
判
官
は
、

１
５
３
名
で
あ
る
が
、
判
事
４
名
、

検
事
３
名
が
就
任
し
て
い
る
他
は

（
＊
２
）、多
く
が
国
税
庁
の
ル
ー
テ

ィ
ン
の
人
事
異
動
で
配
置
さ
れ
て
い

る
。こ

う
し
た
現
状
に
対
し
て
「
同
じ

穴
の
ム
ジ
ナ
」
で
は
な
い
か
と
か
、

外
国
か
ら
は
「
単
に
調
査
部
の
ネ
ク

ス
ト
・
ド
ア
に
し
か
過
ぎ
な
い
」
と

い
う
声
が
あ
る
。

国
税
不
服
審
判
所
の
存
在
意
義

は
、
執
行
機
関
と
裁
決
機
関
の
分
離

に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う

な
人
事
構
成
は
制
度
趣
旨
に
棹
さ
す

も
の
と
い
え
る
。

こ
の
点
に
関
し
、
３
年
前
か
ら
、

審
判
官
の
民
間
公
募
が
始
ま
り
、
現

在
、
税
理
士
・
弁
護
士
な
ど
、
１５
名

が
任
官
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、

審
判
官
の
職
を
さ
ら
に
多
く
の
民
間

専
門
家
が
担
っ
て
い
く
こ
と
が
こ
れ

か
ら
の
課
題
で
あ
る
。

税
理
士
会
と
し
て
は
、
審
判
官
の

民
間
任
用
を
個
々
の
会
員
の
職
業
選

択
の
問
題
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、

税
理
士
会
の
社
会
的
責
務
と
し
て
対

応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
会
と

し
て
、
法
的
思
考
に
耐
え
ら
れ
る
人

材
育
成
も
考
慮
す
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。審

判
官
任
官
に
当
た
っ
て
は
税
理

士
業
務
は
停
止
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
、
業
務
停
止
に
伴
う
ク

ラ
イ
ア
ン
ト
納
税
者
の
困
惑
を
軽
減

す
る
方
策
を
図
っ
た
り
（
＊
３
）、審

判
官
終
了
時
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る

施
策
も
考
え
て
頂
き
た
い
。

４
、
証
拠
書
類
の
閲
覧
・
謄
写

現
行
制
度
で
は
、
原
処
分
庁
が
任

意
で
提
出
し
た
書
類
等
の
閲
覧
は
認

め
ら
れ
て
い
る
が
、
担
当
審
判
官
が

収
集
し
た
証
拠
書
類
等
の
閲
覧
は
認

め
ら
れ
て
い
な
い
。

審
判
所
で
の
審
理
調
査
は
、
処
分

の
違
法
性
一
般
が
対
象
で
あ
る
か

ら
、
原
処
分
庁
の
処
分
に
至
る
過
程

が
調
査
対
象
に
な
る
。
こ
う
し
た
原

処
分
庁
の
調
査
段
階
で
の
資
料
を
審

判
所
が
収
集
し
て
も
、
現
行
制
度
で

は
、
請
求
人
（
納
税
者
）
は
知
る
す

べ
が
な
い
。

国
税
不
服
審
判
所
の
審
理
が
公
正

で
あ
る
と
信
頼
さ
れ
る
た
め
に
は
、

情
報
の
不
均
衡
は
避
け
る
べ
き
で
あ

り
、
閲
覧
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

し
か
し
、
閲
覧
の
障
碍
と
な
る
理

由
が
い
く
つ
か
あ
る
。

一
つ
は
、
税
務
調
査
過
程
で
収
集

さ
れ
た
証
拠
資
料
に
は
納
税
者
以
外

の
第
三
者
に
関
わ
る
資
料
が
あ
り
、

個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
問
題
に
な

る
。
多
く
の
場
合
、
マ
ス
キ
ン
グ
に

よ
り
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
が
、
マ
ス
キ
ン
グ
に
よ
っ
て
開

示
の
意
味
が
な
い
場
合
も
生
じ
る
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
実
質
的
に
開

示
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
証
拠

書
類
の
存
在
、
ま
た
開
示
で
き
な
い

理
由
は
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。も

う
一
つ
は
、
調
査
手
法
や
資
料

等
の
行
政
の
秘
密
で
あ
る
。
知
ら
れ

る
と
そ
の
後
の
行
政
執
行
に
支
障
が

あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し

国
民
の
た
め
の
行
政
に
お
い
て
原
則

と
し
て
秘
密
は
な
い
は
ず
で
あ
る

し
、
支
障
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
少

な
く
と
も
そ
の
点
を
具
体
的
に
説
明

す
る
説
明
責
任
は
求
め
ら
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

閲
覧
・
謄
写
に
つ
い
て
は
、
認
め

る
方
向
を
と
り
、
具
体
的
な
手
続
と

例
外
を
議
論
す
る
段
階
に
来
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
＊
４
）。

５
、
不
服
申
立
前
置
主
義

現
行
制
度
で
は
、
行
政
の
処
分
に

不
服
が
あ
る
と
き
に
は
、
異
議
申
立

と
審
査
請
求
の
二
段
階
の
行
政
救
済

手
続
を
経
て
か
ら
、
訴
訟
に
移
る
こ

と
が
原
則
で
あ
る
。
こ
の
不
服
申
立

前
置
主
義
が
納
税
者
の
権
利
救
済
の

点
で
適
当
で
は
な
い
と
の
意
見
が
あ

る
。
不
服
申
立
手
続
を
経
ず
し
て
直

接
、
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
を
選
択

的
に
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主

張
（
選
択
論
）
と
、
さ
ら
に
は
、
不

服
申
立
制
度
自
体
不
要
で
あ
る
と
い

う
主
張
（
廃
止
論
）
も
あ
る
。

不
服
申
立
前
置
主
義
は
、
い
く
つ

か
の
点
で
存
在
理
由
が
あ
る
と
い
わ

れ
て
い
る
。

現
在
、
青
色
申
告
に
関
す
る
処
分

を
例
外
と
し
て
、
処
分
に
理
由
を
付

記
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

な
い
。
し
た
が
っ
て
法
律
上
は
異
議

申
立
に
よ
り
初
め
て
処
分
理
由
が
開

示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
訴

訟
の
前
に
不
服
申
立
を
経
る
こ
と
が

必
要
に
な
る
。

し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
、
理
由

を
明
ら
か
に
せ
ず
処
分
が
で
き
る
と

い
う
制
度
が
不
合
理
な
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
た
め
に
不
服
申
立
を
義
務

づ
け
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
あ
ら
ゆ

る
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
理
由
の
付

記
を
義
務
づ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

日
本
の
行
政
に
お
い
て
思
い
つ
き
で

な
さ
れ
る
処
分
は
あ
り
え
な
い
。
必

ず
法
律
上
の
理
由
が
あ
る
は
ず
で
あ

る
か
ら
、
処
分
庁
に
過
度
な
負
担
を

強
い
る
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
不
服
申
立
手
続
を
経
る
こ

と
に
は
、
訴
訟
の
前
の
行
政
段
階
で

争
点
を
整
理
す
る
「
ツ
ユ
払
い
機

能
」
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
審
判
所

は
職
権
探
知
主
義
を
採
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
専
門
家
代
理
人
が
い
な
い

本
人
請
求
事
件
な
ど
で
、
請
求
人
の

主
張
内
容
に
積
極
的
に
分
け
入
り
、

法
的
主
張
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
国
際
課
税
事
件
の
よ
う
に

資
料
が
膨
大
な
複
雑
な
事
件
に
つ
い

て
も
有
効
で
あ
る
。

こ
う
し
た
争
点
整
理
機
能
に
不
服

申
立
前
置
の
意
義
を
見
い
だ
す
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
点
に
審

判
所
の
機
能
を
認
め
る
の
で
あ
れ

ば
、
審
判
所
の
裁
決
を
経
た
事
件
で

は
、
訴
訟
に
お
い
て
課
税
庁
が
理
由

の
差
し
替
え
を
す
る
こ
と
は
、
制
限

的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
不
服
申
立
手
続
に
よ
り

訴
訟
に
行
く
事
件
数
を
絞
り
、
裁
判

所
に
過
度
な
負
担
が
生
じ
る
こ
と
を

防
ぐ
「
フ
ィ
ル
タ
ー
」
機
能
が
あ
る

と
い
わ
れ
る
。

た
し
か
に
更
正
・
決
定
が
な
さ
れ

る
件
数
は
、
年
間
１
万
２
千
件
前
後

で
あ
り
（
＊
５
）、膨
大
な
件
数
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
う
ち
異
議
申
立

に
及
ぶ
も
の
は
約
１
割
で
あ
り
、
最

近
の
、
審
査
請
求
の
件
数
は
、
年
間

５
５
０
件
前
後
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
不
服
申
立
前
置

主
義
を
廃
し
、
直
接
、
訴
訟
手
続
が

取
れ
る
こ
と
と
し
て
も
、
裁
判
所
が

対
応
で
き
な
い
ほ
ど
の
混
乱
が
生
じ

る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

不
服
申
立
制
度
に
は
、
行
政
段
階

で
の
簡
易
な
権
利
救
済
制
度
と
し
て

役
割
が
期
待
さ
れ
、
少
な
く
と
も
争

点
整
理
機
能
は
認
め
ら
れ
る
の
で
、

全
面
的
な
廃
止
論
は
認
め
が
た
い

が
、
す
べ
て
の
訴
訟
に
事
前
の
不
服

申
立
手
続
を
義
務
づ
け
る
理
由
は
乏

し
い
。

処
分
に
対
し
、
直
接
訴
訟
を
提
起

す
る
か
、
不
服
申
立
を
経
る
か
は
納

税
者
の
選
択
に
任
せ
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
。

し
か
し
、
考
え
て
み
る
と
、
不
服

申
立
前
置
主
義
に
対
し
て
こ
う
し
た

意
見
が
出
さ
れ
る
背
景
に
は
、
裁
判

制
度
に
比
し
て
審
判
所
を
中
心
と
し

た
不
服
申
立
制
度
に
対
す
る
信
頼
が

低
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

人
事
構
成
の
問
題
、
証
拠
書
類
の

閲
覧
の
問
題
な
ど
も
含
め
、
透
明
性

を
高
め
る
努
力
が
今
後
の
課
題
で
あ

ろ
う
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

＊
１

誌
面
が
限
ら
れ
て
い
る
た

め
、
本
稿
で
は
、
条
文
、
文
献
出

典
な
ど
を
略
す
が
、
資
料
は
お
お

む
ね
国
税
庁
、
国
税
不
服
審
判
所

お
よ
び
政
府
税
調
の
Ｈ
Ｐ
公
開
資

料
に
よ
る
。
ま
た
本
稿
で
採
り
上

げ
る
課
題
の
ほ
か
に
、
審
査
請
求

の
対
象
の
問
題
、
総
額
主
義
争
点

主
義
、
審
判
所
の
調
査
審
理
の
範

囲
、
裁
決
の
既
判
力
、
処
分
取
消

裁
決
に
対
す
る
原
処
分
庁
の
訴
え

の
可
否
、
対
面
式
口
頭
意
見
陳
述

な
ど
の
問
題
が
あ
る
。

＊
２

訴
訟
に
お
い
て
国
側
を
代
理

す
る
訟
務
検
事
経
験
者
が
、
国
税

不
服
審
判
所
の
審
判
官
に
就
任
す

る
ケ
ー
ス
も
あ
る
が
、
刑
事
裁
判

制
度
で
判
事
検
事
の
人
事
交
流
が

批
判
さ
れ
る
の
と
同
様
の
問
題
が

あ
る
で
あ
ろ
う
。

＊
３

た
と
え
ば
、
審
判
官
に
な
っ

て
も
税
理
士
法
人
の
社
員
税
理
士

で
い
ら
れ
れ
ば
、
審
判
官
に
就
任

し
た
者
は
税
理
士
業
務
を
し
な
く

て
も
、
税
理
士
法
人
と
し
て
ク
ラ

イ
ア
ン
ト
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
を

変
え
ず
に
済
む
で
あ
ろ
う
。

＊
４

閲
覧
と
謄
写
は
、
一
体
で
あ

っ
て
、
閲
覧
を
認
め
て
、
謄
写
を

認
め
な
い
こ
と
に
は
、
合
理
的
理

由
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

＊
５

こ
の
ほ
か
に
、
年
間
２０
万
件

か
ら
３０
万
件
の
加
算
税
の
賦
課
決

定
が
な
さ
れ
て
い
る
。

国
税
不
服
審
判
所
の
意
義
と
課
題

菅納敏恭
【神 田】
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