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論壇
●
は
じ
め
に

昨
年
１１
月
３０
日
、
国
税
通
則

法
の
大
改
正
が
よ
う
や
く
成
立

し
た
。
ね
じ
れ
国
会
の
た
め

に
、
民
主
党
が
提
出
し
た
当
初

案
が
そ
の
ま
ま
成
立
せ
ず
に
、

①
租
税
手
続
法
へ
の
法
律
名
の

改
正
、
②
通
則
法
１
条
の
目
的

規
定
の
改
正
、
③
『
納
税
者
権

利
憲
章
』
の
制
定
に
関
す
る
条

項
は
、
残
念
な
が
ら
、
削
除
さ

れ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
税
務

調
査
手
続
に
つ
い
て
も
、
事
前

通
知
を
書
面
で
な
く
口
頭
で
行

う
こ
と
で
足
り
る
と
修
正
・
後

退
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
、
後
退
し
た
と
は
い

え
、
こ
の
改
正
の
意
義
は
絶
大

で
あ
る
。
手
続
的
正
義
の
思
想

が
税
務
行
政
に
も
具
体
的
に
注

入
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
今
後
は
不
利
益
処
分
を

す
る
と
き
は
、
青
色
申
告
・
白

色
申
告
を
問
わ
ず
、
理
由
が
付

記
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
付

記
理
由
が
不
備
で
あ
れ
ば
、
そ

れ
だ
け
で
処
分
は
取
り
消
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
手

続
的
正
義
の
思
想
が
税
務
行
政

に
滲
透
す
れ
ば
、
税
務
行
政
の

公
正
化
・
透
明
化
を
大
き
く
前

進
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ま
で
、「
嘆
願
書
」
な
る

も
の
を
事
実
上
強
制
さ
れ
、
納

税
者
の
た
め
に
や
む
な
く
提
出

し
て
き
た
税
理
士
も
、
今
回
の

改
正
で
「
嘆
願
」
か
ら
解
放
さ

れ
た
。「
嘆
願
」
と
い
う
言
葉
が

ど
れ
ほ
ど
専
門
家
か
ら
専
門
性

を
奪
い
、
専
門
家
を
卑
屈
な
立

場
に
追
い
込
ん
で
い
た
か
を
思

い
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
す

で
に
、
法
律
制
定
後
１２
月
２
日

を
境
に
、
嘆
願
書
は
姿
を
消
し

た
。
し
か
も
、
従
来
は
無
理
で

あ
っ
た
救
済
が
広
く
認
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
多
く

の
税
理
士
が
手
応
え
を
感
じ
始

め
て
い
る
。

●
申
告
納
税
制
度
の
再
構
築

さ
ら
に
言
え
ば
、
今
回
の
改

正
は
申
告
納
税
制
度
を
真
に
国

民
主
権
主
義
の
理
念
に
ふ
さ
わ

し
い
も
の
に
変
え
て
い
く
た
め

の
第
一
歩
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

申
告
納
税
制
度
と
は
一
体
何

で
あ
る
の
か
、
欧
州
の
賦
課
課

税
制
度
と
ど
こ
が
違
う
の
か
、

税
理
士
界
は
こ
れ
ま
で
ど
う
理

解
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
？
申

告
納
税
制
度
は
、
納
税
者
自
ら

が
税
法
を
第
一
次
的
に
判
断
す

る
制
度
で
、
民
主
的
な
制
度
だ

と
言
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

納
税
者
が
判
断
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
法
律
は
税
法
と
い
う
法

律
で
、
法
学
部
の
教
員
で
も
通

常
は
わ
か
ら
な
い
法
律
で
あ

り
、
弁
護
士
の
大
半
も
理
解
し

て
い
な
い
法
律
で
あ
る
。
し
か

も
、
申
告
納
税
制
度
は
、
税
額

を
自
ら
の
申
告
で
算
出
し
て
、

自
ら
の
租
税
債
務
額
を
確
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
税

額
ま
で
計
算
す
る
た
め
に
は
、

収
入
か
ら
、
経
費
、
さ
ら
に
は

諸
控
除
を
す
べ
て
正
確
に
理
解

し
な
け
れ
ば
計
算
で
き
な
い
。

こ
れ
を
全
納
税
者
に
強
制
し
、

わ
か
ら
な
け
れ
ば
税
理
士
に
自

分
の
コ
ス
ト
で
委
任
し
て
、
申

告
し
ろ
、
と
い
う
制
度
と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
賦

課
課
税
の
国
は
、
税
額
計
算
は

税
務
署
の
仕
事
に
な
る
の
で
、

納
税
者
は
そ
の
資
料
を
出
せ
ば

い
い
こ
と
に
な
る
。
納
税
者
の

資
料
と
し
て
の
申
告
を
見
て
、

税
務
署
が
計
算
し
た
上
で
処
分

を
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が

賦
課
課
税
で
あ
る
。
一
方
、
申

告
納
税
制
度
と
い
う
の
は
、
税

務
署
の
税
額
計
算
の
手
間
と
賦

課
処
分
の
手
間
を
省
き
、
申
告

書
に
税
額
を
記
載
さ
せ
、
そ
の

申
告
書
に
確
定
効
果
を
付
与

し
、
処
分
を
基
本
的
に
省
略
で

き
る
よ
う
に
し
た
制
度
な
の
で

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
納
税
者

の
協
力
に
よ
り
、
課
税
庁
の
コ

ス
ト
を
軽
減
し
て
い
る
制
度
で

あ
る
。
こ
う
し
た
制
度
の
中

で
、
一
生
懸
命
税
法
を
調
べ
て

期
日
ま
で
に
申
告
し
た
納
税
者

の
申
告
書
に
ミ
ス
が
あ
っ
た
場

合
、
ど
う
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。
納
税
者
が
仮
装
隠
蔽
し

た
場
合
は
別
と
し
て
、
納
税
者

に
ミ
ス
が
あ
っ
た
場
合
に
広
く

救
済
し
て
な
ぜ
悪
い
の
だ
ろ

う
。
従
来
は
、
こ
の
よ
う
な
場

合
、
加
算
税
を
始
め
、
各
種
の

制
裁
が
あ
り
、
本
来
適
用
を
受

け
る
こ
と
の
で
き
た
軽
減
措
置

も
、
申
告
時
に
気
づ
か
な
か
っ

た
ら
「
気
づ
か
な
か
っ
た
お
ま

え
が
悪
い
」
と
扱
わ
れ
、
裁
判

所
も
「
法
の
不
知
は
救
済
す
る

必
要
な
し
」
と
い
う
判
断
を
し

て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
理
解
が
、
む
し
ろ

非
常
識
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

今
回
の
改
正
は
、
従
来
の
こ
う

し
た
状
況
に
反
省
を
迫
り
、
納

税
者
と
課
税
庁
と
の
対
等
性
、

ひ
い
て
は
、
納
税
者
に
積
極
的

に
国
の
財
政
の
担
い
手
と
し
て

関
与
し
て
も
ら
う
基
盤
を
形
成

し
た
の
で
あ
る
。
通
則
法
改
正

の
こ
う
し
た
意
義
に
つ
い
て

は
、
本
紙
７
月
１
日
号
の
金
子

教
授
の
論
壇
（
「
国
税
通
則
法

の
改
正
」
）
が
的
確
に
ま
と
め

て
お
り
、
私
も
基
本
的
に
同
意

見
で
あ
る
。

な
お
、
今
回
の
改
正
で
は
、

納
税
者
権
利
憲
章
が
実
現
し
な

か
っ
た
た
め
、
改
革
と
は
言
え

な
い
か
の
よ
う
な
評
価
も
散
見

す
る
が
、
全
く
の
誤
解
で
あ
ろ

う
。
仮
に
、
納
税
者
権
利
憲
章

が
制
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
今

回
実
現
し
た
理
由
付
記
・
更
正

の
請
求
・
税
務
調
査
な
ど
の
一

連
の
手
続
規
定
の
整
備
が
見
送

ら
れ
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
、
改
革

の
実
質
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
っ

た
だ
ろ
う
。
抽
象
的
な
規
定
も

大
事
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
具
体

的
な
手
続
規
定
の
方
が
は
る
か

に
効
果
的
で
あ
り
、
実
質
的
な

意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
税
務

の
現
場
で
そ
の
こ
と
は
実
感
さ

れ
て
行
く
に
違
い
な
い
。

●
税
理
士
の
姿
勢
と
租
税
立
法

今
回
の
改
正
が
実
現
で
き
た

の
は
、
我
が
国
で
初
め
て
本
格

的
な
政
権
交
代
が
実
現
し
た
こ

と
が
決
定
的
に
大
き
い
。
主
権

者
で
も
あ
る
納
税
者
の
目
線
に

た
っ
た
政
党
が
政
権
の
座
に
着

い
た
こ
と
で
、
税
務
行
政
も
大

き
な
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

戦
前
的
発
想
を
承
継
し
て
き
た

取
締
的
規
定
が
改
め
ら
れ
た
の

で
あ
る
。

こ
の
改
正
の
意
義
を
さ
ら
に

実
質
化
す
る
に
は
、
税
理
士
界

に
も
課
題
が
投
げ
か
け
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

税
理
士
は
租
税
法
律
主
義
の
理

念
を
税
務
行
政
過
程
に
お
い
て

実
質
化
す
る
専
門
家
で
あ
る
。

税
法
は
難
し
い
。
納
税
者
自
身

が
良
く
理
解
し
て
主
権
者
と
し

て
拠
出
す
べ
き
な
の
に
、
そ
の

内
容
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
租
税

法
律
主
義
は
形
骸
化
す
る
。
従

っ
て
、
税
理
士
の
役
割
は
納
税

者
の
代
理
人
と
し
て
、
納
税
者

の
目
線
で
税
法
を
解
釈
、
適
用

す
る
こ
と
で
あ
る
。
当
然
、
課

税
す
る
観
点
か
ら
の
解
釈＝

通

達
と
は
異
な
っ
て
く
る
場
合
が

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
税
務
の
現

場
で
は
、
通
達
通
り
に
や
る
こ

と
に
目
を
奪
わ
れ
、
ま
た
、
課

税
側
の
内
部
通
達
を
い
ち
早
く

知
る
こ
と
の
み
に
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
注
い
で
い
る
個
人
や
団
体
が

少
な
く
な
い
。
こ
れ
で
は
相
手

の
い
う
と
お
り
に
申
告
代
理
を

し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
課
税

側
の
意
向
を
納
税
者
に
伝
え
て

い
る
だ
け
に
な
る
。
そ
れ
が
税

理
士
の
本
来
の
姿
で
あ
る
な
ら

ば
、
税
理
士
は
依
頼
者
に
報
酬

を
請
求
す
る
権
利
は
な
く
、
課

税
庁
か
ら
税
務
行
政
の
補
助
業

務
と
し
て
の
報
酬
を
受
け
取
る

べ
き
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

し
か
し
、
税
理
士
は
納
税
者

の
申
告
代
理
を
専
門
と
す
る
専

門
家
で
あ
る
。
課
税
庁
の
考
え

を
良
く
理
解
し
、
そ
の
意
味
で

通
達
も
精
査
し
、
法
的
に
考

え
、
納
税
者
が
違
法
・
不
当
な
税

負
担
を
負
わ
な
い
よ
う
に
予
防

す
る
専
門
家
で
あ
る
。
そ
う
で

あ
る
と
す
る
と
、
通
達
に
対
し

て
は
、
税
理
士
会
と
し
て
も
意

見
集
等
を
公
表
し
て
、
個
々
の

税
理
士
の
現
場
で
の
判
断
を
援

助
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ

ん
、
通
達
を
巡
る
解
釈
が
大
き

く
異
な
る
と
き
は
、
課
税
庁
側

と
税
理
士
会
で
協
議
を
し
て
、

調
整
す
る
場
が
あ
っ
た
方
が
よ

い
。
将
来
的
に
は
、
租
税
裁
判
所

を
設
け
、
そ
こ
で
、
税
理
士
会
が

抽
象
的
な
通
達
違
法
訴
訟
を
争

え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
な
ど
が

あ
っ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
こ
と
と
関
係
す
る
が
、

不
合
理
な
税
制
を
是
正
す
る
た

め
に
は
、
訴
訟
を
起
こ
す
よ
り

も
、
立
法
で
法
律
を
改
め
る
こ

と
の
方
が
は
る
か
に
効
果
的
で

あ
る
こ
と
を
再
確
認
す
べ
き
で

あ
る
。
確
か
に
、
今
回
の
通
則
法

改
正
に
は
半
世
紀
の
時
を
要
し

た
が
、
そ
れ
は
政
権
交
代
が
想

定
で
き
な
か
っ
た
時
代
の
反
映

で
あ
る
。
今
後
政
界
は
大
き
な

変
動
を
繰
り
返
し
て
行
く
可
能

性
の
方
が
大
き
い
。
し
か
も
、
税

制
改
正
は
毎
年
行
わ
れ
る
。
税

制
改
正
は
、
税
法
改
正
で
あ
る

か
ら
、
毎
年
是
正
の
機
会
が
あ

る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ

ば
、
税
法
の
専
門
家
で
あ
る
税

理
士
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
関
わ

り
な
く
不
合
理
と
言
え
る
制
度

に
つ
い
て
は
、
立
法
過
程
で
改

め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
し
か

し
、
今
の
改
正
方
法
で
は
限
界

が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

何
よ
り
も
大
枠
は
政
治
が
決
め

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
重
要
な

法
案
作
成
は
省
庁
に
委
ね
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
肝
心
な
と

こ
ろ
が
、
省
庁
の
意
向
で
調
整

さ
れ
た
ま
ま
、
国
会
に
提
出
さ

れ
、
実
質
審
議
し
な
い
ま
ま
法

律
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
を
避
け
る
た
め

に
は
、
大
綱
決
定
後
、
法
案
作
成

過
程
に
、担
当
省
庁
、政
治
家
、学

者
、
税
理
士
会
、
弁
護
士
会
の
代

表
が
関
与
し
て
、細
部
に
つ
い
て

も
検
討
し
た
上
で
、法
案
化
を
図

る
制
度
に
変
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
立
法
手
続
き
の

改
革
も
含
め
て
税
法
上
の
立
法

課
題
は
山
積
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
租
税
手
続
法
改
革
も
ま
だ

端
緒
に
着
い
た
だ
け
で
あ
り
、

積
み
残
さ
れ
た
納
税
者
権
利
憲

章
の
制
定
を
は
じ
め
、
権
利
救

済
制
度
の
拡
充
、
徴
収
制
度
の

現
代
化
、
税
と
保
険
の
一
体
化

な
ど
多
く
の
課
題
が
残
さ
れ
て

い
る
。

実
体
法
に
な
る
と
、
さ
ら
に

課
題
は
多
い
。
所
得
税
法
や
法

人
税
法
は
昭
和
４０
年
以
来
抜
本

的
な
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
な

い
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
基

本
概
念
が
実
は
ま
だ
ま
だ
不
明

確
で
あ
る
。
所
得
税
法
に
お
け

る
「
収
入
」
と
か
「
必
要
経
費
」
、

消
費
税
法
に
お
け
る
「
対
価
」

が
明
確
に
は
定
義
さ
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。

●
お
わ
り
に

今
回
の
国
税
通
則
法
の
改
正

は
、
制
度
は
変
わ
る
し
、
変
え

ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
実
感

さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
。
税
制

は
人
間
社
会
の
産
物
で
あ
る
か

ら
、
ど
の
よ
う
な
も
の
に
す
る

か
は
社
会
が
合
意
す
れ
ば
変
え

て
良
い
も
の
で
あ
り
、
不
動
の

原
理
と
い
う
の
も
そ
れ
ほ
ど
な

い
の
で
あ
る
。
税
理
士
が
専
門

家
と
し
て
、
今
後
の
税
制
改
正

に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
こ

と
に
期
待
し
て
い
き
た
い
。

国
税
通
則
法
の
改
正

…
新
た
な
租
税
法
律
関
係
の
ス
タ
ー
ト
と
税
理
士
の
課
題

三木義一氏
青山学院大学

法学部法学科教授

お
詫
び
と
訂
正

前
号（
�
６
６
６
号
・
８
面
）の「
論
壇
」に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、お
詫
び

し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

正
（
７
段
目
）

・・・
、納
税
義
務
者
に
対
し
て
、調
査
結
果

の
内
容
を
説
明
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

（
同
２
項
）。

誤
（
７
段
目
）

・・・
、納
税
義
務
者
に
対
し
て
、調
査
結
果

の
内
容
を
説
明
し
、そ
れ
を
簡
潔
に
記
載

し
た
書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
さ
れ
て
い
る（
同
２
項
）。
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