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論壇
1
�
基
礎
控
除
の
引
下
げ
に
潜
む
影

平
成
25
年
度
の
税
制
改
正
に

よ
り
、
平
成
27
年
1
月
1
日
以

後
の
相
続
か
ら
、
遺
産
に
係
る

基
礎
控
除
額
の
大
幅
な
引
下
げ

が
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
（
相
法

15
）。
こ
の
効
果
は
、
相
続
税

実
務
の
大
衆
化
の
象
徴
と
な

り
、
た
と
え
ば
遺
産
が
被
相
続

人
の
住
ま
い
と
生
命
保
険
金
だ

け
で
も
、
相
続
税
に
係
る
申
告

手
続
き
が
必
要
と
な
る
こ
と
に

誘
導
さ
れ
る
。

一
方
、
主
と
し
て
中
小
企
業

者
等
と
の
関
わ
り
が
多
い
税
理

士
実
務
で
は
、
貸
借
対
照
表
の

負
債
の
部
に
構
成
さ
れ
る
借
入

金
が
、
オ
ー
ナ
ー
社
長
か
ら
の

資
金
投
入
に
よ
る
こ
と
が
珍
し

い
こ
と
で
は
な
い
。さ
ら
に
、そ

の
借
入
金
の
額
は
、
業
績
の
低

迷
が
足
を
引
っ
張
り
、
膨
張
傾

向
に
あ
る
。当
該
借
入
金
は
、オ

ー
ナ
ー
社
長
の
目
線
で
は
、
実

質
的
に
は
返
済
で
き
な
く
て
も
、

貸
付
金
債
権
等
と
し
て
相
続
財

産
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

遺
産
に
係
る
基
礎
控
除
の
引
き

下
げ
は
、も
は
や
オ
ー
ナ
ー
社
長

借
入
金
に
係
る
相
続
税
の
影
響

を
軽
視
し
て
は
い
ら
れ
な
い
状

況
に
置
か
れ
た
と
思
考
す
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
同
族
会

社
の
オ
ー
ナ
ー
社
長
借
入
金
に

係
る
相
続
財
産
と
し
て
の
評
価

に
つ
い
て
検
証
し
て
み
る
こ
と

と
す
る
。

2
�
オ
ー
ナ
ー
社
長
借
入
金
に
係
る
貸
付

金
債
権
等
の
評
価
の
根
拠

相
続
、
遺
贈
又
は
贈
与
に
よ

り
取
得
し
た
財
産
の
価
額
は
、

当
該
財
産
の
取
得
の
時
に
お
け

る
時
価
に
よ
る
と
し
て
い
る

（
相
法
22
）。
こ
の
時
価
と

は
、
課
税
時
期
に
お
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
財
産
の
現
況
に
応

じ
、
不
特
定
多
数
の
当
事
者
間

で
自
由
な
取
引
が
行
わ
れ
る
場

合
に
通
常
成
立
す
る
と
認
め
ら

れ
る
価
額
を
い
う
。

さ
ら
に
、
そ
の
価
額
は
財
産

評
価
基
本
通
達
の
定
め
に
よ
っ

て
評
価
し
た
価
額
に
よ
る
と
し

て
い
る
（
財
基
通
1
）。
貸
付

金
債
権
等
に
係
る
同
通
達
の
定

め
は
、
貸
付
金
債
権
等
の
元
本

の
価
額
と
し
て
返
済
さ
れ
る
べ

き
金
額
と
既
経
過
利
息
と
の
合

計
額
に
よ
っ
て
評
価
す
る
と
し

て
い
る
（
財
基
通
2
0
4
）。

つ
ま
り
、
オ
ー
ナ
ー
社
長
借
入

金
の
評
価
額
は
、
返
済
さ
れ
る

べ
き
貸
借
対
照
表
の
相
続
時
に

お
け
る
負
債
残
高
で
あ
る
と
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
債
務
者
法
人
に
つ
い
て
会

社
更
生
手
続
の
開
始
決
定
が
あ

っ
た
と
き
等
、
税
法
上
の
貸
倒

損
失
に
係
る
事
実
要
件
の
充
足

に
類
似
し
て
い
る
状
況
に
あ

る
、
又
は
業
績
不
振
の
た
め
事

業
を
廃
止
し
て
い
る
等
の
場
合

に
は
、
具
体
的
な
例
示
に
よ
る

元
本
の
価
額
に
算
入
し
な
い
金

額
が
発
生
す
る
事
象
を
掲
げ
て

い
る
（
財
基
通
2
0
5
）。

オ
ー
ナ
ー
社
長
借
入
金
に
係

る
貸
付
金
債
権
等
の
評
価
目
線

で
は
、
相
続
開
始
時
に
お
い

て
、
当
該
具
体
的
な
事
象
に
起

因
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
期
待
で

き
な
い
。
そ
こ
で
、
同
通
達
2

0
5
に
お
け
る
元
本
の
価
額
に

算
入
し
な
い
事
象
と
同
視
し
得

る
状
況
等
と
し
て
許
容
し
て
い

る
「
そ
の
他
回
収
が
不
可
能
又

は
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
見
込

ま
れ
る
と
き
」
へ
の
適
合
性

は
、
極
め
て
重
要
な
フ
ァ
ク
タ

ー
と
な
る
。
し
か
し
、
視
線
を

変
え
る
と
、
同
通
達
は
、
も
は

や
評
価
す
る
金
額
の
算
定
手
法

か
ら
反
れ
、
元
本
の
価
額
に
算

入
す
る
か
否
か
の
事
実
要
件
の

定
め
に
特
化
し
て
い
る
よ
う
な

実
情
を
感
ず
る
。

3
�
「
そ
の
他
回
収
が
不
可
能
又
は
著
し

く
困
難
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
と

き
」
の
裁
判
上
の
規
範

財
産
評
価
基
本
通
達
2
0
5

「
そ
の
他
回
収
が
不
可
能
又
は

著
し
く
困
難
で
あ
る
と
見
込
ま

れ
る
と
き
」
へ
の
適
合
性
に
つ

い
て
は
、
先
例
と
な
る
税
務
事

例
と
し
て
、
多
く
の
裁
決
・
判

決
が
存
し
て
い
る
。

オ
ー
ナ
ー
社
長
借
入
金
に
係

る
相
続
財
産
と
し
て
の
評
価
の

判
決
か
ら
、
同
通
達
の
解
釈
規

範
が
示
さ
れ
て
い
る
表
現
と
し

て
は
、「
貸
付
金
債
権
等
の
回

収
可
能
性
に
影
響
を
及
ぼ
し
得

る
要
因
が
存
在
す
る
こ
と
が
う

か
が
わ
れ
る
場
合
に
は
、
評
価

時
点
に
お
け
る
債
務
者
の
業
務

内
容
、財
務
内
容
、収
支
状
況
、

信
用
力
な
ど
を
具
体
的
総
合
的

に
検
討
し
た
上
で
、
そ
の
実
質

的
価
値
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る

（
名
古
屋
地
裁
平
成
16
年
11
月

25
日
判
決
）。」、「
債
務
者
の
営

業
状
況
等
が
客
観
的
に
破
綻
し

て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
っ

て
、
債
権
の
回
収
の
見
込
み
の

な
い
こ
と
が
客
観
的
に
確
実
で

あ
る
と
い
い
得
る
と
き
で
あ
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
大
阪
高

裁
平
成
15
年
7
月
1
日
判
決
）。」

が
存
す
る
。両
判
決
と
も
に
、

事
実
認
定
の
当
て
は
め
の
材
料

に
対
し
て
有
効
で
あ
る
が
、
同

通
達
の
適
合
性
有
無
の
結
果
か

ら
は
判
決
上
退
け
ら
れ
て
い
る

事
例
ば
か
り
が
散
見
さ
れ
る
。

次
に
、
同
通
達
に
お
け
る
事

実
認
定
の
当
て
は
め
に
つ
い

て
、
他
の
事
例
か
ら
考
察
し
て

み
る
こ
と
と
す
る
。「
本
件
相

続
開
始
時
よ
り
後
に
解
散
し
、

清
算
結
了
時
に
お
い
て
債
務
超

過
に
な
っ
て
い
る
が
、
債
権
の

回
収
可
能
性
は
そ
も
そ
も
将
来

に
わ
た
る
継
続
的
な
回
収
の
可

能
性
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
し
、
会
社
の
営
業
は
、

動
的
要
素
が
大
き
い
の
で
、
あ

る
時
点
に
お
い
て
債
務
超
過
で

あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
こ
と

の
み
で
本
件
相
続
開
始
時
に
お

い
て
本
件
各
貸
付
金
の
回
収
可

能
性
が
な
い
こ
と
が
客
観
的
に

確
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で

き
な
い
（
神
戸
地
裁
平
成
22
年

9
月
14
日
判
決
）。」
が
存
す

る
。
本
神
戸
地
裁
判
決
に
お
け

る
「
将
来
に
わ
た
る
継
続
的
な

回
収
の
可
能
性
も
考
慮
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
判

断
を
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
、相
続
を
起
因
と
し
た
財
産

承
継
時
に
お
け
る
経
済
価
値
の

評
価
の
観
点
か
ら
は
、
単
純
に

賛
同
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

財
産
の
取
得
時
に
お
け
る
時
価

は
、
そ
の
時
点
ま
で
の
状
況
を

勘
案
す
れ
ば
足
り
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が

ら
、
本
事
例
の
債
務
者
法
人

が
、「
不
動
産
賃
貸
業
を
営
む

も
の
で
あ
り
、
賃
貸
の
継
続
に

つ
い
て
格
別
の
知
識
・
能
力
を

要
す
る
こ
と
が
な
く
、
存
続
し

て
そ
の
営
業
利
益
に
よ
っ
て
返

済
し
て
い
く
こ
と
も
可
能
で
あ

っ
た
の
に
、
経
営
上
の
判
断
に

よ
り
解
散
し
た
も
の
と
み
ら
れ

る
。」
と
認
定
さ
れ
た
こ
と

は
、
回
収
可
能
性
を
判
断
す
る

上
に
お
い
て
、
致
命
的
な
事
項

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

判
決
で
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
、
元

本
の
価
額
か
ら
控
除
す
べ
き
か

否
か
の
判
定
に
お
い
て
、
相
続

時
の
債
務
超
過
の
実
態
の
み
な

ら
ず
、
同
時
点
に
お
け
る
債
務

者
法
人
の
営
む
事
業
の
形
態
か

ら
回
収
可
能
性
を
考
量
す
る
ベ

ク
ト
ル
が
不
可
欠
で
あ
る
視
点

だ
ろ
う
。

ま
た
、「
同
族
会
社
な
い
し
小

規
模
閉
鎖
会
社
に
お
い
て
は
、

そ
の
会
社
固
有
の
資
産
の
み
な

ら
ず
、
代
表
者
個
人
の
資
産
も

引
き
当
て
に
す
る
と
い
う
社
会

的
実
態
が
あ
り
、
あ
る
い
は
代

表
者
の
資
金
注
入
に
よ
り
よ
う

や
く
事
業
を
継
続
し
て
い
る
と

い
う
状
況
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
結
果
と

し
て
債
務
者
で
あ
る
会
社
が
現

に
存
続
し
て
い
る
以
上
、
ま
さ

に
会
社
が
存
続
す
る
も
の
と
し

て
評
価
基
本
通
達
を
適
用
す
る

ほ
か
な
い
（
大
阪
高
裁
平
成
15

年
7
月
1
日
判
決
）。」が
存
す

る
。
本
大
阪
高
裁
の
判
決
の
く

だ
り
は
、
評
価
規
範
の
前
提
に

お
い
て
、
中
小
企
業
者
等
の
運

営
実
態
を
大
規
模
法
人
と
同
視

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

点
は
、
同
調
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、本
事

例
は
、貸
付
金
債
権
等
の
価
額

の
評
価
に
つ
い
て
、
個
別
に
債

権
の
回
収
率
を
算
定
し
、
そ
れ

を
も
っ
て
時
価
評
価
と
し
て
い

る
。
こ
の
評
価
方
法
に
つ
い

て
、「
個
別
具
体
的
な
事
情
を
考

慮
し
て
評
価
を
行
う
こ
と
は
租

税
平
等
主
義
に
も
と
る
も
の
で

あ
っ
て
、
む
し
ろ
許
さ
れ
な
い

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」と
判
断

さ
れ
た
こ
と
は
、
独
自
の
算
定

手
法
を
使
用
す
る
余
地
を
否
定

さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

4
�
貸
付
金
債
権
等
の
評
価
に
求
め
る
も
の

今
後
相
続
事
例
の
深
刻
な
テ

ー
マ
と
な
り
得
る
オ
ー
ナ
ー
社

長
借
入
金
の
存
在
は
、
抽
象
的

な
財
産
評
価
基
本
通
達
の
取
り

決
め
だ
け
で
は
、
多
く
の
混
乱

を
誘
引
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
評
価
の
特
性
か
ら
法
定
化

が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し

た
場
合
に
は
、
法
令
解
釈
通
達

の
あ
る
べ
き
姿
が
求
め
ら
れ

る
。オ

ー
ナ
ー
社
長
借
入
金
に
係

る
貸
付
金
債
権
等
は
、
相
続
財

産
と
し
て
の
非
上
場
株
式
の
存

在
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。

非
上
場
株
式
の
評
価
手
法
と
し

て
の
源
流
と
な
る
純
資
産
価
額

方
式
は
、
流
通
性
の
乏
し
い
非

上
場
株
式
の
実
態
を
考
慮
し
、

個
人
事
業
者
に
対
す
る
財
産
債

務
の
評
価
手
法
に
準
ず
る
こ
と

と
し
た
思
考
が
内
在
し
て
い

る
。
株
主
と
個
人
事
業
者
と
の

ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
た
め
に

は
、
株
主
の
実
質
的
な
権
利
で

あ
る
清
算
分
配
価
値
を
見
出
す

必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
純
資

産
価
額
か
ら
評
価
差
額
に
対
す

る
法
人
税
等
相
当
額
を
控
除
す

る
形
態
を
採
用
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き

る
。株

式
評
価
の
基
本
的
な
考
え

方
を
尊
重
し
、
同
通
達
の
算
定

手
法
を
肯
定
す
る
意
味
に
お
い

て
、
株
式
価
値
の
な
い
法
人
に

対
す
る
貸
付
金
債
権
等
は
、
回

収
可
能
性
が
な
い
と
考
え
る
べ

き
で
あ
る
。
特
に
会
社
規
模
が

同
通
達
に
定
め
る
小
会
社
の
債

務
者
法
人
に
つ
い
て
は
、
オ
ー

ナ
ー
社
長
借
入
金
の
額
を
負
債

と
認
識
し
な
い
純
資
産
価
額

（
マ
イ
ナ
ス
の
場
合
は
ゼ
ロ
）

か
ら
同
借
入
金
の
額
を
負
債
と

し
た
場
合
の
純
資
産
価
額
（
マ

イ
ナ
ス
の
場
合
は
ゼ
ロ
）
を
控

除
し
た
評
価
差
額
と
相
続
時
に

お
け
る
オ
ー
ナ
ー
社
長
借
入
金

の
残
額
と
の
い
ず
れ
か
少
な
い

金
額
を
も
っ
て
オ
ー
ナ
ー
社
長

借
入
金
の
評
価
額
と
す
る
等
、

具
体
的
な
評
価
額
の
算
定
手
法

を
明
確
に
定
め
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。

5
�
お
わ
り
に

財
産
の
価
額
は
財
産
評
価
基

本
通
達
の
定
め
に
よ
っ
て
評
価

し
た
価
額
に
よ
る
と
し
な
が
ら

も
、
同
通
達
の
定
め
に
よ
っ
て

評
価
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適

当
と
認
め
ら
れ
る
財
産
の
価
額

は
、
国
税
庁
長
官
の
指
示
を
受

け
て
評
価
す
る
と
し
て
い
る

（
財
基
通
6
）。

同
通
達
の
定
め
は
、
一
見
課

税
庁
が
実
務
を
リ
ー
ド
し
て
い

る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の

本
旨
は
、
①
相
続
税
の
課
税
対

象
と
な
る
財
産
が
多
種
多
様
で

あ
り
、
各
種
財
産
の
時
価
を
客

観
的
、か
つ
、適
正
に
把
握
す
る

こ
と
が
必
ず
し
も
容
易
で
な

い
、
②
納
税
者
間
で
財
産
の
評

価
が
区
々
に
な
る
こ
と
は
課
税

の
公
平
の
観
点
か
ら
み
て
好
ま

し
い
こ
と
で
は
な
い
こ
と
か

ら
、
課
税
実
務
の
統
一
性
を
図

る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
と
、
多

く
の
判
決
等
で
示
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
通
達
は
、

元
来
上
級
行
政
庁
の
下
級
行
政

庁
に
対
す
る
命
令
で
あ
っ
て
、

法
規
た
る
性
質
を
有
さ
ず
、
そ

れ
自
体
は
納
税
者
を
拘
束
す
る

も
の
で
は
な
い
。
い
う
ま
で
も

な
く
、
納
税
者
は
、
通
達
に
示

さ
れ
て
い
る
行
政
庁
の
解
釈
に

従
う
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

同
通
達
が
評
価
額
を
定
め
て
い

る
と
い
う
性
質
を
客
観
的
に
捉

え
た
場
合
に
は
、
相
続
税
法
第

22
条
の
法
令
解
釈
を
狭
義
に
し

て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
評

価
の
世
界
観
と
し
て
は
、
オ
ー

ナ
ー
社
長
借
入
金
に
係
る
貸
付

金
債
権
等
の
存
在
を
通
じ
て
、

時
価
の
本
質
を
追
求
す
る
た
め

の
無
限
の
検
討
領
域
に
踏
み
込

む
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

オ
ー
ナ
ー
社
長
借
入
金
に
係
る

相
続
財
産
と
し
て
の
貸
付
金
債
権
等
の
評
価

苅米 裕
【芝】
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