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論壇
税
理
士
法
で
は
「
税
理
士

は
、
・
・
・
・
申
告
納
税
制
度

の
理
念
」
に
そ
う
も
の
と
規
定

さ
れ
て
い
る
（
第
1
条
）。
本

稿
で
は
こ
の
「
申
告
納
税
制
度

の
理
念
」
に
つ
い
て
最
近
の
学

術
分
野
で
あ
る
「
法
と
経
済
」

学
、
特
に
「
情
報
の
非
対
称

性
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
踏
ま
え

て
税
理
士
制
度
の
機
能
に
つ
い

て
一
つ
の
考
え
を
問
い
た
い
と

思
う
。

1
�「
情
報
の
非
対
称
性
」
の
理
論

自
由
経
済
の
考
え
か
ら
す
れ

ば
、
社
会
構
成
員
が
自
由
に
意

思
決
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ

の
社
会
は
最
適
な
状
態
（
パ
レ

ー
ト
最
適
）
に
な
る
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
現
実
社
会
は
そ
の

よ
う
に
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う

な
状
態
を
「
市
場
の
失
敗
」
と

い
う
が
そ
の
一
つ
と
し
て
「
情

報
の
非
対
称
性
」
が
論
じ
ら
れ

て
い
る
。

例
え
ば
、
中
古
車
の
売
り
買

い
で
は
、
自
分
の
車
を
売
ろ
う

と
す
る
者
は
そ
の
車
の
状
態
や

履
歴
な
ど
充
分
な
情
報
を
持
っ

て
い
る
が
、
買
お
う
と
す
る
者

に
は
そ
の
よ
う
な
情
報
が
充
分

で
は
な
い
。
そ
の
た
め
中
古
車

市
場
で
は
正
当
な
価
格
で
の
取

引
成
立
が
難
し
い
。
取
引
の
当

事
者
の
間
に
「
情
報
の
非
対
称

性
」
が
あ
る
と
、
知
ら
な
い
欠

陥
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
疑
心

暗
鬼
か
ら
市
場
が
正
当
に
機
能

し
な
く
な
る
。
同
じ
よ
う
な

「
情
報
の
非
対
称
性
」
か
ら
金

融
市
場
で
は
銀
行
側
が
借
り
主

の
正
確
な
財
務
情
報
を
持
っ
て

い
な
い
の
で
貸
し
手
は
リ
ス
ク

を
金
利
に
上
乗
せ
し
、
健
全
な

借
り
手
の
金
利
も
上
昇
す
る
と

い
う
状
態
が
起
こ
り
え
る
。
ま

た
保
険
会
社
は
生
命
保
険
に
加

入
す
る
者
の
健
康
状
態
に
つ
い

て
充
分
な
情
報
を
持
っ
て
い
な

い
の
で
、
保
険
料
を
高
め
に
設

定
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ

な
い
。

こ
の
よ
う
な
「
情
報
の
非
対

称
性
」
が
も
た
ら
す
弊
害
と
そ

の
防
止
策
に
つ
い
て
は
経
済
学

を
越
え
て
「
法
と
経
済
」
学
、

政
治
学
で
も
研
究
が
す
す
め
ら

れ
て
い
る
。

2
�
プ
リ
ン
シ
パ
ル
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー

社
会
に
は
、
他
人
の
行
動
に

よ
り
大
き
く
影
響
を
受
け
る
関

係
が
あ
る
。

例
え
ば
、
医
師
と
患
者
の
関

係
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
治
療

を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
、
そ
う

し
た
医
師
の
判
断
に
患
者
の
利

害
は
左
右
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん

医
師
は
高
い
使
命
感
の
も
と
医

療
に
従
事
し
て
い
る
で
あ
ろ
う

が
、
常
に
患
者
の
利
害
を
最
優

先
に
判
断
す
る
と
は
限
ら
な

い
。
新
し
い
医
療
技
術
を
試
し

て
み
た
い
か
も
し
れ
な
い
し
、

製
薬
会
社
な
ど
か
ら
の
誘
惑
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

あ
る
い
は
株
式
会
社
に
お
い

て
、
株
主
の
利
害
は
取
締
役
の

行
動
や
判
断
に
依
存
す
る
が
、

取
締
役
が
常
に
株
主
利
益
の
最

大
を
目
指
し
て
い
る
か
は
保
障

で
き
な
い
。
ま
た
企
業
の
従
業

員
が
勤
務
時
間
中
つ
ね
に
真
面

目
に
業
務
に
専
念
し
て
い
る
か

監
督
し
き
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
関
係
を
プ
リ
ン

シ
パ
ル
（
本
人
）
と
エ
ー
ジ
ェ

ン
ト
（
代
理
人
）
と
い
い
、「
情

報
の
非
対
称
性
」
の
一
つ
で
あ

る
と
さ
れ
る
。

プ
リ
ン
シ
パ
ル
・
エ
ー
ジ
ェ

ン
ト
関
係
に
お
い
て
起
こ
り
え

る
弊
害
を
防
止
す
る
方
策
は
い

く
つ
か
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
情

報
開
示
、
情
報
の
共
有
化
に
よ

り
「
情
報
の
非
対
称
性
」
を
解

消
す
る
仕
組
み
を
組
み
込
む
こ

と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
適
正
な

財
務
情
報
の
株
主
へ
の
開
示
の

制
度
で
あ
り
、
医
師
の
説
明
義

務
な
ど
で
あ
る
。
次
に
訴
訟
に

関
し
て
弁
護
士
に
成
功
報
酬
を

約
束
す
る
よ
う
に
イ
ン
セ
ン
テ

ィ
ブ（
誘
因
）を
与
え
る
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
。
三
つ
目
に
は
会

社
役
員
の
損
害
賠
償
義
務
、
医

療
過
誤
訴
訟
な
ど
ペ
ナ
ル
テ
ィ

の
制
度
の
よ
う
に
不
誠
実
な
行

動
に
不
利
益
を
課
す
制
度
を
設

け
て
お
く
こ
と
も
あ
る
。

3
�
租
税
行
政
に
お
け
る
「
情
報
の
非
対

称
性
」

近
代
国
家
は
国
民
に
所
有
権

を
認
め
自
由
な
経
済
活
動
を
許

し
て
い
る
。
国
家
は
原
則
と
し

て
生
産
活
動
を
行
わ
な
い
の

で
、
国
家
は
そ
の
機
能
を
果
た

す
た
め
に
要
す
る
財
源
も
民
間

に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

租
税
は
そ
う
し
た
公
共
需
要
の

原
資
を
調
達
す
る
制
度
で
あ

る
。
課
税
関
係
に
お
け
る
納
税

者
の
本
質
は
納
税
の
義
務
を
負

う
者
と
し
て
現
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
自
由
経
済
を
前

提
と
し
た
社
会
で
租
税
を
課
す

と
き
、
租
税
負
担
の
基
に
な
る

経
済
活
動
は
民
間
で
行
わ
れ
て

い
る
た
め
、
租
税
行
政
庁
に
は

だ
れ
に
ど
れ
だ
け
の
租
税
負
担

を
求
め
る
べ
き
か
と
い
う
課
税

の
基
礎
と
な
る
情
報
が
な
い
。

つ
ま
り
納
税
者
と
租
税
行
政
庁

と
の
間
に
は
「
情
報
の
非
対
称

性
」
が
存
在
す
る
。

課
税
徴
収
と
い
う
機
能
か
ら

見
る
と
租
税
行
政
庁
は
納
税
者

に
情
報
を
求
め
る
プ
リ
ン
シ
パ

ル
で
あ
り
、
課
税
の
基
礎
と
な

る
情
報
を
持
っ
て
い
る
納
税
者

の
行
動
い
か
ん
に
依
拠
し
て
い

る
。
納
税
者
は
情
報
提
供
を
求

め
ら
れ
る
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
で
あ

る
。
そ
の
た
め
課
税
制
度
に
は

「
情
報
の
非
対
称
性
」
か
ら
起

こ
る
弊
害
を
防
ぐ
た
め
の
制
度

が
必
要
と
さ
れ
る
。

課
税
関
係
に
お
け
る
「
情
報

の
非
対
称
性
」
解
消
の
根
幹
と

な
る
も
の
は
納
税
申
告
で
あ

る
。
納
税
申
告
を
義
務
と
す
る

こ
と
で
「
情
報
の
非
対
称
性
」

の
解
消
が
図
ら
れ
て
い
る
。

法
定
調
書
な
ど
第
三
者
か
ら

の
情
報
収
集
の
制
度
や
、
第
三

者
で
あ
る
支
払
者
に
徴
収
権
限

を
付
与
し
て
い
る
源
泉
徴
収
制

度
は
納
税
申
告
の
内
容
が
適
正

で
あ
る
よ
う
に
牽
制
す
る
た
め

の
制
度
で
あ
る
。
ま
た
適
正
な

申
告
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し

て
青
色
申
告
制
度
に
は
各
種
の

特
典
が
設
け
ら
れ
、
租
税
行
政

庁
に
は
税
務
調
査
権
限
が
あ

り
、
申
告
内
容
に
非
違
が
あ
る

と
き
に
は
加
算
税
な
ど
の
ペ
ナ

ル
テ
ィ
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の

も
納
税
申
告
が
有
効
に
機
能
す

る
た
め
の
制
度
で
あ
る
。

自
由
経
済
社
会
で
は
人
々
の

社
会
生
活
、
経
済
活
動
は
本
来

自
由
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
課
税

の
基
礎
と
な
る
「
情
報
の
非
対

称
性
」
を
解
消
す
べ
く
納
税
申

告
が
義
務
と
し
て
規
定
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

4
�「
申
告
納
税
制
度
の
理
念
」

税
理
士
は
、「
独
立
し
た
公

正
な
立
場
に
お
い
て
、
申
告
納

税
制
度
の
理
念
に
そ
っ
て
、
納

税
義
務
者
の
信
頼
に
こ
た
え
、

租
税
に
関
す
る
法
令
に
規
定
さ

れ
た
納
税
義
務
の
適
正
な
実
現

を
図
る
こ
と
を
使
命
と
す
る
」

も
の
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（
税

理
士
法
第
1
条
）。
こ
こ
に
い

う
「
申
告
納
税
制
度
の
理
念
」

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ

う
か
。

租
税
債
権
債
務
は
法
律
の
定

め
る
課
税
要
件
が
充
足
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
し

か
し
租
税
債
権
は
抽
象
的
に
成

立
し
て
も
そ
の
内
容
で
あ
る
債

権
額
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
と

権
利
義
務
を
実
現
（
徴
収
）
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
が

租
税
債
権
の
確
定
で
あ
る
。

確
定
の
方
式
に
は
申
告
納
税

方
式
と
賦
課
課
税
方
式
が
あ
る

と
さ
れ
る
（
国
税
通
則
法
第
16

条
）。
申
告
納
税
方
式
は
、
原

則
と
し
て
納
税
者
が
行
う
申
告

に
よ
り
確
定
す
る
方
式
で
あ

り
、
賦
課
課
税
方
式
は
納
付
す

べ
き
税
額
が
も
っ
ぱ
ら
租
税
行

政
庁
長
の
処
分
に
よ
り
確
定
す

る
方
式
で
あ
る
。

不
動
産
や
自
動
車
の
よ
う
に

課
税
の
基
礎
と
な
る
情
報
が
登

記
・
登
録
さ
れ
て
い
る
な
ど
、

租
税
行
政
庁
が
課
税
の
基
礎
と

な
る
情
報
に
容
易
に
ア
ク
セ
ス

で
き
る
租
税
に
つ
い
て
は
賦
課

課
税
方
式
も
採
用
で
き
る
が
、

所
得
や
消
費
な
ど
一
般
の
経
済

活
動
を
課
税
の
基
礎
と
す
る
租

税
で
は
情
報
が
圧
倒
的
に
国
民

納
税
者
の
も
と
に
あ
る
の
で
、

納
税
者
に
申
告
義
務
を
課
す
必

要
が
あ
る
。

納
税
申
告
は
一
般
人
が
行
う

行
為
で
あ
る
が
、
申
告
納
税
方

式
で
は
申
告
行
為
に
租
税
債
権

債
務
の
確
定
と
い
う
法
的
効
果

が
与
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
確
定

申
告
は
一
般
人
が
行
う
も
の
で

は
あ
る
が
行
政
法
関
係
の
行
為

で
あ
る
。
納
税
者
は
一
般
人
と

し
て
日
々
経
済
活
動
を
行
い
な

が
ら
、
確
定
申
告
に
お
い
て
は

行
政
法
関
係
の
一
端
を
担
う
立

場
に
あ
る
。

納
税
申
告
は
租
税
行
政
に
お

け
る
「
情
報
の
非
対
称
性
」
を

解
消
す
る
制
度
で
あ
る
が
、

「
申
告
納
税
制
度
の
理
念
」

は
、
単
な
る
情
報
提
供
義
務
を

超
え
て
一
般
人
が
行
政
法
関
係

の
一
端
を
担
う
と
い
う
公
的
立

場
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

5
�
税
理
士
の
職
能

税
理
士
は
、
公
的
立
場
を
持

つ
納
税
者
の
代
理
人
と
し
て
納

税
者
の
公
的
責
務
を
果
た
す
こ

と
を
支
援
す
る
役
割
を
担
う
。

依
頼
人
で
あ
る
納
税
者
は
確
定

申
告
を
通
じ
て
租
税
行
政
に
一

定
の
責
務
を
負
う
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
代
理
人
で
あ
る
税
理

士
も
依
頼
人
納
税
者
の
個
人
的

利
害
の
み
を
代
理
し
て
法
令
違

反
に
荷
担
す
る
こ
と
は
あ
り
得

な
い
。

申
告
納
税
制
度
で
は
納
税
者

が
租
税
行
政
の
手
続
に
関
わ
る

立
場
に
あ
る
以
上
、
租
税
行
政

庁
の
執
行
に
違
法
不
当
が
あ
れ

ば
こ
れ
を
正
す
べ
き
で
あ
り
、

納
税
者
の
専
門
的
代
理
人
で
あ

る
税
理
士
は
そ
の
実
現
を
支
援

す
る
職
責
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
個
別
事
案
に
お

い
て
権
利
侵
害
の
救
済
を
求
め

る
こ
と
、
個
々
の
納
税
者
の
権

利
擁
護
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
も

ち
ろ
ん
、
民
間
に
お
け
る
税
務

専
門
家
と
し
て
税
理
士
は
個
別

の
事
案
に
お
い
て
違
法
不
当
な

租
税
行
政
と
は
対
峙
す
る
こ
と

は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
「
申

告
納
税
制
度
の
理
念
」
に
お
い

て
は
納
税
者
は
一
方
的
に
課
税

さ
れ
る
者
で
は
な
く
適
正
な
租

税
行
政
に
も
責
務
を
負
う
者
で

あ
る
。税
理
士
は
そ
う
し
た
納

税
者
を
支
援
す
る
専
門
職
で
あ

る
か
ら
、個
別
の
事
案
の
解
決

を
通
じ
て
租
税
行
政
が
適
正
に

執
行
さ
れ
る
よ
う
に
図
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解

さ
れ
よ
う
。

6
�
ま
と
め

自
由
経
済
体
制
を
と
る
近
代

国
家
で
は
、
公
共
の
原
資
を
民

間
に
求
め
ざ
る
を
得
な
い
が
、

そ
の
課
税
の
基
礎
と
な
る
情
報

は
圧
倒
的
に
民
間
側
に
あ
る
。

そ
こ
で
課
税
の
基
礎
と
な
る

「
情
報
の
非
対
称
性
」
を
解
消

す
る
た
め
に
申
告
義
務
が
設
定

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
申

告
納
税
制
度
で
は
一
歩
進
ん
で

一
般
人
に
も
租
税
債
権
債
務
関

係
を
確
定
す
る
権
限
が
あ
り
、

納
税
者
と
し
て
行
政
法
関
係
の

一
端
を
担
っ
て
い
る
。
税
理
士

は
こ
の
よ
う
な
公
的
立
場
に
あ

る
納
税
者
を
代
理
し
支
援
す
る

専
門
職
で
あ
る
の
で
、
単
に
依

頼
人
納
税
者
の
個
人
的
利
害
を

守
る
だ
け
で
は
な
く
、「
申
告

納
税
制
度
の
理
念
」
か
ら
も
適

正
な
租
税
行
政
の
確
立
に
務
め

る
べ
き
職
責
が
あ
る
と
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
紙
幅
の
関
係
で
参
考
文
献
等

示
さ
な
い
が
、「
情
報
の
非
対

称
性
」
に
つ
い
て
は
経
済
学
の

教
科
書
を
参
照
さ
れ
た
い
。
納

税
者
と
税
理
士
と
の
エ
ー
ジ
ェ

ン
シ
ー
関
係
に
つ
い
て
は
機
会

を
得
て
論
じ
た
い
。）

租
税
行
政
に
お
け
る

情
報
の
非
対
称
性
と
税
理
士
制
度

菅納敏恭
【神田】
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