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論壇
Ⅰ
�
は
じ
め
に

租
税
債
権
債
務
の
確
定
に
は

申
告
納
税
方
式
と
賦
課
課
税
方

式
と
が
あ
る
（
国
税
通
則
法
第

16
条
）。
賦
課
課
税
方
式
で
は

租
税
行
政
庁
に
よ
っ
て
納
付
税

額
が
確
定
さ
れ
る
。
一
方
、
申

告
納
税
方
式
で
は
、
納
税
者
本

人
が
自
ら
納
税
額
を
計
算
・
申

告
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
租
税

債
権
債
務
が
確
定
さ
れ
る
。
税

理
士
は
納
税
者
の
代
理
人
と
し

て
、
租
税
債
権
債
務
の
確
定
と

い
う
公
的
責
務
を
支
援
す
る
と

と
も
に
、
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
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

今
日
で
は
、
経
済
環
境
の
多

様
化
に
伴
い
経
済
取
引
も
複
雑

化
を
辿
り
、
税
法
も
そ
れ
に
伴

走
す
る
よ
う
に
年
々
の
改
正
が

入
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
環

境
下
で
は
、
日
々
の
帳
簿
作
成

さ
ら
に
は
申
告
書
作
成
に
あ
た

り
、
納
税
者
が
行
う
経
済
的
取

引
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
事

実
が
生
じ
て
い
た
か
を
確
定
す

る
作
業
、
い
わ
ゆ
る
事
実
認
定

の
作
業
が
重
要
と
な
る
。

元
来
事
実
認
定
と
は
、
裁
判

な
ど
で
法
的
な
審
査
対
象
と
な

っ
た
事
件
に
お
い
て
、
証
拠
に

基
づ
き
、
過
去
の
時
点
で
ど
の

よ
う
な
事
実
が
あ
っ
た
か
を
確

定
す
る
作
業
で
あ
る
。
事
実
認

定
の
方
法
は
、
民
事
事
件
で
あ

れ
ば
民
事
訴
訟
法
に
そ
の
具
体

的
な
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い

る
。
税
務
調
査
で
納
税
者
側
と

課
税
庁
側
で
の
折
り
合
い
が
つ

か
ず
、
税
務
訴
訟
と
な
っ
た
場

合
に
つ
い
て
も
、
民
事
訴
訟
法

が
適
用
さ
れ
る
た
め
、
訴
訟
に

お
い
て
事
実
認
定
が
ど
の
よ
う

な
過
程
で
行
わ
れ
る
か
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
は
、
税
務
に
お

い
て
も
有
用
と
考
え
る
。
本
稿

で
は
、
課
税
要
件
事
実
の
存
否

に
つ
い
て
認
定
す
べ
き
事
実
及

び
民
事
訴
訟
に
お
け
る
要
件
事

実
論
を
踏
ま
え
、
申
告
納
税
制

度
の
下
、
税
理
士
が
担
う
役
割

及
び
機
能
に
つ
い
て
再
考
す

る
。

Ⅱ
�
課
税
の
可
否
判
断
に
お
い
て

認
定
す
べ
き
事
実

租
税
法
律
主
義
の
下
で
は
、

法
律
に
定
め
ら
れ
る
課
税
要
件

を
満
た
し
て
い
る
場
合
に
課
税

が
行
わ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
税

法
に
共
通
す
る
課
税
要
件
と
し

て
は
、
①
課
税
権
者
（
国
・
地

方
公
共
団
体
）、
②
納
税
義
務

者
、③
課
税
物
件（
課
税
の
対
象

と
な
る
行
為
・
事
実
な
ど
）、

④
課
税
物
件
の
帰
属
（
課
税
物

件
と
納
税
義
務
者
と
の
関
係

性
）、⑤
課
税
標
準
（
課
税
物
件

を
数
値
で
表
し
た
も
の
）、⑥
税

率
（
課
税
標
準
に
適
用
さ
れ
る

割
合
）
が
あ
る
。
所
得
税
法
や

法
人
税
法
な
ど
、
各
税
法
の
実

体
法
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
課

税
要
件
は
具
体
的
に
定
め
ら
れ

て
い
る
。
そ
し
て
課
税
要
件
を

満
た
し
て
い
る
か
否
か
は
、
経

済
的
行
為
な
ど
の
具
体
的
な
事

実
を
要
件
に
当
て
は
め
て
判
断

さ
れ
る
。
租
税
法
は
、
種
々
の

経
済
的
取
引
を
基
に
課
税
の
対

象
を
認
識
し
て
い
る
が
、
そ
れ

ら
の
経
済
的
取
引
は
一
次
的
に

私
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
課
税
要
件
法

で
あ
る
租
税
実
体
法
で
は
、
民

法
等
の
私
法
に
よ
り
規
律
さ
れ

る
私
法
上
の
法
取
引
を
前
提
に

課
税
要
件
規
定
が
構
成
さ
れ
て

い
る
。
法
的
に
有
効
に
成
立
し

た
私
法
上
の
契
約
等
の
法
律
効

果
の
発
生
を
前
提
に
課
税
要
件

の
当
て
は
め
が
行
わ
れ
、
租
税

法
の
法
律
効
果
が
発
生
す
る
と

い
う
構
造
と
な
る
。
私
法
上
の

法
律
構
成
を
前
提
に
租
税
法
が

適
用
さ
れ
る
と
い
う
過
程
を
踏

ま
え
る
と
、
民
法
上
で
議
論
さ

れ
る
要
件
事
実
論
が
租
税
法
の

解
釈
に
直
接
的
に
影
響
を
も
た

ら
す
と
も
考
え
ら
れ
る
。

Ⅲ
�
要
件
事
実
論
の
概
観

裁
判
に
お
い
て
は
弁
論
主
義

に
基
づ
き
原
告
の
主
張
及
び
被

告
の
反
論
が
吟
味
さ
れ
、
裁
判

官
が
実
体
法
に
照
ら
し
て
判
決

を
下
す
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で

い
う
弁
論
主
義
と
は
、
裁
判
の

当
事
者
が
法
廷
で
行
っ
た
実
体

法
上
意
味
の
あ
る
主
張
を
基

に
、
裁
判
官
が
判
決
を
下
す
と

い
う
裁
判
上
の
原
則
で
あ
る
。

裁
判
所
は
、
原
告
が
訴
訟
物
と

し
て
主
張
す
る
権
利
又
は
法
律

関
係
の
存
否
に
つ
い
て
判
断
す

る
が
、
権
利
・
法
律
関
係
は
観

念
的
な
存
在
で
あ
り
、
直
接
認

識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

の
た
め
、
原
告
は
、
訴
訟
の
対

象
と
な
っ
た
具
体
的
事
実
に
つ

い
て
、
実
体
法
の
要
件
に
当
て

は
ま
る
よ
う
な
具
体
的
事
実
が

あ
る
か
ど
う
か
を
主
張
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
け
る
具
体
的
事
実
を
要
件
事

実
と
い
う
。

法
律
効
果
が
発
生
す
る
た
め

に
は
、
そ
の
要
件
事
実
が
欠
け

る
こ
と
な
く
存
在
す
る
必
要
が

あ
り
、
訴
訟
に
お
い
て
そ
の
存

在
が
争
わ
れ
る
場
合
に
は
、
証

拠
に
よ
っ
て
こ
れ
を
立
証
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
立
証
が

で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の

法
律
効
果
の
発
生
は
認
め
ら
れ

な
い
。
原
告
は
、
裁
判
に
お
い

て
行
っ
た
そ
の
訴
え
に
つ
い
て

の
主
張
を
根
拠
付
け
る
た
め
の

証
拠
の
申
し
出
を
行
う
こ
と
と

な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
被
告
は

原
告
の
主
張
を
排
斥
す
る
た
め

に
、
事
実
上
の
主
張
及
び
こ
れ

を
根
拠
付
け
る
た
め
の
証
拠
の

申
し
出
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

民
事
訴
訟
に
お
い
て
、
権
利

の
発
生
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
認

定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
権

利
に
係
る
要
件
事
実
（
主
要
事

実
）
が
存
在
し
て
い
る
と
認
め

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主

要
事
実
と
は
法
律
効
果
の
発
生

に
直
接
必
要
な
事
実
の
こ
と
を

指
す
。
一
方
、
主
要
事
実
を
経

験
則
に
よ
り
推
認
さ
せ
る
事
実

を
間
接
事
実
、
証
拠
力
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
の
事
実
を
補
助

事
実
と
い
う
。
主
要
事
実
を
認

定
す
る
方
法
は
、
直
接
の
証
拠

に
よ
っ
て
認
定
す
る
方
法
と
間

接
事
実
に
よ
っ
て
推
認
す
る
方

法
と
が
あ
る
。
仮
に
賃
貸
借
契

約
が
存
在
す
る
こ
と
が
主
要
事

実
と
な
る
場
合
は
、
賃
貸
借
契

約
書
が
直
接
の
証
拠
に
該
当
す

る
。
手
付
金
領
収
書
や
、
原
告

被
告
間
で
の
賃
貸
借
契
約
が
あ

る
と
い
う
発
言
を
聞
い
た
と
い

う
人
物
に
よ
る
証
言
な
ど
は
間

接
事
実
・
補
助
事
実
に
該
当
す

る
。
当
事
者
が
立
証
活
動
を
行

っ
て
も
、
裁
判
所
側
に
お
い
て

要
件
事
実
の
存
在
が
真
偽
不
明

と
判
断
さ
れ
、
そ
の
法
律
効
果

の
発
生
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合

も
生
じ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

訴
訟
の
当
事
者
が
受
け
る
不
利

益
を
主
張
責
任
と
い
う
。
民
事

訴
訟
で
は
、
こ
の
主
張
責
任
は

主
要
事
実
に
の
み
存
在
し
、
間

接
事
実
や
補
助
事
実
に
は
及
ば

な
い
と
す
る
の
が
通
説
と
な
っ

て
い
る
。

Ⅳ
�
税
務
実
務
に
お
け
る
要
件
事
実
論

前
述
の
通
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

租
税
法
は
納
税
者
の
経
済
的
行

為
を
課
税
の
対
象
と
し
て
お

り
、
課
税
要
件
に
該
当
す
る
事

実
を
認
定
す
る
た
め
に
は
、
そ

れ
ら
の
経
済
的
行
為
や
事
象
を

的
確
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
経
済
的
取
引
は
一
次
的

に
私
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
そ

の
取
引
に
対
す
る
課
税
は
、
私

法
上
の
法
律
関
係
に
基
づ
い
て

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
取
引
の
当

事
者
間
で
選
択
さ
れ
た
法
形
式

が
そ
の
経
済
的
実
態
と
か
け
離

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
私

法
上
の
法
形
式
に
捉
わ
れ
ず
、

実
態
に
基
づ
い
て
課
税
要
件
事

実
の
存
否
を
判
断
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。

税
務
実
務
や
税
務
調
査
で

は
、
課
税
要
件
事
実
を
主
要
事

実
に
よ
っ
て
認
定
で
き
な
い
場

合
や
、
主
要
事
実
の
存
否
に
つ

い
て
明
ら
か
で
は
な
い
と
い
う

ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
。
推
察

す
る
に
、
税
務
実
務
に
お
い

て
、
間
接
事
実
は
主
要
事
実
を

推
認
す
る
た
め
重
要
な
機
能
を

果
た
し
て
い
る
と
言
え
る
。
間

接
事
実
を
基
に
課
税
要
件
事
実

の
存
否
を
判
断
す
る
際
に
は
、

か
か
る
事
実
を
推
認
さ
れ
得
る

よ
う
多
角
的
な
面
か
ら
間
接
事

実
を
積
み
上
げ
て
い
く
必
要
が

あ
り
、
主
要
事
実
が
あ
っ
た
こ

と
を
う
か
が
わ
せ
る
に
足
る
事

案
の
経
緯
や
補
足
説
明
が
可
能

と
な
る
証
拠
の
収
集
・
把
握
に

取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
帳
簿
な
ど
税
務
関
係
書
類

の
記
録
・
作
成
が
容
易
に
な
っ

て
い
る
今
日
に
お
い
て
こ
そ
、

課
税
要
件
事
実
の
存
否
に
関
す

る
一
つ
一
つ
の
経
済
的
取
引
に

つ
い
て
の
事
実
の
証
拠
の
収
集

・
把
握
の
重
要
性
は
高
ま
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

Ⅴ
�
お
わ
り
に

事
実
認
定
は
、
一
般
的
に
は

裁
判
所
に
お
い
て
裁
判
官
が
行

う
も
の
と
い
う
認
識
が
あ
る

が
、
陪
審
制
を
と
る
国
に
お
い

て
は
す
で
に
市
民
が
証
拠
を
収

集
し
て
事
実
認
定
を
行
っ
て
い

る
と
い
う
事
実
も
あ
る
。

納
税
者
と
課
税
庁
の
争
い
が

生
じ
る
要
因
の
多
く
は
、
単
純

な
法
令
の
解
釈
の
誤
り
若
し
く

は
税
務
書
類
の
作
成
に
あ
た
り

そ
も
そ
も
の
前
提
事
実
の
認
識

が
誤
っ
て
い
る
こ
と
の
2
つ
の

ケ
ー
ス
に
分
か
れ
、
比
較
的
後

者
に
よ
る
も
の
が
多
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
課
税
要
件
事
実
の

存
否
を
直
接
証
拠
に
よ
っ
て
認

定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

に
は
、
い
く
つ
か
の
間
接
事
実

を
積
み
上
げ
て
事
実
認
定
を
行

う
必
要
が
生
じ
る
。
状
況
証
拠

で
し
か
把
握
で
き
な
い
場
合
に

は
、
課
税
要
件
事
実
へ
の
当
て

は
め
は
慎
重
に
行
う
べ
き
で
あ

り
、
こ
れ
ま
で
の
税
務
事
件
で

用
い
ら
れ
た
特
徴
的
な
証
拠
や

事
実
認
定
方
法
の
整
理
は
、
そ

の
判
断
に
役
立
つ
も
の
と
考
え

る
。納

税
者
と
の
継
続
す
る
関
係

の
な
か
で
、
税
理
士
は
、
課
税

要
件
事
実
の
存
否
を
明
ら
か
に

し
て
お
く
た
め
に
、
客
観
的
な

証
拠
の
収
集
・
把
握
は
当
然
の

こ
と
、
そ
の
証
拠
を
基
に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
確
定
し
た
事
実
を
結

び
つ
け
た
『
一
連
の
経
緯
』
と

い
う
形
で
認
識
し
て
お
く
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
課

税
当
局
及
び
納
税
者
双
方
に
お

い
て
の
負
担
を
最
小
限
に
す
る

と
い
う
側
面
か
ら
も
有
益
で
あ

り
、
ひ
い
て
は
、
税
理
士
の
役

割
で
あ
る
適
正
な
納
税
義
務
の

実
現
に
繋
が
る
も
の
と
推
察
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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