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論壇
1
�
は
じ
め
に

近
年
、
税
理
士
に
対
す
る
損

害
賠
償
請
求
事
件
が
増
加
し
て

い
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
税
理

士
の
業
務
が
損
害
賠
償
責
任
を

追
及
さ
れ
や
す
い
背
景
を
述
べ

た
上
で
、
そ
の
防
止
策
と
し
て

契
約
上
、
損
害
賠
償
責
任
を
限

定
す
る
条
項
の
有
効
性
に
つ
い

て
消
費
者
契
約
法
と
の
関
係
を

中
心
に
検
討
す
る
。
そ
し
て
的

確
な
業
務
を
行
う
た
め
に
依
頼

者
と
十
分
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
と
る
こ
と
、
専
門
家
と

し
て
の
説
明
責
任
を
果
た
す
こ

と
の
重
要
性
を
述
べ
る
。
さ
ら

に
重
大
な
判
断
ミ
ス
防
止
の
た

め
の
課
題
に
つ
い
て
考
察
し
た

い
。

2
�
責
任
追
及
さ
れ
や
す
い
背
景
と
契
約

書
に
責
任
制
限
条
項
を
入
れ
る
慣
例

の
増
加

税
理
士
は
専
門
家
と
し
て
税

法
及
び
周
辺
法
律
を
遵
守
し
、

依
頼
者
の
期
待
に
応
え
る
た
め

に
善
管
注
意
義
務
（
民
法
6
4

4
条
）
の
下
、
慎
重
に
努
力
し

て
い
る
。一
方
、税
法
や
取
引
の

複
雑
さ
に
伴
い
、
委
任
契
約
上

の
債
務
不
履
行
（
同
法
4
1
5

条
）あ
る
い
は
不
法
行
為（
同
法

7
0
9
条
）
に
基
づ
く
損
害
賠

償
責
任
を
追
及
さ
れ
る
ケ
ー
ス

も
増
加
し
て
い
る
。
そ
の
理
由

と
し
て
、
以
前
は
医
療
過
誤
、

弁
護
過
誤
等
の
他
の
専
門
家
の

責
任
が
追
及
さ
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
専
門
家

と
比
し
て
も
「
税
理
士
業
務
は

責
任
追
及
さ
れ
や
す
い
」
と
い

う
面
を
持
つ
た
め
と
考
え
ら
れ

る
。
つ
ま
り
適
用
す
べ
き
税
法

・
通
達
等
を
適
用
し
な
か
っ
た

場
合
、
依
頼
者
の
「
経
済
的
損

失
」（
損
害
額
）の
計
算
が
容
易

に
で
き
、
損
害
と
の
因
果
関
係

が
わ
か
り
や
す
く
税
理
士
の
過

失
を
立
証
し
や
す
い
。
そ
の
た

め
訴
訟
に
な
じ
む
の
で
あ
る
。

多
く
の
税
理
士
が
税
理
士
職
業

賠
償
責
任
保
険
に
加
入
し
て
い

る
が
、
業
務
全
般
が
保
険
の
対

象
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ

の
た
め
依
頼
者
と
の
契
約
書

に
、
業
務
の
範
囲
を
明
確
に
し

た
上
で
、
税
理
士
の
損
害
賠
償

責
任
を
制
限
す
る
と
い
う
条
項

を
記
載
し
損
害
賠
償
リ
ス
ク
に

備
え
る
ケ
ー
ス
も
増
え
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
条
項
は
ど
こ

ま
で
有
効
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

判
断
に
つ
い
て
は
契
約
書
作
成

に
際
し
て
「
消
費
者
契
約
法
」

を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

3
�
消
費
者
契
約
法
の
趣
旨

「
消
費
者
契
約
法
」
は
、
消

費
者
が
事
業
者
と
契
約
時
に
、

両
者
間
の
持
つ
情
報
の
質
・
量

や
交
渉
力
に
格
差
を
踏
ま
え
て

「
消
費
者
の
利
益
を
守
る
た
め

に
」
施
行
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。「
消
費
者
契
約
」
と
は
、「
消

費
者
と
事
業
者
と
の
間
で
締
結

さ
れ
る
契
約
（
同
法
2
条
3

項
）」
で
あ
り
、
消
費
者
＝
依

頼
者
、
事
業
者
＝
税
理
士
の
契

約
に
も
適
用
さ
れ
る
。

4
�
消
費
者
契
約
法
の
対
象

消
費
者
（
依
頼
者
）
に
は
「
個

人
」
と
「
法
人
」
が
あ
る
が
、

消
費
者
契
約
法
の
対
象
と
な
る

範
囲
は
ど
こ
で
あ
ろ
う
か
。

同
法
2
条
1
項
の「
消
費
者
」

と
は
「
個
人
（
事
業
と
し
て
又

は
事
業
の
た
め
に
契
約
の
当
事

者
と
な
る
場
合
に
お
け
る
も
の

を
除
く
）」で
あ
る
。す
な
わ
ち

「
事
業
を
行
っ
て
い
な
い
自
然

人
」
又
は
「
事
業
者
で
あ
っ
て

も
事
業
を
行
っ
て
い
る
と
い
う

立
場
で
は
な
く
行
動
し
て
い
る

自
然
人
」
が
消
費
者
契
約
法
上

の
保
護
す
べ
き
対
象
と
な
る
。

具
体
的
に
は
「
事
業
を
行
っ
て

い
な
い
自
然
人
」
は
「
会
社
員

で
相
続
が
発
生
し
申
告
を
依
頼

し
た
個
人
」
等
が
、「
事
業
者

で
あ
っ
て
も
事
業
を
行
っ
て
い

る
と
い
う
立
場
で
は
な
く
行
動

し
て
い
る
自
然
人
」
は
「
事
業

者
で
あ
っ
て
も
事
業
と
無
関
係

に
相
続
税
の
申
告
を
依
頼
し
た

個
人
」
等
が
該
当
す
る
。

一
方「
法
人
」又
は
「
事
業
を

行
う
局
面
で
の
個
人
事
業
者
」

に
つ
い
て
は
消
費
者
契
約
法
の

対
象
外
で
あ
る
。「
法
人
」
は

「
各
種
会
社
」
等
が
、「
事
業

を
行
う
局
面
で
の
個
人
事
業

者
」
は
「
事
業
所
得
に
つ
い
て

の
所
得
税
や
消
費
税
の
申
告
を

依
頼
し
た
個
人
事
業
者
」
等
が

該
当
す
る
。

5
�
契
約
上
、
損
害
賠
償
責
任
を
制
限
す

る
条
項
は
有
効
か

⑴

「
事
業
を
行
っ
て
い
な
い

自
然
人
」
又
は
「
事
業
者
で

あ
っ
て
も
事
業
を
行
っ
て
い

る
と
い
う
立
場
で
は
な
く
行

動
し
て
い
る
自
然
人
」
と
の

契
約
の
場
合

消
費
者
契
約
法
の
対
象
と
な

る
た
め
「
①
事
業
者
の
債
務
不

履
行
に
よ
り
消
費
者
に
生
じ
た

損
害
を
賠
償
す
る
責
任
の
全
部

を
免
除
す
る
条
項
②
当
該
事
業

者
、
そ
の
代
表
者
ま
た
は
そ
の

使
用
す
る
者
の
故
意
ま
た
は
重

大
な
過
失
に
よ
る
債
務
不
履
行

に
よ
り
消
費
者
に
生
じ
た
損
害

賠
償
責
任
の
一
部
を
免
除
す
る

条
項
③
事
業
者
の
債
務
の
履
行

に
際
し
て
さ
れ
た
不
法
行
為
に

よ
り
消
費
者
に
生
じ
た
損
害
を

賠
償
す
る
民
法
の
規
定
に
よ
る

責
任
の
全
部
を
免
除
す
る
条
項

④
事
業
者
の
債
務
の
履
行
に
際

し
て
さ
れ
た
不
法
行
為
（
当
該

事
業
者
、
そ
の
代
表
者
又
は
そ

の
使
用
す
る
者
の
故
意
又
は
重

大
な
過
失
に
よ
る
も
の
に
限

る
）
に
よ
り
消
費
者
に
生
じ
た

損
害
を
賠
償
す
る
民
法
の
規
定

に
よ
る
責
任
の
一
部
を
免
除
す

る
条
項
」
は
無
効
と
な
る
（
同

法
8
条
1
項
1
〜
4
号
）。（
こ

こ
で
は
、
事
業
者
＝
税
理
士
、

消
費
者
＝
依
頼
者
と
読
み
替
え

る
こ
と
が
で
き
る
。）

具
体
的
に
は
「
債
務
不
履
行

に
よ
り
生
じ
た
損
害
賠
償
責
任

を
全
て
免
除
す
る
」
と
い
う
責

任
の
発
生
そ
の
も
の
を
制
限
す

る
条
項
は
無
効
で
あ
る
。
一
方

「
軽
過
失
に
よ
り
生
じ
た
損
害

賠
償
責
任
に
対
し
受
取
報
酬
額

を
限
度
と
し
て
責
任
を
負
う
」

な
ど
の
軽
過
失
の
場
合
に
上
限

を
設
け
る
条
項
は
無
効
に
な
る

わ
け
で
は
な
い
。

⑵

「
法
人
」
又
は
「
事
業
を

行
う
局
面
で
の
個
人
事
業

者
」
と
の
契
約
の
場
合

消
費
者
契
約
法
の
適
用
外
と

な
る
た
め
、
私
法
自
治
、
契
約

自
由
の
原
則
に
基
づ
き
、
受
任

者
の
責
任
制
限
を
決
め
る
こ
と

が
で
き
、
そ
の
内
容
が
民
法
の

公
序
良
俗
ま
た
は
信
義
誠
実
の

原
則
に
反
し
な
い
限
り
有
効
と

い
え
る
。

例
え
ば
法
人
と
の
契
約
の
場

合
「
故
意
又
は
重
過
失
に
よ
り

生
じ
た
損
害
賠
償
責
任
に
対
し

顧
問
料
1
年
分
を
限
度
と
し
て

責
任
を
負
う
」
と
い
う
故
意
又

は
重
過
失
の
時
ま
で
も
、
損
害

賠
償
金
額
の
上
限
を
設
け
る
条

項
は
契
約
自
由
の
原
則
に
よ
り

有
効
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
条
項
は
無
効
と

考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
信
義
誠
実

の
原
則
に
基
づ
き
個
別
判
断
を

す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
消
費

者
契
約
法
8
条
に
明
示
さ
れ
て

い
る
無
効
条
項
は
、
直
接
の
適

用
は
な
い
も
の
の
判
断
の
目
安

と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
依
頼
者
が
法
人
で
あ
り

契
約
や
取
引
に
慣
れ
て
い
た
と

し
て
も
、
専
門
家
で
あ
る
税
理

士
に
一
方
的
に
有
利
な
条
項

は
、
裁
判
所
の
判
断
に
お
い
て

も
効
力
を
認
め
る
可
能
性
は
低

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

6
�
依
頼
者
と
の
十
分
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
と
専
門
家
と
し
て
の
説
明
責

任
の
重
要
性

契
約
上
で
の
損
害
賠
償
責
任

に
つ
い
て
制
限
す
る
こ
と
の
有

効
性
を
検
討
し
た
が
、
こ
の
よ

う
な
責
任
追
求
さ
れ
る
状
況
に

陥
ら
な
い
た
め
に
は
次
の
2
点

が
重
要
と
考
え
る
。

ま
ず
依
頼
者
の
状
況
を
知
る

た
め
に
十
分
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
で
あ
る
。

的
確
な
業
務
を
行
う
に
は
、
依

頼
者
か
ら
の
情
報
を
鵜
呑
み
に

す
る
こ
と
な
く
客
観
的
資
料
等

で
事
実
の
確
認
を
し
、
状
況
を

網
羅
的
に
整
理
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。
そ
の
過
程
で
検
討
す

べ
き
事
項
の
発
見
や
将
来
の
課

税
に
関
す
る
見
通
し
も
可
能
と

な
る
。
仮
に
依
頼
者
と
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
う
ま
く
と

れ
ず
、
信
頼
関
係
に
疑
義
が
生

じ
業
務
遂
行
上
問
題
が
あ
る
と

判
断
し
た
場
合
に
は
、
契
約
自

体
を
見
直
す
こ
と
も
必
要
と
い

え
る
か
も
し
れ
な
い
。

次
に
税
理
士
の
説
明
責
任
を

丁
寧
に
果
た
す
こ
と
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
委
任
業
務
の
遂

行
に
あ
た
り
、
と
る
べ
き
処
理

の
方
法
が
複
数
存
在
し
、
い
ず

れ
か
の
方
法
を
選
択
す
る
必
要

が
あ
る
と
き
等
は
、
依
頼
者
に

説
明
し
承
諾
を
得
る
こ
と
で
あ

る
。
業
務
内
容
を
記
載
し
た
確

認
書
や
書
面
添
付
制
度
等
を
活

用
し
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
損

害
賠
償
責
任
を
追
及
さ
れ
る
場

面
で
は
、
な
す
べ
き
指
導
・
助

言
を
行
っ
て
い
た
か
が
争
点
に

な
る
こ
と
も
多
い
。
よ
っ
て
依

頼
者
の
理
解
度
に
合
わ
せ
て
わ

か
り
や
す
く
説
明
を
行
う
こ
と

を
専
門
家
と
し
て
心
掛
け
る
必

要
が
あ
る
。
説
明
責
任
は
訴
訟

リ
ス
ク
を
減
ら
す
た
め
に
果
た

す
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
、
税

理
士
が
行
っ
た
業
務
を
依
頼
者

が
理
解
し
、
税
理
士
自
身
に
対

し
て
信
頼
が
生
ま
れ
る
な
ら

ば
、
結
果
と
し
て
訴
訟
リ
ス
ク

も
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

7
�
重
要
な
判
断
ミ
ス
を
防
止
す
る
た
め

の
課
題

損
害
賠
償
責
任
が
追
及
さ
れ

る
場
面
で
は
「
業
務
上
、
平
均

的
な
税
理
士
で
あ
れ
ば
通
常
行

う
べ
き
こ
と
を
行
っ
た
か
」
と

い
う
こ
と
で
は
足
り
な
い
こ
と

が
あ
る
。
つ
ま
り
専
門
家
と
し

て
複
雑
な
税
法
や
通
達
、
判
例

を
隅
か
ら
隅
ま
で
知
っ
て
い
る

と
い
う
最
高
レ
ベ
ル
の
知
識
が

求
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
税
制

改
正
を
把
握
し
、
国
税
庁
の
チ

ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
、
自
己
診
断
チ

ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
ⅰ
、
研
修
等
で

常
に
知
識
等
の
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア

ッ
プ
を
税
理
士
は
行
っ
て
い

る
。し

か
し
人
間
は
全
能
で
は
な

く
、
体
力
等
に
も
限
界
が
あ

る
。そ
こ
でA

rtificial
In
t

e
llig
e
n
ce

（
Ａ
Ｉ
）
を
「
人

間
が
知
能
を
使
っ
て
す
る
こ
と

を
機
械
に
さ
せ
よ
う
と
す
る
立

場
」ⅱ
と
す
る
な
ら
ば
、
複
雑

か
つ
膨
大
な
税
法
・
通
達
・
判

例
等
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
機

械
を
補
助
的
に
活
用
す
る
こ
と

も
将
来
の
課
題
か
も
し
れ
な

い
。
こ
の
場
合
、
税
理
士
の
役

割
は
、
業
務
の
正
確
性
・
効
率

性
を
上
げ
る
た
め
に
、
人
間
の

補
助
と
し
て
の
機
械
の
得
意
分

野
を
育
成
す
る
こ
と
と
、
依
頼

者
の
理
解
力
を
判
断
し
な
が
ら

業
務
の
内
容
に
関
し
て
説
明
責

任
を
果
た
す
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
機
械
と
依
頼
者
を
つ
な
げ

る
役
割
で
あ
る
。

8
�
お
わ
り
に

以
上
、
契
約
上
の
損
害
賠
償

責
任
を
制
限
す
る
条
項
の
有
効

性
に
は
じ
ま
り
、
業
務
上
で
注

意
す
べ
き
こ
と
、
今
後
の
課
題

に
つ
い
て
考
察
し
た
。
近
年
、

税
理
士
に
求
め
ら
れ
る
業
務
上

の
ス
キ
ル
等
が
ま
す
ま
す
複
雑

化
・
高
度
化
し
て
お
り
、
訴
訟

リ
ス
ク
を
全
く
意
識
し
な
い
で

業
務
を
行
う
こ
と
は
で
き
な

い
。
よ
っ
て
業
界
全
体
で
の
取

り
組
み
も
含
め
て
今
後
も
注
目

し
て
い
き
た
い
。
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