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論壇
1
�
税
理
士
の
使
命
と
憲
法
30
条

ど
ん
な
制
度
に
も
不
公
平
や

不
平
等
が
必
ず
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
税
制
度
に
も
し
か
り
。

税
制
に
お
け
る
不
公
平
・
不

平
等
に
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な

い
。
例
え
ば
、
所
得
税
に
お
け

る
「
1
億
円
の
壁
」
が
、
こ
れ

ら
の
現
象
と
し
て
の
典
型
的
な

例
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
税
理
士
法
1
条

は
「
税
理
士
は
、（
…
略
…
）

納
税
義
務
の
適
正
な
実
現
を
図

る
こ
と
を
使
命
と
す
る
。」
と

規
定
す
る
。「
納
税
義
務
」
と

い
う
文
言
は
、
税
理
士
法
以
外

で
は
す
べ
て
の
法
律
の
上
位
規

範
で
あ
る
憲
法
30
条
に
規
定
が

あ
る
。
憲
法
30
条
は
周
知
の
と

お
り
「
国
民
は
、
法
律
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
納
税
の
義

務
を
負
ふ
。」
と
あ
る
。
つ
ま

り
、
税
理
士
の
使
命
は
憲
法
30

条
に
規
定
す
る
納
税
の
義
務
に

基
づ
い
た
適
正
な
実
現
に
あ
る

と
言
え
よ
う
。

し
か
ら
ば
、「
法
律
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
納
税
の
義

務
を
負
ふ
。」
と
は
何
か
。
憲

法
30
条
に
規
定
す
る
「
法
律
」

と
は
主
に
税
法
規
を
指
す
。
し

か
し
、
税
法
規
の
定
め
が
あ
り

さ
え
す
れ
ば
国
民
は
無
制
限
に

納
税
義
務
を
負
う
わ
け
で
は
な

い
。
お
の
ず
と
憲
法
上
の
制
約

が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
憲
法
13

条
（
個
人
の
尊
重
）、
14
条
（
応

能
負
担
原
則
、
平
等
原
則
）、

25
条
（
最
低
生
活
費
非
課
税
）

等
の
制
約
が
あ
る
。
つ
ま
り
、

憲
法
30
条
に
規
定
す
る
「
法

律
」
は
、
こ
れ
ら
の
憲
法
規
定

に
反
し
て
い
な
い
こ
と
が
大
前

提
と
な
る
。

と
も
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は

目
の
前
の
業
務
に
追
わ
れ
、
税

法
の
規
定
に
盲
目
的
に
従
っ
て

業
務
を
遂
行
し
て
し
ま
う
傾
向

に
あ
る
。
し
か
し
、
税
理
士
法

に
定
め
る
使
命
は
、
税
法
規
が

憲
法
の
こ
れ
ら
の
規
定
に
反
し

て
い
な
い
か
常
に
念
頭
に
お
い

て
業
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
要

求
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

2
�
所
得
税
「
基
礎
控
除
」
に
逓
減
消
失

控
除
方
式
の
導
入

平
成
30
年
度
税
制
改
正
で
所

得
税
の
基
礎
控
除
に
つ
い
て
、

合
計
所
得
金
額
が
2
4
0
0
万

円
を
超
え
る
納
税
者
に
つ
い
て

は
控
除
額
が
逓
減
し
、
2
5
0

0
万
円
を
超
え
る
納
税
者
に
つ

い
て
は
控
除
額
が
消
失
す
る
消

失
控
除
の
所
得
控
除
と
な
っ

た
。
こ
の
基
礎
控
除
改
正
に
つ

い
て
、
主
な
学
説
を
紹
介
し
な

が
ら
憲
法
の
視
点
か
ら
検
討
し

て
み
た
い
。

⑴
基
礎
控
除
（
人
的
控
除
）
の

意
義所

得
税
に
お
け
る
人
的
控
除

に
つ
い
て
、
金
子
宏
教
授
は

「
所
得
の
う
ち
本
人
お
よ
び
そ

の
家
族
の
最
低
限
度
の
生
活
を

維
持
す
る
の
に
必
要
な
部
分
は

担
税
力
を
も
た
な
い
、
と
い
う

理
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ

て
、
憲
法
25
条
の
生
存
権
の
保

障
の
租
税
法
に
お
け
る
現
わ
れ

で
あ
る
。」ⅰ
と
述
べ
る
も
の

の
、「
累
進
税
率
の
も
と
で
は

高
所
得
者
ほ
ど
税
負
担
の
軽
減

額
が
大
き
く
な
る
と
い
う
定
額

控
除
方
式
の
問
題
点
を
是
正
し

う
る
と
い
う
点
で
逓
減
消
失
控

除
方
式
が
累
進
所
得
税
制
度
の

趣
旨
・
目
的
に
最
も
よ
く
適
合

し
た
妥
当
な
方
式
で
あ
る
。」ⅱ

と
し
て
い
る
。
金
子
教
授
は
、

最
低
限
度
の
生
活
を
維
持
す
る

の
に
必
要
な
部
分
は
担
税
力
を

持
た
な
い
と
述
べ
な
が
ら
も
、

累
進
所
得
税
制
度
の
趣
旨
・
目

的
に
も
っ
と
も
よ
く
適
合
し
た

妥
当
な
方
式
と
し
て
逓
減
消
失

控
除
を
肯
定
し
て
い
る
の
は
、

税
法
の
基
礎
原
理
と
（
皮
相
的

な
）
税
負
担
の
公
平
と
を
比
較

衡
量
の
う
え
、
後
者
を
優
先
し

た
論
理
と
い
え
る
。

で
は
、
逓
減
消
失
控
除
方
式

（
以
下
、「
こ
の
方
式
」
と
い

う
）
が
妥
当
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
対
象
所
得
金
額
は
ど
の
よ

う
な
根
拠
に
基
づ
い
て
特
定
す

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
逓

減
消
失
が
開
始
す
る
現
行
2
4

0
0
万
円
に
科
学
的
根
拠
は
あ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
科
学
的
根

拠
を
公
表
し
な
い
ま
ま
対
象
所

得
金
額
が
法
定
さ
れ
る
と
す
れ

ば
、
今
後
は
そ
の
対
象
金
額
が

立
法
裁
量
と
い
う
名
の
も
と
で

政
策
的
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
も

否
定
で
き
な
い
。
人
的
控
除
が

「
憲
法
25
条
の
生
存
権
の
保

障
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
も
そ
も
立
法
裁
量
で
解
決
で

き
る
範
囲
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、

こ
の
方
式
は
、
一
見
、
税
負
担

の
公
平
の
原
則
に
基
づ
い
て
い

る
か
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
政

策
的
産
物
に
過
ぎ
な
い
と
言
え

る
の
で
は
な
い
か
。

一
方
、
谷
口
勢
津
夫
教
授

は
、「
納
税
者
本
人
お
よ
び
そ

の
家
族
が
『
健
康
で
文
化
的
な

最
低
限
度
の
生
活
』（
憲
25
条

1
項
）
を
営
む
上
で
必
要
な
支

出
は
、
最
低
生
活
費
と
い
わ
れ

る
。
人
は
生
存
し
て
初
め
て
所

得
を
稼
得
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
国
家
は
『
単
に
生
物
と
し

て
生
き
る
こ
と
し
か
で
き
な
い

状
態
に
あ
る
個
人
』
が
稼
得
し

た
所
得
に
課
税
す
る
こ
と
は
許

さ
れ
ず
、『
人
間
・
人
格
の
尊

厳
が
保
障
さ
れ
た
個
人
』（
憲

13
条
参
照
）
が
稼
得
し
た
所
得

に
し
か
課
税
し
て
は
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、
最
低
生
活
費

は
、
所
得
獲
得
の
前
提
と
な
る

根
源
的
な
い
わ
ば
『
人
間
に
値

す
る
生
存
の
た
め
の
必
要
経

費
』
で
あ
り
、
納
税
者
が
支
出

す
る
か
ど
う
か
を
任
意
に
決
め

ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
し
た

が
っ
て
、
人
的
担
税
力
を
滅
殺

す
る
も
の
と
し
て
、
所
得
課
税

上
取
り
扱
う
こ
と
が
、
憲
法
上

要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

を
最
低
生
活
費
非
課
税
の
原
則

あ
る
い
は
最
低
生
活
費
控
除
の

原
則
と
い
い
、
こ
の
原
則
を
具

体
化
す
る
所
得
控
除
を
、
人
的

控
除
（
納
税
者
の
人
的
事
情
を

考
慮
す
る
た
め
の
所
得
控
除
）

と
い
う
。
こ
の
う
ち
、
納
税
者

の
比
較
的
一
般
的
な
人
的
事
情

を
考
慮
す
る
た
め
の
所
得
控
除

を
、
基
礎
的
人
的
控
除
と
い

う
。」ⅲ
と
し
、
国
家
は
「
最
低

生
活
費
」
に
課
税
で
き
な
い
こ

と
を
強
調
す
る
。
平
成
30
年
度

税
制
改
正
に
つ
い
て
は
「
合
計

所
得
金
額
が
2
4
0
0
万
円
を

超
え
る
納
税
者
に
つ
い
て
は
控

除
額
が
逓
減
し
、
2
5
0
0
万

円
を
超
え
る
納
税
者
に
つ
い
て

は
控
除
額
が
消
失
す
る
消
失
控

除
型
の
所
得
控
除
に
『
変
質
』

し
た
。」
と
し
、「
最
低
生
活
費

非
課
税
の
原
則
に
照
ら
し
て
、

そ
の
当
否
が
租
税
理
論
上
も
憲

法
上
も
再
検
討
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。」ⅳ
と
、
こ
の
方
式
の
導

入
に
つ
い
て
批
判
的
で
あ
る
。

北
野
弘
久
教
授
は
、「
基
礎

控
除
額
等
の
課
税
最
低
限
度
額

は
、
憲
法
25
条
を
受
け
て
、『
健

康
で
文
化
的
な
最
低
生
活
費
』

を
課
税
対
象
か
ら
除
外
す
る
と

い
う
意
味
を
も
つ
。」ⅴ
と
述

べ
、「
国
家
が
、
税
法
に
お
い

て
人
々
の
健
康
に
し
て
文
化
的

な
最
低
生
活
を
お
び
や
か
す
程

度
の
、
低
い
課
税
最
低
限
を
規

定
す
る
こ
と
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ

公
権
力
自
体
が
『
作
為
的
に
』

人
々
の
『
生
存
的
自
由
』
を
お

び
や
か
す
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
れ
は
、
理
論
的
に
は
、
ま
さ

し
く
自
由
権
的
機
能
に
関
す

る
。
も
し
現
行
税
法
の
課
税
最

低
限
が
憲
法
25
条
の
意
図
す
る

最
低
生
活
費
を
下
回
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
人
々
の
『
生
存
的
自

由
』
を
侵
害
す
る
場
合
に
は
、

課
税
最
低
限
に
関
す
る
現
行
法

の
諸
規
定
は
違
憲
無
効
と
な
ろ

う
。」ⅵ
と
、
教
授
は
さ
ら
に
進

ん
で
「
最
低
生
活
費
」
を
侵
害

す
る
諸
規
定
は
違
憲
無
効
と
述

べ
る
。
そ
の
う
え
で
、「
憲
法

25
条
の
最
低
生
活
費
の
法
的
意

味
は
、
具
体
的
に
は
生
活
経
済

学
等
の
学
問
に
よ
っ
て
容
易
に

計
量
化
し
う
る
の
で
あ
る
。
…

（
略
）
…

本
来
、
最
低
生
活

費
額
、
課
税
最
低
限
額
は
『
立

法
段
階
』
に
お
い
て
計
量
的
に

確
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
筋
合
い
の
も
の
で
あ

る
。」ⅶ
と
し
て
、
人
的
控
除
額

の
算
定
は
計
量
的
に
確
定
で
き

る
と
し
て
い
る
。

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
基

礎
控
除
に
つ
い
て
、
同
じ
憲
法

25
条
を
根
拠
と
し
な
が
ら
も
、

金
子
教
授
は
「
生
存
権
の
保

障
」
と
述
べ
る
。「
生
存
権
の

保
障
」
と
は
通
説
で
あ
り
い
わ

ば
憲
法
上
汎
用
的
な
解
釈
で
あ

り
抽
象
的
で
も
あ
る
。
谷
口
教

授
と
北
野
教
授
は
「
最
低
生
活

費
非
課
税
」
と
述
べ
る
。「
最

低
生
活
費
非
課
税
」
は
税
法
に

関
わ
る
解
釈
と
し
て
具
体
的
で

あ
り
明
確
で
あ
る
。

金
子
教
授
は
汎
用
的
・
抽
象

的
な
通
説
を
用
い
て
い
る
が
ゆ

え
に
、「
生
存
権
の
保
障
」
の

内
容
を
い
わ
ば
伸
縮
自
在
に
と

ら
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
延

長
で
基
礎
控
除
に
こ
の
方
式
を

導
入
す
る
こ
と
は
妥
当
、
と
導

い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

⑵
ド
イ
ツ
の
基
礎
控
除
額
（
ゼ

ロ
税
率
）

ド
イ
ツ
で
は
所
得
税
率
構
造

に
「
ゼ
ロ
税
率
」
を
導
入
し
て

い
る
。
あ
る
段
階
の
課
税
所
得

金
額
ま
で
ゼ
ロ
税
率
を
乗
ず
る

た
め
、
そ
の
課
税
所
得
金
額
に

つ
い
て
の
税
額
は
ゼ
ロ
と
な

り
、
わ
が
国
の
基
礎
控
除
に
相

当
す
る
。
こ
の
ゼ
ロ
税
率
の
対

象
課
税
所
得
金
額
に
つ
い
て
こ

こ
10
年
の
推
移
を
見
て
み
よ
う

（
図
参
照
。
1
€≒

1
3
0
円

で
計
算
）。

驚
く
の
は
ゼ
ロ
税
率
対
象
額

（
基
礎
控
除
額
）
が
高
い
水
準

に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
2
0
1

3
年
は
1
0
6
万
円
、
2
0
2

2
年
は
1
3
4
万
円
で
2
0
1

3
年
の
1
・
26
倍
と
な
り
、
し

か
も
毎
年
改
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
ゼ
ロ
税
率
対
象
額
は
、
ド

イ
ツ
連
邦
議
会
の
委
員
会
報
告

に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
て
お

り
、
社
会
保
障
と
同
様
の
客
観

的
需
要
額
と
し
て
の
最
低
生
活

費
に
住
居
費
・
光
熱
費
（
政
府

統
計
に
よ
る
典
型
的
な
金
額
）

が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
額

は
い
わ
ば
日
本
の
生
活
保
護
基

準
額
に
等
し
い
。
こ
れ
は
ド
イ

ツ
憲
法
裁
判
所
1
9
9
2
年
9

月
25
日
決
定
で
、
課
税
最
低
限

と
生
活
扶
助
額
基
準
の
一
致
の

必
要
性
を
認
め
生
活
扶
助
基
準

を
大
幅
に
下
回
っ
て
い
た
ド
イ

ツ
所
得
税
の
課
税
最
低
限
が
違

憲
と
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
北

野
教
授
が
最
低
生
活
費
は
容
易

に
計
量
化
で
き
る
と
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
最
低

生
活
費
額
は
物
価
上
昇
等
を
考

慮
の
う
え
毎
年
計
量
化
さ
れ
て

い
る
。

ち
な
み
に
、
ド
イ
ツ
で
は
夫

婦
単
位
課
税
が
原
則
で
あ
り
二

分
二
乗
方
式
を
採
用
し
て
い
る

の
で
、
自
動
的
に
配
偶
者
分

（
配
偶
者
の
基
礎
控
除
）
も
こ

の
ゼ
ロ
税
率
の
対
象
と
な
る
。

3
�
税
理
士
は
何
を
す
べ
き
か

税
理
士
法
1
条
の
使
命
に
基

づ
き
、
こ
の
方
式
に
つ
い
て
税

理
士
は
何
を
な
す
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。

筆
者
は
何
も
高
額
所
得
者
を

擁
護
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は

な
い
。
2
4
0
0
万
円
超
の
所

得
者
に
お
い
て
も
当
然
に
最
低

生
活
費
は
あ
る
の
で
あ
る
。

（
皮
相
的
な
）
税
負
担
の
公
平

と
い
う
装
い
で
最
低
生
活
費
に

課
税
す
る
こ
の
方
式
は
憲
法
25

条
の
最
低
生
活
費
非
課
税
の
原

則
に
反
し
、
さ
ら
に
、
国
民
は

す
べ
か
ら
ず
最
低
生
活
費
非
課

税
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
一
部
の
納
税
者
に

つ
い
て
は
排
除
し
て
い
る
こ
の

方
式
は
、
憲
法
25
条
お
よ
び
憲

法
14
条
の
平
等
原
則
に
反
す
る

と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
を
放
置
し
て
お
い
て
よ
い
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

日
税
連
は
、（
高
額
所
得
者
擁

護
と
思
わ
れ
る
た
め
や
り
に
く

い
と
は
思
う
が
）
マ
ス
コ
ミ
を

通
じ
広
く
国
民
に
対
し
「
憲
法

25
条
お
よ
び
14
条
違
反
の
逓
減

消
失
控
除
方
式
は
廃
止
す
べ

き
」と
声
を
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
、
筆
者
は
こ
の
方
式

に
対
し
て
司
法
に
よ
る
憲
法
上

の
洗
礼
を
受
け
さ
せ
る
べ
き
と

考
え
て
お
り
、
現
在
仕
込
み
中

で
あ
る
。
ま
た
、
会
員
の
中
に

は
2
4
0
0
万
円
超
の
所
得
金

額
の
方
が
必
ず
存
在
す
る
は
ず

で
あ
る
。
所
得
金
額
2
4
0
0

万
円
超
の
会
員
は
税
理
士
法
1

条
の
使
命
に
基
づ
い
て
訴
訟
提

起
を
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か

（
残
念
な
が
ら
、
筆
者
の
所
得

金
額
は
2
4
0
0
万
円
に
は
遠

く
及
ば
な
い
）。
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「
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〔
第
24
版
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0
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ⅱ

同
上
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頁

ⅲ
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頁
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ⅴ
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ⅵ
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上
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税
理
士
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使
命
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除
」

小池幸造
【中野】

万円
106
110
115
119
122
126
134

1€≒130円

ユーロ
8．130
8．472
8．820
9．168
9．408
9．744
10．347

年度
2013
2015
2017
2019
2020
2021
2022
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