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国
税
不
服
審
判
所
の
現
状
につい
て

 

│
─
不
服
申
立
制
度
の
改
正
か
ら
約
一
年
が
経
過
し
て

国
税
不
服
審
判
所
長　

増
田 

稔

公
正
な
第
三
者
的
機
関
と
し
て

昭
和
45
年
に
設
立
さ
れ
47
年
が
経
過

本
日
は
、
昭
和
45
年
5
月
1
日
に
設
置
さ
れ
、

今
年
（
平
成
29
年
）
5
月
で
47
年
が
経
過
し
た

国
税
不
服
審
判
所
の
現
状
や
取
組
み
に
つ
い
て

お
話
し
し
ま
す
。

ま
ず
国
税
不
服
審
判
所
の
成
り
立
ち
か
ら
ご

説
明
し
ま
す
。
国
税
不
服
審
判
所
は
、
昭
和
24

年
の
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
基
づ
き
、
課
税
処
分
に

対
す
る
異
議
処
理
機
構
と
し
て
昭
和
25
年
に
設

置
さ
れ
た
「
協
議
団
」
を
前
身
と
し
た
組
織
で

す
。協

議
団
は
、
納
税
者
の
不
服
に
対
し
て
税
務

署
等
の
執
行
機
関
と
は
別
の
第
三
者
的
、
客
観

的
立
場
で
公
平
に
審
理
に
当
た
る
と
い
う
、
当

時
の
不
服
審
査
制
度
に
は
な
か
っ
た
全
く
新
し

い
考
え
方
を
導
入
し
た
も
の
で
し
た
。
協
議
団

は
昭
和
25
年
か
ら
45
年
ま
で
の
約
20
年
間
に
わ

た
り
、
納
税
者
の
正
当
な
権
利
利
益
の
救
済
を

通
じ
て
、
申
告
納
税
制
度
の
定
着
と
そ
の
発
展

に
大
き
く
貢
献
し
た
と
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
肯
定
的
な
評
価
が
あ
っ
た
一
方
で
、

国
税
局
長
の
下
に
あ
っ
て
自
ら
裁
決
権
を
有
し

な
い
た
め
、
納
税
者
に
納
得
の
い
く
裁
決
が
さ

れ
な
い
、
国
税
庁
長
官
の
通
達
に
拘
束
さ
れ
る

と
い
っ
た
批
判
的
な
意
見
も
あ
り
ま
し
た
。
そ

の
た
め
新
た
な
異
議
審
理
機
構
に
つ
い
て
検
討

が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

昭
和
43
年
、
税
務
当
局
か
ら
の
独
立
や
行
政

の
統
一
性
の
あ
る
運
用
等
の
議
論
を
踏
ま
え
、

国
税
不
服
審
判
所
を
設
け
る
こ
と
を
内
容
と
す

る
税
制
調
査
会
の
答
申
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
ま

し
た
。
そ
れ
を
受
け
、
昭
和
45
年
の
国
税
通
則

法
改
正
に
よ
り
、
同
年
5
月
1
日
に
国
税
庁
の

附
属
機
関
と
し
て
「
国
税
不
服
審
判
所
」
が
設

立
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
昭
和
59
年
の
大
蔵
省
設
置
法
等
の

改
正
に
よ
っ
て
、
国
税
不
服
審
判
所
は
国
税
庁

の
「
特
別
の
機
関
」
と
な
り
ま
し
た
。

国
の
行
政
組
織
の
中
に
は
「
特
別
の
機
関
」

と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
り
、
国
税
不
服

審
判
所
は
検
察
庁
、
海
難
審
判
庁
と
と
も
に
、

司
法
機
能
と
関
係
す
る
機
能
も
し
く
は
準
司
法

機
能
又
は
こ
れ
と
関
係
す
る
機
能
を
有
す
る
た

め
に
高
度
の
独
立
性
を
有
し
て
い
る
機
関
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
国
税
不
服
審
判
所
の
所
掌
事
務
等
に

つ
い
て
規
定
し
た
国
税
通
則
法
78
条
に
お
い
て
、

国
税
不
服
審
判
所
は
「
国
税
に
関
す
る
法
律
に

基
づ
く
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
対
す
る

裁
決
を
行
う
機
関
と
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い

ま
す
。

こ
の
2
つ
の
規
定
が
国
税
不
服
審
判
所
の
組

講演Ⅰ

■
と
き
：
平
成
29
年
10
月
20
日
㈮

（
敬
称
略
）

Ⅰ　
現
状
と
取
組
み
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織
と
役
割
を
定
め
た
、
い
わ
ば
車
の
両
輪
と
も

い
え
る
法
律
と
な
り
ま
す
。

国
税
不
服
審
判
所
は
全
国
を
管
轄
す
る
一
つ

の
組
織
で
す
が
、
審
査
請
求
人
の
利
便
や
審
査

請
求
の
効
率
的
な
処
理
を
行
う
た
め
に
、
全
国

に
12
か
所
の
支
部
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
国
税
局
と
同
じ
地
理
的
管
轄
に
な
り
ま
す
。

ま
た
地
方
に
在
住
す
る
審
査
請
求
人
の
便
宜
の

た
め
に
7
つ
の
支
所
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
原

則
と
し
て
、
各
支
部
・
支
所
で
は
管
轄
区
域
内

に
お
け
る
審
査
請
求
の
調
査
・
審
理
を
行
っ
て

い
ま
す
。
な
お
、
国
税
不
服
審
判
所
の
定
員
は

4
7
1
名
で
あ
り
、
支
部
の
規
模
に
応
じ
た
配

置
を
し
て
い
ま
す
。

国
税
庁
長
官
通
達
に
拘
束
さ
れ
ず
に

裁
決
で
き
る

審
判
所
の
主
な
権
限
は
3
つ
あ
り
ま
す
。

1
点
目
は
「
裁
決
権
を
持
っ
て
い
る
」
こ
と

で
す
。
こ
れ
は
前
身
の
協
議
団
と
の
最
大
の
相

違
点
で
す
。
裁
決
権
を
持
つ
か
ら
こ
そ
、
審
判

所
は
独
立
性
を
持
っ
た
第
三
者
的
機
関
と
し
て
、

原
処
分
庁
が
行
っ
た
処
分
に
つ
い
て
責
任
を
持

っ
て
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

2
点
目
は
「
国
税
庁
長
官
通
達
に
示
さ
れ
た

法
令
解
釈
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
裁
決
が
で

き
る
」
こ
と
で
す
。
た
だ
し
国
税
庁
長
官
と
、

国
税
庁
の
特
別
の
機
関
の
長
で
あ
る
審
判
所
長

が
同
じ
組
織
に
い
な
が
ら
異
な
る
判
断
を
し
た

の
で
は
、
納
税
者
は
ど
ち
ら
の
判
断
を
参
考
と

し
て
よ
い
か
分
か
ら
ず
混
乱
が
生
じ
る
た
め
、

行
政
の
統
一
性
確
保
の
観
点
か
ら
一
定
の
調
整

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
こ
の
調
整
は
国
税
通
則

法
99
条
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
後
ほ
ど
説
明
し

ま
す
。

3
点
目
は
「
裁
決
は
関
係
行
政
庁
を
拘
束
す

る
行
政
部
内
の
最
終
判
断
で
あ
る
」
こ
と
で
す
。

裁
決
が
さ
れ
る
と
、
仮
に
原
処
分
庁
側
が
そ
の

結
論
に
不
満
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
裁
決
の
取

消
し
を
求
め
て
裁
判
所
へ
出
訴
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
な
お
審
査
請
求
人
は
、
裁
決
に
よ

り
不
利
益
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

続
い
て
、
国
税
に
関
す
る
不
服
申
立
制
度
の

概
要
に
つ
い
て
ご
説
明
し
ま
す
（
図
表
1
（
次

頁
））。

多
く
の
不
服
申
立
事
案
は
税
務
署
長
又
は
国

税
局
長
が
行
っ
た
処
分
に
対
す
る
も
の
な
の
で
、

そ
ち
ら
を
念
頭
に
置
い
た
説
明
と
な
り
ま
す
が
、

納
税
者
が
更
正
処
分
や
滞
納
処
分
等
、
国
税
に

関
す
る
法
律
に
基
づ
く
処
分
を
受
け
、
そ
の
処

◎増田 稔（ますだ・みのる）氏
昭和60年東京大学法学部卒業。62年東京地方裁判所判事補
として任官後、平成13年最高裁判所行政局第二課長、15年最
高裁判所調査官、21年名古屋地方裁判所部総括判事、24年
東京地方裁判所部総括判事等の各要職を歴任後、28年4月国
税不服審判所長に就任。
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行
い
（
再
調
査
決
定
）、
納
税
者
に
通
知
し
ま
す
。

納
税
者
は
そ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
に
は
、

国
税
不
服
審
判
所
長
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
再
調
査
決

定
書
の
送
達
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
一
か
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

審
判
所
で
は
審
査
請
求
人
と
原
処
分
庁
双
方
の

主
張
を
十
分
に
聞
い
た
上
で
、
調
査
・
審
理
を

経
て
裁
決
を
行
い
、
裁
決
書
に
お
い
て
そ
の
内

容
を
通
知
し
ま
す
。

裁
決
を
受
け
た
審
査
請
求
人
が
そ
の
裁
決
後

の
原
処
分
の
内
容
に
な
お
不
服
が
あ
る
と
き
に

は
、
地
方
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
そ
の
期
間
は
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と

を
知
っ
た
日
か
ら
六
か
月
以
内
で
す
。

い
ま
申
し
上
げ
た
な
か
で
、
昨
年
4
月
の
国

税
通
則
法
改
正
に
よ
る
新
し
い
不
服
申
立
制
度

の
下
で
仕
組
み
が
改
め
ら
れ
て
い
る
点
も
あ
る

の
で
、
そ
ち
ら
は
後
ほ
ど
ご
説
明
し
ま
す
。

中
立
性・独
立
性
に
配
慮
し
た

多
様
性
の
あ
る
人
員
構
成

裁
決
の
種
類
に
は
次
の
4
つ
が
あ
り
ま
す
。

①
全
部
取
消
し

審
査
請
求
人
が
原
処
分
の
全
部
の
取
消
し
を

求
め
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
請
求
の
全
部
を

分
に
不
服
が
あ
る
場

合
に
は
、
原
処
分
庁

で
あ
る
税
務
署
長
や

国
税
局
長
に
対
す
る

再
調
査
の
請
求
又
は

国
税
不
服
審
判
所
長

に
対
す
る
審
査
請
求

を
選
択
し
て
行
う
こ

と
が
可
能
で
す
。
直

ち
に
審
査
請
求
し
て

も
よ
い
し
、
再
調
査

の
請
求
を
し
て
も
よ

い
と
い
う
こ
と
で
す
。

な
お
、
再
調
査
の

請
求
又
は
審
査
請
求

が
で
き
る
期
間
は
、

処
分
の
通
知
を
受
け

た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
三
か
月
以
内

で
す
。

再
調
査
の
請
求
が

選
択
さ
れ
た
場
合
、

原
処
分
庁
は
再
調
査

の
請
求
の
対
象
と
な

っ
た
処
分
が
正
し
か

っ
た
か
ど
う
か
を
見

直
し
、
そ
の
判
断
を

国税に関する不服申⽴制度の概要図表 １

税務署長、国税局長又は税関長が行った処分

国税不服審判所長に対する審査請求

原処分取消訴訟等（地方裁判所）

登録免許税について登記官が行った処分、
自動車重量税について国土交通大臣等が
行った処分

税務署長などに対する
再調査の請求

再調査決定

裁決

３か月を経過しても
再調査決定がない場合

３か月を経過しても
裁決がない場合

３
か
月
以
内

３
か
月
以
内

３か月
以内

1か月
以内

6か月
以内

選択
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認
め
た
も
の
。

②
一
部
取
消
し

審
査
請
求
人
が
原
処
分
の
全
部
の
取
消
し
を

求
め
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
請
求
の
一
部
を
認

め
た
も
の
、
又
は
審
査
請
求
人
が
原
処
分
の
一

部
の
取
消
し
を
求
め
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

請
求
の
全
部
又
は
一
部
を
認
め
た
も
の
。

③
棄
却

審
査
請
求
人
が
原
処
分
の
取
消
し
又
は
変
更

を
求
め
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
請
求
を
認
め

な
か
っ
た
も
の
。

④
却
下

審
査
請
求
が
正
当
な
理
由
な
く
法
定
の
期
間

経
過
後
に
さ
れ
た
場
合
や
、
国
税
の
法
律
に
基

づ
く
処
分
に
該
当
し
な
い
も
の
を
審
査
請
求
の

対
象
と
し
た
場
合
な
ど
不
適
法
な
審
査
請
求
な

た
め
、
審
判
所
に
お
い
て
審
理
の
対
象
と
し
て

取
り
上
げ
な
か
っ
た
も
の
。

続
い
て
、
審
判
所
が
中
立
的
、
独
立
的
で
あ

る
た
め
に
行
っ
て
い
る
人
事
面
に
お
け
る
取
組

み
を
3
つ
ご
紹
介
し
ま
す
。

ま
ず
1
点
目
と
し
て
、
国
税
不
服
審
判
所
長

は
、
財
務
大
臣
の
承
認
を
得
て
、
国
税
庁
長
官

が
任
命
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
任
命
権

者
は
国
税
庁
長
官
で
す
が
、
国
税
不
服
審
判
所

の
独
立
性
、
第
三
者
性
に
鑑
み
、
大
臣
の
承
認

と
い
う
手
続
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
歴
代

の
審
判
所
長
は
昭
和
45
年
の
国
税
不
服
審
判
所

の
発
足
以
来
、
裁
判
所
か
ら
裁
判
官
が
出
向
し

て
い
ま
す
。
裁
決
権
を
国
税
庁
長
官
か
ら
切
り

離
し
、
そ
れ
を
司
法
機
関
（
裁
判
所
）
か
ら
の
出

向
者
で
あ
る
審
判
所
長
に
委
ね
る
と
い
う
制
度

的
な
工
夫
が
任
用
面
に
お
い
て
さ
れ
て
い
ま
す
。

2
点
目
は
、
支
部
の
首
席
国
税
審
判
官
や
国

税
審
判
官
へ
の
裁
判
所
あ
る
い
は
検
察
庁
か
ら

の
出
向
者
の
任
用
で
す
。
現
在
、
東
京
支
部
の

所
長
に
は
検
察
官
が
、
大
阪
支
部
の
所
長
に
は

裁
判
官
が
出
向
し
て
い
る
ほ
か
、
都
市
支
部
の

国
税
審
判
官
に
裁
判
官
や
検
察
官
を
任
用
し
て

い
ま
す
。
国
税
の
運
営
、
慣
習
に
と
ら
わ
れ
な

い
法
曹
界
か
ら
の
出
向
者
を
当
て
る
と
い
う
人

事
面
の
工
夫
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

3
点
目
は
、
民
間
専
門
家
の
登
用
で
す
。
国

税
審
判
官
の
資
格
要
件
は
法
令
で
定
め
ら
れ
て

お
り
、
一
定
の
条
件
を
満
た
す
国
家
公
務
員
の

ほ
か
、
弁
護
士
、
税
理
士
、
公
認
会
計
士
、
大

学
の
教
授
も
し
く
は
准
教
授
、
裁
判
官
又
は
検

察
官
の
職
に
あ
っ
た
者
で
、
国
税
に
関
す
る
学

識
経
験
を
有
す
る
者
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
国
税

審
判
官
は
非
常
に
重
要
な
ポ
ス
ト
で
あ
る
た
め
、

税
に
関
す
る
知
識
経
験
を
持
っ
て
い
る
人
材
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。

審
判
所
で
は
平
成
19
年
か
ら
税
理
士
や
弁
護

士
等
の
民
間
専
門
家
の
登
用
を
始
め
ま
し
た
。

平
成
23
年
度
税
制
改
正
大
綱
に
お
い
て
、
審
査

請
求
事
件
を
担
当
す
る
国
税
審
判
官
の
半
数
程

度
を
登
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、

現
在
で
は
、
全
国
の
国
税
審
判
官
約
1
0
0
名

の
う
ち
、
そ
の
半
数
程
度
に
当
た
る
50
名
が
民

間
専
門
家
か
ら
登
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
取

組
み
は
、
審
査
請
求
事
件
に
多
方
面
か
ら
の
検

討
が
加
わ
る
こ
と
で
、
議
論
が
活
性
化
し
た
と

高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
審
判
所
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
出

身
母
体
の
方
が
採
用
さ
れ
、
多
様
性
の
あ
る
人

員
構
成
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
特
色
で
す
。

納
税
者
の
正
当
な
権
利
利
益
の
救
済
を
図
り

税
務
行
政
の
適
正
な
運
営
の
確
保
に
資
す
る

国
税
不
服
審
判
所
の
使
命
は
次
の
と
お
り
で

す
。

【
国
税
不
服
審
判
所
の
使
命
】

税
務
行
政
部
内
に
お
け
る
公
正
な
第
三
者

的
機
関
と
し
て
、
適
正
か
つ
迅
速
な
事
件
処

理
を
通
じ
て
納
税
者
の
正
当
な
権
利
利
益
の

救
済
を
図
る
と
と
も
に
、
税
務
行
政
の
適
正

な
運
営
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
。

こ
の
使
命
を
果
た
す
べ
く
、
私
自
身
、
全
国
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の
職
員
と
共
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

使
命
を
実
現
す
る
た
め
の
仕
組
み
に
つ
い
て
は

後
ほ
ど
個
別
に
説
明
し
ま
す
が
、
そ
の
前
に
審

判
所
の
独
立
性
と
、
審
査
請
求
事
件
の
一
般
的

な
審
理
の
流
れ
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

審
判
所
の
独
立
性
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
担
保

さ
れ
て
お
り
、
1
つ
目
は
「
審
判
所
自
体
の
国

税
庁
か
ら
の
独
立
」
で
す
。
先
ほ
ど
も
申
し
上

げ
ま
し
た
が
、
審
判
所
長
が
裁
決
権
を
持
っ
て

い
る
点
や
、
国
税
庁
長
官
の
法
令
解
釈
に
と
ら

わ
れ
ず
に
判
断
が
で
き
る
点
は
他
の
行
政
不
服

審
査
に
は
な
い
仕
組
み
で
す
。
審
判
所
長
が
財

務
大
臣
の
承
認
を
得
て
任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

裁
判
所
、
検
察
庁
か
ら
の
出
向
者
や
民
間
専
門

家
を
国
税
審
判
官
と
し
て
登
用
し
て
い
る
こ
と

も
、
審
判
所
の
独
立
性
を
人
材
面
か
ら
後
押
し

し
て
い
ま
す
。

2
つ
目
は
「
合
議
体
の
所
長
か
ら
の
独
立
」

で
す
。
審
査
請
求
は
審
判
所
長
宛
て
に
行
わ
れ
、

こ
れ
に
対
し
て
審
判
所
長
が
裁
決
を
し
ま
す
が
、

調
査
・
審
理
と
議
決
ま
で
は
合
議
体
に
委
ね
ら

れ
ま
す
。
法
令
に
お
い
て
も
、
調
査
・
審
理
、

議
決
を
す
る
主
体
の
合
議
体
と
、
裁
決
を
す
る

主
体
の
審
判
所
長
が
、
き
ち
ん
と
分
離
さ
れ
て

い
ま
す
。
た
だ
し
審
判
所
長
の
判
断
は
、
行
政

に
お
け
る
最
終
的
な
判
断
と
い
う
観
点
か
ら
統

一
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
議
決

後
に
一
定
の
調
整
が

入
る
余
地
は
あ
り
ま

す
。3

つ
目
は
「
国
税

審
判
官
は
互
い
に
独

立
」
し
て
い
る
こ
と

で
す
。
合
議
体
は
通

常
3
名
の
審
判
官
等

で
構
成
さ
れ
、
自
由

な
議
論
を
通
じ
て
、

真
実
に
近
づ
く
こ
と

が
期
待
さ
れ
て
い
ま

す
。
合
議
体
の
議
決

は
過
半
数
の
意
見
に

よ
り
決
す
る
こ
と
と

さ
れ
、
合
議
体
を
構

成
す
る
審
判
官
等
に

は
独
立
し
た
権
能
が

与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

続
い
て
、
審
査
請

求
の
一
般
的
な
審
理

の
流
れ
に
つ
い
て
ご

説
明
し
ま
す
。
図
表
2

は
そ
の
流
れ
を
示
し

た
も
の
で
す
。
審
査

請
求
人
か
ら
審
査
請

求
書
の
提
出
を
受
け

⼀般的な審理の流れ図表 2

国税不服審判所

収受・形式審査

裁決

議決

担当審判官等
の指定

実質審理
（調査・審理、合議）

審査請求人

審査請求書

反論書

意⾒書

裁決書謄本

答弁書

証拠書類等

原処分庁

審査請求書

反論書

意⾒書

裁決書謄本

答弁書

閲覧・写しの交付請求
⼝頭意⾒陳述の申⽴て

質問・調査

答弁書要求

質問・調査

閲覧・写しの交付請求

提出

提出

提出

提出

送付

送付

送付

送付

任意提出 任意提出 証拠書類等
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た
後
、
審
判
所
で
は
そ
れ
が
法
律
の
規
定
に
従

っ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
た
め
、
形
式
的
な
審

査
を
行
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
審
査
請
求
期
間

を
過
ぎ
て
さ
れ
た
審
査
請
求
等
、
不
適
法
な
審

査
請
求
で
あ
る
場
合
に
は
、
審
理
の
対
象
と
し

て
取
り
上
げ
ず
に
却
下
の
裁
決
を
し
ま
す
。

審
査
の
結
果
、
適
法
な
審
査
請
求
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
は
、
審
判
所
長
は
原
処
分
庁
に
対

し
て
答
弁
書
の
提
出
を
求
め
る
と
と
も
に
、
そ

の
審
査
請
求
を
担
当
す
る
審
判
官
及
び
参
加
審

判
官
2
名
以
上
を
指
定
し
ま
す
。
そ
の
後
、
原

処
分
庁
か
ら
答
弁
書
が
提
出
さ
れ
る
と
そ
の
副

本
を
審
査
請
求
人
に
送
付
し
ま
す
。
答
弁
書
に

は
審
査
請
求
人
が
審
査
請
求
書
に
記
載
し
た
審

査
請
求
の
趣
旨
や
理
由
に
対
す
る
原
処
分
庁
側

の
主
張
が
記
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、
審
査
請
求

人
は
原
処
分
庁
の
主
張
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。も

し
答
弁
書
に
対
し
て
反
論
が
あ
る
場
合
に

は
、
審
査
請
求
人
は
反
論
書
を
提
出
で
き
ま
す
。

ま
た
、
原
処
分
庁
も
審
査
請
求
人
も
、
主
張
書

面
の
ほ
か
任
意
に
証
拠
書
類
等
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
、
審
査
請
求
人
は
希

望
を
す
れ
ば
口
頭
で
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で

き
（
口
頭
意
見
陳
述
）、
そ
の
場
で
は
、
担
当

審
判
官
の
許
可
を
得
て
原
処
分
庁
に
対
し
て
質

問
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

こ
の
ほ
か
審
判
所
が
持
っ
て
い
る
証
拠
書
類

等
の
閲
覧
や
、
そ
の
写
し
の
交
付
請
求
を
行
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。
担
当
審
判
官
は
こ
れ
ら
の

手
続
を
通
し
て
明
ら
か
と
な
っ
た
審
査
請
求
人

と
原
処
分
庁
双
方
の
主
張
を
整
理
し
、
必
要
に

応
じ
て
争
い
の
あ
る
事
項
（
争
点
）
に
関
し
て

原
処
分
庁
や
審
査
請
求
人
等
へ
質
問
・
調
査
を

行
い
ま
す
。

こ
う
し
た
流
れ
に
よ
り
担
当
審
判
官
は
審
査

請
求
の
調
査
・
審
理
を
進
め
、
そ
れ
が
終
了
す

る
と
当
事
者
双
方
に
審
理
手
続
終
結
の
通
知
を

し
ま
す
。
そ
の
後
、
3
名
以
上
の
審
判
官
等
で

構
成
さ
れ
る
合
議
体
の
議
決
を
経
て
裁
決
が
さ

れ
、
裁
決
書
謄
本
が
審
査
請
求
人
と
原
処
分
庁

双
方
に
送
達
さ
れ
ま
す
。

審
判
所
の
使
命
を
実
現
す
る
た
め
の

3
つ
の
仕
組
み〈
公
正
性・中
立
性
〉

国
税
不
服
審
判
所
の
使
命
を
実
現
す
る
た
め

の
仕
組
み
を
個
別
に
見
て
い
き
ま
す
。

1
．
3
名
以
上
の
国
税
審
判
官
等
で
構
成

す
る
合
議
体
の
議
決
に
基
づ
き
裁
決
〈
公

正
性
〉

審
判
所
の
裁
決
は
担
当
審
判
官
及
び
2
名
以

上
の
参
加
審
判
官
に
よ
る
合
議
体
の
議
決
に
基

づ
き
行
わ
れ
ま
す
（
国
税
通
則
法
98
条
4
項
）。

な
お
国
税
審
判
官
等
の
「
等
」
に
は
、
国
税
審

判
官
に
準
ず
る
立
場
の
職
で
あ
り
合
議
体
を
構

成
で
き
る
国
税
副
審
判
官
が
含
ま
れ
ま
す
。

合
議
に
あ
た
っ
て
は
、
国
税
審
判
官
等
が
そ

れ
ぞ
れ
独
立
し
た
立
場
で
十
分
に
意
見
を
出
し

合
い
、
事
実
関
係
の
的
確
な
認
定
、
誤
り
の
な

い
法
令
の
解
釈
適
用
に
留
意
し
な
が
ら
審
議
を

尽
く
し
た
上
で
議
決
を
行
い
ま
す
。

合
議
体
の
議
決
に
基
づ
き
審
判
所
長
が
裁
決

を
行
い
ま
す
が
、
こ
の
手
続
が
審
理
の
公
正
さ
、

裁
決
の
適
正
さ
の
確
保
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と

い
え
ま
す
。

条
文
の
「
合
議
体
の
議
決
に
基
づ
き
」
と
い

う
記
載
で
す
が
、
他
に
考
え
ら
れ
る
表
現
と
し

て
は
、「
議
決
を
経
て
裁
決
」
あ
る
い
は
「
議

決
に
よ
り
裁
決
」
な
ど
も
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
3

つ
を
比
較
し
て
拘
束
力
が
最
も
強
い
の
は
「
議

決
に
よ
り
裁
決
」
で
あ
り
、最
も
弱
い
の
が
「
議

決
を
経
て
裁
決
」
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。「
議

決
に
基
づ
く
裁
決
」
は
、
こ
の
中
間
に
位
置
付

け
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

2
．
職
権
に
よ
る
調
査
の
実
施
〈
公
正
性
〉

訴
訟
手
続
の
進
行
に
お
い
て
、
相
対
立
す
る

概
念
と
し
て
「
職
権
主
義
」
と
「
当
事
者
主
義
」

が
あ
り
ま
す
。
職
権
主
義
と
は
、
真
実
発
見
の
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識
・
経
験
を
生
か
し
て
、
審
判
所
自
ら
が
調
査

を
行
っ
て
審
理
を
進
め
て
い
く
ほ
う
が
、
そ
の

機
能
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

た
だ
し
実
際
の
手
続
で
は
当
事
者
主
義
的
な

面
も
重
視
し
て
お
り
、
例
え
ば
口
頭
意
見
陳
述

は
審
査
請
求
人
と
原
処
分
庁
が
対
峙
し
て
行
わ

れ
る
対
審
的
な
構
造
と
な
っ
て
い
ま
す
。

3
．
争
点
に
主
眼
を
置
い
た
調
査
・
審
理

の
実
施
〈
中
立
性
〉

審
判
所
は
、
納
税
者
の
権
利
救
済
機
関
で
あ

る
た
め
、
審
査
請
求
人
が
自
己
の
正
当
な
権
利

利
益
を
安
心
し
て
主
張
で
き
る
よ
う
配
慮
す
る

こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
中
立

性
が
強
く
求
め
ら
れ
、
審
判
所
が
調
査
・
審
理

を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
審
査
請
求
人
と
原
処

分
庁
双
方
か
ら
事
実
関
係
や
主
張
を
聞
き
、
明

ら
か
と
な
っ
た
対
立
点
に
主
眼
を
置
い
て
行
い

ま
す
（
争
点
主
義
的
運
営
）。
あ
る
事
実
に
つ

い
て
は
審
査
請
求
人
自
身
が
一
番
よ
く
ご
存
知

で
し
ょ
う
し
、
原
処
分
の
範
囲
に
お
い
て
必
要

な
事
実
は
原
処
分
庁
が
把
握
し
て
い
る
と
い
え

ま
す
。
そ
う
い
う
観
点
か
ら
、
ま
ず
は
当
事
者

そ
れ
ぞ
れ
に
主
張
・
立
証
を
委
ね
る
こ
と
が
効

率
的
で
あ
り
、
基
本
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
そ

の
一
方
で
、
審
判
所
が
事
実
を
認
定
す
る
に
当

た
め
に
審
判
体
が
積
極
的
か
つ
主
導
的
に
手
続

を
進
め
て
い
く
考
え
方
で
す
。
一
方
、
当
事
者

主
義
と
は
、
事
実
の
解
明
や
証
拠
の
提
出
に
関

す
る
主
導
権
は
当
事
者
双
方
に
委
ね
、
審
判
体

は
受
け
身
の
立
場
と
し
て
当
事
者
双
方
の
主
張

を
秤
に
掛
け
、
そ
の
当
否
を
検
討
す
る
と
い
う

考
え
方
で
す
。

国
税
不
服
審
判
所
で
は
、
専
門
家
に
よ
る
簡

易
迅
速
な
権
利
救
済
手
続
の
た
め
、
職
権
主
義

が
採
ら
れ
て
い
ま
す
。
審
査
請
求
人
の
中
に
は

税
の
知
識
に
詳
し
く
な
く
、
法
律
の
分
野
に
不

慣
れ
な
方
も
み
え
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、

審
査
請
求
人
の
主
張
と
原
処
分
庁
の
主
張
と
を

そ
の
ま
ま
対
峙
さ
せ
る
こ
と
は
、
権
利
救
済
機

関
の
趣
旨
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
で
す
。
実
際
は
、

審
査
請
求
人
の
意
図
す
る
主
張
は
整
理
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
が
多
い
た
め
、
そ
の
よ
う
な
状
況

を
鑑
み
て
正
当
な
権
利
利
益
が
侵
害
さ
れ
て
い

る
の
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
と
い
う
後
見
的
な

役
割
が
審
判
所
に
は
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え

ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
職
権
主
義
が
適
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
た
審
判
所
は
、
国
税
の
実
務
経
験
者
や
民

間
専
門
家
等
、
専
門
性
の
高
い
職
員
が
揃
っ
た

組
織
で
す
の
で
、
当
事
者
双
方
の
主
張
・
立
証

だ
け
に
基
づ
き
、
そ
の
範
囲
に
限
定
し
た
審
理

を
行
う
よ
り
も
、
行
政
と
民
間
の
専
門
家
の
知

た
っ
て
は
両
当
事
者
の
主
張
・
立
証
に
は
制
限

さ
れ
ま
せ
ん
。

審
判
所
は
必
要
に
応
じ
て
調
査
を
行
い
ま
す

が
、
そ
の
範
囲
は
、
争
点
と
争
点
に
関
連
し
た

事
項
の
範
囲
に
と
ど
め
、
争
点
外
の
事
項
に
つ

い
て
は
原
則
と
し
て
新
た
な
調
査
を
行
わ
な
い

と
い
う
運
営
を
し
て
い
ま
す
。

調
査
の
結
果
に
よ
っ
て
は
、
原
処
分
庁
に
有

利
に
働
く
こ
と
も
あ
れ
ば
審
査
請
求
人
に
有
利

に
働
く
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
す
が
、
裁
決
に
よ

り
原
処
分
が
審
査
請
求
人
に
不
利
益
に
変
更
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
制
度
と
し
て

保
障
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
国
税
不
服
審
判
所
の
特
殊
性
を
よ
り

理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
図
表
3
に
審
査

請
求
制
度
と
裁
判
制
度
の
違
い
を
概
括
的
に
比

較
し
て
示
し
て
い
ま
す
の
で
ご
覧
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

「
行
政
の
統
一性
」を

確
保
す
る
た
め
の
仕
組
み

続
い
て
、「
行
政
の
統
一
性
確
保
の
た
め
の

仕
組
み
」
に
つ
い
て
説
明
い
た
し
ま
す
。
先
ほ

ど
、
審
判
所
長
が
裁
決
を
す
る
に
当
た
り
、
国

税
庁
長
官
の
法
令
解
釈
通
達
に
拘
束
さ
れ
な
い

け
れ
ど
も
一
定
の
調
整
が
必
要
と
述
べ
ま
し
た
。



TKC　2018・1（TKCタックスフォーラム2017）11

TKCタックスフォーラム2017　講演Ⅰ

は
あ
ら
か
じ
め
国
税
庁
長
官
に
意
見
を
通
知
し

ま
す
。

審
判
所
長
の
意
見
が
審
査
請
求
人
の
主
張
を

認
容
し
、
か
つ
国
税
庁
長
官
が
そ
の
審
判
所
長

の
意
見
を
相
当
と
認
め
る
場
合
に
は
、
審
判
所

長
の
意
見
に
従
っ
て
裁
決
を
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
が
、
そ
の
余
の
場
合

に
は
、
国
税
審
議
会
に
審

判
所
長
と
国
税
庁
長
官
が

共
同
し
て
諮
問
を
し
、
審

判
所
長
は
国
税
審
議
会
の

議
決
に
基
づ
い
て
裁
決
を

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

昭
和
45
年
の
審
判
所
設

立
以
来
、
意
見
の
申
し
出

は
9
件
あ
り
ま
し
た
。
そ

の
う
ち
8
件
が
「
重
要
な

先
例
」、
1
件
が
「
国
税

庁
長
官
の
通
達
と
異
な
る

解
釈
」
で
す
。
こ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
審
判
所
長
の
意

見
が
審
査
請
求
人
の
主
張

を
認
容
し
、
か
つ
国
税
庁

長
官
が
そ
の
意
見
を
相
当

と
認
め
た
た
め
、
国
税
審

議
会
に
諮
問
を
す
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

国
税
庁
長
官
と
審
判
所
長
と
で
判
断
が
異
な

り
結
論
が
二
つ
あ
る
と
、
税
務
行
政
に
混
乱
を

き
た
す
た
め
、
審
判
所
長
が
「
長
官
通
達
と
異

な
る
解
釈
に
よ
っ
て
裁
決
を
す
る
と
き
」
又
は

「
法
令
の
解
釈
の
重
要
な
先
例
と
な
る
と
認
め

ら
れ
る
裁
決
を
す
る
と
き
」
に
は
、
審
判
所
長

し
た
が
っ
て
国
税
審
議
会
が
具
体
的
な
案
件
で

開
催
さ
れ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

な
お
、
国
税
通
則
法
99
条
は
、
平
成
26
年
度

の
税
制
改
正
の
際
に
、
一
部
の
文
言
が
修
正
さ
れ

て
い
ま
す
。
改
正
前
は
国
税
庁
長
官
に
意
見
を

申
し
出
る
あ
る
い
は
国
税
審
議
会
の
議
決
に
基

づ
い
て
国
税
庁
長
官
の
指
示
を
受
け
て
裁
決
を

す
る
と
い
う
文
言
と
な
っ
て
お
り
、
審
判
所
の

独
立
性
が
不
明
確
に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
も
あ

り
ま
し
た
。
改
正
に
よ
っ
て
審
判
所
の
独
立
性

が
よ
り
明
確
に
な
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

審
判
の
透
明
性
を
高
め
る

数
々
の
取
組
み

　

審
判
所
が
発
足
し
て
以
降
の
変
化
の
足
取
り

を
、
「
国
税
不
服
審
判
所
を
取
り
巻
く
動
向
」

と
し
て
、
図
表
4
（
次
頁
）
に
示
し
て
い
ま
す
。

審
判
所
で
は
、「
審
判
の
透
明
性
の
確
保
」

を
図
る
た
め
の
取
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。
審

判
所
の
手
続
は
非
公
開
か
つ
書
面
主
義
で
進
め

ら
れ
ま
す
の
で
、
進
行
状
況
が
分
か
ら
な
い
と

い
う
批
判
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
平
成
23
年

4
月
、
審
判
所
は
審
査
請
求
に
関
す
る
具
体
的

な
情
報
を
分
か
り
や
す
く
適
切
に
提
供
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
審
判
の
透
明
性
を
高
め
、
よ
り
国

民
の
理
解
し
や
す
い
審
判
を
実
現
し
、
審
判
所

国税不服審判所（審査請求）と裁判制度の違い図表 3

審査請求 ⺠事訴訟（税務訴訟）

審理の公開
全て非公開
（但し、⼀部の裁決について匿名化
してＨＰで公表）

対審及び判決は、公開

証拠開示 審理関係⼈は、閲覧謄写請求可 提出された証拠は自動的に相手方
に送付される

判断権者 「国税不服審判所⻑」
（裁決に合議体の名前の記載なし）

「裁判所」
（判決に担当裁判官の名前が記載）

審理 職権探知主義
（審判官の職権調査権限あり）

弁論主義
（裁判官の職権調査権限なし）

手数料 不要 要

原処分庁の
上訴の制限 上訴不可 制限なし
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へ
の
信
頼
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
次
の
3
つ
の
施
策
を
実
施
し
ま
し
た
。

1
つ
目
は
「
審
理
の
状
況
・
予
定
表
の
交

付
」
で
す
。
こ
れ
は
、
担
当
審
判
官
が
審
査

請
求
人
と
連
絡
又
は
面
談
の
後
、
審
理
の
状

況
に
応
じ
て
適
時
に
審
査
請
求
の
進
行
状
況

等
を
お
知
ら
せ
す
る
た
め
に
行
う
も
の
で
す
。

答
弁
書
等
の
書
類
の
提
出
状
況
や
そ
の
時
点

で
の
争
点
、
調
査
・
審
理
の
状
況
、
今
後
の

予
定
等
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

2
つ
目
は
「
争
点
の
確
認
表
の
交
付
」
で

す
。
こ
れ
は
、
担
当
審
判
官
が
当
事
者
双
方

の
主
張
を
的
確
に
把
握
し
整
理
で
き
て
い
る

か
否
か
、
又
は
当
事
者
双
方
が
争
点
を
共
通

し
て
認
識
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
た
め
に

当
事
者
双
方
に
送
付
す
る
も
の
で
、
こ
の
争

点
の
確
認
表
に
は
、
争
点
、
争
点
に
対
す
る

当
事
者
双
方
の
主
張
等
が
整
理
し
て
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。

3
つ
目
は「
同
席
主
張
説
明
の
実
施
」

で
す
。
こ
れ
は
、
担
当
審
判
官
が
当
事

者
双
方
同
席
の
場
で
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張

に
つ
い
て
説
明
を
受
け
て
争
点
を
明
確

に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
審
判
所
、
審
査

請
求
人
、
原
処
分
庁
の
三
者
間
で
事
件

に
関
す
る
理
解
を
共
通
に
し
て
、
円
滑

な
審
理
に
役
立
て
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
行
う
も
の
で
す
。
実
施
の
対
象
と
な
る
審
査

請
求
は
、
複
雑
困
難
な
事
件
で
、
書
面
を
読
む

だ
け
で
は
当
事
者
の
主
張
の
理
解
が
容
易
で
な

い
場
合
や
、
争
点
が
多
数
あ
っ
て
、
争
点
相
互

間
の
関
係
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
事
件
等
に

な
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
ほ
か
に
も
、
手
続
を
理
解
し
て
い

た
だ
く
た
め
に
、
審
査
請
求
書
の
提
出
時
に
各

種
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
『
審
査
請
求
よ
く
あ
る
質

問
─Q
&
A
─』
を
審
査
請
求
人
に
渡
し
て
説
明

を
行
う
こ
と
、
あ
る
い
は
審
査
請
求
の
担
当
者

が
決
定
し
た
後
、
担
当
者
連
絡
表
を
審
査
請
求

人
に
送
付
し
、
初
回
の
請
求
人
面
談
等
を
行
う

際
に
担
当
者
を
紹
介
す
る
等
と
い
っ
た
取
組
み

も
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
平
成
23
年
4
月
に

審
判
の
透
明
性
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
に
始
め

ら
れ
、
今
で
は
す
っ
か
り
定
着
し
て
い
ま
す
。

国税不服審判所を取り巻く動向図表4

冊子『審査請求よくある質問─Q&A─』

国税不服審判所設⽴

平成19年
　▶国税審判官の外部登用開始

平成23年
　▶審判の透明性を確保する施策の導入

平成25年
　▶事件担当審判官の半数程度が外部登用者になる

平成32年
　▶国税不服審判所設⽴50年

平成33年
　▶⾏政不服審査法の⾒直し

平成28年
　▶改正国税通則法が施行

現在
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利
便
性・公
正
性
向
上
の
た
め
に

平
成
28
年
に
国
税
通
則
法
改
正

続
い
て
行
政
不
服
審
査
制
度
の
抜
本
改
正
に

つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
行
政
不
服
審
査
の
一
般

法
で
あ
る
行
政
不
服
審
査
法
は
昭
和
37
年
に
制

定
さ
れ
た
後
、
50
年
間
大
き
な
改
正
が
さ
れ
て

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
間
、
国
民
の
権
利
意

識
の
変
化
あ
る
い
は
行
政
手
続
法
の
制
定
、
行

政
事
件
訴
訟
法
の
改
正
な
ど
、
行
政
不
服
審
査

制
度
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く
変
化
し
ま
し

た
。そ

う
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
行
政
不
服
審
査

制
度
の
抜
本
的
な
見
直
し
が
行
わ
れ
、
平
成
26

年
6
月
に
改
正
行
政
不
服
審
査
法
が
成
立
し
ま

し
た
。
改
正
は
「
使
い
や
す
さ
の
向
上
（
利
便

性
の
向
上
）」
と
、「
公
正
性
の
向
上
（
審
理
の

見
え
る
化
）」
の
2
つ
の
観
点
か
ら
行
わ
れ
、

平
成
28
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
お
り
、

同
様
の
観
点
か
ら
国
税
通
則
法
も
改
正
が
さ
れ

て
い
ま
す
。

 

「
使
い
や
す
さ
の
向
上
（
利
便
性
の
向
上
）
の

観
点
」
の
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
次
の
4
つ
で

す
。

①
不
服
申
立
前
置
の
見
直
し

全
て
の
処
分
に
つ
い
て
直
接
審
査
請
求
が
可

能
に
な
り
ま
し
た
。

②
不
服
申
立
期
間
の
延
長

従
前
は
二
か
月
以
内
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が

三
か
月
以
内
に
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

③
標
準
審
理
期
間
の
設
定

一
年
と
定
め
て
い
ま
す
。

④
審
理
手
続
の
計
画
的
進
行
の
導
入

審
理
関
係
人
（
審
査
請
求
人
、
参
加
人
及
び

原
処
分
庁
）
と
担
当
審
判
官
は
簡
易
迅
速
か
つ

公
正
な
審
理
の
実
現
の
た
め
に
、
審
理
に
お
い

て
相
互
に
協
力
す
る
と
と
も
に
審
理
手
続
の
計

画
的
な
進
行
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ

れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
4
点
の
う
ち
前
の
2
点
に
つ
い
て
、

さ
ら
に
詳
し
く
説
明
し
ま
す
。

ま
ず
不
服
申
立
前
置
の
見
直
し
に
つ
い
て
、

改
正
前
は
原
則
と
し
て
異
議
決
定
を
受
け
て
か

ら
審
査
請
求
を
行
う
と
い
う
よ
う
に
、
2
段
階

の
不
服
申
立
て
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
が
改
正
後
は
審
査
請
求
を
直
ち
に
す
る
か

あ
る
い
は
原
処
分
を
し
た
税
務
署
長
等
に
対
し

て
再
調
査
の
請
求
を
す
る
か
を
選
択
で
き
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

2
点
目
の
不
服
申
立
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
、

改
正
前
は
不
服
申
立
期
間
は
二
か
月
以
内
で
し

た
が
、
一
か
月
延
長
さ
れ
三
か
月
以
内
と
な
り

ま
し
た
。
ま
た
従
前
は
こ
の
不
服
申
立
期
間
の

例
外
に
つ
い
て
、
天
災
、
そ
の
他
や
む
を
得
な

い
理
由
が
あ
る
と
き
に
は
期
間
経
過
後
で
も
不

服
申
立
て
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

改
正
後
は
そ
の
理
由
と
し
て
「
正
当
な
理
由
が

あ
る
と
き
」
と
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

続
い
て
「
公
正
性
の
向
上
（
審
理
の
見
え
る

化
）
の
観
点
」
の
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
は
2
つ
あ

り
ま
す
。
1
つ
目
は
「
証
拠
物
件
の
閲
覧
対
象

の
拡
大
・
謄
写
の
導
入
」
で
す
。
改
正
前
は
、

原
処
分
庁
が
任
意
に
提
出
し
た
物
件
に
限
っ
て

審
査
請
求
人
及
び
参
加
人
に
よ
る
閲
覧
請
求
の

み
が
可
能
で
し
た
が
、
審
理
関
係
人
は
、
審
理

関
係
人
が
任
意
で
提
出
し
た
物
件
の
ほ
か
に
、

担
当
審
判
官
が
職
権
で
収
集
し
た
物
件
に
つ
い

て
も
閲
覧
及
び
謄
写
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

2
つ
目
は
「
審
査
請
求
人
の
原
処
分
庁
に
対

す
る
発
問
権
の
創
設
」
で
す
。
口
頭
意
見
陳
述

の
制
度
は
改
正
前
か
ら
あ
り
、
審
査
請
求
人
が

審
判
官
の
前
で
口
頭
で
意
見
を
述
べ
る
こ
と
の

み
が
可
能
で
し
た
が
、
改
正
に
よ
り
、
口
頭
意

見
陳
述
の
申
立
て
を
し
た
審
査
請
求
人
又
は
参

Ⅱ　
行
政
不
服
審
査
制
度
の
抜
本
改
正
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加
人
は
、
口
頭
意
見
陳
述
の
場
に
お
い
て
、
担

当
審
判
官
の
許
可
を
得
て
原
処
分
庁
に
質
問
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

審
判
所
で
は
、
こ
れ
ら
の
改
正
点
を
含
め
た

不
服
申
立
制
度
の
定
着
を
図
る
た
め
に
広
報
を

行
っ
て
お
り
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
等
は
全
国
の
支
部
に
備
え
置
い
て
い
ま
す
。

審
判
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
こ
れ
ら
の
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
等
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
ま
た

『
W
e
b
─T
A
X
─T
V　

納
税
者
の
権
利
救

済
』
と
い
う
広
報
用
動
画
を
作
成
し
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

審
査
請
求
の
状
況

e
─T
a
x
で
審
査
請
求
書
等
が
提
出
可
能

審
査
請
求
の
状
況
に
つ
い
て
ご
説
明
し
ま
す
。

審
査
請
求
の
発
生
状
況
は
、
平
成
25
年
度
、
26

年
度
と
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
し
た
が
、
27
年
度

に
若
干
増
加
に
転
じ
、
28
年
度
は
さ
ら
に
増
加

し
て
い
ま
す
（
図
表
5
）。

さ
ら
に
平
成
27
年
度
と
28
年
度
に
つ
い
て
は
、

直
接
審
査
請
求
さ
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
異
議

申
立
て
（
再
調
査
の
請
求
）
を
経
て
審
査
請
求

さ
れ
た
も
の
の
内
訳
を
記
載
し
て
い
ま
す
（
図

表
6
）。
審
査
請
求
の
発
生
状
況
を
見
る
と
、

平
成
27
年
度
と
28
年
度
で
直
審
と
二
審
の
関
係

が
逆
転
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
ま
す
。

法
人
税
等
を
見
て
み
ま
す
と
、
大
半
の
法
人

が
青
色
申
告
を
し
て
い
ま
す
の
で
、
改
正
前
か

ら
直
接
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
も
可
能
で
し
た
。

た
だ
実
際
に
は
、
直
接
審
査
請
求
を
す
る
数
と

し
て
は
4
分
の
1
を
少
し
超
え
る
程
度
だ
っ
た

も
の
が
、
改
正
後
（
28
年
度
）
に
お
い
て
は
、

4
分
3
程
度
の
も
の
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
。
審
査
請
求
全
体
あ
る
い
は
法
人
税
等

を
見
て
も
、
直
接
審
査
請
求
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
か
ら
、
不
服
申
立
て
が
従
前
よ
り

も
多
く
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
き
た
と

言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

次
に
e
─T
a
x
に
よ
る
審
査
請
求
手
続
で

す
が
、
審
査
請
求
書
、
審
査
請
求
に
関
す
る
申

請
書
及
び
届
出
書
等
も
e
─T
a
x
で
提
出
す

る
こ
と
が
可
能
で
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

ま
た
審
査
請
求
書
等
に
は
、
法
人
番
号
あ
る

い
は
個
人
番
号
に
つ
い
て
記
載
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
審
判
所
は
、
番
号
の
記
載
が
な
い
ま

ま
書
類
が
提
出
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
書
類
を

受
理
し
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
後
日
、

番
号
の
記
載
を
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す

の
で
、
必
要
な
番
号
の
記
載
を
忘
れ
な
い
よ
う

に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

続
い
て
、
裁
決
事
例
の
公
表
に
つ
い
て
お
話

し
ま
す
。
昭
和
43
年
の
税
制
調
査
会
の
答
申
に

お
い
て
、「
国
税
不
服
審
判
所
の
裁
決
結
果
は

原
則
と
し
て
非
公
開
と
す
る
が
、
先
例
と
な
る

よ
う
な
裁
決
そ
の
他
国
税
不
服
審
判
所
長
が
必

要
と
認
め
る
裁
決
に
つ
い
て
は
、
公
開
す
る
こ

と
を
考
慮
す
る
」
と
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
審
判
所
に
お
い
て
は
先
例

性
の
あ
る
裁
決
や
い
わ
ゆ
る
取
消
裁
決
に
つ
い

て
は
原
則
と
し
て
公
表
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

納
税
者
が
申
告
・
納
税
や
不
服
申
立
て
を
行
う

上
で
参
考
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
そ
の

後
の
税
務
行
政
の
適
正
な
運
営
の
確
保
に
も
資
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す
る
こ
と
か
ら
行
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
審
判

所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
公
表
裁
決
事
例
と
い
う

コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、
年
4
回
の
ペ
ー
ス
で
掲
載

し
て
い
ま
す
の
で
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。

納
税
者
の
権
利
利
益
救
済
の
た
め
に

税
理
士
の
理
解・協
力
が
不
可
欠

前
述
し
た
よ
う
に
、
審
判
所
で
は
平
成
19
年

か
ら
民
間
専
門
家
を
国
税
審
判
官
と
し
て
採
用

し
て
い
ま
す
。
現
在
、
全
国
の
審
判
所
で
事
件

を
担
当
す
る
審
判
官
は
約
1
0
0
名
お
り
ま
す

が
、
そ
の
う
ち
50
名
が
民
間
専
門
家
で
す
。

平
成
29
年
7
月
10
日
時
点
で
在
職
さ
れ
て
い

る
民
間
専
門
家
の
内
訳
は
、
弁
護
士
が
26
名
、

税
理
士
が
14
名
、
公
認
会
計
士
が
10
名
と
な
り

ま
す
。
な
お
、
今
年
7
月
に
採
用
さ
れ
た
15
名

の
内
訳
は
、
弁
護
士
8
名
、
税
理
士
4
名
、
公

認
会
計
士
3
名
で
す
。

民
間
専
門
家
か
ら
登
用
さ
れ
た
審
判
官
は
、

大
変
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
で
あ
り
、
審
判
官

に
な
っ
て
良
か
っ
た
と
、
述
懐
さ
れ
て
い
ま
す
。
審

判
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、
民
間
専
門
家
か
ら

登
用
さ
れ
た
現
職
の
審
判
官
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
国
税
不
服
審
判
所
が

納
税
者
の
権
利
利
益
を
救
済
す
る
機
関
と
し
て

役
割
を
し
っ
か
り
果
た
し
て
い
く
た
め
に
は
、

納
税
者
の
代
理
人
と
な
る
税
理
士
の
方
の
ご
理

解
、
ご
協
力
が
不
可
欠
と
な
り
ま
す
。
本
日
の

お
話
が
皆
さ
ま
の
参
考
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

（
構
成
／
T
K
C
出
版　

清
水
公
一
朗
）

審査請求の概要

発生状況

4,000
件数

3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

24年度

3,598

2,030 2,098
2,488

25年度 26年度 27年度 28年度

審査請求の発生状況

図表 5

図表 6

申告所得税等 源泉所得税等 法⼈税等 相続税・贈与税 消費税等 徴収関係 その他

区分

課税関係

徴収関係 合計
申告
所得税等

源泉
所得税等 法人税等 相続税

贈与税 消費税等 その他

27年度
内直審118
内二審396

514

内直審0
内二審36

36

内直審90
内二審244

334

内直審5
内二審175

180

内直審82
内二審639

721

内直審10
内二審107

117

内直審305
内二審1,597

1,902

内直審63
内二審133

196

内直審368
内二審1,730

2,098

28年度
内直審239
内二審319

558

内直審45
内二審27

72

内直審376
内二審128

504

内直審58
内二審114

172

内直審599
内二審338

937

内直審8
内二審2

10

内直審1,325
内二審928

2,253

内直審148
内二審87

235

内直審1,473
内二審1,015

2,488

前年度⽐
202.5
80.6

108.6

皆増
75.0

200.0

417.8
52.5

150.9

1,160.0
65.1

95.6

730.5
52.9

130.0

80.0
1.9

8.5

434.4
58.1

118.5

234.9
65.4

119.9

400.3
58.7

118.6

2,855


