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講演Ⅲ

予
防
法
務
の
観
点
で
巡
回
監
査
を
再
評
価
す
べ
き

本
日
は
、「
法
学
者
か
ら
見
た
巡
回
監
査
と

書
面
添
付
の
法
的
意
義
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ

い
て
お
話
し
ま
す
。

法
律
家
の
業
務
で
極
め
て
重
要
な
も
の
の
一

つ
に
予
防
法
務
が
あ
り
ま
す
。
紛
争
が
発
生
し

な
い
よ
う
、
前
も
っ
て
国
民
あ
る
い
は
依
頼
人
、

市
民
の
権
利
を
擁
護
す
る
た
め
に
、
法
的
な
措

置
を
講
じ
る
活
動
で
す
。

そ
の
予
防
法
務
の
観
点
か
ら
見
て
、
税
理
士

の
皆
さ
ん
が
実
践
し
て
い
る
書
面
添
付
あ
る
い

は
そ
の
前
提
と
し
て
の
巡
回
監
査
は
、
一
定
の

法
的
な
価
値
が
あ
る
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
き

ち
ん
と
し
た
評
価
軸
を
も
っ
て
、
そ
の
価
値
を

再
評
価
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
私

の
従
前
か
ら
の
法
解
釈
、
主
張
で
す
。

本
日
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
順
を
追
っ
て
ご

説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

書
面
添
付
制
度
関
連
条
文
と
そ
の
法
律
効
果

ま
ず
、
書
面
添
付
制
度
の
基
本
構
造
を
確
認

し
ま
す
。
こ
の
制
度
は
税
理
士
法
で
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
国
税
通
則
法
で
は
な
く
、
税
理
士

法
に
あ
る
こ
と
が
ミ
ソ
で
す
。
税
理
士
法
33
条

の
2
に
定
め
て
い
る
添
付
書
類
を
提
出
し
た
場

合
に
、
同
法
35
条
1
項
お
よ
び
2
項
に
認
め
ら

れ
る
法
律
効
果
が
発
生
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
を

総
称
し
て
書
面
添
付
制
度
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

法
定
書
面
を
提
出
し
ま
す
と
、
そ
れ
に
対
し

て
何
ら
か
の
法
律
効
果
が
発
生
し
ま
す
。
ま
た
、

こ
れ
に
関
連
す
る
制
度
と
し
て
、
税
理
士
法
30

条
書
面
（
税
務
代
理
権
限
証
書
）
を
提
出
し
た

税
理
士
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
同
法
34
条
お
よ

び
35
条
3
項
の
効
果
も
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る

と
言
え
ま
す
。

具
体
的
に
ど
う
い
う
効
果
が
発
生
す
る
の
か

を
図
表
1
（
26
頁
）
に
ま
と
め
ま
し
た
。

表
の
中
段
の
二
つ
35
条
1
項
と
2
項
か
ら
説

明
し
ま
す
。
1
項
に
基
づ
き
、
33
条
の
2
第
1

項
又
は
2
項
の
書
面
を
提
出
す
る
と
、
そ
れ
に

対
し
て
課
税
庁
が
あ
ら
か
じ
め
日
時
場
所
を
通

知
し
て
帳
簿
書
類
を
調
査
し
よ
う
と
す
る
際
に
、

33
条
の
2
書
面
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
関
し
、

意
見
を
述
べ
る
機
会
が
税
理
士
に
付
与
さ
れ
ま
す
。

更
正
を
行
う
場
合
に
も
35
条
2
項
に
基
づ
き
、

同
じ
よ
う
に
意
見
を
述
べ
る
機
会
が
付
与
さ
れ

ま
す
。
こ
れ
が
狭
義
の
書
面
添
付
制
度
で
す
。

も
う
少
し
意
味
を
拡
張
す
る
と
、
表
の
一
番

上
に
34
条
の
法
律
効
果
を
定
め
て
い
る
部
分
が

あ
り
ま
す
。
30
条
の
税
務
代
理
権
限
証
書
を
提

出
す
る
と
、
課
税
庁
が
あ
ら
か
じ
め
日
時
場
所

を
通
知
し
て
帳
簿
書
類
を
調
査
し
よ
う
と
す
る

法
学
者
か
ら
見
た
巡
回
監
査
と
書
面
添
付
の
法
的
意
義

中
央
大
学
法
科
大
学
院
教
授
　
佐
藤
信
行

Ⅰ　
は
じ
め
に
─
─
書
面
添
付
制
度
の
基
本
構
造

■
と
き

：

令
和
元
年
10
月
18
日
㈮

　（
敬
称
略
）
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と
き
に
、
納
税
者
だ
け
で
な
く
、
税
理
士
に
も

調
査
の
日
時
場
所
を
通
知
す
る
こ
と
が
義
務
付

け
ら
れ
る
と
い
う
制
度
で
す
。

そ
れ
か
ら
35
条
3
項
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
課

税
庁
が
租
税
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
係
る
事
案

に
つ
い
て
の
調
査
を
行
お
う
と
す
る
と
き
に
、
30

条
に
定
め
る
書
面
を
提
出
し
て
い
る
税
理
士
に
対

し
て
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
付
与
す
る
も
の
で
す
。

こ
の
四
つ
か
ら
成
る
の
が
、
広
義
の
書
面
添

付
制
度
で
す
。
制
度
の
中
心
に
あ
る
の
が
、
表

の
中
央
二
つ
。
そ
の
上
下
を
加
え
て
広
い
意
味

で
の
書
面
添
付
制
度
と
言
え
ま
す
。

課
税
庁
が
重
視
す
る
事
務
運
営
指
針
等

次
に
書
面
添
付
制
度
を
課
税
庁
が
ど
う
い
う

ル
ー
ル
で
運
用
を
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
説

明
し
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
法
人
課
税
部

門
に
お
け
る
書
面
添
付
制
度
の
運
用
に
当
た
っ

て
の
基
本
的
な
考
え
方
及
び
事
務
手
続
等
に
つ

い
て
（
事
務
運
営
指
針
）」（
平
成
21
年
4
月
1

日
、
平
成
22
年
6
月
11
日
改
正
、
平
成
24
年
12

月
19
日
改
正
）
等
が
発
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
事

前
通
知
や
調
査
終
了
の
際
の
手
続
等
、
現
行
法

の
運
用
上
の
取
り
扱
い
が
明
確
化
さ
れ
た
こ
と

か
ら
、
書
面
添
付
制
度
の
下
で
の
税
理
士
を
、

手
続
的
権
利
の
擁
護
者
と
し
て
き
ち
ん
と
取
り

扱
う
と
い
う
方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
35
条
1
項
に
定
め
る
事
前
通
知

予
定
日
の
1
〜
2
週
間
前
ま
で
に
、
30
条
書
面

を
提
出
し
た
税
理
士
に
対
し
て
意
見
聴
取
を
行

う
旨
を
口
頭
（
電
話
）
で
通
知
す
る
。
そ
の
上

で
意
見
聴
取
日
時
、
方
法
を
取
り
決
め
る
。
意

見
聴
取
は
、
事
前
通
知
予
定
日
の
前
日
ま
で
に

原
則
と
し
て
税
務
署
で
実
施
す
る
。
調
査
に
移

行
し
な
い
場
合
は
、
原
則
と
し
て
書
面
で
税
理

士
等
に
通
知
を
す
る
。
日
程
調
整
等
は
口
頭
で

伝
え
て
も
、
調
査
に
移
行
し
な
い
場
合
は
、
原

則
は
書
面
だ
け
で
よ
く
、
調
査
に
移
行
す
る
場

合
は
、
納
税
者
に
対
す
る
事
前
通
知
を
行
う
前

に
、
税
理
士
等
に
対
し
、
口
頭
（
電
話
）
で
意

見
聴
取
結
果
と
、「
調
査
に
移
行
す
る
」
旨
の

連
絡
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

以
上
の
よ
う
な
書
面
添
付
の
課
税
庁
側
の
取

り
扱
い
の
ル
ー
ル
と
法
律
の
条
文
を
セ
ッ
ト
で

考
え
る
と
、
税
理
士
が
事
前
に
意
見
を
述
べ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、「
調
査
に
移
行
し
な
い
」
と

の
結
論
が
得
ら
れ
れ
ば
、
納
税
者
の
負
担
軽
減

と
い
う
「
直
接
的
成
果
」
が
得
ら
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

し
か
し
、
私
は
、
こ
の
制
度
を
こ
の
よ
う
な

「
狭
い
」
意
味
で
理
解
す
べ
き
で
な
く
、
も
う

◎佐藤信行（さとう・のぶゆき）氏
1985年中央大学法学部卒業後、同大学院法学研究科博士後期
課程を満期退学し、釧路公立大学経済学部助教授等を経て、
2006年から現職。現在、中央大学クレセント・アカデミー所長、日本
カナダ学会会長、比較法学会理事等。博士（法学・中央大学）。
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少
し
広
く
法
的
な
権
利
保
障
の
観
点
か
らrule 

of law

（
法
の
支
配
）
やdue process of law

rule of law

（
法
の
支
配
）
の
内
容

そ
こ
で
、
こ
こ
か
ら
はdue process of 

law

（
法
の
適
正
手
続
）
と
、
税
理
士
の
皆
さ

ん
の
仕
事
と
い
う
話
に
移
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
前
提
と
し
てrule of law

（
法
の
支
配
）

と
は
一
体
何
か
と
い
う
点
を
考
え
ま
す
。

rule of law

と
い
う
考
え
方
は
、
日
本
法
の

根
底
に
あ
る
基
本
的
な
価
値
観
と
言
っ
て
よ
い

の
で
す
が
、
日
本
法
はrule of law

、
法
の
支

配
に
基
づ
い
て
い
る
の
だ
と
の
条
文
は
ど
こ
に

も
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
国
憲
法
を
見
て
も
、
こ

の
文
言
は
出
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
は

日
本
法
の
母
法
の
一
つ
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
法
に

根
拠
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
の
定
義
に
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
19
世
紀

に
イ
ギ
リ
ス
の
公
法
学
者
ダ
イ
シ
ー
（A

lbert 
V

enn D
icey

）
が
次
の
三
つ
の
主
要
な
要
素

を
指
摘
し
て
い
ま
す
。

第
一
は
「
全
て
の
人
が
法
の
下
に
平
等
で
あ

り
、
通
常
の
司
法
裁
判
所
の
裁
判
に
服
す
る
こ

（
法
の
適
正
手
続
）
の
た
め
の
道
具
と
い
う
広

い
視
点
で
考
え
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

と
」
で
す
。
全
て
の
人
に
対
し
て
平
等
に
裁
判

に
よ
る
権
利
保
障
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
考
え

方
で
す
。

第
二
は
「
法
違
反
な
し
に
処
罰
等
の
不
利
益

を
被
ら
な
い
こ
と
」。
時
の
国
家
権
力
に
反
対

す
る
と
い
う
立
場
を
採
っ
た
だ
け
で
、
法
に
違

反
し
て
い
な
く
て
も
不
利
益
を
被
る
こ
と
は

rule of law

に
反
し
ま
す
。

第
三
に
「
裁
判
所
の
判
断
集
積
に
よ
る
法
形

成
」。
長
い
歴
史
の
中
、
裁
判
所
が
個
別
具
体

的
事
件
処
理
で
積
み
上
げ
た
英
知
た
る
判
例
法

が
法
の
中
心
に
あ
る
、
と
の
考
え
方
で
す
。
こ

の
点
は
制
定
法
主
義
の
日
本
で
は
異
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
三
つ
の
要
素
に
加
え
てdue 

process of law

（
法
の
適
正
手
続
）
が
こ
の
中

に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
のrule of law

は
、rule of m

an

（
人
の

支
配
。
権
力
者
の
恣
意
的
支
配
を
認
め
る
）
や

rule by law

（
法
治
主
義
。
権
力
者
の
恣
意
を

「
法
と
い
う
形
式
」
を
用
い
さ
せ
る
こ
と
で
統

制
し
よ
う
と
す
る
が
、
内
容
を
問
わ
な
い
の
で

Ⅱ　
税
理
士
業
務
とdue process of law

（
法
の
適
正
手
続
）

図表1 書面添付制度関連条文とその法律効果

※ 30 税理士：30 条書面を提出した税理士
※ 33 税理士：33 条の 2 書面を提出した税理士

法律効果を
定める規定

法律要件となる
書面の規定 課税庁が行おうとする行為 課税庁において必要な手続・法律効果

34条 30条 あらかじめ日時場所を通知して帳簿
書類を調査

あわせて30 税理士※に対しその調査の日時場所を
通知

35条1項 30条＋
33条の2

あらかじめ日時場所を通知して帳簿
書類を調査（無予告調査は対象外）

当該通知をする前に、30 税理士※に対し、33条の2
書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を付与

35条2項 33条の2 更正 33 税理士※に対し、更正の基因となる事実に関し
意見を述べる機会を付与

35条3項 30条 租税についての不服申⽴てに係る
事案について調査

30 税理士※に対し当該事案に関し
意見を述べる機会を付与
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恣
意
が
残
る
）
を
否
定
す
る
と
い
う
考
え
方
で

す
。
つ
ま
り
、
法
の
支
配
と
は
、
正
義
に
適
う

法
に
よ
っ
て
、
権
力
者
を
も
統
制
し
よ
う
と
す

る
考
え
方
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

起
源
の一つ
と
し
て
のDr. Bonham's Case

rule of law

の
起
源
で
す
が
、
1
6
1
0
年
に

イ
ギ
リ
ス
で
既
に
こ
の
考
え
方
が
裁
判
所
の
判
決

に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。「D

r. Bonham
's 

Case

」
と
呼
ば
れ
る
事
件
（T

hom
as Bon 

ham
 v. College of Physicians, 8 Co. Rep. 

114

［1610

］）
で
す
。

こ
の
事
件
で
は
、
ロ
ン
ド
ン
医
師
会
に
、
自

ら
の
権
利
を
守
る
た
め
に
裁
判
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
特
権
を
与
え
た
国
王
特
許
が
争

わ
れ
、
そ
の
効
力
が
否
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

判
決
に
は
、
手
続
の
重
要
性
と
い
う
考
え
が
含

ま
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
裁
判
と
い
う
手
続
に

お
い
て
、
裁
判
官
は
中
立
的
な
第
三
者
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、
判
決
を
書
く
適
格
性
が
あ
る
。
裁

判
手
続
に
お
い
て
、
当
事
者
で
あ
る
と
同
時
に
、

裁
判
官
で
あ
る
と
い
う
地
位
を
得
た
人
が
出
て

き
た
ら
、
そ
の
手
続
は
正
義
に
か
な
う
も
の
で

は
な
く
、
国
王
と
い
え
ど
も
そ
の
よ
う
な
特
許

を
与
え
ら
れ
な
い
と
判
断
さ
れ
た
の
で
す
。

こ
の
考
え
方
が
、due process of law

（
法

の
適
正
手
続
）
と
い
う
考
え
方
の
基
本
を
作
っ

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
や
日
本
は
、
こ
のD

r. Bonham
's 

Case

の
考
え
方
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぎ
ま
し

た
。
日
本
国
憲
法
に
反
す
る
法
を
国
会
が
制
定

し
た
場
合
に
は
、
憲
法
違
反
で
あ
る
こ
と
を
理

由
に
、
裁
判
所
が
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
違
憲
審
査
制
度
は
、
ま
さ
し
く
こ

の
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
ま
た
国
会
が

定
め
た
法
律
に
反
す
る
行
政
立
法
を
、
課
税
庁

が
行
え
ば
、
そ
の
行
政
立
法
は
法
律
違
反
と
し

て
効
力
が
否
定
さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
法
の
形

式
的
効
力
論
か
ら
導
か
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
民

主
制
に
支
え
ら
れ
た
法
を
法
執
行
段
階
で
歪
め

る
こ
と
が
許
さ
な
い
と
い
う
実
質
的
な
意
味
も

有
し
て
い
る
の
で
す
。

日
本
国
憲
法
に
み
る
適
正
手
続
条
項

次
に
、due process of law

（
法
の
適
正
手

続
）
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

日
本
国
憲
法
に
お
け
る
「
法
の
適
正
手
続
」

を
定
め
る
中
心
条
文
は
、
31
条
「
何
人
も
、
法

律
の
定
め
る
手
続
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
生

命
若
し
く
は
自
由
を
奪
は
れ
、
又
は
そ
の
他
の

刑
罰
を
科
せ
ら
れ
な
い
」
で
す
。

こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
の
第
5
修

正
及
び
第
14
修
正
に
由
来
し
て
い
ま
す
。
こ
の

両
条
に
は
、「
何
人
もdue process of law

な

く
し
て
、
そ
の
生
命
、
自
由
ま
た
は
財
産
を
奪

わ
れ
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
憲
法
31
条
に
関
す
る
通
説
は
、
本
条
に

は
次
の
3
点
が
含
ま
れ
て
い
る
と
し
て
い
ま
す
。

①
法
律
で
定
め
ら
れ
た
手
続
が
適
正
（due

）

で
あ
る
こ
と
。

②
実
体
規
定
も
法
律
で
定
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
。

③
法
律
で
定
め
ら
れ
た
実
体
規
定
も
適
正

（due

）
で
あ
る
こ
と
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
法
律
で
定
め
る
手
続

の
あ
り
方
で
す
。
た
だ
単
に
手
続
を
法
律
で
決

め
れ
ば
い
い
の
で
は
な
く
、
適
正
な
（due

）

手
続
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の

で
す
。

で
は
、
そ
の
適
正
さ
と
は
何
な
の
か
。
税
務

手
続
で
い
え
ば
、
納
税
者
が
、
課
税
庁
側
が
主

張
す
る
納
税
の
根
拠
に
対
し
て
事
実
誤
認
が
あ

る
、
あ
る
い
は
根
拠
法
解
釈
は
間
違
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
主
張
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
間
違
っ

た
課
税
を
し
て
企
業
を
倒
産
さ
せ
て
も
、
後
で

税
金
を
返
せ
ば
、
そ
れ
で
よ
し
と
は
い
え
ま
せ

ん
。
法
律
の
定
め
る
手
続
に
よ
ら
な
け
れ
ば
生

命
、
自
由
、
財
産
そ
の
他
の
刑
罰
を
科
せ
ら
れ

な
い
と
い
う
と
き
の
「
手
続
の
適
切
さ
」
と
い
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う
の
は
、
こ
こ
に
収
れ
ん
さ
れ
る
の
で
す
。
つ

ま
り
、
政
府
に
よ
る
法
執
行
は
、「
結
果
良
け

れ
ば
全
て
良
し
」
で
は
な
い

4

4

4

4

こ
と
が
ポ
イ
ン
ト

と
言
え
ま
す
。

適
正
手
続
の
背
景
に
あ
る
考
え
方

こ
の
こ
と
は
、
憲
法
の
中
に
も
う
少
し
具
体

的
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
刑
事
裁

判
に
関
す
る
条
文
の
う
ち
、
38
条
に
「
何
人
も
、

自
己
に
不
利
益
な
供
述
を
強
要
さ
れ
な
い
」
と

い
う
条
文
が
あ
り
ま
す
。
一
般
に
黙
秘
権
と
呼

ば
れ
て
い
る
権
利
の
根
拠
条
文
で
す
。
そ
れ
か

ら
、
第
2
項
に
は
「
強
制
、
拷
問
若
し
く
は
脅

迫
に
よ
る
自
白
又
は
不
当
に
長
く
抑
留
若
し
く

は
拘
禁
さ
れ
た
後
の
自
白
は
、
こ
れ
を
証
拠
と

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」。
続
く
3
項
に
は
「
何

人
も
、
自
己
に
不
利
益
な
唯
一
の
証
拠
が
本
人

の
自
白
で
あ
る
場
合
に
は
、
有
罪
と
さ
れ
、
又

は
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
な
い
」。
つ
ま
り
、
自
白

だ
け
で
は
駄
目
で
あ
る
。
他
の
証
拠
が
な
け
れ

ば
刑
罰
は
課
せ
ら
れ
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
は
35
条
「
何
人
も
、
そ
の
住
居
、

書
類
及
び
所
持
品
に
つ
い
て
、
侵
入
、
捜
索
及

び
押
収
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
権
利
は
、
第
33

条
の
場
合
を
除
い
て
は
正
当
な
理
由
に
基
い
て

発
せ
ら
れ
、
且
つ
捜
索
す
る
場
所
及
び
押
収
す

る
物
を
明
示
す
る
令
状
が
な
け
れ
ば
、
侵
さ
れ

な
い
」
で
す
。
条
文
中
の
33
条
は
現
行
犯
逮
捕

の
こ
と
で
す
。

こ
の
35
条
の
考
え
方
に
違
法
収
集
証
拠
排
除

法
則
が
あ
り
ま
す
。
証
拠
の
収
集
手
続
が
違
法

で
あ
る
場
合
、
公
判
手
続
の
事
実
認
定
に
お
い

行
政
手
続
とdue process of law

で
は
、
刑
事
手
続
を
中
心
に
発
達
し
て
き
た

due process of law

（
法
の
適
正
手
続
）
と
い

う
考
え
方
が
、
行
政
手
続
に
も
及
ぶ
の
か
と
い

う
問
題
に
移
り
ま
す
。
特
に
税
理
士
の
皆
さ
ん

の
専
門
で
あ
る
税
務
行
政
と
の
関
係
で
ど
の
よ

う
に
こ
れ
を
評
価
す
べ
き
か
に
つ
い
て
述
べ
た

い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
憲
法

に
直
接
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
も
う
一
度
憲
法

の
条
文
を
確
認
し
ま
す
と
、
31
条
、
35
条
、
38

条
等
に
適
正
手
続
に
関
連
す
る
規
定
が
あ
り
ま

す
が
、
31
条
が
一
般
規
定
と
い
え
ま
す
。

先
に
示
し
た
条
文
そ
の
も
の
を
見
る
と
、
刑

事
手
続
、
刑
罰
の
み
念
頭
に
あ
る
狭
い
意
味
の

条
文
の
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
一
般
行
政
手
続
、

通
常
の
課
税
、
納
税
、
徴
税
手
続
な
ど
、
国
税

て
、
当
該
証
拠
の
証
拠
能
力
を
否
定
す
る
と
い

う
刑
事
訴
訟
上
の
法
理
で
す
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、「
手
続
」
に
高
い
価
値
を

認
め
、
そ
れ
が
遵
守
さ
れ
な
い
場
合
、
実
体
に

影
響
を
与
え
る
こ
と
も
や
む
を
得
な
い
と
す
る

手
続
重
視
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

犯
則
外
の
手
続
に
お
い
て
、
適
正
手
続
と
い
う

も
の
が
問
わ
れ
得
る
か
に
つ
い
て
、
こ
の
条
文

か
ら
直
ち
に
答
え
が
出
て
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で

こ
の
問
題
は
、
裁
判
で
争
わ
れ
る
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
代
表
的
な
も
の
が
「
川
崎
民
商
事
件
」

最
高
裁
判
決
（
1
9
7
2
年
）
で
す
。
結
論
は
、

35
条
、
38
条
に
つ
い
て
は
行
政
手
続
に
も
及
ぶ

の
で
あ
っ
て
、
刑
事
手
続
で
は
な
い
と
い
う
理

由
で
、
適
正
手
続
の
考
え
方
が
無
視
さ
れ
て
よ

い
と
は
言
え
な
い
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。

た
だ
、
裁
判
所
の
判
例
に
よ
る
法
形
成
に
も

限
界
が
あ
り
ま
す
。
判
例
法
で
こ
の
部
分
の
行

政
手
続
に
も
適
正
手
続
保
障
が
及
ぶ
、
適
正
手

続
は
税
務
行
政
に
関
わ
り
が
あ
る
の
だ
と
確
認

さ
れ
た
と
し
て
も
、
具
体
的
な
手
続
要
件
全
体

が
定
ま
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
す
。

Ⅲ　
行
政
活
動
とdue process of law
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行
政
手
続
法

そ
こ
で
考
え
出
さ
れ
た
の
が
、
行
政
手
続
法

で
す
。
同
法
に
よ
り
、
1
9
9
3
年
に
行
政
手

続
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
ル
ー
ル
が
定
め
ら
れ

ま
し
た
。
そ
の
後
、
数
次
の
改
正
が
行
わ
れ
、

2
0
1
4
年
の
改
正
で
は
、
36
条
の
2
（
行
政
指

導
の
中
止
等
の
求
め
）
が
追
加
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
行
政
指
導
の
中
止
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
明
確
な
規
定
が
置
か
れ
た
の
で
す
。

行
政
指
導
は
、
行
政
処
分
と
違
い
強
制
力
が

あ
り
ま
せ
ん
。
形
式
的
に
い
え
ば
、
お
願
い
で

す
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
行
政
庁
側
が
相
手

側
に
「
ハ
イ
」
と
言
う
ま
で
お
願
い
を
し
続
け

る
の
で
す
。
結
局
は
行
政
処
分
を
経
な
い
で
行

政
目
的
が
達
成
さ
れ
る
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
手
続
の
保
障
と
い
う
観

点
か
ら
見
る
と
、
非
常
に
不
透
明
な
も
の
な
の

で
す
。
行
政
指
導
と
い
う
お
願
い
に
対
し
て
任

意
に
従
っ
た
形
を
取
る
と
、
裁
判
を
起
こ
し
て

も
、「
だ
っ
て
最
後
に
従
っ
た
の
は
そ
ち
ら
で

し
ょ
」
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
で
は
駄
目
だ
と
い

う
こ
と
で
、
2
0
1
4
年
の
改
正
で
は
、
行
政

指
導
に
相
手
が
従
わ
な
い
と
言
っ
た
場
合
に
、

「
い
つ
ま
で
も
行
政
指
導
を
続
け
て
は
い
け
ま

せ
ん
。
行
政
指
導
に
は
限
界
が
あ
る
の
で
す
」

と
法
律
の
中
に
定
め
た
の
で
す
。

国
税
通
則
法
とdue process of law

た
だ
、
こ
の
行
政
手
続
法
は
、
あ
く
ま
で
一

般
的
な
ル
ー
ル
で
す
。
個
別
法
特
別
法
に
お
い

て
別
の
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
に
は
、

そ
ち
ら
が
優
先
し
ま
す
。

税
務
行
政
に
関
し
て
は
、
国
税
通
則
法
と
い

う
別
の
手
続
的
ル
ー
ル
が
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
、

一
般
的
な
行
政
手
続
法
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る

と
い
う
考
え
方
が
採
ら
れ
て
い
ま
す
。
国
税
通

則
法
は
、
行
政
手
続
法
よ
り
も
は
る
か
前
か
ら

あ
り
、
元
々
は
、
い
わ
ば
課
税
側
の
業
務
マ
ニ

ュ
ア
ル
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。
そ
の
た

め
、
権
利
保
障
の
発
想
が
そ
れ
ほ
ど
強
く
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
法
改
正
に
よ
っ
て
、
少
し
ず

つ
権
利
保
障
的
要
素
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
っ

た
の
で
す
。

そ
の
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
重
要
な
法
発
展

と
位
置
付
け
ら
れ
る
の
が
、
2
0
1
1
年
改
正

で
す
。
具
体
的
に
は
「
経
済
社
会
の
構
造
の
変

化
に
対
応
し
た
税
制
の
構
築
を
図
る
た
め
の
所

得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
に
よ
っ

て
74
条
の
9
に
導
入
さ
れ
たdue process

型

の
税
務
過
程
で
す
。

た
だ
、
こ
の
法
改
正
が
な
さ
れ
た
後
に
お
い

て
も
、
い
わ
ゆ
る
「
駄
目
だ
し
」
の
指
摘
が
な

さ
れ
た
こ
と
は
指
摘
し
て
お
く
べ
き
で
し
ょ
う
。

そ
の
一
つ
は
、
2
0
1
7
年
に
日
本
弁
護
士
連

合
会
（
日
弁
連
）
が
国
税
庁
長
官
に
対
し
て
提

出
し
た
「
税
務
調
査
に
お
け
る
適
正
手
続
保
障

に
関
す
る
要
請
書
」
で
す
。
要
請
の
趣
旨
は
「
税

務
に
関
す
る
調
査
に
お
い
て
は
、『
行
政
指
導
』

に
名
を
借
り
て
、
納
税
義
務
者
に
対
す
る
事
前

通
知
や
調
査
終
了
に
伴
う
更
正
す
べ
き
場
合
の

説
明
責
任
を
回
避
し
て
は
な
ら
ず
、
2
0
1
1

年
に
改
正
さ
れ
た
国
税
通
則
法
で
定
め
ら
れ
た
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適
正
手
続
を
潜
脱
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
具
体
的
に
は
「
平

成
○
年
分
所
得
税
（
及
び
復
興
特
別
所
得
税
）

の
確
定
申
告
書
の
見
直
し
・
確
認
に
つ
い
て
」

「
所
得
税
（
及
び
復
興
特
別
所
得
税
）
の
確
定

申
告
に
つ
い
て
の
お
尋
ね
」
と
題
す
る
書
面
は
、

「
国
税
の
調
査
」
に
該
当
す
る
可
能
性
を
払
拭

で
き
ず
、
こ
れ
ら
文
書
に
基
づ
く
指
導
の
運
用

に
際
し
て
は
、
上
記
国
税
通
則
法
改
正
の
趣
旨

に
反
し
な
い
よ
う
留
意
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て

い
ま
す
。

実
は
こ
れ
は
2
回
目
の
文
書
で
す
。
1
回
目

の
文
書
は
2
0
1
5
年
の
「
税
務
調
査
の
手
続

要
件
を
回
避
す
る
税
務
行
政
に
関
す
る
要
望

書
」
で
す
。
こ
の
文
書
が
出
て
、
そ
の
2
年
後

に
も
う
1
回
、
ほ
ぼ
同
じ
趣
旨
の
文
章
が
出
ま

し
た
。
つ
ま
り
、
日
弁
連
か
ら
す
る
と
、
2
年

前
に
要
望
書
を
出
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
改

め
て
く
れ
な
い
の
で
2
年
後
に
も
う
一
度
言
っ

た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
国
税
通
則
法
の
中
にdue 

process

と
い
う
考
え
方
が
入
っ
て
き
て
は
い

る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
運
用
段
階
で

十
分
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が

な
お
存
在
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
が
、
ま
さ
し

く
税
理
士
の
皆
さ
ん
の
役
割
、
業
務
で
す
。

巡
回
監
査
に
基
づ
く
事
実
の
立
証

本
来
ト
ラ
ブ
ル
は
起
こ
ら
な
い
に
越
し
た
こ

と
は
な
い
。
紛
争
は
予
防
し
た
ほ
う
が
い
い
。

こ
れ
が
予
防
法
務
の
考
え
方
で
す
が
、
企
業

に
お
い
て
は
日
常
的
に
法
律
問
題
が
起
こ
り
得

る
の
で
、
予
防
法
務
を
採
り
入
れ
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
と
の
認
識
が
拡
大
し
て
き
ま
し
た
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
い
え
ば
、
実
は
、
税
理

士
、
と
り
わ
け
T
K
C
会
員
の
皆
さ
ん
は
、
巡

回
監
査
と
い
う
非
常
に
優
れ
た
仕
組
み
を
お
持

ち
な
の
で
す
。
先
ほ
ど
の
手
続
的
正
義
と
の
関

係
で
申
し
ま
す
と
結
局
、
最
終
的
に
課
税
庁
と

納
税
者
の
間
で
、
争
い
が
生
じ
た
場
合
、
そ
こ

で
の
論
点
は
二
つ
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
あ
ら

ゆ
る
法
律
問
題
は
、
事
実
認
定
と
法
の
解
釈
適

用
問
題
か
ら
構
成
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
で
法
の
解

釈
適
用
問
題
は
、
正
直
、
回
避
不
能
で
す
。
納

税
者
側
が
考
え
る
税
法
解
釈
と
、
課
税
庁
側
の

考
え
る
税
法
解
釈
が
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、

最
終
的
に
は
国
税
不
服
審
査
、
さ
ら
に
税
務
訴

訟
で
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
決
着
を
つ
け
て
も
ら

う
以
外
の
解
決
策
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
題
は
事
実
認
定
で
す
。
た
と
え
ば
、
税
理

士
の
皆
さ
ん
が
納
税
者
か
ら
相
談
を
受
け
る
と
、

い
ろ
い
ろ
な
話
が
出
て
き
ま
す
。
そ
の
中
に
は

税
法
解
釈
に
と
っ
て
必
要
な
事
実
と
、
そ
う
で

な
い
事
実
が
混
然
一
体
と
し
て
存
在
し
て
い
ま

す
。
そ
の
中
で
、
こ
れ
は
必
要
な
事
実
で
、
こ

れ
は
必
要
な
事
実
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
整

理
し
て
い
く
。
裸
の
事
実
か
ら
税
務
要
件
事
実

に
整
理
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
事
実
認
定
で
す
。

そ
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
確
定
申
告
書
類
や

添
付
書
類
が
で
き
上
が
っ
て
い
く
の
で
す
。

し
か
し
時
に
は
、
課
税
庁
側
が
事
実
認
定
の

レ
ベ
ル
で
そ
ん
な
事
実
は
な
い
。
あ
る
い
は
そ

の
事
実
が
本
当
は
な
い
の
に
、
書
類
上
ね
つ
造

さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
主
張
を
し
て
く

る
こ
と
が
あ
り
得
ま
す
。
こ
の
と
き
、
後
付
け

で
作
成
さ
れ
た
書
類
や
バ
ッ
ク
デ
ー
ト
さ
れ
た

書
類
で
は
、
事
実
認
定
の
基
礎
と
し
て
不
十
分

で
あ
る
こ
と
は
皆
さ
ん
方
よ
く
ご
存
じ
の
と
お

り
で
す
。
そ
こ
で
、
手
続
的
な
観
点
か
ら
、
権

利
を
守
る
こ
と
が
、
一
番
重
要
と
な
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、「
必
要
経
費
が
嵩
み
今
年
は
赤

字
で
し
た
」
と
い
う
申
告
に
対
し
、
バ
ッ
ク
デ

ー
ト
に
よ
っ
て
ね
つ
造
さ
れ
た
書
類
が
後
か
ら

挿
入
さ
れ
て
お
り
、
結
果
的
に
そ
れ
が
必
要
経

Ⅳ　

due process

の
担
い
手
と
し
て
の
税
理
士
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費
を
膨
ら
ま
せ
て
い
る
と
し
て
、
課
税
庁
か
ら

否
認
さ
れ
る
と
い
う
単
純
な
案
件
を
考
え
ま
す
。

そ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
は
法
の
解
釈

適
用
で
は
な
く
、
事
実
認
定
そ
の
も
の
で
す
。

で
は
、
そ
の
事
実
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
争
い
、

「
バ
ッ
ク
デ
ー
ト
で
は
な
い
」
と
言
い
得
る
の

で
し
ょ
う
か
。
納
税
者
が
た
だ
「
違
う
」
と
言

っ
て
も
駄
目
な
の
で
す
。
こ
れ
を
担
保
す
る
の

が
、
ま
さ
し
く
税
理
士
の
皆
さ
ん
の
よ
う
な
専

門
家
の
関
与
な
の
で
す
。

事
実
認
定
に
必
要
な
書
類
が
あ
る
時
点
で
存

在
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
に
は
、
公
証
役

場
へ
出
向
き
、
確
定
日
付
を
も
ら
っ
て
く
る
と

い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
弁
護
士
事
務
所

な
ど
で
は
、
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で

す
。
と
こ
ろ
が
、
た
と
え
ば
中
小
企
業
や
個
人

事
業
者
は
、
日
常
的
な
法
務
を
扱
っ
て
く
れ
る

法
務
部
門
や
弁
護
士
を
置
い
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、

届
い
た
書
類
に
確
定
日
付
を
取
る
こ
と
が
ほ
と

ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
り
ま

す
。
そ
う
し
た
中
で
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
た
場
合
、

事
後
的
に
関
与
す
る
こ
と
に
な
る
弁
護
士
は
、

事
実
の
証
明
そ
の
も
の
に
苦
慮
す
る
こ
と
も
珍

し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
何
か
起
こ
っ
た
後
の
関
与

に
は
限
界
が
あ
る
の
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
税
理
士
の
仕
事
に
お
い
て

は
、
日
常
的
に
関
与
先
と
の
間
で
情
報
交
換
を

し
、
同
時
に
巡
回
監
査
の
仕
組
み
を
使
っ
て
事

実
を
確
定
し
続
け
、
そ
れ
ら
の
事
実
を
、
添
付

書
面
の
中
で
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
巡

回
監
査
が
月
に
1
回
行
わ
れ
る
。
そ
の
月
々
の

定
期
的
な
書
類
の
チ
ェ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、
こ
の

事
実
を
支
え
る
証
拠
書
類
は
、
あ
る
段
階
で
間

違
い
な
く
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
確
定
し
て
い

く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

で
は
添
付
書
面
に
一
体
何
を
書
く
の
か
。
こ

こ
で
重
要
な
の
は
、
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、

紛
争
と
い
う
も
の
は
、
事
実
認
定
と
法
の
解
釈

の
両
面
で
生
じ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

法
の
解
釈
は
、
い
く
ら
で
も
自
由
に
解
釈
で

き
、
最
終
的
に
裁
判
す
る
こ
と
で
決
着
を
つ
け

る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
事
実
問
題
に

つ
い
て
は
、
争
う
だ
け
の
基
盤
と
い
う
も
の
を

争
う
側
が
前
も
っ
て
準
備
し
て
お
か
な
く
て
は

い
け
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
税
務
に
関
し
て
そ
れ

を
提
供
で
き
る
の
は
、
法
律
と
会
計
の
専
門
家

で
あ
る
税
理
士
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
そ

れ
は
素
人
に
は
で
き
な
い
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
世
間
話
の
中
に
も
、
税
金
計
算

に
つ
な
が
る
要
素
が
い
く
ら
で
も
含
ま
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
抽
出
し
、
記
録
し

て
お
く
か
と
い
う
こ
と
が
、
非
常
に
重
要
で
す
。

素
人
は
何
が
要
件
事
実
で
あ
り
、
何
が
重
要
事

実
で
あ
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
分
か
っ

て
い
る
の
が
専
門
家
で
す
。
話
を
聞
い
て
、
ど

の
情
報
が
重
要
な
の
か
を
振
り
分
け
る
。
こ
れ

を
日
常
的
な
経
済
活
動
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
行

う
と
と
も
に
、
万
が
一
紛
争
と
な
っ
た
と
き
に

は
、
プ
ロ
セ
ス
全
体
に
係
る
事
情
を
よ
く
知
る

者
と
し
て
関
与
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
税
理
士

の
皆
さ
ん
方
は
、
こ
の
よ
う
な
極
め
て
特
徴
的

な
地
位
を
お
持
ち
な
の
で
す
。
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国
税
通
則
法
に
み
るdue process of law

へ
の
契
機

税
理
士
の
皆
さ
ん
が
法
律
、
会
計
両
方
の
専

門
家
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
活
動
は
、
経
済

活
動
の
プ
ロ
セ
ス
全
体
に
係
る
も
の
で
す
。
そ

の
た
め
経
済
活
動
に
対
す
る
最
終
的
な
納
税
、

場
合
に
よ
っ
て
は
国
税
不
服
審
査
、
税
務
訴
訟

と
い
う
全
体
に
関
与
す
る
こ
と
も
で
き
る
基
礎

を
備
え
て
い
ま
す
。

こ
の
と
き
、
紛
争
の
い
わ
ば
出
口
の
と
こ
ろ

で
使
う
法
廷
陳
述
権
も
大
切
な
権
限
で
す
が
、

手
続
的
権
利
保
障
と
い
う
点
か
ら
重
要
な
の
は
、

税
務
調
査
の
事
前
通
知
を
受
領
で
き
る
こ
と
、

あ
る
い
は
税
務
調
査
の
立
ち
会
い
が
で
き
る
こ

と
、
あ
る
い
は
そ
の
前
提
と
し
て
事
実
に
関
す

る
記
録
を
、
き
ち
ん
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
保
全

す
る
こ
と
に
積
極
的
に
関
与
で
き
る
と
い
う
こ

と
で
す
。

国
税
通
則
法
は
2
0
1
1
年
の
改
正
を
契
機

と
し
て
、due process

型
に
変
わ
り
つ
つ
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
結
果
、
納
税
者
と
税
理
士
の

間
に
は
税
務
代
理
権
限
証
書
の
提
出
を
通
じ
て
、

due process

の
担
い
手
と
し
て
の
税
理
士
の

役
割
が
、
新
た
に
追
加
さ
れ
た
と
言
う
こ
と
も

で
き
ま
す
。
換
言
す
れ
ば
、
国
税
通
則
法
と
税

理
士
法
が
相
ま
っ
て
、
納
税
者
の
手
続
的
権
利

と
い
う
も
の
を
保
障
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
う
し
た
法
改
正
に
つ
い
て
は
、
税
理
士
業

界
の
要
望
に
応
え
て
、
税
理
士
に
特
権
・
権
益

を
与
え
た
と
い
っ
た
よ
う
な
「
批
判
」
が
な
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
私
は
、
そ
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
条
文

を
解
釈
し
て
は
な
ら
ず
、
解
釈
さ
せ
て
も
い
け

な
い
と
考
え
ま
す
。
こ
れ
ら
の
条
文
の
本
来
的

な
意
味
・
価
値
は
、
納
税
者
の
手
続
権
利
に
つ

い
て
、
専
門
家
と
し
て
の
税
理
士
の
皆
さ
ん
が

こ
れ
を
保
証
す
る
役
割
を
担
う
と
い
う
こ
と
な

の
で
す
。
そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な

仕
組
み
は
今
後
、
ど
ん
ど
ん
拡
充
さ
せ
て
い
く

こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。

税
理
士
法
に
み
るdue process of law

へ
の
契
機

税
理
士
法
1
条
に
は
、「
税
理
士
は
、
税
務

に
関
す
る
専
門
家
と
し
て
、
独
立
し
た
公
正
な

立
場
に
お
い
て
、
申
告
納
税
制
度
の
理
念
に
そ

つ
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
」
と
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

飯
塚
毅
博
士
の
「
税
金
は
1
円
の
過
不
足
も

な
く
正
し
く
払
う
」
と
い
う
お
考
え
、
租
税
正

義
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
社
会
を
維
持

す
る
た
め
に
、
税
と
い
う
も
の
は
非
常
に
重
要

な
仕
組
み
で
す
。
そ
こ
に
は
、
税
は
取
ら
れ
る

も
の
で
は
な
く
て
、
き
ち
ん
と
納
め
る
べ
き
も

の
な
の
だ
と
い
う
認
識
が
伴
う
わ
け
で
す
が
、

こ
の
「
き
ち
ん
と
納
め
る
」
と
い
う
こ
と
は
、

法
に
定
め
ら
れ
た
適
正
手
続
に
従
っ
て
、
公
平

に
定
め
ら
れ
た
実
体
法
上
の
義
務
を
果
た
す
と

い
う
こ
と
に
収
れ
ん
す
る
も
の
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
内
の
適
正
な
手
続
の
観
点

を
、
誰
に
よ
っ
て
担
保
す
る
の
か
が
、
今
ま
で

非
常
に
弱
か
っ
た
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。

そ
れ
が
現
行
法
で
は
、
2
条
あ
る
い
は
2
条

の
2
と
い
う
新
し
い
条
文
に
よ
り
、「
税
務
代
理
、

税
務
書
類
の
作
成
、
税
務
相
談
、
財
務
書
類
の

作
成
、
会
計
帳
簿
の
記
帳
の
代
行
そ
の
他
財
務
に

関
す
る
事
務
、
法
廷
陳
述
」
と
い
う
形
で
税
理

士
の
皆
さ
ん
の
職
務
と
し
て
規
定
さ
れ
ま
し
た
。

こ
こ
で
言
う
「
税
務
書
類
の
作
成
」「
会
計

帳
簿
の
記
帳
の
代
行
そ
の
他
財
務
に
関
す
る
事

務
」
は
、
単
な
る
事
務
手
続
を
定
め
て
い
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

税
理
士
の
皆
さ
ん
が
納
税
者
を
、
事
実
に
つ

い
て
、
適
正
手
続
の
観
点
か
ら
、
き
ち
ん
と
し

た
記
録
作
成
を
担
保
し
つ
つ
、
万
が
一
争
う
よ

う
な
こ
と
に
な
っ
た
と
き
に
は
争
う
、
と
い
う

形
で
専
門
家
と
し
て
サ
ポ
ー
ト
す
る
。
私
は
、

そ
の
よ
う
な
法
解
釈
展
開
の
契
機
が
こ
こ
に
あ

る
の
だ
と
理
解
し
て
い
ま
す
。
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国
税
庁
と
日
本
税
理
士
会
連
合
会
の
説
明

書
面
添
付
制
度
の
法
的
意
義
に
つ
い
て
、
国

税
庁
の
サ
イ
ト
（https://w

w
w

.nta.go.jp/
taxes/zeirishi/zeirishiseido/kentou  
kai/02.htm

）に
次
の
説
明
が
あ
り
ま
す
。「
書

面
添
付
制
度
は
税
理
士
の
立
場
を
よ
り
尊
重
し
、

税
務
執
行
の
一
層
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
に
従

来
の
制
度
が
拡
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
書
面

添
付
制
度
は
、
税
務
の
専
門
家
で
あ
る
税
理
士

に
対
し
て
付
与
さ
れ
た
権
利
の
一
つ
で
あ
る
」。

ま
た
、
日
本
税
理
士
会
連
合
会
の
サ
イ
ト

（https://w
w

w
.nichizeiren.or.jp/tax 

account/docum
ent/

）
を
見
ま
す
と
、
書
面

添
付
制
度
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い

ま
す
。「
そ
も
そ
も
、
税
理
士
の
権
利
と
い
う
け

れ
ど
、
具
体
的
に
ど
ん
な
効
果
が
あ
る
の
だ
ろ

う
。
た
と
え
ば
（
略
）
意
見
聴
取
で
疑
問
点
が

解
消
し
た
場
合
な
ど
、
結
果
的
に
実
地
調
査
の

省
略
も
あ
り
得
る
」「
書
面
添
付
に
取
り
組
め

ば
、
我
々
も
申
告
書
の
作
成
に
、
よ
り
意
識
を

傾
注
す
る
よ
う
に
な
り
顧
客
の
信
頼
度
や
事
務

所
全
体
の
業
務
水
準
も
違
っ
て
く
る
」「
こ
の

制
度
を
充
分
理
解
し
て
大
い
に
活
用
し
、
申
告

納
税
制
度
の
も
と
税
理
士
の
権
利
の
一
つ
と
し

て
拡
充
定
着
す
る
こ
と
を
心
か
ら
願
い
た
い
」。

国
税
庁
及
び
日
本
税
理
士
会
連
合
会
の
説
明

に
は
、
共
通
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、

税
理
士
の
権
利
の
拡
充
と
い
う
視
点
で
文
章
が

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
点
で
す
。
そ
の
理
解
は
決

し
て
間
違
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
私

は
「
も
う
少
し
踏
み
込
み
ま
せ
ん
か
」
と
言
い

た
い
の
で
す
。

手
続
的
権
利
保
障
の
視
点
を

書
面
添
付
制
度
に
よ
っ
て
、「
事
前
に
」
税

理
士
が
関
与
す
る
機
会
が
確
保
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
税
理
士
の
権
利
で
す
。
他

方
で
、
行
政
公
定
解
釈
に
よ
る
と
、
税
務
調
査

に
つ
い
て
相
手
方
に
対
し
て
「
あ
ら
か
じ
め
日

時
、
場
所
を
通
知
す
る
」
こ
と
自
体
は
、
税
務

行
政
手
続
の
必
須
の
義
務
で
は
あ
り
ま
せ
ん

（
国
税
通
則
法
74
条
の
10
）。
結
果
、
税
理
士
の

事
前
に
関
与
す
る
機
会
が
失
わ
れ
る
場
合
も
あ

り
ま
す
。

あ
る
い
は
、
先
ほ
ど
の
日
弁
連
要
請
の
よ
う

に
行
政
指
導
に
よ
る
事
実
上
の
税
務
調
査
が
行

わ
れ
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
り
ま
す
。

書
面
添
付
制
度
を
「
税
理
士
の
権
利
の
拡
大

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
顧
客
の
信
頼
を
確
保

し
て
業
務
水
準
を
上
げ
ま
し
ょ
う
」
と
の
理
解

に
留
ま
ら
ず
、
納
税
者
の
適
正
手
続
保
障
制
度

の
一
部
と
し
て
理
解
し
、
活
用
し
て
い
く
こ
と

が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
ま
す
。

そ
こ
で
重
要
な
の
は
、
添
付
さ
れ
る
書
面
自

体
が
実
体
的
真
実
に
基
づ
い
て
お
り
、
か
つ
、

手
続
的
適
正
を
保
障
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

で
す
。
こ
れ
が
欠
け
て
い
る
「
書
面
」
は
、
課

税
庁
か
ら
見
れ
ば
、
全
く
意
味
が
な
い
だ
け
で

な
く
、
適
正
な
課
税
を
阻
害
す
る
も
の
と
な
り

ま
す
。

こ
こ
に
「
巡
回
監
査
」
の
意
義
が
出
て
き
ま

す
。
巡
回
監
査
に
よ
っ
て
爾
後
の
改
ざ
ん
が
な

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
担
保
す
る
こ
と
が
重
要

と
な
り
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
単
な
る
添
付
書
類
を
、
手
続

的
に
納
税
者
の
権
利
を
確
保
で
き
る
書
類
に
変

え
る
こ
と
。
そ
こ
に
税
理
士
の
皆
さ
ん
の
専
門

家
と
し
て
の
新
し
い
職
務
、
か
つ
社
会
か
ら
の

期
待
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
一
緒
に
手
続
的
権
利
保
障
に
取
り
組

ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。（

構
成
／
T
K
C
出
版　

石
原　

学
）

Ｖ　
お
わ
り
に
─
─
書
面
添
付
制
度
と
巡
回
監
査
の
法
的
意
義
の
再
考


