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論壇
は
じ
め
に
―
国
税
通
則
法
は
基
本
法
か
？

国
税
通
則
法
に
つ
い
て
は
、

「
租
税
法
の
基
本
法
」
と
み
る

見
解
も
あ
る
が
（
注
１
）
他
方

で
、
国
税
通
則
法
の
制
定
時
の

税
制
調
査
会
答
申
に
盛
り
込
ま

れ
て
い
た
、
租
税
回
避
の
否
認

規
定
や
一
般
的
記
帳
義
務
、
質

問
検
査
権
の
統
合
的
規
定
な
ど

は
立
法
化
さ
れ
な
か
っ
た
。

ま
た
、
田
中
二
郎
教
授
が
、

国
税
徴
収
法
と
の
関
係
に
つ
い

て
、「
実
際
的
に
は
一
本
で
も
、

二
本
で
あ
っ
て
も
、
そ
う
大
し

て
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う

の
で
、
国
税
通
則
法
の
中
に
盛

る
ほ
う
が
適
当
な
も
の
は
そ
っ

ち
へ
吸
収
し
、
国
税
徴
収
法

は
、
実
質
的
に
は
国
税
滞
納
処

分
法
と
い
う
形
に
し
て
残
す
と

い
う
こ
と
に
し
た
わ
け
で

す
。」
と
論
じ
ら
れ
る
点
な
ど

も
併
せ
考
え
る
と
（
注
２
）
国

税
通
則
法
は
基
本
法
と
し
て
整

理
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
国
税
通
則
法

が
基
本
法
と
し
て
の
性
格
を
有

し
て
い
る
と
い
う
点
に
つ
い
て

の
疑
問
は
拭
え
な
い
。
理
解
の

仕
方
と
し
て
は
、
基
本
法
と
し

て
の
性
格
を
全
面
的
に
否
定
す

る
こ
と
は
し
な
い
も
の
の
、
手

続
法
と
し
て
の
個
別
税
法
に
過

ぎ
な
い
と
も
い
え
る
性
格
付
け

の
し
づ
ら
い
個
別
税
法
が
国
税

通
則
法
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

�

国
税
通
則
法
に
求
め
ら
れ
る
も
の
�

―
各
個
別
税
法
の
統
一
的
理
解

租
税
法
は
、
複
雑
難
解
で
あ

っ
て
は
な
ら
ず
、
つ
と
め
て
簡

易
平
明
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
異

論
を
差
し
挟
む
向
き
は
な
か
ろ

う
。
国
税
通
則
法
制
定
の
第
一

の
趣
旨
は
ま
さ
に
こ
の
点
か

ら
、「
こ
の
税
法
の
簡
易
平
明
化

を
図
っ
て
、
納
税
者
の
理
解
を

容
易
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
」

と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
注
３
）

す
な
わ
ち
、「
各
税
法
の
…
構
成

を
改
め
、
各
税
法
は
、
原
則
と

し
て
課
税
実
体
に
関
す
る
規
定

を
中
心
に
定
め
る
こ
と
と
し
、

一
方
、
手
続
等
に
関
す
る
共
通

の
事
項
は
、
以
前
の
各
税
法
か

ら
削
除
し
て
、
こ
れ
を
国
税
通

則
法
に
ま
と
め
て
規
定
す
る
こ

と
と
し
た
」
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
し
て
、「
各
税
法
は
、
課

税
実
体
に
関
す
る
規
定
だ
け
に

な
っ
て
、
す
っ
き
り
し
た
形
と

な
り
、
少
な
い
条
文
数
を
も
っ

て
簡
明
に
そ
の
内
容
を
知
り
う

る
こ
と
に
な
る
し
、
手
続
等
に

関
す
る
事
項
も
、
一
本
に
ま
と

ま
っ
て
統
一
的
に
理
解
し
や
す

く
な
」
り
、
そ
う
し
て
、「
各
税

法
が
手
続
に
関
す
る
共
通
の
事

項
か
ら
解
放
さ
れ
て
身
軽
に
な

る
が
故
に
、
所
得
税
法
や
法
人

税
法
に
つ
い
て
も
、
そ
の
課
税

実
体
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て

整
備
改
善
し
て
ゆ
く
た
め
の
道

が
開
か
れ
た
」
と
い
う
の
で
あ

る
。そ

う
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
記
帳
制
度
や
青
色
申
告
に

関
す
る
規
定
あ
る
い
は
、
調
査

や
質
問
検
査
に
関
す
る
規
定
が

国
税
通
則
法
に
用
意
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
の
理
由
は
、
必
ず
し

も
明
確
で
は
な
い
。
ま
た
、
加

算
税
制
度
に
お
け
る
課
税
実
務

上
の
取
扱
い
が
各
税
毎
に
バ
ラ

バ
ラ
で
あ
る
と
い
う
点
も
既
に

指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
か
よ
う
な
調
整
機
能
は
本

来
国
税
通
則
法
に
期
待
さ
れ
て

い
た
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。

�

国
税
通
則
法
に
求
め
ら
れ
る
も
の
�

―
私
法
や
法
の
一
般
原
則
の
適
用
問
題
の
解
決

納
税
義
務
が
国
民
の
最
も
重

要
な
義
務
の
一
つ
で
あ
る
と
は

い
っ
て
も
、
租
税
が
国
民
の
利

害
に
き
わ
め
て
密
接
な
関
係
を

有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
租
税

に
関
す
る
法
律
関
係
は
、
こ
れ

を
明
確
に
決
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、「
以
前
は
各
税
法
が

個
別
的
な
い
し
部
分
的
に
制
定

さ
れ
、
各
税
目
に
お
け
る
課
税

目
的
を
追
求
す
る
こ
と
に
主
眼

が
お
か
れ
て
き
て
い
た
た
め

に
、
そ
こ
に
は
、
お
よ
そ
租
税

に
関
す
る
基
本
的
な
法
律
関
係

を
明
確
に
規
定
す
る
と
い
う
配

慮
を
欠
い
て
お
り
、
そ
の
た
め

に
、
解
釈
上
の
疑
義
や
無
用
の

紛
争
を
招
く
と
と
も
に
、
納
税

者
の
正
当
な
権
利
利
益
を
擁
護

す
る
上
に
お
い
て
充
分
と
は
い

え
な
い
状
態
に
あ
っ
た
」
と
い

わ
れ
て
い
る
（
注
４
）
。

そ
こ
で
、
国
税
通
則
法
は
各

税
に
共
通
す
る
制
度
を
統
一

し
、
整
備
し
て
規
定
す
る
と
い

う
そ
の
性
格
に
鑑
み
て
、
そ
れ

ま
で
の
税
法
の
欠
陥
を
是
正

し
、
こ
れ
ら
の
基
本
的
な
法
律

関
係
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
な
租
税
法
に
関
す

る
基
本
的
な
法
律
関
係
が
明
確

化
さ
れ
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き

で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
現
行
国

税
通
則
法
の
も
つ
最
も
重
要
な

機
能
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る

が
、
他
方
で
、
私
法
あ
る
い
は

一
般
法
理
と
の
関
係
の
不
明
確

性
は
依
然
と
し
て
存
在
し
て
お

り
、
か
か
る
不
明
確
性
に
つ
い

て
、
国
税
通
則
法
は
何
ら
の
解

決
も
し
て
い
な
い
と
い
わ
ざ
る

を
得
な
い
。

例
え
ば
、
従
来
か
ら
議
論
さ

れ
て
き
た
と
こ
ろ
に
限
定
し
て

取
り
上
げ
る
と
し
て
も
、
租
税

法
律
関
係
に
お
け
る
信
義
誠
実

の
原
則
の
適
用
や
権
利
濫
用
法

理
の
適
用
と
い
っ
た
民
法
あ
る

い
は
一
般
法
と
の
関
係
は
立
法

論
的
に
解
決
さ
れ
て
も
よ
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
か
か
る
機
能

を
我
が
国
の
国
税
通
則
法
に
求

め
る
こ
と
は
無
理
な
こ
と
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

�

納
税
者
保
護
と
納
税
義
務
の
履
行

国
税
通
則
法
第
１
条
は
、「
こ

の
法
律
は
、
国
税
に
つ
い
て
の

基
本
的
な
事
項
及
び
共
通
的
な

事
項
を
定
め
、
税
法
の
体
系
的

な
構
成
を
整
備
し
、
か
つ
、
国

税
に
関
す
る
法
律
関
係
を
明
確

に
す
る
と
と
も
に
、
税
務
行
政

の
公
正
な
運
営
を
図
り
、
も
つ

て
国
民
の
納
税
義
務
の
適
正
か

つ
円
滑
な
履
行
に
資
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。」と
規
定
す
る
。

租
税
救
済
法
が
内
包
さ
れ
て

い
る
国
税
通
則
法
の
目
的
に

「
納
税
者
の
保
護
」
と
い
う
視

点
が
欠
落
し
て
い
る
の
は
い
か

な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
他
方
、「
租
税
回
避
の
防

止
」
と
い
う
観
点
も
同
法
に
は

示
さ
れ
て
い
な
い
。
同
法
に

は
、
大
き
な
課
題
が
存
在
し
て

い
る
と
も
い
え
る
。

納
税
者
の
手
続
的
保
護
が
十

分
で
あ
る
か
と
い
う
点
か
ら

は
、
行
政
手
続
法
の
適
用
が
な

さ
れ
な
い
現
行
国
税
通
則
法
に

は
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

他
方
、
租
税
回
避
の
防
止
と
い

う
観
点
か
ら
納
税
義
務
の
適
正

な
履
行
を
確
保
す
る
と
い
う
点

に
対
し
て
も
、
立
法
的
対
応
が

十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い

え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ

れ
ら
い
ず
れ
の
観
点
も
重
要
で

あ
り
、
国
税
通
則
法
の
在
り
方

を
考
え
る
に
当
た
っ
て
は
、
こ

の
両
者
を
明
確
に
意
識
し
た
上

で
の
議
論
が
要
請
さ
れ
る
と
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

結
び
に
か
え
て

こ
の
よ
う
に
、
我
が
国
に
は

個
別
税
法
が
あ
っ
て
も
、
そ
の

束
ね
と
な
る
基
本
法
が
存
在
し

て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
租
税
法
の
解
釈
適

用
上
の
疑
義
を
解
消
す
る
た
め

に
は
、
国
税
基
本
法
の
制
定
に

期
待
を
寄
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

筆
者
が
他
の
税
理
士
や
研
究

者
と
共
同
で
立
ち
上
げ
た
「
ア

コ
ー
ド
租
税
総
合
研
究
所
」
で

は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
含

め
、
学
者
や
税
理
士
が
共
同
で

２１
世
紀
の
あ
る
べ
き
税
制
に
つ

い
て
の
研
究
及
び
提
言
を
行

う
。
是
非
、
ご
関
心
を
寄
せ
て

い
た
だ
き
た
い
。

（
注
１
）

座
談
会
「
国
税
通
則

法
を
め
ぐ
っ
て
」〔
平
尾
照
夫
発

言
〕
ジ
ュ
リ
ス
ト
２
５
１
号
２１

頁
。

（
注
２
）

座
談
会
「
国
税
通
則

法
を
め
ぐ
っ
て
」〔
田
中
二
郎
発

言
〕
ジ
ュ
リ
ス
ト
２
５
１
号
１４

頁
。

（
注
３
）

荒
井
勇
代
表
編
『
国

税
通
則
法
精
解
〔
第
１２
版
〕』

２０
頁
（
大

蔵

財

務

協

会

２
０
０
７
）。

（
注
４
）

荒
井
・
前
掲
注
３
、

２０
頁
。

国
税
通
則
法
が
包
摂
す
る
問
題
点
と

基
本
法
制
定
へ
の
期
待
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