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ま
た
、
売
掛
金
に
つ
い
て
は

「
形
式
上
の
貸
倒
れ
」（
法
基
通

９

－

６

－

３
）
と
し
て
、「
相
手

先
の
支
払
能
力
の
悪
化
に
よ
る

取
引
停
止
の
あ
と
、
１
年
間
弁

済
が
な
い
場
合
」
や
、「
取
立

費
用
が
売
掛
金
総
額
を
上
回
る

場
合
」
に
も
損
金
と
し
て
認
め

ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
国
税
庁
が
東
北
関

東
大
震
災
の
発
生
を
受
け
て
公

表
し
た
救
済
特
例
に
は
、「（
被

災
し
た
）
取
引
先
に
対
す
る
売

掛
金
等
の
免
除
等
」（
法
基
通
９

－

４

－

６
の
２
）
に
関
す
る
規
定

が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
被
災

者
の
債
務
を
免
除
し
た
際
の
損

金
算
入
要
件
を
大
幅
に
緩
和
す

る
も
の
で
、
被
災
者
に
対
す
る

売
掛
金
や
貸
付
金
を
「
復
旧
を

支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
」

放
棄
し
た
場
合
、
そ
の
額
は
寄

付
金
で
は
な
く
損
金
と
し
て
取

り
扱
う
。
被
災
者
へ
の
復
興
支

援
の
１
つ
と
し
て
、
大
い
に
活

用
が
期
待
で
き
る
特
例
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
今
回
の
災
害
で
は
、

地
域
に
よ
っ
て
は
役
所
か
ら
学

校
、
会
社
、
病
院
、
民
家
ま
で
、

街
の
全
て
が
津
波
に
よ
っ
て
破

壊
さ
れ
た
。
会
社
の
帳
簿
や
領

収
書
、
請
求
書
、
決
算
書
な
ど

が
完
全
に
押
し
流
さ
れ
て
し

ま
っ
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
そ
こ

で
、
こ
の
異
常
事
態
に
つ
け
込

み
、
こ
の
救
済
特
例
を
悪
用
し

た
火
事
場
泥
棒
の
よ
う
な
脱
税

を
も
く
ろ
む
不
心
得
者
が
出
て

く
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

債
権
放
棄
は
法
律
上
、「
単

独
行
為
」
と
さ
れ
る
。
双
方
の

合
意
に
よ
る
契
約
が
な
く
て
も
、

債
権
者
の
一
方
的
な
意
思
表
示

で
成
立
す
る
。
つ
ま
り
債
権
者

側
の
企
業
が
、「
債
務
者
の
復

旧
支
援
の
た
め
に
債
権
放
棄
す

る
」旨
の
意
思
表
示
を
す
れ
ば
、

損
金
算
入
が
認
め
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、

被
災
地
の
企
業
を
相
手
先
と
し

た〝
架
空
の
債
権
〞を
計
上
し
て
、

一
方
的
に
債
権
放
棄
し
て
し
ま

う
脱
税
行
為
が
考
え
ら
れ
る
。

平
常
時
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ

う
な
架
空
取
引
は
、
相
手
先
や

金
融
機
関
へ
の
反
面
調
査
で
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
こ
の
大
津
波
で
は
金
融
機

関
や
税
務
書
類
を
保
管
し
て
い

る
役
所
（
一
部
の
自
治
体
で
は

国
税
に
係
る
税
務
書
類
を
自
治

体
の
役
所
で
保
管
し
て
い
る

ケ
ー
ス
も
あ
る
）
も
被
害
を
受

け
て
い
る
。
相
手
先
の
経
営
者

が
行
方
不
明
に
な
っ
て
い
る
こ

と
す
ら
あ
る
の
だ
。

そ
し
て
何
よ
り
、
復
興
作
業

で
混
乱
し
て
い
る
被
災
地
で
は

現
実
問
題
と
し
て
、
税
務
署
が

い
ち
い
ち
反
面
調
査
に
注
力
し

て
い
る
余
裕
は
な
い
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
当
局
が
債
権
放

棄
の
事
実
を
調
べ
る
際
に
、
債

務
を
免
除
し
た
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
「
書
面
」
を
求
め
る
こ

と
が
あ
る
。
こ
の
「
書
面
」
は
、

「
形
式
に
細
か
い
決
ま
り
は
な

い
が
、
相
手
先
に
債
務
免
除
が

通
知
さ
れ
た
こ
と
が
証
明
で
き

る
も
の
。
具
体
的
に
は
内
容
証

明
郵
便
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
」

（
東
京
国
税
局
）。

取
引
に
覚
え
の
な
い
人
に
、

そ
の
よ
う
な
債
務
免
除
の
通
知

を
送
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ

う
。
当
局
が
内
容
証
明
な
ど
の

書
面
の
確
認
を
徹
底
す
る
こ
と

で
、
被
災
者
に
対
す
る
債
務
免

除
特
例
の
悪
用
は
か
な
り
防
げ

る
は
ず
だ
。

だ
が
、
そ
れ
も
完
全
で
は
な

い
。
内
容
証
明
を
送
付
す
る
相

手
が
亡
く
な
っ
て
い
る
事
態
も

考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。例
え
ば
、

死
亡
し
た
経
営
者
に
債
権
放
棄

の
通
知
を
し
た
場
合
、
経
営
に

タ
ッ
チ
し
て
い
な
い
親
族
ら
で

は
債
務
の
有
無
に
つ
い
て
判
断

が
付
か
な
い
。「
借
金
を
帳
消

し
に
す
る
」
と
い
う
通
知
な
ら

ば
、
仮
に
債
務
が
な
く
て
も
損

に
な
る
話
で
は
な
い
。
よ
く
事

実
関
係
が
分
か
ら
な
い
ま
ま
、

打
ち
捨
て
て
お
く
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
納
税
者
の

モ
ラ
ル
が
問
わ
れ
て
い
る
状
況

に
あ
る
の
だ
。国
税
庁
は
現
在
、

被
災
地
域
の
納
税
者
に
「
可
能

な
限
り
の
配
慮
」
を
求
め
る
通

知
を
全
国
の
税
務
署
に
発
信
し

て
い
る
。
例
え
ば
、
税
務
特
例

の
適
用
を
申
請
す
る
場
合
に
必

要
と
さ
れ
る
添
付
書
類
に
つ
い

て
、
一
部
紛
失
な
ど
が
あ
っ
て

も
、
弾
力
的
に
対
応
す
る
と
い

う
趣
旨
の
も
の
だ
。

こ
う
し
た
特
別
の
通
知
を
、

徴
税
を
責
務
と
す
る
国
税
庁
が

発
信
し
た
背
景
に
は
、
被
災
者

の
救
済
施
策
と
い
う
意
味
だ
け

で
は
な
く
、
申
告
納
税
制
度
の

理
念
と
、
納
税
者
の
高
い
モ
ラ

ル
へ
の
期
待
が
あ
る
。
日
本
経

済
の
復
興
を
支
え
る
中
小
企
業

と
し
て
は
、
大
い
に
プ
ラ
イ
ド

を
持
っ
て
法
人
税
の
申
告
に
臨

み
た
い
と
こ
ろ
だ
。

東
北
・
関
東
地
方
の
太
平
洋
沿
岸
部
を
襲
っ
た
今
回
の
大
津
波
は
、
人
々
の

あ
ら
ゆ
る
営
み
を
一
瞬
に
し
て
押
し
流
し
て
し
ま
っ
た
。
首
都
圏
や
西
日
本
の

中
小
企
業
で
は
、甚
大
な
被
害
を
受
け
た
取
引
先
へ
の
対
応
に
迫
ら
れ
て
い
る
。

今
後
、
被
災
し
た
取
引
先
の
支
援
と
し
て
債
権
放
棄
な
ど
の
対
策
を
講
じ
る
経

営
者
が
出
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
こ
の
異
常
事
態
に
つ
け
込
み
、
不

正
申
告
を
考
え
る
不
心
得
者
が
出
て
く
る
可
能
性
も
否
め
な
い
。
今
こ
そ
、
申

告
納
税
制
度
の
理
念
に
沿
っ
た
適
正
な
税
務
申
告
が
望
ま
れ
る
。

 

【
本
紙
・
柚
木
耕
介
、
金
森
規
浩
】

３
月
11
日
の
地
震
発
生
か
ら

約
１
カ
月
半
が
経
過
し
た
。
福

島
第
一
原
発
で
発
生
し
て
い
る

深
刻
な
放
射
能
漏
れ
事
故
は
い

ま
だ
収
束
の
見
通
し
が
立
た
な

い
が
、
一
部
の
被
災
地
域
で
は

住
民
が
力
を
合
わ
せ
て
徐
々
に

復
旧
の
兆
し
を
見
せ
て
い
る
。

一
方
、
被
災
地
か
ら
離
れ
た

首
都
圏
や
西
日
本
で
は
、
３
月

決
算
を
迎
え
た
中
小
企
業
も
多

く
、
こ
れ
か
ら
５
月
末
ま
で
が

法
人
税
の
申
告
作
業
の
ピ
ー
ク

と
な
る
。
今
回
の
申
告
で
は
、

帳
簿
、領
収
書
、決
算
書
…

帳
簿
、領
収
書
、決
算
書
…
全
部
流
さ
れ
た
！

全
部
流
さ
れ
た
！

絶対に許すな！ 不正申告

被
災
し
た
取
引
先
へ
の
対
応
で
、

売
掛
金
の
免
除
と
い
っ
た
債
権

放
棄
を
検
討
し
て
い
る
経
営
者

も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。

経
営
者
に
と
っ
て
売
掛
金
や

貸
付
金
の
免
除
は
、
身
を
切
ら

れ
る
よ
う
な
つ
ら
い
選
択
だ
。

苦
労
し
て
得
た
売
り
上
げ
を
切

り
捨
て
る
こ
と
は
、
単
に
お
金

の
問
題
で
は
な
く
、
感
情
的
に

も
強
い
抵
抗
感
が
あ
る
。
し
か

し
そ
の
半
面
、
税
務
上
の
メ

リ
ッ
ト
も
あ
る
の
だ
。
売
掛
金

は
会
社
の
利
益
で
あ
る
か
ら
、

▲

取
引
の
把
握
は
困
難
を
極
め
る

当
然
、
課
税
の
対
象
。
債

務
者
が
返
済
で
き
な
い
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
、

貸
倒
損
失
と
し
て
損
金
に

し
て
し
ま
え
ば
、
一
定
の

税
負
担
の
軽
減
が
期
待
で

き
る
と
同
時
に
、
債
務
者

へ
の
支
援
に
も
つ
な
が

る
。債

務
免
除
は
通
常
、
損

金
算
入
額
に
制
限
の
あ
る

寄
付
金
と
さ
れ
る
。
た
だ

し
債
務
者
に
つ
い
て
「
会

社
更
生
法
や
民
事
再
生
法

な
ど
が
適
用
さ
れ
た
場
合
」

や
、「
債
務
超
過
状
態
が

相
当
期
間
続
き
弁
済
が
受

け
ら
れ
な
い
場
合
」
に
切

り
捨
て
ら
れ
る
債
権
額
は
、

損
金
扱
い
と
な
る
。

売掛金の架空計上、
存在しない債権…

国税庁 申告納税制度に期待
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平
成
８
年
、
機
械
販
売
業
を

営
む
Ａ
株
式
会
社
は
、
過
去
に

取
得
価
額
２
５
０
０
万
円
で
購

入
し
た
Ｎ
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ

の
会
員
権
を
、
Ａ
社
の
代
表
取

締
役
Ｐ
さ
ん
に
１
５
０
万
円
で

売
却
す
る
こ
と
を
取
締
役
会
で

承
認
。
同
年
12
月
に
１
０
０
万

円
、
同
９
年
７
月
に
50
万
円
の

支
払
い
を
受
け
た
。
な
お
、
当

時
の
Ｎ
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
の

か
」。国税

当
局
は
、「
Ｎ
カ
ン
ト

リ
ー
ク
ラ
ブ
は
、
会
員
か
ら
の

申
し
出
が
あ
り
、
相
当
の
理
由

が
あ
る
場
合
に
限
り
、
例
外
的

に
会
員
権
の
譲
渡
を
認
め
て
い

る
が
、
Ａ
社
は
会
員
権
の
譲
渡

を
申
し
出
て
い
な
か
っ
た
」「
会

員
権
の
売
買
に
際
し
て
、
売
買

契
約
書
が
作
成
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
」
な
ど
の
理
由
か
ら
、

規
約
に
よ
れ
ば
、

会
員
権
の
譲
渡
は

禁
止
さ
れ
て
い
る

が
、
会
員
に
よ
る

申
し
出
が
あ
り
、

相
当
の
理
由
が
あ

る
場
合
に
限
り
名

義
書
き
換
え
が
承

認
さ
れ
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
た
。

そ
の
後
、
Ａ
社

は
、
同
８
年
度
の

法
人
税
申
告
に
お

い
て
、
会
員
権
譲

渡
に
よ
る
固
定
資

産
売
却
損
と
し
て
、

会
員
権
の
帳
簿
価

額
２
５
０
０
万
円

か
ら
Ｐ
さ
ん
へ
の

譲
渡
価
額
を
差
し

引
い
た
金
額
お
よ

そ
２
３
５
０
万
円

を
損
金
算
入
し
た
。

し
か
し
、
国
税
当

局
は
「
Ａ
社
が
譲

渡
損
失
と
し
た
金

額
は
、
損
金
と
し
て
認
め
ら
れ

な
い
」
と
し
て
、
法
人
税
の
更

正
処
分
お
よ
び
過
少
申
告
加
算

税
の
賦
課
決
定
処
分
を
実
施
。

こ
れ
を
不
服
と
し
た
Ａ
社
は
、

不
服
申
し
立
て
を
す
る
も
主
張

は
認
め
ら
れ
ず
、
審
査
請
求
に

至
っ
た
。

争
点
と
な
っ
た
の
は
、「
規

約
上
禁
止
さ
れ
て
い
る
会
員
権

の
譲
渡
が
成
立
し
て
い
る
か
否

払
っ
て
い
る
」「
会
員
権
の
売

買
は
規
約
上
、
禁
止
さ
れ
て
い

る
が
、
会
員
か
ら
の
要
求
が
あ

れ
ば
名
義
書
き
換
え
に
応
じ
ざ

る
を
得
な
い
た
め
、
実
質
的
に

譲
渡
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
と
言

え
な
い
」こ
と
な
ど
を
根
拠
に
、

「
譲
渡
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ

る
」
と
判
断
。
当
局
に
よ
る
更

正
処
分
お
よ
び
過
少
申
告
加
算

税
の
全
部
が
取
り
消
さ
れ
た
。

「
そ
も
そ
も
、
会

員
権
の
譲
渡
が

あ
っ
た
と
は
言
え

な
い
」
と
主
張
。

一
方
の
Ａ
社
側

は
、「
譲
渡
は
代

金
授
受
お
よ
び
物

件
の
引
き
渡
し
に

よ
り
成
立
す
る
も

の
。本
件
譲
渡
は
、

取
締
役
会
の
承
認

を
得
た
上
で
行
わ

れ
て
お
り
、
Ａ
社

に
代
金
が
支
払
わ

れ
、
Ａ
社
か
ら
Ｐ

さ
ん
に
会
員
権
に

関
す
る
証
書
な
ど

が
引
き
渡
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、

譲
渡
は
成
立
し
て

い
る
」
と
反
論
し

た
。こ

れ
に
対
し
国

税
不
服
審
判
所
は
、

「
売
買
後
の
年
会

費
は
Ｐ
さ
ん
が
支

会員規約により譲渡が禁止された「ゴルフ会員権」を譲渡。多額
の譲渡損が発生したため、その損失を損金算入するも、税務署か
ら否認されてしまった。

父
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
10
年
後
に
、「
兄
の
支
払
う
べ
き
相
続
税
」
の
支
払

い
通
知
が
税
務
署
か
ら
届
い
た

│
。「
な
ぜ
？
」
と
思
い
た
く
な
る
よ
う
な

事
例
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
珍
し
く
な
い
の
だ
。

自
分
の
相
続
税
を
納
付
す
れ
ば
、「
相

続
の
『
税
金
』
の
問
題
は
終
わ
っ
た
」
と

考
え
る
の
が
一
般
的
な
感
覚
で
あ
る
。
し

か
し
、
相
続
税
に
は
「
連
帯
納
付
義
務
」

が
あ
り
、
共
同
相
続
人
の
誰
か
が
税
金
を

滞
納
す
れ
ば
、
相
続
に
よ
り
受
け
た
利
益

相
当
額
を
限
度
と
し
て
、
別
の
相
続
人
に

請
求
が
行
く
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

ち
な
み
に
こ
の
制
度
、
国
税
当
局
が
「
相

続
税
を
円
滑
に
徴
収
す
る
た
め
」
に
導
入

さ
れ
た
の
だ
が
、
支
払
う
納
税
者
に
と
っ

て
は
た
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

し
か
も
、
連
帯
納
付
義
務
の
恐
ろ
し
い

と
こ
ろ
は
、「
延
滞
税
」
も
含
め
て
請
求

さ
れ
る
点
。延
滞
税
の
税
率
は
年
14
・
６
％

と
高
率
な
た
め
、
６
年
も
た
て
ば
税
額
は

２
倍
に
膨
ら
ん
で
し
ま
う
。

ま
た
、「
い
つ
」「
ど
れ
く
ら
い
の
額
」

が
連
帯
納
付
義
務
者
と
し
て
請
求
さ
れ
る

の
か
分
か
ら
な
い
こ
と
も
、
相
続
人
に

と
っ
て
は
不
安
要
素
で
あ
る
。
通
常
、
他

の
相
続
人
が
相
続
税
を
完
納
し
た
か
ど
う

か
知
る
こ
と
は
な
い
し
、
他
の
相
続
人
の

滞
納
を
防
ぐ
方
法
も
な
い
。
そ
の
た
め
、

莫
大
な
延
滞
税
付
き
で
〝
突
然
〞
納
付
を

迫
ら
れ
、
そ
れ
を
支
払
う
だ
け
の
現
金
が

な
け
れ
ば
、
最
悪
の
場
合
に
は
、
差
し
押

さ
え
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
。

ま
た
、遺
産
分
割
協
議
の
際
に
「
争
続
」

と
な
っ
て
い
れ
ば
、
相
続
の
終
了
は
「
縁

切
り
」
を
意
味
す
る
。
そ
の
後
は
連
絡
を

取
り
合
う
こ
と
も
な
い
は
ず
だ
が
、
そ
の

よ
う
な
場
合
で
も
連
帯
納
付
義
務
は
付
い

て
回
る
。「
不
公
平
」
と
ま
で
は
言
わ
な

い
も
の
の
、
納
税
者
感
情
と
し
て
は
、
や

は
り
納
得
が
行
か
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
連
帯
納
付
義
務
の
起
因
と

な
る
相
続
に
は
、
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン

が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、「
相
続
税
を
支

払
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
続

財
産
を
借
金
返
済
に
充
て
て
し
ま
っ
た

ケ
ー
ス
」「
相
続
し
た
土
地
が
延
納
中
に

値
下
が
り
し
、
こ
れ
を
売
却
し
て
も
未
納

税
額
に
足
り
な
い
ケ
ー
ス
」
は
、
後
に
連

帯
納
付
と
い
う
こ
と
に
な
り
や
す
い
パ

タ
ー
ン
の
代
表
格
だ
。

そ
の
ほ
か
、
自
分
以
外
の
相
続
人
が
相

続
時
精
算
課
税
を
選
択
し
て
い
る
場
合
も

気
を
配
っ
て
お
き
た
い
。
相
続
時
精
算
課

税
に
よ
り
贈
与
を
受
け
る
と
、
そ
の
贈
与

財
産
は
将
来
の
相
続
財
産
に
加
算
さ
れ
る
。

そ
の
た
め
、
相
続
の
際
に
具
体
的
な
相
続

分
が
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
税
額
が

発
生
す
る
こ
と
も
起
こ
り
得
る
。
相
続
発

生
前
に
贈
与
財
産
を
使
い
切
っ
て
い
れ
ば
、

相
続
税
額
を
納
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
わ
け
だ
。

な
お
、
平
成
23
年
度
税
制
改
正
で
は
、

相
続
時
精
算
課
税
の
対
象
と
し
て
「
孫
へ

の
贈
与
」が
追
加
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

通
常
は
相
続
権
を
持
た
な
い
孫
が
、
相
続

の
場
面
に
顔
を
出
す
ケ
ー
ス
が
増
え
る
と

見
ら
れ
る
。
相
続
時
精
算
課
税
を
適
用
し

た
共
同
相
続
人
が
い
る
場
合
は
、
こ
れ
ま

で
以
上
に
注
意
が
必
要
と
な
る
。

で
き
る
こ
と
な
ら
ば
連
帯
納
付
義
務
者

に
は
な
り
た
く
な
い
も
の
だ
が
、
事
前
に

対
策
を
練
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う

か
。究

極
的
に
は
「
相
続
税
を
払
わ
な
い
だ

ろ
う
な
」
と
い
う
人
に
は
、
な
る
べ
く
遺

産
を
相
続
さ
せ
な
い
の
が
最
善
の
策
と
な

る
。
し
か
し
、
そ
れ
こ
そ
「
争
続
」
の
も

と
。
そ
う
簡
単
に
は
い
か
な
い
。
で
は
、

よ
り
現
実
的
な
対
策
は
な
い
の
だ
ろ
う

か
。都

内
の
税
理
士
は
、「
相
続
人
全
員
が

相
続
税
を
完
納
で
き
る
よ
う
な
遺
産
分
割

を
行
う
こ
と
が
重
要
。
つ
ま
り
、
相
続
人

そ
れ
ぞ
れ
に
課
税
さ
れ
る
税
額
を
先
に
計

算
し
、
そ
の
後
で
初
め
て
現
金
資
産
を
分

割
す
る
の
が
良
い
」「
相
続
税
の
申
告
は

一
緒
に
行
う
べ
き
」
と
い
っ
た
対
策
を
挙

げ
て
く
れ
た
。

し
か
し
、
相
続
人
の
ひ
と
り
が
「
借
金

の
返
済
に
充
て
た
い
か
ら
、
現
金
は
自
分

に
相
続
さ
せ
て
く
れ
」
と
言
い
出
す
ケ
ー

ス
も
あ
る
だ
ろ
う
。
最
も
連
帯
納
付
に
直

結
し
や
す
い
ケ
ー
ス
な
の
だ
が
、
家
族
間

な
ら
情
も
あ
る
の
で
「
ま
ぁ
、
大
変
だ
よ

な
…
」
と
な
り
が
ち
。
こ
の
よ
う
な
場
合

は
「
税
理
士
な
ど
の
第
三
者
に
、
相
続
税

の
納
税
ま
で
見
て
も
ら
う
の
が
良
い
の
で

は
」（
同
）
と
い
う
。
理
想
的
な
遺
産
分

割
が
で
き
な
け
れ
ば
、
相
続
人
全
員
が
納

付
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
以
外
に
手

は
な
さ
そ
う
だ
。

ち
な
み
に
、
連
帯
納
付
義
務
者
と
し
て

相
続
税
を
請
求
さ
れ
た
場
合
、
救
済
策
は

存
在
し
な
い
。
例
え
ば
、「
延
納
は
で
き

な
い
の
か
」
と
考
え
る
人
も
い
る
だ
ろ
う

が
、
延
納
申
請
は
、
相
続
税
の
納
期
限
ま

で
に
行
う
も
の
。
つ
ま
り
、
延
納
は
不
可

能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
全
額
支
払
う
だ

け
の
資
金
が
な
け
れ
ば
、
税
務
署
に
相
談

し
、
分
割
に
し
て
支
払
う
か
、
ま
た
は
、

借
り
入
れ
を
し
て
一
括
で
支
払
う
以
外
の

選
択
肢
は
な
い
。「
延
滞
税
の
税
率
を
考

え
る
と
、
金
利
の
低
い
金
融
機
関
で
借
り

入
れ
を
し
て
で
も
全
額
を
納
付
す
る
の
が

良
い
」（
同
）
と
い
う
。

ま
た
、
ど
う
し
て
も
納
得
で
き
な
け
れ

ば
「
異
議
申
し
立
て
」
を
す
る
こ
と
も
可

能
だ
が
、「
勝
て
た
事
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」

と
い
う
の
が
実
情
だ
。

同
23
年
度
税
制
改
正
大
綱
で
は
、
同
24

年
度
改
正
に
向
け
た
検
討
事
項
と
し
て
、

「
相
続
税
の
連
帯
納
付
義
務
の
あ
り
方
の

検
討
」
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
議
論
の
方
向

性
は
ま
だ
見
え
な
い
が
、
納
税
者
に
と
っ

て
納
得
の
行
く
制
度
へ
と
生
ま
れ
変
わ
る

こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
。

連納

ある日突然やってくる…
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税
務
調
査
で
悪
質
な
所
得
隠

し
や
税
務
申
告
上
の
仮
装
・
隠

ぺ
い
行
為
が
発
覚
し
た
場
合
、

国
税
当
局
は
納
税
者
に
対
し
て

過
少
申
告
加
算
税
や
重
加
算
税

と
い
っ
た
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
を
付

加
し
て
更
正
処
分
を
行
う
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
不
正
な

手
段
で
税
金
を
免
れ
よ
う
と
し

た
納
税
者
の
一
部
に
つ
い
て
は
、

社
会
的
責
任
を
追
及
す
る
た
め

に
、
更
正
処
分
の
ほ
か
に
刑
事

告
発
す
る
こ
と
が
あ
る
。
い
わ

ゆ
る
「
査
察
制
度
」
だ
。

査
察
制
度
は
、
申
告
納
税
制

度
の
納
税
秩
序
を
維
持
す
る
こ

と
が
目
的
だ
が
、
多
額
の
申
告

漏
れ
を
指
摘
さ
れ
た
納
税
者
で

も
、
告
発
ま
で
に
は
至
ら
な
い

ケ
ー
ス
も
多
い
。「
税
法
を
遵

守
し
な
か
っ
た
申
告
」
と
い
う

点
で
は
同
じ
は
ず
だ
。

か
た
や
刑
事
訴
追
を
受
け
て

法
廷
の
場
で
実
刑
判
決
が
下
さ

れ
る
可
能
性
も
あ
り
、
か
た
や

単
な
る
税
務
上
の
行
政
処
分

…
…
。
こ
れ
は
納
税
者
に
と
っ

て
天
と
地
ほ
ど
の
大
き
な
違
い

が
あ
る
。
刑
事
罰
を
受
け
る
脱

税
犯
と
、
課
税
当
局
の
行
政
罰

に
と
ど
ま
る
納
税
者
と
の
境
界

線
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

当
局
の
担
当
者
は
脱
税
に
つ

い
て
、「
法
的
な
定
義
は
な
い
」

と
い
う
。「
い
く
ら
以
上
の
所

得
隠
し
が
あ
れ
ば
脱
税
」と
か
、

「
悪
質
」、「
不
正
行
為
」
と
い
っ

た
言
葉
に
つ
い
て
も
明
確
な
定

義
付
け
は
な
い
と
い
う
の
だ
。

で
は
、
ど
の
よ
う
に
脱
税
の
犯

罪
性
を
認
定
す

る
の
か
。

「
脱
税
の
成

立
に
は『
故
意
』

で
あ
る
こ
と
が

必
要
と
な
る
」

と
し
て
お
り
、

具
体
的
な
構
成

要
件
と
し
て
、

①
偽
り
そ
の
他

不
正
の
行
為
の

認
識
、
②
ほ
脱

の
結
果
の
認
識

│
を
挙
げ
る
。

つ
ま
り
偽
っ
た

申
告
で
あ
る
こ

と
、
そ
し
て

偽
っ
た
申
告
の

結
果
が
脱
税
に

つ
な
が
る
と
、

納
税
者
自
身
で

認
識
し
て
い
る
こ
と
が
要
件
と

い
う
。

ま
た
担
当
者
は
、「
適
正
・

公
平
な
申
告
納
税
制
度
に
〝
挑

戦
〞
す
る
よ
う
な
脱
税
は
、
看

過
で
き
な
い
」と
声
を
強
め
る
。

査
察
ら
し
い
、
い
さ
さ
か
強
権

的
な
コ
メ
ン
ト
だ
が
、
脱
税
の

告
発
で
は
、「
コ
イ
ツ
は
許
さ

な
い
」
と
い
っ
た
当
局
の
意
気

込
み
が
決
め
手
に
な
る
こ
と
も

実
際
あ
る
よ
う
だ
。
言
い
換
え

れ
ば
、
多
く
の
納
税
者
へ
の
注

意
喚
起
を
促
す
よ
う
な
〝
見
せ

し
め
〞
的
な
告
発
も
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

国
税
庁
が
発
表
し
た
平
成
21

年
度
の
査
察
概
要
に
よ
る
と
、

告
発
さ
れ
た
業
種
・
取
引
の
傾

向
と
し
て
は
、
都
市
部
に
お
け

る
地
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
た

不
動
産
業
や
建
設
業
に
係
る
不

動
産
譲
渡
、
そ
の
ほ
か
鉱
物
・

金
属
材
料
卸
が
目
立
っ
た
。

手
口
と
し
て
は
、
不
動
産
業

で
は
利
益
の
無
申
告
、
建
設
業

で
は
架
空
の
原
価
計
上
、
キ
ャ

バ
レ
ー
・
飲
食
店
で
は
従
業
員

か
ら
徴
収
し
た
源
泉
所
得
税
の

不
納
付
、
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン

に
設
立
し
た
会
社
に
対
す
る
架

空
経
費
の
計
上

│
な
ど
を
挙

げ
て
い
る
。
告
発
事
案
１
件
当

た
り
の
脱
税
額
は
平
均
１
億
７

千
万
円
と
な
っ
て
い
る
（
図
）。

ち
な
み
に
21
年
度
中
、
一
審

判
決
が
言
い
渡
さ
れ
た
件
数
は

１
４
１
件
あ
り
、
そ
の
全
て
に

つ
い
て
有
罪
判
決
が
出
さ
れ
て

い
る
。
実
刑
判
決
は
７
人
に
下

さ
れ
て
い
る
。

大
阪
地
裁
は
こ
の
ほ
ど
、 

パ
チ
ン
コ
情
報
会
社
「
梁
山
泊
」
の
元
代
表
に
対
し
、
法
人
税
法
違

反
罪
で
懲
役
６
カ
月
の
実
刑
判
決
を
言
い
渡
し
た
。
元
代
表
は
架
空
の
仕
入
れ
計
上
で
約

２
億
８
千
万
円
を
脱
税
、
昨
年
１
月
に
は
大
阪
国
税
局
の
査
察
を
受
け
て
い
た
。
判
決
は
脱
税
が

重
い
犯
罪
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
示
し
た
わ
け
だ
が
、
中
小
企
業
と
し
て
は
税
金
を
な
る
べ

く
抑
え
た
い
も
の
。
節
税
に
力
が
入
る
経
営
者
も
多
く
、と
き
に
行
き
過
ぎ
て
国
税
当
局
か
ら「
所

得
漏
れ
」
と
お
叱
り
を
受
け
る
こ
と
も
あ
る
。
脱
税
と
な
れ
ば
穏
や
か
で
は
な
い
が
一
体
ど
こ
か

ら
が
刑
事
告
発
さ
れ
る
よ
う
な
犯
罪
に
な
る
の
か
。
当
局
の
査
察
担
当
者
に
直
撃
し
て
み
た
。

【図】査察当局の告発件数と脱税額
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刑事告発を左右する〝故意性〟

保
険
金
を
「
年
金
」
と
し

て
毎
年
一
定
額
受
け
取
る
年

金
保
険
。
こ
れ
ま
で
、
こ
の

保
険
に
よ
る「
年
金
受
給
権
」

を
相
続
し
た
場
合
、
給
付
の

残
存
期
間
に
応
じ
て
評
価
額

が
圧
縮
さ
れ
る
規
定
に
な
っ

て
い
た
。
例
え
ば
、
残
存
期

間
が
15
年
超
〜
25
年
以
下
な

ら
ば
、
評
価
額
は
「
給
付
総

額
×
40
％
」
ま
で
圧
縮
さ
れ

る
た
め
、
年
金
保
険
は
大
型

節
税
商
品
と
し
て
多
方
面
で

活
用
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
平
成
22
年
度
税

制
改
正
で
政
府
は
、
そ
の
評

価
方
法
を
定
め
た
相
続
税
法

24
条
を
改
正
。
評
価
額
は
、

①
解
約
返
戻
金
相
当
額
、
②

定
期
金
に
代
え
て
一
時
金
の

給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
に
は
一
時
金
相
当
額
、

③
残
存
期
間
に
応
ず
る
複
利

年
金
現
価
率
等
で
計
算
し
た

金
額

│
の
う
ち
い
ず
れ
か

多
い
金
額
と
さ
れ
た
た
め
、

評
価
額
の
圧
縮
効
果
は
消
滅

し
て
し
ま
っ
た
。　
　

日
本
損
害
保
険
機
構
は
改

正
を
受
け
て
２
月
、
年
金
保

険
の
一
種
で
あ
る
「
年
金
払

積
立
傷
害
保
険
」
の
給
付
金

受
給
権
の
評
価
に
つ
い
て
、

国
税
庁
へ
照
会
を
行
っ
た
。

こ
の
保
険
で
は
、
全
保
険

期
間
を
通
じ
て
傷
害
保
険
給

付
が
行
わ
れ
、
保
険
料
払
い

込
み
終
了
後
、
年
金
方
式
で

給
付
金
の
支
給
が
開
始
さ
れ

る
。
な
お
、
給
付
金
が
支
払

わ
れ
る
の
は
被
保
険
者
が
生

存
し
て
い
る
間
の
み
。
被
保

険
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、

死
亡
保
険
金
が
支
払
わ
れ
る

仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

国
税
庁
に
よ
れ
ば
、「
同

保
険
に
よ
る
年
金
は
被
保
険

者
の
生
存
を
条
件
と
し
て
支

払
わ
れ
る
た
め
、
同
法
24
条

の『
年
金
保
険
の
受
給
権
』と

は
異
な
る
」
と
い
う
。
し
か

し
、
被
保
険
者
の
死
亡
に
よ

り
支
払
わ
れ
る
死
亡
保
険
金

は
、
年
金
と
し
て
支
払
わ
れ

る
給
付
金
総
額
の
価
値
に
見

合
う
額
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、そ
の
受
取
人
は「
支

払
期
間
に
応
じ
た
年
金
を
取

得
し
た
も
の
と
同
様
で
あ
る
」

（
国
税
庁
）。
そ
の
た
め
、
同

保
険
の
給
付
金
受
給
権
は
、

同
法
24
条
に
基
づ
き
評
価
す

る
こ
と
と
さ
れ
た
。

年金保険の〝うまみ〟が激減

評
価
額
の
圧
縮
効
果
が
消
滅

中
企
庁
が
指
定
し
た
「
業

況
の
悪
い
業
種
」に
属
し
、最

近
３
カ
月
の
売
上
高
が
前
年

同
期
に
比
べ
て
５
％
以
上
減

少
し
た
企
業
で
あ
れ
ば
、
無

担
保
で
８
千
万
円
（
普
通
保

証
２
億
円
以
内
）
の
融
資
を

受
け
ら
れ
る
セ
ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
保
証（
５
号
）。中
企

庁
は
１
月
、
平
成
23
年
度
上

半
期
に
実
施
す
る
同
保
証
の

指
定
業
種
を
48
業
種
と
し
た
。

し
か
し
、
３
月
11
日
に
東

北
関
東
大
震
災
が
発
生
し
、

そ
の
影
響
に
よ
り
関
東
地
方

で
計
画
停
電
が
実
施
さ
れ
て

い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
今
後

は
経
済
状
況
の
激
変
が
予
想

さ
れ
る
。そ
こ
で
同
庁
で
は
、

あ
ら
ゆ
る
業
種
で
震
災
の
影

響
が
表
れ
る
こ
と
に
配
慮
し
、

急
き
ょ
保
証
対
象
を
全
82
業

種
へ
拡
大
し
た
。
本
来
な
ら

ば
あ
ら
た
め
て
デ
ー
タ
を
精

査
し
対
象
業
種
を
指
定
し
直

す
必
要
が
あ
る
が
、「
業
種

判
断
の
た
め
の
デ
ー
タ
を
取

り
直
す
こ
と
は
困
難
」（
中

企
庁
）
と
の
判
断
が
あ
っ
た

よ
う
だ
。
な
お
、
今
回
の
業

種
拡
大
は
被
災
地
に
限
定
さ

れ
ず
、
全
国
一
律
で
実
施
さ

れ
る
。

同
保
証
を
受
け
ら
れ
る
企

業
の
条
件
も
緩
和
さ
れ
る
。

具
体
的
に
は
、「
震
災
後
１

カ
月
間
の
売
上
高
が
前
年
同

月
に
比
べ
て
20
％
以
上
減
少

し
、
そ
の
後
２
カ
月
間
の
売

上
高
が
前
年
同
期
に
比
べ
て

20
％
以
上
減
少
す
る
こ
と
が

見
込
ま
れ
る
企
業
」も
、同
保

証
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
言
う
「
売
り
上
げ

の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
ケ
ー

ス
」
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い

る
の
は
、「
震
災
の
た
め
取

引
先
と
の
連
絡
が
途
絶
え
た

場
合
や
契
約
が
で
き
な
く

な
っ
た
場
合
、
物
流
が
ス

ト
ッ
プ
し
た
こ
と
で
製
品
の

出
荷
が
で
き
な
く
な
っ
た
場

合
な
ど
」（
中
企
庁
）。
し
か

し
、
中
小
企
業
が
こ
う
し
た

事
実
を
立
証
す
る
の
は
難
し

い
た
め
、
大
震
災
と
い
う
事

態
の
緊
急
性
も
考
慮
し
、「
事

実
関
係
は
経
営
者
へ
の
ヒ
ア

リ
ン
グ
だ
け
で
確
認
す
る
予

定
」（
同
）
と
し
て
い
る
。

震災で指定業種を拡大

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
保
証（
５
号
）
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「
贈
与
税
減
税
に
よ
っ
て
購

買
意
欲
の
高
い
若
年
層
へ
の
資

産
移
転
を
図
る
べ
き
」

─
。

政
府
民
主
党
の
指
示
通
り
、
平

成
23
年
度
税
制
改
正
で
は
「
贈

与
税
の
税
率
構
造
の
見
直
し
」

「
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
適

用
範
囲
拡
大
」
な
ど
が
行
わ
れ

る
見
込
み
だ
。

ま
ず
、
若
年
層
へ
の
資
産
移

転
を
促
し
て
消
費
活
性
化
に
つ

な
げ
る
た
め
、
20
歳
以
上
の
直

系
卑
属
（
子
や
孫
、曾
孫
な
ど
）

へ
の
贈
与
に
つ
い
て
税
率
構
造

が
緩
和
さ
れ
る
（
表
）。

現
行
で
は
６
段
階
の
累
進
税

率
が
８
段
階
と
な
り
、
贈
与
額

１
千
万
円
以
下
に
つ
い
て
は
一

般
税
率
よ
り
10
％
低
く
設
定
。

１
千
万
円
超
で
も
５
％
ず
つ
低

く
な
る
。
ま
た
、現
行
で
は「
１

千
万
円
超
」
に
つ
い
て
「
50
％
」

と
さ
れ
て
い
る
最
高
税
率
が
、

「
４
５
０
０
万
円
超
」
に
つ
い

て
「
55
％
」
と
な
り
、
資
産
家

に
も
配
慮
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
６
０
０
万
円
を
贈
与

す
る
場
合
、
現
行
で
は
30
％
税

率
が
適
用
さ
れ
て
82
万
円
の
税

負
担
と
な
る
が
、
改
正
に
よ
っ

て
20
％
税
率
の
適
用
と
な
り
、

税
負
担
は
68
万
円
に
圧
縮
さ
れ

る
。ま

た
、
一
般
の
贈
与
に
つ
い

て
も
税
率
の
刻
み
が
８
段
階
に

増
え
、
最
高
税
率
55
％
は
「
３

千
万
円
超
」
の
適
用
に
。
こ
れ

に
よ
り
贈
与
額
「
１
千
万
円
超

１
５
０
０
万
円

以
下
」
は
減
税
、

贈
与
額
「
３
千
万

円
超
」
は
増
税
と

な
る
。
贈
与
の
予

定
が
あ
る
な
ら

改
正
後
の
累
進

税
率
を
十
分
検

討
し
た
い
。

相
続
時
精
算

課
税
に
つ
い
て

は
適
用
対
象
が

拡
大
す
る
。
同
制

度
は
、
生
前
贈
与

時
に
大
型
の
特

別
控
除
（
２
５
０

０
万
円
）
と
軽
減

税
率（
一
律
20
％
）

が
適
用
で
き
、
相
続
発
生
時
に

は
生
前
贈
与
財
産
と
相
続
財
産

を
合
わ
せ
て
計
算
し
た
相
続
税

額
か
ら
、
生
前
贈
与
時
に
納
め

た
贈
与
税
額
を
控
除
し
て
〝
精

算
〟
す
る
仕
組
み
。
65
歳
以
上

の
親
か
ら
20
歳
以
上
の
子
ど
も

へ
の
贈
与
が
対
象
で
、
そ
の
仕

組
み
上
、
一
度
選
択
す
る
と
同

じ
人
か
ら
の
贈
与
に
つ
い
て
は

翌
年
以
降
も
精
算
課
税
の
適
用

と
な
り
、
毎
年
の
贈
与
税
の
基

礎
控
除
（
年
１
１
０
万
円
）
は

選
択
で
き
な
く
な
る
。

改
正
で
は
、
贈
与
者
の
範
囲

が
広
が
り
、「
祖
父
母
」
か
ら

の
贈
与
に
つ
い
て
も
適
用
可
能

に
。
ま
た
贈
与
者
の
年
齢
要
件

も「
60
歳
以
上
の
親（
祖
父
母
）」

に
拡
大
す
る
。
受
贈
者
目
線
で

見
る
と
、
現
行
の
非
課
税
枠
は

両
親
か
ら
２
５
０
０
万
円
ず
つ

貰
っ
て
も
合
計
で
５
千
万
円
だ

が
、
改
正
に
よ
り
両
親
と
祖
父

母
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
２
５
０
０
万

円
ず
つ
貰
え
ば
非
課
税
枠
は
合

計
１
億
円
に
な
る
。

ま
た
、
贈
与
者
目
線
で
考
え

る
と
、
従
来
は
子
ど
も
へ
の
生

前
贈
与
に
し
か
使
え
な
か
っ
た

特
別
控
除
が
、
改
正
に
よ
り
孫

へ
の
生
前
贈
与
に
も
使
え
る
よ

う
に
な
る
。
子
ど
も
と
孫
に
２

５
０
０
万
円
ず
つ
生
前
贈
与
し

た
場
合
は
贈
与
時
の
課
税
は
ナ

シ
。
子
ど
も
が
親
か
ら
貰
っ
た

２
５
０
０
万
円
を
自
分
の
子
ど

も
に
贈
与
す
れ
ば
、
結
果
と
し

て
計
５
千
万
円
が
贈
与
時
非
課

税
で
孫
に
渡
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
租
税
回
避
と
見
な
さ

れ
れ
ば
、
最
初
か
ら
孫
へ
５
千

万
円
を
贈
与
し
た
も
の
と
し
て

課
税
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
の

で
注
意
が
必
要
だ
。

昨
年
拡
大
さ
れ
た
「
住
宅
資

金
贈
与
の
特
例
」も
外
せ
な
い
。

こ
の
制
度
は
も
と
も
と
、
平
成

21
年
と
同
22
年
の
２
年
間
の
間

に
、
20
歳
以
上
の
者
が
そ
の
直

系
尊
属
（
父
母
、
祖
父
母
、
曽

祖
父
母
な
ど
）
か
ら
受
け
る
住

宅
資
金
の
贈
与
に
つ
い
て
は
５

０
０
万
円
ま
で
贈
与
税
を
課
さ

な
い
と
い
う
内
容
だ
っ
た
。
昨

年
の
税
制
改
正
で
は
、
こ
の
制

度
の
適
用
期
間
が
同
23
年
12
月

31
日
ま
で
１
年
間
延
長
さ
れ
、

「
受
贈
者
の
合
計
所
得
金
額
が

２
千
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
」

と
い
う
適
用
要
件
が
追
加
さ
れ

た
う
え
で
、
非
課
税
枠
も
最
大

１
５
０
０
万
円
に
ま
で
拡
大
。

同
23
年
中
の
贈
与
の
場
合
は
１

千
万
円
ま
で
が
非
課
税
に
な

る
。た

だ
し
、
相
続
時
精
算
課
税

制
度
の
控
除
枠
と
違
っ
て
、
住

宅
資
金
贈
与
の
特
例
で
は
贈
与

さ
れ
た
お
カ
ネ
の
使
途
が
限
定

さ
れ
て
い
る
の
で
要
注
意
。「
贈

与
を
受
け
た
住
宅
等
取
得
の
た

め
の
金
銭
の
全
額
を
充
て
て
住

宅
用
の
家
屋
の
新
築
も
し
く
は

取
得
ま
た
は
増
改
築
す
る
こ
と
」

が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、

親
か
ら
贈
与
さ
れ
た
金
銭
を
住

宅
ロ
ー
ン
の
返
済
に
充
て
た
場

合
は
適
用
対
象
外
だ
。
住
宅

ロ
ー
ン
の
返
済
は
あ
く
ま
で

「
ロ
ー
ン
の
返
済
」
で
あ
っ
て

「
住
宅
の
取
得
」
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
の
よ
う
だ
。

住
宅
資
金
贈
与
の
特
例
は
、

贈
与
税
の
基
礎
控
除
や
、
相
続

時
精
算
課
税
の
特
別
控
除
と
一

緒
に
適
用
で
き
る
と
い
う
点
も

大
き
な
魅
力
だ
。

贈
与
税
の
基
礎
控
除
（
年
間

１
１
０
万
円
）
と
合
わ
せ
た
場

合
、
１
１
１
０
万
円
ま
で
が
非

課
税
。
贈
与
税
の
基
礎
控
除
は

毎
年
使
え
る
の
で
、
親
が
長
生

き
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
非
課
税
枠

も
広
が
る
計
算
に
な
る
。

相
続
時
精
算
課
税
と
組
み
合

わ
せ
た
場
合
は
さ
ら
に
お
得
だ
。

特
別
控
除
の
２
５
０
０
万
円
と

合
わ
せ
る
と
な
ん
と
最
大
３
５

０
０
万
円
が
控
除
で
き
る
。
両

親
と
祖
父
母
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
贈

与
を
受
け
た
場
合
の
非
課
税
枠

は
１
億
１
千
万
円
だ
。
ま
た
、

相
続
時
精
算
課
税
を
適
用
し
た

資
産
は
、
将
来
相
続
が
発
生
し

た
際
に
「
相
続
財
産
」
に
加
算

さ
れ
て
相
続
税
計
算
を
す
る
こ

と
に
な
る
が
、
住
宅
取
得
資
金

贈
与
の
非
課
税
枠
の
１
千
万
円

分
は
相
続
財
産
に
加
算
さ
れ
な

い
の
で
、
非
課
税
枠
が
拡
大
さ

れ
た
こ
と
で
将
来
の
相
続
税
額

を
減
額
す
る
効
果
も
得
ら
れ

る
。住

宅
資
金
贈
与
の
特
例
を
他

の
控
除
と
ダ
ブ
ル
適
用
す
れ
ば

節
税
効
果
は
飛
躍
的
に
ア
ッ
プ
。

た
だ
し
、
複
数
の
控
除
を
適
用

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
適
用
要

件
も
そ
の
分
増
え
る
こ
と
に
な

る
。
適
用
に
際
し
て
は
、
両
親

や
祖
父
母
の
懐
具
合
だ
け
で
な

く
、
各
制
度
の
内
容
や
要
件
を

十
分
に
チ
ェ
ッ
ク
し
た
上
で
戦

略
的
に
決
め
た
い
と
こ
ろ
だ
。

な
お
、
大
震
災
の
影
響
で
減
税

路
線
の
税
制
改
正
法
案
が
棚
上

げ
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
、

今
後
の
国
会
の
動
向
に
十
分
注

意
し
て
お
き
た
い
。

マ
イ
ホ
ー
ム
取
得
を
後
押
し
す
る
税
制
イ
ン
フ
ラ
が
整
っ
て
き
た
。
特
に
目
立
つ
の
が
贈
与
税
の
動
き
だ
。
平
成
23
年
度
税

制
改
正
で
は
、
税
率
構
造
や
相
続
時
精
算
課
税
制
度
に
つ
い
て
大
胆
な
見
直
し
が
行
わ
れ
る
。
昨
年
の
改
正
で
も
住
宅
資
金
贈

与
の
特
例
が
大
幅
拡
大
し
て
お
り
、
住
宅
取
得
を
後
押
し
す
る
税
制
が
ま
た
一
段
と
充
実
す
る
こ
と
に
な
る
。
要
件
や
期
限
を

チ
ェ
ッ
ク
し
て
、
貴
重
な
税
優
遇
を
最
大
限
に
活
用
し
た
い
。

住宅資金贈与の特例

税優遇がテンコ盛り

ダブル適用でうまみ倍増

「１千万円非課税枠」は
今年いっぱいで期限切れ

どれを選ぶか迷っちゃう

精算課税と基礎控除
自分に合ったプランを

表・新贈与税

基礎控除後の
課税価格 税率 控除額

200万円以下 10% －

－ － －

400万円以下 15% 10万円

600万円以下 20% 30万円

１千万円以下 30% 90万円

1500万円以下 40% 190万円

３千万円以下 45% 265万円

4500万円以下 50% 415万円

4500万円超 55% 640万円

基礎控除後の
課税価格 税率 控除額

200万円以下 10% －

300万円以下 15% 10万円

400万円以下 20% 25万円

600万円以下 30% 65万円

１千万円以下 40% 125万円

1500万円以下 45% 175万円

３千万円以下 50% 250万円

３千万円超 55% 400万円

（新）一般（新）直系卑属

マ
ン
シ
ョ
ン
取
得
に
税
の
追
い
風
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〒154-0001　東京都世田谷区池尻 3-11-31-113
TEL・FAX：03-3413-7154

税理士　髙 榮 会社・経営者の総合パートナーズ

高橋税務会計事務所

〒158-0095 東京都世田谷区瀬田 2-27-9 メゾン瀬田
TEL:03-3708-8934  FAX:03-3708-8935
E-mail  ryu@takahashi-kaikei.jp

高橋 亜男所長税理士
高橋 龍一税 理 士

節税・経費削減をしたい！
銀行融資・資金繰りでお困りの社長
その他の相談・お悩みも聞かせて下さい！

４月から協会けんぽの保険料が引き上げられ
た。昨年に引き続き２年連続のことだ。協会けん
ぽの保険料率は都道府県ごとに定められており、
これまでの保険料率の全国平均は9.34％だったが、
これが４月からは9.5％となった。
これにより、中小企業の会社負担分（事業主負
担分）は、年収400万円の従業員の場合で年間に
約３千円、年収600万円の場合で約５千円の増加
となる。保険料は労使折半が基本なので、従業員
も同様の負担増となるわけだ。従業員数20人の事
業所の場合、平均年収が500万円だとしたら、年
間約８万円が会社の新たな負担となる。
保険料率の引き上げに伴う新たな「増加額」だ
けをみれば、わずかな金額かもしれないが、例と
してあげた「従業員20人・平均年収500万円」の
事業所の場合、会社が年間で負担する健康保険料
の総額は約470万円となる。平均年収が600万円な
らば、20人分の会社負担額は年間で約570万円だ。
そもそも、協会けんぽが頻繁に保険料率の引き
上げを行うのはなぜなのか。
協会けんぽは、「消えた年金」などの問題で社
会保険庁が改編された際に、それまで旧・社保庁
が運営していた政府管掌健康保険（政管健保）を
引き継ぎ、2008年10月にスタートした。加入事業
者の４分の３以上を「従業員９人以下の小規模事

業者」が占めており、その従業員の収入も大企業
中心の「組合健保」加入者に比べると低額なた
め、保険料収入が少ない。加入者の平均年齢も、
「組合健保」のそれが33.9歳であるのに対して、
36.2歳とやや「高齢」。さらに、この「平均年齢」
にしても「中間年齢層の空洞化」に伴う平均値で
あり、加入者の高齢化が進んでいるのが実態だ。
医療費の増加から保険財政が大幅に悪化するのは
むしろ当然の帰結で、09年度には単年度で4900億
円もの巨額の赤字を計上している。
昨年４月の保険料率の見直しでは、それまでの
8.2％（全国平均）から9.34％へと大幅に引き上げ
られた。加えて、協会けんぽに対する国庫補助率

も13％から16.4%へと引き上げられた。それにも
かかわらず、保険給付費の支出を抑制することは
できず、２年連続で中小企業事業者・従業員の双
方に負担増を強いる結果となった。
毎年、連続して「恒例行事」のように保険料率
が引き上げられるような健康保険制度では、加入
者の信頼は得られないだろう。法人税減税などが
実現されたとしても、その一方で「第２の税金」
ともいえる健保の保険料率が引き上げられてしま
えば、事業主の「トータルコスト」としての負担

は、一向に軽減されない。従業員にしてみれば、
まさに直接的な負担増にほかならず、低所得層に
とっての可処分所得の減少は死活問題となりかね
ない。
旧・社保庁時代のずさんな運営体質から脱却す
ることを目的として創設された協会けんぽだが、
加入者に対する「健康啓発・病気予防・早期診
断」といった「病気にならないための事業・早期
に治療するための事業」への取り組みを本格化し
ない限り、年々増加する一方の医療費負担を抑制
することは不可能だ。「健康増進」「病気予防」に
よる医療費の抑制は、短期間では効果が表れにく
い取り組みなだけに、中長期の事業計画とそれに
基づく財務展望を明確に持たなければ、健全な運
営はなかなか実現しそうにない。

スタートからわずか３年目にして巨額の赤字を
抱え、早くも厳しい財務状態になっている協会け
んぽが、簡単に運営を健全化できるとは考えにく
い。この際、中小企業経営者は、同一産業・関連
産業の同業他社が集まって組織する既存の「健康
保険組合」に加入し直すことや、同じ地域・同じ
業種の経営者らとともに新規の組合健保を立ち上
げることなども視野に入れて、真剣に「第２の税
金としての健康保険料」を検討し直す時期にさし
かかっているのかもしれない。

中小企業の多くが加入している「協会けんぽ」（全国健康保険協会管掌健康保険）の保険料率が、４月納付分から引き上げ
られた。保険料率の引き上げは２年連続のこと。保険料は労使折半が基本なので、会社で働く社員の一人ひとりも給与明細な
どで直接的な負担増を実感することになるが、中小企業経営者としては全社員分をまとめて会社が負担するのだから、スケー
ル的にはそれ以上の負担増となる。厚生年金保険料、雇用保険料などとともに「第２の税金」ともいわれる社会保険料だが、
そのうち最も重要な、社員の健康を守るための健康保険料が毎年「値上げ」するのはなぜなのか。現状と課題を探ってみた。

２年連続で
保険料率を引き上げ協会けんぽ

４月から事業者・従業員とも負担増加

中長期の財務展望なき「第２の税金」

「事前確定届出給与」として処理した役員給与を期末に未払い計上。
損金の額に算入したところ、税務署から否認されてしまった。

審
査
請
求
人
で
あ
る
Ａ
株
式

会
社
は
平
成
18
年
３
月
、
同
18

年
度
の
役
員
給
与
に
つ
い
て
、

提
示
し
た
年
俸
の
75
％
を
12
分

割
し
た
金
額
を
月
額
と
し
て
支

払
い
、
残
り
の
25
％
に
つ
い
て

は
、
期
末
報
酬
と
し
て
年
度
目

標
を
１
０
０
％
達
成
し
た
場
合

に
支
払
わ
れ
る
金
額
と
し
、
目

標
達
成
率
に
よ
り
０
〜
２
倍
の

範
囲
内
で
変
動
す
る
こ
と
と
し

て
、Ａ
社
の
社
長
決
裁
を
得
た
。

は
期
末
に
支
払
う
と
さ
れ
て
い

る
も
の
の
、
期
末
報
酬
額
の
評

価
査
定
は
４
月
に
行
わ
れ
て
お

り
、
役
員
給
与
の
支
給
時
期
を

同
19
年
３
月
期
末
ま
で
に
定
め

た
と
は
い
え
な
い
」「
年
俸
通

知
書
に
は
支
給
金
額
の
範
囲
が

定
め
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、

ま
た
、
役
員
給
与
の
支
給
金
額

を
同
19
年
３
月
期
の
終
了
ま
で

に
定
め
た
事
実
も
な
い
た
め
、

期
末
の
時
点
で
役
員
給
与
の
支

後
日
Ａ
社
は
、
こ

の
内
容
を
記
載
し

た
年
俸
通
知
書
を

役
員
へ
交
付
。
併

せ
て
、
期
末
報
酬

部
分
に
関
す
る

「
事
前
確
定
届
出

書
」
を
税
務
署
へ

提
出
し
た
。

そ
の
後
、
同
19

年
３
月
期
末
に
、

未
支
給
の
役
員
給

与
を
計
上
し
、
同

事
業
年
度
の
損
金

の
額
に
算
入
し
た

と
こ
ろ
、
国
税
当

局
か
ら
「
Ａ
社
が

損
金
算
入
し
た
役

員
給
与
は
、
税
法

上
の
事
前
確
定
届

出
給
与
に
該
当
し

な
い
た
め
、
損
金

と
は
認
め
ら
れ
な

い
」
と
し
て
、
法

人
税
の
更
正
処
分

お
よ
び
過
少
申
告
加
算
税
の
賦

課
決
定
処
分
を
実
施
。
こ
れ
を

不
服
と
し
た
Ａ
社
は
、
異
議
申

立
て
を
行
う
も
主
張
は
認
め
ら

れ
ず
、
審
査
請
求
に
至
っ
た
。

な
お
、
Ａ
社
が
期
末
報
酬
額

の
評
価
査
定
を
行
っ
た
の
は
同

19
年
４
月
で
あ
り
、
実
際
の
支

給
日
は
５
月
１
日
だ
っ
た
。

国
税
当
局
は
「
Ａ
社
の
年
俸

通
知
書
に
よ
れ
ば
、
役
員
給
与

る
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
を
も
っ
て

役
員
給
与
の
金
額
が
確
定
し
た

と
は
い
え
な
い
」と
判
断
。「
事

前
確
定
届
出
給
与
に
該
当
せ
ず
、

損
金
の
額
に
算
入
で
き
な
い
」

と
し
た
国
税
当
局
に
軍
配
を
上

げ
た
。

な
お
、
こ
の
裁
決
は
、
事
前

確
定
届
出
給
与
に
関
す
る
初
め

て
の
事
例
で
あ
る
。（
平
成
22

年
５
月
24
日
裁
決
）

払
い
債
務
が
確
定

し
て
い
た
と
は
い

え
な
い
」
な
ど
と

主
張
。

一
方
の
請
求
人

は
、「
年
俸
制
の

役
員
給
与
は
、
年

俸
の
決
定
通
知
な

ど
の
契
約
行
為
を

も
っ
て
金
額
が
確

定
す
る
」「
年
俸

分
の
役
員
給
与
の

期
末
報
酬
分
は
、

年
俸
通
知
書
の
通

知
に
よ
り
債
務
が

確
定
し
た
と
言
う

べ
き
で
あ
る
」
な

ど
と
反
論
し
た
。

両
者
の
主
張
に

対
し
国
税
不
服
審

判
所
は
、「
Ａ
社

の
年
俸
通
知
書
は
、

期
末
に
年
俸
の
額

を
決
定
す
る
こ
と

が
記
載
さ
れ
て
い

そのとき　国税不服審判所は…２
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―主な活動は―
◆税や財政・企業経営などをテーマとした講演会やセミナーを開催して
います。
◆最新の税制や経営情報を提供しています。
◆様々な分野の経営者が集まって異業種交流を行っています。
◆充実した福利厚生制度により企業や従業員の安心をサポートします。

●入会のお申し込み・お問い合わせはお近くの法人会事務局までご連絡ください。
上記は法人会の標準的な活動を紹介しています。法人であれば規模、業種を問わず法人会にご加入いただけます。
会費はそれぞれの法人会によって異なります。

　法人会は、適正な申告納税をめざす企業の
間から生まれた団体です。
　地域経済の中核を担う中小企業の活性化に
つながる税制改正提言や、未来を担う子供達
に租税教育を行うなど、会員企業が自ら中心
となって様々な活動を展開し、地域社会のお
役に立ち信頼される存在になろうと努めてお
ります。

めざします。企業の繁栄と社会への貢献めざします。企業の繁栄と社会への貢献

全国法人会総連合会長
大橋　光夫

全法連は、約100万社の会員企業
41都道県に442の会を擁する団体です。

財団法人 全国法人会総連合

法人会では皆様のご参加をお待ちしています。

〒160-0002　東京都新宿区坂町 13-4
TEL.03-3357-6681　http://www.zenkokuhojinkai.or.jp

災害に関して法人や事業を営む個人
が支出する費用などの現行の主な税務
上の取扱いについては、次のとおりと
なっていますので、ご参考にしてくだ
さい（取扱いの詳細は、それぞれの法令、通達
をご覧ください）。
〈法人税及び所得税共通〉
⑴災害により滅失・損壊した資産等
法人の有する商品、店舗、事務所等
の資産が災害により被害を受けた場合
に、その被災に伴い次のような損失又
は費用が生じたときには、その損失又は
費用の額は損金の額に算入されます。
なお、事業を営む個人の有する事業
用資産についても、同様となります。
①商品や原材料等の棚卸資産、店舗や
事務所等の固定資産などの資産が災害
により滅失又は損壊した場合の損失の
額
②損壊した資産の取壊し又は除去のた
めの費用の額
③土砂その他の障害物の除去のための
費用の額（法人税法第22条第３項、所得税法
第37条第１項、第51条第１項）

⑵復旧のために支出する費用
法人が、災害により被害を受けた固
定資産（以下「被災資産」といいます。）
について支出する次のような費用に係
る資本的支出と修繕費の区分について
は、次のとおりとなります。
①被災資産についてその原状を回復す
るための費用は、修繕費となります。
②被災資産の被災前の効用を維持する
ために行う補強工事、排水又は土砂崩
れの防止等のために支出する費用につ
いて、修繕費とする経理をしていると
きは、この処理が認められます。
③被災資産について支出する費用（①
又は②に該当するものを除きます。）
の額のうち、資本的支出か修繕費か明
らかでないものがある場合、その金額
の30％相当額を修繕費とし、残額を資
本的支出とする経理をしているとき
は、この処理が認められます。
なお、これらの取扱いは、事業を営
む個人においても同様となります。（法
基通７－８－６、所基通37－11、37－12の２、37－

14の２）

（注）法人が災害により被害を受け
た製造設備に対して支出する修繕費用
等について、企業会計上、適正な原価

計算に基づいて原価外処理（費用処理）
をしているときは、税務上もこの処理
が認められます。
⑶従業員等に支給する災害見舞金品
法人が、災害により被害を受けた従
業員等又はその親族等に対して一定の
基準に従って支給する災害見舞金品は、
福利厚生費として損金の額に算入され
ます。
また、法人が、自己の従業員等と同
等の事情にある専属下請先の従業員等
又はその親族等に対して一定の基準に
従って支給する災害見舞金品について
も、同様に損金の額に算入されます。
なお、事業を営む個人においても同
様に取り扱われます。（措通（法）61の４
⑴－10⑵、61の４⑴－18⑷）

⑷災害見舞金に充てるために同業団体
等へ拠出する分担金等
法人が、所属する同業団体等の構成
員の有する事業用資産について災害に
より損失が生じた場合に、その損失の
補てんを目的とする構成員相互の扶助
等に係る規約等に基づき合理的な基準
に従って、同業団体等から賦課され、
拠出する分担金等は、その支出する事
業年度の損金の額に算入されます。
なお、この取扱いは、事業を営む個
人においても同様となります。（法基通
9－7－15の４、所基通37－９の６）

〈法人税関係〉
⑸取引先に対する災害見舞金等
法人が、被災前の取引関係の維持・
回復を目的として、取引先の復旧過程
においてその取引先に対して行った災
害見舞金の支出、事業用資産の供与等
のために要した費用は、交際費等に該
当しないものとして損金の額に算入さ
れます。（措通（法）61の４⑴－10の３）
⑹取引先に対する売掛金等の免除等
法人が、災害を受けた取引先の復旧
過程において、復旧支援を目的として
売掛金、貸付金等の債権を免除する場
合には、その免除することによる損失
は寄附金又は交際費等以外の費用とし
て損金の額に算入されます。
また、既契約のリース料、貸付利息、
割賦代金の減免を行う場合及び災害発
生後の取引につき従前の取引条件を変
更する場合も、同様に取り扱われます。
（法基通９－４－６の2、措通（法）61の４⑴－

10の2）

⑺取引先に対する低利又は無利息によ
る融資
法人が、災害を受けた取引先の復旧
過程において、復旧支援を目的として
低利又は無利息による融資を行った場
合における通常収受すべき利息と実際
に収受している利息との差額は、寄附
金に該当しないものとされます。（法基
通９－４－６の３）

⑻自社製品等の被災者に対する提供
法人が、不特定又は多数の被災者を
救援するために緊急に行う自社製品等
の提供に要する費用は、寄附金又は交
際費等に該当しないもの（広告宣伝費
に準ずるもの）として損金の額に算入
されます。（法基通９－４－６の４、措通（法）
61の４⑴－10の４）

⑼災害による損失金の繰越し
法人の各事業年度開始の日前７年以
内に開始した事業年度において生じた
欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産
等について災害により生じた損失に係
るもの（災害損失欠損金額）がある場
合には、その事業年度が青色申告書を
提出しなかった事業年度であっても、
その災害損失欠損金額に相当する金額
は、その各事業年度において損金の額
に算入されます。（法人税法第58条第１項）
〈所得税関係〉
⑽個人が支払を受ける災害見舞金
個人が支払を受ける災害見舞金で、
その金額がその受贈者の社会的地位、
贈与者との関係等に照らし社会通念上
相当と認められるものについては、課
税しないものとされています。（所基通
９－23）

⑾低利又は無利息により生活資金の貸
付けを受けた場合の経済的利益
災害により臨時的に多額な生活資金
を要することとなった役員又は使用人
が、使用者からその資金に充てるため
に低利又は無利息で貸付けを受けた場
合に、その返済に要する期間として合
理的と認められる期間内に受ける利息
相当額の経済的利益は、課税しなくて
差し支えないこととされています。（所
基通36－28⑴）

⑿被災事業用資産の損失の繰越し
事業を営む個人のその年の前年以前
３年内の各年において生じた純損失の
金額のうち、棚卸資産、固定資産等に
ついて災害により生じた損失に係るも
の（被災事業用資産の損失の金額）が
ある場合には、その損失の生じた年分
が青色申告書を提出しなかった年分で

あっても、その被災事業用資産の損失
の金額に相当する金額は、その年分の
総所得金額等の計算上控除することと
されています。（所得税法第70条第2項）
〈相続・贈与税関係〉
⒀農地等に係る納税猶予の特例の継続
適用
相続税又は贈与税における「農地等
に係る納税猶予の特例」の適用を受け
ている農地等が、農業に使用されなく
なった場合には、納税が猶予されてい
た一定の税額を納付しなければならな
いこととされています。
しかし、その農地等が、例えば建築
資材の置き場に使用されるなど、災害
のためにやむを得ず一時的に農業に使
用されなくなった場合には、その土地
は農業に使用しているものとして特例
の適用が継続されます。（措通（相）70の
４－12、70の６－13の３）

〈印紙税関係〉
⒁災害義援金の受取書
新聞社、放送局等が、災害援助を目
的として一般から広く義援金を募集す
る場合、災害義援金の受領事実を証明
するために作成する受取書は、課税し
ないことに取り扱われます。
なお、金融機関が災害義援金の振込
依頼を窓口等で受け付けた際に作成す
る受取書で次のいずれにも該当するも
のについても同様に取り扱われます。
①振込手数料が無料であること
②振込先が広く一般に災害義援金を
募っている団体等であること
③災害義援金の振込金受取書であるこ
とがその文書上明らかにされているこ
と（印基通別表第１第17号文書33）
〈自動車重量税関係〉
⒂被災自動車に係る自動車重量税の還付
自動車の販売業者又は自動車分解整
備事業者が、自動車の使用者のために
自動車検査証（車検証）の交付等又は
車両番号の指定を受ける目的で保管し
ている自動車のうち、自動車重量税を
納付して車検証の交付等又は車両番号
の指定を受けた後、被災により走行の
用に供されることなく使用が廃止され
たものについては、納付した自動車重
量税の還付を受けることができます。
なお、既に走行の用に供していた自
動車については、使用済自動車の再資
源化等に関する法律（自動車リサイク
ル法）等に基づき適正に解体された場
合には、還付される制度があります。
（災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に

関する法律第８条、租税特別措置法第90条の13）

東日本大震災の発生を受けて各省庁から緊急対策が続々と発動されている。
国税庁でも震災被害への適用が想定できる税制上の特例措置を急きょ取りま
とめ、公表した。法人税や所得税、相続・贈与税、印紙税、自動車重量税関
係の災害特例の内容を、根拠条文・通達と併せて掲載する。

【国税庁】

「災害に関する主な税務上の取扱いについて」
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（要事前予約）
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東京商工会議所　世田谷支部（℡:3413-1461）
〒154-0004　世田谷区太子堂２-16-７　世田谷産業プラザ２Ｆ

★世田谷区より30％の利子補助を３年間受けられます。
★審査の結果、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承ください。

会員・非会員問わずご利用できます。
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構
え
る
以

上
、
マ
イ
ホ
ー
ム
等
を
耐
震
・
免

震
構
造
に
し
た
上
で
地
震
保
険
の

加
入
を
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
万
が
一
大
き
な
地
震
が
起
き

て
も
生
活
や
事
業
を
継
続
す
る
た

め
、
何
よ
り
身
近
な
者
の
生
命
を

守
る
た
め
に
、
自
然
災
害
へ
の
対

策
が
必
要
だ
。

な
お
、
こ
の
時
期
、
耐
震
診
断

や
耐
震
改
修
を
依
頼
す
る
と
き
に

注
意
し
た
い
の
は
便
乗
詐
欺
。
今

回
の
震
災
で
も
、
す
で
に
消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
に
同
種
の
詐
欺
が
報

告
さ
れ
て
い
る
。「
無
料
耐
震
診
断
」

を
装
っ
て
近
づ
き
、
本
来
耐
震
改

修
が
不
要
な
建
物
で
あ
っ
て
も

「
早
急
に
工
事
が
必
要
で
す
」
と

う
そ
の
診
断
を
す
る
手
口
が
出
て

い
る
と
い
う
。
地
震
へ
の
用
心
と

共
に
、
震
災
の
不
安
に
付
け
込
ま

れ
な
い
よ
う
に
気
を
付
け
た
い
。

東
日
本
大
震
災
の
全
貌
は
い
ま

だ
に
見
え
て
こ
な
い
が
、
地
震
や

津
波
の
影
響
で
倒
壊
し
た
家
屋
の

映
像
が
日
々
飛
び
込
ん
で
く
る
。

い
つ
襲
い
掛
か
る
か
分
か
ら
な
い

災
害
に
備
え
て
、
生
活
拠
点
の
建

物
の
耐
震
性
を
高
め
な
く
て
は
な

ら
な
い
。

過
去
に
起
き
た
大
震
災
を
振
り

返
る
と
、
建
築
年
に
よ
っ
て
建
物

の
損
壊
に
明
確
な
違
い
が
出
る
こ

と
が
分
か
る
。
阪
神
・
淡
路
大
震

災
建
築
震
災
調
査
委
員
会
の
報
告

で
は
、
昭
和
56
年
以
前
の
建
築
物

の
被
害
状
況
は
「
大
破
以
上
」
約

３
割
、「
中
・
小
破
」
約
４
割
。「
軽

微
・
無
被
害
」
は
３
割
を
超
え
る

程
度
だ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
昭

和
57
年
以
降
の
建
物
は
「
軽
微
・

無
被
害
」
が
実
に
７
割
以
上
。
単

純
に
築
年
数
の
違
い
が
あ
る
に
し

て
も
、
現
行
耐
震
基
準
が
適
用
さ

耐
震
化
で
生
活
や
事
業
を
守
れ

工事費用の10％を税額控除

活用したい補助金制度

地
震
に
強
い
ニ
ッ
ポ
ン
へ
!!

▲�

多くの建物が甚大な被害を受けた

被
災
地
の
様
子
が
断
片
的
に
目
に
入
る
た
び
、
世
界
有
数
の
地
震
大
国
に
住
ん
で
い
る
こ
と

を
あ
ら
た
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
る
。
被
災
の
程
度
が
軽
微
だ
っ
た
場
合
や
直
接
の
影
響
を
受
け

な
か
っ
た
人
も
、
今
後
い
つ
甚
大
な
被
害
に
見
舞
わ
れ
る
か
は
分
か
ら
な
い
。
自
然
災
害
に
対

す
る
個
人
の
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
中
、
生
活
拠
点
の
建
物
の
耐
震
化
は
特
に
重
要
な

対
策
と
い
え
る
。
国
な
ど
の
サ
ポ
ー
ト
制
度
を
利
用
し
な
が
ら
、
将
来
の
リ
ス
ク
に
備
え
た
対

応
を
し
て
お
き
た
い
。�

【
本
紙
・
金
森
規
浩
】


