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相続放棄することで
スムーズに資産移転

内
田
さ
ん
と
樹
木
さ
ん
は
１
９
７

３
年
に
結
婚
し
た
が
、
そ
の
わ
ず
か

１
年
半
後
に
は
別
居
。
そ
し
て
婚
姻

関
係
は
樹
木
さ
ん
が
亡
く
な
る
２
０

１
８
年
９
月
ま
で
続
い
た
。
１
９
８

１
年
に
は
内
田
さ
ん
が
離
婚
届
を
提

出
し
た
も
の
の
、
婚
姻
関
係
の
継
続

を
望
む
樹
木
さ
ん
が
離
婚
の
無
効
を

訴
え
る
裁
判
を
起
こ
し
て
勝
訴
し
て

い
る
。

樹
木
さ
ん
は
資
産
形
成
に
対
す
る

意
識
が
強
く
、
都
内
に
戸
建
て
住
宅

と
マ
ン
シ
ョ
ン
を
合
わ
せ
て
８
物
件

保
有
し
て
い
た
。
資
産
は
現
金
で
持

つ
よ
り
不
動
産
で
持
つ
方
が
相
続
税

の
計
算
の
際
の
相
続
評
価
額
を
抑
え

ら
れ
る
た
め
、
自
分
が
他
界
し
た
時

に
残
さ
れ
る
人
の
税
負
担
の
軽
減
を

意
識
し
て
現
金
を
不
動
産
に
替
え
た

と
見
ら
れ
る
。

そ
し
て
一
部
報
道
に
よ
る
と
、
内

田
さ
ん
は
樹
木
さ
ん
の
相
続
に
お
い

て
相
続
放
棄
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

少
な
く
と
も
樹
木
さ
ん
が
都
内
に
保

有
し
て
い
た
８
つ
の
不
動
産
物
件
に

関
し
て
は
内
田
さ
ん
名
義
に
は
な
ら

な
か
っ
た
そ
う
だ
。
こ
れ
は
子
ど
も

の
税
負
担
を
大
幅
に
軽
減
す
る
こ
と

を
考
え
た
樹
木
さ
ん
の
意
思
を
尊
重

し
、
内
田
さ
ん
が
財
産
の
受
け
取
り

を
放
棄
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

仮
に
法
定
相
続
に
沿
っ
た
遺
産
分

割
を
し
て
い
れ
ば
、
内
田
さ
ん
に
樹

木
さ
ん
の
財
産
の
半
分
が
わ
た
る
。

そ
の
時
点
で
課
税
さ
れ
る
と
と
も
に
、

さ
ら
に
内
田
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
段

高
齢
化
社
会
に
と
も
な
い
夫
婦
が
別
々
に
暮
ら
す
別
居
婚
も
珍
し
く
な
く
な
っ
た
。
離
婚
は
し

な
い
も
の
の
、
夫
婦
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
独
歩
の
道
を
歩
む
わ
け
だ
が
、
こ
ん
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

で
知
ら
れ
て
い
た
の
が
ロ
ッ
ク
歌
手
の
内
田
裕
也
さ
ん
と
女
優
の
樹
木
希
林
さ
ん
だ
。
樹
木
希
林

さ
ん
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
半
年
後
に
内
田
さ
ん
も
死
去
。
テ
レ
ビ
の
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
な
ど
で
は
2

人
の
別
居
婚
が
話
題
に
な
っ
て
い
た
が
、
相
続
対
策
の
面
で
は
キ
ッ
チ
リ
と
連
携
が
と
れ
て
い
た

よ
う
だ
。

階
で
は
子
ど
も
に
同
じ
財
産
へ
の
課

税
が
待
っ
て
い
る
。
し
か
し
内
田
さ

ん
の
相
続
放
棄
に
よ
っ
て
樹
木
さ
ん

の
相
続
財
産
の
全
て
を
子
ど
も
が
受

け
取
れ
た
と
す
れ
ば
、
内
田
さ
ん
の

相
続
で
同
じ
財
産
に
課
税
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
わ
け
だ
。

税制上の判断は
法律婚が決め手

な
お
、
法
律
上
の
夫
婦
の
間
の
相

続
な
ら
、
た
と
え
別
居
を
し
て
い
て

も
１
億
６
千
万
円
ま
で
無
税
に
な
る

特
例
を
適
用
で
き
る
た
め
、
内
田
さ

ん
に
相
続
税
が
掛
け
ら
れ
る
の
は
そ

れ
以
上
の
財
産
が
あ
る
場
合
に
限
ら

樹
木
さ
ん
が
提
起

し
た
裁
判
で
無
効

と
な
っ
た
が
、
仮

に
裁
判
で
認
め
ら

れ
ず
に
離
婚
が
成

立
し
、
樹
木
さ
ん

が
子
ど
も
の
親
権

を
得
た
と
す
る
。

婚
姻
関
係
を
解
消

し
た
内
田
さ
ん
は

別
の
人
と
再
婚
す

る
こ
と
も
可
能
と

な
り
、
そ
う
な
れ

ば
内
田
さ
ん
の
相

続
財
産
の
半
分
が

養
な
ど
の
送
金
が
行
わ
れ
て
い
る
と

き
に
は
「
生
計
を
一
」
と
認
め
ら
れ

る
。
こ
の
扱
い
は
医
療
費
控
除
や
雑

損
控
除
で
も
同
様
だ
。

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

内
田
・
樹
木
夫
妻
の
よ
う
に
明
ら
か

に
互
い
に
独
立
し
た
生
活
を
営
ん
で

い
れ
ば
、「
生
計
を
一
」
と
は
い
え

な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
も
そ
も
夫

妻
に
は
共
に
一
定
額
以
上
の
所
得
が

あ
る
た
め
、
仮
に
生
活
を
共
に
し
て

い
て
も
配
偶
者
控
除
の
対
象
外
だ
っ

た
と
見
ら
れ
る
。

別
居
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
夫

婦
に
認
め
ら
れ
た
税
優
遇
を
諦
め
る

必
要
は
な
い
。
税
制
上
は
法
律
婚
が

継
続
し
て
い
れ
ば
基
本
的
に
税
優
遇

の
対
象
と
な
る
。
一
方
、
同
性
婚
な

ど
の
事
実
婚
は
優
遇
の
対
象
外
に
な

る
と
い
う
問
題
に
も
目
を
向
け
る
必

要
が
あ
り
そ
う
だ
。

れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

樹
木
さ
ん
と
内
田
さ
ん
の
よ
う
に
夫

婦
の
死
去
が
立
て
続
け
に
起
こ
っ
た

ケ
ー
ス
は
、
相
続
税
の
負
担
を
軽
減

す
る
制
度
の
対
象
に
な
る
。
同
じ
財

産
に
短
い
期
間
で
２
回
相
続
税
が
課

さ
れ
る
と
い
う
負
担
を
緩
和
す
る
制

度
で
、
最
初
の
相
続
か
ら
10
年
以
内

に
再
び
相
続
が
発
生
し
た
と
き
に
は
、

２
度
目
の
相
続
に
か
か
る
税
金
を
一

定
額
ま
で
差
し
引
け
る
。
こ
の
制
度

に
よ
る
軽
減
額
は
、
最
初
の
相
続
で

の
配
偶
者
の
取
得
額
や
相
続
財
産
全

体
の
額
に
よ
っ
て
変
わ
る
が
、
お
お

む
ね
１
度
目
の
相
続
と
２
度
目
の
相

続
の
間
隔
が
短
い
ほ
ど
多
く
差
し
引

け
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

内
田
さ
ん
が
提
出
し
た
離
婚
届
は

よ
り
、
所
得
か
ら
最
大
38
万
円
（
配

偶
者
が
70
歳
以
上
な
ら
上
限
は
48
万

円
）
を
差
し
引
け
る
。
ま
た
配
偶
者

が
障
害
者
な
ら
、
配
偶
者
控
除
に
加

え
、
障
害
者
控
除
も
重
ね
て
適
用
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
れ
ら
の

控
除
制
度
は
法
律
上
の
婚
姻
関
係
が

な
け
れ
ば
使
え
ず
、
過
去
に
婚
姻
関

係
が
あ
っ
た
人
や
事
実
婚
の
相
手
で

は
対
象
外
と
な
る
。

「生計を一にする」
は同居要件ではない

配
偶
者
控
除
や
配
偶
者
特
別
控
除

の
適
用
に
は
配
偶
者
と
「
生
計
を
一

に
す
る
」
と
い
う
条
件
を
満
た
す
必

要
が
あ
る
。
そ
の
言
葉
か
ら
は
「
同

じ
屋
根
の
下
で
生
活
を
共
に
す
る
人
」

を
イ
メ
ー
ジ
す
る
が
、
必
ず
し
も
同

居
が
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

例
え
ば
仕
事
や
療
養
な
ど
の
都
合
で

日
常
生
活
を
共
に
せ
ず
に
別
居
し
て

い
て
も
、
週
末
な
ど
に
生
活
を
共
に

す
る
こ
と
が
常
例
と
な
っ
て
い
る
と

き
や
、
夫
婦
間
で
常
に
生
活
費
や
療

再
婚
相
手
の
も
の
と
な
る
可
能
性
が

あ
る
。
そ
の
再
婚
相
手
が
死
亡
し
て

も
樹
木
さ
ん
の
子
ど
も
に
そ
の
分
の

財
産
は
受
け
継
が
れ
な
い
。
だ
が
現

実
に
は
法
律
婚
を
継
続
し
て
い
た
の

で
、
内
田
さ
ん
の
財
産
は
最
終
的
に

子
ど
も
が
全
て
引
き
継
ぐ
こ
と
が
可

能
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
子
ど
も
が

両
親
の
全
財
産
を
引
き
継
ぐ
に
は
、

法
律
婚
の
継
続
が
有
効
と
言
え
る
。

こ
こ
ま
で
は
相
続
税
に
つ
い
て
考

え
て
き
た
が
、
別
居
を
し
て
も
婚
姻

関
係
を
継
続
す
る
こ
と
で
所
得
税
の

税
制
優
遇
の
対
象
に
な
り
得
る
。
代

表
的
な
も
の
が
配
偶
者
控
除
や
配
偶

者
特
別
控
除
だ
。
年
間
所
得
が
一
定

額
以
下
の
配
偶
者
が
い
る
納
税
者
は
、

配
偶
者
控
除
や
配
偶
者
特
別
控
除
に

内
田
裕
也･

樹
木
希
林
夫
妻
に
学
ぶ
―

相
続
対
策
の
観
点
か
ら
検
証

別
居
婚
を
続
け
る
と
税
金
ど
う
な
る
？
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の
で
あ
れ
ば
、
贈
与
が

成
立
し
て
い
な
い
と
認

め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
だ
が
贈
与
税
を
課

さ
れ
る
可
能
性
を
完
全

に
は
排
除
で
き
な
い
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
で
き

る
こ
と
な
ら
満
期
を
迎

え
る
前
に
名
義
変
更
な

ど
の
対
策
を
講
じ
て
お

き
た
い
と
こ
ろ
だ
。

最
後
に
、
う
っ
か
り

贈
与
の
な
か
で
も
非
常

に
珍
し
い
パ
タ
ー
ン
と

し
て
、「
あ
げ
た
側
が

贈
与
税
を
肩
代
わ
り
す

「ついうっかり」
税務署は見ている

贈
与
税
は
、
年
間
１
１
０
万
円
を

超
え
る
財
産
を
も
ら
っ
た
人
が
、
そ

の
額
に
応
じ
た
税
率
に
従
っ
て
納
め

る
税
金
だ
。
納
期
限
は
財
産
を
も

ら
っ
た
翌
年
の
確
定
申
告
期
の
末
日

で
、
例
え
ば
今
年
も
ら
っ
た
財
産
に

か
か
る
贈
与
税
は
来
年
２
月
18
日
～

３
月
15
日
に
申
告
し
て
納
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

贈
与
が
税
負
担
を
前
提
に
し
た
計

画
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
い
い
が
、
贈

与
し
た
つ
も
り
は
な
い
の
に
贈
与
と

認
定
さ
れ
て
税
を
課
さ
れ
て
し
ま
う

ケ
ー
ス
も
あ
る
。
俗
に
「
う
っ
か
り

贈
与
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
贈
っ

た
本
人
と
し
て
は
ち
ょ
っ
と
し
た
プ

レ
ゼ
ン
ト
や
、
妻
や
子
の
名
義
を
借

り
た
だ
け
の
つ
も
り
が
、
あ
る
日
税

務
署
か
ら
贈
与
税
の
申
告
に
つ
い
て

の
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
て
仰
天
す
る

こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
。

う
っ
か
り
贈
与
の
代
表
的
な
も
の

に
は
、
親
か
ら
子
へ
の
高
級
な
プ
レ

ゼ
ン
ト
が
挙
げ
ら
れ
る
。
贈
与
税
の

課
税
対
象
は
金
銭
だ
け
で
な
く
現
物

も
含
ま
れ
る
。
親
が
子
に
援
助
を
す

る
こ
と
は
税
法
で
も
認
め
ら
れ
て
い

て
、
生
活
費
の
支
援
や
学
費
を
払
う

こ
と
が
い
ち
い
ち
贈
与
税
の
対
象
と

な
る
こ
と
は
な
い
が
、
あ
く
ま
で
非

課
税
と
さ
れ
る
の
は
「
通
常
必
要
と

さ
れ
る
」
範
囲
内
だ
け
で
、
例
え
ば

高
級
車
や
宝
石
類
、
不
動
産
な
ど
は

含
ま
れ
て
い
な
い
。

例
え
ば
車
で
あ
れ
ば
、
税
務
署
は

定
期
的
に
陸
運
局
で
車
検
の
名
義
を

チ
ェ
ッ
ク
し
、
学
生
が
自
己
資
金
で

車
を
買
え
る
は
ず
な
い
と
判
断
す
れ

ば
「
お
尋
ね
文
書
」
を
送
り
、
贈
与

贈
与
税
は
、
そ
の
年
の
１
月
か
ら
12
月
の
間
に
授
受
が
あ
っ
た
資
産
に
つ
い
て
、
翌
年
に
確
定

申
告
を
す
る
。
当
人
同
士
が
納
得
済
み
で
あ
れ
ば
い
い
が
、
毎
年
後
を
絶
た
な
い
の
が
、
本
人
に

は
そ
の
気
が
な
い
の
に
贈
与
扱
い
さ
れ
て
し
ま
う
「
う
っ
か
り
贈
与
」
だ
。
定
期
保
険
の
保
険
金
、

増
築
費
用
、
車
、
不
動
産
な
ど
う
っ
か
り
贈
与
の
恐
れ
の
あ
る
資
産
は
多
い
。
も
し
意
図
し
な
い

贈
与
を
今
年
行
っ
て
し
ま
っ
た
な
ら
、
年
内
に
何
ら
か
の
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

若
い
こ
ろ
に
定
期
の
生
命
保

険
に
入
り
、
保
険
金
受
取
人

に
妻
の
名
前
を
記
入
し
て
い

た
ケ
ー
ス
で
、
そ
の
ま
ま
満

期
を
迎
え
て
妻
が
保
険
金
を

受
け
取
れ
ば
、
妻
に
は
贈
与

税
が
課
さ
れ
て
し
ま
う
。

贈
与
税
負
担
を
避
け
る
た

め
に
は
、
も
し
ま
だ
満
期
を

迎
え
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

受
取
人
を
保
険
料
の
負
担
者

本
人
に
変
更
す
る
こ
と
で
税

負
担
を
減
ら
す
こ
と
が
可
能

だ
。
契
約
者
も
受
取
人
も
夫

で
あ
れ
ば
保
険
金
は
夫
の
一

時
所
得
と
な
る
の
で
、
所
得

の
事
実
を
把
握
す
る
。
ま
た
宝
石
な

ら
ば
、
定
期
的
に
デ
パ
ー
ト
や
宝
石

商
な
ど
に
出
向
き
、
優
良
顧
客
や
高

額
取
引
の
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
小
売

店
の
売
上
伝
票
を
反
面
調
査
す
る
こ

と
で
、
贈
与
の
事
実
を
把
握
す
る
。

こ
う
し
た
高
級
な
プ
レ
ゼ
ン
ト
の
贈

与
認
定
を
避
け
る
た
め
に
は
、
例
え

ば
車
で
あ
れ
ば
名
義
は
自
分
の
も
の

と
し
て
お
き
、
そ
の
う
え
で
貸
す
形

を
と
れ
ば
原
則
と
し
て
贈
与
税
が
課

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

住宅関連資金なら
非課税特例を活用

他
に
も
、
住
宅
の
増
築
費
用
な
ど

も
う
っ
か
り
贈
与
に
当
て
は
ま
り
や

二
重
に
課
税
さ
れ
て
し
ま
う
。

税金分まで負担
したら追加で課税

贈
与
の
事
実
認
定
は
本
人
同
士
の

「
あ
げ
た
」「
も
ら
っ
た
」
と
い
う
意

思
が
あ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
た
め
、

例
え
ば
妻
が
保
険
の
存
在
を
知
ら
ず
、

口
座
も
夫
が
管
理
し
て
い
た
と
い
う

す
い
ケ
ー
ス
だ
。
子
名
義
の
家
に
、

三
世
代
同
居
を
目
的
と
し
た
増
築
を

施
す
と
、
費
用
を
負
担
し
た
の
が
誰

で
あ
れ
、
増
築
部
分
は
元
か
ら
あ
る

家
に
吸
収
さ
れ
る
か
た
ち
で
子
の
名

義
と
な
る
。
そ
の
費
用
を
親
が
負
担

し
て
い
た
場
合
、
親
か
ら
子
へ
の
贈

与
と
み
な
さ
れ
て
し
ま
う
。

贈
与
税
を
避
け
る
た
め
に
は
、
増

築
に
か
か
っ
た
費
用
に
当
た
る
持
分

を
親
に
移
転
す
る
方
法
が
考
え
ら
れ

る
が
、
こ
の
方
法
だ
と
子
に
譲
渡
所

得
税
が
か
か
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が

あ
る
。
も
っ
と
も
安
心
な
の
は
、
住

宅
の
取
得
や
増
築
の
た
め
の
一
括
贈

与
を
非
課
税
に
す
る
特
例
を
活
用
す

る
こ
と
だ
ろ
う
。
今
年
に
行
わ
れ
た

贈
与
で
あ
れ
ば
、
消
費
税
率
８
％
時

の
購
入
で
あ
れ
ば
最
大
１
２
０
０
万

円
、
10
％
時
な
ら
最
大
３
０
０
０
万

円
ま
で
ま
で
の
贈
与
を
非
課
税
に
で

き
る
。
た
だ
し
適
用
す
る
た
め
に
は

も
ち
ろ
ん
手
続
き
が
必
要
な
の
で
、

来
年
２
月
～
３
月
の
申
告
を
忘
れ
な

い
よ
う
に
し
た
い
。
な
お
こ
の
特
例

は
、
子
や
孫
と
い
っ
た
〝
卑
属
〟
へ

の
贈
与
に
限
定
さ
れ
た
特
例
な
の
で
、

親
所
有
の
家
の
増
改
築
に
か
か
る
費

用
を
子
が
負
担
す
る
逆
パ
タ
ー
ン
で

は
使
え
な
い
点
に
注
意
が
必
要
だ
。

そ
し
て
、
う
っ
か
り
贈
与
の
な
か

で
も
対
策
し
よ
う
が
な
い
可
能
性
が

あ
る
の
が
、定
期
保
険
の
保
険
金
だ
。

税
が
課
さ
れ
る
も
の
の
特
別
控
除
50

万
円
を
差
し
引
い
た
額
の
２
分
の
１

の
み
が
課
税
対
象
と
な
り
、
基
礎
控

除
１
１
０
万
円
を
除
い
た
全
額
に
課

税
さ
れ
る
贈
与
税
と
は
実
際
の
税
負

担
が
段
違
い
と
な
る
。

し
か
し
、
す
で
に
保
険
金
を
受
け

取
っ
て
い
る
な
ら
対
策
は
難
し
い
。

例
え
ば
現
金
の
授
受
で
あ
れ
ば
、
同

じ
年
の
う
ち
に
現
金
を
そ
の
ま
ま
返

す
こ
と
で
、
贈
与
そ
の
も
の
を
な

か
っ
た
こ
と
に
で
き
る
可
能
性
が
あ

る
。
だ
が
保
険
金
は
下
り
た
時
点
で

贈
与
が
成
立
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と

み
な
さ
れ
、
後
か
ら
保
険
金
を
返
し

て
も
、
贈
与
税
が
か
か
ら
な
い
ど
こ

ろ
か
、
贈
与
が
２
回
あ
っ
た
と
し
て

る
」
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
贈
与

は
渡
す
側
と
受
け
取
る
側
の
二
者
で

成
立
す
る
が
、
贈
与
税
の
納
税
義
務

が
あ
る
の
は
あ
く
ま
で
受
け
取
っ
た

側
だ
。
そ
れ
を
あ
げ
た
側
が
負
担
す

れ
ば
当
然
、
そ
の
税
額
分
が
新
た
な

贈
与
と
な
っ
て
し
ま
う
。
初
歩
的
な

ミ
ス
で
は
あ
る
が
間
違
わ
な
い
よ
う

に
し
た
い
。

贈
与
税
に
関
す
る
基
本
的
な
注
意

点
に
、「
暦
年
贈
与
」
の
年
間
１
１

０
万
円
の
非
課
税
枠
は
受
け
取
る
側

１
人
当
た
り
の
上
限
と
い
う
点
が
あ

る
。
税
負
担
な
し
に
財
産
を
引
き
継

ぎ
た
い
と
思
う
な
ら
、
今
年
に
他
の

人
か
ら
贈
与
を
受
け
て
い
な
い
か
の

確
認
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。

本
人
に
そ
の
気
が
な
く
て
も
…

満
期
保
険
金
、増
築
費
用
は
要
注
意

それ
　
■

が
か
か
り
ま
す

贈
与
税
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と
も
あ
る
。
な
ん
で
も
相

談
し
て
良
い
取
引
を
し
た

い
。
ま
た
墓
石
に
関
し
て

は
基
本
的
に
一
品
生
産
で

あ
る
た
め
、な
か
に
は「
こ

ん
な
は
ず
じ
ゃ
な
か
っ
た
」

と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
そ

の
際
は
、
遠
慮
な
く
墓
石

業
者
と
対
峙
し
た
い
。
契

約
状
況
に
よ
る
が
、
訪
問

販
売
や
展
示
会
に
招
か
れ

役所での手続きは
意外に面倒

近
年
、
遠
方
に
あ
る
墓
を
自
分
の

居
住
地
に
移
す
「
改
葬
」
が
増
え
て

い
る
。「
先
祖
代
々
の
土
地
」
は
大

切
に
し
た
い
も
の
の
、
先
々
は
子
ど

も
た
ち
が
管
理
す
る
こ
と
も
視
野
に

入
れ
れ
ば
、
家
の
近
く
に
あ
る
ほ
う

が
安
心
だ
と
考
え
る
の
は
自
然
だ
。

改
葬
に
あ
た
っ
て
最
初
に
す
る
こ

と
は
新
し
い
墓
地
を
探
す
こ
と
だ
が
、

信
心
深
い
人
で
な
い
と
自
分
の
宗
派

す
ら
分
か
ら
な
い
人
も
い
る
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
と
き
は
現
在
の
墓
地
を
管

理
す
る
お
寺
に
い
っ
て
確
認
す
る
必

要
が
あ
る
。
家
の
近
所
に
同
じ
宗
派

の
寺
（
墓
地
）
あ
れ
ば
い
い
が
、
な

け
れ
ば
宗
派
を
問
わ
な
い
霊
園
を
選

ぶ
こ
と
に
な
る
。
ま
た
最
近
は
新
し

く
選
ぶ
墓
地
に
よ
っ
て
宗
派
替
え
す

る
こ
と
も
珍
し
く
な
く
な
っ
た
。
自

分
の
宗
派
へ
の
思
い
入
れ
も
家
族
と

話
し
合
っ
て
お
き
た
い
。

遺
骨
の
移
転
先
が
決
ま
っ
た
ら
新

し
い
墓
地
（
霊
園
）
で
受
入
証
明
書

を
発
行
し
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
持
っ

て
遺
骨
所
在
地
の
役
所
に
行
っ
て
改

葬
許
可
申
請
書
を
受
け
、
墓
地
の
管

理
者
に
改
葬
の
承
諾
を
得
た
後
に
再

び
役
所
で
改
葬
許
可
書
を
受
け
取
る

と
い
う
、
面
倒
な
手
間
が
い
く
つ
も

か
か
る
。
改
葬
は
「
墓
地
、
埋
葬
等

に
関
す
る
法
律
」
に
従
う
た
め
、
適

当
に
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
役
所

や
お
寺
に
よ
っ
て
は
郵
送
等
で
受
け

付
け
な
い
こ
と
も
あ
る
の
で
、
遠
方

ま
で
何
度
も
往
復
し
な
い
で
済
む
よ

う
、
事
前
に
「
元
の
寺
と
役
所
」
と

「
新
し
い
寺
と
役
所
」
そ
れ
ぞ
れ
に

公
益
財
団
法
人
生
命
保
険
文
化
セ
ン
タ
ー
の
調
べ
に
よ
る
と
、「
自
分
が
入
る
お
墓
が
あ
る
」

と
い
う
人
は
全
体
の
６
割
に
と
ど
ま
り
、
残
り
の
４
割
の
人
は
将
来
的
に
何
ら
か
の
「
お
墓
」
を

自
分
で
確
保
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
お
墓
は
あ
る
も
の
の
、
実
際

に
は
自
分
が
一
度
も
訪
れ
た
こ
と
の
な
い
地
方
に
あ
る
場
合
や
、
ま
た
親
が
一
人
で
住
む
故
郷
に

あ
っ
て
自
分
や
家
族
が
入
る
の
は
現
実
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
多
い
。
近
年
増
加
傾
向
に
あ

る
墓
の
移
築
で
あ
る
「
改
葬
」
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
。

必
要
書
類
な
ど
を
し
っ
か
り
確
認
し

て
無
駄
の
な
い
よ
う
に
動
き
た
い
。

僧侶への謝礼には
相場がある

そ
の
後
は
、お
坊
さ
ん
に
よ
る「
御

魂
抜
き
」
の
儀
式
を
し
て
遺
骨
を
取

り
出
し
、
墓
石
を
撤
去
す
る
。
こ
の

と
き
僧
侶
へ
の
謝
礼
だ
が
、
お
寺
に

聞
い
て
し
ま
う
と
「
50
万
円
か
ら
１

０
０
万
円
と
い
う
方
が
多
い
で
す
ね
」

な
ど
と
吹
っ
掛
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ

る
。
実
際
に
は
５
千
円
か
ら
５
万
円

が
相
場
で
あ
る
た
め
、「
お
車
代
」

と
合
わ
せ
て
も
３
万
円
も
あ
れ
ば
恥

は
か
か
ず
に
済
む
だ
ろ
う
。

内
閣
府
に
よ
る
と
、
宗
教
法
人
の

収
入
は
２
０
１
５
年
度
で
平
均
２
０

２
６
万
円
と
、
ピ
ー
ク
だ
っ
た
１
９

９
４
年
度
に
比
べ
て
４
割
減
と
な
っ

て
い
る
。
あ
の
手
こ
の
手
で
少
し
で

も
収
入
を
上
げ
た
い
た
め
の「
努
力
」

は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
み
ら
れ
る
。
利

用
者
サ
イ
ド
と
し
て
も
賢
く
対
処
し

た
い
。

御
魂
抜
き
が
終
わ
る
と
よ
う
や
く

新
し
い
お
墓
へ
の
納
骨
と
い
う
こ
と

に
な
る
が
、
墓
埋
法
で
は
何
日
以
内

移
転
に
あ
た
っ
て
か
か
る
費
用
は
、

墓
地
の
使
用
権
料
で
あ
る
「
永
代
使

用
料
」、
新
し
い
墓
石
を
建
て
る
際

の
「
墓
石
代
」、
そ
し
て
「
管
理
費
」

と
、大
き
く
は
３
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

永
代
使
用
料
と
は
、
墓
地
代
だ
が
、

あ
く
ま
で
も
「
使
用
」
す
る
権
利
の

こ
と
だ
。
一
般
的
に
お
墓
に
つ
い
て

は
「
建
て
る
」
と
か
「
買
う
」
と
い

う
も
の
の
、
買
う
の
は
あ
く
ま
で
も

墓
石
で
あ
り
、
墓
地
は
使
用
権
を
得

る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
墓
地
は

他
人
に
貸
与
す
る
こ
と
も
譲
渡
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
。

そ
し
て
永
代
使
用
料
と
は
別
に
か

か
る
の
が
管
理
費
で
、
こ
れ
は
文
字

通
り
墓
地
や
霊
園
を
管
理
す
る
た
め

の
費
用
と
し
て
徴
収
さ
れ
る
も
の
だ
。

永
代
使
用
料
を
払
っ
た
か
ら
と
い
っ

て
、
毎
年
の
管
理
費
が
滞
れ
ば
、
最

悪
の
場
合
は
墓
石
の
撤
去
も
あ
り
得

る
の
で
注
意
が
必
要
だ
。
先
祖
供
養

を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
人
を
「
仏

ほ
っ
と
け
」な
ど
と
昔
か
ら
言
う
が
、

管
理
費
の
未
払
い
で
「
金
の
切
れ
目

が
縁
の
切
れ
目
」
に
な
ら
な
い
よ
う

に
し
た
い
。

永
代
使
用
料
の
平
均
は
、
社
団
法

人
日
本
墓
苑
協
会
に
よ
る
と
東
京
近

郊
20
～
40
キ
ロ
圏
内
で
２
２
０
～
５

０
０
万
円
、
年
間
管
理
費
は
１
８
０

０
円
～
１
万
２
０
０
０
円
程
度
が
多

い
そ
う
だ
。

た
と
き
で
あ
れ
ば
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ

の
対
象
に
な
り
、
契
約
書
の
受
領
日

か
ら
８
日
以
内
に
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ

通
知
書
を
送
る
事
で
契
約
解
除
が
可

能
と
な
る
。
ご
先
祖
の
改
葬
で
揉
め

た
く
は
な
い
が
、
念
の
た
め
覚
え
て

お
き
た
い
制
度
だ
。

そ
し
て
墓
石
以
上
に
ト
ラ
ブ
ル
を

避
け
た
い
の
は
お
寺
と
の
関
係
だ
。

一
部
で
は
あ
る
が
、
元
の
寺
院
か
ら

「
離
檀
料
」
の
名
目
で
法
外
な
金
額

を
要
求
さ
れ
る
事
例
も
報
告
さ
れ
て

い
る
。
檀
家
と
し
て
は
初
め
て
の
こ

と
で
も
あ
り
、
ま
た
お
寺
に
対
し
て

は
断
り
に
く
く
、
言
わ
れ
る
が
ま
ま

に
支
払
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
よ

う
だ
。
お
寺
も
不
況
の
折
に
様
々
な

手
を
打
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
が
、

や
は
り
契
約
の
な
い
支
払
い
は
す
る

必
要
が
な
い
。
も
し
も
埋
葬
証
明
を

出
さ
な
い
な
ど
の
嫌
が
ら
せ
を
し
て

く
る
と
き
は
、
弁
護
士
に
相
談
す
る

な
ど
、
あ
い
ま
い
に
は
し
な
い
姿
勢

が
肝
要
だ
。

に
骨
を
埋
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
決
ま
り
は
な
い
。
そ
の
た
め
、

故
人
を
偲
ん
で
一
定
の
期
間
（
お
盆

の
ひ
と
夏
な
ど
）
自
宅
の
仏
壇
の
前

に
安
置
し
て
お
く
人
も
い
る
と
い
う
。

新
し
い
お
墓
の
業
者
や
お
寺
と
の
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
も
よ
る
の
で
相
談
し

て
み
る
と
い
い
。

改
葬
に
あ
た
っ
て
は
、
元
の
お
墓

（
墓
石
）
を
そ
の
ま
ま
移
築
す
る
こ

と
も
可
能
だ
が
、
多
く
は
新
し
く
お

墓
を
建
て
る
（
買
い
直
す
）
こ
と
に

な
る
。都
内
の
墓
石
業
者
に
よ
る
と
、

①
新
た
な
建
立
者
と
し
て
の
節
目
、

②
傷
つ
い
て
い
る
こ
と
が
あ
る
、
③

移
転
費
用
が
意
外
に
か
か
る

―
と

い
う
理
由
に
よ
る
ら
し
い
。
な
お
、

受
け
入
れ
先
の
墓
地
に
よ
っ
て
は
、

飲
食
店
の
よ
う
に
「
持
込
不
可
」
と

し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の
で
確
認
が

必
要
だ
。

お寺との関係には
注意が必要

な
お
、
こ
れ
ら
の
支
出
の
う
ち
墓

石
代
に
関
し
て
は
消
費
税
の
対
象
と

な
る
の
で
、
新
た
に
購
入
す
る
と
き

は
今
年
の
改
正
を
見
据
え
て
検
討
し

た
い
。
ま
た
管
理
費
も
消
費
税
の
対

象
だ
が
、
多
く
の
場
合
は
内
税
表
示

で
あ
り
、
さ
ら
に
「
消
費
税
込
み
」

な
ど
と
丁
寧
に
書
い
て
は
い
な
い
た

め
、
税
額
分
を
支
払
っ
て
い
る
と
い

う
認
識
は
な
い
こ
と
が
多
い
。

以
前
な
ら
檀
家
に
な
る
の
が
必
須

条
件
で
あ
っ
た
寺
も
、
最
近
は
〝
売

り
上
げ
〟
減
少
か
ら
融
通
が
利
く
こ

管
理
し
や
す
い
場
所
に
移
し
た
い
―

ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る
た
め
の
知
識
が
大
事を
考
え
る

お
墓
の
引
っ
越
し
改
葬

お墓の移転（改葬）にかかる一般的な費用の目安
移転元への支払い　　　　　　　  　（墓石代は除く）

埋蔵（埋葬）証明発行手数料 400円～1500円／通
墓石処分・区画整理費用 10万～20万円／㎡
遺骨の取出し費用 ３万～５万円／体
墓石運搬費（一般的な大きさ） 20万～80万円
御魂抜き料（お布施） ５千～５万円
離檀料（お布施） ５万～100万円

移転先への支払い（永代使用料、管理費は除く）
埋骨費用 ３万円程度／体
開眼供養料（お布施） ３万～５万円
戒名料（宗派変更時など） ５万～50万円

特集３
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混迷の時代には、
基本に戻る構想力が必要。

諦めと我慢の意思決定は、
人生を左右する。

つ
か
も
と
・
こ
う
い
ち

大
正
９（
１
９
２
０
）年
、
宮
城
県

仙
台
市
で
繊
維
問
屋
の
長
男
と
し
て

生
ま
れ
る
。
昭
和
13（
１
９
３
８
）年

に
滋
賀
県
立
八
幡
商
業
学
校
を
卒
業

し
、
兵
役
ま
で
家
業
を
手
伝
う
。
戦

時
中
は
南
方
戦
線
を
転
戦
し
、
イ
ン

パ
ー
ル
作
戦
な
ど
に
も
従
軍
し
た
が

九
死
に
一
生
を
得
て
生
還
。
昭
和
21

（
１
９
４
６
）年
に
復
員
す
る
と
京
都

で
婦
人
洋
装
・
装
身
具
卸
業
の
和
江

商
事（
ワ
コ
ー
ル
の
前
身
）を
創
業
す

る
。
婦
人
用
ア
ク
セ
サ
リ
ー
の
販
売

で
事
業
を
軌
道
に
乗
せ
る
と
、
昭
和

24（
１
９
４
９
）年
に
は
京
都
百
貨
見

本
市
に
ブ
ラ
ジ
ャ
ー
を
出
品
。
こ
の

年
、
和
江
商
事
を
資
本
金
１
０
０
万

円
の
株
式
会
社
へ
改
組
し
社
長
に
就

任
す
る
。
昭
和
25（
１
９
５
０
）年
か

ら
は
髙
島
屋
京
都
店
と
の
取
引
を
開

始
し
業
容
を
拡
大
。
昭
和
26（
１
９

５
１
）年
に
は
大
阪
出
張
所
と
縫
製

工
場
を
開
設
し
、
女
性
用
下
着
の
自

社
製
造
に
着
手
す
る
。
昭
和
32（
１

９
５
７
）年
、
商
号
を
現
社
名
の
ワ

コ
ー
ル
に
改
称
。
下
着
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
化
の
波
に
乗
り
急
成
長
を
遂
げ
、

翌
年
ま
で
に
国
内
縫
製
子
会
社
を
７

社
設
立
し
た
。
新
商
品
の
開
発
に
も

意
欲
的
に
取
り
組
み
、「
タ
ミ
ー
ガ
ー

ド
ル
」「
シ
ー
ム
レ
ス
カ
ッ
プ
ブ
ラ
」

「
フ
ロ
ン
ト
ホ
ッ
ク
ブ
ラ
」「
シ
ェ
イ

プ
パ
ン
ツ
」「
グ
ッ
ド
ア
ッ
プ
ブ
ラ
」

な
ど
を
ヒ
ッ
ト
さ
せ
た
。
京
都
商
工

会
議
所
会
頭
や
日
本
商
工
会
議
所
副

会
頭
な
ど
、
財
界
の
要
職
も
歴
任
。

昭
和
62（
１
９
８
７
）年
に
は
会
長
に

退
き
、
平
成
10（
１
９
９
８
）年
、
77

歳
で
死
去
。

塚本 幸一 ワコール

ね
も
と
・
じ
ろ
う

昭
和
３
（
１
９
２
８
）
年
生
ま
れ
。

東
京
都
出
身
。
東
京
府
立
五
中
か
ら

静
岡
高
校
を
経
て
東
京
大
学
法
学
部

に
進
む
。
昭
和
27（
１
９
５
２
）年
に

卒
業
す
る
と
日
本
郵
船
へ
入
社
。
企

画
部
門
や
定
期
航
路
部
門
を
歩
み
、

平
成
元（
１
９
８
９
）年
に
社
長
就
任
。

平
成
３（
１
９
９
１
）年
に
は
旧
・
ナ

ビ
ッ
ク
ス
ラ
イ
ン（
現
・
商
船
三
井
）

の
コ
ン
テ
ナ
船
子
会
社
、
日
本
ラ
イ

ナ
ー
シ
ス
テ
ム
を
吸
収
合
併
し
て
業

界
再
編
に
先
手
を
打
っ
た
。
円
高
の

長
期
化
に
よ
る
海
運
不
況
に
際
し
て

は
コ
ス
ト
の
ド
ル
化
を
推
進
。
同
時

に
海
運
・
陸
運
を
一
体
で
提
供
す
る

総
合
物
流
サ
ー
ビ
ス
を
強
化
し
て
難

局
を
乗
り
切
っ
た
。「
的
確
な
時
代

認
識
を
持
ち
、
そ
の
な
か
で
ど
う
い

う
価
値
を
企
業
と
し
て
追
求
す
る
か

を
決
め
、
そ
の
処
方
箋（
計
画
）を
立

て
、
実
行
し
、
チ
ェ
ッ
ク
す
る
。
こ

れ
を
正
し
く
繰
り
返
す
こ
と
を
肝
に

銘
じ
て
行
え
ば
、
盤
石
だ
と
思
い
ま

す
」
と
語
り
、
明
確
な
「
長
期
計
画
」

の
必
要
性
を
徹
底
し
て
説
い
た
。
ま

た
「
苦
し
い
と
き
こ
そ
、
長
期
で
考

え
、
基
本
を
実
行
す
る
の
で
す
」
と

し
て
、
そ
の
実
践
に
取
り
組
ん
だ
。

日
本
船
主
協
会
会
長
、
日
本
経
営
者

団
体
連
盟
会
長
、
運
輸
政
策
研
究
機

構
会
長
、
土
地
政
策
審
議
会
会
長
、

石
油
審
議
会
会
長
、
中
央
教
育
審
議

会
会
長
な
ど
の
公
職
も
数
多
く
歴
任
。

デ
フ
レ
不
況
に
直
面
す
る
経
営
者
に

対
し
て
「
企
業
と
い
う
も
の
は
大
き

な
危
機
に
ぶ
つ
か
る
と
短
期
的
な
そ

の
場
し
の
ぎ
の
対
策
に
陥
り
が
ち
な

気
が
し
ま
す
。
し
か
し
、
実
は
ピ
ン

チ
の
と
き
こ
そ
長
期
的
な
視
点
が
必

要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と

苦
言
を
呈
し
た
。
平
成
26（
２
０
１

４
）年
、
86
歳
で
死
去
。

根本 二郎 日本郵船

先人に学ぶ経営者の心意気

賢者の言魂 古今東西、格言や故事は数々あれど、企業経営に日夜汗を流すオーナー社
長にとって、経営の最前線で華々しく活躍した先人の声は、まさに金言と
言える輝きを持つ。本紙姉妹紙の月刊『社長のミカタ』で大好評を博して
いるコーナー「賢者の言魂」から選りすぐりの名言を集めてみた。

企業の盛衰は人が制し、
人こそが企業の未来を創る。

ま
え
だ
・
か
つ
の
す
け

昭
和
６（
１
９
３
１
）年
、
福
岡
県

穂
波
村（
現
在
の
飯
塚
市
）生
ま
れ
。

父
が
住
友
鉱
山
忠
隈
炭
鉱
病
院
の
薬

局
長
だ
っ
た
た
め
庭
付
き
の
社
宅
で

育
つ
。
一
家
が
父
の
郷
里
で
あ
る
熊

本
へ
移
る
こ
と
に
な
る
と
、
嘉
穂
中

学
校
か
ら
熊
本
中
学
校
へ
転
入
し
、

第
五
高
等
学
校
を
経
て
熊
本
大
学
工

学
部
工
業
化
学
科
に
学
ぶ
。
卒
業
後

は
京
都
大
学
大
学
院
工
学
研
究
科
修

士
課
程
へ
進
み
、
昭
和
31（
１
９
５

６
）年
に
修
了
す
る
と
東
洋
レ
ー
ヨ

ン（
現
在
の
東
レ
）に
入
社
。
し
か
し

研
究
職
に
は
就
か
ず
、
自
ら
工
場
勤

務
を
希
望
。
愛
知
、三
島
、愛
媛
な
ど

の
生
産
現
場
へ
配
属
さ
れ
、
昭
和
51

（
１
９
７
６
）年
に
は
愛
媛
工
場
技
術

部
長
と
な
る
。
以
後
、
製
造
部
長
、

工
場
長
を
歴
任
し
、
炭
素
繊
維「
ト

レ
カ
」の
生
産
性
向
上
に
取
り
組
ん

だ
。
昭
和
60（
１
９
８
５
）年
、
取
締

役
に
就
任
す
る
が
、
同
年
９
月
の
プ

ラ
ザ
合
意
に
よ
り
急
激
な
円
高
が
進

行
。
担
当
役
員
に
就
任
し
た
直
後
か

ら
赤
字
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
繊
維
事

業
部
門
だ
っ
た
が
、
海
外
工
場
の
コ

ス
ト
・
品
質
を
改
善
す
る
と
と
も
に
、

東
南
ア
ジ
ア
の
繊
維
企
業
を
買
収
し

て
欧
米
向
け
輸
出
を
強
化
し
、
わ
ず

か
２
年
で
黒
字
化
に
成
功
。
昭
和
62

（
１
９
８
７
）年
に
は
末
席
常
務
か
ら

14
人
抜
き
で
社
長
に
就
任
し
、「
東

レ
中
興
の
祖
」と
呼
ば
れ
る
。
平
成

９（
１
９
９
７
）年
、
代
表
権
の
あ
る

会
長
に
就
任
。
ユ
ニ
ク
ロ
と
の
提
携

を
進
め
、「
フ
リ
ー
ス
」「
ヒ
ー
ト
テ
ッ

ク
」「
ダ
ウ
ン
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
」の
ヒ
ッ

ト
商
品
を
生
ん
だ
。
ア
ジ
ア
通
貨
危

機
、
米
国
同
時
多
発
テ
ロ
、
Ｉ
Ｔ
バ

ブ
ル
崩
壊
な
ど
に
よ
っ
て
東
レ
が
赤

字
へ
転
落
す
る
と
、
平
成
14（
２
０

０
２
）年
に
は
最
高
経
営
責
任
者（
Ｃ

Ｅ
Ｏ
）に
復
帰
。
業
績
を
Ｖ
字
回
復

さ
せ
、
平
成
16（
２
０
０
４
）年
に
は

名
誉
会
長
に
退
い
た
。
平
成
25（
２

０
１
３
）年
、
82
歳
で
死
去
。

前田 勝之助東レ

珠玉の名言集
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写真提供／静岡県観光協会、公益財団法人するが企画観光局

上／日本平夢テラスの３階展望フロア。全方位の眺望が楽しめる
下／360度の眺望が広がる日本平夢テラスの展望回廊

日本平から望む富士山と駿河湾。眼下には茶畑と清水の街並みが広がる

上／家康が埋葬された
神廟。三代将軍・家光
の命により石塔が建てら
れた。石塔は遺命に従っ
て西を向いている
下／国宝に指定された久
能山東照宮の社殿。平
成の大修復で色鮮やか
によみがえった

いちごの栽培でも有名な久能山。久能山
東照宮のある有度山の南斜面では石垣い
ちごが栽培されている

「

」

静
岡
県
静
岡
市

日
本
平

富
士
山
を
望
む
景
勝
地
と
し
て
知

ら
れ
る
日
本
平
。
国
の
名
勝
に
指
定

さ
れ
て
お
り
、
日
本
観
光
地
百
選
に

も
選
ば
れ
た
絶
景
が
標
高
３
０
７
ｍ

の
山
頂
か
ら
見
渡
せ
る
。
緑
濃
い
茶

畑
の
向
こ
う
に
は
真
っ
青
な
駿
河
湾

と
雄
大
な
富
士
。
緑
と
青
、
富
士
山

頂
の
雪
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
目
に
鮮

や
か
に
映
る
。

　
「
日
本
平
」
と
い
う
壮
大
な
名
前

が
い
つ
付
い
た
の
か
は
は
っ
き
り
と

は
分
か
ら
な
い
が
、「
古
事
記
」
や

「
日
本
書
紀
」
に
登
場
す
る
日
本
武

尊（
や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と
）に
由

来
す
る
と
い
う
説
が
あ
る
。
日
本
武

尊
が
東
征
を
命
じ
ら
れ
た
際
、
こ
の

地
で
野
火
に
囲
ま
れ
た
時
に
天
叢
雲

剣（
あ
め
の
む
ら
く
も
の
つ
る
ぎ
）で

草
を
な
ぎ
払
っ
て
難
を
逃
れ
、
そ
の

術
館
と
い
う
別
名
を
持

つ
絶
景
の
日
本
平
ホ
テ

ル
が
あ
る
。幅
30
ｍ
、２

フ
ロ
ア
吹
き
抜
け
の
巨

大
な
ガ
ラ
ス
越
し
に
広

る
。
籠
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
ロ
ー
プ
ウ

ェ
イ
の
車
体
や
葵
の
御
紋
が
描
か
れ

た
天
井
も
ユ
ニ
ー
ク
。
ロ
ー
プ
ウ
ェ

イ
を
降
り
る
と
久
能
山
に
到
着
。
こ

こ
に
は
徳
川
家
康
が
眠
る
久
能
山
東

照
宮
が
あ
る
。

徳
川
家
康
は
生
前
、「
遺
体
は
駿

河
国
の
久
能
山
に
葬
り
、
江
戸
の
増

上
寺
で
葬
儀
を
行
い
、
三
河
国
の
大

樹
寺
に
位
牌
を
納
め
、
一
周
忌
が
過

ぎ
て
後
、
下
野
の
日
光
山
に
小
堂
を

建
て
て
勧
請
せ
よ
、
関
八
州
の
鎮
守

に
久
能
山
を
重
視
し
て
い
た
の
か
が

く
み
取
れ
る
。

江
戸
時
代
を
代
表
す
る
大
工
頭
・

中
井
正
清
が
手
が
け
た
権
現
造
、
総

漆
塗
で
極
彩
色
の
社
殿
は
、
彫
刻
、

模
様
、
組
物
な
ど
に
桃
山
時
代
の
技

法
も
取
り
入
れ
た
江
戸
初
期
の
代
表

的
建
造
物
で
、平
成
22
（
２
０
１
０
）

年
に
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
と

こ
ろ
で
社
殿
の
屋
根
の
垂
木
を
飾
る

葵
の
御
紋
の
中
に
、
逆
さ
葵
が
４
つ

（
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
３
つ
）

紛
れ
て
い
る
の
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。

建
物
は
完
成
す
る
と
後
は
崩
壊
に
向

定
さ
れ
た
逸
品
。
ゼ
ン
マ
イ
式
の
時

打
付
時
計
と
し
て
は
日
本
に
現
存
す

る
最
古
の
品
だ
。

さ
て
、
久
能
山
東
照
宮
に
も
絶
景

ス
ポ
ッ
ト
が
あ
る
。
日
本
平
ロ
ー
プ

ウ
ェ
イ
が
開
通
す
る
ま
で
唯
一
の
参

拝
路
で
あ
っ
た
、
山
下
の
鳥
居
か
ら

本
殿
前
ま
で
続
く
17
曲
り
１
１
５
９

段
の
石
段
を
登
り
つ
め
た
と
こ
ろ
に

あ
る
一
ノ
門
。
駿
河
湾
、 

伊
豆
半
島
、

御
前
崎
を
一
望
す
る
見
事
な
景
色
が

望
め
る
。

新
し
い
絶
景
ス
ポ
ッ
ト
も
オ
ー
プ

ン
し
た
日
本
平
は
、
歴
史
と
風
景
を

堪
能
で
き
る
観
光
地
と
し
て
さ
ら
な

る
注
目
を
集
め
そ
う
だ
。

後
、
日
本
武
尊
が
こ
の
山
の
頂
上
に

登
っ
て
四
方
を
見
ま
わ
し
た
こ
と
か

ら
、「
日
本
平
」
と
な
っ
た
と
い
う
。

こ
の
時
の
剣
が
草
薙
剣
（
く
さ
な
ぎ

の
つ
る
ぎ
）
と
呼
ば
れ
、
熱
田
神
宮

の
御
神
体
と
な
っ
て
い
る
。

日
本
平
の
素
晴
ら
し
い
風
景
を
堪

能
す
る
な
ら
、
２
０
１
８
年
11
月
に

オ
ー
プ
ン
し
た
日
本
平
夢
テ
ラ
ス
へ
。

新
国
立
競
技
場
を
手
が
け
た
隈
研
吾

建
築
都
市
設
計
事
務
所
が
設
計
し
た

建
物
は
、
静
岡
県
産
木
材
を
ふ
ん
だ

ん
に
使
用
し
、
自
然
の
景
観
と
見
事

に
調
和
す
る
。
展
望
フ
ロ
ア
や
１
周

約
２
０
０
ｍ
あ
る
屋
外
の
展
望
回
廊

か
ら
は
、富
士
山
や
駿
河
湾
、三
保
松

原
、
南
ア
ル
プ
ス
な
ど
の
パ
ノ
ラ
マ

ビ
ュ
ー
が
楽
し
め
る
。

日
本
平
に
は
も
う
一
つ
、
風
景
美

に
な
ろ
う
」（『
本
光
国
師

日
記
』よ
り
）と
い
う
遺
言

を
家
臣
に
残
し
て
い
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
遺
体
は
久

能
山
に
埋
葬
さ
れ
、
２
代

将
軍
秀
忠
の
命
に
よ
っ
て

久
能
山
東
照
宮
が
創
建
さ

れ
る
。
大
坂
の
陣
の
際
に

は
家
臣
に
「
久
能
山
は
駿

府
城
の
本
丸
だ
。
お
前
は

久
能
山
を
守
れ
」
と
も
語

っ
て
お
り
、
家
康
が
い
か

か
う
と
い
う
言
い
伝
え
か
ら
、
あ
え

て
逆
さ
ま
に
し
て
未
完
成
の
状
態
に

し
た
の
だ
そ
う
だ
。

国
宝
の
社
殿
と
と
も
に
見
逃
せ
な

い
の
が
久
能
山
東
照
宮
博
物
館
だ
。

歴
代
の
将
軍
が
所
要
し
て
い
た
武
器

や
武
具
、
奉
納
さ
れ
た
刀
剣
・
刀
装
、

徳
川
家
康
が
晩
年
愛
用
し
て
い
た
品

な
ど
、
見
逃
せ
な
い
も
の
ば
か
り
。

中
で
も
慶
長
16（
１
６
１
１
）
年
に
、

富
士
山
、
茶
畑
、
駿
河
湾
、
伊
豆
半
島
を
一
望
す
る
絶
景
ス
ポ
ッ
ト
、
日
本
平
。

徳
川
家
康
が
眠
る
久
能
山
東
照
宮
と
も
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
で
つ
な
が
っ
て
お
り
、

歴
史
に
関
心
を
持
つ
旅
人
の
好
奇
心
も
満
た
し
て
く
れ
る
。

大
パ
ノ
ラ
マ
を
楽
し
む
『
日
本
平
夢
テ
ラ
ス
』
も
誕
生
し
、
今
、
注
目
の
エ
リ
ア
に
。

が
る
庭
園
と
富
士
山
や
駿
河
湾

の
風
景
の
素
晴
ら
し
さ
に
圧
倒

さ
れ
る
ば
か
り
。
緑
の
芝
生
が

美
し
い
広
大
な
庭
園
は
、
散
策

も
可
能
。
こ
こ
は
２
０
０
７
年

の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
「
華
麗
な
る

一
族
」の
ロ
ケ
地
に
も
な
っ
た
。

夢
テ
ラ
ス
か
ら
歩
い
て
す
ぐ

の
と
こ
ろ
に
は
日
本
平
ロ
ー
プ

ウ
ェ
イ
の
乗
り
場
が
あ
り
、
駿

河
湾
を
見
下
ろ
し
な
が
ら
約
５

分
間
の
空
中
散
歩
が
体
験
で
き

ス
ペ
イ
ン
国
王
フ
ェ

リ
ペ
３
世
か
ら
海
難

救
助
の
礼
と
し
て
贈

ら
れ
た
洋
時
計
は
国

の
重
要
文
化
財
に
指

賢者がこよなく愛した旅賢者がこよなく愛した旅
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『シャウプ勧告』
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ご記入のうえ、□に　をお入れいただき本用紙をＦＡＸでお送りください。

※いずれも本書を１冊贈呈いたします。

『シャウプ勧告』70周年記念出版 ご協賛 お申込みについて

※後日エヌピー通信社より請求書をお送りさせていただきます。

詳しくは同梱のチラシをご覧下さい

発行元：エヌピー通信社
協　力：『シャウプ勧告』70周年記念出版刊行会
定　価：6,480円（税込）　ISBN：978-4-86678-005-4
発行日：奥付発行日2019年8月27日（印刷出来日 2019年7月27日）
体　裁：Ａ5判・函入・上製・300頁超（予定）

＜発行概要＞

5,400

『納税通信』 『税理士新聞』 
『社長のミカタ』 『院長のミカタ』
読者限定事前割引販売価格　　　  円（税込）

「税界とともに歩み続けてきた専門新聞社」であるエヌピー通信社

は2019年、書籍『シャウプ勧告』（70周年記念出版）の刊行事業に

取り組みます。1949年8月の第一次報告書と1950年9月の第二次

報告書を一冊に合本・収載し、第一級史料となり得る日本語・完全

版の「シャウプ使節団日本税制報告書」とします。税界の諸先達

への敬意と畏怖、さらには次代に続く若き職業会計人への責務と

して、この事業のもつ意義を強く認識し、果敢に取り組むものです。

企業・団体の皆さま 円〈税込〉の協賛金を拠出します。50,000
納税者の皆さま 円〈税込〉の協賛金を拠出します。10,000
税理士の皆さま 円〈税込〉の協賛金を拠出します。20,000

※詳細は専用サイトでもご確認いただけます➡

【
協
賛
者（
税
理
士
）一
覧
】

＊
５
月
７
日
現
在
・
敬
称
略
・
順
不
同

秋
元
弘
一
（
東
京
都
大
田
区
）
秋
元

弘
一
税
理
士
事
務
所
▼
芦
原
孝
充

（
東
京
都
大
田
区
）
芦
原
会
計
事
務
所

▼
足
立
吉
松
（
静
岡
県
沼
津
市
）
足

立
会
計
事
務
所
▼
安
土
義
和
（
広
島

市
中
区
）
税
理
士
法
人
安
土
事
務
所

▼
安
藤
由
紀
（
千
葉
県
柏
市
）
安
藤

由
紀
税
理
士
事
務
所
▼
飯
沼
洋
子

（
群
馬
県
前
橋
市
）
株
式
会
社
群
馬
経

理
▼
伊
神
一
（
名
古
屋
市
中
区
）
伊

神
会
計
事
務
所
▼
石
井
良
子
（
東
京

都
あ
き
る
野
市
）
石
井
税
務
会
計
事

務
所
▼
市
原
貞
夫
（
千
葉
県
横
芝
光

町
）
市
原
貞
夫
税
理
士
事
務
所
▼
井

上
武
志
（
相
模
原
市
緑
区
）
井
上
武

志
税
理
士
事
務
所
▼
井
原
英
貴
（
静

岡
県
三
島
市
）
井
原
英
貴
税
理
士
事

務
所
▼
今
林
重
夫
（
鹿
児
島
県
指
宿

市
）
株
式
会
社
今
林
会
計
▼
上
田
宣

政
（
北
海
道
苫
小
牧
市
）
上
田
会
計

事
務
所
▼
上
間
常
秋
（
沖
縄
県
那
覇

市
）
上
間
常
秋
税
理
士
事
務
所
▼
植

松
正
美
（
仙
台
市
宮
城
野
区
）
税
理

士
法
人
植
松
会
計
事
務
所
▼
大
島
剛

生
（
東
京
都
中
野
区
）
大
島
会
計
事

務
所
▼
大
野
隼
佑
（
東
京
都
大
田
区
）

税
理
士
法
人
三
佑
会
計
事
務
所
▼
大

森
健
（
東
京
都
練
馬
区
）
大
森
会
計

事
務
所
▼
岡
訓
範
（
大
阪
市
大
正
区
）

岡
会
計
事
務
所
▼
岡
田
俊
明
（
東
京

都
世
田
谷
区
）
税
理
士
法
人
白
井
税

務
会
計
事
務
所
▼
岡
田
洋
（
兵
庫
県

芦
屋
市
）
岡
田
洋
税
理
士
事
務
所
▼

荻
野
弘
康
（
東
京
都
荒
川
区
）
税
理

士
法
人
荻
野
会
計
事
務
所
▼
小
黒
正

一
（
さ
い
た
ま
市
南
区
）
ア
ク
テ
ィ

ベ
ー
ト
ジ
ャ
パ
ン
税
理
士
法
人
▼
押

田
吉
真
（
横
浜
市
西
区
）
税
理
士
法

人
押
田
会
計
事
務
所
▼
掛
川
有
一

（
長
野
県
松
本
市
）
掛
川
有
一
税
理
士

事
務
所
▼
梶
原
康
弘
（
大
分
県
大
分

市
）
梶
原
康
弘
税
理
士
事
務
所
▼
加

藤
惠
一
郎
（
札
幌
市
中
央
区
）
税
理

士
法
人
加
藤
会
計
事
務
所
▼
金
成
祐

行
（
東
京
都
府
中
市
）
税
理
士
法
人

か
な
り
＆
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
▼
上
金
正

行
（
茨
城
県
ひ
た
ち
な
か
市
）
上
金

正
行
税
理
士
事
務
所
▼
神
山
敏
夫

（
東
京
都
千
代
田
区
）
税
理
士
法
人
神

山
会
計
▼
狩
野
七
郎
（
横
浜
市
港
北

区
）
狩
野
税
務
会
計
事
務
所
▼
川
幡

博
司
（
富
山
県
富
山
市
）
川
幡
博
司

税
理
士
事
務
所
▼
菅
野
勉
（
宮
城
県

気
仙
沼
市
）
菅
野
会
計
事
務
所
▼
菅

野
秀
寿
（
宮
城
県
気
仙
沼
市
）
菅
野

会
計
事
務
所
▼
木
元
信
（
鹿
児
島
県

鹿
児
島
市
）
信
和
税
理
士
法
人
▼
桐

林
秀
行
（
静
岡
市
清
水
区
）
桐
林
秀

行
税
理
士
事
務
所
▼
黒
﨑
德
之
助

（
京
都
市
中
京
区
）
黒
﨑
税
理
士
法
人

▼
慶
徳
孝
一
（
福
島
県
郡
山
市
）
慶

徳
総
合
経
営
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社
▼

児
島
昭
英
（
埼
玉
県
川
越
市
）
コ
ン

パ
ッ
ソ
税
理
士
法
人
川
越
事
務
所
▼

後
藤
正
富
（
東
京
都
港
区
）
後
藤
正

富
税
理
士
事
務
所
▼
小
林
邦
雄
（
大

阪
市
阿
倍
野
区
）
小
林
邦
雄
税
理
士

事
務
所
▼
小
林
正
樹
（
長
野
県
松
本

市
）
株
式
会
社
小
林
会
計
事
務
所
▼

小
林
康
浩
（
広
島
県
福
山
市
）
小
林

税
務
会
計
事
務
所
▼
桜
井
健
司
（
横

浜
市
鶴
見
区
）
桜
井
税
務
会
計
事
務

所
▼
嶋
敬
介
（
東
京
都
千
代
田
区
）

税
理
士
法
人
ア
イ
ラ
ン
ド
パ
ー
ト
ナ

ー
ズ
▼
新
谷
健
司
（
福
井
県
坂
井
市
）

新
谷
健
司
税
理
士
事
務
所
▼
須
黒
忠

（
東
京
都
中
央
区
）
須
黒
税
務
会
計
事

務
所
▼
鈴
木
じ
つ
子
（
浜
松
市
中
区
）

鈴
木
じ
つ
子
税
理
士
事
務
所
▼
鈴
木

久
欣
（
札
幌
市
豊
平
区
）
鈴
木
久
欣

税
理
士
事
務
所
▼
隅
内
道
三
（
埼
玉

県
川
口
市
）
税
理
士
法
人
合
同
会
計

▼
祖
父
江
晃
（
浜
松
市
中
区
）
税
理

士
法
人
黎
明
▼
髙
橋
邦
夫
（
東
京
都

台
東
区
）
髙
橋
税
理
士
事
務
所
▼
髙

橋
二
郎
（
仙
台
市
若
林
区
）
髙
橋
二

郎
税
理
士
事
務
所
▼
髙
橋
創
（
東
京

都
新
宿
区
）
髙
橋
創
税
理
士
事
務
所

▼
髙
畑
康
三
（
石
川
県
小
松
市
）
税

理
士
法
人
し
ん
あ
い
三
由
会
計
事
務

所
▼
田
口
渉
（
東
京
都
墨
田
区
）
田

口
渉
税
理
士
事
務
所
▼
武
井
克
己

（
東
京
都
町
田
市
）
武
井
克
行
税
理
士

事
務
所
▼
竹
内
悠
子
（
青
森
県
弘
前

市
）
竹
内
悠
子
税
理
士
事
務
所
▼
武

田
晃
輔
（
東
京
都
渋
谷
区
）
税
理
士

法
人
税
務
会
計
セ
ン
タ
ー
▼
竹
田
汎

（
東
京
都
港
区
）
竹
田
汎
税
理
士
事
務

所
▼
田
牧
大
祐
（
山
形
県
山
形
市
）

税
理
士
法
人
あ
さ
ひ
会
計
▼
知
念
眞

一
（
沖
縄
県
豊
見
城
市
）
知
念
眞
一

税
理
士
事
務
所
▼
津
田
明
人
（
名
古

屋
市
昭
和
区
）
税
理
士
法
人
津
田
明

人
税
理
士
事
務
所
▼
鶴
田
勇
治
（
宮

城
県
東
松
島
市
）
鶴
田
税
理
士
事
務

所
▼
戸
崎
輝
海
（
栃
木
県
那
須
塩
原

市
）
戸
崎
会
計
事
務
所
▼
戸
田
一
彦

（
岐
阜
県
岐
阜
市
）
税
理
士
法
人
戸
田

会
計
▼
冨
田
光
彦
（
東
京
都
渋
谷
区
）

税
理
士
法
人
タ
ッ
ク
ザ
ッ
ト
▼
冨
部

直
希
（
東
京
都
北
区
）
冨
部
直
希
税

理
士
事
務
所
▼
永
岡
稔
（
兵
庫
県
西

宮
市
）
永
岡
会
計
事
務
所
▼
貫
井
正

（
埼
玉
県
所
沢
市
）
貫
井
正
税
理
士
事

務
所
▼
長
谷
川
敏
也
（
名
古
屋
市
東

区
）
税
理
士
法
人
ア
ズ
ー
ル
▼
原
澄

雄
（
東
京
都
品
川
区
）
税
理
士
法
人

原
・
久
川
会
計
事
務
所
▼
廣
瀬
伸
彦

（
京
都
市
上
京
区
）
ひ
ろ
せ
税
理
士
法

人
▼
布
施
木
昭
（
東
京
都
千
代
田
区
）

税
理
士
法
人
布
施
木
事
務
所
▼
前
川

武
政
（
大
阪
市
北
区
）
税
理
士
法
人

Com
sia

▼
前
川
良
子
（
兵
庫
県
加

古
川
市
）
税
理
士
法
人
前
川
事
務
所

▼
益
子
良
一
（
横
浜
市
神
奈
川
区
）

税
理
士
法
人
コ
ン
フ
ィ
ア
ン
ス
▼
増

田
正
廣
（
さ
い
た
ま
市
中
央
区
）
増

田
税
務
会
計
事
務
所
▼
松
島
由
紀
子

（
東
京
都
大
田
区
）
松
島
税
理
士
事
務

所
▼
松
本
功
（
栃
木
県
宇
都
宮
市
）

松
本
税
理
士
事
務
所
▼
峯
尾
商
衡

（
神
奈
川
県
横
須
賀
市
）
峯
尾
税
務
会

計
事
務
所
▼
宮
木
康
之
（
東
京
都
中

央
区
）
宮
木
会
計
事
務
所
▼
三
宅
茂

久
（
東
京
都
千
代
田
区
）
税
理
士
法

人
山
田
＆
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
▼
宮
里
洋

利
（
大
阪
市
淀
川
区
）
宮
里
洋
利
税

理
士
事
務
所
▼
宮
田
吉
弘
（
石
川
県

金
沢
市
）
税
理
士
法
人
宮
田
会
計
▼

村
上
勝
郎
（
東
京
都
国
分
寺
市
）
村

上
勝
郎
税
理
士
事
務
所
▼
毛
利
惠
行

（
兵
庫
県
姫
路
市
）
毛
利
会
計
事
務
所

▼
森
田
忠
典
（
広
島
市
東
区
）
税
理

士
法
人
サ
ク
シ
ー
ズ
森
田
事
務
所
▼

森
田
英
明
（
埼
玉
県
川
口
市
）
森
田

税
理
士
事
務
所
▼
八
鍬
伸
一
（
埼
玉

県
蓮
田
市
）
税
理
士
法
人
八
鍬
会
計

▼
山
内
雅
登
（
大
阪
府
東
大
阪
市
）

川
﨑
会
計
事
務
所
▼
山
浦
邦
夫
（
東

京
都
新
宿
区
）
株
式
会
社
バ
ー
ド
財

産
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ツ
▼
山
口
真
司

（
埼
玉
県
所
沢
市
）
山
口
真
司
税
理
士

事
務
所
▼
山
口
登
視
男
（
横
浜
市
神

奈
川
区
）
山
口
登
視
男
税
理
士
事
務

所
▼
山
平
康
男
（
福
島
県
い
わ
き
市
）

税
理
士
法
人
山
平
会
計
▼
若
狭
茂
雄

（
東
京
都
中
央
区
）
若
狭
茂
雄
税
理
士

事
務
所
▼
若
宮
正
英
（
東
京
都
北
区
）

税
理
士
法
人
サ
ク
セ
ス
ブ
レ
ー
ン
▼

脇
坂
誠
也
（
東
京
都
目
黒
区
）
脇
坂

税
務
会
計
事
務
所
▼
和
田
浩
孝
（
大

阪
府
豊
中
市
）
和
田
総
合
会
計
事
務

所
▼
渡
邉
弘
章
（
名
古
屋
市
中
区
）

渡
邉
弘
章
税
理
士
事
務
所
▼
渡
邉
文

雄
（
東
京
都
新
宿
区
）
税
理
士
法
人

あ
さ
ひ
綜
合
会
計

【
支
援
者（
納
税
者
）一
覧
】

�

＊
５
月
７
日
現
在
・
敬
称
略
・
順
不
同

小
幡
和
男
（
千
葉
県
印
西
市
）
▼
高

野
恭
子
（
福
島
県
福
島
市
）
▼
中
馬

美
治
郎
（
東
京
都
葛
飾
区
）
▼
友
寄

典
重
（
沖
縄
県
沖
縄
市
）
▼
中
島
登

美
重
（
浜
松
市
中
区
）
▼
松
岡
捷
一

（
東
京
都
町
田
市
）
▼
両
澤
透
（
長

野
県
佐
久
市
）

【
賛
助
者（
企
業
・
団
体
）一
覧
】

�

＊
５
月
７
日
現
在
・
敬
称
略
・
順
不
同

株
式
会
社
金
融
Ｒ
＆
Ｂ
Ｍ
Ｆ
Ｐ
研
修

社
▼
特
定
非
営
利
活
動
法
人
首
都
圏

事
業
支
援
機
構
▼
一
般
社
団
法
人
相

続
税
務
支
援
協
会
▼
東
海
税
理
士
会

三
島
支
部

エ
ヌ
ピ
ー
通
信
社
の
出
版
文
化
事
業
「
『
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
』
70
周
年
記
念
出
版
」。
商
業
出
版
と
し
て
は
成

立
が
期
し
が
た
い
本
書
の
出
版
を
実
現
す
る
た
め
に
広
く
ご
協
賛
・
ご
支
援
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、

1
0
0
人
を
超
え
る
皆
さ
ま
が
呼
び
か
け
に
応
じ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
絶
大
な
る
ご
支
援
、
誠
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
２
回
目
の
「
中
間
報
告
」
と
し
て
、
こ
こ
に
お
名
前
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
た
、
本
書
の
巻
末
に
も
同
様
に
掲
載
し
、
こ
の
出
版
事
績
へ
の
ご
貢
献
を
永
く
顕
彰
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
現
在
ま
で
に
ご
賛
同
い
た
だ
い
た
税
理
士
の
先
生
方
は
１
０
１
人
、納
税
者
の
皆
さ
ま
は
７
人
、企
業
・

団
体
に
よ
る
賛
助
は
４
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。
出
版
実
現
に
は
、
さ
ら
に
多
く
の
ご
賛
同
が
必
要
で
す
。
本

紙
読
者
の
皆
様
に
よ
る
ご
支
援
・
ご
協
力
を
、
な
に
と
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

�

エ
ヌ
ピ
ー
通
信
社 

『
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
』
70
周
年
記
念
出
版
刊
行
会
事
務
局

1
0
0
人
超
の
皆
さ
ま
に
ご
賛
同
い
た
だ
き
ま
し
た（
５
月
７
日
現
在
）

出
版
実
現
へ
向
け
、さ
ら
に
多
く
の
ご
支
援
を
お
願
い
い
た
し
ま
す

「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
」70
周
年
記
念
出
版

中
間
報
告
（
第
２
回
）

『
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
』70
周
年
記
念
出
版
刊
行
会

12vol.60  2019 July 【広告】
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