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戦
後
の
米
軍
占
領
下
か
ら
日
本
が
独
立
す
る
ま
で
の

税
を
め
ぐ
る
動
き
は
奥
が
深
い

　

本
日
の
お
話
で
申
し
上
げ
た
い
こ
と
を
先
に

お
伝
え
し
ま
す
と
、
租
税
正
義
の
担
い
手
で
あ

る
税
理
士
と
い
う
職
業
が
、
世
の
中
に
と
っ
て

い
か
に
大
切
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

私
の
父
、
飯
塚
毅
博
士
が
生
ま
れ
た
の
は
大

正
7
年
で
、
西
暦
で
1
9
1
8
年
。
今
か
ら

ち
ょ
う
ど
1
0
0
年
前
で
す
。
今
年（
2
0
1
8
年
）

9
月
に
、
生
誕
百
年
を
記
念
し
て
6
名
の
執
筆

者
に
よ
る
書
籍
『
飯
塚
毅
博
士
生
誕
百
年
記
念

論
文
集
』（
T
K
C
出
版
）
が
発
刊
さ
れ
ま
し
た
。

　

私
も
い
ま
、
本
日
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
く

「
飯
塚
毅
博
士
の
職
業
的
使
命
感
は
ど
こ
か
ら

生
ま
れ
た
の
か
?
」
を
テ
ー
マ
に
、
原
稿
を
書

い
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
い
く
な
か
で

実
感
を
得
た
の
は
、
使
命
感
の
醸
成
に
は
時
代

背
景
が
非
常
に
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
税
理
士

と
い
う
職
業
も
ま
た
時
代
の
変
化
に
よ
っ
て
大

き
く
変
わ
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
特
に
日
本

が
太
平
洋
戦
争
に
敗
れ
て
米
軍
の
占
領
下
に
入

っ
た
昭
和
20
年
8
月
15
日
か
ら
、
独
立
す
る
昭

和
27
年
4
月
28
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
日
本
の

税
を
め
ぐ
る
出
来
事
や
、
そ
れ
が
ど
こ
か
ら
波

及
し
て
き
た
の
か
な
ど
に
つ
い
て
調
べ
て
い
く

と
実
に
奥
が
深
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

本
日
は
、
そ
う
し
た
戦
中
戦
後
の
時
代
背
景

を
辿
り
な
が
ら
、
飯
塚
毅
博
士
の
職
業
的
使
命

感
、
つ
ま
り
税
理
士
と
し
て
の
使
命
感
は
ど
こ

か
ら
生
ま
れ
た
の
か
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

◎飯塚真玄（いいづか・まさはる）氏
昭和43年早稲田大学商学部卒業後、飯塚毅博士が創業し
た株式会社TKCに入社。58年代表取締役社長、平成20年
代表取締役会長、26年取締役会長を歴任し、28年に名誉
会長に就任。現在、宇都宮大学客員教授、栃木県文化協
会会長。著書に『中小企業の発展は戦略的な中期経営計
画だ！』（産能大学出版部）、『自利利他の経営─「会計事
務所の職域防衛と運命打開」を目指して』（TKC出版）等。

飯
塚
毅
博
士
の
職
業
的
使
命
感
は

ど
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の
か
？

Ｔ
Ｋ
Ｃ
全
国
会
最
高
顧
問　

飯
塚
真
玄

■
と
き

：

平
成
30
年
10
月
19
日
㈮

（
敬
称
略
）
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そ
れ
で
は
ま
ず
、
飯
塚
毅
博
士
が
生
ま
れ
て

か
ら
T
K
C
全
国
会
を
結
成
す
る
ま
で
の
年
譜

に
沿
っ
て
、
主
要
な
事
項
を
ざ
っ
と
お
話
し
い

た
し
ま
す
。

　

飯
塚
毅
博
士
は
大
正
7
年
7
月
8
日
に
生
ま

れ
て
い
ま
す
。
16
歳
の
と
き
に
栃
木
県
の
那
須

に
あ
る
雲
巌
寺
の
植
木
義ぎ

雄ゆ
う

老
師
に
師
事
い
た

し
ま
し
て
、
こ
れ
が
大
き
な
転
機
と
な
り
ま
す
。

　

昭
和
14
年
に
東
北
帝
国
大
学
に
進
学
し
、
在

学
中
に
陸
軍
に
応
召
さ
れ
、
昭
和
18
年
4
月
10

日
に
野
砲
隊
に
入
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
学
徒
出

陣
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
昭
和
18
年
10
月
ま
で

は
招
集
の
猶
予
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し

た
が
っ
て
4
月
に
出
征
し
た
と
い
う
こ
と
は
学

徒
出
陣
よ
り
も
前
の
出
征
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
の

で
、
の
ち
ほ
ど
お
話
し
い
た
し
ま
す
。

　

昭
和
19
年
に
幹
部
候
補
生
に
抜
擢
さ
れ
て
、

陸
軍
経
理
学
校
に
5
月
に
入
校
し
、
11
月
ま
で
過

ご
し
ま
す
。
そ
こ
で
は
T
K
C
全
国
会
に
お
い

て
も
、
ま
た
中
央
大
学
か
ら
法
学
博
士
を
い
た

だ
く
と
き
に
も
お
世
話
に
な
っ
た
染
谷
恭
次
郎

先
生
や
八
木
國
之
先
生
と
知
り
合
う
こ
と
が
で

き
た
の
で
す
。

　

昭
和
20
年
8
月
に
終
戦
と
な
り
、
翌
昭
和
21

年
4
月
1
日
に
会
計
事
務
所
を
開
業
し
ま
す
。

開
業
し
た
と
き
は
計
理
士
及
び
税
務
代
理
士
と

い
う
資
格
で
し
た
。

　

昭
和
22
年
2
月
1

日
に
ゼ
ネ
ス
ト
が
企

画
さ
れ
、
こ
れ
が
申

告
納
税
制
度
創
設
に

大
き
な
影
響
を
与
え

た
と
い
う
お
話
を

武
田
昌
輔
先
生
か
ら

う
か
が
っ
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
あ
と

は
昭
和
46
年
に
53
歳

で
T
K
C
全
国
会
を

結
成
す
る
ま
で
、
年

譜
の
よ
う
な
経
緯
を

辿
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
は
あ
ら
た

め
て
話
を
昔
に
戻
し
、

飯
塚
毅
博
士
の
歩
み

と
そ
の
時
代
背
景
を

見
て
ま
い
り
ま
す
。

飯
塚
毅
博
士
は
16
歳

の
と
き
か
ら
栃
木
県

の
那
須
の
雲
巌
寺
の

植
木
義
雄
老
師
に
師

事
し
て
い
ま
す
。

植
木
老
師
は
広
島
の

ご
出
身
で
、
僧
堂
の

大正 7年（1918） ─　7月8日：栃木県鹿沼市に誕生
大正14年（1925） 7歳　小学一年生、自転車事故（半年間入院）
昭和 8年（1933）15歳　立正大学片山随英教授との出会い
昭和10年（1935）16歳　那須の雲巌寺植木義雄老師に師事
昭和14年（1939）21歳　東北帝国大学法文学部法科に入学
昭和15年（1940）23歳　植木義雄老師より見性を許される
昭和16年（1941）24歳　12月8日：太平洋戦争始まる。12月14日：結婚
昭和18年（1943）25歳　4月10日：東部第40部隊に応召、東北帝国大学を繰り上げ卒業
昭和19年（1944）26歳　5月〜 11月：陸軍経理学校
昭和20年（1945）27歳　8月15日：終戦、9月18日：復員（第16方面軍経理部主計少尉）
昭和21年（1946）28歳　4月1日：飯塚毅会計事務所を開業（計理士・税務代理士）
昭和22年（1947）29歳　2月1日：2・1ゼネスト、4月1日：申告納税制度の採用
昭和23年（1948）30歳　7月：「公認会計士法」制定
昭和24年（1949）31歳　シャウプ税制勧告（第1回）、「巡回監査報告書」を開発
昭和25年（1950）32歳　シャウプ税制勧告（第2回）、青色申告制度の導入
昭和26年（1951）33歳　6月：「税理士法」制定、11月：事務所の危機
昭和27年（1952）34歳　4月28日：日本独立・主権回復、12月：植木義雄老師から『自利利他の行に励む』の墨蹟が届く
昭和37年（1962）44歳　第8回世界会計人会議（NY）に出席、TKCの設立を決意
昭和38年（1963）45歳　「飯塚事件」が発生
昭和39年（1964）46歳　職員4名が起訴される。衆議院大蔵委員会で「飯塚事件」の質疑（4回）
昭和40年（1965）47歳　国税庁長官依願免官
昭和41年（1966）48歳　TKCを設立、社長に就任
昭和45年（1970）52歳　「飯塚事件」が結審、職員4名全員が無罪の判決（宇都宮地方裁判所）
昭和46年（1971）53歳　TKC全国会を結成、会長に就任。「自利利他」（自利トハ利他ヲイフ）を基本理念とする

飯塚毅博士の年譜
（TKC全国会の結成まで）

TKC創業者 飯塚 毅 博士
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修
行
は
京
都
の
妙
心
寺
で
さ
れ
た
と
聞
い
て
い

ま
す
。

　

飯
塚
毅
博
士
が
植
木
老
師
に
ど
う
い
う
指
導

を
受
け
た
か
。
ま
た
自
分
が
ど
う
い
う
参
禅
を

し
た
か
に
つ
い
て
、
昭
和
59
年
8
月
号
の

『
T
K
C
会
報
』
巻
頭
言
「
抜ば

っ

隊す
い

禅
師
と
そ
の

語
録
」
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

は
じ
め
に

　

わ
た
く
し
は
、
禅
の
専
門
家
（
僧
侶
）
で

は
な
い
。
し
か
し
、
縁
あ
っ
て
、
十
六
歳
の

と
き
か
ら
三
十
二
年
間
、
栃
木
県
の
那
須
山

中
の
雲
巌
寺
と
い
う
禅
寺
の
植
木
義
雄
老
師

に
つ
い
て
、
参
禅
の
体
験
を
も
っ
た
。
植
木

老
師
は
生
前
、
五
百
年
間か

ん

出し
つ

の
師
家
と
い
わ

れ
、
五
百
年
に
一
度
ぐ
ら
い
し
か
現
わ
れ
な

い
ほ
ど
の
、
偉
大
な
禅
の
師
匠
で
あ
る
と
い

わ
れ
て
い
た
。
わ
た
く
し
が
、
参
禅
の
体
験

を
も
っ
た
と
申
し
上
げ
る
と
、
多
少
誤
解
を

招
く
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
わ
た
く
し

が
、
今
の
専
門
道
場
の
雲
水
さ
ん
の
よ
う
に
、

毎
日
の
よ
う
に
、
老
師
の
部
屋
に
入
室
し
て
、

禅
の
問
答
を
や
っ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
わ
た
く
し
が
、植
木
老
師
か
ら
、「
悟

り
」
を
許
さ
れ
る
ま
で
、
わ
た
く
し
は
、
四

回
か
五
回
し
か
、
入
室
し
て
い
な
い
。
そ
ん

な
こ
と
は
、
世
間
一
般
の
参
禅
に
関
す
る
常

識
か
ら
は
、
凡
そ
、
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
か

も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
事
実
だ
か
ら
致
し

方
が
な
い
。

わ
た
く
し
の
参
禅
の
仕
方

　

何
し
ろ
、
四
回
か
五
回
ぐ
ら
い
し
か
、
型

通
り
の
参
禅
入
室
を
や
っ
て
い
な
い
。
そ
こ

へ
も
っ
て
来
て
、
わ
た
く
し
は
ご
存
知
の
パ
ー

で
あ
る
か
ら
、
型
な
ん
て
、
ど
う
で
も
良
い

と
考
え
、
覚
え
よ
う
と
し
な
い
。
だ
か
ら
、

参
禅
入
室
の
都
度
、
植
木
老
師
は
「
こ
う
や

る
ん
じ
ゃ
」
と
わ
た
く
し
に
教
え
て
く
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
直
ぐ
忘
れ
て
し
ま
う
。

公
案
は
趙
州
の
「
無
字
」
だ
け
。
後
年
、
大
慧

禅
師
が
そ
う
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
、
我

が
意
を
得
た
り
、
と
思
っ
た
が
、
そ
れ
は
、

ず
っ
と
後
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
強
い
て
、

わ
た
く
し
の
参
禅
の
特
色
と
い
え
ば
、
例
え

ば
、
老
師
と
廊
下
な
ど
で
す
れ
違
う
と
、
そ

の
都
度
、
真
剣
勝
負
の
火
花
が
散
っ
た
、
こ

と
で
あ
る
。
わ
た
く
し
に
は
、
行
住
坐
臥
の

全
部
が
参
禅
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

或
る
夏
の
夕
方
、
た
ま
た
ま
、
わ
た
く
し
が

老
師
の
居
間
の
敷
居
の
と
こ
ろ
に
佇た

た
ずん
で
い

た
と
き
、
老
師
は
「
ど
う
じ
ゃ
飯
塚
、
い
ま

か
ら
参
禅
を
聞
い
て
や
ろ
う
か
な
」
と
声
を

掛
け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
わ
た
く
し
は
透す

か
さ
ず
、
大
喝
一
声
し
た
。「
何
を
い
う
か
、

面
接
底て

い

こ
れ
参
禅
底て

い

じ
ゃ
」
と
。
老
師
は
間

髪
を
い
れ
ず
「
参
っ
た
」
と
叫
ば
れ
た
。
こ

ん
な
風
な
参
禅
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

私
も
禅
寺
に
は
随
分
行
き
ま
し
た
の
で
こ
の

文
章
か
ら
感
じ
る
の
は
、
飯
塚
毅
博
士
は
天
才

的
な
レ
ベ
ル
の
参
禅
を
し
た
な
と
い
う
こ
と
で

す
。
ま
た
、
植
木
老
師
も
よ
く
ぞ
こ
こ
ま
で
飯
塚

毅
博
士
を
指
導
さ
れ
た
な
と
ほ
と
ほ
と
感
じ
い

っ
て
し
ま
い
ま
す
。

軍
事
教
官
を
怒
ら
せ
召
集
猶
予
取
り
消
し
に

　

飯
塚
毅
博
士
は
、
昭
和
18
年
4
月
、
召
集
を

受
け
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
触
れ
た
よ
う
に
、
な
ぜ

学
徒
出
陣
の
前
に
召
集
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
。

飯
塚
毅
博
士
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
『
T
K
C

会
報
』
平
成
9
年
7
月
号
の
巻
頭
言
「
わ
が
青

春
の
東
北
帝
国
時
代
」
に
次
の
よ
う
に
書
い
て

い
ま
す
。

　

戦
時
中
、
各
帝
国
大
学
に
は
、
軍
事
教
官

が
配
属
さ
れ
て
、
軍
事
訓
練
と
軍
事
講
話
が

行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
講
話
が
終
わ
る
頃
に

質
問
時
間
が
あ
り
、
私
は
真
っ
先
に
挙
手
を

し
て
発
言
を
求
め
る
の
で
し
た
。
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「
教
官
殿
は
、
た
だ
い
ま
の
講
話
で
、
わ
が

国
が
中
国
に
対
し
て
一
銭
の
賠
償
金
も
一
寸

の
領
土
も
求
め
な
い
が
ゆ
え
に
、
今
回
の
戦

争
を
聖
戦
だ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
教

官
殿
の
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
ま

す
。
た
と
え
ば
、
普
仏
戦
争
に
お
い
て
戦
勝

国
の
プ
ロ
シ
ヤ
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
一

フ
ラ
ン
の
賠
償
金
も
一
イ
ン
チ
の
領
土
も
要

求
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
普
仏
戦
争
は
、
プ
ロ

シ
ヤ
に
と
っ
て
聖
戦
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
で
は
な
く
、
大
日
本
帝
国
憲
法
上
、
神

聖
な
る
天
皇
が
指
揮
さ
れ
る
戦
争
だ
か
ら
、

今
回
の
戦
争
を
聖
戦
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
」

　

こ
う
し
た
私
の
発
言
で
、
そ
の
教
官
は
何

度
か
壇
上
で
立
ち
往
生
し
、
軍
当
局
が
大
学

生
に
認
め
て
い
る
召
集
猶
予
の
特
権
を
飯
塚

か
ら
剥は

く

奪だ
つ

し
た
の
で
す
。

　

こ
う
い
う
質
問
を
し
て
い
る
の
で
す
ね
。
あ

と
あ
と
の
飯
塚
事
件
に
も
関
係
し
て
く
る
よ
う

な
精
神
的
態
度
で
す
（
会
場
笑
い
）。
反
感
を
買

っ
て
も
平
気
で
い
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た

わ
け
で
す
。

　

飯
塚
毅
博
士
は
野
砲
兵
第
20
連
隊
に
入
営
し

ま
し
た
が
、
そ
の
連
隊
は
宇
都
宮
に
本
拠
を
置

く
第
14
師
団
の
一
部
を
構
成
し
て
い
ま
す
。
そ

の
第
14
師
団
は
昭
和
19
年
に
ペ
リ
リ
ュ
ー
島
に

送
ら
れ
ま
す
。
ペ
リ
リ
ュ
ー
島
は
旧
日
本
軍
の

将
兵
約
1
万
人
が
ほ
ぼ
全
滅
し
た
、
太
平
洋
戦

争
の
激
戦
地
で
す
。
数
年
前
に
天
皇
陛
下
が
皇

后
陛
下
と
ご
一
緒
に
ペ
リ
リ
ュ
ー
島
を
公
式
訪

問
さ
れ
、
慰
霊
の
旅
を
さ
れ
ま
し
た
。

　

飯
塚
毅
博
士
は
野
砲
隊
に
勤
務
し
て
い
た
と

き
に
馬
の
皮
膚
病
が
体
中
に
伝
染
し
て
し
ま
っ

た
こ
と
か
ら
、
ペ
リ
リ
ュ
ー
島
に
行
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
平
成
7
年
頃
に
そ
の
皮
膚
病
が
再
発

し
、
手
袋
や
マ
フ
ラ
ー
な
ど
を
着
け
て
い
た
こ

と
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

　

昭
和
19
年
5
月
に
陸
軍
経
理
学
校
に
採
用
さ

れ
て
そ
の
学
生
と
な
り
、
同
年
11
月
か
ら
20
年

8
月
ま
で
の
間
は
陸
軍
見
習
士
官
と
し
て
過
ご

し
ま
す
。

8
／
28
米
軍
先
遣
隊
が
軍
票
を
持
っ
て
厚
木
に
到
着

9
／
2
ミ
ズ
ー
リ
号
の
甲
板
で
降
伏
文
書
の
調
印
式

　

そ
の
あ
と
す
ぐ
に
終
戦
と
な
り
、
日
本
は
ポ

ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
ま
す
。
玉
音
放
送
が
昭

和
20
年
8
月
15
日
の
正
午
に
放
送
さ
れ
、
13
日

後
の
8
月
28
日
に
は
米
軍
の
先
遣
隊
が
厚
木
基

地
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
先
遣
隊
の
指
揮
官
は

テ
ン
チ
大
佐
と
い
う
方
で
、
1
5
0
名
の
部
下

を
連
れ
て
、
飛
行
機
17
機
で
厚
木
基
地
に
着
陸

し
た
そ
う
で
す
。
日
本
側
は
、
有
末
精
三
中
将

が
応
対
し
、
そ
れ
を
副
官
の
鎌
田
詮
一
中
将
が

手
伝
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
と
き
日
本
は
米
軍
が
軍
票
を
持
っ
て
く

る
こ
と
を
察
知
し
て
い
て
、
日
本
の
大
蔵
省
は
、

米
軍
の
軍
票
の
使
用
阻
止
に
動
い
て
い
ま
す

（
軍
票
：
戦
争
時
に
占
領
地
も
し
く
は
勢
力
下
に
て
軍

隊
が
現
地
か
ら
の
物
資
調
達
及
び
そ
の
他
の
支
払
い
の

た
め
に
発
行
さ
れ
る
擬
似
紙
幣
）。
か
ね
て
日
本
が

東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
軍
票
を
使
っ
て
同
様
の

こ
と
を
し
て
い
た
経
験
か
ら
、
軍
票
を
使
わ
れ
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わ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

こ
の
9
月
2
日
は
重
要
で
す
。
G
H
Q
か
ら
、

「
日
本
国
民
に
告
ぐ
」
と
い
う
日
本
占
領
の
基

本
方
針
の
よ
う
な
布
告
を
翌
日
に
出
す
と
日
本

側
に
伝
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
布
告
は
第
1
号

か
ら
第
3
号
ま
で
あ
り
ま
す
。

　

第
1
号
第
1
条
に
は
、「
行
政
、
司
法
及
び

立
法
の
三
権
を
含
む
日
本
帝
国
政
府
の
一
切
の

権
能
は
、
爾
今
、
本
官
の
権
力
下
に
行
使
さ
れ

る
も
の
と
す
る
」
と
あ
り
ま
す
。
本
官
と
い
う

の
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
行
政
、

司
法
、
立
法
の
三
権
全
て
を
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の

指
揮
に
従
っ
て
や
れ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

第
5
条
で
は
、
英
語
を
公
用
語
と
す
る
と
言

い
、
日
本
語
と
英
語
を
比
較
し
て
違
い
が
あ
る

場
合
に
は
、
英
語
の
ほ
う
が
正
文
だ
と
い
う
宣

言
を
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
布
告
第
2
号
は
犯
罪
及
び
罪
科
に
関

す
る
内
容
で
、
次
の
よ
う
に
重
要
な
こ
と
が
書

い
て
あ
り
ま
す
。

 

「
故
意
に
連
合
国
に
対
し
敵
意
あ
る
行
動
を
為

す
一
切
の
私
人
は
占
領
軍
裁
判
所
の
判
決
に
基

づ
き
死
刑
も
し
く
は
当
該
裁
判
所
の
判
決
す
る

そ
の
他
の
刑
に
処
せ
ら
れ
る
べ
し
」。
つ
ま
り

死
刑
を
含
む
刑
罰
を
国
民
に
与
え
る
と
言
っ
て

い
る
わ
け
で
す
。

　

布
告
第
3
号
は
通
貨
に
つ
い
て
書
か
れ
て
お

り
、
軍
票
を
使
う
と
宣
言
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
布
告
の
内
容
は
、
降
伏
文
書
の
調
印

式
が
行
わ
れ
た
9
月
2
日
の
午
後
に
、
米
軍
側

か
ら
日
本
政
府
に
示
さ
れ
ま
す
。
日
本
政
府
で

は
現
場
の
事
務
官
が
受
け
取
り
、
内
閣
に
報
告

し
、
こ
れ
を
止
め
る
た
め
に
大
変
な
努
力
が
な

さ
れ
ま
す
。
結
局
、
重
光
葵
外
務
大
臣
が
3
日

の
早
朝
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
を
訪
ね
て
説
得
し
、

三
布
告
を
撤
回
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
ま
す
。

こ
れ
で
日
本
政
府
は
安
堵
し
た
わ
け
で
す
。

米
軍
駐
留
経
費（
終
戦
処
理
費
）の
過
重
な
負
担
が

終
戦
直
後
の
苛
斂
誅
求
な
徴
税
の
元
凶

　

と
こ
ろ
が
間
接
統
治
で
あ
り
な
が
ら
、
三
布

告
に
匹
敵
す
る
命
令
が
、
連
合
国
軍
最
高
司
令

官
指
令
（
G
H
Q
指
令
）
と
し
て
新
た
に
出
さ
れ
、

そ
れ
が
次
々
に
発
表
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

　

指
令
第
1
号
の
「
陸
海
軍
解
体
、
降
伏
先
、

軍
需
生
産
の
全
面
停
止
」
が
昭
和
20
年
9
月
2

日
に
出
さ
れ
、
そ
の
後
、
日
本
が
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
条
約
に
よ
り
主
権
回
復
す
る
昭
和
27
年

4
月
28
日
の
直
前
ま
で
、
2
2
0
4
本
の
指
令

が
G
H
Q
か
ら
出
さ
れ
ま
す
。
持
株
会
社
解
体

に
関
す
る
指
令
や
戦
争
利
得
の
除
去
及
び
国
家

財
政
の
再
建
、
農
地
改
革
に
関
す
る
も
の
な
ど

で
す
。
戦
後
日
本
の
大
変
な
改
革
の
プ
ロ
グ
ラ

た
ら
日
本
経
済
は
滅
茶
苦
茶
に
な
っ
て
し
ま
う

と
考
え
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
こ
と
は
税
制
の
問
題
と
密
接
に
絡
ん
で

く
る
の
で
す
が
、
そ
の
軍
票
を
止
め
る
た
め
に

さ
ま
ざ
ま
な
努
力
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

連
合
国
軍
最
高
司
令
官
ダ
グ
ラ
ス
・
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
元
帥
は
、
先
遣
隊
到
着
の
2
日
後
の
8
月

30
日
に
厚
木
基
地
に
到
着
し
ま
す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
3
日
後
の
9
月
2
日
に
東
京

湾
に
浮
か
ぶ
米
国
戦
艦
ミ
ズ
ー
リ
号
の
甲
板
で

日
本
の
降
伏
文
書
の
調
印
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

ミ
ズ
ー
リ
は
い
ま
、
ハ
ワ
イ
の
パ
ー
ル
ハ
ー
バ
ー

に
係
留
さ
れ
て
い
ま
す
。

軍
票
使
用
を
含
む
三
つ
の
布
告
を
日
本
政
府
が

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
を
説
得
し
て
撤
回
さ
せ
る

　

こ
の
昭
和
20
年
9
月
2
日
と
い
う
日
を
も
っ

て
日
本
は
正
式
に
降
伏
し
た
こ
と
と
な
り
ま
す
。

終
戦
の
日
と
し
て
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
8

月
15
日
は
、
法
的
に
は
降
伏
で
は
な
い
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

9
月
2
日
の
降
伏
文
書
の
調
印
式
に
は
、
日

本
政
府
代
表
と
し
て
重
光
葵
外
務
大
臣
が
、
大

本
営
代
表
と
し
て
梅
津
美
治
郎
陸
軍
参
謀
総
長

の
2
名
が
出
席
し
、
署
名
し
て
い
ま
す
。
調
印

式
は
午
前
9
時
か
ら
始
ま
り
、
20
分
程
度
で
終
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ム
は
み
な
、
G
H
Q
か
ら
の
指
令
で
始
ま
っ
て

い
る
こ
と
が
よ
く
う
か
が
え
ま
す
。

　

特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
昭
和
20
年
9
月
3

日
に
出
さ
れ
た
指
令
第
2
号
「
武
装
の
引
渡
し
、

復
員
、
連
合
軍
捕
虜
、
資
源
の
調
達
」
で
す
。

資
源
の
う
ち
石
油
、
労
務
、
住
居
に
関
し
て
述

べ
て
い
て
、
石
油
は
全
部
日
本
側
で
準
備
す
る

よ
う
に
要
求
し
て
い
ま
す
。
労
務
は
米
軍
が
日

本
に
い
る
に
あ
た
り
人
手
を
使
う
労
務
で
、
道

路
や
鉄
道
な
ど
を
掲
げ
、
日
本
側
に
全
部
タ
ダ

で
や
れ
と
い
っ
て
い
ま
す
。
住
居
に
つ
い
て
も

い
ろ
い
ろ
な
建
物
を
準
備
し
な
さ
い
と
。
こ
れ

ら
の
命
令
を
日
本
は
聞
か
な
く
て
は
な
ら
な
か

っ
た
の
で
す
。

　

昭
和
20
年
9
月
22
日
に
は
、
G
H
Q
か
ら
で

は
な
く
、米
国
政
府
か
ら
「
初
期
の
対
日
方
針
」

が
発
表
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
日
本
政
府

は
「
終
戦
処
理
費
」
と
い
う
科
目
を
も
っ
て
対

応
し
て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
終
戦
処
理
費
に
つ
い
て
で
す
が
、
資
料

を
見
て
い
た
だ
く
と
、
昭
和
22
年
度
の
一
般
会

計
の
歳
出
は
2
0
5
8
億
円
。
当
時
、
公
務
員

の
大
卒
の
初
任
給
が
5
0
0
円
で
し
た
か
ら
今

が
20
万
円
と
す
る
と
4
0
0
倍
の
貨
幣
価
値
の

変
化
が
あ
っ
た
わ
け
な
の
で
、
大
変
な
金
額
に

な
り
ま
す
。
全
歳
出
の
う
ち
、
米
軍
の
石
油
、

労
務
、
住
居
の
た
め
に
終
戦
処
理
費
は
31
％
を

占
め
て
い
ま
す
。
終
戦
処

理
費
は
敗
戦
直
後
の
昭
和

21
年
か
ら
日
本
が
独
立
す

る
昭
和
27
年
ま
で
の
約
7

年
に
わ
た
り
、
信
じ
ら
れ

な
い
ほ
ど
の
巨
額
を
負
担

さ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

ジ
ョ
ン
・
ダ
ワ
ー
と
い
う

ピ
ュ
ー
リ
ッ
ツ
ァ
ー
賞
を

取
っ
た
歴
史
学
者
は
、著
書

で
こ
う
述
べ
て
い
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
な
状
況

は
、
敗
戦
に
伴
う
膨
大

な
政
府
支
出
に
よ
っ
て

い
っ
そ
う
悪
化
し
た
。

そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で

あ
る
兵
隊
や
民
間
人
の

復
員
・
引
揚
げ
の
た
め

の
費
用
は
予
想
の
範
囲

内
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、

も
う
一
つ
の
支
出
の
ほ

う
に
は
、
日
本
政
府
は

肝
を
つ
ぶ
し
た
。
占
領

軍
が
や
っ
て
き
て
は
じ

め
て
巨
大
な
占
領
軍
の

「終戦処理費」
苛斂誅求の元凶

1.国家機関費
9％

8.教育文化費
4％

9.社会保障費
6％

10.恩給
0％

昭和22年度一般会計（歳出）
2058億41百万円 終戦処理費

11.国債
4％

2.地方財政費
12％

4.他の防衛費
1％

5.対外処理費
1％

6.国土保全費
6％

7.産業経済費
25％

3.終戦処理費
31％

12.その他
1％
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た
め
の
住
宅
費
と
維
持
費
の
大
半
を
支
払
わ

ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

事
実
、
こ
の
占
領
軍
向
け
支
出
は
、
占
領
開

始
時
の
国
家
予
算
の
実
に
三
分
の
一
を
占
め

た
。
し
か
も
こ
れ
は
一
時
的
な
負
担
で
は
な

か
っ
た
。
そ
の
後
、
米
軍
の
駐
留
を
直
接
支

え
る
た
め
の
支
出
額
は
、
国
家
予
算
に
占
め

る
比
率
の
上
で
は
低
下
し
た
が
、
最
も
大
き

な
政
府
支
出
の
項
目
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、

そ
の
後
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
予
算
項
目
の

中
で
は
、
こ
の
費
用
は
占
領
軍
当
局
の
命
令

で
終
戦
処
理
費
、
あ
る
い
は
単
に
「
そ
の
他

の
費
用
」
と
い
っ
た
婉
曲
な
言
葉
で
偽
装
が

ほ
ど
こ
さ
れ
た
。

『
敗
北
を
抱
き
し
め
て
』（
岩
波
書
店
）

　

こ
う
い
う
わ
け
で
す
。
給
料
や
兵
器
に
か
か

る
費
用
は
ア
メ
リ
カ
の
予
算
で
や
っ
て
い
ま
す

が
、
敗
戦
後
の
非
常
な
経
済
困
難
の
中
で
、
日

本
政
府
が
米
軍
駐
留
経
費
を
全
て
負
担
し
て
い

た
こ
と
を
ご
存
じ
だ
っ
た
方
は
ど
れ
ほ
ど
お
ら

れ
る
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
す
。
終
戦
直

後
の
税
務
署
は
、
実
に
苛
斂
誅
求
（
情
け
容
赦

な
く
税
金
を
取
り
立
て
る
）
な
徴
税
だ
っ
た
と
聞

い
て
い
ま
す
が
、
ま
さ
に
終
戦
処
理
費
の
存
在

が
そ
の
元
凶
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

昭
和
22
年
か
ら
平
成
29
年
ま
で
の
国
会
議
論

で
の
「
苛
斂
誅
求
」
と
い
う
言
葉
の
出
現
頻
度

を
調
べ
て
み
る
と
、
昭
和
21
年
か
ら
昭
和
27
年

ま
で
特
に
多
く
あ
り
そ
の
後
も
出
現
し
て
い
ま

す
が
、
最
近
は
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い
年
も
あ

り
ま
す
。
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
こ
う
い
う
税

務
行
政
の
文
化
が
続
い
て
き
た
こ
と
や
そ
の
変

化
が
、
税
理
士
の
先
生
方
の
時
代
背
景
を
作
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

終
戦
後
の
日
本
に
お
け
る
税
金
の
取
り
立
て

の
す
さ
ま
じ
さ
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
国
税
幹

部
に
よ
る
反
省
の
弁
が
、
大
蔵
省
財
政
史
室
編

『
昭
和
財
政
史（
8
）』（
東
洋
経
済
新
報
社
）
に
載

っ
て
い
ま
す
。
大
変
ボ
リ
ュ
ー
ム
の
あ
る
本
で

す
が
、
要
は
、
当
時
は
ひ
ど
い
こ
と
を
や
っ
て

い
た
と
振
り
返
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

 

（
昭
和
25
年
に
、
ア
メ
リ
カ
の
税
務
行
政
を

視
察
し
て
帰
国
し
た
高
橋
国
税
庁
長
官
が

G
H
Q
に
提
出
し
た
報
告
書
に
次
の
文
章
が

あ
る
。）

　

率
直
に
い
っ
て
、
わ
が
国
は
、
法
律
の
上

で
は
1
9
4
7
年
以
来
、
最
も
民
主
的
な
申

告
納
税
制
度
を
採
用
し
て
い
る
が
、
税
務
機

構
お
よ
び
税
務
行
政
の
根
本
的
態
度
に
お
い

て
は
、
依
然
と
し
て
昔
の
賦
課
課
税
時
代
の

旧き
ゅ
う

套と
う

を
脱
し
て
い
な
い
の
み
か
、
戦
後
の
イ

ン
フ
レ
阻
止
と
税
収
確
保
の
観
点
か
ら
、　

目
標
制
度
等
に
依
っ
て
昔せ

き

時じ

よ
り
も
遥
か
に

強
権
的
な
課
税
お
よ
び
徴
税
が
強
行
さ
れ
た

反
面
、
賦
課
課
税
時
代
に
は
一
種
の
安
全
弁

と
な
っ
て
い
た
所
得
調
査
委
員
会
等
が
廃
止

さ
れ
た
た
め
に
、
結
果
と
し
て
は
、
税
は
戦

前
戦
中
に
比
し
て
遥
か
に
反
民
主
的
に
な
り
、

政
府
と
納
税
者
と
が
互
い
に
背
き
合
う
方
向

に
進
ん
で
了
っ
て
い
る
。

『
昭
和
財
政
史（
8
）』（
東
洋
経
済
新
報
社
）

　

ま
こ
と
に
こ
れ
は
反
省
の
弁
だ
と
思
い
ま
す
。

当
時
の
い
ろ
い
ろ
な
資
料
を
調
べ
る
と
、
税
金

が
払
え
な
い
か
ら
と
首
を
つ
っ
た
り
、
一
家
心

中
を
し
た
り
と
い
う
話
が
随
分
出
て
き
ま
す
。

そ
れ
ほ
ど
税
金
の
取
り
立
て
が
す
ご
か
っ
た
わ

け
で
す
。

　

そ
う
い
う
環
境
の
中
で
、
G
H
Q
が
東
京
・

有
楽
町
の
第
一
生
命
ビ
ル
に
総
司
令
部
を
構
え

ま
す
。

　

さ
ら
に
、「
ポ
ツ
ダ
ム
緊
急
勅
令
」
が
制
定

さ
れ
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
お
話
し
し
た
布
告
第
1

号
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
司
法
、
行
政
、
立
法
の

三
権
を
牛
耳
る
と
い
う
宣
言
と
同
じ
意
味
で
す
。

超
憲
法
的
法
的
措
置
で
す
。
ま
ず
、
昭
和
20
年

9
月
20
日
に
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
伴
い
発

す
る
命
令
に
つ
い
て
は
有
効
だ
と
い
う
説
明
を
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し
ま
す
。

　

法
的
形
態
に
つ
い
て
勅
令
、
閣
令
ま
た
は
省

令
と
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
日
本
国
憲
法
が

施
行
さ
れ
る
と
き
に
勅
令
は
廃
止
さ
れ
ま
す
が
、

そ
の
法
律
効
果
は
継
続
す
る
と
宣
言
し
て
い
ま

す
。
米
軍
の
監
督
下
に
お
い
て
多
く
の
数
の
ポ

ツ
ダ
ム
勅
令
、
閣
令
、
府
令
、
省
令
、
庁
令
が

制
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
労
働
組
合
の
結
成
を
促
進
す
る
た
め

に
、
G
H
Q
は
意
図
的
に
共
産
党
員
を
刑
務
所

か
ら
探
し
出
し
て
開
放
し
て
い
ま
す
。

　

占
領
下
に
お
い
て
税
制
・
財
政
改
革
も
次
々

に
行
わ
れ
ま
し
た
（
表
）。

飯
塚
毅
博
士
は
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
を「
正
し
く
記
帳

さ
れ
た
帳
簿
は
証
拠
力
が
あ
る
」と
読
ん
だ

　

そ
う
い
う
歴
史
的
な
経
過
の
中
、
飯
塚
毅
博

士
は
、
昭
和
21
年
4
月
1
日
に
飯
塚
毅
会
計
事

務
所
を
開
業
し
ま
す
。
開
業
時
に
事
務
所
の
前

で
撮
ら
れ
た
写
真
を
見
る
と
、
事
務
所
の
看
板

に
「
計
理
」「
税
務
代
」
の
文
字
が
確
認
で
き
、

計
理
士
、
税
務
代
理
士
の
資
格
で
始
め
ら
れ
た

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

昭
和
24
年
に
は
、
戦
後
税
制
の
基
本
と
な
っ

た
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
が
出
さ
れ
ま
す
。
お
そ
ら
く

こ
れ
を
飯
塚
毅
博
士
は
目
を
皿
に
し
て
読
ん
だ

は
ず
で
す
。

　

シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
中
で
飯
塚
毅
博
士
が
特
に

注
目
し
て
い
た
の
は
、「
日
本
に
お
け
る
記
帳

は
嘆
か
わ
し
い
状
態
に
あ
る
」
こ
と
と
、「
納

税
者
が
帳
簿
を
も
ち
、
正
確
に
記
帳
し
、
そ
の

正
確
な
帳
簿
を
税
の
た
め
に
使
用
す
る
よ
う
に

奨
励
、
援
助
す
る
よ
う
あ
ら
ゆ
る
努
力
と
工
夫

を
傾
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
様
に
、
税
務

職
員
が
そ
の
よ
う
な
正
確
な
帳
簿
に
基
づ
い
た

申
告
を
尊
重
す
る
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
努
力
と
工

夫
を
傾
注
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
で
し

た
。

　

こ
の
主
張
が
、
青
色
申
告
制
度
の
創
設
等
に

つ
な
が
り
ま
す
。

　

ま
た
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
で
は
、「
正
し
く
記

帳
さ
れ
た
帳
簿
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
」
と
さ
れ

ま
し
た
。「
調
査
は
更
正
決
定
の
前
に
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
帳
簿
が
不
正
確

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
指
摘
さ
れ
な
い
限
り

そ
れ
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
。

　

こ
の
考
え
方
は
ド
イ
ツ
の
正
規
の
簿
記
の
諸

原
則
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思

占領下における税制・財政改革

◦昭和21年　「金融緊急措置令」、「日本銀行券預入令」
「臨時財産調査令」、「戦時補償特別税法」
「財産税法」、「増加所得税法」

◦昭和22年　「改正所得税法」（申告納税制度の導入）
「改正法人税法」（申告納税制度の導入）
「非戦災者特別税法」

◦昭和23年　「取引高税」、「公認会計士法」

◦昭和24年　「第一次シャウプ税制勧告」

◦昭和25年　「第二次シャウプ税制勧告」
「改正所得税法」（青色申告制度の導入）
「改正法人税法」（青色申告制度の導入）

◦昭和26年　「税理士法」

◦昭和27年　「改正所得税法」（青色専従者控除制度の導入）
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い
ま
す
。
お
そ
ら
く
飯
塚
毅
博
士
は
こ
れ
を
読

ん
だ
と
き
小
躍
り
し
て
喜
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
当
時
の
日
本
政
府
は
シ
ャ
ウ
プ
勧
告

の
こ
の
考
え
方
を
、
更
正
す
る
た
め
の
要
件
と

し
て
捉
え
て
し
ま
い
ま
す
。
飯
塚
毅
博
士
は

「
正
し
く
記
帳
さ
れ
た
帳
簿
は
証
拠
力
が
あ
る
」

と
読
ん
だ
の
で
す
か
ら
、
そ
の
読
み
方
に
食
い

違
い
が
あ
り
ま
す
。

　

シ
ャ
ウ
プ
勧
告
以
前
の
、
戦
後
初
の
日
本
の

法
人
税
法
は
、
昭
和
22
年
3
月
31
日
発
令
、
4

月
1
日
適
用
さ
れ
ま
し
た
。
申
告
納
税
制
度
が

導
入
さ
れ
る
前
で
す
。
政
府
の
判
断
で
課
税
標

準
が
変
更
で
き
て
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
が
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
後
の
昭
和
25
年
3

月
31
日
の
法
人
税
法
に
つ
い
て
は
、「
そ
の
帳

簿
書
類
を
調
査
し
、
そ
の
調
査
に
よ
り
課
税
標

準
又
は
欠
損
金
額
の
計
算
に
誤
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
こ
れ
を
な
す
こ
と
が
で

き
る
」
と
な
り
、
更
正
は
計
算
に
誤
り
が
あ
る

場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

飯
塚
毅
博
士
は
帳
簿
に
証
拠
力
が
あ
る
と
捉

え
た
と
い
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
が
そ
の
後
の
正

規
の
簿
記
の
諸
原
則
の
研
究
に
つ
な
が
っ
て
く

る
出
発
点
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

飯
塚
毅
博
士
は
著
書
『
正
規
の
簿
記
の
諸
原

則
（
改
訂
版
）』（
森
山
書
店
、
1
9
8
8
年
）
に
お

い
て
、
日
本
の
法
人
税
法
と
所
得
税
法
は
帳
簿

の
証
拠
力
を
認
め
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

同
書
に
次
の
一
節
が
あ
り
ま
す
。

　

会
計
帳
簿
に
証
拠
性
を
認
め
る
税
法
条
文

を
も
つ
国
は
、
世
界
の
1
5
0
カ
国
の
中
で
、

西
ド
イ
ツ
と
日
本
だ
け
で
あ
り
、
日
本
の
法

人
税
法
第
1
3
0
条
と
所
得
税
法
第
1
5
5

条
が
、西
ド
イ
ツ
の
旧
国
税
通
則
法（
R
A
O
）

第
2
0
8
条
、
新
国
税
通
則
法
（
A
O
）
第

1
5
8
条
と
、
同
一
内
容
の
条
文
と
な
っ
て

お
り
、
そ
れ
は
1
9
4
9
年
の
シ
ャ
ウ
プ
勧

告
以
来
、
日
本
の
税
法
に
取
り
入
れ
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。

飯
塚
事
件
の
発
生
原
因
─
─
国
税
関
係
者
等

の
反
発
、「
別
段
賞
与
」を
め
ぐ
る
誤
解
な
ど

　

話
を
飯
塚
毅
会
計
事
務
所
に
戻
し
ま
す
。
事

務
所
は
開
業
翌
年
の
昭
和
22
年
に
入
る
と
、
ど

ん
ど
ん
発
展
し
て
い
き
ま
す
。
飯
塚
毅
博
士
は
、

そ
の
契
機
を
、
巡
回
監
査
と
巡
回
監
査
報
告
書

と
い
う
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
活
用
に
あ
る
と
、

平
成
9
年
8
月
号
の
『
T
K
C
会
報
』
巻
頭
言

に
書
い
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
飯
塚
毅
博
士
は
事
務
所
の
発
展
に
向

け
て
欧
米
の
文
献
に
つ
い
て
も
幅
広
く
渉
猟
し
、

事
務
所
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ん
で
い
ま
す
。

　

例
え
ば
日
本
橋
の
丸
善
で
手
に
入
れ
た
米
国

の
『
も
っ
と
儲
か
る
会
計
事
務
所
の
作
り
方
』

と
い
う
本
は
、「
も
っ
と
儲
か
る
関
与
先
ポ
ー

ト
フ
ォ
リ
オ
の
作
り
方
」「
貴
方
と
関
与
先
の

両
者
に
ベ
ス
ト
な
顧
問
料
の
決
め
方
」「
関
与

先
と
の
関
係
を
改
善
す
る
5
つ
の
ス
テ
ッ
プ
」

な
ど
が
書
か
れ
た
い
わ
ゆ
る
ノ
ウ
ハ
ウ
本
で
す

が
、
こ
う
し
た
世
界
各
国
の
会
計
事
務
所
の
経

営
関
係
の
文
献
に
触
発
さ
れ
て
、
い
ろ
い
ろ
な

プ
ラ
ン
を
作
り
実
行
し
て
い
く
中
で
事
務
所
が

大
き
く
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
昭
和
26
年
11
月
に
事
務
所
最
大

の
危
機
に
見
舞
わ
れ
ま
す
。
内
部
管
理
の
充
実

を
欠
い
て
い
た
た
め
に
、
職
員
全
員
が
退
職
し

た
の
で
す
。

　

そ
れ
は
、
関
与
先
が
急
激
に
増
え
て
大
型
事

務
所
に
な
っ
て
い
く
頃
で
す
が
、
そ
ん
な
と
き

に
、
飯
塚
毅
博
士
の
も
と
に
、
師
で
あ
る
植
木

義
雄
老
師
か
ら
手
紙
が
来
て
い
ま
す
。「
お
ま

え
は
こ
の
点
が
ま
ず
い
。
こ
う
直
せ
。
今
お
ま

え
は
こ
う
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
い
け
な
い
、

こ
う
直
せ
」
な
ど
と
、
諫
言
が
な
さ
れ
ま
す
。

事
務
所
を
ど
ん
ど
ん
発
展
さ
せ
て
有
頂
天
に
な

っ
て
い
る
と
、
老
師
か
ら
お
小
言
を
食
ら
う
と

い
う
わ
け
で
す
。

　

全
職
員
が
退
職
し
た
翌
年
の
昭
和
27
年
12
月

20
日
、
飯
塚
毅
博
士
は
植
木
老
師
か
ら
墨
蹟
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（
写
真
）
を
お
く
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
に
書
い
て

あ
る
の
は
次
の
3
行
で
す
。

慈
悲
忍
耐
の
衣
を
着
て

和
敬
清
寂
の
家
に
住
み

自
利
々
他
の
行
に
励
む

　

3
行
目
に
「
自
利
々
他
」
と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
が
、
こ
の
言
葉
が
飯
塚
毅
博
士
の
脳
裏

に
刻
ま
れ
た
の
は
こ
の
時
点
か
ら
だ
と
思
い
ま

す
。
自
利
々
他
と
は
何
か
と
、
自
分
自
身
を
問

う
こ
と
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
10
年
後
、
昭
和
38
年
8
月
に

「
飯
塚
事
件
」
が
起
こ
り
ま
す
。

　

飯
塚
事
件
は
、『
税
の
し
る
べ
』（
昭
和
38
年

8
月
26
日
号
／
大
蔵
財
務
協
会
）
な
ど
で
報
道
さ

れ
ま
す
。

　

飯
塚
事
件
の
発
生
原
因
を
考
え
る
と
、
次
の

よ
う
な
点
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

1
．「
租
税
法
律
主
義
」
の
信
奉
と
、
こ
れ
に

基
づ
く
権
利
の
主
張

　

飯
塚
毅
博
士
は
特
に
、
ド
イ
ツ
の
法
学
者

ル
ド
ル
フ
・
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
言
葉
で
あ
る

「
法
の
目
的
は
平
和
で
あ
り
、
そ
れ
を
達
成
す

る
手
段
は
闘
争
で
あ
る
」
を
職
業
上
の
課
題
と

し
て
、
非
常
に
重
視
し
て
お
り
ま
し
た
。

2
．
開
業
以
来
18
年
間
に
、
約
6
0
0
件
の
異

議
申
し
立
て
、
再
調
査
請
求
、
審
査
請
求
を

行
い
、
一
度
も
負
け
た
こ
と
が
な
い
と
い
う

自
負
心

3
．
国
税
関
係
者
を
挑
発
す
る
発
言
と
文
書
の

配
布

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
大
学
時
代
に
軍
事
教
官

に
質
問
し
て
立
ち
往
生
さ
せ
た
の
と
同
じ
よ
う

な
こ
と
を
、
国
税
当
局
者
に
対
し
て
も
行
っ
て

い
ま
す
。
書
籍
『
租
税
正
義
の
実
現
を
目
ざ
し

て　

飯
塚
事
件
の
本
質
と
系

譜
』（
T
K
C
出
版
）
に
次
の
よ

う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

大
野
弁
護
士
に
よ
っ
て
編

さ
ん
さ
れ
た
『
飯
塚
事
件
裁

判
記
録
』の
第
十
三
巻「
飯
塚

税
理
士
の
弁
明
」
に
は
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

と
あ
り
、
次
は
飯
塚
毅
博
士
本
人
が
言
っ
て

い
る
こ
と
で
す
。

 

「
飯
塚
に
も
相
当
に
思
い
当
た
る
節
が
あ
る
。

例
え
ば
、
改
正
法
律
の
説
明
会
等
に
国
税
庁

か
ら
役
人
が
き
て
、
多
数
の
税
理
士
の
面
前

で
講
義
す
る
。
飯
塚
が
不
審
の
点
を
衝
く
と
、

た
ま
た
ま
回
答
に
詰
ま
っ
て
壇
上
で
赤
面
す

る
、
と
い
っ
た
場
面
が
従
来
は
あ
っ
た
。
ま

た
、
税
務
署
の
役
員
と
の
私
的
交
際
は
皆
無

に
近
く
、
談
合
で
こ
と
を
解
決
す
る
態
度
を

と
っ
た
こ
と
が
な
い
。
立
ち
会
い
無
用
論
を

唱
え
て
、
立
ち
会
い
は
殆
ど
や
っ
た
こ
と
が

な
い
。
筋
違
い
な
更
正
処
分
が
あ
れ
ば
、
必

ず
反
論
す
る
。
税
務
当
局
と
の
理
論
闘
争
で

敗
れ
た
事
績
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
第
一

線
の
係
長
や
課
長
ク
ラ
ス
に
は
全
く
受
け
が

悪
い
。
だ
か
ら
局
長
や
部
長
が
栃
木
県
の
視

察
な
ど
に
見
え
る
と
、
飯
塚
の
悪
口
は
山
ほ

ど
聞
か
さ
れ
る
、（
君
は
）
評
判
が
悪
い
、
と

安
井
部
長
か
ら
は
、
二
度
も
聞
か
さ
れ
た
」

　

性
格
で
す
か
ら
し
ょ
う
が
な
い
の
で
す
け
ど

（
会
場
笑
い
）、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
な

と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
な
る
と
、
次
の
よ
う
な
感
情
が
生
ま
れ

る
わ
け
で
す
。
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4
．
国
税
関
係
者
と
同
業
者
に
生
ま
れ
た
“
飯
塚

憎
し
”
の
反
発

興
味
深
い
の
は
次
の
5
番
目
で
す
。

5
．
現
場
の
訟
務
官
が
当
初
、「
別
段
賞
与
」

を
違
法
と
誤
解
し
て
い
た

 

『
租
税
正
義
の
実
現
を
目
ざ
し
て　

飯
塚
事
件

の
本
質
と
系
譜
』
の
「
飯
塚
事
件
に
お
け
る
税

務
調
査
と
捜
査
」
に
、
飯
塚
事
件
の
顛
末
が
書

い
て
あ
り
ま
す
が
、
争
点
と
な
っ
た
別
段
賞
与

の
考
え
方
は
、
当
時
の
法
人
税
基
本
通
達

2
6
5
に
認
め
ら
れ
て
い
る
方
法
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

飯
塚
事
件
の
発
生
原
因
の
6
番
目
と
し
て
は
、

A
P
L（
ア
メ
リ
カ
ン
・
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
・
ラ
イ
ン

ズ
）
事
件
か
ら
生
ま
れ
た
税
務
官
僚
の
私
怨
も

挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

以
上
の
六
つ
だ
け
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
総
合
的
に
は
こ
う
し
た
こ
と
が
言
え
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

飯
塚
事
件
の
勝
因
は
関
与
先
経
営
者
の
信
頼
、

事
件
の
公
然
化
、
事
務
所
の
法
的
防
衛
体
制
な
ど

　

飯
塚
事
件
の
国
側
の
違
法
行
為
と
し
て
は
、

次
の
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

1
．
税
務
訴
訟
2
件
取
り
下
げ
、
過
去
3
年
遡

及
修
正
申
告
の
要
求

　

こ
れ
は
、
別
段
賞
与
の
問
題
と
旅
費
の
問
題
、

遡
及
的
に
増
額
し
た
役
員
報
酬
の
問
題
で
す
。

た
だ
、
当
時
の
税
法
は
全
て
そ
れ
が
規
定
さ
れ

て
お
ら
ず
、
あ
る
い
は
や
っ
て
は
い
け
な
い
と

い
う
規
定
も
な
か
っ
た
。
国
税
側
は
一
方
的
に

要
求
し
て
き
た
の
で
す
。

2
．
脱
税
指
導
税
理
士
と
し
て
実
名
に
よ
る
記

者
発
表

3
．
弾
圧
的
な
税
務
調
査
（
第
1
次
2
0
0
0
名
／

第
2
次
1
5
0
0
名
）

4
．
職
員
4
名
の
逮
捕
・
起
訴
（
証
拠
隠
滅
罪
／

虚
偽
の
議
事
録
作
成
）

　

こ
れ
は
、
実
際
に
取
締
役
会
等
が
開
催
さ
れ

て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
議
事
録
を
残
し
た

の
は
証
拠
隠
滅
だ
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

5
．
職
員
4
名
の
長
期
勾
留
・
過
酷
な
取
り
調

べ
（
47
日
）

6
．
担
当
検
事
の
勇
気
の
欠
落
。
国
税
の
言
い

な
り
に
動
い
た

7
．
鹿
沼
税
務
署
に
よ
る
「
税
務
書
類
作
成
等

に
関
す
る
依
頼
書
」
の
作
成

8
．
大
同
生
命
代
理
店
契
約
継
続
を
妨
害
（
代

理
店
資
格
を
放
棄
さ
せ
ら
れ
た
）

9
．
原
告
側
証
人
1
0
0
人
超
に
よ
る
裁
判
の

引
き
延
ば
し
作
戦

10
．
原
告
側
証
人
に
脱
税
者
を
起
用
し
、
被
告

人
の
教
唆
に
よ
る
と
証
言

11
．
寛
容
を
願
う
飯
塚
の
「
上
申
書
」
を
犯
罪

告
白
の
証
拠
と
し
て
引
用

　

こ
う
い
う
こ
と
が
、
当
時
の
行
政
に
よ
っ
て

な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

で
は
、
飯
塚
事
件
の
勝
因
は
何
で
あ
っ
た
か
。

以
下
は
、
私
個
人
の
見
解
で
す
。

1
．
飯
塚
毅
税
理
士
に
対
す
る
関
与
先
経
営
者

の
高
い
信
頼

　

前
述
し
た
鹿
沼
税
務
署
作
成
に
よ
る
「
税
務

書
類
作
成
等
に
関
す
る
依
頼
書
」
を
、
関
与
先

の
方
が
飯
塚
毅
博
士
の
と
こ
ろ
ま
で
届
け
に
来

て
く
だ
さ
っ
た
の
は
信
頼
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

あ
り
が
た
い
お
話
だ
と
思
い
ま
す
。

2
．
逮
捕
さ
れ
た
4
人
の
職
員
の
自
制
心
と
不

当
逮
捕
の
確
信

3
．
社
会
党
（
当
時
）
が
飯
塚
事
件
の
究
明
を

党
議
決
定
し
た
こ
と

4
．
衆
議
院
大
蔵
委
員
会
の
質
疑
で
事
件
が
公

然
化
し
た
こ
と

公
然
化
す
る
と
、
や
は
り
味
方
に
な
る
世
論

が
生
ま
れ
て
く
る
も
の
で
す
。

5
．
自
民
党
の
渡
辺
美
智
雄
代
議
士
に
よ
る
援

護
射
撃

6
．
三
権
分
立
の
下
で
日
本
の
裁
判
所
が
独
立

し
て
い
た
こ
と

7
．
裁
判
長
裁
判
官
須
藤
貢
判
事
の
洞
察
力
と

公
正
さ
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8
．
飯
塚
事
務
所
の
「
身
分
証
明

書
」
に
見
る
厳
正
な
経
営
哲
学

9
．「
書
類
範
囲
証
明
書
」な
ど
に

よ
る
事
務
所
の
法
的
防
衛
体
制

10
．
飯
塚
毅
税
理
士
の
人
生
哲
学

と
清
廉
潔
白
な
生
活
態
度

飯
塚
毅
博
士
の

四
つ
の
職
業
的
使
命
感
の
源
泉

　

本
日
の
お
話
の
結
論
を
申
し
上

げ
ま
す
。

　

飯
塚
毅
博
士
の
職
業
的
使
命
感

の
源
泉
は
次
の
4
点
と
考
え
ま
す
。

ま
た
そ
の
形
成
に
、
巨
額
の
米
軍

駐
留
経
費
（
終
戦
処
理
費
）
負
担
に

伴
う
苛
斂
誅
求
な
徴
税
と
い
っ
た

時
代
背
景
が
影
響
を
与
え
て
い
る

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

1
．
遵
法
精
神
（
正
義
を
愛
す
る
心

と
不
正
を
正
す
勇
気
）

　

こ
れ
は
、
税
務
当
局
、
経
営
者
、

そ
し
て
自
分
自
身
に
対
し
て
も
そ

う
で
し
た
。
や
は
り
遵
法
精
神
は
、

税
理
士
と
い
う
職
業
に
は
絶
対
不

可
欠
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
。

2
．
闘
争
を
厭
わ
ぬ
精
神

　

先
ほ
ど
お
話
し
し
た
ル
ド
ル
フ
・
イ
ェ
ー
リ
ン
グ

の
精
神
で
あ
り
、「
法
の
目
的
は
平
和
で
あ
り
、

そ
れ
を
達
成
す
る
手
段
は
闘
争
で
あ
る
」「
権

利
の
た
め
に
闘
う
こ
と
は
、
自
身
の
み
な
ら
ず
、

国
家
・
社
会
に
対
す
る
義
務
で
あ
る
」
と
い
う

主
張
で
す
。

3
．
税
理
士
と
い
う
職
業
を
「
天
職
（B

eruf

）」

と
心
得
て
い
た

　

し
た
が
っ
て
、税
理
士
を
最
も
尊
敬
さ
れ
る
べ

き
職
業
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

4
．「
自
利
ト
ハ
利
他
ヲ
イ
フ
」
の
精
神

　

エ
ゴ
の
観
念
を
人
生
最
大
の
敵
と
し
、
晩
年

に
は
こ
れ
を
超
克
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

遵
法
精
神
に
つ
い
て
申
し
添
え
ま
す
と
、
父
、

飯
塚
毅
博
士
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
に
相
続
税
を

納
税
し
ま
し
た
が
、
藤
沢
税
務
署
は
私
に
税
金

を
還
付
し
て
く
れ
ま
し
た
。
信
じ
ら
れ
る
で
し

ょ
う
か
。
16
万
6
9
0
0
円
も
返
し
て
く
れ
た

の
で
す
。
お
そ
ら
く
飯
塚
家
の
相
続
税
の
申
告

書
に
感
動
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
私
の
母
、

弟
、
妹
に
も
還
付
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
還
付

の
書
類
は
栃
木
県
宇
都
宮
市
に
あ
る
飯
塚
毅
記

念
館
に
飾
っ
て
あ
り
ま
す
。
遵
法
精
神
と
い
う

の
は
非
常
に
大
切
だ
と
感
じ
た
次
第
で
す
。

（
構
成
／
T
K
C
出
版　

清
水
公
一
朗
）

◎
「
飯
塚
事
件
」
の
判
決
文
か
ら

 
（
ト
）
前
記
各
公
判
調
書
中
の
証
人
飯
塚
毅
、
第
五
六
回
公
判
調
書
中
の

証
人
〇
〇
〇
〇
、
飯
塚
会
計
事
務
所
発
行
に
か
か
る
身
分
証
明
書
（
写
し
）

に
よ
れ
ば
、
飯
塚
税
理
士
は
同
事
務
所
所
属
の
職
員
に
対
し
て
は
極
め
て

厳
格
な
管
理
体
制
の
も
と
に
非
違
、
誤
謬
を
仮
借
し
な
い
厳
正
な
態
度
を

も
つ
て
日
常
業
務
の
監
督
指
導
に
あ
た
つ
て
お
り
、
職
員
が
顧
問
先
法
人

の
脱
税
に
協
力
し
た
場
合
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
い
や
し
く
も
顧
問
先
法

人
の
提
出
し
た
法
人
税
確
定
申
告
書
が
担
当
職
員
の
誤
謬
、
不
正
に
起
因

し
て
税
務
署
長
の
更
正
決
定
を
受
け
た
り
、
或
い
は
飯
塚
所
長
の
業
務
命

令
に
違
反
し
た
よ
う
な
場
合
に
も
、
懲
戒
解
雇
を
は
じ
め
と
す
る
厳
し
い

処
分
を
も
つ
て
臨
ん
で
い
た
た
め
、
職
員
ら
も
お
の
ず
か
ら
脱
税
指
導
に

わ
た
る
行
為
を
自
戒
し
つ
つ
執
務
し
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ

う
だ
と
す
る
と
、
同
会
計
事
務
所
職
員
と
し
て
は
、
顧
問
先
法
人
か
ら
謝

礼
報
酬
が
供
さ
れ
る
な
ど
の
特
別
な
事
情
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
そ
の

職
員
が
右
法
人
に
対
し
て
脱
税
の
指
導
を
敢
て
す
る
と
は
に
わ
か
に
認
定

し
難
く
、
被
告
人
〇
〇
〇
〇
に
お
い
て
、
右
の
よ
う
な
特
別
の
事
情
は
こ

れ
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。（
以
下
省
略
）

◎
飯
塚
会
計
事
務
所
発
行
に
か
か
る
身
分
証
明
書
（
裏
面
）

飯塚事件の判決文から
裁判長裁判官：須藤貢判事

昭和45年11月11日




