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は
じ
め
に

本
日
は
T
K
C
タ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ラ
ム
2
 0 

2
3
に
お
招
き
い
た
だ
き
誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
T
K
C
会
員
を
は
じ
め
、
税
理
士

の
皆
さ
ま
に
は
日
ご
ろ
か
ら
税
務
行
政
に
つ
い

て
ご
理
解
・
ご
協
力
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
、

ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
提
言
を
い
た
だ
い
て

い
る
こ
と
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

は
じ
め
に
私
の
経
歴
に
つ
い
て
少
し
触
れ
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
私
は
、
1
9
9
1
年
に

大
蔵
省
（
現
財
務
省
）
入
省
後
、
主
税
局
税
制

第
一
課
主
税
企
画
官
、
同
総
務
課
主
税
企
画
官

等
を
務
め
ま
し
た
。
そ
し
て
、
2
0
1
4
年
5

月
か
ら
の
8
年
間
は
財
務
省
か
ら
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
組
織
委

員
会
へ
出
向
、
最
初
の
4
年
間
は
企
画
財
務
局

長
（
C
F
O
）
と
し
て
、
2
0
1
8
年
6
月
か

ら
は
ス
ポ
ー
ツ
局
長
、
2
0
2
1
年
6
月
以
降

は
、
メ
イ
ン
・
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
セ
ン
タ
ー

（
M
O
C
）
チ
ー
フ
に
就
任
、
大
会
の
運
営
を
統

括
す
る
立
場
と
な
り
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
で
の
大
会
運
営
と
な
り
、
苦
労
話
を

す
る
と
時
間
が
と
て
も
足
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
中
、

本
部
で
さ
ま
ざ
ま
な
方
針
を
下
す
に
当
た
っ
て
は
、

出
向
直
前
の
2
年
間
在
籍
し
た
主
税
局
で
の
経

験
が
非
常
に
役
立
ち
ま
し
た
。
主
税
局
で
政
策

や
税
制
を
立
案
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
執
行
す

る
国
税
庁
他
の
現
場
が
「
現
実
的
で
か
つ
適
正

な
執
行
が
で
き
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
が
何
よ

り
も
重
要
で
、
現
場
と
の
距
離
感
を
常
に
大
事

に
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
と
き
の
経
験
が
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
、
ス
ポ
ー
ツ
の
知
見
が
な
く
て
も
、

大
き
な
国
際
大
会
の
運
営
が
で
き
た
の
だ
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。
ふ
た
た
び
主
税
局
担
当
と
な
り

ま
し
た
が
、
現
場
に
向
き
合
っ
て
任
務
を
し
っ

か
り
と
果
た
し
た
い
と
い
う
思
い
を
一
層
強
く

持
っ
て
い
ま
す
し
、
本
日
現
場
で
税
に
関
わ
っ

て
お
ら
れ
る
T
K
C
の
皆
さ
ま
に
お
話
し
す
る

機
会
を
い
た
だ
き
大
変
嬉
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
本
題
に
入
り
ま
す
。
本
日
の
テ
ー
マ

は
「
税
制
の
当
面
の
諸
課
題
」
で
す
。
わ
が
国

で
は
、
少
子
高
齢
化
、
働
き
方
や
ラ
イ
フ
コ
ー

ス
の
多
様
化
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
、
経
済

の
デ
ジ
タ
ル
化
な
ど
の
経
済
社
会
の
構
造
変
化

に
直
面
し
て
い
ま
す
。
税
制
に
お
い
て
も
、
こ

れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
に
対
応
し
て
、
各
税

目
が
果
た
す
べ
き
役
割
を
見
据
え
て
、
そ
の
あ

り
方
を
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
税
制
の
当
面
の
諸
課
題
に
つ
い
て
、

わ
れ
わ
れ
が
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
持
っ
て

い
る
の
か
を
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。

総
論

1税
は
「
社
会
共
通
の
費
用
を
賄
う
た
め
の
会
費
」

タ
ッ
ク
ス
・
ミ
ッ
ク
ス
で
バ
ラ
ン
ス
を
と
る

ま
ず
は
税
の
役
割
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

税
制
の
当
面
の
諸
課
題

財
務
省

財
務
省  

大
臣
官
房
審
議
官

大
臣
官
房
審
議
官（
主
税
局
担
当
）

（
主
税
局
担
当
）　　
中
村
英
正

中
村
英
正  

氏氏

■
と
き

：

令
和
5
年
10
月
20
日
㈮

講演Ⅰ
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そ
も
そ
も
「
税
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
な
の

で
す
が
、
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
の
が
、「
社
会

共
通
の
費
用
を
賄
う
た
め
の
会
費
」
と
い
う
こ

と
で
す
。
税
は
、
警
察
や
消
防
、
道
路
や
水
道

と
い
っ
た
社
会
イ
ン
フ
ラ
な
ど
社
会
に
必
要
と

さ
れ
る
公
的
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
負
担
を
み
ん
な

で
分
か
ち
合
う
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
税
の

役
割
に
は
、
財
源
調
達
機
能
と
い
う
、
公
的
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の
財
源
を
調
達
す
る
と
い

う
最
も
大
事
な
機
能
が
あ
り
、
他
に
も
、
所
得
再

分
配
機
能
や
経
済
の
安
定
化
機
能
が
あ
り
ま
す
。

で
は
、
税
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
。
現
代
社
会
で
は
、
生
産
活
動
は

主
と
し
て
労
働
や
資
本
を
投
入
し
た
事
業
活
動

に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
お
り
、
ど
の
局
面
に
租
税

の
負
担
能
力
（
担
税
力
）
を
求
め
る
か
に
応
じ
て
、

租
税
の
分
類
が
決
ま
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、

所
得
課
税
、
消
費
課
税
、
資
産
課
税
に
分
類
さ

れ
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
税
に
は
、
一
長
一
短
が

あ
り
ま
す
。
幅
広
い
分
野
に
わ
た
る
公
的
サ
ー

ビ
ス
の
費
用
を
賄
う
た
め
に
は
、
通
常
、
そ
れ

ぞ
れ
の
税
が
持
つ
特
徴
を
踏
ま
え
て
複
数
の
税

を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
全
体
と
し
て

バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
税
体
系
を
構
築
し
て
い
く

「
タ
ッ
ク
ス
・
ミ
ッ
ク
ス
」
の
考
え
方
が
大
事
で
す
。

税
の
3
原
則
「
公
平
・
中
立
・
簡
素
」

近
年
は
「
世
代
間
の
公
平
」
の
視
点
が
重
要

税
は
公
的
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
負
担
を
皆
で
分

か
ち
合
う
こ
と
と
お
話
し
し
た
の
で
す
が
、
そ

れ
を
実
現
す
る
た
め
の
税
制
の
よ
り
ど
こ
ろ
と

な
る
次
の
3
原
則
が
あ
り
ま
す
。

◎
「
負
担
の
公
平
性
」

◎
「
納
税
者
の
選
択
へ
の
中
立
性
」

◎
「
制
度
の
簡
素
性
」

ま
ず
「
公
平
性
」
で
す
が
、3
原
則
「
公
平
・

中
立
・
簡
素
」
の
中
で
も
、「
公
平
」
は
税
制

に
対
す
る
国
民
の
信
頼
の
基
礎
と
し
て
最
も
重

要
で
あ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。「
公
平
」
に

は
「
水
平
的
公
平
」
と
い
う
、
経
済
力
が
同
等

の
人
々
に
は
等
し
く
負
担
す
べ
き
で
あ
る
と
い

う
概
念
と
、「
垂
直
的
公
平
」
と
い
う
大
き
な

経
済
力
を
持
つ
人
は
よ
り
多
く
負
担
す
べ
き
で

あ
る
と
い
う
概
念
が
あ
り
ま
す
。

次
の
「
中
立
性
」
に
関
し
て
は
、
租
税
制
度

が
職
業
選
択
や
資
産
移
転
、
企
業
立
地
な
ど
の

納
税
者
の
選
択
を
ゆ
が
め
な
い
よ
う
に
す
る
こ

と
が
一
層
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
特
に

近
年
で
は
、
働
き
方
の
多
様
化
な
ど
に
伴
い
、

就
業
形
態
な
ど
に
対
す
る
中
立
性
を
確
保
し
て

photo.中島淳一郎

◎中村英正（なかむら・ひでまさ）氏
平成3年4月大蔵省（現財務省）入省、主税局税制第一課主税
企画官、同総務課主税企画官等を歴任。令和4年主計局次長、
令和5年7月から大臣官房審議官（主税局担当）。
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い
く
こ
と
が
今
ま
で
以
上
に
求
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。

三
つ
目
の
「
簡
素
性
」
に
つ
い
て
は
、
税
制

を
納
税
者
の
方
に
と
っ
て
理
解
し
や
す
い
も
の

に
し
、
国
民
の
納
税
手
続
き
の
負
担
軽
減
に
加

え
、
税
務
当
局
の
徴
収
コ
ス
ト
を
抑
え
、
租
税

回
避
行
動
を
誘
発
し
な
い
た
め
に
も
、
税
制
を

検
討
す
る
上
で
重
要
な
考
え
方
で
す
。
し
か
し

な
が
ら
、「
公
平
性
」
に
配
慮
し
た
政
策
を
検

討
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
制
度
が
ど
ん
ど
ん

精
緻
・
細
分
化
し
て
し
ま
い
、「
簡
素
性
」
と

は
相
い
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ト
レ
ー
ド
・
オ

フ
の
関
係
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
点

は
非
常
に
難
し
い
問
題
で
す
が
、
中
期
的
に
は

や
は
り
税
制
の
簡
素
化
と
い
う
原
点
に
立
ち
返

る
時
期
が
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。

先
ほ
ど
の
「
公
平
性
」
の
原
則
に
つ
い
て
、

「
水
平
的
公
平
」
と
「
垂
直
的
公
平
」
を
あ
げ
ま

し
た
が
、
近
年
で
は
「
世
代
間
の
公
平
」
と
い

う
視
点
も
重
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。
①
現
在
世

代
の
中
の
現
役
世
代
（
勤
労
者
）
と
引
退
し
た

世
代
（
退
職
者
）
と
の
バ
ラ
ン
ス
と
、
②
現
在

世
代
と
将
来
世
代
と
の
世
代
を
超
え
た
バ
ラ
ン

ス
─
─
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る

の
で
す
が
、
特
に
、
②
の
世
代
を
超
え
た
バ
ラ
ン

ス
に
つ
い
て
は
留
意
が
必
要
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
租
税
の
あ
り
方
を
選
択
す
る
こ
と

は
、
同
時
に
将
来
世
代
の
受
益
と
負
担
に
関
す

る
こ
と
も
少
な
か
ら
ず
決
め
て
し
ま
っ
て
い
る

面
が
あ
り
、
投
票
権
を
持
た
な
い
将
来
世
代
ま

で
も
含
む
「
世
代
を
超
え
た
公
平
」
が
、「
現

在
世
代
内
の
公
平
」
よ
り
も
、
ど
う
し
て
も
後

回
し
に
な
る
傾
向
が
あ
る
た
め
で
す
。

財
務
省
で
は
、
新
し
い
取
り
組
み
と
し
て
、

少
子
高
齢
化
、
環
境
問
題
、
財
政
悪
化
な
ど
私

た
ち
の
社
会
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
つ
い

て
、
未
来
を
想
像
し
、
未
来
に
生
き
る
人
た
ち

の
立
場
に
な
っ
て
み
る
こ
と
で
持
続
可
能
な
選

択
を
意
識
し
や
す
く
な
る
手
法
と
し
て
、
最
近

注
目
を
集
め
つ
つ
あ
る
「
フ
ュ
ー
チ
ャ
ー
デ
ザ

イ
ン
」
の
活
用
に
向
け
た
取
り
組
み
を
始
め
ま

し
た
。
未
来
の
人
の
視
点
か
ら
現
代
に
向
け
た

議
論
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
回
し
に
さ
れ

が
ち
な
将
来
世
代
の
視
点
を
考
慮
し
た
意
思
決

定
に
生
か
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

ま
す
。

ま
た
、
税
と
同
様
に
、
公
的
サ
ー
ビ
ス
の
財

源
と
し
て
負
担
す
る
も
の
と
し
て
、
社
会
保
険

料
が
あ
り
ま
す
。
社
会
保
険
料
は
、
加
齢
に
伴

う
稼
得
能
力
の
減
退
や
疾
病
と
い
っ
た
国
民
生

活
の
安
定
を
損
な
う
さ
ま
ざ
ま
な
リ
ス
ク
に
対

し
て
、
事
前
に
費
用
（
保
険
料
）
を
出
し
合
っ

て
必
要
な
場
合
に
構
成
員
で
助
け
合
う
仕
組
み

で
あ
る
社
会
保
険
の
財
源
で
す
。

保
険
料
の
拠
出
と
保
険
給
付
は
対
価
的
な

関
係
に
あ
り
、
保
険
料
負
担
の
見
返
り
に
給
付

を
受
け
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
給
付
の
権
利

性
が
強
い
こ
と
が
、
税
と
の
大
き
な
違
い
と
言

え
ま
す
。
他
方
、
社
会
保
険
料
は
、
税
と
並
ん
で
、

公
的
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
係
る
国
民
の
負
担
の

あ
り
方
を
左
右
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

税
制
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
社
会
保
険

料
と
の
関
係
も
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
ま
で
、
税
の
役
割
や
基
本
原
則
な
ど
に

つ
い
て
お
話
し
い
た
し
ま
し
た
。
繰
り
返
し
に

な
り
ま
す
が
、
税
と
は
「
社
会
共
通
の
費
用
を

賄
う
た
め
の
会
費
」
で
す
。
税
務
当
局
で
は
、

公
的
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
財

源
を
確
保
し
た
上
で
、「
公
平
・
中
立
・
簡
素
」

に
か
な
う
、
多
く
の
人
か
ら
納
得
感
が
得
ら
れ

る
よ
う
な
税
制
を
構
築
す
る
た
め
、
経
済
社
会

の
構
造
変
化
に
と
も
な
う
、
社
会
の
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
・
課
題
を
し
っ
か
り
と
把
握
し
、
将
来

生
じ
う
る
変
化
を
見
据
え
、
税
制
と
し
て
対
応

す
る
と
い
う
観
点
で
、
税
制
改
革
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

【
ス
ラ
イ
ド
1
】（
次
頁
）
に
個
別
税
目
の
現
状

と
課
題
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
は
、
税

目
ご
と
の
主
な
課
題
と
課
題
へ
の
取
り
組
み
を

ご
説
明
い
た
し
ま
す
。



TKC　2024・1（TKCタックスフォーラム2023）19

TKCタックスフォーラム2023　講演ⅠTKCタックスフォーラム2023　講演Ⅰ

個
人
所
得
課
税

（1）働き方などの選択に中立的な税制の構築
◦30年度改正（特定の収入に対応する控除から人的控除に重点をシフト）に続き、公平かつ働き方に中立的な税

制を検討
◦企業年金・個人年金等に関する税制について、拠出・運用・給付の各段階を通じた適正な負担の観点も踏まえ

て検討
◦給与・退職一時金・年金給付間の税負担のバランスに留意
◦個人住民税については、引き続き充実確保を図るとともに、地域社会を取り巻く経済社会情勢等の変化にも留意

（2）所得再分配機能の適切な発揮の観点からの検討
◦総合課税と分離課税分を統合した税負担率の分布状況を分析し、データに基づき必要な検討
◦29年度及び30年度改正の見直しの影響も見極めつつ、引き続き、所得控除のあり方を検討

（3）税制の信頼を高めるための取組み
◦デジタル技術を活用した納税者の利便性向上 （正確な記帳を通じた事業者の簡便・適正な申告・納税）
◦公平性確保に向けた取組み（暗号資産取引やプラットフォーム取引、租税特別措置）

消
費
課
税

（1）消費税
◦更なる増加が見込まれる社会保障給付を安定的に支える観点からも、消費税が果たす役割は今後とも重要
◦国境を越えた役務提供への課税（プラットフォーム事業者を通じた課税の実現）
◦地方における社会保障の安定財源の確保等の上で、地方消費税は重要

（2）酒税・たばこ税
◦同種・同等のものには同様の負担を求める消費課税の基本的考え方に沿って負担のあり方を検討

（3）自動車・エネルギー関係諸税
◦自動車関係諸税は、電気自動車等の普及を念頭に置いて、受益者・原因者負担の原則を踏まえ見直し
◦石油石炭税は、その税収を燃料の安定供給や省エネ対策等に活用するという目的・財政需要等に留意しつつ、

あり方を検討

国
際
課
税

◦「2本の柱」からなる解決策（市場国への新たな課税権の配分（「第1の柱」）、グローバル・ミニマム課税（「第2
の柱」））の実施に向けた取組みが最重要

◦国際課税ルールや経済構造の変化に対応した、租税条約ネットワークの質・量の更なる拡充
◦個人・法人の租税回避等への対処、税に関する情報交換の促進も図っていく必要

資
産
課
税
等

（1）相続税・贈与税
◦経済社会の構造変化や税制の負担構造のフラット化の中で、再分配機能を有する相続税は引き続き重要な役割
◦課税方式のあり方については、相続のあり方に関する国民の考え方なども踏まえ、幅広い観点から議論する必要
◦相続税・贈与税分野の各種特例措置について、政策目的の今日的妥当性、政策目的との整合性、適用実態等を

踏まえつつ検討
（2）固定資産税等

◦市町村が住民サービスを提供するために必要な基幹税として、引き続きその安定的な確保が必要
◦税負担の公平性等の観点から、土地に係る負担水準の均衡化の促進等を図ることが必要

法
人
課
税

（1）法人税
◦所得税、消費税とともに基幹税として、安定的な財源としての役割を果たす必要
◦「成長志向の法人税改革」は、客観的・実証的な検証が必要

（2）租税特別措置
◦必要性・有効性があるものに限り、期限を区切るのが原則
◦適切なデータを用いた効果検証を踏まえ、不断に見直す必要（EBPM）

（3）地方法人課税
◦社会経済状況の変化等に対応し、外形標準課税のあり方を検討
◦分割基準のあり方、偏在性の小さい地方税体系の構築についても不断に検討

納
税
環
境
整
備

◦記帳水準の向上や第三者から提供されるデータを活用した確定申告の実現等の税務手続のデジタル化を推進
◦eLTAXを通じた申告･納付等の地方税務手続のデジタル化等を推進
◦適正な申告・納税の実現や申告の利便性向上の観点から、暗号資産取引やプラットフォームを介した取引に係る

法定調書や報告のあり方を検討
◦税務調査への非協力等や第三者による不正加担、課税逃れといった税に対する公平感を大きく損なう行為への対

応を検討

▪スライド1
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所
得
税

2合
計
所
得
金
額
1
億
円
を
境
に
所
得
税
負
担
率
が

低
下
す
る
「
1
億
円
の
壁
」
に
対
応

ま
ず
、
所
得
税
に
関
し
て
お
話
し
い
た
し
ま

す
。
所
得
に
応
じ
て
公
的
サ
ー
ビ
ス
の
財
源
を

支
え
合
う
た
め
の
基
幹
税
と
し
て
、
引
き
続
き
、

財
源
調
達
機
能
と
所
得
再
分
配
機
能
を
発
揮
さ

せ
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
て
い
ま
す
。

近
年
、
個
人
所
得
課
税
に
関
し
て
は
「
所
得

再
分
配
」「
金
融
所
得
」「
働
き
方
等
へ
の
中
立

性
」
等
の
観
点
か
ら
見
直
し
を
行
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
令
和
5
年
度
税
制
改
正
に
お
い

て
は
、「
資
産
所
得
倍
増
」「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

育
成
」
の
た
め
の
抜
本
的
な
税
制
措
置
を
講
じ

つ
つ
、
い
わ
ゆ
る
「
1
億
円
の
壁
」
の
問
題
に

も
対
応
し
て
い
ま
す
。

【
ス
ラ
イ
ド
2
】（
下
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

こ
れ
は
所
得
税
負
担
率
と
合
計
所
得
金
額
と
の

関
係
性
を
示
す
グ
ラ
フ
で
す
。
グ
ラ
フ
で
は
、

合
計
所
得
金
額
1
億
円
を
頂
点
と
す
る
山
の
形

を
描
い
て
お
り
、
合
計
所
得
金
額
が
1
億
円
を

超
え
る
と
所
得
税
負
担
率
が
低
下
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
の
背
景
に
は
、
1
億
円

を
超
え
た
ば
か
り
の
層
で
は
土
地
建
物
の
長
期

譲
渡
所
得
の
割
合
が
高
く
、
さ
ら
に
高
所
得
者

層
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
合
計
所
得
金
額
の
う
ち

株
式
の
譲
渡
所
得
の
占
め
る
割
合
が
高
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
実
は
「
1
億
円
の

壁
」
と
言
い
ま
し
て
も
、
所
得
の
源
泉
に
よ
っ
て

差
が
出
て
く
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
も
う
一
度
ス
ラ
イ
ド
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。
令
和
5
年
度
税
制
改
正
で
は
、
合
計
所

得
金
額
で
大
き
く
分
け
た
三
つ
の
税
制
措
置
を

考
え
て
い
ま
す
。

①
主
と
し
て
1
億
円
ま
で
の
層
の
方
を
念
頭
に
、

N
I
S
A
の
抜
本
的
拡
充
・
恒
久
化
を
通
じ

た
「
資
産
所
得
倍
増
」
と
「
貯
蓄
か
ら
投
資
」

を
後
押
し
す
る
措
置
。

②
主
と
し
て
1
億
円
を
超
え
た
層
の
方
を
念
頭

に
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
の
供
給
の
担
い
手
に
な

っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
ス

タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
へ
の
再
投
資
に
係
る
非

課
税
措
置
の
創
設
。

こ
の
よ
う
に
ま
ず
は
、
1
億
円
を
境
に
し
た

両
方
の
層
の
方
に
、
所
得
の
底
上
げ
等
を
目
指

し
た
対
応
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
③
極
め
て
所
得
が
高
い
方
、
お
お
よ

そ
合
計
所
得
金
額
が
30
億
円
を
超
え
る
方
に
つ

い
て
は
、
格
差
是
正
と
い
う
観
点
か
ら
最
低
限

の
負
担
を
求
め
る
、い
わ
ゆ
る
「
1
億
円
の
壁
」

へ
の
対
応
も
行
っ
て
い
ま
す
。

「
働
き
方
等
へ
の
中
立
性
」
へ
の
対
応
と
し
て

退
職
所
得
課
税
制
度
の
あ
り
方
を
検
討
す
る

も
う
一
つ
、
所
得
税
関
係
の
課
題
と
し
て
、

退
職
所
得
課
税
制
度
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
今
年
の
6
月
に
閣
議
決
定
さ

れ
た
「
新
し
い
資
本
主
義
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ

ン
及
び
実
行
計
画
2
0
2
3
」
に
お
い
て
、「
退

職
所
得
課
税
制
度
等
の
見
直
し
」
の
項
目
で
「
勤

続
20
年
を
境
に
、
勤
続
1
年
当
た
り
の
控
除
額

▪スライド2

個人所得課税の見直し（令和５年度改正）

⃝「資産所得倍増」「スタートアップ育成」のための抜本的な税制措置を 
講じつつ、いわゆる「１億円の壁」の問題にも対応しています。

「資産所得倍増」「貯蓄から投資へ」

いわゆる「1億円の壁」への対応

（所得税負担率）

（合計所得金額）
1億円

スタートアップ・エコシステムの抜本的強化
NISAの抜本的拡充・恒久化

極めて高い所得に対し、
最低限の負担を求める措置

スタートアップへの再投資に係る非課税措置
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が
40
万
円
か
ら
70
万
円
に
増
額
さ
れ
る
と
こ
ろ
、

こ
れ
が
自
ら
の
選
択
に
よ
る
労
働
移
動
の
円
滑

化
を
阻
害
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
」
と
の

記
述
が
あ
り
ま
し
た
。
現
行
の
課
税
の
仕
組
み

は
、
終
身
雇
用
を
前
提
と
し
て
お
り
、
勤
続
年

数
が
長
い
ほ
ど
厚
く
支
給
さ
れ
る
退
職
金
の
支

給
形
態
を
反
映
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
の

で
、
近
年
の
働
き
方
の
多
様
性
を
踏
ま
え
る
と
、

働
き
方
に
中
立
で
は
な
い
と
言
え
ま
す
。
そ
こ

で
中
立
的
な
税
制
の
あ
り
方
を
検
討
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

相
続
税
・
贈
与
税

3諸
外
国
は
贈
与
税
と
相
続
税
を
統
合
す
る
傾
向

相
続
時
精
算
課
税
と
暦
年
課
税
を
見
直
す

相
続
税
に
つ
い
て
は
、
平
成
25
年
に
続
く
大

き
な
改
正
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
根
本
に
は
、

少
子
高
齢
化
に
よ
る
「
老
老
相
続
」
の
増
加
が

加
速
し
て
い
る
た
め
、
最
も
お
金
が
必
要
と
さ

れ
て
い
る
若
年
世
代
へ
の
相
続
に
よ
る
資
産
移

転
が
進
ん
で
な
い
と
い
う
事
実
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
1
9
0
0
兆
円
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る

個
人
金
融
資
産
残
高
の
う
ち
、
60
歳
代
以
上
が

65
％
（
1
2
0
0
兆
円
）
の
資
産
を
保
有
し
て
い

る
と
い
う
デ
ー
タ
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
か
ら

も
な
る
べ
く
早
く
、
若
年
世
代
へ
資
産
が
移
り

有
効
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
経
済
社
会
の

活
性
化
に
つ
な
が
る
と
い
っ
た
こ
と
が
期
待
さ

れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
贈
与
税
に
は
、
生
前
に
贈
与
す

る
こ
と
で
相
続
税
の
課
税
を
回
避
す
る
行
為
を

防
ぐ
と
い
う
意
味
で
、
相
続
税
を
補
完
す
る
役

割
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
相
続
税
よ
り
も
贈

与
税
の
税
率
の
方
が
高
く
な
っ
て
い
て
、
ま
す

ま
す
資
産
移
転
が
進
み
に
く
い
。
一
方
で
、
相

続
税
が
最
高
税
率
ま
で
到
達
し
て
い
る
人
に
と

っ
て
は
贈
与
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
よ
う
な
、

資
産
の
大
き
さ
に
応
じ
て
不
公
平
な
面
が
出
て

き
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
相
続
・
贈
与
に
係
る
税
負
担
を
一

定
に
し
て
い
く
た
め
、「
資
産
移
転
の
時
期
の

選
択
に
よ
り
中
立
的
な
税
制
」
に
し
て
い
こ
う

と
い
う
問
題
意
識
が
あ
り
ま
す
。

税
制
を
考
え
る
う
え
で
、
諸
外
国
の
制
度
を

見
て
み
ま
す
と
、
贈
与
税
と
相
続
税
は
統
合
さ

れ
る
方
向
に
あ
り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
一

生
涯
の
累
積
贈
与
額
と
相
続
財
産
額
に
対
し
て

一
体
的
に
課
税
さ
れ
て
い
ま
す
。
ド
イ
ツ
や
フ

ラ
ン
ス
で
も
、
一
定
期
間
の
累
積
贈
与
額
と
相

続
財
産
額
に
対
し
て
一
体
的
に
課
税
し
て
い
ま
す
。

日
本
で
は
、
贈
与
税
と
相
続
税
は
別
体
系
で
、

贈
与
税
で
暦
年
課
税
を
選
択
す
る
と
相
続
前
3

年
間
の
贈
与
の
み
相
続
財
産
額
に
加
算
し
て
相

続
税
を
課
税
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
相
続
時
精
算
課
税
の
使
い
勝
手
を

よ
く
す
る
と
と
も
に
、
歴
年
課
税
と
相
続
税
を

で
き
る
だ
け
統
合
し
て
い
こ
う
と
い
う
考
え
方

の
も
と
、
相
続
時
精
算
課
税
に
つ
い
て
は
、
年

間
1
1
0
万
円
の
基
礎
控
除
を
創
設
す
る
と
と

も
に
、
歴
年
課
税
に
つ
い
て
も
加
算
期
間
の
3

年
間
を
4
年
間
延
長
し
7
年
間
に
い
た
し
ま
し

た
。
こ
の
延
長
4
年
間
に
受
け
た
贈
与
に
つ
い

て
は
総
額
1
0
0
万
円
ま
で
相
続
財
産
に
加
算

し
な
い
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
生
前
贈
与
で
も
相
続
で
も
ニ

ー
ズ
に
即
し
た
資
産
移
転
が
行
わ
れ
る
よ
う
、

資
産
移
転
の
時
期
に
中
立
的
な
税
制
を
構
築
し
、

若
年
世
代
へ
の
資
産
移
転
に
つ
な
が
る
こ
と
を

期
待
し
て
い
ま
す
。

法
人
税

4法
人
実
効
税
率
は
段
階
的
な
引
き
下
げ
実
施

E
B
P
M
の
観
点
か
ら
効
果
の
検
証
が
必
要

法
人
税
に
つ
い
て
は
、
企
業
の
活
動
が
、
わ

が
国
経
済
に
お
い
て
大
き
な
比
重
を
占
め
る
中
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で
、
個
人
所
得
課
税
、
消
費
課
税
と
と
も
に
基

幹
税
と
し
て
、
政
府
の
安
定
的
な
財
源
と
し
て

の
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

近
年
の
法
人
税
改
革
は
、
平
成
27
年
度
・
平

成
28
年
度
税
制
改
正
に
お
け
る
「
成
長
志
向
の

法
人
税
改
革
」
等
、
社
会
情
勢
に
合
わ
せ
て
、

わ
が
国
の
立
地
競
争
力
や
企
業
の
国
際
競
争
力

の
観
点
か
ら
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。
今

後
は
、
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
が
果
た
し
て
期

待
さ
れ
た
効
果
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
の

か
、
客
観
的
・
実
証
的
な
検
証
が
必
要
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。

当
局
で
は
、
E
B
P
M
（E

vidence B
ased 

Policy M
aking

：
証
拠
に
基
づ
く
政
策
立
案
）
の
観

点
を
取
り
入
れ
て
、
客
観
的
な
デ
ー
タ
に
基
づ

い
た
有
効
性
の
検
証
に
取
り
組
も
う
と
勉
強
会

を
始
め
て
い
ま
す
。
当
然
な
が
ら
、
現
在
も
、

税
や
予
算
の
制
度
を
企
画
・
立
案
す
る
際
に
デ

ー
タ
を
用
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
制

度
開
始
後
に
、
政
策
目
的
に
か
な
っ
た
効
果
を

あ
げ
て
い
る
か
を
定
点
観
測
す
る
こ
と
に
よ
り
、

納
税
者
と
し
て
の
国
民
の
皆
さ
ま
に
対
す
る
説

明
責
任
（
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
）
を
果
た
す

必
要
性
も
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
こ
で
、
法
人
税
制
度
に
つ
い
て
振
り
返
り

た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
法
人
税
収
で
す
が
、

法
人
実
効
税
率
は
段
階
的
に
引
き
下
げ
ら
れ
て

き
ま
し
た
が
、
足
元
の
法
人
税
収
は
増
加
し
て

い
ま
す
。
税
率
は
企
業
の
成
長
力
や
国
際
競
争

力
を
確
保
す
る
た
め
に
引
き
下
げ
て
き
た
結
果
、

法
人
実
効
税
率
を
諸
外
国
と
比
較
し
て
も
、
昔

と
比
べ
る
と
か
な
り
拮
抗
す
る
と
こ
ろ
ま
で
来

ま
し
た
。
こ
の
法
人
実
効
税
率
の
引
き
下
げ
以

外
に
も
、
賃
金
引
き
上
げ
の
促
進
や
、
研
究
開

発
投
資
、
設
備
投
資
を
後
押
し
す
る
政
策
税
制

に
、
毎
年
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
税
制
上
の
取
り
組
み
の
下

で
の
企
業
活
動
の
状
況
を
見
て
み
ま
す
。
ま
ず
、

賃
金
水
準
は
30
年
以
上
に
わ
た
り
ほ
ぼ
横
ば
い

の
状
態
で
あ
り
、
海
外
へ
の
設
備
投
資
は
増
加

傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
国
内
へ
の
設
備
投
資
は

横
ば
い
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
中
、
企

業
の
内
部
留
保
や
株
主
還
元
が
増
加
傾
向
に
あ

り
、
全
て
の
企
業
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
企
業

が
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
よ
り
も
経
費
削
減
や
値
下

げ
に
競
争
力
の
源
泉
を
求
め
た
結
果
、
経
済
全

体
と
し
て
は
ど
ん
ど
ん
縮
小
し
て
い
っ
た
と
い

う
現
状
が
見
え
て
き
ま
す
。
与
党
の
令
和
4
年

度
税
制
改
正
大
綱
で
は
、
近
年
取
り
組
ん
で
き

た
法
人
税
改
革
も
、
意
図
し
た
成
果
を
上
げ
て

こ
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
総
括
さ

れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
デ
ー
タ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
税

制
が
ダ
メ
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
先

ほ
ど
申
し
上
げ
た
E
B
P
M
の
観
点
な
ど
も
取

り
入
れ
な
が
ら
、
積
極
的
に
未
来
へ
の
投
資
を

行
う
企
業
に
対
し
て
は
、
引
き
続
き
、
真
に
有

効
な
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
十
分
な
投
資
余

力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
活
用
さ
れ
て
い
な

い
場
合
に
、
企
業
の
行
動
変
容
を
促
す
た
め
に

ど
の
よ
う
な
対
応
を
講
ず
る
べ
き
か
と
い
う
視

点
か
ら
も
幅
広
く
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。

国
際
課
税

5国
際
課
税
ル
ー
ル
の
着
実
な
実
施
に
向
け
て

多
数
国
間
条
約
批
准
や
税
制
改
正
を
進
め
る

次
は
国
際
課
税
で
す
。
国
際
課
税
制
度
は
、

国
際
的
に
活
動
す
る
企
業
・
個
人
の
課
税
関
係

を
調
整
す
る
仕
組
み
で
す
。
国
際
的
に
ル
ー
ル

を
統
一
化
・
明
確
化
し
て
お
く
こ
と
が
経
済
活

動
や
行
政
に
と
っ
て
重
要
で
す
の
で
、
日
本
の

国
際
課
税
制
度
は
、
国
際
的
な
議
論
も
踏
ま
え

て
設
計
し
て
い
ま
す
。

近
年
の
主
な
国
際
的
な
取
り
組
み
と
し
て
、

「
B
E
P
S
（B

ase E
rosion

 an
d

 P
rofit 

Shifting

：
税
源
侵
食
と
利
益
移
転
）」
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
多
国
籍
企
業
に
よ
る
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国
際
的
な
課
税
逃
れ
を
防
ぎ
、
公
平
な
競
争
条

件
を
整
え
る
た
め
に
、
経
済
協
力
開
発
機
構

（
O
E
C
D
）
や
G
20
が
中
心
と
な
っ
て
進
め
た
も

の
で
、
2
0
1
5
年
10
月
に
主
要
国
間
で
作
業

を
進
め
る
こ
と
に
合
意
し
、
G
20
メ
ン
バ
ー
を
核

と
し
て
現
在
1
4
0
以
上
の
国
・
地
域
が
参
加

す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。

B
E
P
S
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
も
と
で
、
最
近

の
主
な
取
り
組
み
と
し
て
、
2
0
2
1
年
10
月

に
は
O
E
C
D
／
G
20
の
「
B
E
P
S
包
摂
的

枠
組
み
」
に
お
い
て
、
経
済
の
デ
ジ
タ
ル
化
に

伴
う
課
税
上
の
対
応
に
つ
い
て
の
国
際
的
な
合

意
が
実
現
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
示
さ
れ
た
の
が

「
第
1
の
柱
」（
市
場
国
へ
の
新
た
な
課
税
権
の
配
分
）

と
「
第
2
の
柱
」（
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
課
税
）

で
す
。

全
体
像
は
、【
ス
ラ
イ
ド
3
】（
下
）の
通
り
で
す
。

①
第
1
の
柱（
市
場
国
へ
の
新
た
な
課
税
権
の
配
分
）

第
1
の
柱
に
つ
い
て
は
、
企
業
所
在
地
国
と

市
場
国
が
異
な
り
、
市
場
国
に
恒
久
的
施
設

（Perm
anent Establishm

ent

：
P
E
）
が
無
い
た

め
に
、
課
税
で
き
な
い
問
題
へ
の
解
決
策
と
な

り
ま
す
。
2
0
2
5
年
中
の
多
数
国
間
条
約
の

発
効
を
目
指
し
て
、
条
文
の
最
終
化
に
取
り
組
ん

で
お
り
ま
す
。

②
第
2
の
柱
（
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
課
税
）

第
2
の
柱
は
、
軽
課
税
国
へ
の
利
益
移
転
に
よ

る
課
税
回
避
へ
の
対
抗
策
と
し
て
示
さ
れ
て
い
ま

す
。
日
本
に
お
い
て
は
、
令
和
5
年
度
税
制
改
正

に
お
い
て
、
所
得
合
算
ル
ー
ル
（
I
I
R
）
を
法
制

化
済
み
で
、
軽
課
税
所
得
ル
ー
ル
（
U
T
P
R
）
お

よ
び
国
内
ミ
ニ
マ
ム
課
税
（
Q
D
M
T
T
）
の
法
制

化
な
ど
残
存
論
点
は
、
令
和
6
年
度
以
降
の
改

正
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

以
上
、
国
際
課
税
に
つ
い
て
は
、「
2
本
の

柱
」
に
基
づ
く
国
際
課
税
ル
ー
ル
の
見
直
し
の

着
実
な
実
施
に
向
け
て
、
多
数
国
間
条
約
の
策

定
・
批
准
や
税
制
の
改
正
を
進
め
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

消
費
課
税

6イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
定
着
に
向
け
て

広
報
・
周
知
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
く

消
費
税
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
障
制
度
に
お

け
る
社
会
保
険
料
を
補
完
す
る
財
源
と
し
て
、

今
後
も
さ
ら
な
る
増
加
が
見
込
ま
れ
る
社
会
保

障
給
付
を
安
定
的
に
支
え
る
観
点
か
ら
も
、
そ

の
役
割
は
と
て
も
重
要
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
消
費
税
で
は
、
10
月
1
日
か
ら
イ
ン
ボ

イ
ス
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。
事
業
者
の
対
応

状
況
は
、
9
月
30
日
時
点
で
は
、
課
税
事
業
者

約
3
0
0
万
者
の
ほ
ぼ
全
事
業
者
が
イ
ン
ボ
イ

ス
発
行
事
業
者
の
登
録
申
請
を
完
了
し
て
お
り
、

免
税
事
業
者
も
1
2
4
万
者
程
度
が
登
録
申
請

済
み
と
認
識
し
て
い
ま
す
。
課
税
事
業
者
へ
の

転
換
を
検
討
さ
れ
て
い
る
方
に
つ
き
ま
し
て
も
、

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
へ
の
円
滑
な
移
行
を
進
め
る

た
め
の
「
免
税
事
業
者
か
ら
の
仕
入
れ
に
係
る

経
過
措
置
」
を
設
け
て
い
ま
す
の
で
、
経
過
措

▪スライド3

「２本の柱」の全体像

「利益A」（Amount A）
▶市場国への新たな課税権の配分
▶多数国間条約により実施

GloBEルール
▶15％の最低実効税率によるグローバ

ル・ミニマム課税
▶各国国内法により実施

「利益B」（Amount B）
▶基礎的なマーケティング・販売活動に対する

移転価格税制の執行に係る簡素化・合理化
▶移転価格ガイドライン改訂により実施

租税条約上の最低課税ルール
（Subject to Tax Rule：STTR）

▶軽課税国の関連者に対する支払について源
泉地国（途上国が対象）に一定の課税権を認
めるもの

▶多数国間条約又はバイ条約により実施

「第1の柱」 「第2の柱」
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置
期
間
中
に
対
応
を
検
討
い
た
だ
け
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。

新
し
い
制
度
で
す
の
で
、
当
面
は
い
ろ
い
ろ

な
面
で
不
安
が
あ
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
す
。

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導
入
に
あ
た
り
事
業
者
支

援
策
と
し
て
次
の
支
援
策
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

①
相
談
体
制
の
強
化

②
税
制
措
置

「
小
規
模
事
業
者
に
対
す
る
納
税
額
に
係
る
負

担
軽
減
措
置
」「
少
額
取
引
に
係
る
事
務
負
担

軽
減
策
」「
免
税
事
業
者
か
ら
の
仕
入
れ
に
係

る
経
過
措
置
」

③
予
算
措
置

「
I
T
導
入
補
助
金
」「
持
続
化
補
助
金
」

④
取
引
環
境
の
整
備

公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
独
占
禁
止
法
等
の

Q
&
A
の
公
表
や
業
界
団
体
へ
の
法
令
遵
守
要

請
の
実
施
等

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
開
始
後
の
税
務
調
査
の
運

用
に
つ
い
て
、
心
配
す
る
声
も
う
か
が
っ
て
い

ま
す
。
国
税
庁
に
お
い
て
は
、
納
税
者
や
税
理

士
の
皆
さ
ま
の
理
解
を
得
な
が
ら
、
前
述
の
支

援
策
も
活
用
し
つ
つ
、
引
き
続
き
、
適
正
・
公

平
な
納
税
の
実
現
に
向
け
て
、
ま
ず
は
制
度
の

定
着
が
図
れ
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
と

し
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
つ
い
て
は
、
国

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
特

設
サ
イ
ト
」
を
設
け
る
な
ど
、
制
度
の
定
着
に

向
け
た
、
周
知
・
広
報
活
動
に
引
き
続
き
取
り

組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

納
税
整
備
環
境

7税
務
手
続
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
と

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
確
保
に
取
り
組
む

納
税
環
境
整
備
に
つ
い
て
、
2
点
お
話
し
い

た
し
ま
す
。

①
税
務
手
続
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進

近
年
の
経
済
社
会
の
デ
ジ
タ
ル
化
等
を
踏
ま

え
て
、
納
税
者
が
簡
便
か
つ
適
正
に
申
告
・
納

付
を
行
う
た
め
の
税
務
手
続
の
デ
ジ
タ
ル
化
の

推
進
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

特
に
、
電
子
帳
簿
等
保
存
制
度
に
つ
い
て
は
、

ご
承
知
の
通
り
、
電
子
取
引
デ
ー
タ
の
保
存
制

度
に
つ
い
て
、
令
和
4
年
度
税
制
改
正
で
設
け

ら
れ
た
経
過
措
置
を
、
令
和
5
年
度
税
制
改
正

に
お
い
て
、
適
用
期
限
（
令
和
5
年
12
月
31
日
）

の
到
来
を
も
っ
て
廃
止
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る

場
合
、
そ
の
取
引
デ
ー
タ
の
出
力
書
面
の
提

示
・
提
出
の
求
め
お
よ
び
そ
の
電
子
取
引
デ
ー

タ
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
の
求
め
に
応
じ
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
し
て
お
け
ば
、
保
存
要
件
を
不

要
と
し
て
、
電
子
取
引
デ
ー
タ
の
保
存
を
可
能

と
し
て
い
ま
す
。
ス
キ
ャ
ナ
保
存
制
度
に
つ
い

て
も
、
制
度
の
利
用
促
進
を
図
る
観
点
か
ら
、

さ
ら
な
る
要
件
緩
和
措
置
を
講
じ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
電
子
帳
簿
等
保
存
制
度
に
お
い
て
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は
、
優
良
電
子
帳
簿
の
範
囲
の
見
直
し
が
行
わ

れ
、
令
和
5
年
度
税
制
改
正
で
は
、「
そ
の
他

必
要
な
帳
簿
」
に
つ
い
て
、
申
告
に
直
接
結
び

つ
き
や
す
い
経
理
誤
り
全
体
を
是
正
し
や
す
く

す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
対
象
と
な
る
帳
簿
の

範
囲
を
明
確
化
し
ま
し
た
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
引
き
続
き
、
皆
さ
ま

か
ら
の
ご
意
見
を
う
か
が
い
な
が
ら
、
ま
ず
は

改
正
後
の
効
果
を
し
っ
か
り
と
検
証
し
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

②
納
税
に
お
け
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
確
保

税
務
調
査
へ
の
非
協
力
や
第
三
者
に
よ
る
不

正
加
担
、
課
税
逃
れ
と
い
っ
た
税
に
対
す
る
公

平
感
を
大
き
く
損
な
う
行
為
に
対
し
て
は
、
加

重
措
置
の
整
備
な
ど
を
行
っ
て
お
り
、
し
っ
か

り
と
対
応
し
て
ま
い
り
ま
す
。

財
政・税
制
に
対
す
る
国
民
の
意
識

8国
民
と
の
認
識
ギ
ャ
ッ
プ
を
理
解
し
、

対
話
を
通
じ
て
最
適
解
を
考
え
る

最
後
の
テ
ー
マ
で
す
。
わ
れ
わ
れ
財
務
省
と

国
民
の
皆
さ
ま
と
の
間
に
、
財
政
・
税
制
に
対

す
る
認
識
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
普
段
か
ら
感
じ
る
と

こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
数
値
的
に
明
ら
か

に
し
た
興
味
深
い
ア
ン
ケ
ー
ト
が
あ
り
ま
し
た

の
で
、
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

公
益
財
団
法
人
東
京
財
団
政
策
研
究
所
が
今

年
3
月
に
発
表
し
た
「
経
済
学
者
及
び
国
民
全

般
を
対
象
と
し
た
経
済
・
財
政
に
つ
い
て
の
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
」
で
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
は
昨
年

11
月
に
行
わ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
中
で
経
済
・

財
政
に
つ
い
て
、
13
個
の
共
通
質
問
に
対
し
て
、

大
学
・
研
究
機
関
に
所
属
す
る
経
済
学
者
と
ネ

ッ
ト
調
査
会
社
を
通
じ
て
参
加
し
た
一
般
の
方

（
国
民
）
が
回
答
し
て
い
ま
す
。

両
者
の
回
答
は
、
乖
離
の
小
さ
い
も
の
も
あ

れ
ば
大
き
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
財
政

赤
字
問
題
へ
の
認
識
に
つ
い
て
は
、
両
者
と
も

「
大
変
な
問
題
で
あ
る
」
と
の
回
答
が
一
番
多

く
、
経
済
学
者
が
44
・
3
％
、
国
民
が
40
・
4

％
と
大
き
な
差
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
財
政
赤
字
の
原
因
に
関
す
る
質
問

に
つ
い
て
、
経
済
学
者
が
最
も
多
く
選
ん
だ
の

が
「
社
会
保
障
費
」（
72
・
0
％
）、次
い
で
「
公

共
事
業
」（
19
・
5
％
）
で
し
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、
国
民
が
最
も
多
く
選
ん
だ
の
は
「
政
治
の

無
駄
遣
い
」（
71
・
5
％
）、
次
が
「
高
い
公
務

員
の
人
件
費
」（
40
・
4
％
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
非
常
に
耳
の
痛
い
結
果
で

す
が
、
こ
の
よ
う
に
両
者
に
大
き
な
乖
離
が
見

ら
れ
ま
し
た
。

経
済
学
者
の
回
答
は
、
財
務
省
の
感
覚
と
似

て
お
り
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
通
じ
て
認
識
の

ギ
ャ
ッ
プ
を
知
る
よ
い
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

財
政
・
税
制
の
あ
り
方
は
、
財
務
省
と
い
う
財

政
当
局
の
視
点
と
国
民
の
皆
さ
ま
の
視
点
が
異

な
る
の
は
当
然
の
こ
と
だ
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
が
正
し
い
の
で

従
っ
て
く
だ
さ
い
、
と
い
う
対
応
で
は
、
ギ
ャ

ッ
プ
を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
考
え

て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
総
論
の
中
で
「
フ
ュ
ー

チ
ャ
ー
デ
ザ
イ
ン
」
に
関
す
る
取
り
組
み
を
紹

介
し
ま
し
た
が
、
ま
ず
は
お
互
い
の
立
場
を
超

え
て
、
何
が
違
う
の
か
を
対
話
に
よ
る
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
、
お
互
い
の
意
見
を

き
ち
ん
と
聞
い
て
、「
立
場
が
違
う
か
ら
意
見

が
違
う
の
だ
な
」
と
い
う
共
通
認
識
を
持
つ
こ

と
を
第
1
段
階
と
し
て
、
第
2
段
階
で
は
そ
の

中
で
お
互
い
に
と
っ
て
最
適
な
解
を
一
緒
に
な

っ
て
考
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
大
事
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
財
務
省
で
は
、
引
き

続
き
税
に
対
す
る
理
解
を
さ
ら
に
深
め
て
い
た

だ
く
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
行
っ
て

ま
い
り
ま
す
。
本
日
は
、
ご
清
聴
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。（

構
成
／
T
K
C
出
版　

石
原　

学
）


