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ご
あ
い
さ
つ

本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
「
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
総
括
と
今
後
の
展
望
」
と
題
し
て
行
い
ま
す
。

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
（B

ase E
rosion and P

rofit S
hifting

：
税
源
侵
食
と
利
益
移
転
）
と
は
、
企
業
が
国
際

ビ
ジ
ネ
ス
で
得
た
利
益
を
、
実
質
的
に
経
済
活
動
を
行
っ
て
い
る
国
か
ら
税
金
の
安
い
国
へ
移
転
す
る

こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
租
税
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
で
す
。
こ
の
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
が
議
論
に
な
っ
た
の
は
、
ス

タ
ー
バ
ッ
ク
ス
な
ど
多
国
籍
企
業
の
一
部
で
節
度
を
欠
い
た
節
税
対
策
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け

で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
日
本
企
業
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
関
心
が
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
事
実
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
昨
年
10
月
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
で
こ
の
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
対
策
に
つ
い
て
の
新
た
な
枠
組
み
が
合

意
さ
れ
、
そ
の
後
Ｇ
20
で
も
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
身
は
こ
れ
ま
で
の
国
際
租
税
の
枠
組
み
を
大

き
く
変
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
後
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
な
ら
び
に
Ｇ
20
の
加
盟
各
国
が
こ
の
新
た
な

枠
組
み
に
沿
っ
て
着
実
に
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
国
際
社
会
も
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
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日
本
で
も
す
で
に
２
０
１
６
年
度
の
税
制
改
正
で
そ
の
一
部
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
し
、
今
後

の
税
制
改
正
に
向
け
、
経
済
界
と
し
て
も
意
見
を
提
起
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
昨
今

パ
ナ
マ
文
書
な
る
も
の
が
非
常
に
大
き
な
話
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
だ
必
ず
し
も
内
容
は
は
っ
き
り

し
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
の
動
き
も
注
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

当
研
究
所
で
は
３
年
ほ
ど
前
か
ら
経
団
連
と
も
連
携
を
と
り
な
が
ら
、
こ
の
後
お
話
し
い
た
だ
く
早

稲
田
大
学
大
学
院
教
授
の
青
山
慶
二
先
生
を
中
心
に
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
お
け
る
議
論
に
経
済
界
の
考
え
方

を
反
映
す
べ
く
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
一
定
の
成
果
が
あ
っ
た
と
思
っ
て

い
ま
す
。

ま
た
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
合
意
を
受
け
、
当
研
究
所
で
は
昨
年
秋
か
ら
で
き
る
だ
け
多
く
の
方
々
に
こ
の

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
に
つ
い
て
ご
理
解
い
た
だ
け
る
よ
う
各
地
で
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
本
日
お

手
元
に
お
配
り
し
て
い
ま
す
書
籍
（『
21
研
解
説
シ
リ
ー
ズ　

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ 

Ｑ
＆
Ａ
─
新
し
い
国
際
課
税

の
潮
流
と
企
業
に
求
め
ら
れ
る
対
応
─
』）も
、
で
き
る
だ
け
分
か
り
や
す
く
と
い
う
こ
と
で
発
行
い
た

し
ま
し
た
。
ご
活
用
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

本
日
は
、
初
め
に
当
研
究
所
研
究
主
幹
の
青
山
先
生
か
ら
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
て
ご
報

5 ごあいさつ



告
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
の
後
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
大
手
の
税
理
士
法
人
の
専
門
家
か

ら
今
回
の
新
し
い
枠
組
み
に
つ
い
て
の
解
説
を
い
た
だ
き
、
あ
ら
か
じ
め
い
た
だ
い
た
ご
質
問
に
も
回

答
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
皆
さ
ま
方
の
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
対
策
ひ
い
て
は
国
際
租
税

へ
の
取
り
組
み
の
一
助
に
な
る
こ
と
を
祈
念
し
て
、
私
の
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　
　

二
〇
一
六
年
五
月
十
二
日

21
世
紀
政
策
研
究
所
所
長　

三
浦　

惺
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Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
問
題
に
関
す
る
国
際
租
税
研
究
会
と
経
団
連
の
取
り
組
み

本
日
は
税
理
士
法
人
の
専
門
家
の
方
々
に
よ
る
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
中
身
の
詳
し
い
部
分

に
つ
い
て
ご
議
論
を
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
そ
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
、
21
世
紀
政
策
研
究

所
国
際
租
税
研
究
会
で
の
検
討
成
果
を
踏
ま
え
て
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
現
在
ど
の
よ
う
な
立
ち

位
置
に
あ
る
の
か
を
簡
単
に
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。
先
ほ
ど
三
浦
所
長
に
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
取

り
組
み
を
時
系
列
で
並
べ
た
「
経
団
連
・
21
世
紀
政
策
研
究
所
の
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
す
る

取
り
組
み
一
覧
」（
10
ペ
ー
ジ
図
表
１
）
も
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

国
際
租
税
研
究
会
で
は
３
年
間
に
わ
た
り
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
問
題
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
の

認
識
は
最
初
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
多
国
籍
企
業
の
納
税
の
実
態
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
、
こ
れ
が
提
起
し

た
問
題
は
日
本
の
多
国
籍
企
業
に
と
っ
て
喫
緊
の
課
題
な
の
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
わ
れ
わ
れ
の
問
題

意
識
と
少
し
違
う
の
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
つ
つ
リ
サ
ー
チ
を
始
め
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
Ｇ
20
の
政
治
的
な
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
の
下
で
き
ち
ん
と

し
た
位
置
付
け
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
単
に
個
別
企
業
の
二
重
非
課
税
問
題
に
対
処
す
る
と

い
う
視
点
で
は
な
く
、
む
し
ろ
税
制
の
隙
間
を
利
用
す
る
よ
う
な
ス
キ
ー
ム
を
放
置
す
る
こ
と
に
よ
る
、
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グ
ロ
ー
バ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
上
の
競
争
条
件
の
不
公
平
を
是

正
す
る
こ
と（
レ
ベ
ル
・
プ
レ
イ
ン
グ
・
フ
ィ
ー
ル
ド
）

こ
そ
が
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
的
な
の
だ
と
の
位

置
付
け
で
す
。

そ
う
す
る
と
確
か
に
、
現
在
の
グ
ロ
ー
バ
ル
ビ
ジ
ネ

ス
が
置
か
れ
て
い
る
競
争
条
件
は
、
各
国
の
国
内
税
制

や
租
税
条
約
が
有
し
て
い
る
欠
点
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
が
認
識
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

で
は
、
課
題
を
15
項
目
に
分
け
て
悉し

っ

皆か
い

的
な
検
討
を
開

始
し
、
そ
の
後
３
年
間
で
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
・
Ｇ
20
の
枠
組

み
の
参
加
国
に
よ
り
、
各
項
目
の
す
べ
て
に
つ
き
処
方

箋
が
検
討
さ
れ
ま
し
た
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
初
期
段
階
で
ま
ず
、

多
国
籍
企
業
に
つ
い
て
の
不
適
切
な
二
重
非
課
税
な
ど

青山研究主幹

9 報告



2013 ～ 21世紀政策研究所国際租税研究会でBEPSを巡る問題を取り
扱う

2014 ～ 経団連は、OECDの公開討議草案に対し、計15本の意見を提出
2014.5 経団連は、OECD公聴会（行動13：移転価格文書化）に参加
2014.5 ウィリアム・モリスBIAC税制・財政委員長との懇談会
2014.5
　　　

報告書「グローバル時代における新たな国際租税制度のあり方
～国内法への帰属主義導入とBEPS（税源浸食と利益移転）問
題を中心に～」

2015.2
　　　

OECD－経団連・21研国際課税に関する会議
－BEPSプロジェクトとわが国の対応－

2015.3 経団連は、OECD公聴会（行動8 ～ 10：移転価格税制）に参加
2015.4
　　　

報告書「グローバル時代における新たな国際租税制度のあり方
～ BEPS（税源浸食と利益移転）プロジェクトの討議文書の検
討～」　

2015.7 ウィリアム・モリスBIAC税制・財政委員長との懇談会　　
2015.12 大阪セミナー「今こそ必要！経営陣に求められるBEPS対策」
2015.12 ～経団連タイムス連載「BEPSをめぐる問題と企業への影響」
2016.3 名古屋セミナー「今こそ必要！経営陣に求められるBEPS対策」
2016.4 経団連「BEPSプロジェクトを踏まえた今後の国際課税に関す

る提言」
2016.5 書籍『BEPS Q＆A ～新しい国際課税の潮流と企業に求められ

る対応～』発刊
2016.5 報告書「グローバル時代における新たな国際租税制度のあり方

～ BEPSプロジェクトの総括と今後の国際租税の展望～」
2016.7 OECD―経団連・21研国際課税に関する会議

―BEPS一貫性のある実施と残された課題―
（2016 年 8 月 1 日現在）

報告書については、当研究所のホームーページ（http://www.21ppi.org/archive/tax.
html）参照

図表1   経団連・21世紀政策研究所の 
BEPSプロジェクトに関する取り組み一覧
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の
実
態
確
認
を
行
い
ま
し
た
。
次
に
、
確
認
し
た
事
実
に
対
し
法
制
面
で
ど
の
よ
う
な
対
抗
策
が
可
能

か
を
検
討
し
て
、
一
定
の
議
論
が
ま
と
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
ド
ラ
フ
ト（
討
議
草
案
）を
公
開
し
ま
す
。
そ

の
段
階
か
ら
本
格
的
に
ビ
ジ
ネ
ス
と
の
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
コ
ン
サ
ル
テ

ー
シ
ョ
ン
の
最
初
の
段
階
か
ら
、
国
際
租
税
研
究
会
と
そ
の
研
究
成
果
を
発
信
し
て
い
く
経
団
連
は
、

グ
ロ
ー
バ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
の
中
で
も
日
本
の
ビ
ジ
ネ
ス
こ
そ
が
中
心
的
な
意
見
発
信
母
体
に
な
る
べ
き
だ

と
い
う
共
通
認
識
の
下
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

こ
の
背
景
に
は
、
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
発
信
さ
れ
た
問
題
で
は
あ
る
が
、
そ
の
処
方
箋
が
、

全
世
界
の
い
ろ
い
ろ
な
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
お
い
て
グ
ロ
ー
バ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
に
携
わ
る
多
国
籍
企
業
が
直
面

し
て
い
る
問
題
に
一
般
的
に
フ
ィ
ー
ジ
ブ
ル（
実
行
可
能
）で
あ
る
か
ど
う
か
を
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
問
題
意
識
が
あ
り
ま
す
。
特
に
ア
ジ
ア
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
大
き
な
シ
ェ
ア
を
持
っ
て
い
る

わ
が
国
の
多
国
籍
企
業
か
ら
は
、
ア
ジ
ア
で
納
税
者
が
直
面
し
て
い
る
問
題
も
踏
ま
え
て
意
見
発
信
し

て
い
く
必
要
が
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
欧
米
の
企
業
が
代
弁
し
て
く
れ
る
内
容
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
研
究
会
で
は
比
例
原
則
の
観
点
、
す
な
わ
ち
処
方
箋
の
も
た
ら
す
企
業

に
と
っ
て
の
新
た
な
負
担
の
水
準
が
二
重
非
課
税
防
止
目
的
の
達
成
と
の
関
係
で
つ
り
あ
っ
た
も
の
か

11 報告



ど
う
か
に
つ
い
て
日
本
企
業

と
し
て
の
地
域
で
の
経
験
の

検
証
も
十
分
に
反
映
さ
せ
て

検
討
し
、
意
見
発
信
を
し
て

い
こ
う
と
い
う
方
針
で
す
。

な
お
、
図
表
２
の
「
最
終

報
告
書
に
至
る
経
緯
」
に
つ

い
て
特
に
ご
注
目
い
た
だ
き

た
い
の
は
、
経
団
連
は
こ
の

過
程
で
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
事
務
局

の
執
行
部
や
、
全
世
界
の
ビ

ジ
ネ
ス
の
意
見
を
代
弁
す
る

Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｃ
（
経
済
産
業
諮
問

委
員
会
）
と
い
う
組
織
と
非

図表2  最終報告書に至る経緯

年月 BEPSプロジェクトと
国際社会 日本産業界の対応

2012.6 OECD租税委員会で
BEPSプロジェクト
の開始

OECDの活動に対する情報収集と分析
（BIACを通じて）

2013.2 “Addressing BEPS”
の公表

21世紀政策研究所国際租税研究会での特
別研究テーマに指定（第1回報告書：2014.5
公表、先行3項目を対象）

2013.6 G8サミットでのBEPS
プロジェクトに対する
支持

OECD文書の分析
日系企業への影響についての予備調査
BIACを通じた意見表明に加えて経団連か
らの『日本意見』の発信体制へ2013.7 “A c t i o n  p l a n  o n 

BEPS”の公表
2014.9 BEPS報 告 書 第1弾

の公表
行動13を特別重点項目に指定

（国内法改正を見据えた検討開始）
併せて、他の個別項目の検討と対応
各討議文書に基づくOECD主催コンサル
テーションへの参加
21世紀政策研究所第2回報告書（2015.4公
表、9項目を対象）

2015.9 BEPS最終報告書の
とりまとめ

最終報告書の確認と意見のとりまとめ

2015.10 G20財務大臣会合で
の採択

2015.11 G20サミットで報告、
首脳宣言で支持

12



常
に
密
接
な
連
携
を
と
り
な
が
ら
検

討
を
進
め
た
点
で
す
。

日
本
産
業
界
の
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
環
境

図
表
３
の
「
わ
が
国
産
業
界
の
Ｂ

Ｅ
Ｐ
Ｓ
環
境
」
に
、
現
在
の
わ
が
国

の
特
別
な
環
境
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。

ま
ず
一
つ
は
、
当
初
、
わ
が
国
の

企
業
は
欧
米
型
の
複
雑
な
租
税
回
避

ス
キ
ー
ム
に
は
手
を
染
め
て
い
な
い

と
い
う
実
態
認
識
が
あ
り
ま
し
た
。

も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
日
本
の

多
国
籍
企
業
は
現
地
に
進
出
し
た
場

合
、
進
出
先
子
会
社
に
、
経
営
と
と

図表3  わが国産業界のBEPS環境
（経済産業省の実態調査による）

◦欧米企業のようなアグレッシブな租税回避スキーム（例として、
ダブルアイリッシュ・ダッチサンドウィッチ型）には手を染めてい
ないとの実態認識
◦進出先子会社に任せる事例が多くみられる税務管理体制
◦近年拡大する新興国市場では、現地課税当局の課税攻勢に直面

（国税庁レポート等による）

◦近年の国内税制・執行の安定
 税制改正（子会社配当益金不算入やタックスヘイブン税制の適用除外要件の
緩和等）は、国際課税ルールの緩和方向

◦国内執行の安定化（国税庁レポート）
 国際取引調査事績で大きな変化なし（2009 年をピークに調査件数、追徴税額
とも低水準で安定）

（BEPS報告書の影響）

◦上記環境下でBEPSに基づく課税強化措置が実施された場合、
各社の税務管理体制に大きなインパクト
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も
に
税
務
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
も
任
せ
る
事
例
が
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
特
に
新
興

国
市
場
で
あ
る
ア
ジ
ア
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
は
、
現
地
課
税
当
局
の
ア
グ
レ
ッ
シ
ブ
な
課
税
攻
勢
に
直
面

し
、
む
し
ろ
守
り
で
苦
労
し
て
い
る
面
が
目
立
っ
た
と
い
う
背
景
が
あ
り
ま
す
。

一
方
、
国
際
課
税
に
つ
い
て
国
内
で
ど
の
よ
う
な
環
境
下
に
あ
っ
た
か
を
見
る
と
、
近
年
の
わ
が
国

の
国
際
租
税
の
制
度
改
正
で
は
新
た
な
課
税
強
化
策
は
見
ら
れ
ず
、
ま
た
、
国
税
庁
の
ア
ニ
ュ
ア
ル
レ

ポ
ー
ト
に
よ
れ
ば
調
査
に
よ
る
是
正
な
ど
の
執
行
状
況
も
安
定
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
発
生
し
て

き
た
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
問
題
、
そ
し
て
多
国
籍
企
業
に
と
っ
て
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
義
務
を
強
化
す
る
方
向
の

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
最
終
報
告
書
は
、
各
社
の
税
務
管
理
体
制
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
の
で
は
な
い
か

と
懸
念
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
今
回
の
処
方
箋
は
本
社
主
導
型
、
中
央
管
理
型
の
税
務
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
強
く
求
め
て
い
ま
す
。

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
最
終
報
告
書
の
骨
格

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
報
告
書
は
、
昨
年
10
月
に
最
終
報
告
書
と
し
て
公
表
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
骨
格
（
図
表
４

参
照
）
は
、
各
国
税
制
や
条
約
の
適
時
改
訂
漏
れ
、
不
整
合
を
放
置
し
て
い
た
と
い
う
反
省
か
ら
、
そ
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れ
ら
を
悉
皆
的
に
補
正
し
、
二
重
非
課
税
を
解
消
し
て
公
平
な
競

争
条
件
を
達
成
す
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
税
制
全
体
に
対
す
る
国

民
の
信
頼
を
回
復
す
る
と
い
う
趣
旨
を
う
た
っ
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
国
際
課
税
ル
ー
ル
の
大
枠
は
維
持
し
な
が
ら
、

15
の
項
目
ご
と
に
、
二
重
非
課
税
の
防
止
の
観
点
か
ら
既
存
税
制

（
国
内
法
や
条
約
を
も
含
ん
だ
も
の
）の
全
面
的
な
見
直
し
を
行
い
、

処
方
箋
を
特
定
・
提
示
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
従
来
の
国
際
課
税
の
枠
組
み
を
維
持
す
る
」と
は
、
図
表
５（
16

ペ
ー
ジ
）
で
示
し
ま
し
た
よ
う
に
、「
Ｐ
Ｅ
（
恒
久
的
施
設
）
な
け

れ
ば
課
税
な
し
」
と
い
う
大
き
な
課
税
原
則
と
、
移
転
価
格
を
支

配
す
る
独
立
企
業
原
則
の
二
つ
を
維
持
し
、
そ
の
枠
組
み
の
中
で

改
革
案
を
練
る
と
い
う
意
味
で
す
。

具
体
的
な
15
項
目
の
改
革
案
は
図
表
６
（
17
ペ
ー
ジ
）
に
あ
り

ま
す
が
、
大
き
く
分
け
る
と
実
体
法
面
か
ら
の
改
革
案
と
手
続
法

図表4  BEPS最終報告書（2015年10月）の骨格

◦各国税制や条約の適時改訂漏れや不整合の放置
グローバルビジネスの展開に税制が追いついておらず、その結果として各国間の
税制の間隙を利用する多国籍企業による節税策が拡大しつつあることの認識

◦BEPSのもたらす弊害
間隙を突いた節税を許容したままでいると、ビジネスの公正な競争条件を阻害す
るとともに、税制に対する国民の信頼を損なうことの重視

◦改革の処方箋の提示
国際課税ルールの大枠を維持しながら、15 項目ごとに二重非課税の防止を目的
として既存税制（国内法・条約）の全面的見直しを行い、適用可能な処方箋を
特定・提示
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面
の
改
革
案
の
２
本
立
て
と
な
り
ま
す
。

今
回
の
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
の
問
題
提
起
の
中
に
は
、
複

雑
な
ス
キ
ー
ム
に
よ
り
二
重
非
課
税
が
発
生
し
て

い
る
の
に
、
二
重
非
課
税
の
リ
ス
ク
に
つ
い
て
き

ち
っ
と
情
報
開
示
が
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い

か
、
手
続
法
的
な
側
面
で
の
欠
陥
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
す

る
手
当
て
は
図
表
６
の
右
側
に
書
か
れ
た
手
続
法

的
側
面
に
な
り
ま
す
。
一
方
、
左
側
の
実
体
法
的

側
面
は
、
実
体
法
の
課
税
準
則
が
い
ろ
い
ろ
な
隙

間
を
生
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
項
目
別
に
見

た
も
の
で
す
。
実
体
方
面
の
改
革
の
視
点
は
、
経

済
活
動
の
行
わ
れ
る
国
、
す
な
わ
ち
付
加
価
値
の

創
造
さ
れ
る
国
で
の
納
税
を
確
保
す
る
こ
と
で
二

図表5  維持される国際課税の大枠
◦外国における課税権の閾値としての
「PE該当性基準（PEなければ課税なし）」

（注） 準備的・補助的業務として、OECD モデル条約は商品の保管、展示、引渡し、
仕入れ、情報収集を挙げている

◦国際的な関連者間取引の所得配分に適用される「独立企業原則」
本店・支店間および親会社・子会社間の取引を、第三者間で行われた
という条件下でその価格や所得配分を見直す

日本 外国

課税P法人（本店） 支店・工場・通常の営業所等

課税子会社S（Pの従属代理人）

非課税営業所（P本店の準備的補助的業務のみ担当）
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重
非
課
税
を
防
止
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
で
す
。

こ
れ
ら
の
15
項
目
に
つ
い
て
の
諸
勧
告
案
に
関

す
る
論
点
は
、
個
別
的
に
は
こ
の
後
の
パ
ネ
ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
議
論
さ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ

で
、
最
終
報
告
書
の
15
項
目
で
は
、
す
べ
て
勧
告

と
い
う
形
で
処
方
箋
が
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

の
法
規
範
性
に
つ
い
て
は
、
４
種
類
の
段
階
に
分

か
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
行
動
13
の
国
別
報
告

書
を
含
む
文
書
化
義
務
で
は
、
ミ
ニ
マ
ム
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
が
示
さ
れ
、
必
ず
そ
の
水
準
を
達
成
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
そ
う
い
っ
た
厳
格
な
規
範
性
を
持
た
な
い
各

国
が
参
照
で
き
る
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
提
示

に
と
ど
ま
る
も
の
も
あ
り
ま
す
（
18
ペ
ー
ジ
図
表

図表6  最終報告書における15項目の構成

（注）2015.11.19「OECD/G20 BEPSプロジェクト最終報告書」（経団連経済基盤本部作成）より

実体法的側面
行動1  電子経済への対応

行動2  ハイブリッド・ミスマッチの無効化

行動3  タックスヘイブン対策税制の強化

行動4  利子控除制限

行動5  有害税制への対抗

行動6  条約の濫用防止

行動7  PE認定の人為的回避の防止

行動8〜10  移転価格と価値創造の一致

紛争解決
行動14   紛争解決メカニズ

ムの効率化

手続法的側面
行動5   ルーリングの自発

的情報交換
行動11   BEPSデータの収

集・分析
行動12   タックス・プランニ

ングの開示
行動13  移転価格文書化
行動15  多国間協定の開発

BEPSプロジェクト行動計画一覧
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７
参
照
）。

例
え
ば
、
行
動
３
の
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
（
外
国
子
会
社

合
算
税
制
）
で
は
検
討
さ
れ
た
制
度
構
成
要
素
ご
と

に
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
を
提
示
し
て
、
対
応
し
よ

う
と
す
る
国
の
制
度
設
計
を
支
援
す
る
、
つ
ま
り
基

本
的
に
各
国
の
裁
量
に
任
せ
、
ベ
ス
ト
と
考
え
ら
れ

る
参
照
事
例
を
提
示
す
る
に
と
ど
め
る
と
の
対
応
で

す
。納

税
者
に
と
っ
て
の
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
問
題

そ
こ
で
、
多
様
な
勧
告
を
受
け
て
、
納
税
者
が
こ

れ
か
ら
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
問
題
に
ど
う
取
り
組
ん
で
い
っ
た

ら
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
し
ま
す
（
図
表
８

参
照
）。

図表7  15項目の勧告が有する法規範性

◦ミニマムスタンダードを提示するもの
すべてのOECD/G20加盟国が一貫した実施を約束
行動5  行動6  行動13  行動14

◦既存のスタンダードの改正内容を勧告するもの
改正し実施することを約束（ただし、すべての参加国が基礎となる法制のスタン
ダードを共有するとは限らない現状を前提）
行動7  行動8〜10

◦共通アプローチを提示するもの
各国の法制・執行の協調を実現するもの
行動2  行動4

◦ベストプラクティスを提示するもの
対応しようとする国に、制度を構成する要素ごとにベストプラクティスを提示して
制度設計等を支援
行動3  行動12

（規範性の強さ順に整理）
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も
ち
ろ
ん
、
ミ
ニ
マ
ム
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
に
沿
っ
た
改
革
の
よ
う
に

即
座
に
課
税
の
水
準
に
関
わ
っ
て

く
る
問
題
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

効
果
に
つ
い
て
は
、
直
接
、
多
国

籍
企
業
の
経
営
判
断
に
影
響
す
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
従
来
の
納
税

義
務
配
分
に
大
き
く
影
響
を
与
え

る
実
体
法
上
の
新
ル
ー
ル
が
定
め

ら
れ
ま
す
と
、
経
営
者
の
海
外
直

接
投
資
先
の
決
定
を
左
右
す
る
こ

と
に
も
な
り
、
こ
の
よ
う
な
新
ル

ー
ル
の
影
響
を
測
定
す
る
必
要
性

が
あ
り
ま
す
。

図表8  納税者にとってのBEPS問題
（多国籍企業の経営判断への影響）

◦従来の納税義務配分（税引後所得）に大きく影響を与える新ルール
（海外直接投資先の決定を左右）

　   現行のグローバルバリューチェーンへの新ルールの影響測定の
必要性

　    処方箋内容の各国当局による実施状況いかんのモニタリングの
必要性

◦手続面でのコーポレートガバナンス強化を求める処方箋
　   経営情報を税務情報として開示するよう求める範囲の拡大
 ・国別報告書、マスターファイル等
　  新ルールを踏まえたグローバルビジネス管理充実の必要性
 ・税務管理強化のための事業構造の在り方の検討
 ・必要に応じた経営資源の再配分
　  欧米ライバル企業のノウハウの参照
  ・ グローバルな租税戦略に関する本社指導力強化のためのモデルとして

の参照

（その他）

◦国際税務に関するアドバイザリーサービス需要の拡大
（中小企業を含めて）

 ・ 専門家（税理士、弁護士、会計士）間での国際課税に関する協調体
制も進展（国内＆海外）
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た
だ
、
影
響
測
定
の
必
要
性
と
い
っ
て
も
、
各
国
が
こ
れ
か
ら
最
終
報
告
書
に
基
づ
い
て
、
国
内
法

改
正
や
条
約
改
訂
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
り
、
そ
の
対
応
に
は
タ
イ
ム
ラ
グ
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
し
、
内
容
の
ば
ら
つ
き
も
生
じ
得
ま
す
。
勧
告
内
容
に
ど
れ
だ
け
忠
実
に
改
正
に
取
り
組
む
の
か
、

国
に
よ
っ
て
温
度
差
が
出
て
き
か
ね
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
、
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

推
進
す
る
主
体
の
Ｇ
20
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
、
期
限
設
定
と
綿
密
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
す
る
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。
納
税
者
も
そ
の
よ
う
な
視
点
で
、
進
出
先
の
国
内
法
改
正
お
よ
び
そ
の
執
行
が
ど
の
よ
う
に
行

わ
れ
て
い
る
か
、
注
意
深
く
ア
ン
テ
ナ
を
張
っ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
最
終
報
告
書
の
手
続
法
面
で
は
、
本
社
主
導
で
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
し
か

も
税
務
面
で
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
強
化
を
求
め
る
処
方
箋
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
税
務
情
報
と
し
て
経
営

情
報
の
開
示
が
求
め
ら
れ
る
範
囲
の
拡
大
に
ど
う
対
応
す
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
も

す
で
に
今
年
の
税
制
改
正
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
移
転
価
格
の
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
（
文
書
化
）
に

つ
い
て
の
ル
ー
ル
を
、
ど
の
よ
う
に
現
場
で
実
施
し
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。

新
ル
ー
ル
を
踏
ま
え
た
グ
ロ
ー
バ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
管
理
充
実
の
必
要
性
の
観
点
で
見
ま
す
と
、
場
合
に

よ
っ
て
は
税
務
管
理
強
化
の
た
め
に
事
業
構
造
の
在
り
方
に
も
影
響
が
及
ぶ
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
経
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営
資
源
の
再
配
分
も
必
要
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
点
に
つ
い
て
研
究
会
で
は
、
日
本
の
も
の
づ
く
り
の
企
業
は
例
え
ば
無
形
資
産
の
開
発
や
メ
ン

テ
ナ
ン
ス
、
保
持
を
お
お
む
ね
本
社
で
集
中
的
に
行
っ
て
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
海
外
に
展
開
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
の
で
、
影
響
は
少
な
い
の
で
は
と
認
識
し
て
い
ま
し
た
。
た
だ
、
中
央
管
理
さ
れ
て
い
る

部
分
は
い
い
と
し
て
も
、
子
会
社
の
税
務
情
報
等
、
新
た
な
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
管

理
の
集
中
化
は
、
そ
れ
ほ
ど
進
ん
で
い
な
い
よ
う
で
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
欧
米
ラ
イ
バ
ル
企
業
等
の

ノ
ウ
ハ
ウ
を
参
照
す
る
必
要
も
出
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
一
般
的
な
指
摘
と
し
て
は
、
国
際
税
務
に
関
す
る
法
律
・
会
計
を
通
じ
た
ア
ド
バ
イ
ザ
リ

ー
サ
ー
ビ
ス
需
要
が
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
増
大
し
て
い
く
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
弁
護
士
法
人
や
税

理
士
法
人
な
ど
の
専
門
業
種
間
で
の
相
互
協
力
や
、
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
で
の
協
力
も
一
層
必
要
に
な
る

こ
と
が
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

申
し
入
れ
が
反
映
さ
れ
た
事
例

こ
こ
で
、
当
研
究
会
等
で
の
検
討
を
踏
ま
え
て
わ
が
国
の
産
業
界
か
ら
申
し
入
れ
た
こ
と
が
、
Ｂ
Ｅ
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Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
最
終
報
告
書
に
ど
の
程
度
反
映
さ
れ
た

の
か
に
つ
い
て
簡
単
に
コ
メ
ン
ト
し
ま
す
。

図
表
９
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
一
番
大
き
な
争
点
は
、
行
動

13
の
移
転
価
格
文
書
化
の
問
題
で
し
た
。
こ
の
問
題
は
各
企
業

に
と
っ
て
最
も
実
務
に
影
響
し
ま
す
し
、
事
務
負
担
の
面
で
も

重
要
な
課
題
で
す
。

行
動
13
に
つ
い
て
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
当
局
の
原
案
は
、
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
コ
ス
ト
の
面
か
ら
見
て
か
な
り
厳
し
い
、
ハ
ー
ド
ル

の
高
い
も
の
で
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
当
研
究
会
、
経
団
連
は

有
効
な
反
撃
の
弾
を
撃
ち
続
け
た
と
私
は
見
て
い
ま
す
。
特
に

国
別
報
告
書
の
提
出
方
式
に
つ
い
て
、
当
初
課
税
当
局
は
、
す

べ
て
自
分
の
と
こ
ろ
の
子
会
社
か
ら
出
さ
せ
る
と
の
制
度
設
計

を
提
案
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
経
団
連
は
、
そ
の
よ
う

な
経
営
の
中
枢
に
係
る
文
書
に
つ
い
て
は
本
社
で
集
中
的
に
管

図表9   わが国産業界からの申入れが 
最終報告書に反映された事項（例）

◦行動13  （移転価格文書化）関係
　   当局への国別報告書（CbCR）の提出方式について、情報交換方

式の採用
　  CbCRの開示情報から利子・配当等の細目表示の撤廃

◦ 行動7  （PE認定の人為的回避）関係
　  VMI倉庫の除外へのアプローチ
　  代理人PEの定義

◦ 行動6  （条約濫用）関係
　  LOBとPPTの選択制
　  PPTの事例拡張
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理
し
守
秘
性
も
高
い
の
で
、
当
該
情
報
は
租
税
条
約
の
情
報
交
換
規
定
の
守
秘
義
務
の
下
で
交
換
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
財
政
当
局
の
理
解
と
支
援
を
得
て
行
い
、
そ
の
結
果
主
張
が
認
め
ら
れ

た
の
が
大
き
な
成
果
で
し
た
。

そ
の
ほ
か
に
も
開
示
項
目
の
細
目
表
示
縮
小
に
つ
い
て
の
意
見
等
も
取
り
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。

条
約
関
係
で
の
働
き
か
け
の
効
果
は
２
点
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
行
動
７
の
Ｐ
Ｅ
の
人
為
的
回
避
の
部

分
で
は
、
特
に
先
ほ
ど
ア
ジ
ア
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
話
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。
わ
が
国
の
多
国
籍
企
業
は

Ｖ
Ｍ
Ｉ
（
ベ
ン
ダ
ー
管
理
在
庫
方
式
）
倉
庫
の
活
用
が
非
常
に
進
ん
で
い
ま
す
が
、
行
動
７
の
中
で
こ

れ
の
取
り
扱
い
が
十
分
に
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
Ｖ
Ｍ
Ｉ
倉
庫
が
Ｐ
Ｅ
に
該
当
し
な
い

と
い
う
方
向
で
の
働
き
か
け
を
か
な
り
行
い
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
最
終
報
告
書
に
は
一
定
程
度
反
映

さ
れ
ま
し
た
。
代
理
人
Ｐ
Ｅ
の
定
義
等
に
つ
い
て
も
、
不
明
確
な
定
義
に
対
し
て
ク
レ
ー
ム
を
つ
け
、

今
回
、
よ
り
明
確
化
を
勝
ち
取
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
米
国
と
Ｅ
Ｕ
に
温
度
差
の
あ
る
条
約
濫
用
へ
の
対
応
で
す
。
わ
が
国
か
ら
は
、
産
業
界

だ
け
で
は
な
く
、
租
税
条
約
の
改
訂
交
渉
の
中
で
財
務
省
が
工
夫
し
た
条
約
例
を
踏
ま
え
た
コ
メ
ン
ト

が
提
出
さ
れ
、
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
米
国
の
Ｌ
Ｏ
Ｂ
（Lim

itation on B
enefit

：
特
典
制
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限
規
定
）
方
式
と
Ｅ
Ｕ
の
Ｐ
Ｐ
Ｔ
（P

rincipal P
urpose Test

：
主
要
目
的
テ
ス
ト
）
方
式
に
つ
い
て
、

当
初
は
双
方
と
も
標
準
装
備
し
ろ
と
の
原
案
だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
最
終
的
な
勧
告
で
は
選
択
制
と

な
っ
て
い
ま
す
。
経
験
の
少
な
い
Ｐ
Ｐ
Ｔ
に
関
し
て
は
具
体
的
な
適
用
事
例
を
充
実
さ
せ
る
べ
き
だ
と

い
う
コ
メ
ン
ト
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

包
摂
的
取
組
み
の
重
要
性

最
後
に
、
最
終
報
告
書
公
表
後
の
課
題
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。
図
表
10
に
は
Ｇ
20
ベ
ー
ス
で
の

全
面
支
持
の
政
治
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

特
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
２
０
１
６
年
２
月
の
Ｇ
20
の
声
明
で
あ
り
、
そ
の
中
で
は
包
摂

的
枠
組
み
に
よ
る
取
組
み
を
す
べ
き
と
強
調
さ
れ
ま
し
た
。
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
最
終
報
告
書
の
提
言
を
Ｇ
20
の

国
で
実
行
す
る
だ
け
で
は
、
レ
ベ
ル
・
プ
レ
イ
ン
グ
・
フ
ィ
ー
ル
ド
が
実
現
す
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
き
る
だ
け
多
く
の
国
を
入
れ
る
た
め
に
、
最
初
か
ら
実
行
し
て
い
た
国
と
同
じ
権
利
・
義
務
の
下
に

参
加
で
き
る
と
い
う
仕
組
み
を
提
示
し
、
６
月
に
京
都
で
開
催
さ
れ
る
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
租
税
委
員
会
に
向
け

て
、
そ
の
よ
う
な
包
摂
的
な
取
組
み
へ
の
参
加
を
勧
奨
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
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併
せ
て
、
こ
の
間
パ
ナ
マ
文
書
の
発
覚
等
が
あ
り
ま
し
た
が
、

こ
れ
ら
も
踏
ま
え
て
自
動
的
情
報
交
換
を
２
０
１
８
年
ま
で
に
実

施
す
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
拡
大
要
請
が
行
わ
れ
た
と
い
う
背
景

が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
問
題
と
、
今
回
の
パ
ナ
マ
文
書
等
に
見

ら
れ
る
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
情
報
の
透
明
化
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

１
点
だ
け
コ
メ
ン
ト
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

研
究
会
で
も
、
基
本
的
に
は
両
者
は
別
問
題
で
あ
る
と
認
識
し

て
い
ま
す
。
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
そ
も
そ
も
多
国
籍
企
業

の
問
題
で
あ
っ
て
、
多
国
籍
企
業
に
つ
い
て
は
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ

ン
子
会
社
の
情
報
が
十
分
入
手
で
き
る
の
で
、
そ
れ
を
前
提
に

タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
を
ど
の
よ
う
に
適
用
し
た
ら
い
い
か
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
処
方
箋
が
議
論
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。
一

方
、
パ
ナ
マ
文
書
の
ほ
う
は
主
と
し
て
高
額
納
税
者
の
海
外
投
資

図表10  BEPS最終報告書後の政治的イニシアチブ

◦2015.11　G20アルタヤ・サミットでの全面支持
◦2016.2　G20財務大臣等会議声明

・ 包摂的枠組み（OECDによる非G20諸国・地域の対等な立場での
BEPSプロジェクトへの追加参加提案）の支持

◦（2016.4　パナマ文書問題の発覚）
◦2016.4　G20財務大臣等会議声明

・ 包摂的枠組みへの参加の奨励（2016.6京都開催のOECD租税委員
会に向けて）

・  自動的情報交換基準の2018年までの実施へのコミットの要請（非
協力地域に対する防御的措置の準備）
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に
係
る
情
報
の
入
手
に
係
る
問
題
で
し
た
の
で
、
同
じ
土
俵
で
議
論
す
べ
き
対
象
で
は
な
い
と
い
う
の

が
前
提
で
す
。
両
者
は
税
制
の
透
明
化
と
い
う
点
で
共
通
性
を
持
ち
ま
す
が
、
両
者
を
不
必
要
に
関
連

さ
せ
て
論
ず
る
の
は
問
題
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
多
国
籍
企
業
の

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
問
題
へ
の
対
処
の
視
点
で
、
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
活
用
へ
の
処
方
箋
と
し
て
取
り
組
ん
で
い

け
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

今
後
の
課
題
と
検
討
事
項

今
後
残
る
問
題
は
、
最
終
報
告
書
で
の
積
み
残
し
案
件
へ
の
対
応
で
あ
り
、
当
研
究
会
と
し
て
も
さ

ら
に
継
続
し
て
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
図
表
11
に
そ
の
主
要
項
目

を
掲
げ
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
積
み
残
し
と
い
っ
て
も
重
要
な
も
の
ば
か
り
で
す
。

移
転
価
格
関
係
の
う
ち
Ｐ
Ｓ
法
（
利
益
分
割
法
）
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
本
日
の
パ
ネ
ル
で

十
分
議
論
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
所
得
相
応
性
基
準
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
金
融
取
引
関
連
の
細

則
の
検
討
も
あ
り
ま
す
。
Ｐ
Ｅ
関
係
の
帰
属
所
得
に
関
す
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
も
含
め
て
、
詰
め
る
べ
き
重

要
な
積
み
残
し
案
件
で
す
。
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先
ほ
ど
私
は
ア
ジ
ア
の
中
で
の
日
本
の
重
要
な
役
割
と
申
し
上
げ
ま

し
た
。
途
上
国
か
ら
の
課
税
攻
勢
に
加
え
て
、
今
回
の
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
報
告

書
に
基
づ
く
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
際
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
が
当
局
の
不
適
切
な

対
応
を
発
見
し
た
場
合
の
、
わ
が
国
か
ら
の
情
報
提
供
な
ど
の
働
き
か

け
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
Ｇ
20
を
通
じ
て
の
法
制
面
で
の
相
手
国
へ
の
働

き
か
け
も
あ
り
ま
す
し
、
二
国
間
で
の
条
約
を
背
景
と
し
た
働
き
か
け

も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

残
る
課
題
は
先
進
国
の
国
内
法
改
正
状
況
で
す
。
そ
の
中
で
一
つ
注

目
す
べ
き
な
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
の
進
展
具
合
で
あ
り
、

特
に
最
近
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
Ｃ
ｂ
Ｃ
Ｒ
（
国
別
報
告
書
）
に
関
す
る
情
報

の
公
開
指
令
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
国
別
報
告
書
の
内
容
を

ウ
ェ
ブ
で
公
開
す
る
と
い
う
も
の
で
、
あ
る
意
味
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
報
告
書
の

合
意
を
超
え
た
要
求
を
し
て
い
ま
す
。
当
研
究
会
も
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｃ
ベ
ー
ス

で
意
見
を
申
し
述
べ
て
い
ま
す
。
今
後
、
こ
の
動
向
を
見
定
め
、
ど
の

図表11  最終報告書での積み残し案件への対応

◦移転価格関係
 ・PS法のガイダンス（2018完成見込み）
 ・所得相応性基準の実施ガイダンス
 ・金融取引関連の細則の検討

◦PE関係
 ・帰属所得に関するガイダンス（2017完成予定）

◦多国間協定
 ・現在95カ国が参加して検討中
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よ
う
な
対
応
が
必
要
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

国
内
で
残
る
課
題
は
、
国
内
法
の
改
正
で
す
。
わ
が
国
が
す
で
に
先
取
り
し
て
取
り
組
ん
で
き
た
項

目
も
あ
り
ま
す
が
、
未
着
手
の
テ
ー
マ
の
中
で
は
、
昨
年
の
与
党
税
制
調
査
会
の
大
綱
が
「
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税

制
の
改
正
等
」
を
ア
ジ
ェ
ン
ダ
と
し
て
挙
げ
て
い
ま
す
。
研
究
会
と
し
て
も
、
こ
れ
に
対
し
ビ
ジ
ネ
ス

の
意
見
を
集
約
し
て
働
き
か
け
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
問
題
は
、
最
終
報
告
書
は
出
た
も
の
の
、
ま
だ
５
合
目
、
６
合
目
程
度
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
今
後
最
終
像
を
目
指
し
て
の
さ
ら
な
る
努
力
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
中
で
は
会
員
企
業
の
皆

さ
ま
方
か
ら
い
た
だ
い
た
い
ろ
い
ろ
な
問
題
点
を
よ
り
具
体
的
に
抽
出
し
て
、
研
究
会
の
中
で
消
化
し

て
提
言
に
結
び
つ
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
皆
さ
ま
方
の
ご
協
力
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。
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パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
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ョ
ン

経
団
連
経
済
基
盤
本
部
長

小
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モ
デ
レ
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】

デ
ロ
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ト
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マ
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理
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法
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パ
ー
ト
ナ
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山
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博
樹

Ｋ
Ｐ
Ｍ
Ｇ
税
理
士
法
人
パ
ー
ト
ナ
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高
嶋　

健
一

Ｐ
ｗ
Ｃ
税
理
士
法
人
顧
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岡
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康
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パ
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ス
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Ｅ
Ｙ
税
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士
法
人
エ
グ
ゼ
ク
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ィ
ブ
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
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口　

太
一



パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
前
半
─
─
テ
ー
マ
別
概
説

小
畑　

本
日
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
は
前
半
と
後
半
に
分
け
て
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
前
半
で
す
が
、
昨
年
度
の
国
際
租
税
研
究
会
の
報
告
書
に
お
い
て
、
各
先
生
に
そ
れ
ぞ
れ
ご
執

筆
を
い
た
だ
い
て
い
る
分
担
に
基
づ
き
、
高
嶋
先
生
か
ら
外
国
子
会
社
合
算
税
制
（
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
）
に

つ
い
て
ご
説
明
い
た
だ
き
ま
す
。
続
き
ま
し
て
原
口
先
生
か
ら
は
利
子
控
除
制
限
に
つ
い
て
、
岡
田
先

生
か
ら
は
移
転
価
格
税
制
の
全
体
に
つ
い
て
、
山
川
先
生
か
ら
は
移
転
価
格
の
中
で
も
と
り
わ
け
問
題

の
多
い
取
引
単
位
利
益
分
割
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
た
だ
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
今
後
の
国
内
の
改
正
を
見
据
え
た
場
合
、
ま
た
各
国
に
お
け
る
税
務
の
執

行
と
い
う
面
で
も
非
常
に
重
要
な
テ
ー
マ
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
後
半
で
は
事
前
に
会
員
企
業
の
皆
さ
ま
か
ら
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
ご
質
問
に
つ
い
て
各
先
生
か
ら
お
答
え
い
た
だ
く
形
で
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
行
動
３
」
効
果
的
な
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
構
築
に
つ
い
て

高
嶋　

私
の
担
当
は
行
動
３
（
効
果
的
な
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
の
構
築
）
と
い
う
こ
と
で
、
資
料
に
添
っ
て
説

30



明
い
た
し
ま
す
。

　

21
世
紀
政
策
研
究
所
研
究
会
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
報

告
書
「
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
に
お
け
る
新
た
な
国
際
租
税

制
度
の
あ
り
方
」
で
Ｃ
Ｆ
Ｃ
の
事
例
研
究
を
し
た
関
係

で
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
行
動
３
の
最
終
報
告
書
を
か
な
り
し
っ
か

り
読
み
ま
し
た
。

　

行
動
３
は
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
と
い
う
こ
と
で
、

Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
を
入
れ
た
い
国
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
た

ら
い
い
と
い
う
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
提
示
し
て
い
ま
す
。

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
最
終
報
告
書
は
、
必
ず
導
入
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
ミ
ニ
マ
ム
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
規
定
に
つ
い
て
は

そ
の
ま
ま
税
法
に
落
と
せ
る
ぐ
ら
い
の
メ
ッ
シ
ュ
の
細

か
さ
で
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
行
動
３
は
、
ベ
ス
ト
プ

ラ
ク
テ
ィ
ス
の
中
で
も
各
国
の
事
例
の
集
大
成
の
よ
う

高嶋パートナー
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な
も
の
で
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
税
法
に
落
と
す
こ
と
は
ま
ず
不
可
能
と
い
う
印
象
が
あ
り
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、
こ
れ
を
ど
う
読
ん
で
い
く
か
が
非
常
に
重
要
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

六
つ
の
構
成
要
素

高
嶋　

図
表
12
に
「
六
つ
の
構
成
要
素
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
①
対
象
外
国
子
会
社
、
②
閾
値
、
③

対
象
所
得
、
そ
れ
か
ら
④
か
ら
⑥
の
合
算
の
方
法
で
す
。
時
間
が
限
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
今
日
は
そ

の
中
で
も
重
要
な
②
閾
値
と
③
対
象
所
得
を
中
心
に
ご
説
明
し
ま
す
。

　

①
の
対
象
外
国
子
会
社
は
、
日
本
の
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
国
の
居

住
者
が
直
接
・
間
接
に
50
％
超
の
持
分
を
保
有
し
て
い
る
事
業
体
で
す
。
③
の
対
象
所
得
は
、
原
則
と

し
て
親
会
社
所
在
国
の
法
令
に
よ
り
合
算
所
得
を
計
算
し
ま
す
。
合
算
方
法
は
保
有
割
合
で
合
算
し
て

い
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
二
重
課
税
の
排
除
方
法
も
一
定
程
度
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

図
表
13
（
34
ペ
ー
ジ
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま
ず
、
②
の
閾
値
の
と
こ
ろ
で
す
。
最
終
報
告
書
で
は

「
Ｃ
Ｆ
Ｃ
の
実
効
税
率
が
本
国
の
実
効
税
率
と
十
分
に
同
様
な
場
合
」は
合
算
課
税
し
な
い
、
す
な
わ
ち

「
本
国
の
実
効
税
率
か
ら
十
分
に
低
い
場
合
」に
は
合
算
課
税
す
る
と
な
り
ま
し
た
が
、
中
間
報
告
で
は
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「
そ
の
国
の
法
定
実
効
税
率
の
４
分
の
３
を
下
回
っ
た
場
合
」に
合
算
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。
も
し
、
中
間
報
告
の
ま
ま
で
す
と
、
日
本
の
実
効
税
率
は
約
29
％
で
、
そ
の
４
分
の
３
は
約

21
・
75
％
と
な
り
ま
す
か
ら
、
現
行
の
20
％
を
超
え
て
し
ま
う
状
況
も
想
定
さ
れ
ま
し
た
が
、
最
終
的

に
は
「
本
国
の
実
効
税
率
と
十
分
に
同
様
な
場
合
」
に
落
ち
着
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
す

②
閾
値

①
対
象
外
国
子
会
社

③
対
象
所
得

⑤
親
会
社
所
得
へ
の
合
算
方
法

⑥
二
重
課
税
の
排
除
方
法

④ 合
算所
得
計
算
ル
ー
ル

④
所
得
計
算
ル
ー
ル

▪
親
法
人
国
の
法
令
に
よ
り
合
算

⑤
親
会
社
所
得
へ
の
合
算
方
法

▪
納
税
者
の
C
FC
に
係
る
保
有
割
合

⑥
二
重
課
税
の
排
除
方
法

▪
関
連
者・非

関
連
居
住
者
に
よ
り
、法

的
・
経
済
的
持
分
を
直
接
・
間
接
に

5
0
%
超
保
有
さ
れ
て
い
る
法
人
事

業
体（
課
税
事
業
体
と
し
て
取
り
扱

わ
れ
る
組
合
等
を
含
む
）

①
対
象
外
国
子
会
社（
C
FC
）

図
表

12  行
動

3 効
果

的
な

C
FC

税
制

 6つ
の

構
成

要
素（

1）
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▪
C

F
C

の
実

効
税

率
が

一
定

水
準

を
上

回
っ

た
場

合
に

、適
用

除
外

▪
W

hite List方
式

お
よ

び
B

lack 
List方

式
の

併
用

も
容

認
▪

D
iscussion D

raft
に

あ
っ

た
本

国
の

法
定

実
効

税
率

の
何

％
に

す
べ

き
と

い
う

記
載

は
消

滅
し

、本
国

と
十

分
に

同
様

の
税

率
の

法
人

は
対

象
に

し
な

い
、

と
の

記
述

に
な

っ
た

▪
デ

・ミ
ニ

マ
ス

基
準

は
排

除
し

な
い

が
、ア

ン
チ

フ
ラ

グ
メ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

と
併

用
す

べ
き

▪
租

税
回

避
防

止
テ

ス
ト

は
、外

国
子

会
社

合
算

課
税

制
度

の
効

率
性

を
落

と
す

が
、排

除
し

な
い

●
C

FC
所

得
の

規
定

は
参

加
国

の
国

内
法

制
に

合
わ

せ
て

自
由

に
規

定
で

き
る

。そ
れ

ら
は

、こ
の

報
告

書
の

対
応

策
を

参
考

と
し

て
も

よ
い

し
、し

な
く

て
も

よ
い

。B
E

P
S

に
関

す
る

そ
の

国
の

国
情

か
ら

規
定

す
れ

ば
よ

い
。

“
…

, it recognises the need for flexibility to ensure that jurisdictions can design C
FC

 
rules that are consistent w

ith their dom
estic policy fram

ew
orks. Jurisdictions are free 

to choose their rules for defining C
FC

 incom
e, including from

 am
ong the m

easures set 
out in the explanation section below

. This choice is likely to be dependent on the 
degree of B

EP
S risk a jurisdiction faces.”

●
以

下
の

ア
プ

ロ
ー

チ
等

を
単

独
ま

た
は

複
合

的
に

用
い

て
対

象
所

得
を

定
義

す
る

カ
テ

ゴ
リ

ー
ア

プ
ロ

ー
チ

• 配
当

、利
子

、保
険

、使
用

料
等

、（
IP

所
得

含
む

）販
売

・
サ

ー
ビ

ス
所

得
に

分
類

•取
引

相
手

の
関

連
性

に
よ

る
分

類
•所

得
の

源
泉

に
よ

る
分

類
実

質
ア

プ
ロ

ー
チ

•実
質

的
な

経
済

活
動

を
伴

わ
な

い
所

得
を

C
FC

所
得

と
す

る
•IP

所
得

に
つ

き
、

ネ
ク

サ
ス

の
あ

る
所

得
以

外
の

所
得

を
C

FC
所

得
と

す
る（

ネ
ク

サ
ス

ア
プ

ロ
ー

チ
）

超
過

利
潤

ア
プ

ロ
ー

チ
•主

に
IP

所
得

に
つ

き
、超

過
利

潤
を

C
FC

所
得

と
す

る

④
 ⑤

 ⑥
 合

算
①

対
象

外
国

子
会

社
②

閾
値

③
対

象
所

得

図
表

13  行
動

3 効
果

的
な

C
FC

税
制

 6つ
の

構
成

要
素（

2）
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る
か
は
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
や
は
り
、
実
効
税
率
を
基
準
に
適
用
除
外
を
判
定
す
る
こ
と
は
有
効

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
らW

hite List

、B
lack List

の
併
用
も
容
認
で
す
。
た
ぶ
ん
イ
ギ
リ
ス
を
想
定
し
て
の
規

定
だ
と
思
い
ま
す
が
、
租
税
回
避
防
止
テ
ス
ト
も
一
定
程
度
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
落
ち
着
い
て
い
ま

す
。

　

次
に
③
の
対
象
所
得
で
す
が
、
こ
れ
が
所
得
の
種
類
別
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
カ
テ
ゴ
リ
ー

ア
プ
ロ
ー
チ
、
実
質
ア
プ
ロ
ー
チ
、
超
過
利
潤
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
単
独
で
用
い
て
も
よ

い
し
、
複
合
的
に
用
い
て
も
よ
い
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
ア
プ
ロ
ー
チ
で
配
当
、

利
子
、
保
険
、
使
用
料
等
、
Ｉ
Ｐ
（
知
的
財
産
権
）
所
得
を
含
む
販
売
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
所
得
を
、
有

無
を
言
わ
さ
ず
、
合
算
課
税
し
て
し
ま
う
と
、
経
済
合
理
性
、
実
体
性
の
あ
る
活
動
も
著
し
く
阻
害
さ

れ
て
し
ま
っ
て
大
変
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
実
際
に
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
ア
プ
ロ
ー
チ
に
加
え
、
実
質
ア

プ
ロ
ー
チ
で
実
体
の
あ
る
も
の
は
除
外
し
て
も
よ
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
Ｉ
Ｐ
所
得
に
つ
い
て
は

Ｉ
Ｐ
の
形
成
に
貢
献
し
た
も
の
に
所
得
を
割
り
当
て
て
、
除
外
し
て
い
く
と
い
う
方
法
を
組
み
合
わ
せ

て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
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最
後
に
、
Ｉ
Ｐ
関
連
の
資
本
支
出
に
関
し
て
、
一
定
の
リ
ス
ク
を
勘
案
し
た
リ
タ
ー
ン
を
計
算
し
、

そ
の
リ
タ
ー
ン
を
超
え
た
も
の
を
超
過
利
潤
と
し
て
Ｃ
Ｆ
Ｃ
ル
ー
ル
に
て
合
算
す
る
と
い
う
超
過
利
潤

ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
日
本
で
は
採
用
さ
れ
な
い
と
思
い
ま
す
し
、
ど
こ
の

国
で
も
採
用
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
う
と
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
超
過
利
潤
を
算

定
す
る
か
に
も
よ
り
ま
す
が
、
本
来
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
の
懸
念
の
な
い
Ｉ
Ｐ
所
得
も
合
算
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と

も
想
定
さ
れ
、
実
務
上
は
相
当
な
弊
害
が
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

カ
テ
ゴ
リ
ー
ア
プ
ロ
ー
チ
と
実
質
ア
プ
ロ
ー
チ
の
相
違
点

高
嶋　

図
表
14
を
見
て
く
だ
さ
い
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
ア
プ
ロ
ー
チ
、
実
質
ア
プ
ロ
ー
チ
を
ご
説
明
し
ま
す
。

行
動
３
の
報
告
書
に
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
け
る
各
所
得
に
関
し
て
ど
ん
な
場
合
に
Ｂ
Ｅ

Ｐ
Ｓ
の
問
題
が
生
じ
る
か
、
か
な
り
詳
し
く
書
い
て
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ま
は
最
終
報
告
書
を
読
ま
れ
る

と
き
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
の
議
論
で
何
が
問
題
に
な
っ
た
か
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
ア
プ
ロ
ー
チ
に
注
目

し
て
理
解
さ
れ
る
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　

配
当
所
得
に
つ
い
て
は
、
能
動
的
な
所
得
か
ら
の
配
当
や
能
動
的
な
証
券
取
引
に
係
る
配
当
は
問
題
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カ
テ

ゴ
リ

ー
ア

プ
ロ

ー
チ（

補
足

）
配

当
所

得
•能
動
的
所
得
か
ら
支
払
わ
れ
た
配
当
、
能
動
的
な
証
券
取
引
に
係
る

配
当
、
親
会
社
が
直
接
受
領
し
た
場
合
免
税
と
な
る
配
当
は
B
EP
S

懸
念
な
し

利
子
•金
融
所
得
を
得
る
た
め
の
必
要
な
実
質
を
伴
う
場
合
、
資
本
超
過
状

態
に
な
い
場
合
に
は
、対
象
外
と
す
べ
き
？

保
険

所
得

•C
FC
が
過
大
資
本
で
あ
る
、
関
係
者
と
の
契
約
等
に
由
来
す
る
、
保

険
契
約
の
相
手
が
異
な
る
法
域
に
存
在
す
る
場
合
、B
EP
S
懸
念
大
。

た
だ
し
、C
FC
が
自
ら
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
、管
理
す
る
十
分
な
実
質

が
あ
る
場
合
等
に
お
い
て
、
そ
の（
再
）保
険
活
動
が
グ
ル
ー
プ
全
体

で
経
済
合
理
性
が
あ
る
場
合
に
は
、対
象
外
と
す
る
こ
と
は
可
能

使
用

料
等

、（
IP

所
得

含
む

）販
売・サ

ー
ビ

ス
所

得
•C
FC
が
自
ら
所
得
を
得
る
た
め
に
必
要
な
実
質
を
備
え
て
い
る
場
合

に
は
、対
象
外
と
す
べ
き
？

実
質

ア
プ

ロ
ー

チ（
補

足
）

実
質
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
け
る
実
質
分
析
に
つ
い
て
は
、
主
と

し
て
以
下
の
3
つ
の
対
応
策
を
提
示

•S
ubstantial contribution analysis：
事
実
関
係
の
分
析
を
行
い
、C
FC
の
従
業
員
が
C
FC
の

所
得
に
重
要
な
貢
献
を
行
っ
た
か
ど
う
か
を
判
断

•V
iable independent entity analysis：
グ
ル
ー
プ
内
の
事
業
体
の
す
べ
て
の
機
能
に
着
目
し
、
当

該
C
FC
が
特
定
の
資
産
を
保
有
ま
た
は
リ
ス
ク
を
引
き

受
け
て
い
る
か
ど
う
か
判
断
→
移
転
価
格
の
手
法
と
類
似

• E
m

ployees and establishm
ent analysis：

従
業
員
や
施
設
の
有
無
に
着
目
し
て
判
断
（
付
加
価
値
を

生
み
出
す
活
動
の
管
理
・
監
督
で
は
な
く
、
実
際
に
所
得

を
稼
ぐ
従
業
員
・
場
所
が
必
要
）

④
 ⑤

 ⑥
 合

算
①

対
象

外
国

子
会

社
②

閾
値

③
対

象
所

得

図
表

14  行
動

3 効
果

的
な

C
FC

税
制

 6つ
の

構
成

要
素（

3）
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な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
親
会
社
が
直
接
保
有
し
て
い
た
ら
免
税
に
な
る
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
も
同

様
で
す
。
利
子
所
得
に
つ
い
て
は
、
グ
ル
ー
プ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
等
の
実
質
と
実
体
を
伴
っ
て
い
る
も
の
、

お
よ
び
資
本
超
過
状
態
で
な
い
も
の
は
、
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
の
懸
念
が
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
資
本
超
過
状

態
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
は
移
転
価
格
の
ほ
う
で
手
当
て
さ
れ
ま
す
の
で
、
こ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
、

他
の
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
の
行
動
計
画
と
ど
う
整
合
性
を
と
る
か
の
記
載
が
な
か
っ
た
の
は
、
少
し
残
念
な
こ
と

で
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
他
に
も
見
ら
れ
ま
す
の
で
、
各
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
行
動
計
画
間
の
整
合
性
を
も
っ

と
整
備
し
て
欲
し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

保
険
所
得
も
懸
念
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
最
終
的
に
、
保
険
活
動
に
グ
ル
ー
プ
全
体
で
経
済

合
理
性
が
あ
る
も
の
、
要
す
る
に
そ
の
活
動
に
よ
っ
て
保
険
料
等
が
セ
ー
ブ
さ
れ
る
よ
う
な
実
体
の
あ

る
保
険
サ
ー
ビ
ス
所
得
に
つ
い
て
は
問
題
が
な
い
と
い
う
脚
注
が
入
っ
て
い
ま
す
の
で
注
意
が
必
要
で

す
。

　

Ｉ
Ｐ
所
得
を
含
む
販
売
・
サ
ー
ビ
ス
所
得
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
全
体
の
議
論
の
中
で
は
Ｉ
Ｐ
所

得
は
Ｉ
Ｐ
を
実
質
的
に
組
成
し
た
と
こ
ろ
で
課
税
が
生
ず
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
う
で
な

い
場
合
に
合
算
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
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以
上
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
中
心
に
、
今
後
の
日
本
の
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
を
考
え
る

と
き
に
何
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
か
、
そ
れ
を
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

実
質
ア
プ
ロ
ー
チ
は
日
本
の
適
用
除
外
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
す
。S

ubstantial contribution 
analysis

（
実
質
貢
献
分
析
）
は
従
業
員
の
実
態
に
鑑
み
て
判
断
す
る
方
法
で
す
。

　

V
iable independent entity analysis

（
存
続
可
能
独
立
事
業
体
分
析
）
は
ち
ょ
っ
と
問
題
で
す
。

移
転
価
格
の
制
度
と
非
常
に
似
て
い
ま
す
。
グ
ル
ー
プ
内
の
す
べ
て
の
事
業
体
の
機
能
に
着
目
し
、
そ

の
Ｃ
Ｆ
Ｃ
が
資
産
を
保
有
し
て
い
る
か
、
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
て
い
る
か
を
観
察
し
て
判
定
し
て
い
く

方
法
で
、
こ
こ
で
も
移
転
価
格
税
制
と
の
競
合
が
発
生
し
ま
す
の
で
、
移
転
価
格
税
制
と
の
調
整
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

　

E
m

ployees and establishm
ent analysis

（
従
業
員
・
施
設
分
析
）
は
従
業
員
や
施
設
の
有
無

に
着
目
し
ま
す
の
で
、
日
本
の
実
体
基
準
と
よ
く
似
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

勧
告
に
関
す
る
日
本
の
対
応

高
嶋　

図
表
15
（
40
ペ
ー
ジ
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
で
は
、
こ
う
い
う
勧
告
が
行
わ
れ
、
日
本
は
ど
う
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対
応
し
て
い
く
べ
き
な
の

か
を
見
て
い
き
ま
す
。
現

行
制
度
の
漸
進
的
な
改
革

案
は
経
団
連
が
主
張
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、

来
年
度
の
税
制
改
正
で
は
、

も
し
か
し
た
ら
所
得
の
分

類
方
式
に
変
わ
っ
て
い
く

の
で
は
な
い
か
、
そ
う
す

る
と
事
務
負
担
が
増
大
す

る
の
で
は
な
い
か
、
と
懸

念
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

い
ろ
い
ろ
な
論
点
が
あ

り
ま
す
が
、
次
は
図
表
16

現行制度を基本とする漸進的改革
• OECD の最終報告書の内容は、ミニマムスタンダードではなく、

ベストプラクティス
• 同最終報告書において、日本は実質的に Transactional 

Approach の一種であると整理されている（最終報告書 p55
脚注 21）

• CFC 税制はわが国で十分に定着
所得分類／実質分析等の抜本改革
• 他方、航空機等のリース事業に係る所得（リース所得）、キャピ
タルゲインなどの問題に抜本的に対処するには、所得分類・
実質分析等の抜本的な改革も必要か？

• わが国の資産性所得課税制度は、OECD の最終報告書の分類
アプローチに基本的に対応

⇩
保険所得は対応していないが、非関連者基準にて手当てされ
ている

現状の問題意識
• 対象外国子会社（CFC）の定義の支配の観点からの見直し
• 航空機等のリース事業に係る所得（リース所得）
• 組織再編等のキャピタルゲイン
• 無税国に所在するが、租税負担割合はトリガー税率を超える場合

現行制度を基本とする漸進的改革かまたは
所得分類／実質分析等の抜本改革か

図表15  行動3 効果的なCFC税制 国内法制化の論点①
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を
見
て
く
だ
さ
い
。
行
動
３
の
報
告
書
を
分
析
し

て
い
て
、
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
の
懸
念
の
あ
る
Ｃ
Ｆ
Ｃ
所
得

は
、
現
行
の
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
で
ほ

ぼ
完
全
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
私
の
認

識
で
す
。
一
方
、
日
本
の
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
対

策
税
制
が
厳
し
す
ぎ
る
と
こ
ろ
と
し
て
オ
ー
バ
ー

イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
（
過
剰
合
算
）
の
部
分
も
あ

り
ま
す
。
今
後
何
が
必
要
か
と
い
う
と
、
Ｂ
Ｅ
Ｐ

Ｓ
行
動
３
の
報
告
書
を
踏
ま
え
、
現
行
の
タ
ッ
ク

ス
ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
に
照
ら
し
て
、
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ

懸
念
の
あ
る
も
の
が
ち
ゃ
ん
と
入
っ
て
い
る
か
、

逆
に
課
税
し
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
議
論
し
て
整
理
し
て
い
く

こ
と
で
す
。

OECDの行動３報告書により、BEPS（税源浸食・利益移転）懸念
のある所得でCFC税制により課税すべき所得とは何かを明確化
し、現行のCFC税制の趣旨を再検討した上で、現状のCFC税制
の手直しを行うのか、新たなCFC税制をつくるのか、慎重に議論
すべきであると考えられる。

例えば、現行のCFC税制が、「低課税国へ自国の利益を移転する
租税回避行為を防止する」ことが趣旨であるとすると、
• 低課税国へ ➡ 税率判定
• 租税回避行為を防止 ➡ 支配の判定、経済合理性の判定
  （適用除外基準）
• 自国の利益を移転する ➡ 外国子会社等の組織再編等による
  キャピタルゲインに対する課税の適否
を慎重に検討することが必要になると考えられる。

図表16  行動3 効果的なCFC税制 国内法制化の論点②
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も
う
一
点
、
現
行
の
、
あ
る
い
は
今
後
構
成
す
る
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
を
ど
ん
な
趣
旨
で
位
置
付
け
て
い
く

の
か
に
つ
き
、
私
な
り
の
考
え
を
図
表
16
の
下
段
に
書
い
て
み
ま
し
た
。
低
税
率
国
に
自
国
の
利
益
を

移
転
す
る
租
税
回
避
行
為
を
防
止
す
る
こ
と
が
趣
旨
だ
と
す
る
と
、
ま
ず
低
税
率
国
と
い
う
の
は
税
率

判
定
で
何
％
と
す
る
の
か
、
租
税
回
避
行
為
は
支
配
し
て
い
な
い
と
起
き
ま
せ
ん
の
で
、「
支
配
」を
ど

う
考
え
る
か
、
経
済
合
理
性
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
租
税
回
避
行
為
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ど
う

や
っ
て
適
用
除
外
に
し
て
い
く
か
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
論
点
と
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

自
国
の
利
益
を
移
転
す
る
と
い
う
点
に
関
し
て
い
え
ば
、
例
え
ば
買
収
し
た
後
に
株
式
の
非
課
税
移

転
に
よ
り
組
織
を
変
更
す
る
と
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
の
租
税
負
担
割
合
の
低
下
と
い
う
問
題

を
生
じ
て
し
ま
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は
思
わ
ぬ
合
算
課
税
が
生
じ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
自
国
の

利
益
を
移
転
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
合
算
課
税
の
対
象
に
し
な

い
方
が
い
い
と
い
う
結
論
に
な
り
ま
す
。

　

そ
う
す
る
と
現
行
制
度
に
お
い
て
、
何
が
オ
ー
バ
ー
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
と
な
る
か
、
何
が
ア
ン
ダ

ー
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
と
な
る
か
を
よ
く
議
論
し
て
、
趣
旨
に
鑑
み
て
、
ど
う
い
う
制
度
を
構
築
し
て

い
く
か
を
慎
重
に
検
討
し
て
い
け
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
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こ
の
ゴ
ー
ル
は
現
行
の
手
直
し
で
も
達
成
で
き
る
と

思
い
ま
す
し
、
抜
本
的
な
改
正
で
も
達
成
で
き
る
と
思

い
ま
す
。
オ
ー
バ
ー
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
と
ア
ン
ダ
ー

イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
の
議
論
が
ち
ゃ
ん
と
さ
れ
な
い
ま

ま
、
概
念
的
に
所
得
の
種
類
別
分
類
を
つ
く
っ
て
し
ま

う
と
現
場
で
も
か
な
り
混
乱
す
る
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。

「
行
動
４
」
利
子
控
除
制
限
に
つ
い
て

原
口　

私
か
ら
は
行
動
４
の
利
子
控
除
制
限
の
話
を
い

た
し
ま
す
。

　

い
ま
高
嶋
先
生
か
ら
話
が
あ
っ
た
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
と
違

い
、
さ
ほ
ど
複
雑
な
内
容
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
比

較
的
理
解
し
や
す
い
と
思
い
ま
す
。

原口エグゼクティブディレクター
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利
子
控
除
制
限
は
実
は
わ
が
国
に
存
在
し
て
い
ま
す
。
わ
が
国
に
お
い
て
、
利
子
の
損
金
算
入
を
否

認
で
き
る
規
定
が
三
つ
あ
り
ま
す
。
一
番
メ
ジ
ャ
ー
な
の
が
移
転
価
格
税
制
で
す
。
次
に
昔
か
ら
あ
る

過
少
資
本
税
制
で
、
資
本
と
負
債
の
比
率
で
損
金
算
入
を
否
認
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
昨
今
入
っ

た
の
が
過
大
支
払
利
子
税
制
で
す
。
こ
れ
は
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ス
に
着
目
し
て
所
得
に
対
す
る
支
払
利
息

割
合
で
も
っ
て
損
金
算
入
を
制
限
し
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
た
だ
日
本
の
企
業
で
こ
の
税
制
の

適
用
を
受
け
て
支
払
利
子
の
損
金
の
算
入
を
否
認
さ
れ
る
、
損
金
不
算
入
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
な
い
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
制
度
を
導
入
す
る
と
き
、
日
本
の
企
業
の
足
か
せ
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
当

時
の
経
済
産
業
省
が
知
恵
を
絞
り
、
日
本
の
企
業
を
い
じ
め
る
税
制
は
入
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
制
度

が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に
来
ら
れ
て
い
る
企
業
の
99
％
の
方
は
こ
の
税
制
に
つ
い
て
細
か
く
検
討

し
た
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
の
最
終
報
告
書
の
中
で
は
支
払
利
子
の
控
除
の
制

限
に
つ
い
て
提
言
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

冒
頭
、
青
山
先
生
か
ら
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
基
本
的
に
は
共
通
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
示
す
る
も

の
と
な
っ
て
お
り
、
基
本
的
な
つ
く
り
方
は
わ
が
国
の
過
大
支
払
利
子
税
制
と
よ
く
似
て
い
ま
す
。
そ
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の
税
制
は
ど
う
い
う
も
の
か
概
括
し
ま
す
。

日
本
の
過
大
支
払
利
子
税
制
と
は

原
口　

図
表
17
（
46
ペ
ー
ジ
）
は
、
わ
が
国
の
過
大
支
払
利
子
税
制
の
仕
組
み
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
基

本
的
に
は
所
得
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
そ
の
所
得
の
一
定
金
額
ま
で
し
か
損
金
算
入
を
認
め
ま
せ
ん
。
そ

れ
を
上
回
る
支
払
利
子
に
つ
い
て
は
損
金
不
算
入
と
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。

　

で
は
、
そ
の
所
得
の
キ
ャ
ッ
プ
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
調
整
所
得
金
額

と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
当
期
の
所
得
金
額
に
減
価
償
却
費
と
受
取
配
当
益
金
不
算
入
額

と
関
連
者
の
純
支
払
利
子
額
な
ど
を
足
し
て
調
整
所
得
金
額
と
し
、
そ
の
50
％
を
キ
ャ
ッ
プ
に
し
ま
す
。

関
連
者
に
対
す
る
利
子
で
、
調
整
所
得
金
額
の
50
％
を
超
え
る
支
払
利
子
が
、
損
金
不
算
入
に
な
り
ま

す
。

　

一
つ
い
い
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
受
け
取
っ
た
側
が
日
本
の
法
人
で
あ
っ
て
、
日
本
の
課
税

所
得
を
構
成
す
る
よ
う
な
利
子
に
つ
い
て
は
課
税
の
対
象
に
し
な
い
と
い
う
制
度
に
な
っ
て
い
る
こ
と

で
す
。
そ
こ
が
効
い
て
、
日
本
の
会
社
が
日
本
の
関
連
者
に
支
払
っ
て
い
る
利
子
は
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
な
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（
注

） 関
連

者
等（

直
接

・
間

接
の

持
分

割
合

50%
以

上
ま

た
は

実
質

支
配

・
被

支
配

関
係

に
あ

る
者

等
）へ

の
支

払
利

子
等

の
額（

利
子

等
の

受
領

者
側

で
わ

が
国

の
法

人
税

の
課

 
 

税
所

得
に

算
入

さ
れ

る
も

の
等

を
除

く
）の

合
計

額
か

ら
こ

れ
に

対
応

す
る

受
取

利
子

等
の

額
を

控
除

し
た

残
額

を
い

う
（

出
所

）第
67

回
租

税
研

究
大

会（
東

京
大

会
）で

の
財

務
省

公
表

資
料

に
基

づ
き

作
成

調
整
所
得
金
額

損
金
算
入
限
度
額

関
連
者

純
支
払
利
子
等
の
額

（
注

）

翌
期

以
降

の
一

定
期

間（
7

年
間

）
繰

り
越

し
て

損
金

算
入

可
能

▲

 減
価

償
却

費

▲

 受
取

配
当

益
金

不
算

入
額

 等

関
連

者
純

支
払

利
子

等
の

額

そ
の

他

当
期

の
所

得
金

額

本
制

度
と

過
少

資
本

税
制

の
両

者
が

適
用

に
な

る
場

合
に

は
、

そ
の

計
算

さ
れ

た
損

金
不

算
入

額
の

う
ち

、い
ず

れ
か

多
い

金
額

を
損

金
不

算
入

額
と

す
る

【
本

制
度

の
適

用
除

外
】

▲

 関
連

者
純

支
払

利
子

等
の

額
が

少
額

（
1000

万
円

以
下

）で
あ

る
場

合

▲

 関
連

者
等

へ
の

支
払

利
子

等
の

額
が

総
支

払
利

子
等

の
額

の
一

定
割

合
（

50%
）以

下
で

あ
る

場
合

調
整

所
得

金
額

の
50%

を
超

え
る

部
分

過
大
支
払
利
子

損
金
不
算
入

調整所得金額の50％

比
較

図
表

17  本
邦

過
大

支
払

利
子

税
制

の
仕

組
み（

イ
メ

ー
ジ

）
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い
の
で
、
こ
の
税
制
に
ひ
っ
か
か
る
会
社
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

　

反
対
に
、
外
資
の
会
社
で
、
海
外
の
親
会
社
や
関
連
会
社
に
支
払
う
も
の
が
対
象
に
な
っ
て
き
ま
す
。

基
本
的
に
日
本
の
国
内
企
業
に
つ
い
て
は
ひ
っ
か
か
ら
な
い
制
度
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

で
は
最
終
報
告
書
で
利
子
控
除
制
限
に
係
る
提
言
が
な
さ
れ
た
理
由
を
見
て
み
ま
す
。
利
子
や
配
当

の
支
払
い
に
よ
っ
て
取
り
扱
い
が
違
う
こ
と
、
利
子
は
損
金
算
入
で
き
ま
す
が
、
配
当
は
そ
う
な
っ
て

い
な
い
こ
と
は
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
違
い
を
巧
み
に
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
所
得
の
調
整

が
で
き
ま
す
。

　

簡
単
に
い
い
ま
す
と
、
低
税
率
国
か
ら
金
を
借
り
入
れ
て
利
子
を
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
税
率
国

か
ら
低
税
率
国
へ
所
得
の
移
転
は
簡
単
に
起
こ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
う
ま
く
組
み

合
わ
せ
て
い
ろ
い
ろ
な
ス
キ
ー
ム
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
こ
に
キ
ャ
ッ
プ
を
つ
け
て
い
き
ま

し
ょ
う
と
い
う
大
き
な
流
れ
が
あ
る
の
で
す
。

利
益
移
転
、
税
源
浸
食
の
取
引
例

原
口　

図
表
18
（
48
ペ
ー
ジ
）
を
見
て
く
だ
さ
い
。
複
雑
な
取
引
図
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
Ｏ
Ｅ
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連
結
納
税
制
度

連
結
納
税
制
度

（
出
所
）O
E
C
D『
税
源
浸
食
と
利
益
移
転
へ
の
対
応
報
告
書
』別
紙
C
に
基
づ
き
作
成

10
億
ユ
ー
ロ

の
買
収
価
格

6
億
ユ
ー
ロ

の
借
入
れ

支
払
利
子

ハ
イ
ブ
リ
ッド
商
品
に
よ
り

4
億
ユ
ー
ロ
の
融
資

受
取
配
当
/

支
払
利
子

受
取
配
当
/

支
払
利
子

4
億
ユ
ー
ロ

の
借
入
れ

P
国

T
国

L
国

L
持
株
会
社

多
国
籍
企
業

L
社

外
部
銀
行

T
持
株
会
社

製
造
会
社

売
り
手

図
表

18  負
債

の
プ

ッ
シ

ュ
ダ

ウ
ン

と
中

間
持

株
会

社
を

利
用

し
た

レ
バ

レ
ッ

ジ
に

よ
る

買
収

事
例

48



Ｃ
Ｄ
か
ら
２
０
１
３
年
２
月
に
公
表
さ
れ
て
い
ま
す
〝A

ddressing B
ase E

rosion and P
rofit 

S
hifting

〟（『
税
源
浸
食
と
利
益
移
転
へ
の
対
応
報
告
書
』）
と
い
う
報
告
書
の
中
で
、
こ
う
い
っ
た
ス

キ
ー
ム
で
利
益
移
転
、
税
源
浸
食
が
起
こ
っ
て
い
る
と
例
示
さ
れ
た
取
引
を
図
示
し
た
も
の
で
す
。
こ

ん
な
取
引
が
本
当
に
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
ち
ょ
っ
と
複
雑
な
と
こ
ろ
で
す
が
。

　

ま
ず
は
、
自
分
た
ち
は
Ｐ
国
に
あ
る
多
国
籍
企
業
だ
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。
Ｔ
国
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
の

国
に
あ
る
製
造
会
社
を
買
収
し
た
い
が
Ｔ
国
（
Ｔ
持
株
会
社
）
に
は
お
金
が
な
い
の
で
、
Ｐ
国
の
皆
さ

ま
が
お
金
を
注
入
し
て
買
収
し
て
い
こ
う
。
そ
の
と
き
単
に
資
本
を
注
入
す
る
形
に
し
て
し
ま
う
と
、

Ｐ
国
に
は
配
当
と
い
う
か
た
ち
で
還
元
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
Ｔ
国
に
お
い
て
損
金
は
発
生
し
ま
せ

ん
。
貸
付
金
で
注
入
し
て
支
払
利
子
を
発
生
さ
せ
た
ほ
う
が
税
効
率
が
い
い
と
い
う
観
点
で
ス
キ
ー
ム

が
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

Ｌ
国
は
低
税
率
国
で
す
。
そ
こ
に
持
株
会
社
を
つ
く
り
、
そ
こ
を
通
じ
て
タ
ー
ゲ
ッ
ト
の
Ｔ
国
に
製

造
会
社
を
買
収
す
る
箱
を
つ
く
り
ま
す
。
Ｐ
国
の
多
国
籍
企
業
は
Ｌ
持
株
会
社
、
Ｔ
持
株
会
社
を
通
じ

て
、
調
達
し
た
資
金
で
製
造
会
社
を
買
い
ま
す
。

　

本
件
で
は
４
億
ユ
ー
ロ
が
Ｐ
国
の
会
社
か
ら
Ｌ
持
株
会
社
を
通
じ
て
Ｔ
持
株
会
社
に
流
れ
て
い
ま
す
。
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加
え
て
銀
行
か
ら
の
借
入
れ
と
い
う
形
で
６
億
ユ
ー
ロ
、
合
わ
せ
て
10
億
ユ
ー
ロ
を
元
手
に
し
て
製
造

会
社
を
買
収
し
ま
し
た
。
Ｔ
持
株
会
社
に
よ
る
売
収
後
、
発
生
す
る
利
子
が
製
造
会
社
の
所
得
と
相
殺

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
税
効
率
が
よ
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

報
告
書
の
事
例
で
は
、
Ｌ
国
か
ら
Ｔ
国
に
入
っ
て
く
る
と
き
に
は
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
商
品
に
よ
る
４
億

ユ
ー
ロ
の
融
資
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
行
動
２
で
い
う
と
こ
ろ
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
・
ミ
ス
マ
ッ
チ

で
す
。
Ｔ
国
か
ら
支
払
う
と
き
に
は
支
払
利
子
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
Ｌ
国
で
受
け
取
っ
た
と

き
に
は
配
当
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
海
外
子
会
社
か
ら
の
配
当
益
金
不
算
入
と
い
う
制
度
が
あ
れ
ば
、

Ｌ
国
で
は
課
税
が
起
こ
ら
な
い
と
い
う
ミ
ス
マ
ッ
チ
が
起
こ
り
ま
す
。
こ
れ
は
行
動
２
で
対
応
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

結
局
、
製
造
会
社
を
買
収
す
る
に
当
た
っ
て
の
有
利
な
や
り
方
が
あ
る
、
利
子
を
使
う
、
過
度
に
そ

う
い
っ
た
こ
と
が
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

報
告
書
（
２
０
１
５
年
度
国
際
租
税
研
究
会
報
告
書
「
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
に
お
け
る
新
た
な
国
際
租

税
制
度
の
あ
り
方
～
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
総
括
と
今
後
の
国
際
租
税
の
展
望
～
」）
の
中
に
は
、

日
本
で
３
年
ほ
ど
前
に
新
聞
沙
汰
に
な
っ
た
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
の
事
案
を
紹
介
し
て
あ
り
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ま
す
。
当
時
、
日
本
に
は
過
大
支
払
利
子
税
制
が
な
か
っ
た
の
で
、
法
人
税
法
１
３
２
条
の
包
括
否
認

規
定
を
適
用
し
た
事
案
で
す
。
納
税
者
に
と
っ
て
は
非
常
に
厳
し
い
課
税
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
紹
介
し

て
い
ま
す
。

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
に
対
す
る
制
限
方
法

原
口　

で
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
中
で
ど
う
い
っ
た
制
限
方
法
、
処
方
箋
が
提
言
さ
れ
た
の
か
は
、
図
表
19

（
52
ペ
ー
ジ
）
に
な
り
ま
す
。

　

最
終
的
に
は
、
日
本
の
過
大
支
払
利
子
税
制
と
基
本
的
に
同
じ
よ
う
な
も
の
が
提
案
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
の
過
程
で
も
う
一
つ
話
が
あ
り
ま
し
た
。
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
所
得
に
着
目
し
て
制
限
を
か
け
て

い
く
の
が
、
図
表
19
左
側
の
固
定
比
率
ル
ー
ル
で
す
。
所
得
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
所
得
の
何
％
を
超
え

る
も
の
に
つ
い
て
は
否
認
し
ま
す
、
駄
目
で
す
よ
と
い
っ
た
も
の
で
す
。

　

も
う
一
つ
の
考
え
方
が
右
側
で
す
。
企
業
グ
ル
ー
プ
全
体
の
所
得
に
占
め
る
支
払
利
子
の
割
合
を
、

グ
ロ
ー
バ
ル
ベ
ー
ス
で
算
出
し
ま
す
。
そ
れ
を
キ
ャ
ッ
プ
に
し
て
、
一
定
の
国
で
の
支
払
利
子
の
割
合

と
比
較
し
て
、
そ
の
割
合
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
否
認
し
て
い
く
と
い
う
考
え
方
が
提
言
さ
れ
て
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（
出
所
）第
67
回
租
税
研
究
大
会（
東
京
大
会
）で
の
財
務
省
公
表
資
料
に
基
づ
き
作
成

損
金
算
入
限
度
額

▲

 減
価

償
却

費

▲

 受
取

配
当

益
金

不
算

入
額

 等

純
支

払
利

子
額

そ
の

他

当
期

の
税

額

当
期

税
引

後
 所

得
金

額

損
金
不
算
入

（
注
1）E
B
ITD
A
=
税
引
後
当
期
所
得
＋
純
支
払
利
子
＋
減
価
償
却
費
＋
特
別
償
却
＋
当
期
税
額

（
注
2）日
本
の
過
大
支
払
利
子
税
制
に
お
い
て
は
50%

（
注
3）グ
ル
ー
プ
比
率
=
グ
ル
ー
プ
全
体
の
純
支
払
利
子

グ
ル
ー
プ
全
体
の
E
B
ITD
A

企
業
Aの
E
B
ITD
A

×
［
10
～
30%

］ （
注
2）

企
業
Aの
E
B
ITD
A

×
グ
ル
ー
プ
比
率
（
注
3）

企
業
A
の
E
B
IT
D
A
（
注
1）

損
金

算
入

可

固
定
比
率
ル
ー
ル

グ
ル
ー
プ
比
率
ル
ー
ル

図
表

19  固
定

比
率

ル
ー

ル
と

グ
ル

ー
プ

比
率

ル
ー

ル
の

イ
メ

ー
ジ

図
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い
ま
し
た
。
た
だ
最
終
的
に
は
、
基
本
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
固
定
比
率
ル
ー
ル
に
落
ち
着
い
て
い
ま
す
。

　

グ
ル
ー
プ
比
率
ル
ー
ル
は
ロ
ジ
ッ
ク
的
に
は
優
れ
た
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
執
行
を
考
え
る
と
、

支
払
利
子
の
損
金
算
入
額
を
計
算
す
る
に
当
た
り
、
す
べ
て
の
国
の
支
払
利
子
額
を
全
部
ま
と
め
て
、

そ
の
比
率
を
出
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
企
業
に
と
っ
て
も
課
税
当
局
に
と
っ
て
も
手

間
に
な
り
ま
す
。
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
案
す
る
と
こ
ろ
ま
で
に
は
至
ら
ず
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
オ
プ

シ
ョ
ン
と
し
て
採
用
し
て
い
い
で
す
よ
と
い
う
提
案
に
な
っ
て
い
ま
す
。

固
定
比
率
ル
ー
ル
と
過
大
支
払
利
子
税
制
の
相
違
点

原
口　

で
は
、
固
定
比
率
ル
ー
ル
と
わ
が
国
の
過
大
支
払
利
子
税
制
の
違
い
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
わ
が
国
で
は
調
整
所
得
金
額
の
50
％
を
超
え
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
損
金
算
入
を
否
認
す
る
と
い
う

制
度
で
す
。
提
言
さ
れ
て
い
る
ル
ー
ル
は
Ｅ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
Ｄ
Ａ
、
所
得
に
着
目
し
て
制
限
を
し
ま
す
が
、
そ

の
率
が
異
な
り
ま
す
。
基
本
的
に
は
10
～
30
％
と
、
日
本
の
50
％
よ
り
も
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
だ
け
損
金
算
入
否
認
の
対
象
に
な
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
厳
し
い
制
度
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
が
一
番
大
き
な
相
違
点
で
す
。
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図
表
19
は
財
務
省
の
公
表
資
料
に
基
づ
い
て
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
Ｅ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
Ｄ
Ａ
を
計
算
す
る
に
当

た
っ
て
、「
そ
の
他
」の
と
こ
ろ
に
減
価
償
却
費
、
受
取
配
当
益
金
不
算
入
額
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
し

か
し
最
終
報
告
書
を
見
ま
す
と
、
パ
ラ
グ
ラ
フ
89
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
受
取
配
当
金
の
益
金
不
算

入
額
は
Ｅ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
Ｄ
Ａ
を
構
成
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
調
整
所
得
金
額
に
は
含
ま
れ
て
い
た
も
の

が
除
か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
ま
た
圧
縮
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
い
ま
の
日
本
の
制
度
よ
り

も
厳
し
い
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

支
払
利
子
に
つ
い
て
も
、
日
本
の
制
度
は
関
連
者
に
対
す
る
支
払
利
子
が
対
象
に
な
っ
て
い
る
と
お

話
し
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
固
定
比
率
ル
ー
ル
で
は
、
関
連
者
に
限
ら
ず
外
部
の
金
融
機
関
か
ら
の
利

子
も
含
め
た
総
額
で
制
限
を
か
け
て
い
く
と
こ
ろ
が
違
う
点
で
す
。
こ
の
点
か
ら
も
い
ま
の
わ
が
国
の

制
度
よ
り
も
厳
し
い
制
度
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

加
え
て
、
日
本
の
制
度
で
は
、
日
本
の
内
国
法
人
が
受
け
取
っ
て
課
税
所
得
を
構
成
す
る
場
合
、
そ

の
利
子
は
カ
ウ
ン
ト
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
固
定
比
率
ル
ー
ル
は
そ
う
い
う
制
度

に
も
な
っ
て
い
な
い
厳
し
い
も
の
で
、
い
ま
の
日
本
の
制
度
と
比
較
し
た
と
き
、
も
っ
と
大
き
な
網
で

ひ
っ
か
け
ら
れ
る
よ
う
な
提
言
に
な
っ
て
い
ま
す
。

54



　

日
本
の
国
内
法
に
落
と
し
込
む
に
当
た
っ
て
は
、
オ
ー
バ
ー
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
と
い
う
話
が
よ
く

あ
り
ま
す
。
日
本
に
い
ま
あ
る
過
大
支
払
利
子
税
制
は
そ
う
い
っ
た
も
の
に
な
り
ま
せ
ん
。
経
済
活
動

の
足
か
せ
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
課
税
対
象
が
膨
ら
む
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
の
企
業
の
経
済
活
動
の
足

か
せ
に
な
る
よ
う
な
制
度
に
し
て
は
い
け
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、
い
ま
い
っ
た
違
い
を
ど
の
よ

う
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
く
の
か
。
日
本
の
企
業
の
経
済
活
動
に
障
害
が
出
て
く
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

し
っ
か
り
と
訴
え
て
い
く
と
こ
ろ
が
重
要
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
い
っ
た
厳
し
い
制
度
を
入
れ
た
と
し
て
も
、
報
告
書
に
記
載
し
て
い
ま
す
事
案
に
対
し
て
は
、

こ
の
制
度
だ
け
で
は
捕
捉
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
控
除
支
払
利
子
制
限
と
は
別
に
包
括
的
な

考
え
方
で
カ
バ
ー
し
、
租
税
回
避
的
な
も
の
を
捕
捉
す
る
と
い
っ
た
二
重
立
て
で
走
っ
て
い
く
ほ
う
が

い
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

「
行
動
８
～
10
」
移
転
価
格
税
制
に
つ
い
て

岡
田　

資
料
を
配
布
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
基
づ
き
な
が
ら
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。
私
か
ら
は
移

転
価
格
関
連
の
概
括
的
な
説
明
で
す
。
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最
終
報
告
書
は
行
動
８
～
10
と
い
う
こ
と
で
一
つ
に

ま
と
ま
っ
て
い
ま
す
が
、Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
のP

rofit S
hifting

と
い
う
言
葉
を
最
も
端
的
に
表
し
て
い
る
の
が
移
転
価

格
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
非
常
に
重
要
な
ペ
ー
パ
ー
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

図
表
20
の
上
段
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
の

観
点
で
の
問
題
は
経
済
実
態
と
課
税
の
実
態
を
合
わ
せ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
具
体
的
に
は
、
そ
の
横
に
あ
り

ま
す
よ
う
に
、
経
済
活
動
に
よ
っ
て
価
値
創
造
が
生
じ
、

そ
の
価
値
創
造
は
実
際
の
と
こ
ろ
利
得
付
与
と
関
係
し

ま
す
の
で
、
価
値
創
造
、V

alue C
reation

と
い
っ
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
が
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
全
体
の

キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
ま
す
。V

alue C
reation

が

あ
る
の
か
ど
う
か
、
そ
の
額
は
い
く
ら
な
の
か
、
そ
う

岡田顧問
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経
済
実
態
と
課
税
実
態
の
合
致

経
済
活
動
に
よ
る
価
値
創
造
の
場
所
に
利
得
付
与

O
EC
D
移
転
価
格
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
2010

年
）

改
訂
の
有
無

O
EC
D
移
転
価
格
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
改
訂
案

序
文

用
語

集
第

1
章

　
独

立
企

業
原

則
一

部
改

訂
（

セ
ク

シ
ョ

ン
D

. 独
立

企
業

原
則

の
適

用
の

た
め

の
指

針
）

•実
際

の
取

引
の

正
確

な
描

写
• ６

つ
の

ス
テ

ッ
プ

で
リ

ス
ク

分
析（

特
定

、契
約

条
件

、機
能

分
析

、解
釈

、配
分

、価
格

付
け

）
•リ

ス
ク

の
支

配
、

リ
ス

ク
引

き
受

け
の

た
め

の
財

務
能

力
の

検
証

•商
業

合
理

性
テ

ス
ト

に
よ

り
取

引
を

否
認

（
N

on-recognition）
• ロ

ケ
ー

シ
ョ

ン
セ

ー
ビ

ン
グ

、集
合

労
働

力
、多

国
籍

企
業

グ
ル

ー
プ

シ
ナ

ジ
ー

の
取

り
扱

い
の

明
確

化
•特

別
措

置
は

不
採

用
第

2
章

　
移

転
価

格
算

定
方

法
第

1
部

　
移

転
価

格
算

定
方

法
の

選
択

第
2

部
　

伝
統

的
取

引
基

準
法

第
3

部
　

取
引

単
位

利
益

法

一
部

改
訂

（
コ

モ
デ

ィ
テ

ィ
取

引
は

市
場

価
格

を
参

照
し

た
C

U
P

で
処

理
）

•経
験

則
の

適
用

第
3

章
　

比
較

可
能

性
分

析
第

4
章

　
 移

転
価

格
に

関
す

る
紛

争
の

回
避

お
よ

び
解

決
の

た
め

の
税

務
執

行
上

の
ア

プ
ロ

ー
チ

第
5

章
　

文
書

化
全

面
改

訂
（

マ
ス

タ
ー

フ
ァ

イ
ル

、
ロ

ー
カ

ル
フ

ァ
イ

ル
、

国
別

報
告

書
）

第
6

章
　

無
形

資
産

に
対

す
る

特
別

の
配

慮
全

面
改

訂
•無

形
資

産
の

定
義

•無
形

資
産

の
所

有
お

よ
び

開
発

・
改

善
・

維
持

・
保

護
・

使
用

•無
形

資
産

の
使

用
ま

た
は

移
転

• 独
立

企
業

条
件

（
D

C
F

の
容

認
、

評
価

困
難

な
無

形
資

産
に

つ
き

所
得

相
応

性
基

準
）

第
7

章
　

グ
ル

ー
プ

内
役

務
提

供
に

対
す

る
特

別
の

配
慮

全
面

改
訂

（
低

付
加

価
値

IG
S

に
つ

き
簡

素
化

さ
れ

た
計

算
ア

プ
ロ

ー
チ

）
第

8
章

　
費

用
分

担
取

決
め

（
C

C
A

）
全

面
改

訂
（

貢
献

を
費

用
で

は
な

く
価

値
で

測
定

）
第

9
章

　
事

業
再

編
に

係
る

移
転

価
格

の
側

面
付

録

図
表

20  移
転

価
格

ル
ー

ル
の

再
構

築
・

明
確

化（
O

EC
D

移
転

価
格

が
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

改
訂

）
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い
っ
た
も
の
が
非
常
に
大
き
な
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ご
承
知
の
と
お
り
移
転
価
格
に
つ
い
て
は
、
独
立
企
業
原
則
（
Ａ
Ｌ
Ｐ
）
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
Ａ

Ｌ
Ｐ
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
み
な
ら
ず
国
連
で
も
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
独
立
企
業
原
則
は
グ
ロ
ー
バ

ル
で
認
め
ら
れ
て
い
る
概
念
で
す
。
図
表
20
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
今
回
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
移
転
価
格
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
が
大
幅
に
改
訂
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
あ
る
意
味
で
は
独
立
企
業
原
則
を
具
体
化
し
た

も
の
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
の
各
国
に
お
い
て
こ
の
内
容
が
影
響
を
与
え
ま
す
。

そ
の
意
味
で
は
最
終
報
告
書
の
ほ
か
の
項
目
と
は
若
干
異
な
っ
て
お
り
、
影
響
力
を
与
え
る
範
囲
が
大

き
い
と
感
じ
ま
す
。

　

無
形
資
産
の
定
義

岡
田　

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
に
お
い
て
一
番
大
き
な
問
題
と
し
て
挙
が
っ
て
い
る
の
は
、
図
表
21
に
あ
り
ま
す
無

形
資
産
で
す
。
か
つ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
企
業
等
が
、
無
形
資
産
を
安
い
価
格
で
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン

国
・
地
域
に
移
転
し
、
こ
れ
ら
の
国
で
多
額
の
利
益
を
あ
げ
て
税
を
逃
れ
て
い
た
と
い
う
ケ
ー
ス
が
あ

り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
に
お
い
て
は
極
め
て
重
要
な
検
討
項
目
に
な
っ
て
い
ま
す
。
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定義

 ⅰ
.  有

形
資

産
ま

た
は

金
融

資
産

で
は

な
い

も
の

で
、

 ⅱ
.  商

業
活

動
に

お
け

る
使

用
目

的
で

所
有・

管
理

で
き

、
 ⅲ

.  比
較

可
能

な
独

立
当

事
者

間
取

引
で

使
用

・
移

転
す

る
と

き
に

対
価

が
支

払
わ

れ
る

資
産

（
例

）特
許

、ノ
ウ

ハ
ウ・

企
業

秘
密

、商
標

・
商

号
・ブ

ラ
ン

ド
、契

約
上

の
権

利
等

ロ
ケ

ー
シ

ョ
ン

セ
ー

ビ
ン

グ・
市

場
固

有
の

特
徴

、グ
ル

ー
プ

シ
ナ

ジ
ー

等
は

無
形

資
産

に
該

当
し

な
い

→
独

立
企

業
と

の
比

較
可

能
性

の
調

整
、機

能
・リ

ス
ク・

資
産

を
含

む
関

連
す

る
事

実
と

状
況

の
分

析
で

対
応

果
た

す
機

能
・

有
す

る
資

産
・

引
き

受
け

る
リ

ス
ク

に
係

る
も

の
を

検
討

•法
律

上
の

所
有

は
対

価
算

定
の

単
な

る
参

照
点

•単
に

資
金

提
供

リ
ス

ク
を

負
担

す
る

場
合

は
、

リ
ス

ク
調

整
後

の
予

想
収

益
率

を
享

受
す

る
の

み

比
較

可
能

性
分

析
の

検
討

（
排

他
性

、法
的

保
護

の
範

囲
と

期
間

、地
理

的
範

囲
、耐

用
年

数
、期

待
将

来
便

益
等

の
要

素
の

検
討

）

•各
当

事
者

に
係

る
現

実
的

に
利

用
可

能
な

選
択

肢
の

検
討

比
較

対
象

の
選

定
が

困
難

な
場

合
に

は
、利

益
分

割
法

・
事

前
評

価
技

法
の

適
用

可
→

独
立

企
業

結
果

を
実

現

対価の算定

➡
➡

➡
➡

開
発

（
developm

ent）
改
善

（
enhancem

ent）
維
持

（
m
aintenance）

保
護

（
protection）

使
用

（
exploitation）

図
表

21  無
形

資
産（

行
動

計
画

８
）
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今
回
、「
無
形
資
産
」
の
定
義
を
き
ち
ん
と
ま
と
め
て
い
ま
す
。
ⅰ
．有
形
資
産
・
金
融
資
産
で
は
な

い
、
ⅱ
．所
有
・
管
理
が
可
能
、
ⅲ
．独
立
企
業
間
で
対
価
が
支
払
わ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。
し
た

が
っ
て
無
形
資
産
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
対
価
の
問
題
が
当
然
出
て
き
ま
す
。
企
業
と
し
て
は

無
形
資
産
な
の
か
ど
う
か
は
あ
る
程
度
き
ち
ん
と
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

（
例
）に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
特
許
、
ノ
ウ
ハ
ウ
・
企
業
秘
密
、
商
標
・
商
号
・
ブ
ラ
ン
ド
、
契
約
上
の

権
利
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
無
形
資
産
に
該
当
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
無
形
資
産
に
該
当
し
な
い
も
の
に
は
、
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
セ
ー
ビ
ン
グ（
立
地
に
基
づ
く
利
益
）

あ
る
い
は
グ
ル
ー
プ
シ
ナ
ジ
ー
が
あ
り
ま
す
。
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
セ
ー
ビ
ン
グ
に
つ
い
て
は
ご
承
知
の
方

も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
新
興
国
や
途
上
国
は
、
例
え
ば
そ
の
国
で
安
い
コ
ス
ト
で
つ
く
っ
た
も
の
、

そ
こ
か
ら
生
じ
た
利
得
は
基
本
的
に
自
国
に
帰
属
す
べ
き
だ
と
い
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
、
先
進
国

は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
で
は
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
、
比
較
可
能
性
の
分
析
を
行
う
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
比
較

可
能
な
も
の
の
場
合
の
利
得
と
比
べ
れ
ば
い
い
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
新
興
国
等
は
、
一

般
的
に
こ
の
よ
う
な
も
の
に
比
較
対
象
は
存
在
し
な
い
、
し
た
が
っ
て
、
比
較
対
象
を
使
わ
な
い
算
定
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方
法
の
使
用
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
、
等
の
主
張
を
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
場
合
に
大
き
な
概
念
と
し
て
登
場
す
る
の
は
、
無
形
資
産
に
つ
い
て
の
開
発

（developm
ent

）・
改
善
（enhancem

ent

）・
維
持
（m

aintenance

）・
保
護
（protection

）・
使

用
（exploitation

）
と
い
う
五
つ
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
頭
文
字
を
と
っ
て
Ｄ
Ｅ
Ｍ
Ｐ
Ｅ
と
よ
ば

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
無
形
資
産
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
な
っ
て
い
ま
す
。
最
初
に
開
発
が
あ
っ
て
か

ら
、
最
後
に
使
用
す
る
ま
で
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
各
段
階
に
お
け
る
価
値
創
造
を
見
て
い
こ
う
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

そ
の
際
、
法
律
上
の
所
有
は
対
価
算
定
の
単
な
る
参
照
点
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
確
か
に

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
か
ら
見
た
ら
そ
の
と
お
り
で
、
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
で
無
形
資
産
の
法
律
上
の
所
有
権
を
与

え
た
か
ら
、
そ
こ
で
多
額
の
利
益
を
計
上
し
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
、
日
本
企
業
に
と
っ
て
は
法
律
上
の
所
有
権
を
当
初
か
ら
持
っ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
そ
の
場

合
に
利
得
を
十
分
に
計
上
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
主
張
す
べ
き
は
開
発
等
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
自
分
た
ち
は
開
発
し
た
、
だ
か
ら
多
額
の
利
益
を
得
て
も
い
い
と
い
う
主
張
を
し
て
い
く
こ
と
に

な
り
、
開
発
・
改
善
・
維
持
・
保
護
・
使
用
と
い
う
項
目
は
非
常
に
大
事
な
も
の
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
に
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つ
い
て
、
機
能
、
資
産
、
リ
ス
ク
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
た
の
か
を
分
析
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
思
い
ま
す
。

　

無
形
資
産
に
つ
い
て
は
比
較
対
象
を
見
つ
け
に
く
い
の
は
事
実
で
す
。
そ
こ
で
今
回
、
新
た
な
算
定

方
法
と
い
う
形
で
事
前
評
価
技
法
を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。

　

図
表
22
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
移
転
価
格
の
算
定
方
法
は
左
側
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
今
回
、
そ

の
他
の
方
法
を
充
実
さ
せ
て
い
ま
す
。
確
か
に
い
ま
ま
で
の
比
較
可
能
性
分
析
は
大
き
な
分
野
で
す
が
、

今
回
の
も
の
は
予
測
可
能
性
分
析
と
い
っ
て
も
い
い
よ
う
な
形
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

一
つ
は
Ｄ
Ｃ
Ｆ
（
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
テ
ィ
ッ
ド
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
）
法
で
す
。
実
際
に
企
業
が
使
っ

て
い
る
有
用
な
ツ
ー
ル
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
Ｄ
Ｃ
Ｆ
法
は
今
回
の
最
終
報
告
書
で
明
確
に
記

述
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
関
係
で
、
独
立
企
業
原
則
を
考
え
た
場
合
、
独
立
企
業
で
あ
れ
ば
ど
う
い
う
契
約
を
し
た
の
か

と
い
う
考
慮
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
将
来
を
見
通
せ
な
い
の
で
あ
れ
ば
短
期
の
契
約
に
す
る
、
あ
る

い
は
条
件
が
変
わ
っ
た
場
合
に
は
再
交
渉
す
る
か
も
し
れ
な
い
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
独
立
企
業
で

あ
っ
て
も
行
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
条
項
も
認
め
て
も
ら
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
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比
較

対
象

取
引

が
な

い
場

合
、評

価
技

法
の

適
用

事
前

の
評

価
が

困
難

（
部

分
的

開
発

・
斬

新
方

法
で

の
利

用
の

見
込

み
等

）

評
価

不
確

実
リ

ス
ク

に
は

、短
期

契
約

条
項

、価
格

調
整

条
項

、再
交

渉
条

項
等

の
独

立
企

業
契

約
条

件
を

設
定

•事
前

予
測

と
事

後
実

績
に

著
し

い
差

異
の

可
能

性
→

事
後

の
結

果
に

よ
る

事
前

の
評

価（
米

・
独

で
規

定
）

•各
納

税
者

の
個

別
状

況
に

係
る

予
測

可
能

性
分

析
→

納
税

者
に

証
明

義
務（

情
報

の
非

対
称

性
）

•相
互

協
議

で
二

重
課

税
を

解
消

→
所

得
相

応
性

基
準

は
独

立
企

業
原

則
に

合
致

• 事
前

予
測

で
の

リ
ス

ク
の

適
切

な
考

慮
の

有
無

、
予

測
不

能
で

価
格

決
定

後
の

特
異

な
開

発
・

事
象

の
有

無
•事

前
予

測
と

実
績

の
差

異
が

当
初

対
価

の
20％

以
下

、
5

年
間

の
商

業
化

期
間

で
の

差
異

が
同

20％
以

下
等

移転価格算定方法

独
立
価
格
比
準
法

（
C
U
P
法
）

D
C
F法

所
得
相
応
性
基
準

再
販
売
価
格
基
準
法

（
R
P
法
）

原
価
基
準
法

（
C
P
法
）

取
引
単
位

営
業
利
益
法

（
T
N
M
M
法
）

利
益
分
割
法

（
P
S
法
）

そ
の
他
の
方
法

適
用

で
き

な
い

場
合

図
表

22  D
C

F法
・

所
得

相
応

性
基

準
の

導
入（

無
形

資
産

に
係

る
移

転
価

格
の

算
定

方
法

）
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所
得
相
応
性
基
準
導
入
の
問
題
点

岡
田　

無
形
資
産
に
つ
い
て
は
評
価
困
難
な
も
の
が
ど
う
し
て
も
存
在
し
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
い

わ
ゆ
る
所
得
相
応
性
基
準
が
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
所
得
相
応
性
基
準
は
、
事
後
の
結
果
か
ら
事
前
の

評
価
を
検
討
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
で
も
、
こ
れ
は
後
知
恵
だ
と
し
て
ず
っ
と
取
り
入
れ

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
考
え
て
み
る
と
、
各
企
業
は
開
発
の
段
階
で
無
形
資
産
の
潜
在
的
価
値
を
見

よ
う
と
し
ま
す
。
そ
の
見
た
価
格
は
い
く
ら
な
の
か
、
最
後
の
使
用
の
段
階
で
ど
れ
だ
け
の
価
値
が
出

る
か
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
場
合
も
多
い
で
し
ょ
う
か
ら
、
結
果
を
見
る
こ
と
は
あ
な
が
ち
お
か
し
い

と
は
い
え
な
い
、
潜
在
的
価
値
が
顕
在
化
し
た
と
み
れ
ば
お
か
し
く
な
い
の
か
な
と
私
自
身
は
思
っ
て

い
ま
す
。

　

た
だ
、
事
前
の
評
価
が
正
し
い
の
か
ど
う
か
、
そ
こ
は
非
常
に
大
き
な
問
題
で
す
。
当
局
に
は
な
か

な
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
納
税
者
に
そ
こ
の
証
明
責
任
が
課
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
事
前
の
評
価

を
こ
う
い
っ
た
形
で
や
り
ま
し
た
、
リ
ス
ク
も
き
ち
ん
と
考
慮
し
ま
し
た
、
し
か
し
結
果
は
違
い
ま
し

た
、
そ
れ
は
途
中
で
予
測
不
可
能
な
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
、
そ
う
い
う
こ
と
を
企
業
は
説
明
し
な

さ
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
十
分
に
説
明
し
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
所
得
相
応
性
基
準
で
課
税
を
受
け
る
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可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　

所
得
相
応
性
基
準
に
は
、
独
立
企
業
で
あ
れ
ば
ど
う
い
う
予
測
を
し
た
か
と
い
う
観
点
が
ど
う
し
て

も
含
ま
れ
ま
す
。
だ
か
ら
こ
れ
は
Ａ
Ｌ
Ｐ
（
独
立
企
業
原
則
）
に
合
致
し
、
し
た
が
っ
て
Ｍ
Ａ
Ｐ
（
相

互
協
議
）
の
対
象
に
な
る
と
い
う
整
理
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
移
転
価
格
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
取

り
入
れ
た
の
は
、
相
手
国
と
の
関
係
で
も
、
大
き
な
点
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
セ
ー
フ
・
ハ
ー
バ
ー
規
定
を
設
け
、
事
前
の
予
測
と
事
後
結
果
の
違
い
が
20
％
以
内
で
あ
れ

ば
認
め
る
と
い
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
独
立
企
業
で
あ
れ
ば
ど
う
い
う
予
測
を
し
た
か
と
い
う
観
点

を
改
め
て
強
調
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
重
要
な
点
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

図
表
23
（
66
ペ
ー
ジ
）
は
、
リ
ス
ク
の
問
題
で
す
。
リ
ス
ク
は
あ
る
意
味
で
無
形
資
産
と
似
た
と
こ

ろ
が
あ
り
、
評
価
は
な
か
な
か
難
し
い
で
す
し
、
契
約
で
簡
単
に
移
せ
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
Ｂ
Ｅ

Ｐ
Ｓ
に
お
い
て
、
こ
れ
は
一
つ
の
大
き
な
検
討
す
べ
き
要
件
だ
と
い
う
こ
と
で
、
最
終
報
告
書
で
も
か

な
り
の
ペ
ー
ジ
が
割
か
れ
て
い
ま
す
。

　

い
わ
ゆ
る
ハ
イ
リ
ス
ク
・
ハ
イ
リ
タ
ー
ン
で
あ
り
、
リ
ス
ク
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
た
く
さ
ん
の
利
得

を
つ
け
る
べ
き
と
な
っ
て
い
ま
す
。
リ
ス
ク
分
析
を
行
う
場
合
、
重
要
な
要
素
は
リ
ス
ク
の
コ
ン
ト
ロ
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図
表

23  リ
ス

ク
お

よ
び

資
本（

行
動

計
画

９
）

リ
ス
ク
の

特
定

（
定
義
）

•リ
ス

ク
の

特
定

は
、

移
転

価
格

に
お

け
る

機
能

分
析

と
関

連
し

、
ま

た
商

業
上

お
よ

び
資

金
上

の
関

係
を

正
確

に
把

握
す

る
た

め
に

不
可

欠
•移

転
価

格
の

議
論

に
お

け
る「

リ
ス

ク
」

は
事

業
上

の
不

確
実

性
を

意
味

し
、

戦
略

リ
ス

ク
、

市
場

リ
ス

ク
、

イ
ン

フ
ラ

リ
ス

ク
、

操
業

リ
ス

ク
、

財
務

リ
ス

ク
、

取
引

リ
ス

ク
お

よ
び

ハ
ザ

ー
ド

リ
ス

ク
を

含
む

•独
立

企
業

原
則

、
比

較
可

能
性

分
析

に
よ

っ
て

、
商

業
上

、
資

金
上

の
関

係
、

契
約

条
件

、
経

済
状

況
を

特
定

•正
確

に
描

写
さ

れ
た

取
引

と
し

て
当

事
者

間
の

関
係

の
実

質
を

特
定

→
対

応
す

る
事

業
活

動
を

行
う

企
業

に
利

得
配

分
•商

業
上

の
合

理
性（

com
m

ercial rationality）
が

な
い

取
引

は
、

取
決

め
の

無
視（

否
認

）
が

可
能

※
関

連
企

業
は

独
立

企
業

よ
り

も
多

様
な

取
引

を
行

う
可

能
性

（
独

立
企

業
の

行
動

を
み

る
の

で
は

な
い

）

•リ
ス

ク
配

分
は

、
リ

ス
ク

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

と
リ

ス
ク

引
受

け
の

資
金

的
能

力
に

よ
る（

リ
ス

ク
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
を

よ
り

重
視

）
•リ

ス
ク

分
析

に
係

る
６

つ
の

ス
テ

ッ
プ

：
①

　
経

済
的

に
重

要
な

リ
ス

ク
の

特
性

を
特

定
②

　
契

約
へ

の
反

映
状

況
③

　
リ

ス
ク

に
関

す
る

機
能

分
析

④
　

①
～

③
の

解
釈

⑤
　

リ
ス

ク
配

分（
リ

ス
ク

の
配

分
は

、
リ

ス
ク

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

と
リ

ス
ク

引
受

け
の

資
金

的
な

能
力

に
よ

る
）

⑥
　

 価
格

設
定

と
リ

ス
ク

配
分

の
反

映（
単

に
資

金
を

提
供

す
る

だ
け

の
拠

点
に

は
、

リ
ス

ク
フ

リ
ー

リ
タ

ー
ン

が
適

切
な

利
益（

予
期

せ
ぬ

利
益

も
損

失
も

配
分

さ
れ

な
い

））

リ
ス
ク
分
析

否
認
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ー
ル
は
ど
こ
で
行
っ
て
い
る
の
か
。
確
か
に
資
金
負
担
の
問
題
で
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
利
得
は
一
定
程

度
で
い
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
リ
ス
ク
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
っ
て
い
る
の
は
ど
こ
だ
と
い
う
こ
と
を

き
ち
っ
と
説
明
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。

　

私
の
個
人
的
な
感
じ
で
す
が
、
日
本
企
業
で
あ
る
親
会
社
は
、
か
な
り
リ
ス
ク
負
担
を
し
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
い
ま
ま
で
は
そ
れ
を
あ
ま
り
説
明
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

親
会
社
が
リ
ス
ク
を
負
担
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
で
き
れ
ば
、
そ
れ
な
り
の
利
得
も
つ
け
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
気
も
し
ま
す
。

　

行
動
計
画
10
で
は
、
そ
の
他
の
租
税
回
避
の
可
能
性
の
高
い
取
引
も
検
討
し
て
い
ま
す
。
取
引
の
複

雑
化
に
伴
い
、
取
引
単
位
利
益
分
割
法
を
利
用
す
る
機
会
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
山
川
委
員
の
ご
説
明
を
お
聞
き
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
、
低
付
加
価
値
グ
ル
ー
プ
内
役
務
提
供
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
簡
素
化
ア
プ
ロ
ー
チ
の
策
定
が

な
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
親
会
社
が
子
会
社
に
対
し
て
い
ろ
い
ろ
な
役
務
提
供
を
行
う
中
に
低
付

加
価
値
の
も
の
が
あ
る
と
き
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
コ
ス
ト
＋
５
％
で
い
い
。
グ
ロ
ー
バ
ル
で
こ
の
よ
う

に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
移
転
価
格
と
い
う
も
の
は
、
基
本
的
に
は
、
企
業
ご
と
の
個
別
的
な
、
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限
ら
れ
た
分
野
で
の
対
応
で
す
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
で
均
一
的
な
対
応
を
し
て
い
こ
う
、
グ
ロ
ー
バ
ル
基

準
を
つ
く
っ
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
が
改
め
て
一
つ
の
流
れ
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
い

い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
少
し
で
も
競
争
条
件
を
同
じ
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
取
引
は
日
本
に
は
関
係
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
市
況
産
品
等
に
つ
い
て
は
、
原
則
Ｃ

Ｕ
Ｐ
法
（
独
立
価
格
比
準
法
）
で
み
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

グ
ロ
ー
バ
ル
で
の
視
点
が
肝
要

岡
田　

最
後
に
最
終
報
告
書
の
効
果
・
影
響
で
す
。
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
今
回
の
最
終
報
告
書

は
、
独
立
企
業
原
則
を
改
め
て
再
認
識
す
る
と
同
時
に
、
再
構
築
し
て
発
展
さ
せ
た
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
と
と
も
に
納
税
者
の
事
務
負
担
は
増
え
て
い
ま
す
。
納
税
者
と
し
て
は
、
主
体
的
に
独
立
企
業
原
則

を
検
討
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
き
て
い
る
、
子
会
社
も
独
立
企
業
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
取

引
を
す
る
か
常
に
念
頭
に
置
い
て
対
応
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
相
手
国
か
ら
移
転
価
格
の
指
摘

を
受
け
る
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
必
要
が
生
じ
て
き
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

今
回
、
新
た
な
概
念
を
入
れ
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
大
幅
に
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
国
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に
よ
っ
て
は
か
な
り
一
方
的
な
解
釈
を
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
多
国

間
で
の
協
調
と
か
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
っ
て
対
応
を
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

私
が
大
切
だ
と
思
う
の
は
、
青
山
座
長
の
話
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
企
業
と
し
て
、
ま
ず
グ
ロ
ー
バ

ル
で
の
視
点
を
持
つ
こ
と
で
す
。
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
を
踏
ま
え
て
、
各
国
独
自
の
制
度
設
計
は
や
り
に
く
い
状

況
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
で
ど
う
い
う
動
き
が
あ
る
の
か
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
う

い
う
こ
と
が
お
か
し
い
か
、
ど
う
い
う
こ
と
が
正
し
い
か
、
ど
う
い
う
方
向
な
の
か
が
分
か
っ
て
く
る

と
思
い
ま
す
。
そ
の
あ
た
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
の
動
き
を
的
確
に
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

　

同
時
に
親
会
社
は
子
会
社
を
十
分
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
も

あ
り
ま
し
た
が
、
子
会
社
任
せ
に
し
な
い
こ
と
が
重
要
な
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
最
後
に
お
願
い
し
た
い
の
は
紛
争
解
決
で
す
。
企
業
に
と
っ
て
移
転
価
格
の
二
重
課
税
を

除
去
す
る
こ
と
は
非
常
に
大
き
な
問
題
で
す
が
、
当
局
は
ど
う
し
て
も
受
け
身
に
な
り
が
ち
だ
と
思
い

ま
す
。
二
重
課
税
除
去
に
つ
い
て
、
当
局
と
協
力
し
て
い
く
と
同
時
に
、
当
局
ヘ
の
働
き
か
け
を
積
極

的
に
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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「
行
動
８
～
10
」
移
転
価
格
税
制
の 

「
利
益
分
割
法
」
に
つ
い
て

山
川　

利
益
分
割
法
と
い
う
テ
ク
ニ
カ
ル
で
分
か
り

に
く
い
テ
ー
マ
な
の
で
、
資
料
に
は
長
々
と
文
章
を

書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
か
い
つ
ま
ん
で
お
話

し
い
た
し
ま
す
。
お
時
間
の
あ
る
と
き
に
資
料
を
参

考
に
し
て
い
た
だ
け
ば
と
思
い
ま
す
。

　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
議
論
の
現
状
と
背
景

山
川　

ま
ず
、
図
表
24
は
、
議
論
の
現
状
で
す
。
最

終
報
告
書
で
は
、
利
益
分
割
法
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
が
継

続
検
討
と
な
り
、
来
年
前
半
に
作
業
を
終
了
予
定
で

す
。
た
だ
、
今
年
５
月
の
公
聴
会
も
な
く
な
り
、
タ

イ
ト
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
進
ん
で
い
ま
す
。

山川パートナー
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図表24  OECDの議論の現状

　OECDは、2015年10月、BEPSプロジェクトのすべての計画につい
て検討の結果を最終報告し、同年11月のG20サミット首脳宣言にて支
持されるに至ったが、「移転価格の結果と価値創造の整合 行動8 ～
10：2015最終報告」の中の利益分割法のガイダンスについては、継続
検討とされた。この利益分割法のガイダンスについては、今後、
OECD・WP6がガイダンス案を2016年に策定、2017年前半に作業を
終了予定、この過程でディスカッション・ドラフトが公表され、公聴
会が2016年5月に開催される予定、とされている。全体的にタイトな
スケジュール。
　このわずか数ページの成果物の重要な点は、利益分割法の適用を
めぐるいくつかの論点に対し、特段の解決手法を示唆していないこと
である。多国籍企業にとって利益分割法が興味をそそるやりがいが
あるものとして、評されているわけでもない。なんらの指針も示して
おらず、ブレインストーミングにとどまっていると言えよう。先に利
益分割法ありきではない。OECDの慎重さが見て取れる。スコーピン
グペーパーにとどまる。今後OECDガイドライン第2章の改訂案を目
指していく。
　最適手法、高度に統合された事業活動、ユニークで価値ある貢献、
シナジー便益、利益分割ファクター、その他の6事項ごとに、改訂ガ
イダンスの範囲等を論じている。

　

昨
年
10
月
の
成
果
物
は
数
ペ
ー
ジ
の
ス

コ
ー
ピ
ン
グ
ペ
ー
パ
ー
に
と
ど
ま
り
ま
し

た
。
こ
の
ス
コ
ー
ピ
ン
グ
の
内
容
は
、
図

表
24
の
一
番
下
に
書
い
て
あ
り
ま
す
よ
う

に
最
適
手
法
、
高
度
に
統
合
さ
れ
た
事
業

活
動
、
ユ
ニ
ー
ク
で
価
値
あ
る
貢
献
、
シ

ナ
ジ
ー
便
益
、
利
益
分
割
フ
ァ
ク
タ
ー
等

で
し
た
。

　

図
表
25
（
72
ペ
ー
ジ
）
に
、
今
般
の
議

論
の
背
景
と
し
て
３
点
挙
げ
ま
し
た
。
一

つ
は
新
興
・
途
上
国
の
Ｔ
Ｎ
Ｍ
Ｍ
（
取
引

単
位
営
業
利
益
法
）
の
非
納
得
性
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。
現
在
、
世
界
の
Ｔ
Ｐ
（
移

転
価
格
）
実
務
は
Ｔ
Ｎ
Ｍ
Ｍ
が
大
勢
を
占
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（1）�新興・途上国のTNMMへの非納得性
　現在、世界の移転価格実務は、親・子会社間で相対的に機能の単
純な現地子会社を検証対象とするTNMMが大勢を占めている。多国
籍企業の検証対象の現地子会社と現地の比較対象となる独立企業と
を比較した場合、国際的な技術水準、コストのかかり方、製品の販
売単価などが違い、製品の市場におけるポジションが大きく異なる
場合がある。そもそも比較可能性に疑問が出てくる。
　新興・途上国のTNMM嫌いの背後には、こういう見方が想定される。
ここ数年間、利益分割法の残余利益の取り分として、その生み出す
利益が現地子会社に帰属するとされるマーケットプレミアムやロケー
ションセービングの存在を強く主張してきたが、今般のOECDの議論
においてこれらは無形資産ではないと明確に整理されたところである。
それでもなお、新興・途上国の利益分割法志向は続いている。
OECDは、今般のBEPSプロジェクト報告書の全世界規模での実施
を目指すとしており、だからといってOECDが利益分割法への傾斜を
一気に強めているとまでは思えないにせよ、国際課税ルールのステー
クホルダーとなった新興・途上国の意向はもはや無視し得ないものと
なっていよう。

（2）�先進多国籍企業の事業経営モデルの変化
　親・子会社の機能がフラットである、親・子会社がリスクコントロー
ルをシェアしている、親・子会社の双方の人員が重要な事業意思決
定を行っているなどという、利益分割法の適用が可能な局面を有す
る事業経営モデルが、おそらくは人的資源の入手可能性とIT技術の
進展を背景に、一部にみえてくるようになったという事実はあろう。

（3）�直近の2010年ガイドラインにおける扱いの淡泊さ
　振り返ると、現行の2010年OECD移転価格ガイドラインの利益分
割法の適用に関する評価は、端的に述べると、「適切な分割ファクター
の選定が困難であるため無規律な適用は望ましくない」という程度の
淡泊なものにとどまっているようにみえる。
　今般の議論においては、かつて2010年にTNMMについて、実務に
使用できるものとして位置付けた（より正確にはそれまでに相当程度
定着していた実務を整理して追認したといえようか）のと同じように、
利益分割法についても、あくまで取引形態に応じてよりよきものとし
て実務に使用できるものとして位置付けておこうという、底流がある
のではなかろうか。

図表25  今般の利益分割法の議論をめぐる背景
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め
て
い
ま
す
が
、
国
際
企
業
の
現
地
子
会
社
と
現
地
の
独
立
企
業
は
製
品
の
市
場
に
お
け
る
ポ
ジ
シ
ョ

ン
が
全
く
異
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
も
そ
も
比
較
可
能
性
に
疑
問
が
あ
り
ま
す
。

　

今
回
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
プ
レ
ミ
ア
ム
は
無
形
資
産
で
は
な
い
と
整
理
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
な
お
新

興
国
・
途
上
国
の
利
益
分
割
法
志
向
は
続
い
て
い
ま
す
。
も
は
や
こ
の
よ
う
な
意
向
を
無
視
し
え
な
い

背
景
が
あ
る
の
で
す
。

　

背
景
の
二
つ
目
は
、
先
進
企
業
の
事
業
モ
デ
ル
の
変
化
で
す
。
最
近
は
親
子
会
社
の
機
能
が
フ
ラ
ッ

ト
で
す
。
親
子
会
社
が
リ
ス
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
シ
ェ
ア
し
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
親
子
会
社
の
双
方

が
重
要
な
事
業
意
思
決
定
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
利
益
分
割
法
に
な
じ
む
経
営
モ
デ
ル
が
、

人
的
資
源
の
入
手
可
能
性
や
Ｉ
Ｔ
技
術
の
進
展
を
背
景
に
一
部
見
え
て
き
て
い
ま
す
。

　

背
景
の
三
つ
目
は
、
２
０
１
０
年
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
利
益
分
割
法
の
扱
い
が
淡
泊
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

利
益
分
割
法
の
関
連
議
論

山
川　

図
表
26
（
74
ペ
ー
ジ
）
は
、
昨
年
10
月
の
最
終
報
告
書
に
お
け
る
利
益
分
割
法
に
関
連
す
る
議
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図表26  2015.10のBEPSプロジェクト最終報告書の
利益分割法に関連する議論

　経済活動・価値創造の場所と課税利益の場所とを一致させること
が強調されている点である。この論点は本来、移転価格課税の機能・
リスク分析という、技術的な事柄であるが、BEPSプロジェクト全体
を包括する基本理念・哲学に高められているようにみえる。
　MF（マスターファイル）では、重要なバリュードライバー、製品・サー
ビスのサプライチェーンの概要、各事業体が行う価値創造に対する
主要な貢献を説明する機能分析の簡潔な記述等を求める。
　ここでグローバルバリューチェーン分析をどう考えていくか。これ
は、BEPSの典型であるプリンシパルモデル（各経済活動の機能・リ
スクの移転と再配置）がもたらす価値創造の場所と課税利益の場所の
乖離に対抗する有効な分析ツールであるが、新興国にとって、LSA
の存在とセットで利益分割法に引き込む都合のいいツールにみえて
いる（2号文書案における明白なベクトル）。
　例えば、5社の異業種の関連企業からなる連続したサプライチェー
ンが存在したとして、多国籍企業が主体的にバリューチェーン分析を
行うとする。バリュードライバーは何か、それは無形資産か、それは
どのエンティティのものか、TNMMの検証対象法人は真にリミテッド
リスクエンティティであるかなど、単体の機能リスク分析でみえるも
のとは異なるものがみえてくるであろう。
　バリューチェーン分析は、超・機能リスク分析である。帰結として、
仮に信頼できるセグメント別合算損益をつくることができ、信頼でき
るベンチマークを採ることができ、異業種間で通用する信頼できる分
割ファクターを見いだすことができれば、グローバル残余利益分割
法の適用が極めて据わりがいいことは誰の目にも明らかであろう。
　しかし、実際問題、これらの条件を満たすには多くのケースにおい
て極めて高いハードルがあることは、実務に携わる者であればすぐに
分かるのもまた事実である。概観的な理解を鵜呑みにし翻弄されな
いことが重要である。OECDは、現状グローバル残余利益分割法の
履行を推奨しているわけではなかろう。個々において、全体を見るこ
とによって片面検証を行うことに無理があることが判明しないか、リ
ミテッドリスクエンティティがキャラクタライゼーション（特色付け）
されているが、他の関連法人との関係で真にそうであるのかなどを問
うている。
　すなわち、全体のバリューチェーンの中で移転価格ポリシーのバ
ランスのとれたビッグピクチャーがあるのかを確認することを、また
行き当たりばったりの移転価格ポリシーによるのではなくバリュー
チェーン分析からTPMの選定の流れが出てくることを、推奨している
のではなかろうか。MFの記載においても、不用意に利益分割法の議
論に巻き込まれない慎重さが肝要。
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論
で
す
。
価
値
創
造
の
場
所
と
課
税
利
益
の
場
所
の
一
致
と
い
う
基
本
哲
学
と
、
マ
ス
タ
ー
フ
ァ
イ
ル

に
お
け
る
バ
リ
ュ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
、
価
値
創
造
へ
の
主
要
な
貢
献
に
関
す
る
記

載
を
求
め
る
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
関
連
す
る
議
論
だ
と
思
い
ま
す
。

　

多
国
籍
企
業
が
主
体
的
に
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
分
析
を
行
っ
た
と
し
ま
す
と
、
お
そ
ら
く
単
体
の
機

能
リ
ス
ク
分
析
で
は
見
え
な
い
も
の
が
見
え
て
く
る
は
ず
で
す
。
仮
に
信
頼
で
き
る
セ
グ
メ
ン
ト
別
合

算
損
益
が
と
れ
て
、
信
頼
で
き
る
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
が
と
れ
て
、
ま
た
異
業
種
間
で
通
用
す
る
分
割
フ
ァ

ク
タ
ー
が
出
て
く
る
と
、
グ
ロ
ー
バ
ル
残
余
利
益
分
割
法
の
適
用
が
極
め
て
据
わ
り
が
い
い
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
、
こ
う
い
う
条
件
を
満
た
す
に
は
極
め
て
高
い
ハ
ー
ド
ル
が
あ
る
こ
と

は
事
実
で
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
、
現
状
で
グ
ロ
ー
バ
ル
残
余
利
益
分
割
法
の
よ
う
な
も

の
の
履
行
を
推
奨
し
て
い
る
わ
け
で
は
全
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
全
体
の
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
の
中
で

移
転
価
格
ポ
リ
シ
ー
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
ビ
ッ
グ
ピ
ク
チ
ャ
ー
が
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
バ
リ
ュ
ー

チ
ェ
ー
ン
分
析
か
ら
Ｔ
Ｐ
Ｍ
（
移
転
価
格
算
定
法
）
の
選
定
の
流
れ
が
出
て
く
る
こ
と
、
こ
う
い
う
こ

と
を
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
推
奨
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
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四
つ
の
ス
コ
ー
プ
に
関
す
る
考
察

山
川　

図
表
27
か
ら
今
般
の
ス
コ
ー
ピ
ン
グ
ペ
ー
パ
ー
の
内
容
の
考
察
に
入
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
最
初
の
ス
コ
ー
プ
は
「
最
適
手
法
」
で
し
た
。
こ
の
中
の
②
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
取
引
の
性
格
か
ら
い
っ
て
利
益
分
割
法
は
な
じ
ま
な
い
、
で
も
納
得
感
の
あ
る
コ
ン
パ
ラ
（
比

較
対
象
）
が
と
れ
な
い
、
こ
の
よ
う
な
究
極
の
難
題
を
は
ら
む
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場

合
に
ど
う
対
応
す
る
か
に
応
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
Ｃ
Ｕ
Ｐ
法
（
独
立

価
格
比
準
法
）
に
準
ず
る
、
あ
る
い
は
Ｔ
Ｎ
Ｍ
Ｍ
に
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
す
る
、
あ
る
い
は
残
余
利
益
分

割
法
、
こ
う
い
う
複
数
の
手
法
を
比
較
検
証
す
る
態
度
は
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

図
表
28
（
78
ペ
ー
ジ
）
で
は
、
２
番
目
の
ス
コ
ー
プ
で
あ
る
「
高
度
に
統
合
さ
れ
た
事
業
活
動
」
に

つ
い
て
述
べ
て
い
ま
す
。
多
国
籍
企
業
は
多
か
れ
少
な
か
れ
統
合
し
て
い
ま
す
が
、
切
り
分
け
や
す
い

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
は
Ｔ
Ｎ
Ｍ
Ｍ
に
、
切
り
分
け
に
く
い
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
は
利
益
分
割
法
に
な
じ

む
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
切
り
分
け
に
く
い
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
は
活
動
に
相
互
依
存
性
が
あ
り
、

意
思
決
定
が
入
り
組
ん
で
い
て
、
単
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図表27   「移転価格の結果と価値創造の整合 
行動8 ～ 10：2015最終報告」の中の 

「利益分割法のガイダンスの作業の範囲」の考察（1）

●最適手法
① 利益分割法がそれ自体なじまない、適当でない場合とは、機能分

析の結果、両者のリスクを加味した機能のつり合いがとれていな
い場合、つまり機能・リスクの重みによりシーソーが傾いている場
合といえようか。軽いほうに比較対象がとれると合理的に期待され
ているのに、それがとれないという理由で、シーソーが均衡近似の
状況のために使われるべき利益分割法を適用するのはおかしいと
いう議論であろう。

② 取引の性格自体が利益分割法になじまない、しかし、納得感のあ
る比較対象がとれない、究極の難題をはらむケースにいかに対処
すべきであろうか。

　 　現行の最適手法ルールは、複数の手法の適用の結果答えが異な
ることは織り込み済みで、その場合最適な手法以外の手法は不適
当であったと整理されるため、それらを比較検証する意味がないと
いう前提に立つ。

　 　しかし、究極の難題をはらむケースにおいて、最適といえるよう
な手法選択ができないときには、例えば、CUPに準ずる方法、
TNMM＋アルファ、残余利益分割法等の複数の手法を比較検証す
る態度はありではなかろうか。最終的には、最後の1つに決定され
るとして、検討過程においては、結果を出してみて結果を見ながら
信頼性をチェックしていくことが意味がないとは思えないのである。

③ TNMM＋アルファは、いってみるとTNMMの単なる差異調整では
あるが、これまでの実務では、新興・途上国当局において子会社
に残余の取り分を与える方向でのバイアスがかかると深刻な二重
課税問題のおそれもあったため、アルファの取り分を正当化する
ための理屈は進展し難かった。

　 　しかし、取引の性格自体が利益分割法になじまない、しかし、
納得感のある比較対象がとれない、究極の難題をはらむケースに
おいて、利益分割法の誤用・濫用に歯止めをかけるという趣旨を
も込めて、問題解決のためのtoolkitとして、片側検証であるTNMM
の枠内での調整の開発・決め事に注目することも必要ではなかろうか。
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図表28   「移転価格の結果と価値創造の整合 
行動8 ～ 10：2015最終報告」の中の 

「利益分割法のガイダンスの作業の範囲」の考察（2）

●高度に統合された事業活動
① 多国籍企業は、多かれ少なかれ統合しているが、切り分けやすい

サプライチェーンはTNMM、切り分けにくいサプライチェーンは利
益分割法になじむといえよう。

　 　切り分けにくいサプライチェーンとは、活動に相互依存性があり、
意思決定が入り組み単独ではものが決められない状況である。比
較対象自体は見えるが、比較対象の取引相手は見えないから、よ
き比較対象を探しようがない。この切り分けやすいか・切り分けに
くいかの判断にあっては、例えば、RACI分析（注）における、意思決
定要素に双方当事者が関わる数が多いと切り分けにくいという見
方も一つの参考となろうか。

　 　各関連当事者の活動の内容は異なるものの、その重要性に差が
なく、機能はフラットである、つまり、損益変動を吸収させる法人
が複数あると位置付けることに合理性がある、こういう場合には、
統合度大として利益分割法の適用を適切と位置付けることも可能
ではなかろうか。

② 連続する統合においては、バリューチェーンの一連の流れの中で、
各当事者が研究開発・製造・加工・販売等さまざまな異なる活動
をしているので、機能フラットではない。

　 　こういう場合、マスターファイルに連続する統合のサプライ
チェーンの記述がなされても、そこから生ずる損益を利益分割法で
分割すべきではないと示唆しているようにみえ、また、仮にマスター

78



語
の
頭
文
字
を
並
べ
た

も
の
で
、
無
形
資
産
の

価
値
へ
の
貢
献
者
の
報

酬
決
定
に
関
わ
る
分
析

で
す
。
こ
こ
は
今
回
の

利
益
分
割
法
の
議
論
の

ス
コ
ー
プ
外
で
は
あ
り

ま
す
が
、
無
形
資
産
が

も
た
ら
す
超
過
収
益
の

帰
属
を
め
ぐ
っ
て
、
お

そ
ら
く
主
戦
場
に
な
る

可
能
性
が
出
て
く
る
か

と
思
い
ま
す
。
下
段
に

例
示
を
書
い
て
お
り
ま

ファイルに、パラレル類似並行統合が記述されたとしても、それは、
サプライチェーン全体の一部かもしれないことに注目すべき事例も
あろう。

③ ここでの連続する統合とパラレル類似並行統合の議論が無意味か
というと、決してそうではなかろう。

　 　というのは、これまで連続する統合取引が国外関連取引の大宗
を占めていたのは、人的資源の調達可能性とIT技術の壁があった
からであり、今後多国籍企業のパラレル並行統合型取引は間違い
なく増加し、ビジネスの進展に着目した将来の方向感としては、利
益分割法の適用の素地は広がるであろう。

（注）RACI 分析　特定のバリュードライバーに対する貢献のそれぞれのプロセス
において、どの人員が Responsible であり、Accountable であり、また関連する
決定について Consult されたのか、あるいは単に Inform されたのか、考慮する
考え方。概して、税務当局は、具体的数値の裏付けのない定性分析を好まないよ
うにみえることもあるが、他方で採れる具体的数値に機能リスクの反映の薄弱さ
が認識される場合もある。こういった意味合いで、定性分析を軽視すべきではな
いのではなかろうか。
　意思決定の比重が重いのは、通例 R（Responsible）と A（Accountable）。決
断の結果としての損益に責任を持つ、つまり損失を負担するという意味で、A が
最も重要ではなかろうか。親・子会社双方の人員が R と A を行う場合においては、
対等に意思決定を行う能力があり、双方で事業リスクと責任を分担していること
を意味しており、TNMM の適用による片側検証は矛盾をはらむものとなろう。
無形資産が絡まないケースにおいて、子会社の人員のみが R と A を行っている
という極端なケースにおいては、親会社を検証対象法人とする片側検証が合理的
といえる可能性があろう。
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図表29   「移転価格の結果と価値創造の整合 
行動8 ～ 10：2015最終報告」の中の 

「利益分割法のガイダンスの作業の範囲」の考察（3）

●ユニークで価値ある貢献
① 親・子会社が機能フラットである、親・子会社がリスクコントロー

ルをシェアしている、親・子会社の人員がRACIを行うという事例
においては、いずれも利益分割法の適用が可能な局面を有しよう。

② DEMPE活動分析とは、無形資産の機能・リスク分析である。無
形資産の価値への貢献者の報酬の決定（経済的所有）に関わる分析。
今般の利益分割法の議論はOECDガイドライン第２章改訂案を目
指すもの。

　 　DEMPE活動分析は第６章の議論で、今般の利益分割法の議論
のスコープ外ではある。しかし、新興国との間で無形資産がもたら
す超過収益の帰属をめぐって主戦場になる可能性もあろうか。
DEMPEとは、無形資産の構築や活用に関連する活動という位置
付けであろう。

　 　まずは、サプライチェーン上の収益の重要な源泉のうち、OECD
ガイドラインに定義されている無形資産が存在するかどうかを確
認する。移転価格分析の対象となる、事業上利益の源泉に値する
価値ある無形資産を特定する。

　 　ここでは、事業上の利益の源泉になっていることが重要であり、
例えば、プログラミングライティングのようにやや複雑なことを
行っているとそう見がちではあるが、必ずしもそういう判断ではな
い。また、誰が持っていても、双方でも片方でもいい。結果的に
いわゆるノンルーチンの無形資産が想定される。そして、上流から
下流までのバリューチェーンの流れにおいて、価値ある無形資産
にどのような役割貢献を果たしているのかを明らかにしていく。

　 　個々の価値ある無形資産ごとに、各DEMPE活動に関連した経
済的に重要なリスクを特定することからスタートし、各関連当事者
の適切な対価を決定していく。ここにもリスク分析の拡充が見て
取れる。リスクは機能に従うようにみていたが、今般のOECDの
考えは、機能は人的機能、リスクは重要な意思決定と、従前に比
べ独立した分析を想定しているようにみえる。DEMPE活動は独立
企業間ではみられない統合された方法およびレベルで活動を行っ
ているとされ、事前の契約・意思決定の文書化が特に重要。
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　あるバリューチェーンにおいて、例えば、重要な技術と商標が存
在していると仮定しよう。

　おそらくは、個々の当該バリューチェーンにおけるDEMPE活動の
中のウェイト付けがなされ、DEMPE活動の各々を誰がやっていたの
かを特定していく。すなわち、DEMPE活動に関連した機能を遂行し、
資産を使用し、リスクを管理している当事者を特定していく。
　このDEMPE活動分析の視点は実態分析であり、日本の事務運営
指針の2-12は、無形資産の形成等への貢献の程度を判断するに当たっ
ては、無形資産形成のための意思決定、役務の提供、費用の負担お
よびリスクの管理において、法人または国外関連者が果たした機能
等を総合的に勘案するとしており、今回のOECDガイドラインの改訂
の趣旨からしても参考になる。
　DEMPEに当たる活動を特定すると、その活動において、誰が意思
決定を行っているのか、誰がそうした機能のリスク管理をしているの
かについてさらに分析を深めていくというのが、想定されるDEMPE
分析である。
　例えば、ウェイト付けした結果重要な行動がD・開発とE・向上であっ
たとして、それへの親・子会社の貢献が1:1であれば、利益分割法の
適用が適切であるという一つの判断根拠となる。このDEMPE活動分
析の過程で、存在する当該無形資産がそもそもユニークか、価値が
あるかがチェックされ、そして親・子会社がユニークで価値ある貢献
を構成するのかどうかが分かる。双方当事者に貢献機能がたくさん
あれば、基本的に利益分割法がなじむとの見方が考えられようか。

ウェイト付け 開発者
本　社

プラント（技術）
販　社（商標）

Development
開発 50 ○ 10：0

Enhancement
向上 25 ○ 5：5 ○

Maintenance
維持 10 ○ 4：6 ○

Protection
保護 5 ○ 10：0

Exploitation
活用 10 0：10 ○
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図表30   「移転価格の結果と価値創造の整合 
行動8 ～ 10：2015最終報告」の中の 

「利益分割法のガイダンスの作業の範囲」の考察（4）

●利益分割ファクター
① 利益分割法は、機能分析で重要な貢献を定性的に導き出し、そし

て重要な貢献を定量化して相対化するメカニズムである。
　 　資産は複数年度にわたって償却されるまで収入フローを生み続

けるものであり、残余利益分割法の実務においては、研究開発費
用は時間的価値の調整を織り込んで、例えば5年等の償却年数で
資産化し、マーケティング費用は、支出の効果が持続しないとの
暗黙の了解の下、通例資産化されない。資産化できるものは行っ
ているという実務である。

② ここでいう客観性は、主観的でないという意味以上の具体的な意
味は判然としないが、ファクターのウェイト付けの文脈でみてみよ
う。客観性のある時間的価値の調整はなされるといえよう。その
他の1単位のお金の価値のウェイト付け調整に関して、医薬の研究
開発活動に係る費用については、基礎研究から臨床phase1、2、3
へと成功確率の高まりに応じて、お金の価値を小さくみていく調整
を行うことがみられる。

　 　この成功確率を上げていくことが会社や産業の利益になるため、
客観性のある社内データや公開データが存在するからである。市
場無形資産への貢献活動に係る費用、例えば広告宣伝費、販売促
進費、ボーナス等インセンティブについては、各支出から得られる
成功の確率についてデータによる客観的裏付けがあるわけではな
いので、ウェイト付け調整は通例行われない。また、研究開発活
動とマーケティング活動の1単位のお金の価値調整は、客観性がな
いため通例行われない。

③ 利益分割法の実務にあっては、各拠点法人が、合算利益・システ
ムプロフィットを享受、合算損失・システムロスを負担する、こう
いう一貫した説明力を持つファクターが必要である。
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図表31   「移転価格の結果と価値創造の整合 
行動8 ～ 10：2015最終報告」の中の 

「利益分割法のガイダンスの作業の範囲」の考察（5）

●�その他、TNMMレンジ、ロイヤルティ料率、他の支払方
式を決定するための利益分割法の使用

① 実現される合算利益の増減への参照によって、TNMM分析から得
られる結果のレンジを変化させるための利益分割法の活用につい
て、利益分割法の長所の一つは、合算損益を所与として、子会社
に必要以上の利益をとらせない、インカムクリエーションを起こさ
せないことであり、この長所をTNMMに活かそうという趣旨である。

　 　経緯論からは、日本において、1990年代に米国のCPMへの対抗
軸として、CPMと寄与度分析とのハイブリッド方式が提案された
事実がある。

　 　いかほどの合算損益の増減が生じたときにいかほどTNMMレン
ジを並行移動させるべきかについて、標準合算利益という基準点
がないので、2国間事前確認や文書化などの移転価格実務で対応
することは一般には困難であり、政府間相互協議交渉における割
り切りの活用が想定されるのではなかろうか。

② TNMMの適用の結果をロイヤルティ料率に転換すると高率になる
場合がある。新興国からは、親会社の無形資産の陳腐化・現地子
会社の技術改善機能や受注製造機能の過大な貢献の主張を受ける
状況下で起こる。製薬やIT業界では、第三者間で30％程度もあり
得るが、一般業種では、例えば20％もの高ロイヤルティ料率が技
術使用の対価としてみられることは一般に稀である。

　 　関連者間でTNMMの適用の結果として、高率のロイヤルティ料
率を正当化できるのであろうか。こういう状況に至った場合、（ⅰ）
子会社に帰属すべき比較対象に織り込まれていない市場特性はな
いのか、（ⅱ）認識されていない役務提供の関連取引が発生してい
ないのか、こういう分析が十分になされているのかなどが問われ、
十分になされているとすると、高率のロイヤルティ料率が本来正
当化されるべき余地が出てこようか。

　 　独立第三者間取引にあっては、ライセンサーは、ライセンシーの
儲けがあまりあがらないうちは取引を行うが、技術価値が市場で
評価され儲けが大きくなると、自らリスクをとってグル－プ内技術
供与に転換するという事情も大いにあろう。市場には3 ～ 8％程度
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の料率指標しか存在しないことがあるという実態を思慮する必要
がある。価値ある技術は市場で取引されないのでベンチマークの
限界を超えているだけのことであり、こうした場合、市場で参照す
べき比較対象が採れないためにあり得ないという理由で、高い料
率は否定されるべきではない。

　 　だからといって、比較可能性の限界を超えていることをもって、
ただちに高率のロイヤルティ料率が正当化されるわけではないこと
はいうまでもない。

③ なお、独立企業原則は、独立企業間の商慣行に全部ならうという
趣旨ではないので、料率設定を必ずしも子会社の純売上げに連動
させることなく、利益分割法によりライセンサー・ライセンシー間
の利益分割を決めてそこから逆算してロイヤルティ料率を算定する
オプションもあり得る。

　 　基本的にロイヤルティ料率と移転価格の利益法（TNMMと利益
分割法）は異なるものをベースにしているので、移転価格の利益法
の検証結果をロイヤルティ料率に転換する際無理が出ることがあ
る。すなわち、移転価格のTNMMは利益をレンジに固定するもの、
利益分割法は利益を分割するものである。

　 　他方、ロイヤルティ料率は、独立第三者間では通例純売上高に
連動させるものであり、利益に連動させることはまずない。ライセ
ンサーにとっては、ライセンシーの純売上げはごまかせないもので
あり、また利益はライセンシーの努力による比重が大きくなり、ラ
イセンサーはそこまで関わりたくないからである。結果ライセンシー
に利益が出ていようといまいと、純売上高が生ずる限り通例それ
に比例的に支払いが生ずることになる。

　 　昨今の日本企業の関連者間取引にあっては、現地調達・現地製
造・現地販売が増え、親会社との商流がロイヤルティしかなくな
る傾向にある中、利益ベースでの移転価格の検証結果を純売上高
ベースのロイヤルティ料率に転換することになるので、第三者間
の固定料率の概念が一般的であることからは、変動することに対
する違和感はあろう。

　 　こうしたことから、変動ロイヤルティは市場との比較から納得感
が得られにくいが、移転価格の解決手法としてその有効性を否定
することは困難ではなかろうか。
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を
否
定
す
る
の
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困
難
だ
と
思
い
ま
す
。

　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
お
け
る
議
論
の
ま
と
め

山
川　

最
後
に
、
ま
と
め
を
四
つ
の
切
り
口
か
ら
述
べ
て
い
ま
す
。
図
表
32
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

ま
ず
一
つ
目
の
切
り
口
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
お
け
る
議
論
で
す
が
、
今
後
と
も
利
益
分
割
法
を
安
易
に
拡

張
さ
せ
な
い
慎
重
な
ド
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
が
重
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
大
勢
は
問
題
な
く
進
む
と
思
わ

れ
ま
す
が
、
Ｌ
Ｓ
Ａ
（Location S

pecific A
dvantage

：
立
地
特
殊
的
優
位
）
を
無
形
資
産
と
認
定

し
、
利
益
分
割
法
で
対
処
し
よ
う
と
す
る
、
特
に
中
国
で
す
ね
。
こ
の
方
策
に
は
予
断
を
許
さ
な
い
面

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

参
考
ま
で
に
Ｌ
Ｓ
Ａ
に
関
し
て
、
こ
れ
を
ベ
ー
シ
ッ
ク
リ
タ
ー
ン
で
解
決
し
た
好
例
と
し
て
、
日
本

の
医
療
機
器
の
二
国
間
Ａ
Ｐ
Ａ
（
移
転
価
格
事
前
確
認
）
の
事
例
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
先
ほ
ど
青
山
先
生
か
ら
も
話
が
あ
り
ま
し
た
と
お
り
、
ポ
ス
ト
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
の
枠
組
み
と
し
て
、

包
括
的
枠
組
み
を
活
用
す
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
税
と
開
発
系
の
会
議
を
利
用
し
、
先
進
国
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図表32  まとめ① OECDにおける議論

● 議論が深まるのはこれからであろうが、今後とも利益分割法を安
易に拡張させない慎重なドラフティングが重要。

● かつてのCbCRの条約方式・子会社方式のような議論の先鋭化は
なく、大勢は問題なく進むであろうが、LSAを無形資産と認定し、
利益分割法で対処しようとする新興国の方策には予断を許さない
面もあろうか。中国はLF（ローカルファイル）においてバリュー
チェーン分析の記載を求めており、利益分割・定式配分を視野に
グローバル損益配分への関心が見て取れる。

● LSAに関して、これをベーシックリターンで解決した好例として、
日本の医療機器の2国間APAの事例。これはすでに民間の実務家
が著書で紹介しているが、日本の公定価格政策と日本の医療機関
における取引先の固定化による高収益の体質、これは日本におけ
るLSAにみえる。同じ経済恩恵を享受するコンパラをとってくる、
この数は必ずしも多数ではないが、これにこだわり続け、利益分
割法を視野に入れることは企業もアドバイザーもそして政府も決し
てなかったか。

● 利益分割法の適用範囲をクリアカットに画するのは困難であろうが、
基本的に水平的統合事例（親・子会社が機能フラットである、親・
子会社がリスクコントロールをシェアしている、親・子会社の人員
がRACIを行うという事例）は適用可能性があろう。

● ポストBEPSの枠組みとしての包括的枠組みも活用し、後発国への
技術支援（税と開発系の会議、人を集めてアウトプットを出してい
く）の中で、コンパラの欠如にどう対応するのかを模索しているこ
とが重要。利益分割法を使わないケースについての合意形成を徐々
に図っていくことはどうか（先進国目線によるボイコットを回避す
る）。また第6章DEMPE分析（無形資産の機能・リスク分析）の誤
用を防止する議論を行っていくことが考えられる。各活動における
各当事者の貢献の比重は存在する事実から認定されるが、各活動
の貢献の比重はより解釈の余地が大きく当局間の見解の乖離が大
きくなりやすい。

● 欧州委員会は、BEPS報告書の実行に向けたパッケージを提案し、
政治レベルで合意しているが、その中で共通連結法人税ベース

（CCCTB）の再起動を追求するとしており、定式配分への警戒が必
要（今般の欧州委員会の開示提案自体、共通連結法人税ベースの
誘因にもなり得る。価値創造の場所は判明しても、対価の在り方、
帰属所得の算定は一般市民には分かりにくい）。

87 パネルディスカッション



目
線
に
よ
ら
な
い
で
、
例
え
ば
利
益
分
割
法
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あ
る
い
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Ｄ
Ｅ
Ｍ
Ｐ
Ｅ
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析
の
誤
用
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防
止
す
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よ
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議
論
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い
く
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し
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す
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す
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レ
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し
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そ
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。
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今
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か
と
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す
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図
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す
。
ま
と
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目
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と
し
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国
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課
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が
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利
益
分
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法
の
適
用
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ぐ
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現
実
的
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と
し
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て
、
新
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途
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ど
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き
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の
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込
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可
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こ
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る
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と
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と
思
い
ま
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今
後
、
両
側
検
証
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の
関
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は
確
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高
ま
り
ま
す
が
、
定
式
配
分
に
向
け
た
特
段
の
政
治
的
な
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ジ
が
な
け
れ
ば
、
や
は
り
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主
流
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底
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の
で
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か
と
思
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。
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利
益
分
割
法
を
想
定

し
た
と
き
、
依
然
と
し

て
決
定
的
な
按
分
キ
ー

は
欠
落
し
た
ま
ま
で
す
。

加
え
て
リ
ス
ク
の
小
さ

い
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
損

失
の
配
分
ま
で
甘
受
さ

せ
る
覚
悟
が
あ
る
の
か

と
い
う
と
、
そ
こ
は
な

か
な
か
な
い
と
思
い
ま

す
。
そ
の
意
味
で
は
一

気
に
利
益
分
割
法
に
進

む
こ
と
は
考
え
に
く
い

で
す
。
た
だ
、
相
互
協

図表33  まとめ② 今後の国際課税の展望を占う

　利益分割法の適用をめぐっては、慎重な先進国と前向きな新興・
途上国との対立構造下にあるが、国際ルールの策定上の現実的な落
としどころは、新興・途上国が実際のところ、どこまで残余利益分割
法を取り込むことが可能なのか、を見定めることにあるのかもしれない。
　移転価格文書化等、各国当局の情報共有化の進展により、両側検
証への関心は確実に高まり、BEPS対抗ツールとしてのグローバルバ
リューチェーン分析等も利益分割法志向であるが、OECDや多数の
政府・多国籍企業において、今後も慎重なスタンスがとられるとする
と、定式配分に向けた特段の政治的メッセージがない限り、基本的
に実務上の最適解として、TNMM主流の利益法追認の底流は変わら
ないのではなかろうか。
　利益分割法を想定したとき、依然決定的な按分キーは欠落してお
り、リスク負担の小さいエンティティに損失の配分を甘受させる認識
もまた欠落しているため、直線的に一気に利益分割法に向かう可能
性は少ないと考えられるからである。
　ただ、相互協議、2国間事前確認、困難事案においては、事案の
属性をよく考慮した利益分割法の適用可能性がより高まるのではな
かろうか（現状でもその傾向はあるが）。
　他方で、取引実体の具備との関連で、相対的に機能が単純なエン
ティティに過ぎない検証対象法人を過度にキャラクタライズしてリミ
テッドリスクエンティティと規格化することによる、機械的なTNMM
実務にはやや警鐘が鳴らされるともいえようか。TNMMのブラッシュ
アップへの期待は、存在するのではなかろうか。こうしたことから、
移転価格算定手法は必ずしも直線的に一貫せず、複線的な変容がみ
られよう。
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図表34  まとめ③ わが国産業界への影響

　まずは、経済活動・価値創造の場所と課税利益の場所とを一致さ
せることが強調されている点である。この論点は本来、移転価格課
税の機能・リスク分析という、技術的な事柄であるが、BEPSプロジェ
クト全体を包括する基本理念・哲学に高められているようにみえる。
　移転価格では、機能リスク分析という平易な言葉を使うが、契約
を実際の行動で検証し、実際の取引の正確な描写を行うこと、つまり、
経済実質に即した事実分析を意味する。先の強調の一面は、移転価
格税制固有のポテンシャルを的確に実行することを含意とするように
みえる。これは、まっとうな強調ではあるが、契約を実際の行動で検
証するための事実の認定において、バリューの解釈、そして誰が意
思決定機能を伴ってリスクをマネージしたのか等、当局と企業との間、
また当局間で、齟齬が生じやすいことに特段の留意が必要である。
　日本企業がディフェンスの観点から行うべきは、価値創造の場所
が課税利益の場所と一致することを、事前の一貫した移転価格ポリ
シーに従って、バリューチェーンのマルチの当局に説明することであ
り、取引をよく知る企業自身の主体的関与が重要となる。マルチの当
局とあえて申し上げるのは、現在、マルチ間での移転価格問題が急
速に増加しているようにみえるからである。マルチ間で紛争が生じた
場合には、マルチ間での相互協議の場で、これ自体まだ発展途上に
あるが、納税者自身が事前の一貫した移転価格ポリシーに沿って所
要の説明をなし得ること（欧州委員会や英国における税務数値や税務
戦略のweb開示要請の動きをみると、今後の状況次第では対市民・
IR目線からむしろ積極的に打って出ることも含めて）が、今後とても
重要になってくるのではなかろうか。
　多国籍企業と各国当局間の情報偏在への対応として、バリュー
チェーン分析情報の多数国の当局への透明化が進むことになり、各
国当局が同じ議論の土俵に乗ることになる。各国の当局ごとに対応
を変えるような場当たり的な移転価格対応がもはや通用しなくなり、
そのような対応では移転価格の紛争は増加していくことになろう。こ
れまでは八方美人的なアプローチで都合よく対応する方法も有効な
面があったかもしれないが、今後はそうはいかないであろう。
　税務的には、損益変動吸収法人と損益固定法人とを区分し、課税
リスクを前者の所在地国に集約するという流れである。中長期的には、
会社内の十分な理解を得ながら、グローバル税務管理に応じた損益
配分をコントロールすることも含めた移転価格管理のスタイルが確
立されていき、多国籍企業は、その移転価格マネジメントの技術を
より磨いていくことになろう。
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要
が
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
図
表
35
で
す
。
四
つ
目
の
切
り
口
と
し
て
、
執
行
レ
ベ
ル
の
政
策
の
方
向
性
が
あ
り
ま
す
。

今
般
の
移
転
価
格
の
実
体
論
の
議
論
を
踏
ま
え
ま
す
と
、
移
転
価
格
の
算
定
方
法
の
ク
オ
リ
テ
ィ
を
上

げ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、日
本
も
含
め
た
各
国
当
局
が
、実
務
対
応
力
を
養
成
し
て
い
く
こ
と
、

ま
た
メ
リ
ハ
リ
を
利
か
せ
た
調
査
資
源
の
効
率
的
な
配
分
が
よ
り
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

　

昨
今
、
情
報
交
換
に
よ
る
情
報
共
有
化
の
流
れ
が
一
気
に
進
ん
で
い
ま
す
。
活
用
の
ス
タ
ン
ス
は
、

多
国
籍
企
業
の
税
源
配
分
に
係
る
情
報
、
Ｃ
ｂ
Ｃ
Ｒ
、
マ
ス
タ
ー
フ
ァ
イ
ル
も
そ
う
で
す
が
、
こ
こ
は

対
脱
税
や
対
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
の
よ
う
な
当
局
間
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
な
か
な
か
考
え
に
く

く
、
自
国
税
収
の
た
め
に
バ
ラ
バ
ラ
に
活
用
す
る
構
造
は
変
わ
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
二
重
課
税
の
リ

ス
ク
は
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

相
互
協
議
や
交
流
の
頻
度
を
も
っ
と
上
げ
て
、
世
界
の
Ｃ
Ａ
（C

om
petent A

uthority

：
権
限
の
あ

る
当
局
）
の
レ
ベ
ル
を
さ
ら
に
上
げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
政
府
は
、
岡
田
先
生
か

ら
も
同
旨
の
ご
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
が
、
先
進
国
の
Ｃ
Ａ
と
し
て
も
っ
と
プ
ロ
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
役
割
の

期
待
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の
Ｃ
Ａ
は
、
二
国
間
事
前
確
認
を
含
む
相
互
協
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図表35  まとめ④ 政策の方向性

　今般の利益分割法の議論を含む移転価格の実体論の議論を踏まえ
ると、適正適切な課税の確保のためには、各国の移転価格の執行に
おいて、移転価格算定方法のクオリティを上げていかざるを得ない
状況が現出しつつある。
　他方、わが国を含めた各国当局においては、限られたマンパワーで
対応せざるを得ないため、実務対応力を養成していくこと、メリハリを
利かせた調査資源の効率的配分がより重要なテーマになってこよう。
　利益分割法の適用をめぐる実体論に関しては、わが国の移転価格
執行においては、もともと取引実態重視の構えで履行されており、特
段に本論の議論を事務運営指針等で参酌する必要はあまりないので
はないかと思われる。
　金融口座情報の自動的交換の枠組みに係る共通報告基準

（Common Reporting Standard）のCA（権限のある当局）間合意等、
租税条約上の情報交換による情報共有化の流れが急速に進んでいる。
多国籍企業の税源配分に係る情報に関しては、各国当局が自国税収
のためにバラバラに活用する構造は基本的に変わらないであろう。
　新興・途上国は、多国籍企業に係る個別の情報の共有に加え、今
般のOECDの議論への参加を通じて先進の論点について吸収してい
るはずである。こうした情報の共有化が、新興・途上国の執行に適
切に反映されるように、これらの国々との相互協議や交流の頻度を上
げて、権限ある当局のレベルを上げていく必要がある。
　また、国際ルールはますます複雑化している中、特に先進国と新興・
途上国間の税収をめぐる利害対立は顕著であり、先に課税ありきで
あとは相互協議に委ねようとする方向性も想定される。各国とも権限
ある当局の役割は重要性を増し、その配員の拡充が期待される。有
能で柔軟な権限ある当局のマンパワーの存在する国は投資魅力とさ
え映るのではなかろうか。
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議
の
実
績
も
豊
富
で
優
秀
で
す
の
で
、
世
界
に
貢
献
で
き
る
余
地
は
大
き
い
と
考
え
ま
す
。

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
後
半
─
─
会
員
企
業
か
ら
の
質
問
へ
の
回
答

小
畑　

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
後
半
に
移
り
、
事
前
に
会
員
企
業
か
ら
い
た
だ
い
た
質
問
に
答

え
る
と
い
う
形
で
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
来
年
の
税
制
改
正
の
大
き
な
課
題
と
目
さ
れ
て
い
る
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
に
関
し
て
多
く
質
問
が
寄

せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
の
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
は
各
国
の
制
度
と
比
較
し
て
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
遜
色
が

な
い
、
不
十
分
で
あ
る
、
あ
る
い
は
厳
格
で
あ
る
等
々
い
ろ
い
ろ
な
評
価
が
あ
る
よ
う
で
す
。
先
生
方

は
ど
の
よ
う
に
お
感
じ
で
す
か
。
ま
た
、
今
後
の
課
題
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
か
。

　

日
本
の
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
は
厳
し
い
傾
向
あ
り

岡
田　

基
本
的
な
と
こ
ろ
を
お
話
し
す
る
と
、
各
国
の
制
度
の
比
較
は
か
な
り
難
し
い
面
が
あ
り
ま
す

が
、
日
本
の
制
度
は
か
な
り
厳
し
い
か
な
と
い
う
の
が
率
直
な
感
触
で
す
。
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そ
も
そ
も
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
は
34
カ
国（
注
・
当
時
）

あ
り
ま
す
が
、
10
カ
国
に
は
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
が
あ
り
ま
せ

ん
。
主
要
国
は
も
ち
ろ
ん
持
っ
て
い
ま
す
が
。
今
回
Ｂ

Ｅ
Ｐ
Ｓ
行
動
３
で
ご
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
と
お
り
、
ベ

ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
と
い
う
こ
と
で
い
ろ
い
ろ
な
勧
告

が
な
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
肝
心
な
と
こ
ろ
は
各
国
の
自

主
性
に
任
せ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
だ

け
各
国
の
制
度
の
差
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た
中
で
、
日
本
の
制
度
は
、
エ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ア
プ
ロ
ー
チ
（
外
国
子
会
社
の
事
業
体
レ
ベ
ル
課

税
）
を
主
体
に
し
な
が
ら
イ
ン
カ
ム
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取

り
入
れ
た
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
で
す
。
高
嶋
委
員
か
ら
話
が

あ
り
ま
し
た
が
、
や
は
り
オ
ー
バ
ー
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
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ン
が
生
じ
て
い
ま
す
。
例
の
香
港
と
中
国
に
係
る
来
料
加
工
等
の
問
題
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
や
は

り
か
な
り
厳
し
め
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

一
方
、
ア
メ
リ
カ
を
見
ま
す
と
、
チ
ェ
ッ
ク
ザ
ボ
ッ
ク
ス
と
ル
ッ
ク
ス
ル
ー
で
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
を
逃
れ

て
い
る
企
業
が
か
な
り
あ
る
よ
う
で
す
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
決
に
よ
り
人
為
的
な
取
決
め
に
基
づ
く
も
の
し
か
取
り
込

め
な
い
と
い
う
状
況
で
す
。
そ
れ
ら
を
考
え
ま
す
と
、
日
本
の
制
度
は
か
な
り
き
ち
ん
と
や
っ
て
い
る
、

厳
し
め
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。

　

今
後
の
展
開
と
し
て
は
、
ま
ず
基
本
的
な
概
念
の
整
理
と
し
て
租
税
回
避
対
応
と
一
般
的
に
い
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
制
度
設
計
が
必
要
で
す
。
同
時
に
ほ
か
の
国
と
の
バ
ラ
ン
ス
で
す
ね
。

そ
れ
に
よ
っ
て
同
等
競
争
条
件
の
確
保
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
的
格
な
制
度
は
望
ま
し
い
で

す
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
企
業
の
事
務
負
担
は
増
え
て
き
ま
す
の
で
、
事
務
負
担
と
的
格
性
と

の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

同
時
に
、
移
転
価
格
と
の
関
係
も
考
え
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
移
転
価
格
に
は
今
回
、
所
得
相
応

性
基
準
が
入
り
、
最
近
は
取
引
よ
り
も
結
果
と
し
て
の
利
益
を
見
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
す
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る
と
結
果
を
見
て
い
る
わ
け
な
の
で
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
と
か
な
り
似
て
き
て
い
る
面
が
あ
り
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
は
違
い
ま
す
の
で
補
完
的
で
す
が
、
移
転
価
格
と
の
関
係
は
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
当
局
に
は
な
か
な
か
実
情
が
分
か
り
難
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
実
際
は
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
に

よ
っ
て
、
正
常
な
取
引
に
ど
れ
だ
け
影
響
が
あ
る
の
か
、
ど
れ
だ
け
阻
害
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
の
あ

た
り
は
企
業
の
よ
う
に
実
務
で
の
対
応
を
し
て
い
な
い
と
分
か
ら
な
い
わ
け
で
す
。
こ
こ
は
企
業
側
と

し
て
き
ち
ん
と
発
言
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
し
、
事
務
負
担
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
感
じ
て

い
ま
す
。

理
論
と
実
務
負
担
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
っ
て
立
案
を

山
川　

ま
ず
、
各
国
制
度
の
比
較
に
つ
い
て
、
各
論
ベ
ー
ス
で
は
参
考
に
す
べ
き
は
多
々
あ
り
ま
す
が
、

ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
日
本
の
み
が
突
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
他
国
が
同
じ
ベ
ク
ト
ル
を
向
い

て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ア
プ
ロ
ー
チ
、
建
て
付
け
に
つ
い
て
は
比
較
す
る
意
味
は
な
い
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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わ
が
国
税
制
は
か
な
り
実
務
に
定
着
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
方
式
と
適
用
除

外
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
結
構
粗
め
の
メ
ッ
シ
ュ
で
実
務
コ
ス
ト
を
下
げ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。

　

他
方
で
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
方
式
の
必
然
で
す
が
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
が
適
用
除
外
基
準
を
充
足
し
な
い
場
合
に
は

当
該
Ｃ
Ｆ
Ｃ
の
す
べ
て
の
所
得
を
捕
捉
し
ま
す
の
で
、
オ
ー
バ
ー
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
が
生
じ
て
い
ま

す
。
ま
た
適
用
除
外
の
判
断
が
業
種
や
子
会
社
の
事
業
活
動
に
よ
っ
て
複
雑
化
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

法
人
税
法
23
条
の
２
の
導
入
後
、
テ
リ
ト
リ
ア
ル
（
源
泉
地
主
義
）
の
要
素
が
部
分
的
に
入
っ
た
こ
と

に
よ
り
、
海
外
の
能
動
的
活
動
所
得
を
Ｃ
Ｆ
Ｃ
所
得
で
取
り
込
む
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
議
論

が
起
こ
っ
て
き
た
の
が
現
状
だ
と
思
い
ま
す
。

　

足
元
の
課
題
で
特
に
気
に
な
る
の
は
、
日
本
企
業
の
グ
ロ
ー
バ
ル
競
争
力
の
観
点
で
す
。
例
え
ば
、

第
三
者
か
ら
時
価
で
買
収
し
た
海
外
企
業
株
式
に
つ
い
て
、
当
該
企
業
傘
下
で
資
本
再
編
を
行
う
場
合
、

含
み
益
が
実
現
し
、
現
地
税
務
上
非
課
税
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
扱
い
と
な
る
も
の
ま
で
も
が
合
算
対
象

と
な
り
ま
す
。

　

適
用
除
外
の
受
け
皿
も
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ワ
ン
タ
イ
ム
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
は
そ
の
判
断

上
、
実
体
の
あ
る
法
人
が
株
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
株
式
保
有
業
と
し
て
適
用
除
外
を
満
た
さ
な
い
、
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こ
の
よ
う
な
懸
念
も
あ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
既
存
税
制
の
継
ぎ
接
ぎ
の
限
界
と
若
干
の
混
沌
の
中
で
、
世
界
目
線
で
概
念
整
理
が
な
さ

れ
て
、
ト
ラ
ン
ザ
ク
シ
ョ
ナ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ
（
Ｃ
Ｆ
Ｃ
所
得
の
み
の
課
税
）
と
い
う
軸
が
で
き
た
こ
と

が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
み
え
ま
す
。
メ
リ
ッ
ト
は
理
論
的
で
あ
り
、
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
の
疑
い
の
な
い
所
得
が

オ
ー
バ
ー
イ
ン
ク
ル
ー
ド
さ
れ
る
危
険
が
減
少
す
る
こ
と
で
す
。
し
か
し
企
業
に
と
っ
て
実
務
コ
ス
ト

に
耐
え
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

現
在
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ア
プ
ロ
ー
チ
の
下
で
の
適
用
除
外
は
、
例
え
ば
販
売
会
社
で
あ
れ
ば
会
社
単
位

で
非
関
連
取
引
の
割
合
を
知
れ
ば
足
り
る
わ
け
で
す
。
今
後
変
わ
っ
て
き
ま
す
と
、
発
生
し
た
所
得
の

種
類
ご
と
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
所
得
の
ど
れ
に
該
当
す
る
か
を
判
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
外
国
子
会
社

の
損
益
内
容
の
詳
細
を
事
業
年
度
ご
と
に
把
握
・
分
析
し
て
Ｃ
Ｆ
Ｃ
所
得
の
有
無
を
確
認
す
る
必
要
が

出
て
く
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
ド
イ
ツ
、
ア
メ
リ
カ
の
多
国
籍
企
業
は
、
精
度
は
と
も
か
く
と
し
て
ト
ラ
ン
ザ
ク
シ
ョ
ナ
ル

ア
プ
ロ
ー
チ
の
建
て
付
け
ど
お
り
に
デ
ー
タ
を
と
れ
る
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
企
業

の
場
合
、
買
収
会
社
は
そ
の
後
、
Ｐ
Ｍ
Ｉ
（
経
営
統
合
）
が
遅
れ
、
買
っ
た
ま
ま
放
置
す
る
と
い
う
こ
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と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
外
国
子
会
社
の
経
理
担
当
者
に
Ｃ
Ｆ
Ｃ
所
得
の
範
囲
に
つ
い
て
説
明
し
、

関
連
情
報
を
収
集
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
導
入
後
一
時
的
に
事
務
負
担
が
増
え
ま
す
。
そ
の
意

味
で
理
論
と
実
務
負
担
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
っ
て
立
案
す
る
こ
と
が
と
て
も
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

日
本
企
業
に
デ
メ
リ
ッ
ト
を
も
た
ら
さ
な
い
税
制
改
正
が
必
要

原
口　

岡
田
先
生
、
山
川
先
生
の
発
言
の
中
に
ほ
と
ん
ど
含
ま
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
ま
ず
各
国
と
比

較
し
た
と
き
、
わ
が
国
の
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
感
覚
で
し
か
な
い
で
す
が
、
や

は
り
厳
し
い
制
度
に
な
っ
て
い
ま
す
。
も
し
く
は
遜
色
な
い
制
度
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

行
動
計
画
３
と
い
う
コ
ン
テ
ン
ツ
か
ら
見
て
も
、
わ
が
国
は
、
捕
捉
し
よ
う
と
し
て
い
る
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税

制
の
内
容
を
カ
バ
ー
で
き
る
制
度
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
考
え
る
と
わ
が
国
の
制
度
は
そ
こ
そ
こ

い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
私
の
評
価
で
す
。

　

一
方
、
わ
が
国
の
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
で
す
が
、
こ
れ
は
１
９
７
８
年
に
導
入
さ
れ
た
制
度
で
す
。
当
初
は

課
税
の
繰
り
延
べ
を
許
さ
な
い
と
い
う
観
点
で
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
山
川
先
生
の
話
に
も

あ
り
ま
し
た
が
、
２
０
１
１
年
の
税
制
改
正
で
外
国
子
会
社
の
配
当
益
金
不
算
入
制
度
が
入
り
、
テ
リ
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ト
リ
ア
ル
に
な
っ
て
そ
の
趣
旨
が
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
オ
ー
バ
ー
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
の
問

題
は
日
本
の
企
業
に
と
っ
て
避
け
て
通
れ
な
い
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

も
う
少
し
具
体
的
に
言
う
と
、
租
税
負
担
割
合
が
い
ま
20
％
で
す
が
、
そ
れ
の
計
算
方
法
で
ど
れ
が

非
課
税
所
得
を
構
成
す
る
の
か
、
海
外
の
取
引
が
か
ら
ん
で
く
る
と
判
断
に
悩
む
と
い
う
問
題
で
す
。

日
本
の
手
法
の
中
で
考
え
ら
れ
な
い
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
う
こ
と
が
一
つ
で
す
。

　

も
う
一
つ
は
事
業
基
準
で
す
。
事
業
に
よ
っ
て
適
用
除
外
を
満
た
す
か
満
た
さ
な
い
か
と
い
う
と
き
、

い
ま
ワ
ン
タ
イ
ム
の
話
が
あ
り
ま
し
た
。
１
回
株
式
を
売
り
所
得
が
ガ
ー
ン
と
伸
び
ま
し
た
、
株
式
を

持
っ
て
い
ま
す
、
持
株
業
で
す
ね
と
い
う
こ
と
で
適
用
除
外
基
準
を
満
た
さ
な
く
て
合
算
対
象
に
な
る

こ
と
が
現
実
に
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

　

日
本
の
企
業
は
そ
う
い
う
こ
と
に
ひ
っ
か
か
ら
な
い
よ
う
ど
う
し
た
ら
い
い
か
頭
を
悩
ま
せ
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
仕
事
の
タ
ネ
に
な
っ
て
い
い
の
で
す
が
、
企
業
に
と
っ
て
は
頭
の

痛
い
問
題
で
す
。
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
は
大
き
な
金
額
の
問
題
な
の
で
、
ま
と
も
な
事
業
を

営
ん
で
い
る
会
社
が
こ
う
い
っ
た
税
制
に
ひ
っ
か
か
っ
て
合
算
対
象
に
な
る
、
と
い
っ
た
事
態
が
避
け

ら
れ
る
よ
う
税
制
改
正
を
求
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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移
転
価
格
文
書
化
の
問
題
点

小
畑　

今
年
の
税
制
改
正
で
導
入
さ
れ
た
移
転
価
格
の
文
書
化
に
つ
い
て
も
多
数
の
質
問
が
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。
非
常
に
先
行
的
に
実
務
対
応
を
進
め
て
い
る
企
業
も
あ
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
ど
う
し
よ
う
か

考
え
て
い
る
企
業
も
あ
り
、
取
り
組
み
の
進
捗
状
況
は
ま
ち
ま
ち
で
す
。
き
ょ
う
は
こ
れ
か
ら
考
え
よ

う
と
い
う
企
業
の
目
線
か
ら
お
伺
い
し
ま
す
。

　

質
問
の
一
つ
目
、
今
後
三
つ
の
文
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ど
の
よ
う

な
も
の
を
つ
く
れ
ば
い
い
か
イ
メ
ー
ジ
が
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
一
般
的
な
会
社
は
社
内
体
制
の
整
備

も
含
め
ど
の
よ
う
に
対
応
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
、
３
文
書
の
中
で
も
マ
ス
タ
ー
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
記
入
事
項
と
し
て
構
成
会
社
等
が
付

加
価
値
の
創
出
に
お
い
て
果
た
す
主
要
な
役
割
の
概
要
を
記
載
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
価
値
創
造
と
は
何
か
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
記
載
の
際
は
ど
の
よ
う
な
点
に
注
意
す
れ
ば
よ

ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
と
い
う
質
問
で
す
。

　

三
つ
目
で
す
。
ロ
ー
カ
ル
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
今
回
同
時
文
書
化
が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。
一
般

的
に
内
容
は
子
会
社
側
で
作
成
す
る
も
の
で
し
ょ
う
か
、
親
会
社
で
作
成
す
る
こ
と
に
し
て
も
問
題
は
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な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
算
定
根
拠
に
つ
い
て
一
般
的
に
ど
の
よ
う
に
作
成
す
る
の
で
し
ょ

う
か
。
例
え
ば
ビ
ュ
ー
ロ
ー
・
ヴ
ァ
ン
・
ダ
イ
ク
等
か
ら
デ
ー
タ
を
取
得
し
な
い
と
作
成
で
き
な
い
と

い
う
た
ぐ
い
の
も
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
い
っ
た
ご
質
問
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

　

課
税
リ
ス
ク
の
大
き
さ
で
優
先
度
を
つ
け
る

山
川　

移
転
価
格
文
書
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
話
し
ま
す
と
、
Ｃ
ｂ
Ｃ
レ
ポ
ー
ト
（
国
別
報
告
書
）
は
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
の
テ
ン
プ
レ
ー
ト
の
と
お
り
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
表
３
は
自
由
作
文
で
す
の
で
、
デ
ィ
フ
ェ
ン

ス
の
観
点
か
ら
、
継
続
性
に
も
留
意
し
つ
つ
、
必
要
な
情
報
を
過
不
足
な
く
記
載
す
る
こ
と
か
と
思
い

ま
す
。
マ
ス
タ
ー
フ
ァ
イ
ル
は
基
本
的
に
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
テ
ン
プ
レ
ー
ト
ど
お
り
で
す
が
、
重
要
拠
点

の
国
の
税
制
も
視
野
に
入
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
ハ
イ
レ
ベ
ル
な
視
点
で
書
い
て
、
詳

細
さ
は
企
業
判
断
で
あ
り
ま
す
が
、
一
般
的
に
は
不
用
意
さ
を
避
け
る
た
め
に
調
査
時
の
た
め
の
サ
ポ

ー
ト
フ
ァ
イ
ル
を
用
意
し
て
お
き
ま
す
。

　

重
要
な
バ
リ
ュ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
、
無
形
資
産
、
市
場
特
性
、
こ
の
三
つ
の
記
載
は
当
局
の
調
査
選
定
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を
十
分
に
想
定
し
な
が
ら
、
工
夫
を
凝
ら
し
て
慎
重
に
対
応
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。

現
地
の
ロ
ー
カ
ル
文
書
と
の
整
合
性
を
念
頭
に
お
く
こ
と
も
肝
要
で
す
。
日
本
は
カ
ル
チ
ャ
ー
的
に
欧

米
ほ
ど
多
く
は
書
き
ま
せ
ん
。
文
書
の
分
厚
さ
の
違
い
が
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ル
の
差
で
あ
る
と
思
わ
れ
な
い

よ
う
な
調
査
対
応
が
必
要
で
す
。
他
方
、
対
象
が
複
数
の
業
種
に
わ
た
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
一
律
の

目
線
で
整
合
性
の
あ
る
書
き
振
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ル
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

　

日
本
の
ロ
ー
カ
ル
フ
ァ
イ
ル
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
テ
ン
プ
レ
ー
ト
に
よ
っ
て
求
め
る
情
報
が
付
加
さ
れ
た
こ

と
に
加
え
同
時
文
書
化
の
法
令
化
の
意
義
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
推
定
課
税
規
定
の
適
用
可
能
性
を

担
保
に
し
て
、
調
査
に
お
い
て
求
め
る
資
料
を
申
告
時
に
企
業
に
広
範
に
取
得
し
て
お
い
て
も
ら
い
、

効
果
的
に
調
査
を
進
め
る
期
待
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
２
年
前
、
推
定
課
税
の
発
動
に
つ
い
て
執
行
側

の
立
場
を
認
め
た
判
決
が
確
定
し
て
い
ま
す
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

　

日
本
で
の
同
時
文
書
化
は
、
基
本
的
に
は
海
外
子
会
社
が
作
成
し
て
い
る
移
転
価
格
文
書
を
添
付
し

て
参
照
す
る
こ
と
が
基
本
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
コ
ツ
と
し
て
、
一
つ
の
企
業
の
中
に
多
数
の
関

連
取
引
が
あ
り
ま
す
が
、
ま
ず
は
取
引
の
規
模
で
、
Ａ
Ｐ
Ａ
で
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
な
い
取
引
の
中
で
課

税
リ
ス
ク
の
大
き
い
と
こ
ろ
に
優
先
度
を
つ
け
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
海
外
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
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ン
の
情
報
で
は
足
り
な
い
、
日
本
の
ロ
ー
カ
ル
フ
ァ
イ
ル
規
制
の
観
点
か
ら
見
て
新
た
に
作
成
す
る
と

こ
ろ
は
ど
こ
か
、
そ
こ
を
特
定
し
て
対
応
す
る
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
一
般
的
な
会
社
の
対
応
の
あ
り
よ
う
で
す
。
ま
ず
文
書
化
対
応
の
た
め
に
は
チ
ー
ム
を
つ
く
る

こ
と
で
す
。
本
社
税
務
部
、
事
業
部
、
海
外
主
要
子
会
社
で
の
担
当
者
を
指
名
し
て
業
務
内
容
を
共
有

し
ま
す
。
そ
し
て
、
社
ご
と
の
い
わ
ば
健
康
状
態
の
チ
ェ
ッ
ク
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
Ｃ
ｂ
Ｃ
Ｒ
や
マ
ス

タ
ー
フ
ァ
イ
ル
の
記
載
に
必
要
な
情
報
ル
ー
ト
を
確
認
し
、
設
定
し
ま
す
。
そ
の
上
で
、
移
転
価
格
ポ

リ
シ
ー
を
確
認
し
、
策
定
し
、
修
正
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
Ｃ
ｂ
Ｃ
Ｒ
は
、
連
結
パ
ッ

ケ
ー
ジ
の
ア
レ
ン
ジ
で
作
成
す
る
会
社
が
大
半
で
す
。
試
行
の
結
果
を
レ
ビ
ュ
ー
し
て
、
税
務
リ
ス
ク

拠
点
の
あ
ぶ
り
出
し
を
行
い
合
理
的
な
説
明
可
能
性
を
検
討
し
、
必
要
に
応
じ
て
ポ
リ
シ
ー
の
見
直
し

を
行
っ
て
い
く
、
と
い
う
整
理
の
仕
方
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

マ
ス
タ
ー
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
メ
イ
ン
事
業
部
が
モ
デ
ル
を
つ
く
り
、
ほ
か
の
事
業
部
が
そ
の
要

領
に
な
ら
い
ま
す
。
そ
し
て
、
事
業
部
が
作
成
し
た
サ
ブ
マ
ス
タ
ー
フ
ァ
イ
ル
を
税
務
部
が
ま
と
め
て

い
き
ま
す
。
こ
う
い
う
や
り
方
が
普
通
だ
と
思
い
ま
す
。

　

今
般
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
報
告
書
の
移
転
価
格
の
実
体
論
の
最
も
重
要
な
点
は
取
引
の
正
確
な
認
定
で
あ
り
、
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個
々
の
フ
ァ
イ
ル
は
こ
れ
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
報
告
書

は
契
約
分
析
を
重
要
な
ス
テ
ッ
プ
と
位
置
付
け
て
お
り
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
企
業
は
関
連
者
間
契
約

を
整
備
し
な
け
れ
ば
不
利
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
移
転
価
格
文
書
作
成
作
業
の
背
景
に
あ
る
情
報
の

収
集
や
分
析
を
踏
ま
え
ま
す
と
、
社
内
体
制
の
整
備
が
と
て
も
大
事
で
す
。
日
本
企
業
の
対
処
に
は
一

般
的
な
難
し
さ
が
あ
り
ま
す
。
青
山
先
生
か
ら
先
ほ
ど
お
話
が
あ
り
ま
し
た
と
お
り
、
分
権
型
統
治
構

造
を
と
る
た
め
、
日
本
で
は
基
本
的
に
は
情
報
入
手
が
困
難
で
す
。
ま
た
Ｔ
Ｎ
Ｍ
Ｍ
モ
デ
ル
が
大
宗
を

示
し
つ
つ
も
、
実
績
が
定
め
た
レ
ン
ジ
に
収
ま
り
ま
せ
ん
。
Ｋ
Ｐ
Ｉ
た
る
営
業
利
益
が
税
の
観
点
か
ら

固
定
さ
れ
ま
す
の
で
実
行
が
難
し
い
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
移
転
価
格
ポ
リ
シ
ー
が
実
行
さ
れ
な
い

た
め
に
説
明
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

一
般
に
移
転
価
格
の
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
に
あ
ま
り
良
く
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
が
、
今
般
の
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ

を
ト
リ
ガ
ー
と
し
た
移
転
価
格
文
書
化
が
日
本
企
業
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
税
務
管
理
体
制
を
一
歩
前
進
さ

せ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
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マ
ス
タ
ー
フ
ァ
イ
ル
は
配
分
を
考
え
る
の
が
ポ
イ
ン
ト

山
川　

マ
ス
タ
ー
フ
ァ
イ
ル
の
書
き
方
の
注
意
点
で
す
が
、
構
成
会
社
等
が
付
加
価
値
の
創
出
に
お
い

て
果
た
す
主
要
な
役
割
の
概
要
の
記
載
の
ポ
イ
ン
ト
は
２
点
で
す
。
１
点
目
は
、
必
ず
し
も
価
値
あ
る

無
形
資
産
の
介
在
を
意
味
す
る
必
要
は
な
く
、
ユ
ニ
ー
ク
な
活
動
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
れ
は
研
究
開
発
、
調
達
、
生
産
、
販
売
の
活
動
に
お
け
る
市
場
価
値
を
書
け
ば
い
い
わ
け
で
す
。

　

普
通
の
卸
で
あ
っ
た
と
し
て
も
仕
入
れ
ル
ー
ト
が
あ
り
、
お
客
さ
ま
を
連
れ
て
き
て
マ
ッ
チ
ン
グ
す

る
こ
と
で
市
場
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
単
に
組
み
立
て
製
造
業
者
で
あ
っ
て
も
、
適
度
な

ス
キ
ル
の
人
を
集
め
て
管
理
し
一
定
の
ス
ペ
ッ
ク
の
製
品
を
つ
く
る
こ
と
で
、
市
場
評
価
さ
れ
て
い
ま

す
。
自
社
で
の
こ
の
よ
う
な
事
情
に
即
し
て
書
い
て
い
け
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
大
き
な
バ
リ
ュ
ー
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
よ
り
も
、
配
分
を
ど
う
す
る
か
か
ら
考
え
て
い

く
の
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

　

２
点
目
は
、
フ
ァ
イ
ル
の
目
的
は
あ
く
ま
で
も
全
世
界
当
局
向
け
の
移
転
価
格
で
す
か
ら
、
移
転
価

格
の
検
証
方
法
か
ら
逆
算
し
て
書
い
て
い
く
し
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
取
引
の
正
確
な
認
定
を
行
い
、

誰
が
重
要
な
リ
ス
ク
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
の
か
を
認
識
す
る
と
い
う
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
を
持
た
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な
い
で
書
い
て
い
く
と
必
ず
ど
こ
か
で
破
綻
し
ま
す
。
Ｔ
Ｎ
Ｍ
Ｍ
で
検
証
す
る
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
に
即

し
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
か
事
実
ベ
ー
ス
を
確
認
し
ま
す
。
無
形
資
産
の
帰
属
の
整
理
が
つ
か
な
い

ま
ま
、
不
用
意
に
利
益
分
割
法
の
議
論
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
周
到
さ
も
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

ロ
ー
カ
ル
フ
ァ
イ
ル
は
親
会
社
の
管
理
が
必
須

山
川　

次
に
、
ロ
ー
カ
ル
フ
ァ
イ
ル
の
管
理
で
す
。
ま
ず
、
こ
れ
か
ら
の
ロ
ー
カ
ル
フ
ァ
イ
ル
は
、
親

会
社
の
管
理
が
マ
ス
ト
と
考
え
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
３
文
書
の
一
貫
性
の
確
保
が
必
要
で
す
し
、

将
来
の
親
子
両
方
の
調
査
対
応
に
お
い
て
親
の
主
体
的
な
関
与
が
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
と

思
い
ま
す
。
親
会
社
が
最
新
の
移
転
価
格
ポ
リ
シ
ー
に
沿
っ
て
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
が

最
も
効
率
的
か
つ
整
合
的
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
は
い
っ
て
も
子
会
社
側
の
税
務
リ
ス
ク
を
加
味
し
つ
つ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

中
国
の
よ
う
に
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
な
ロ
ー
カ
ル
フ
ァ
イ
ル
制
度
を
持
っ
て
い
る
国
、
あ
る
い
は
過
去

に
Ｔ
Ｐ
調
査
を
受
け
て
い
る
国
、
現
地
に
赤
字
が
あ
る
国
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
現
地
文
書
が
し
っ
か

り
し
て
い
て
も
金
額
・
規
模
が
大
き
く
て
リ
ス
ク
が
大
き
い
国
、
あ
る
い
は
Ｃ
ｂ
Ｃ
Ｒ
の
施
行
に
よ
っ
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て
税
務
リ
ス
ク
が
新
た
に
把
握
さ
れ
た
拠
点
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
は
精
査
や
吟
味
が
必
要
で
す
。

　

そ
う
は
い
い
ま
し
て
も
、
ゼ
ロ
か
ら
子
会
社
が
つ
く
る
と
非
効
率
な
の
で
基
本
的
な
情
報
は
テ
ン
プ

レ
ー
ト
を
親
の
ほ
う
か
ら
共
有
し
、
現
地
の
情
報
を
親
が
吸
い
上
げ
て
反
映
さ
せ
、
レ
ビ
ュ
ー
し
な
が

ら
、
グ
ル
ー
プ
全
体
と
し
て
整
合
化
す
る
よ
う
に
調
整
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
が
最
も
効
率
的
な
方
法

だ
と
思
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
こ
の
作
業
が
海
外
子
会
社
か
ら
見
て
ど
う
映
る
の
か
は
、
日
本
の
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
プ
ラ
ク

テ
ィ
ス
か
ら
見
え
て
き
ま
す
。
欧
米
多
国
籍
企
業
は
本
社
税
務
部
が
グ
ロ
ー
バ
ル
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
を
実
行
し
て
い
ま
す
。
親
が
マ
ス
タ
ー
的
な
も
の
を
作
成
し
て
い
ま
す
の
で
、
日
本
の
子
会
社

は
日
本
の
税
制
に
沿
っ
て
適
切
に
加
工
し
ま
す
。
サ
イ
ン
オ
フ
す
る
権
限
は
親
会
社
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ

ー
に
あ
り
ま
す
の
で
、
親
会
社
が
サ
イ
ン
オ
フ
し
や
す
い
よ
う
に
日
本
の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
を
サ
ポ
ー
ト

し
て
い
き
ま
す
。
海
外
子
会
社
か
ら
見
て
こ
の
よ
う
に
見
え
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

　

Ｔ
Ｎ
Ｍ
Ｍ
の
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
の
根
拠
で
す
が
、
こ
れ
は
現
地
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で

す
。
日
本
の
ロ
ー
カ
ル
フ
ァ
イ
ル
は
、
特
に
国
税
庁
か
ら
の
規
制
が
な
い
の
で
汎
用
性
の
あ
る
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
で
異
論
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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た
だ
、
例
え
ば
タ
イ
の
よ
う
に
、
汎
用
性
の
あ
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
カ
バ
ー
し
て
い
て
も
、
現
地
の

当
局
に
臨
場
し
て
、
当
局
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
ア
ク
セ
ス
し
て
、
紙
の
コ
ピ
ー
を
も
ら
っ
て
ベ
ン
チ
マ

ー
ク
す
る
と
い
う
税
務
慣
行
の
国
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
国
に
よ
っ
て
デ
ィ
フ
ァ
ク
ト

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
違
う
こ
と
が
た
ま
に
あ
り
ま
す
の
で
留
意
が
必
要
で
す
。

特
に
無
形
資
産
に
つ
い
て
は
専
門
家
に
相
談
を

原
口　

い
ま
山
川
先
生
か
ら
細
か
い
と
こ
ろ
は
話
が
あ
っ
た
の
で
、
私
か
ら
は
概
括
的
な
話
を
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
イ
メ
ー
ジ
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
２
０
１
６
年
４
月
、
国
税
庁
か
ら
「
移
転
価

格
税
制
に
係
る
文
書
化
制
度
に
関
す
る
改
正
の
あ
ら
ま
し
」
と
い
う
案
内
が
出
て
い
ま
す
。
結
構
き
っ

ち
り
と
書
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
見
て
も
ら
う
と
書
く
べ
き
情
報
が
ほ
ぼ
分
か
り
ま
す
。

　

あ
と
は
わ
れ
わ
れ
専
門
家
に
聞
い
て
く
だ
さ
い
。
わ
れ
わ
れ
は
営
業
ツ
ー
ル
を
持
っ
て
い
ま
す
。
無

料
な
の
で
見
て
も
ら
う
と
イ
メ
ー
ジ
が
つ
か
め
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
が
分
か
っ
て
く
る
と
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
ア
ニ
ュ
ア
ル
レ
ポ
ー
ト
を
写
せ
ば
ほ
ぼ

書
け
る
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。
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た
だ
１
点
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
無
形
資
産
で
す
。
こ
こ
に
つ
い
て
は
専
門
家
の
関
与

が
な
い
と
な
か
な
か
文
書
化
す
る
の
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
無
形
資
産
の
と
こ
ろ
だ
け
専
門
家
を
使

い
、
そ
れ
以
外
は
い
ま
あ
る
も
の
で
記
載
す
る
こ
と
が
可
能
な
気
が
し
て
い
ま
す
。

　

２
点
目
の
質
問
で
、
価
値
創
造
と
は
一
体
何
で
す
か
、
そ
の
記
載
に
つ
い
て
ど
う
い
う
留
意
が
必
要

で
す
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
価
値
創
造
と
は
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
で
あ
り
、
Ａ
Ｏ
Ａ
（
帰
属
利
得
計

算
）、
そ
れ
か
ら
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
、
そ
う
い
っ
た
言
葉
と
同
じ
よ
う
に
今
後
バ
リ
ュ
ー
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は

メ
ジ
ャ
ー
な
言
葉
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
簡
単
に
い
う
と
、
そ
の
企
業
が
利
益

を
生
む
ノ
ウ
ハ
ウ
と
い
い
ま
す
か
、
利
益
の
根
源
、
そ
う
い
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
い
い

か
な
と
思
い
ま
す
。

　

で
は
、
実
際
に
記
載
に
当
た
っ
て
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
は
考
え
方
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
い
ま
す

が
、
あ
ま
り
た
く
さ
ん
書
き
す
ぎ
な
い
。
的
確
に
簡
潔
に
書
い
て
い
く
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

無
形
資
産
に
つ
い
て
は
専
門
家
に
ア
イ
デ
ア
を
受
け
な
が
ら
文
書
化
し
て
い
く
こ
と
で
す
。
そ
の
中

で
い
ま
わ
れ
わ
れ
が
一
番
気
を
つ
け
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
価
値
創
造
に
つ
い
て
書
い
た
と
き
、
新
興
国
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の
受
け
止
め
方
が
読
め
ま
せ
ん
。
ア
ジ
ア
の
新
興
国
に
出
て
い
っ
て
仕
事
を
し
て
い
る
中
で
、
そ
こ
を

書
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
い
う
活
動
を
し
て
い
る
の
に
全
然
利
益
が
落
ち
て
い
な
い
で
は
な
い
か

と
新
興
国
サ
イ
ド
か
ら
い
わ
れ
る
リ
ス
ク
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
あ
た
り
、
新
興
国
で
の
バ
リ
ュ
ー
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
の
書
き
方
に
は
注
意
が
必
要
で
す
。

　

ロ
ー
カ
ル
フ
ァ
イ
ル
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
親
会
社
で
つ
く
ろ
う
が
ロ
ー
カ
ル
で
つ
く
ろ
う
が
ど
ち

ら
で
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
基
本
的
に
は
こ
れ
ま
で
現
地
で
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
現
地
の
ほ
う
が
情
報

が
た
く
さ
ん
あ
る
か
ら
つ
く
り
や
す
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
後
そ
れ
が
共
有
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
の
で
、
親
会
社
か
ら
の
マ
ネ
ー
ジ
や
、
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ

れ
が
一
般
的
で
す
。

　

最
近
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
の
親
会
社
が
自
分
が
持
っ
て
い
る
主
要
な
子
会
社
に
つ
い
て
ロ

ー
カ
ル
フ
ァ
イ
ル
の
マ
ス
タ
ー
版
を
つ
く
り
、
各
国
の
ロ
ー
カ
ル
フ
ァ
イ
ル
を
つ
く
る
と
き
に
は
そ
こ

を
切
り
張
り
し
て
い
く
と
い
う
方
法
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
的
に
も
統
一
性
が
あ
り
、
か
つ
日
本
の
親
会
社

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
入
っ
た
文
書
が
比
較
的
簡
単
に
つ
く
れ
ま
す
。
日
本
を
中
心
に
す
べ
て
の
主
要
な

子
会
社
の
機
能
等
を
含
め
た
ロ
ー
カ
ル
フ
ァ
イ
ル
を
１
本
つ
く
り
、
そ
れ
を
活
用
し
て
い
く
こ
と
が
時
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間
的
、
コ
ス
ト
的
に
も
か
か
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
日
本
を
中
心
に
各
国
の
取
引
を
見
て
い
ま
す
の
で
、
ロ
ー

カ
ル
・
ロ
ー
カ
ル
の
取
引
が
拾
い
き
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
つ
い
て
は
ロ
ー
カ
ル
同
士
で
ち
ゃ
ん
と

話
を
し
て
も
ら
っ
た
上
で
文
書
化
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
を
除
け
ば
効
率
よ
く
作
成
で

き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

パ
ブ
リ
ッ
ク
Ｃ
ｂ
Ｃ
Ｒ
の
注
意
点
─
─
レ
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
リ
ス
ク
に
注
意

小
畑　

最
後
に
、
最
近
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
欧
州
委
員
会
に
お
け
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
Ｃ
ｂ
Ｃ
Ｒ
に
つ
い

て
お
伺
い
し
ま
す
。

　

こ
の
欧
州
委
員
会
の
提
案
は
ど
の
程
度
実
現
可
能
性
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
、
ま
た
日
本
企
業
と
し

て
は
ど
の
よ
う
な
注
意
が
必
要
で
し
ょ
う
か
。

原
口　

簡
単
に
申
し
上
げ
ま
す
。
欧
州
委
員
会
の
指
令
に
つ
い
て
は
会
計
指
令
で
あ
り
、
税
務
の
指
令

で
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
税
務
の
指
令
で
あ
れ
ば
全
会
一
致
で
可
決
し
な
い
と
通

り
ま
せ
ん
が
、
会
計
指
令
に
つ
い
て
は
特
定
多
数
決
で
す
。
実
際
に
は
55
％
、
16
カ
国
の
賛
成
が
得
ら
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れ
れ
ば
可
決
し
ま
す
。
普
通
の
税
制
の
項
目
と
違
っ
て
比
較
的
通
り
や
す
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
こ
と

を
考
え
る
と
、
何
ら
か
の
形
で
こ
れ
が
入
っ
て
く
る
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

い
ま
提
案
さ
れ
て
い
る
内
容
は
、
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
で
い
わ
れ
て
い
る
内
容
よ
り
も
少
し
幅
広
に
な
っ
て
い

る
部
分
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
を
ど
う
制
限
し
て
い
っ
た
ら
い
い
か
を
考
え
る
ほ
う
が
現
実
的
か
な
と
い

う
感
覚
も
あ
り
ま
す
。

　

一
つ
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
Ｃ
ｂ
Ｃ
Ｒ
は
基
本
的
に
は
当
局
が
情
報
と
し
て
持
っ
て
い
ま

す
が
、
Ｅ
Ｕ
指
令
の
も
の
に
つ
い
て
は
誰
も
が
ア
ク
セ
ス
可
能
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
見
ら
れ
ま

す
。
そ
こ
に
出
て
く
る
情
報
が
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
方
に
さ
ら
さ
れ
ま
す
の
で
、
レ

ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
風
評
）
リ
ス
ク
が
必
ず
出
て
き
ま
す
。
や
は
り
記
載
の
方
法
に
つ
い
て
は
留
意
が

必
要
と
思
っ
て
い
ま
す
。

企
業
の
税
に
対
す
る
ポ
リ
シ
ー
が
重
要

高
嶋　

原
口
先
生
の
コ
メ
ン
ト
と
重
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
Ｃ
ｂ
Ｃ
Ｒ
に
つ
い
て
は
、

会
計
関
連
の
Ｅ
Ｕ
指
令
な
の
で
、
税
制
の
全
会
一
致
で
は
な
く
、
メ
ン
バ
ー
国
の
特
定
過
半
数
の
賛
成
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で
成
立
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
パ
ナ
マ
文
書
の
問
題
が
背
景
に
あ
り
、
欧
州
に
お
け
る
世
論
の
後
押

し
も
あ
る
よ
う
な
感
じ
も
し
ま
す
。

　

先
日
、
本
年
４
月
初
旬
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
諮
問
委
員
会
に
出
席
し
た
と
き
も
パ
ブ
リ
ッ
ク
Ｃ
ｂ
Ｃ
Ｒ
の

話
題
が
出
ま
し
た
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
で
す
か
ら
出
席
委
員
は
Ｅ
Ｕ
国
の
代
表
が
多
い
こ
と
も
あ
り
、
あ
ま
り

目
立
っ
た
批
判
と
い
う
か
反
対
の
コ
メ
ン
ト
も
な
く
、
粛
々
と
議
論
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
採
択
さ
れ
て

い
く
の
が
前
提
で
皆
さ
ん
動
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

　

Ｅ
Ｕ
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
Ｃ
ｂ
Ｃ
Ｒ
は
一
般
向
け
の
開
示
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
税
務
当
局
に
対
す
る

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
Ｃ
ｂ
Ｃ
Ｒ
と
は
違
っ
て
プ
ロ
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
相
当
気
を
つ
け
て
開
示
内

容
を
吟
味
し
な
く
て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
、
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
の
過
程
で
、
特
に
英
国
で
消
費
財
を
取
り
扱
っ
て
い
る
企
業

に
対
す
る
不
買
運
動
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
Ｃ
ｂ
Ｃ
Ｒ
が
そ
う
い
う
も
の
の
引
き
金
に
な

ら
な
い
よ
う
な
対
応
を
し
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い

う
意
味
で
、
企
業
が
税
に
対
し
て
ど
ん
な
ポ
リ
シ
ー
を
持
っ
て
い
る
か
が
今
後
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

税
務
に
関
す
る
ポ
リ
シ
ー
と
い
う
と
移
転
価
格
の
ポ
リ
シ
ー
が
真
っ
先
に
挙
が
り
ま
す
が
、
そ
れ
以
前
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に
企
業
が
税
と
ど
う
向
き
合
う
か
を
整
理
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　

い
ま
ま
で
日
本
企
業
に
は
ほ
と
ん
ど
タ
ッ
ク
ス
ポ
リ
シ
ー
が
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
私
の
顧
客
の
中

に
も
、
こ
れ
を
つ
く
っ
て
、
そ
れ
を
も
と
に
税
に
対
す
る
内
部
統
制
を
ど
の
よ
う
に
広
め
て
い
く
か
を

実
験
的
・
実
証
的
に
行
っ
て
い
る
会
社
が
数
社
あ
り
ま
す
。

　

私
も
、
最
初
は
タ
ッ
ク
ス
ポ
リ
シ
ー
を
つ
く
っ
て
効
果
が
あ
る
か
に
つ
き
、
疑
問
を
持
っ
て
い
ま
し

た
が
、
一
本
よ
り
ど
こ
ろ
に
な
る
も
の
が
で
き
る
と
、
そ
れ
を
実
行
す
る
た
め
に
何
が
必
要
か
と
い
う

こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
内
部
統
制
の
仕
組
み
に
載
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
内
部
統
制
の
仕
組
み
を

つ
く
っ
た
だ
け
で
は
、
必
ず
し
も
き
ち
ん
と
ワ
ー
ク
す
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
が
、
そ
の
仕
組
み
が
き

ち
ん
と
ワ
ー
ク
し
、
基
本
的
な
タ
ッ
ク
ス
ポ
リ
シ
ー
が
一
般
的
に
世
間
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ

れ
ば
、
自
然
と
パ
ブ
リ
ッ
ク
Ｃ
ｂ
Ｃ
Ｒ
に
対
し
て
も
対
応
で
き
て
い
く
は
ず
だ
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
そ
れ
は
中
央
集
権
的
に
や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
の
か
、
欧
州
の
特
殊
事
情
を
勘
案
し
て
地

域
に
細
か
い
イ
ン
プ
レ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
（
実
施
）
を
任
せ
る
の
か
、
そ
れ
は
企
業
の
組
織
体
制
、
事

業
体
制
に
よ
る
と
思
い
ま
す
。
以
上
の
こ
と
を
実
践
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
日
本

企
業
に
と
っ
て
も
税
に
対
す
る
内
部
統
制
を
ど
う
し
て
い
く
か
は
今
ま
で
以
上
に
大
き
な
課
題
に
な
っ
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て
く
る
と
思
い
ま
す
。

小
畑　

皆
さ
ま
、
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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