
　
所
得
税
っ
て
何
に
課
さ
れ

る
税
金
？

　
所
得
税
の
計
算
っ
て
ど
う

や
っ
て
す
る
の
？

　
源
泉
徴
収
票
っ
て
何
？

　
秋
に
入
り
、
暮
れ
も
近
く
な
る
と
年

末
調
整
の
資
料
提
出
時
期
と
な
り
ま

す
。
今
回
は
こ
の
年
末
調
整
や
確
定
申

告
と
い
っ
た
所
得
税
の
仕
組
み
に
つ
い

て
説
明
し
ま
す
。

　
所
得
税
は
個
人
が
１
月
１
日

か
ら
�
月
�
日
ま
で
の
１
年
間

に
稼
ぎ
出
し
た
「
も
う
け
」
に
つ
い
て

課
さ
れ
、
そ
の
一
部
を
国
に
納
め
る
税

金
で
す
。
「
生
身
の
人
間
」
に
対
し
て

課
す
る
税
目
で
あ
る
た
め
、
憲
法
�
条

（
生
存
権
）
と
の
兼
ね
合
い
か
ら
、
担

税
力
（
税
金
を
負
担
す
る
能
力
）
を
特

に
意
識
し
、
国
民
の
生
活
を
脅
か
さ
な

い
た
め
の
配
慮
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
生
活
を
脅
か
さ
な
い
た
め
の

配
慮
か
ら
、
法
人
税
や
消
費
税

な
ど
と
異
な
り
、
計
算
方
法
は
や
や
複

雑
で
す
。

　
図
１
に
示
す
通
り
、
所
得
税
の
計
算

は
「
総
合
課
税
」
「
分
離
課
税
」
「
源

泉
分
離
課
税
」
の
三
つ
の
柱
が
あ
り
ま

す
。
原
則
は
「
総
合
課
税
」
で
、
１
年

間
に
得
ら
れ
た
も
う
け
を
合
算
し
て
税

額
を
計
算
し
ま
す
。

　
他
の
所
得
と
合
算
す
る
と
都
合
が
悪

い
所
得
は
「
分
離
課
税
」
と
し
て
、
そ

の
所
得
だ
け
で
所
得
税
を
計
算
し
ま

す
。

　
預
貯
金
の
利
子
に
つ
い
て
は
、
所
得

金
額
の
把
握
が
困
難
な
た
め
、
支
払
い

の
際
に
金
融
機
関
側
で
所
得
税
を
源
泉

徴
収
し
て
課
税
関
係
が
完
結
し
ま
す

（
確
定
申
告
に
盛
り
込
む
こ
と
は
で
き

な
い
）
。

　
総
合
課
税
と
な
る
所
得
の
税
額
計
算

は
①
各
種
所
得
の
金
額
の
計
算
②
課
税

標
準
（
総
所
得
金
額
な
ど
）
の
計
算
③

所
得
控
除
額
の
計
算
④
課
税
所
得
の
金

額
の
計
算
⑤
所
得
税
額
の
計
算
｜
の
５

段
階
で
す
。

　
各
種
所
得
は
、
所
得
の
発
生
原
因
に

よ
っ
て
「
利
子
」
「
配
当
」
「不
動
産
」

「
事
業
」
「
給
与
」
「
退
職
」
「山
林
」

「
譲
渡
」
「
一
時
」
「
雑
」に
区
分
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
数
式
に
よ
っ
て
所
得
（
＝

も
う
け
）
の
金
額
を
計
算
し
ま
す
。
所

得
に
よ
っ
て
数
式
が
異
な
る
の
は
、
所

得
の
種
類
に
よ
っ
て
担
税
力
が
大
き
い

も
の
と
小
さ
い
も
の
が
あ
り
ま
す
か

ら
、
そ
れ
を
考
慮
し
て
課
税
対
象
と
な

る
金
額
を
調
整
す
る
た
め
で
す
。

　
例
え
ば
１
千
万
円
の
「
配
当
」
と
、

同
額
の
「
退
職
金
」
に
つ
い
て
課
さ
れ

る
所
得
税
が
同
じ
金
額
だ
っ
た
ら
、
こ

れ
は
公
平
と
い
え
る
で
し
ょ
う
か
？
　

配
当
は
働
か
な
く
て
も
も
ら
え
る
の
に

対
し
、
退
職
金
は
長
い
勤
務
の
末
、
よ

う
や
く
も
ら
え
た
血
と
涙
の
結
晶
と
も

言
え
る
も
の
で
す
。
退
職
金
に
ガ
ツ
ン

と
課
税
し
た
ら
か
わ
い
そ
う
で
す
ね
。

　
こ
れ
ら
の
金
額
を
合
計
し
た
も
の
か

ら
「
社
会
保
険
料
控
除
」
や
「
配
偶
者

控
除
」
「
扶
養
控
除
」
「
基
礎
控
除
」

な
ど
�
の
所
得
控
除
の
額
を
差
し
引
い

た
も
の
に
税
率
を
か
け
て
計
算
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
所
得
控
除
額
を

所
得
か
ら
控
除
す
る
の
は
、
個
々
の
納

税
者
の
社
会
的
・
経
済
的
事
情
に
配
慮

す
る
た
め
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
な
お
所
得
税
の
税
率
は
、
所
得
が
大

き
く
な
れ
ば
税
率
も
高
く
な
る
と
い
う

「
超
過
累
進
税
率
」
が
採
用
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
給
与
所
得
は
人
数
が
多
い
た

め
、
確
定
申
告
で
は
な
く
、
給

与
の
支
払
者
が
月
々
の
給
与
か
ら
所
得

税
を
徴
収
し
、
国
に
納
め
て
い
ま
す
。

こ
の
月
々
徴
収
し
た
金
額
の
合
計
額
が

そ
の
受
給
者
の
年
税
額
に
ぴ
た
り
と
一

致
す
る
こ
と
は
ま
れ
で
、
こ
れ
を
精
算

す
る
の
が
年
末
調
整
で
す
。

　
こ
の
年
末
調
整
の
手
続
き
を
経
て
、

各
受
給
者
が
今
年
い
く
ら
給
与
を
も
ら

い
、
所
得
税
を
負
担
し
た
の
か
を
記
し

た
も
の
が
源
泉
徴
収
票
で
す
（
図
２
）。

こ
れ
を
見
て
自
分
が
負
担
し
た
所
得
税

の
額
を
毎
年
把
握
す
る
よ
う
に
し
ま
し

ょ
う
。

（
税
理
士
）
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