
限定承認に係る法務及び
税務の諸問題について

1
�
限
定
承
認
の
運
用
の
実
態
と
そ
の
手
続
き
な

ど
に
つ
い
て

限
定
承
認
の
起
源
は
、
紀
元

5
3
1
年
ま
で
保
持
さ
れ
た
ユ

ス
チ
ニ
ア
ス
法
の
「
財
産
目
録

の
利
益
」
に
お
い
て
、「
相
続

人
は
財
産
目
録
の
限
度
で
、
債

務
を
承
継
す
る
に
止
め
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。」

と
さ
れ
て
い
る
。

我
が
国
に
お
け
る
限
定
承
認

制
度
の
申
述
件
数
は
、
非
常
に

少
な
く
、
年
間
約
8
0
0
件
程

度
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
限
定

承
認
制
度
の
運
用
が
少
な
い
事

情
に
つ
い
て
は
、
手
続
き
が
非

常
に
難
し
く
法
律
の
専
門
家
の

関
与
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
が

要
因
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

ま
た
、
民
法
は
、
一
部
の
共

同
相
続
人
の
み
が
限
定
承
認
を

し
、
他
の
共
同
相
続
人
が
単
純

承
認
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
認

め
て
い
な
い
た
め
、
共
同
相
続

人
の
全
員
一
致
の
限
定
承
認
が

原
則
と
な
る
。

そ
の
共
同
相
続
人
全
員
が
一

致
し
て
、
限
定
承
認
を
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
同
法
9
2
4

条
に
よ
り
、
自
己
の
た
め
に
相

続
の
開
始
が
あ
っ
た
こ
と
を
知

っ
た
時
か
ら
3
か
月
以
内
に
相

続
財
産
の
目
録
を
作
成
し
て
、

こ
れ
を
家
庭
裁
判
所
に
提
出

し
、
限
定
承
認
を
す
る
旨
の
申

述
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
限
定
承
認
の
申
述
が
受

理
さ
れ
る
と
、
家
庭
裁
判
所
は

限
定
承
認
申
述
受
理
の
審
判
を

下
し
て
、
申
述
人
に
審
判
書
の

謄
本
を
交
付
し
、
同
時
に
相
続

財
産
管
理
人
選
任
の
審
判
を
す

る
。
そ
の
後
、
相
続
財
産
管
理

人
が
一
連
の
法
律
手
続
を
進
め

る
こ
と
に
な
る
。

相
続
財
産
管
理
人
は
、
原
則

と
し
て
共
同
相
続
人
の
中
か
ら

職
権
で
選
ば
れ
、
そ
の
相
続
人

が
相
続
財
産
管
理
及
び
清
算
事

務
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
相
続

財
産
管
理
人
は
、
家
庭
裁
判
所

の
監
督
を
受
け
る
か
否
か
と
い

う
問
題
が
あ
る
が
、
実
務
的
に

は
、
家
庭
裁
判
所
の
監
督
は
な

く
、
報
告
義
務
や
終
了
届
出
義

務
が
な
い
。

共
同
相
続
人
か
ら
選
ば
れ
た

相
続
財
産
管
理
人
は
、
そ
の
職

務
と
し
て
、
①
相
続
債
権
者
へ

の
債
権
届
出
の
官
報
へ
の
公

告
、
②
相
続
財
産
の
競
売
に
よ

る
換
価
手
続
き
、
③
債
権
者
及

び
債
権
額
の
確
定
、
④
相
続
債

権
者
等
へ
の
配
当
弁
済
等
、
こ

れ
ら
の
一
連
の
法
律
行
為
及
び

法
律
手
続
き
に
つ
い
て
、
配
当

弁
済
の
実
施
及
び
そ
の
完
結
ま

で
、
全
て
自
己
の
責
任
に
お
い

て
行
う
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
相
続
財
産
管
理
人

と
し
て
、
誤
っ
た
法
律
行
為
に

よ
り
相
続
債
権
者
に
損
害
を
与

え
た
場
合
に
は
、
自
己
負
担
で

そ
の
賠
償
の
責
任
を
負
う
こ
と

に
な
る
。

2
�
問
題
1

民
法
9
2
2
条
の
「
相
続
に
よ
っ

て
得
た
財
産
」
に
つ
い
て

民
法
9
2
2
条
に
お
け
る
、

「
相
続
に
よ
っ
て
得
た
財
産
」

と
は
、
相
続
開
始
時
に
被
相
続

人
に
属
し
て
い
た
財
産
の
う

ち
、
被
相
続
人
の
一
身
に
専
属

し
た
も
の
を
除
く
す
べ
て
の
積

極
財
産
の
み
を
指
し
、
相
続
に

よ
っ
て
相
続
人
が
被
相
続
人
か

ら
承
継
し
た
財
産
の
う
ち
、
消

極
財
産
は
本
条
に
い
う
相
続
に

よ
っ
て
得
た
財
産
に
は
含
ま
れ

な
い
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、

本
条
に
お
け
る
財
産
と
は
、
弁

済
の
原
資
と
な
る
財
産
を
指
し

て
い
る
。

⑴
民
法
に
お
け
る
相
続
財
産
か

ら
生
じ
る
法
定
果
実
の
取
扱
い

に
つ
い
て

民
法
上
、
限
定
承
認
が
行
わ

れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
被
相
続

人
の
相
続
財
産
は
相
続
開
始
時

に
遡
っ
て
相
続
債
権
者
の
た
め

に
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
と
同
様

の
効
果
が
生
じ
、
相
続
人
は
そ

の
財
産
を
自
由
に
処
分
が
で
き

な
い
こ
と
と
な
る
。（
大
判
昭
和

9
・
1
・
30
民
集
13
巻
93
頁
）

つ
ま
り
、
相
続
財
産
は
、
限
定

承
認
に
よ
り
、
一
種
の
凍
結
状

態
に
な
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
相
続
開
始
後
に
相
続

財
産
か
ら
生
じ
る
賃
料
債
権
等

の
法
定
果
実
等
の
取
扱
い
に
つ

い
て
も
、「
相
続
に
よ
っ
て
得

た
財
産
」
に
あ
た
る
（
大
判
大

3
・
3
・
25
民
録
20
輯
2
3
0

頁
）
と
し
て
、「
限
定
承
認
後

に
生
じ
た
果
実
も
相
続
債
務
の

弁
済
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」
と
判
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
相
続
財
産
で
あ
る

株
式
か
ら
生
じ
る
利
益
配
当
請

求
権
も
、
相
続
開
始
後
の
株
主

総
会
に
お
い
て
確
定
し
、
相
続

人
の
名
に
お
い
て
取
得
さ
れ
た

と
し
て
も
「
相
続
に
よ
っ
て
得

た
財
産
」
に
あ
た
る
（
大
判
大

4
・
3
・
8
民
録
21
輯
2
8
9

頁
）
と
し
て
、「
相
続
財
産
た

る
株
式
か
ら
生
じ
る
利
益
配
当

請
求
権
は
、
た
と
え
相
続
後
の

株
主
総
会
に
お
い
て
確
定
し
、

相
続
人
の
名
に
お
い
て
取
得
し

た
と
し
て
も
、
相
続
財
産
の
一

部
を
な
す
。」
と
判
示
し
て
い

る
。

⑵
所
得
税
法
に
お
け
る
相
続
財

産
か
ら
の
法
定
果
実
の
取
扱
い

に
つ
い
て

国
税
庁
の
Ｈ
Ｐ
で
は
、「
相

続
人
で
あ
る
Ａ
及
び
Ｂ
は
、
民

法
第
9
2
2
条
《
限
定
承
認
》

に
規
定
す
る
限
定
承
認
を
す
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ

で
、
相
続
財
産
の
中
に
は
貸
家

が
含
ま
れ
て
お
り
、
毎
月
家
賃

収
入
が
生
じ
て
い
ま
す
が
、
こ

の
収
入
は
相
続
人
で
あ
る
Ａ
及

び
Ｂ
に
対
す
る
所
得
と
し
て
課

税
さ
れ
ま
す
か
。」
と
い
う
照

会
に
つ
い
て
、「
相
続
人
で
あ

る
Ａ
及
び
Ｂ
に
対
す
る
所
得
と

し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
限
定
承

認
と
は
、
被
相
続
人
の
残
し
た

債
務
等
を
相
続
財
産
の
限
度
で

支
払
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
相

続
を
承
認
す
る
相
続
人
の
意
思

表
示
に
よ
る
相
続
形
態
を
い

い
、
い
わ
ば
条
件
付
の
相
続
に

す
ぎ
ず
、
そ
の
相
続
財
産
か
ら

生
じ
る
果
実
に
対
す
る
課
税
関

係
に
つ
い
て
は
、
単
純
承
認
の

場
合
と
特
に
異
な
る
取
扱
い
を

す
る
必
要
は
認
め
ら
れ
ま
せ

ん
。
な
お
、
相
続
財
産
か
ら
生

じ
る
所
得
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
相

続
人
の
相
続
持
分
に
応
じ
て
課

税
さ
れ
ま
す
。」
と
回
答
を
し

て
い
る
。

⑶
民
法
と
税
法
に
お
け
る
相
違

点
に
つ
い
て

民
法
上
、
限
定
承
認
が
行
わ

れ
た
場
合
に
は
、
相
続
財
産
は

限
定
承
認
に
よ
り
、
一
種
の
凍

結
状
態
に
な
る
こ
と
に
な
り
、

そ
の
凍
結
の
目
的
は
、
相
続
債

権
者
や
受
遺
者
に
公
平
な
配
当

弁
済
を
す
る
た
め
で
あ
る
。
従

っ
て
、
相
続
人
が
限
定
承
認
を

す
る
と
、
相
続
債
権
者
等
の
た

め
に
凍
結
さ
れ
た
ま
ま
、
相
続

人
に
承
継
さ
れ
、
自
己
の
財
産

で
あ
っ
て
、
自
己
の
財
産
で
な

い
よ
う
な
状
態
が
起
こ
る
こ
と

に
な
る
。

し
か
し
、
所
得
税
法
59
条
で

は
、
み
な
し
譲
渡
所
得
課
税
に

よ
り
、
相
続
開
始
前
に
お
け
る

値
上
が
り
益
に
つ
い
て
は
、
被

相
続
人
の
譲
渡
所
得
と
し
、
相

続
開
始
後
か
ら
、
相
続
人
が
実

際
に
資
産
を
譲
渡
し
た
時
点
ま

で
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
相
続

人
の
譲
渡
と
し
て
の
課
税
が
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。

た
だ
し
、
譲
渡
代
金
と
し
て

の
収
入
自
体
は
、
相
続
債
務
の

配
当
弁
済
に
充
当
さ
れ
、
相
続

人
は
譲
渡
代
金
を
取
得
す
る
こ

と
は
な
い
。
ま
た
、
相
続
開
始

後
に
相
続
財
産
か
ら
生
じ
る
果

実
に
つ
い
て
も
、
す
べ
て
被
相

続
人
の
配
当
弁
済
に
充
て
ら

れ
、
相
続
人
は
、
こ
れ
ら
の
果

実
を
取
得
す
る
こ
と
は
な
い

が
、
こ
れ
ら
の
果
実
に
対
す
る

所
得
税
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

3
�
問
題
2

限
定
承
認
の
「
申
述
期
間
」
と
所

得
税
法
の
「
準
確
定
申
告
」
に
つ
い
て

⑴
民
法
に
お
け
る
限
定
承
認
の

申
述
期
間
に
つ
い
て

民
法
9
1
5
条
は
、
相
続
の

承
認
又
は
放
棄
を
す
べ
き
期
間

に
つ
い
て
「
相
続
人
は
、
自
己

の
た
め
に
相
続
の
開
始
が
あ
っ

た
こ
と
を
知
っ
た
時
か
ら
三
箇

月
以
内
に
、
相
続
に
つ
い
て
、

単
純
若
し
く
は
限
定
の
承
認
又

は
放
棄
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
こ
の
期
間
は
、

利
害
関
係
人
又
は
検
察
官
の
請

求
に
よ
っ
て
、
家
庭
裁
判
所
に

お
い
て
伸
長
す
る
こ
と
が
で
き

る
。」
と
し
、
同
条
2
項
に
お

い
て
「
相
続
人
は
、
相
続
の
承

認
又
は
放
棄
を
す
る
前
に
、
相

続
財
産
の
調
査
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。」
と
規
定
を
し
て
い

る
。た

だ
し
、
こ
の
熟
慮
期
間
内

に
相
続
人
が
相
続
財
産
の
状
況

を
調
査
し
て
も
、
な
お
、
単
純

承
認
、
限
定
承
認
又
は
相
続
放

棄
の
い
ず
れ
を
す
る
か
を
決
定

で
き
な
い
場
合
に
は
、
熟
慮
期

間
内
に
家
庭
裁
判
所
に
対
し

て
、
熟
慮
期
間
の
伸
長
の
申
立

て
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
家
庭

裁
判
所
か
ら
熟
慮
期
間
の
伸
長

が
認
め
ら
れ
る
と
、
3
か
月
を

経
過
し
て
も
、
そ
の
伸
長
が
認

め
ら
れ
た
期
間
内
で
あ
る
限

り
、
相
続
放
棄
や
限
定
承
認
が

可
能
と
な
る
。

こ
こ
で
は
、
民
法
9
1
5
条

1
項
の
「
自
己
の
た
め
に
相
続

の
開
始
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ

た
時
」
の
意
義
が
問
題
と
な

る
。こ

の
熟
慮
期
間
の
起
算
点
に

つ
い
て
大
阪
高
裁
（
昭
和
56
年

10
月
22
日
）
で
は
、「『
自
己
の

た
め
に
相
続
の
開
始
が
あ
っ
た

こ
と
を
知
っ
た
時
』
と
は
、
相

続
人
が
単
に
相
続
開
始
の
原
因

と
な
る
事
実
を
知
り
自
己
が
法

律
上
相
続
人
と
な
る
こ
と
を
覚

知
し
た
と
き
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
ほ
か
に
自
己
が
現
実
に
積

極
・
消
極
財
産
を
相
続
す
べ
き

立
場
に
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た

と
き
、
す
な
わ
ち
相
続
す
べ
き

積
極
ま
た
は
消
極
財
産
の
全
部

あ
る
い
は
一
部
の
存
在
を
認
識

し
た
と
き
で
あ
る
と
解
」
し
、

「
相
続
人
が
被
相
続
人
の
死
亡

を
知
っ
た
と
き
で
も
、
積
極
ま

た
は
消
極
の
遺
産
の
存
在
を
認

識
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
未

だ
民
法
9
1
5
条
1
項
の
3
箇

月
の
熟
慮
期
間
は
進
行
し
な

い
」
と
判
示
し
て
い
る
。

⑵
所
得
税
法
に
お
け
る
準
確
定

申
告
の
法
定
申
告
期
限
に
つ
い

て
東
京
高
裁
（
平
成
15
年
3
月

10
日
）
で
行
わ
れ
た
裁
判
で

は
、
所
得
税
法
59
条
1
項
（
贈

与
等
の
場
合
の
譲
渡
所
得
等
の

特
例
）
に
規
定
す
る
「
そ
の
事

由
が
生
じ
た
時
」
の
意
義
と
、

限
定
承
認
の
申
述
と
法
定
納
期

限
に
つ
い
て
、「
限
定
承
認
の

申
述
受
理
の
審
判
は
、
法
定
の

形
式
的
要
件
と
申
述
者
の
真
意

を
調
査
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、

複
雑
な
判
断
を
要
す
る
も
の
で

は
な
い
」
と
し
、「
国
税
通
則

法
60
条
に
規
定
す
る
延
滞
税
は

法
律
に
特
別
の
規
定
が
あ
る
場

合
を
除
き
法
定
納
期
限
ま
で
に

本
税
が
納
付
さ
れ
な
い
と
い
う

事
実
が
生
じ
れ
ば
、
納
税
者
に

正
当
な
理
由
が
あ
る
か
否
か
に

か
か
わ
ら
ず
、
一
律
に
課
せ
ら

れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
か

ら
、
限
定
承
認
の
申
述
受
理
の

時
期
い
か
ん
に
よ
っ
て
法
定
納

期
限
に
差
異
が
生
じ
る
こ
と
に

は
合
理
性
が
な
い
」
ま
た
、「
相

続
人
が
熟
慮
期
間
伸
長
の
手
続

を
し
た
結
果
、
法
定
納
期
限
後

に
限
定
承
認
の
申
述
受
理
が
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て

も
、
こ
れ
は
当
該
相
続
人
が
自

ら
選
択
し
た
結
果
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
に
よ
り
延
滞
税
負
担

の
不
利
益
を
課
せ
ら
れ
て
も
や

む
を
得
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ

る
」
と
し
て
い
る
。
更
に
、
実

質
的
に
み
て
も
、
譲
渡
所
得
の

金
額
の
計
算
に
つ
い
て
資
産
の

譲
渡
が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る

時
点
で
あ
る
所
得
税
法
59
条
1

項
の
『
そ
の
事
由
が
生
じ
た

時
』
と
は
、
相
続
開
始
時
を
指

す
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で

あ
る
。」
と
判
示
し
て
い
る
。

⑶
限
定
承
認
の
申
述
期
間
と
準

確
定
申
告
に
つ
い
て
の
問
題
点

の
ま
と
め

限
定
承
認
は
、
債
務
の
金
額

の
確
定
と
保
証
債
務
の
存
在
の

有
無
が
大
き
な
判
断
材
料
と
な

る
が
、
民
法
で
は
柔
軟
な
対
応

が
と
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

所
得
税
法
で
は
準
確
定
申
告
に

係
る
4
か
月
の
申
告
期
限
に
対

し
、
何
ら
特
例
の
よ
う
な
規
定

は
存
在
し
な
い
。
従
っ
て
、
限

定
承
認
の
申
述
期
間
の
延
長
を

し
た
場
合
に
、
こ
の
準
確
定
申

告
に
係
る
4
か
月
の
申
告
期
限

を
迎
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な

る
。し

か
し
、
当
該
4
か
月
の
申

告
期
限
に
は
、
限
定
承
認
を
す

る
か
否
か
の
判
断
に
つ
き
考
慮

中
で
あ
り
、
家
庭
裁
判
所
に
お

い
て
も
、
限
定
承
認
の
手
続
き

を
行
っ
て
い
な
い
の
で
、
み
な

し
譲
渡
所
得
の
申
告
義
務
は
発

生
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

家
庭
裁
判
所
に
限
定
承
認
の
申

述
の
手
続
き
を
し
、
そ
の
受
理

が
さ
れ
て
、
初
め
て
限
定
承
認

の
効
果
が
発
生
し
、
相
続
人

は
、
被
相
続
人
の
相
続
財
産
に

係
る
み
な
し
譲
渡
所
得
の
準
確

定
申
告
の
義
務
を
負
う
こ
と
に

な
る
。

ま
た
、
準
確
定
申
告
の
納
税

額
に
つ
い
て
は
、
相
続
財
産
の

換
価
手
続
き
が
終
了
し
て
い
な

い
段
階
で
は
、
他
の
債
権
者
と

の
競
合
の
関
係
か
ら
原
則
と
し

て
納
税
を
止
め
て
お
く
必
要
が

あ
る
が
、
加
算
税
・
延
滞
税
の

問
題
が
生
じ
る
。

4
�
さ
い
ご
に

日
本
の
限
定
承
認
の
現
代
に
お

け
る
役
割
と
問
題
に
つ
い
て

現
代
は
、
核
家
族
化
が
進

み
、
家
族
と
い
っ
て
も
別
生
計

で
暮
ら
し
、
親
兄
弟
姉
妹
で
あ

っ
て
も
経
済
的
な
状
況
を
把
握

す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
り
、

被
相
続
人
の
生
活
状
況
を
把
握

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

相
続
が
発
生
す
る
と
、
被
相

続
人
の
生
前
の
生
活
状
態
を
推

測
し
、
残
さ
れ
た
遺
品
か
ら
相

続
財
産
を
探
す
こ
と
に
な
る
。

相
続
財
産
は
専
門
家
に
頼
む
と

あ
る
程
度
調
査
が
可
能
で
あ
る

が
、
債
務
の
調
査
は
困
難
な
部

分
が
多
く
、
単
純
承
認
で
は
相

続
人
が
背
負
い
き
れ
な
い
予
測

が
不
可
能
な
相
続
債
務
を
背
負

う
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
相
続
人
は
、
予
測
で

き
な
い
債
務
が
確
認
で
き
な
い

状
況
で
多
大
な
不
安
を
抱
え
な

が
ら
、
相
続
を
す
る
こ
と
に
な

る
。現

在
の
社
会
は
、
人
口
の
高

齢
化
が
進
み
、
家
族
の
在
り
方

も
変
わ
り
、
単
身
者
の
孤
独
死

が
問
題
と
な
っ
て
い
る
状
況
の

中
で
、
相
続
人
保
護
の
観
点
か

ら
、
相
続
の
方
法
に
つ
き
限
定

承
認
を
本
則
と
す
る
な
ど
検
討

の
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。
更
に
、
租
税
法

は
、
限
定
承
認
の
申
述
期
間
の

趣
旨
、
運
用
の
実
態
、
相
続
財

産
か
ら
生
じ
る
法
定
果
実
の
取

扱
い
等
に
つ
い
て
、
も
う
少
し

民
法
に
沿
っ
た
柔
軟
性
の
あ
る

取
扱
い
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
考

え
る
。
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