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所得の帰属に関する一考察
～裁決例・裁判例を中心に～

1
�
は
じ
め
に

使
用
貸
借
契
約
で
借
り
た
土

地
を
転
貸
し
て
生
じ
た
不
動
産

所
得
は
、
土
地
の
所
有
者
に
帰

属
す
る
と
い
う
取
扱
い
が
、
実

務
で
は
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い

る
様
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

常
に
そ
の
よ
う
な
処
理
に
な
る

の
か
と
い
う
こ
と
に
は
疑
問
を

持
っ
て
い
た
。
大
阪
地
裁
令
和

3
年
4
月
22
日
判
決
1
、
大
阪

高
裁
令
和
4
年
7
月
20
日
判

決
2
を
題
材
と
し
て
内
容
の
整

理
を
し
た
い
と
考
え
た
。
最
初

に
、
根
拠
と
な
る
規
定
・
学
説

に
つ
い
て
整
理
を
し
、
最
後

に
、
本
裁
判
例
の
確
認
を
し
て

み
た
い
。

2
�
所
得
税
法
12
条（
実
質
所
得
者
課
税
の
原
則
）

納
税
義
務
の
成
立
と
い
う
法

律
効
果
を
生
ず
る
た
め
の
課
税

要
件
の
1
つ
に
、
課
税
物
件
の

帰
属
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
納
税

義
務
者
（
誰
が
）
と
課
税
物
件

（
何
に
対
し
て
）
の
結
び
つ
き

の
有
無
を
定
め
る
も
の
で
あ

り
、
特
に
問
題
と
さ
れ
る
の

は
、
形
式
と
実
質
が
一
致
し
な

い
場
合
で
あ
る
。
所
得
税
法
12

条
で
は
「
資
産
又
は
事
業
か
ら

生
ず
る
収
益
の
法
律
上
帰
属
す

る
と
み
ら
れ
る
者
が
単
な
る
名

義
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
収
益
を

享
受
せ
ず
、
そ
の
者
以
外
の
者

が
そ
の
収
益
を
享
受
す
る
場
合

に
は
、
そ
の
収
益
は
、
こ
れ
を

享
受
す
る
者
に
帰
属
す
る
も
の

と
し
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
を

適
用
す
る
。」
と
規
定
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
規
定
の
立
法
経
緯
に
鑑

み
る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
実
質
主

義
」
を
そ
の
趣
旨
に
含
む
3
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
で

は
、
法
律
的
帰
属
説
と
経
済
的

帰
属
説
と
い
っ
た
解
釈
の
対
立

が
あ
り
、
学
説
で
は
、
法
律
的

帰
属
説
が
通
説
と
な
っ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
最
高
裁

判
所
の
立
場
は
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
近
年
の
裁
判
例
は
、
概

し
て
法
律
的
帰
属
説
の
立
場
か

ら
判
示
が
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
な
お
、
法
律
的
帰
属
説

と
は
、
法
的
実
質
主
義
と
も
呼

ば
れ
、「
形
式
と
実
質
」
と
の

関
係
を
「
法
形
式
対
法
実
質
」

の
問
題
と
し
て
捉
え
る
考
え
方

で
あ
る
4
。

3
�
租
税
法
と
私
法

租
税
法
は
、
様
々
な
経
済
活

動
を
課
税
の
対
象
と
し
、
そ
れ

ら
の
活
動
は
、
第
一
次
的
に
は

私
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
所
得
の
帰

属
に
つ
い
て
法
的
実
質
に
基
づ

い
て
判
断
し
て
い
く
と
い
う
こ

と
は
、
私
法
上
の
法
律
関
係
を

ど
の
よ
う
に
認
定
し
て
い
く
の

か
と
い
う
事
実
認
定
の
問
題
と

な
っ
て
く
る
。
実
際
の
納
税
者

と
課
税
庁
と
の
争
い
の
場
面
で

は
、
納
税
者
は
契
約
書
を
形
式

的
に
解
釈
し
た
法
律
関
係
に
基

づ
き
課
税
要
件
事
実
を
主
張
す

る
の
に
対
し
て
、
課
税
庁
は
契

約
書
は
（
税
負
担
の
軽
減
目
的

の
た
め
の
）
形
式
的
な
も
の
で

あ
り
、
当
事
者
の
意
図
し
た
真

実
の
法
律
関
係
は
別
に
あ
る
の

だ
か
ら
、
そ
の
真
実
の
法
律
関

係
に
基
づ
き
課
税
関
係
を
考
え

る
べ
き
と
主
張
す
る
こ
と
に
な

る
。こ

の
納
税
者
の
表
示
し
た
私

法
上
の
法
形
式
と
異
な
る
私
法

上
の
真
実
の
法
律
関
係
に
基
づ

き
課
税
を
行
う
こ
と
を
「
私
法

上
の
法
律
構
成
に
よ
る
否
認
」

と
い
う
。
こ
の
否
認
論
に
お
い

て
、
特
に
問
題
に
な
る
で
あ
ろ

う
こ
と
は
、
納
税
者
が
そ
の
法

形
式
を
選
択
し
た
意
図
・
目
的

を
ど
の
程
度
真
実
の
法
律
関
係

の
判
断
の
枠
組
み
に
取
り
入
れ

る
の
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
納

税
者
が
採
用
し
た
法
形
式
が
税

負
担
の
軽
減
目
的
で
あ
っ
た
場

合
に
は
、
イ
コ
ー
ル
不
合
理
・

不
自
然
な
取
引
で
あ
り
、
真
実

の
法
律
関
係
で
な
い
こ
と
が
強

く
推
認
さ
れ
て
、
納
税
者
の
選

択
し
た
法
形
式
が
否
認
さ
れ
る

の
か
否
か
で
あ
る
。

こ
の
「
私
法
上
の
法
律
構
成

に
よ
る
否
認
」
は
、
結
果
と
し

て
「
租
税
回
避
の
否
認
」
と
同

じ
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ

る
。
今
現
在
、
租
税
回
避
の
否

認
規
定
は
、
い
わ
ゆ
る
一
般
的

否
認
規
定
は
規
定
さ
れ
て
お
ら

ず
、
同
族
会
社
等
の
行
為
又
は

計
算
の
否
認
（
所
法
1
5
7
）

等
多
く
の
個
別
的
否
認
規
定
が

規
定
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま

る
。
租
税
法
律
主
義
の
も
と
で

は
、「
法
律
の
根
拠
な
し
に
、

当
事
者
の
選
択
し
た
法
形
式
を

通
常
用
い
ら
れ
る
法
形
式
に
ひ

き
な
お
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る

課
税
要
件
が
充
足
さ
れ
た
も
の

と
し
て
取
り
扱
う
権
限
を
租
税

行
政
庁
に
認
め
る
こ
と
は
、
困

難
で
あ
る
5
」
と
さ
れ
て
い

る
。そ

の
よ
う
な
中
で
、「
私
法

上
の
法
律
構
成
に
よ
る
否
認
」

に
お
い
て
「
税
負
担
の
軽
減
目

的
＝
真
実
の
法
律
関
係
で
な

い
」
と
い
う
理
論
が
成
り
立
っ

て
し
ま
う
と
、
否
認
に
つ
い
て

の
具
体
的
な
条
文
が
な
い
と
い

う
点
も
合
わ
せ
て
、「
実
質
主

義
」
に
よ
る
租
税
回
避
の
否
認

と
類
似
し
た
結
果
に
な
る
と
も

言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
真
実
の
法
律
関
係
の
認
定

に
あ
た
っ
て
は
、
税
負
担
の
軽

減
と
い
う
意
図
・
目
的
の
他
、

様
々
な
間
接
事
実
を
積
み
重
ね

て
極
め
て
慎
重
に
判
断
が
さ
れ

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え

る
。

4
�
「
私
法
上
の
法
律
構
成
に
よ
る
否
認
」
に
関

係
す
る
裁
判
例

著
名
な
裁
判
例
の
一
つ
と
し

て
、
東
京
高
裁
平
成
11
年
6
月

21
日
判
決
（
納
税
者
勝
訴
）
が

あ
る
。
原
告
は
、
代
金
約
7
億

円
の
土
地
等
の
売
却
及
び
代
金

約
4
億
円
の
土
地
等
の
購
入
の

2
つ
の
売
買
契
約
を
締
結
し
、

そ
の
代
金
の
差
額
の
精
算
と
し

て
約
3
億
円
を
受
け
取
っ
た
旨

を
主
張
し
た
が
、
課
税
庁
は
、

本
件
を
一
体
不
可
分
の
補
足
金

付
交
換
契
約
で
あ
り
、
譲
渡
収

入
金
額
を
約
11
億
円
（
取
得
資

産
の
時
価
約
8
億
円
＋
交
換
差

金
約
3
億
円
）
と
主
張
し
た
も

の
で
あ
る
。
判
決
で
は
、
補
足

金
付
交
換
契
約
の
方
が
取
引
の

法
的
実
質
に
よ
り
適
合
し
、
そ

の
よ
う
な
契
約
形
態
を
と
ら
な

か
っ
た
の
は
、
税
負
担
の
軽
減

が
目
的
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を

認
定
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、

原
告
の
採
用
し
た
法
形
式
が
、

補
足
金
付
交
換
契
約
と
い
う
真

の
法
形
式
を
仮
装
し
た
も
の
で

は
な
い
と
し
、
法
律
の
根
拠
な

し
に
通
常
用
い
ら
れ
る
法
形
式

に
引
き
直
す
権
限
ま
で
は
課
税

庁
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
判

断
し
て
い
る
。
本
判
決
で
は
、

少
な
く
と
も
「
税
負
担
の
軽
減

目
的
＝
仮
装
の
取
引
」
と
い
う

判
断
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
税

負
担
の
軽
減
目
的
及
び
売
買
契

約
の
意
思
が
仮
装
で
は
な
い
と

い
う
判
断
が
両
立
し
て
い
る
と

言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
な
お
、
谷
口
勢
津
夫
教
授

は
、「
本
判
決
は
、
租
税
回
避

の
否
認
に
つ
き
明
文
の
法
律
上

の
根
拠
を
要
求
す
る
租
税
法
律

主
義
の
要
請
を
訴
訟
法
の
レ
ベ

ル
で
潜
脱
す
る
こ
と
に
対
し

て
、
歯
止
め
を
か
け
た
と
こ
ろ

に
、
そ
の
意
義
が
あ
る
こ
と
に

な
ろ
う
6
。」
と
言
わ
れ
て
い

る
。

5
�
使
用
借
主
の
転
貸
に
よ
る
不
動
産
所
得
の
帰
属

土
地
の
使
用
貸
借
が
あ
っ
た

場
合
、
使
用
借
主
は
、
土
地
の

所
有
者
か
ら
土
地
の
用
益
権

（
使
用
・
収
益
す
る
権
利
）
を

無
償
で
借
り
受
け
る
こ
と
に
な

り
、
土
地
の
所
有
者
の
承
諾
が

あ
れ
ば
、
そ
の
土
地
を
第
三
者

に
転
貸
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
民
5
9
3
・
5
9
4
）。
そ

の
転
貸
に
よ
り
使
用
借
主
が
受

け
取
っ
た
賃
料
は
、
形
式
的
に

は
使
用
借
主
に
帰
属
す
る
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、
使
用
貸
借

は
、
何
ら
か
の
人
的
関
係
（
親

族
関
係
、
義
理
恩
義
関
係
な

ど
）
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
こ

と
が
通
常
で
あ
る
た
め
、
実
質

的
に
は
、
そ
の
賃
料
は
土
地
の

所
有
者
に
帰
属
し
、
そ
の
後
使

用
借
主
に
移
転
し
た
と
す
る
取

扱
い
が
一
般
的
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
使
用
借
主

の
転
貸
に
よ
る
不
動
産
所
得
の

帰
属
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、

真
実
の
法
律
関
係
の
認
定
が
影

響
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

6
�
題
材
と
し
た
裁
判
例

⑴

事
案
の
概
要

原
告
は
、
所
有
す
る
複
数
の

土
地
を
駐
車
場
と
し
て
貸
し
付

け
て
い
た
が
、
長
男
等
と
の
間

で
、
各
土
地
の
使
用
貸
借
契
約

を
締
結
し
、
平
成
26
年
2
月
以

降
の
駐
車
場
収
入
は
長
男
等
に

帰
属
す
る
も
の
と
し
て
申
告
を

し
た
と
こ
ろ
課
税
庁
か
ら
、
そ

の
駐
車
場
収
入
は
原
告
に
帰
属

す
る
と
し
て
更
正
処
分
を
受
け

た
。

⑵

大
阪
地
裁
令
和
3
年
4
月

22
日
判
決
（
納
税
者
勝
訴
・
控

訴
）本

判
決
は
、「
節
税
効
果
を

発
生
さ
せ
る
こ
と
を
動
機
と
し

て
各
使
用
貸
借
契
約
を
締
結
す

る
こ
と
は
あ
り
得
る
」
と
し

て
、「
税
負
担
の
軽
減
目
的
＝

仮
装
の
取
引
」
と
い
う
判
断
に

は
な
っ
て
お
ら
ず
、
税
負
担
の

軽
減
目
的
と
目
的
物
を
無
償
で

使
用
収
益
さ
せ
る
意
思
と
は
併

存
し
得
る
旨
を
判
断
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
上
記
4
�
と
類

似
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
私
法

上
の
法
律
構
成
に
よ
る
否
認
を

適
用
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
、

不
動
産
管
理
の
実
態
な
ど
も
考

慮
し
、
長
男
等
を
所
得
税
法
12

条
に
お
け
る
法
的
実
質
的
な
真

実
の
権
利
者
で
あ
る
と
判
断
し

て
い
る
。

⑶

大
阪
高
裁
令
和
4
年
7
月

20
日
判
決
（
控
訴
人
敗
訴
部
分

取
消
し
・
確
定
）

本
判
決
は
、「
原
告
の
相
続

に
か
か
る
相
続
税
対
策
を
主
た

る
目
的
と
し
て
、
〜
省
略
〜
各

土
地
に
よ
る
原
告
の
所
得
を
子

で
あ
る
長
男
等
に
形
式
上
分
散

す
る
目
的
で
、
同
人
ら
に
対
し

て
各
使
用
貸
借
契
約
に
基
づ
く

法
定
果
実
収
取
権
を
付
与
し
た

も
の
に
す
ぎ
な
い
」
と
し
て
、

賃
料
は
原
告
に
帰
属
す
る
と
し

て
い
る
。
こ
れ
は
、
税
負
担
の

軽
減
目
的
を
重
視
し
た
上
で
、

更
に
駐
車
場
施
設
の
金
銭
的
負

担
の
有
無
、
不
動
産
管
理
の
実

態
な
ど
の
間
接
事
実
も
考
慮
に

入
れ
、
真
実
の
法
律
関
係
と
し

て
は
、
親
族
関
係
に
基
づ
く
資

金
援
助
や
扶
養
で
あ
る
と
の
判

断
を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

7
�
お
わ
り
に

使
用
貸
借
契
約
で
借
り
た
土

地
を
転
貸
し
て
生
じ
た
不
動
産

所
得
の
帰
属
は
、
そ
の
使
用
貸

借
契
約
が
法
的
実
質
を
表
し
て

い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
形
式
に

過
ぎ
な
い
の
か
の
判
断
で
結
論

が
異
な
る
。
た
し
か
に
使
用
貸

借
契
約
は
、
多
く
の
場
面
で
親

族
関
係
に
基
づ
く
資
金
援
助
や

扶
養
で
あ
る
と
い
う
側
面
は
否

定
で
き
な
い
が
、
必
ず
し
も
そ

う
で
は
な
い
と
私
考
す
る
。
過

度
の
税
負
担
の
軽
減
目
的
を
看

過
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
こ
と

で
は
な
い
が
、
逆
に
租
税
法
律

主
義
に
反
す
る
実
質
課
税
に
つ

な
が
る
可
能
性
は
な
い
の
か
と

も
考
え
た
。
少
な
く
と
も
、
今

現
在
は
、
法
定
安
定
性
と
予
測

可
能
性
の
確
保
が
さ
れ
て
い
る

状
況
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

1

Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
コ
ー
ド
Ｚ
8
8

8
―
2
3
6
3

2

Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
コ
ー
ド
Ｚ
8
8

8
―
2
4
2
6

3

昭
和
36
年
7
月
税
制
調
査
会

「
国
税
通
則
法
の
制
定
に
関
す

る
答
申
の
説
明
」（
11
頁
）に
は
、

実
質
所
得
者
課
税
の
原
則
に
つ

い
て
「
従
来
か
ら
実
質
課
税
の

原
則
の
一
環
と
し
て
解
釈
適
用

さ
れ
て
い
た
も
の
を
宣
言
的
に

明
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ

れ
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
も
そ
の

よ
う
に
理
解
す
る
の
で
あ
る
」

と
の
記
述
が
あ
る
。

4

酒
井
克
彦
「
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ

プ
租
税
法
と
私
法
」
4
頁
（
財

経
詳
報
社
、
2
0
1
9
）

5

金
子
宏
「
租
税
法
（
第
24
版
）」

1
3
8
頁
（
弘
文
堂
、2
0
2
1
）

6
「
租
税
判
例
百
選
（
第
7
版
）」

38
―
39
頁
（
有
斐
閣
、2
0
2
1
）

矢野 重明〔神田〕

日
本
税
務
会
計
学
会

令
和
4
年
12
月
月
次
研
究
会
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