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本
日
の
テ
ー
マ
は
「
税
法
解
釈
に
お
け
る
租

税
法
律
主
義
と
租
税
公
平
主
義
と
の
相
克
」
と

い
う
こ
と
で
す
。「
租
税
法
律
主
義
」
と
「
租

税
公
平
主
義
」
と
い
う
二
つ
の
理
念
の
衝
突
が

あ
る
と
き
、
ど
の
よ
う
に
調
整
・
調
和
を
図
っ

て
い
く
か
。
こ
れ
が
現
実
的
な
課
題
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　

立
法
の
と
き
に
は
、
租
税
公
平
主
義
が
優
先

さ
れ
ま
す
。
税
制
改
革
の
中
で
第
一
番
目
に
挙

が
る
コ
ン
セ
プ
ト
が
「
公
平
」
で
す
。
税
の
三

原
則
は
「
公
平
・
中
立
・
簡
素
」
で
す
が
、
こ

の
う
ち
、「
公
平
」
と
い
う
の
は
、
立
法
の
原

理
と
し
て
重
視
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
誰
し
も

異
論
の
な
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
私
が
国

税
庁
、
国
税
局
を
あ
わ
せ
て
十
四
年
間
、
国
側

の
立
場
で
税
務
訴
訟
に
従
事
し
て
い
た
経
験
が

元
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
中
央
大
学
に

移
っ
た
わ
け
で
す
が
、
国
税
当
局
に
在
職
中
に

は
、
私
は
、
訴
訟
事
案
に
つ
い
て
議
論
す
る
場

合
に
は
、
自
分
が
納
税
者
だ
っ
た
ら
、
あ
る
い

は
自
分
が
弁
護
士
だ
っ
た
ら
、
こ
の
案
件
は
こ

う
い
う
戦
い
方
（
主
張
立
証
）
を
す
る
だ
ろ
う

な
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
う

す
る
と
「
こ
れ
は
負
け
る
か
も
し
れ
な
い
」
と

い
う
こ
と
も
結
構
あ
る
わ
け
で
す
。
新
聞
を
読

ん
で
も
「
な
ぜ
こ
の
案
件
が
重
加
算
税
に
な
る

の
だ
ろ
う
」
─
─
も
ち
ろ
ん
、
新
聞
報
道
の
記

事
だ
け
な
の
で
詳
し
い
中
身
は
分
か
り
ま
せ
ん

が
─
─
と
い
う
こ
と
は
幾
度
か
あ
り
ま
し
た
。

そ
う
し
た
思
い
を
抱
き
な
が
ら
、
実
践
的
な
場

で
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
が
、
私
の
三
十

三
年
間
に
わ
た
る
課
税
庁
に
お
け
る
経
験
の
う

ち
の
十
四
年
間
で
し
た
。
そ
の
他
に
、
法
人
税

課
の
「
審
理
」
と
い
う
部
署
に
四
年
間
在
籍
し

て
い
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
経
験
を
積
ん
で
き
た
わ
け
で
す
が
、

野
に
下
っ
て
自
由
な
立
場
か
ら
自
ら
の
意
見
を

言
い
た
い
と
い
う
気
持
が
あ
り
ま
し
て
、
中
央

大
学
で
の
十
九
年
間
は
教
鞭
を
と
り
な
が
ら
、

こ
れ
を
実
践
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
お
世

話
に
な
り
ま
し
た
中
央
大
学
は
、
こ
の
三
月
で

定
年
退
職
い
た
し
ま
し
た
。

　

結
局
、
税
務
職
員
時
代
を
含
め
、
ト
ー
タ
ル

で
五
十
二
年
間
に
わ
た
り
税
に
携
わ
っ
て
き
た

わ
け
で
す
。

不
整
合
な
判
決
の
増
加

　

私
が
こ
の
「
租
税
法
律
主
義
と
租
税
公
平
主

義
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
取
り
組
ん
で
い
る
理
由

は
、
紛
争
事
案
の
多
く
が
、
す
べ
て
こ
の
問
題

に
関
係
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

税法解釈における租税法律主義と
租税公平主義との相克

─課税庁・研究者としての税務訴訟の経験からの模索

特別講演

は
じ
め
に

中央大学名誉教授　大淵博義氏

■とき：平成26年6月20日㈮



TKC　2014・9（TKCタックスフォーラム2014）47

　

特
に
最
近
、
税
法
解
釈
に
混
迷
が
起
こ
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
「
混
迷
」
と
い
う
の
は
ど
う
い

う
意
味
か
と
い
う
と
、
他
の
事
案
と
対
比
し
て

み
る
と
不
整
合
な
解
釈
に
基
づ
く
判
決
が
増
え

て
い
る
、
つ
ま
り
私
か
ら
み
る
と
、
結
果
と
し

て
理
解
の
得
ら
れ
な
い
執
行
上
の
不
公
平
な
課

税
が
、
こ
こ
十
四
～
十
五
年
の
間
に
拡
大
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

有
名
な
「
旧
興
銀
事
件
」（
資
料
１
）
は
平

成
八
年
三
月
期
に
つ
い
て
、
そ
の
八
月
に
更
正

処
分
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
不
整
合
な

解
釈
に
基
づ
く
税
務
の
更
正
処
分
が
少
し
ず
つ

拡
大
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
司
法
に

委
ね
れ
ば
、
旧
興
銀
事
件
の
最
高
裁

判
決
の
よ
う
に
正
当
な
判
断
を
し
て

く
れ
る
は
ず
で
す
が
、
中
に
は
そ
う

で
も
な
い
も
の
も
あ
り
、
そ
う
す
る

と
、
そ
の
疑
問
判
決
が
解
釈
の
先
例

判
決
と
し
て
、
そ
の
後
の
課
税
及
び

判
決
に
影
響
し
、
益
々
、
不
整
合
な

解
釈
が
拡
大
、
発
展
し
て
い
く
と
い

う
現
状
が
み
ら
れ
ま
す
。

「
平
和
事
件
」
で
は
、
株
主
か
ら
同

族
会
社
に
対
す
る
三
四
五
〇
億
円
の

無
利
息
貸
付
が
な
さ
れ
、
約
三
年
間

で
一
千
億
円
近
い
利
息
収
入
（
雑
所

得
）
の
認
定
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

平
成
元
年
四
月
一
日
以
降
の
有
価

証
券
の
譲
渡
所
得
は
原
則
非
課
税
か

ら
課
税
に
変
更
さ
れ
た
時
期
で
あ
り
、

そ
の
十
五
日
前
に
、
将
来
の
相
続
税

対
策
の
た
め
に
、
非
課
税
制
度
を
利

用
し
て
、
個
人
株
主
が
平
和
株
式
を

同
族
会
社
に
時
価
で
譲
渡
し
、
そ
の

同
族
会
社
の
買
取
資
金
と
し
て
三
四

五
〇
億
円
の
金
員
が
、当
該
株
主（
銀

行
借
入
）
か
ら
同
族
会
社
に
無
利
息

で
貸
し
付
け
ら
れ
、
そ
の
上
で
、
当

該
株
式
の
譲
渡
代
金
と
し
て
、
同
族

会
社
か
ら
回
収
し
て
銀
行
に
返
済
す

税法解釈における租税法律主義と
租税公平主義との相克

─課税庁・研究者としての税務訴訟の経験からの模索

略歴◎中央大学商学部卒業。東京国税局直税部訟務官室（訴訟事務担
当）。同局法人税課審理係（審理事務担当）。国税庁直税部審理室訴訟専門
官。東京国税局調査第一部特別国税調査官。税務大学校教授等を経て、平
成７年４月中央大学商学部教授、平成２６年３月中央大学名誉教授。

資料1  旧興銀事件

1　いわゆる住宅金融専門会社（住専）・日本ハウジングローン㈱に対して3760億円余の貸付債権（「本件債権」といい、住専に対
する母体行の債権一般を「母体行債権」という。）を有し、当期の貸倒損失に備えて有価証券を譲渡して含み益を実現させていた
興銀は、住専処理策を内容とする住専処理法案が、公的資金導入に反対する当時の新進党の国会内における座り込みにより、平
成8年3月末日までに可決成立しないことが確実になったことから、平成8年3月29日付けで日本ハウジングローンと債権放棄の
合意書を締結し、債権の全額を放棄、担保権も全面放棄をした上で、全額貸倒損失として損金の額に算入した。
　これに対して、税務署長は、本件債権は全額回収不能には至っていないと認定して、その貸倒損失の損金控除を否認する更正
処分を行った。
2　東京地裁平成13年3月2日判決は、「母体行債権の全額放棄は最低限の母体行としての責任負担であるから、仮に、住専処理
法案が成立しなかったとしても、その代替案の処理策においても、興銀らの母体行は、その有する住専債権を回収するための行
動を起こすことは、銀行として社会的に有害無益であり、社会通念上、興銀の本件債権はその全額が回収不可能であったと認め
られ、また、解除条件付債権放棄による損失は、平成8年3月末日では債権放棄の法的効力が発生し、その効力は抽象的なもので
はなく訴訟においても本件債権の不存在は確認される程度に具体的に発生しており、損失の発生は確定しているというべきであ
る」として、更正処分の全部を取り消した（被告控訴）。
　東京高裁平成14年3月14日判決は、原判決を取り消し、請求を棄却したが（原告上告・受理申立）、最高裁第二小法廷平成16年
12月24日判決は、「住宅金融専門会社である日本ハウジングローン社の設立母体である興銀が同社に対して有する貸付債権に
つき、興銀が本件債権について非母体金融機関に対して債権額に応じた損失の平等負担を主張することは、平成8年3月末まで
の間に社会通念上不可能となっており、当時の同社（住専）の資産等の状況からすると、本件債権の全額が回収不能であること
は、客観的に明らかになっていたというべきであり、このことは、本件債権の放棄が解除条件付きでされたことによって左右され
るものではないから、その放棄した債権額は、法人税法第22条第3項3号にいう「当該事業年度の損失の額」として損金の額に算
入されるべきである」として、原判決を取り消し、請求を認容した。

TKCタックスフォーラム2014 特別講演
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る
と
い
う
事
案
で
す
。
そ
の
銀
行
に
対
す
る
一

日
の
利
息
が
約
三
七
〇
〇
万
円
、
当
時
の
「
有

価
証
券
取
引
税
」
が
約
十
九
億
円
、
場
外
取
引

で
証
券
会
社
が
介
在
し
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の

手
数
料
が
約
五
億
円
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
相

当
な
コ
ス
ト
を
か
け
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
否

認
さ
れ
、
利
息
収
入
が
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
事
件
の
判
決
に
つ
い
て
は
、「
や
む
を

得
な
い
」
と
い
う
意
見
を
持
っ
て
い
る
方
が
多

い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
が
も
し
国
税
庁

に
い
た
ら
、
そ
の
課
税
を
阻
止
し
た
で
あ
ろ
う

と
い
う
自
信
が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
私
は
、

こ
の
課
税
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
所
得
税

法
上
の
制
度
及
び
課
税
実
務
と
の
不
整
合
で
あ

り
誤
り
だ
と
思
う
か
ら
で
す
。
い
つ
か
こ
の
判

決
の
誤
り
は
必
ず
影
響
し
て
き
ま
す
。

　

私
が
地
方
の
二
人
の
税
理
士
さ
ん
か
ら
聞
い

た
話
で
は
、
個
人
株
主
が
同
族
会
社
に
六
億
円

を
無
利
息
で
貸
し
付
け
た
と
こ
ろ
、
課
税
庁
か

ら
、
利
息
相
当
額
を
認
定
し
て
雑
所
得
と
し
て

課
税
を
す
る
か
ら
、
修
正
申
告
し
て
欲
し
い
と

言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。
修
正
し
な
け
れ
ば
、
訴

訟
を
前
提
と
し
て
更
正
処
分
す
る
と
い
う
強
い

申
告
慫
慂
が
あ
り
、
や
む
を
得
ず
修
正
申
告
し

た
と
い
う
こ
と
を
聞
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
平

和
事
件
判
決
の
論
理
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
行

き
着
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　

平
和
事
件
判
決
が
「
事
例
判
決
」、
つ
ま
り

こ
の
事
例
に
つ
い
て
の
み
の
判
決
と
い
う
こ
と

で
あ
れ
ば
、
ま
だ
影
響
は
少
な
い
の
で
す
が
、

そ
の
三
四
五
〇
億
円
と
い
う
貸
付
額
の
金
額
に

限
定
さ
れ
な
い
こ
と
は
当
然
で
す
。
つ
ま
り
、

「
多
額
で
あ
る
」
と
い
う
な
ら
、
十
億
円
で
も

多
額
と
評
価
で
き
ま
す
。

　

そ
の
判
決
の
論
理
自
体
は
普
遍
化
で
き
る
、

一
般
化
で
き
る
論
理
な
の
で
す
。で
す
か
ら「
今

後
、
貸
付
金
額
は
下
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
な
」

と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
と
う
と
う
六
億
円
ま

で
下
が
っ
て
き
ま
し
た
。
一
億
円
ま
で
下
が
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
、
裁
判
所
に
は
、
事
案
の

解
決
と
い
う
ほ
か
に
、
争
点
と
本
質
的
に
同
様

の
事
案
と
の
齟
齬
が
、
益
々
拡
大
し
て
い
く
と

い
う
こ
と
も
考
慮
し
て
、
慎
重
に
議
論
し
た
上

で
の
判
断
を
望
み
た
い
と
い
う
の
が
私
の
思
い

で
す
。

文
理
解
釈
の
軽
視
に
よ
る
不
整
合
な
解
釈
の
拡
大

　

こ
う
し
た
不
整
合
な
解
釈
が
拡
大
さ
れ
る
原

因
と
し
て
は
、「
課
税
の
公
平
」
と
い
う
抽
象

的
平
等
論
に
よ
り
文
理
解
釈
が
蔑
ろ
に
さ
れ
る

傾
向
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、「
他

の
類
似
又
は
共
通
し
た
事
例
の
取
扱
い
と
の
不

整
合
な
結
論
に
つ
い
て
の
検
証
が
不
足
」
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
し
「
こ
う
い
う
否

認
処
分
が
正
し
い
」
と
判
断
す
る
な
ら
、
で
は

な
ぜ
類
似
し
た
他
の
事
例
で
認
め
ら
れ
て
い
る

の
か
、
と
い
う
こ
と
の
検
証
が
欠
落
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

例
え
ば
、
所
得
税
法
第
五
九
条
の
み
な
し
譲

渡
の
規
定
が
あ
り
ま
す
が
、
時
価
の
二
分
の
一

以
上
の
譲
渡
、
例
え
ば
、
百
億
円
の
土
地
を
六

十
億
円
で
譲
渡
し
た
場
合
に
は
、
み
な
し
譲
渡

課
税
は
で
き
ま
せ
ん
。
時
価
の
二
分
の
一
未
満

の
価
額
で
の
譲
渡
で
あ
れ
ば
、
同
条
の
規
定
が

適
用
さ
れ
て
、
百
億
円
の
み
な
し
譲
渡
課
税
が

行
わ
れ
る
わ
け
で
す
。

　

含
み
益
と
い
う
の
は
─
─
「
未
実
現
キ
ャ
ピ

タ
ル
ゲ
イ
ン
税
」
が
財
政
学
の
分
野
で
も
議
論

さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
く
ら
い
で
す
か
ら
─
─
完

全
に
自
己
が
支
配
し
て
い
る
経
済
的
価
値
で
す
。

一
方
、
貸
付
金
の
利
息
は
契
約
自
由
の
原
則
の

下
で
、
双
方
の
合
意
（
契
約
）
に
よ
っ
て
決
め

ら
れ
る
も
の
で
す
。
特
に
自
然
人
の
個
人
株
主

で
あ
れ
ば
、
基
本
的
に
は
─
─
高
利
貸
以
外
は

─
─
利
息
を
取
ら
な
い
の
が
通
常
と
言
っ
て
も

よ
い
と
思
い
ま
す
。
無
利
息
貸
付
等
の
役
務
提

供
に
つ
い
て
は
、
資
産
の
低
額
譲
渡
の
場
合
の

時
価
に
よ
る
み
な
し
課
税
の
よ
う
な
収
入
認
定

を
擬
制
す
る
み
な
し
規
定
は
存
在
し
て
い
ま
せ

ん
。

　

ま
た
、
個
人
の
土
地
の
上
に
同
族
会
社
が
無

償
で
借
地
権
を
設
定
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
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同
族
会
社
に
は
権
利
金
相
当
額
の
借
地
権
の
受

贈
益
課
税
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
地
主
の
個
人
に

は
、
課
税
関
係
は
発
生
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
無

償
返
還
の
届
け
出
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
地
主

の
個
人
及
び
借
地
権
者
の
同
族
会
社
に
は
課
税

関
係
は
一
切
発
生
し
な
い
と
い
う
の
が
、
定
着

し
た
課
税
実
務
で
あ
る
こ
と
は
異
論
の
な
い
と

こ
ろ
で
す
。

　

か
か
る
み
な
し
譲
渡
課
税
制
度
や
借
地
権
設

定
に
関
す
る
従
前
の
課
税
実
務
と
比
較
す
れ
ば
、

平
和
事
件
の
よ
う
に
、
個
人
の
無
利
息
貸
付
に

つ
い
て
利
息
を
認
定
す
る
合
理
的
根
拠
に
つ
い

て
整
合
性
を
持
っ
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
考
え
て
い
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

多
く
の
実
務
家
及
び
研
究
者
と
い
わ
れ
る
人
達

は
、
平
和
事
件
判
決
を
支
持
し
て
い
る
と
理
解

し
て
い
ま
す
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
前
記
の
不

整
合
性
を
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
、
そ
れ

が
整
合
性
あ
る
課
税
処
分
と
い
う
の
か
を
明
確

に
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
そ
う
で
な
い

以
上
、
そ
の
支
持
者
の
議
論
は
、
学
問
的
な
議

論
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
が
、

私
の
意
見
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
課
税
上
の
制
度
や
定
着
し
た
課

税
実
務
の
実
態
を
考
え
る
と
、
現
在
の
所
得
税

法
は
、
自
己
が
支
配
し
て
い
る
経
済
的
価
値
百

億
円
の
う
ち
、
低
額
部
分
の
未
実
現
の
含
み
益

四
十
億
円
の
課
税
は
放
棄
し
て
い
る
と
い
わ
ざ

る
を
得
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
営
利
を
追
求
す

る
法
人
と
異
な
り
、
営
利
追
求
主
体
と
は
異
な

る
個
人
と
し
て
の
特
性
を
考
慮
し
て
、
一
定
の

幅
（
こ
こ
で
は
二
分
の
一
）
の
範
囲
内
で
の
売

買
等
の
取
引
行
為
を
柔
軟
に
容
認
す
る
と
い
う

の
が
、
同
法
第
五
九
条
の
制
度
趣
旨
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
制
度
を
採
用
し
な
が
ら
、
ど
う

し
て
同
族
会
社
に
対
す
る
個
人
株
主
の
無
利
息

貸
付
に
つ
い
て
、
契
約
上
、
収
受
し
て
い
な
い

（
で
き
な
い
）
利
息
の
認
定
課
税
が
で
き
る
の

で
し
ょ
う
か
。
少
数
の
株
主
で
支
配
さ
れ
て
い

る
営
利
法
人
に
限
ら
ず
─
─
大
法
人
で
も
、
小

法
人
で
も
─
─
営
利
法
人
で
あ
る
以
上
、
利
息

が
低
率
か
ゼ
ロ
の
借
入
れ
を
実
施
す
る
選
択
が

極
め
て
経
済
的
合
理
性
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

「
行
為
計
算
の
否
認
規
定
」
は
、
こ
う
い
う
も

の
を
否
認
す
る
た
め
の
規
定
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
大
正
十
二
年
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
当
時

の
文
献
を
見
て
も
、
そ
う
し
た
も
の
を
予
定
し

て
い
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

少
数
株
主
で
支
配
し
て
い
る
同
族
会
社
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
営
利
法
人
と
し
て
不
自
然
で
あ

り
不
合
理
な
行
為
に
基
づ
い
て
、
同
族
会
社
か

ら
個
人
（
株
主
）
に
利
益
を
移
転
す
る
取
引
に

つ
い
て
、
是
正
し
て
課
税
し
よ
う
と
し
た
の
が
、

同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
規
定
の
創
設
の

趣
旨
な
の
で
す
。

　

現
在
は
そ
の
逆
の
取
引
を
問
題
に
し
て
い
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
個
人
（
株
主
）
か
ら
同
族
会

社
に
対
す
る
無
利
息
貸
付
は
、
個
人
か
ら
同
族

会
社
へ
の
利
息
相
当
額
の
「
利
益
の
流
し
込
み
」

で
す
か
ら
、
法
が
予
定
し
た
同
族
会
社
の
行
為

計
算
に
よ
る
租
税
回
避
と
は
次
元
の
異
な
る
取

引
で
す
。

　

こ
の
た
め
、
例
え
ば
同
族
会
社
の
役
員
の
株

主
で
も
あ
る
個
人
が
、
同
族
会
社
に
無
報
酬
で

勤
務
し
て
い
た
場
合
、
同
族
会
社
の
行
為
計
算

の
否
認
規
定
に
よ
り
、
そ
の
株
主
で
あ
る
役
員

に
対
し
て
、
給
与
収
入
を
認
定
し
て
課
税
す
る

こ
と
が
で
き
る
、
そ
う
い
う
議
論
が
行
わ
れ
る

に
至
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

金
額
の
多
寡
に
よ
る
行
為
計
算
否
認
の
不
合
理

　

平
和
事
件
判
決
の
論
理
は
、
こ
う
し
た
と
こ

ろ
に
影
響
す
る
わ
け
で
す
。
役
務
の
提
供
の
「
役

務
」
と
い
う
の
は
「
人
・
物
・
金
」
で
す
。「
金
」

の
無
償
貸
付
が
平
和
事
件
で
あ
り
、「
物
」
の

無
償
又
は
低
額
の
貸
付
け
が
、
株
主
か
ら
同
族

会
社
に
対
す
る
建
物
等
の
転
貸
方
式
に
よ
る
貸

付
で
す
。
そ
し
て
、
株
主
の
役
員
の
同
族
会
社

に
対
す
る
無
報
酬
に
よ
る
労
務
の
提
供
が
前
述

し
た
議
論
で
す
。

　

こ
の
無
償
の
労
務
の
提
供
は
、
い
わ
ば
ボ
ラ
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ン
テ
ィ
ア
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
の
社
会
、
個

人
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
尊
重
さ
れ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
東
日
本
大
震
災
で
も
、

い
ま
な
お
個
人
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
よ
り
、

復
興
支
援
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
私
の
ゼ
ミ

の
卒
業
生
も
水
道
工
事
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
行

っ
て
い
ま
す
が
、
平
和
事
件
の
論
理
は
、「
そ

ん
な
暇
が
あ
っ
た
ら
働
け
」
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
働
い
て
稼
い
で
、
税
金
を
納
め
ろ
、

最
後
に
行
き
着
く
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
サ
ッ
チ

ャ
ー
元
首
相
が
提
唱
し
た
人
頭
税
（
一
人
当
た

り
い
く
ら
の
税
金
）
と
な
っ
て
き
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
私
が
言
い
た
い
こ
と
は
、
他
の
事

例
で
は
ど
の
よ
う
な
課
税
が
行
わ
れ
て
い
る
の

か
と
い
う
こ
と
、
例
え
ば
含
み
益
、
百
億
円
の

も
の
を
六
十
億
円
で
譲
渡
し
た
場
合
、
先
ほ
ど

言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
現
行
、
所
得
税
法
上
、

こ
の
取
引
は
容
認
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
つ

ま
り
、
完
全
に
自
己
が
支
配
し
て
い
る
低
額
分

の
四
十
億
円
の
含
み
益
に
は
課
税
で
き
な
い
、

と
い
う
制
度
が
現
行
の
所
得
税
法
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
類
似
事
例
に
つ
い
て
の
課
税
上

の
法
制
度
を
前
提
に
し
た
解
釈
論
が
展
開
さ
れ

て
い
な
い
た
め
に
、
平
和
事
件
の
最
高
裁
判
決

は
、
無
利
息
と
し
て
利
息
を
計
上
し
て
い
な
い

申
告
に
つ
い
て
正
当
理
由
が
あ
る
と
し
て
取
り

消
し
た
原
審
判
決
を
否
定
し
て
、
加
算
税
の
賦

課
決
定
処
分
を
適
法
と
し
た
も
の
で
す
（
本
税

の
課
税
処
分
は
上
告
不
受
理
決
定
）。
ど
ち
ら

が
妥
当
か
は
お
分
か
り
頂
け
る
と
思
い
ま
す
。

　

最
高
裁
判
決
が
、
上
記
の
よ
う
な
法
制
度
と

の
相
互
矛
盾
に
思
い
を
致
し
て
い
れ
ば
、
こ
の

よ
う
な
解
釈
は
生
じ
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
て

い
ま
す
。
加
算
税
ど
こ
ろ
か
、
本
税
の
課
税
処

分
に
つ
い
て
も
課
税
処
分
を
取
り
消
し
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
る
に
、
最

高
裁
が
こ
れ
と
異
な
る
理
解
に
至
っ
た
の
は
、

多
く
の
研
究
者
や
実
務
家
の
論
説
が
、
平
和
事

件
の
納
税
者
の
対
応
に
つ
い
て
の
違
法
性
又
は

不
当
性
を
支
持
す
る
論
者
が
多
い
と
い
う
点
も

影
響
し
た
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
、

現
在
の
税
法
に
お
け
る
税
法
解
釈
の
混
迷
の
素

地
が
あ
る
と
思
料
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
以
前
、
私
が
参
加
し
た
税
理
士

会
の
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
で
「
平
和
事
件
は
貸
付

金
が
多
額
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
利
息
認
定
の
課

⑴
租
税
法
律
主
義
の
意
義
と
現
代
的
機
能

　

憲
法
第
三
〇
条
に
「
納
税
の
義
務
」、
第
八

四
条
に
「
租
税
法
律
主
義
」
が
規
定
さ
れ
て
い

税
処
分
は
や
む
を
得
な
い
」
と
い
う
意
見
を
披

歴
し
た
税
理
士
が
い
ま
し
た
。
し
か
し
、「
金

額
が
多
額
」
か
否
か
は
相
対
的
な
概
念
で
す
。

三
四
五
〇
億
円
は
確
か
に
誰
が
見
て
も
多
額
で

し
ょ
う
。
そ
れ
で
は
百
億
円
な
ら
ど
う
で
す
か
、

五
億
円
、
六
億
円
な
ら
ど
う
か
。「
多
額
」
と

言
う
人
も
い
る
で
し
ょ
う
し
「
い
や
、
三
四
五

〇
億
円
に
比
べ
た
ら
少
額
」
と
い
う
人
も
い
る

で
し
ょ
う
。
し
か
し
、「
多
額
」
か
「
少
額
」

か
は
、
比
較
対
象
の
金
額
が
あ
っ
て
初
め
て
断

定
で
き
る
こ
と
な
の
で
す
。

　

要
す
る
に
、
無
利
息
の
貸
付
金
額
が
多
額
で

あ
る
か
ら
、
所
得
税
法
第
一
五
七
条
に
よ
り
、

利
息
を
認
定
で
き
る
と
い
う
論
理
自
体
、
誤
っ

た
解
釈
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
か
か
る

「
多
額
な
貸
付
」
と
い
う
不
確
定
概
念
の
基
準

に
よ
り
否
認
す
る
こ
と
は
租
税
法
律
主
義
違
背

で
あ
り
、
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
申
し
上

げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
す
。

「
法
の
支
配
」
の
中
で
「
代
表
な
け
れ
ば
課
税

な
し
」
と
い
う
原
則
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

わ
れ
わ
れ
国
民
の
代
表
者
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ

た
法
律
に
よ
っ
て
の
み
課
税
さ
れ
る
と
い
う
、

Ⅰ　

租
税
法
律
主
義
の
意
義
と
機
能
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代
表
民
主
制
と
い
う
制
度
が
前
提
と
し
て
あ
る

わ
け
で
す
。

　

そ
う
し
た
課
税
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
理
由
は
、
租
税
法
は
納
税
者
の
財
産
権
を
侵

害
す
る
と
い
う
侵
害
規
範
で
す
か
ら
、
自
由
と

財
産
権
を
保
障
す
る
と
い
う
憲
法
第
二
九
条
の

要
請
が
当
然
そ
の
背
景
に
あ
り
、
そ
の
結
果
が
、

憲
法
第
一
四
条
の
「
法
の
下
の
平
等
」
の
原
則

に
結
び
つ
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か

と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
「
租
税
法
律
主
義
」
と
「
租
税
公
平
主

義
」
を
ど
う
捉
え
、
ど
の
よ
う
に
調
和
さ
せ
て

い
く
か
と
い
う
の
が
、
現
実
の
実
務
に
お
け
る

課
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

租
税
法
律
主
義
は
納
税
者
の
予
測
可
能
性
を
保
障

　

申
告
納
税
制
度
に
お
け
る
租
税
法
律
主
義
の

現
代
的
機
能
と
い
う
面
で
は
、
納
税
者
の
予
測

可
能
性
、
経
済
生
活
の
法
的
安
定
性
を
保
障
し

て
い
く
と
い
う
機
能
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
租

税
法
律
主
義
の
機
能
と
し
て
最
も
強
く
要
請
さ

れ
て
い
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
申
告
納
税
制
度
の
根
幹
が
租
税
法
律

主
義
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
国
と
納
税
者
の
関

係
は
「
租
税
債
務
関
係
説
」
で
あ
り
─
─
こ
れ

に
対
応
す
る
考
え
方
が
「
租
税
権
力
関
係
説
」

で
す
が
─
─
法
律
に
基
づ
く
租
税
債
務
関
係
で

あ
る
と
い
う
理
解
に
よ
る
と
、
租
税
法
律
に
基

づ
い
て
納
税
者
に
納
税
義
務
が
成
立
・
確
定
す

る
も
の
で
あ
り
、
課
税
庁
が
租
税
法
律
関
係
に

介
入
す
る
余
地
は
な
い
、
と
い
う
関
係
と
し
て

理
解
さ
れ
ま
す
。

　

実
際
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
り
ま
す
け

れ
ど
も
、
そ
う
し
た
法
律
に
基
づ
い
た
法
の
支

配
の
下
で
、
課
税
関
係
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
は
間
違
い
の
な
い
論
理
・
理
念
で
す
。
そ

う
い
う
意
味
で
、
租
税
法
律
主
義
の
重
要
性
は

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
。

⑵
租
税
法
律
主
義
の
内
容

｢

不
当
に｣

、｢

著
し
く｣

等
の
表
現
は
不
可
避

　

租
税
法
律
主
義
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
皆
さ

ん
は
よ
く
ご
理
解
い
た
だ
い
て
い
る
と
思
い
ま

す
が
、
本
日
、
お
話
し
し
た
い
の
は
「
課
税
要

件
法
定
主
義
」
と
「
課
税
要
件
明
確
主
義
」
の

二
つ
が
、
特
に
関
連
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
課
税
要
件
法
定
主
義
」
は
、
当
然
、
納
税
者

の
予
測
可
能
性
に
つ
な
が
っ
て
い
く
わ
け
で
す

が
、
租
税
立
法
に
当
た
っ
て
は
常
に
課
税
要
件

を
明
確
に
す
る
こ
と
を
標
榜
す
る
こ
と
は
、
立

法
原
理
と
し
て
の
当
然
の
要
請
で
す
。

　

そ
し
て
「
課
税
要
件
明
確
主
義
」、
こ
れ
は

誰
が
見
て
も
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
で
─
─
物
の
考
え
方
の
違
い
と
い
う
こ
と

で
、
現
実
に
は
、
い
ろ
い
ろ
解
釈
が
分
か
れ
る

と
い
う
こ
と
が
起
き
て
き
ま
す
け
れ
ど
も
─
─

租
税
立
法
に
お
け
る
租
税
法
律
主
義
の
下
で
は
、

課
税
要
件
を
で
き
る
だ
け
明
確
に
し
て
い
く
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
「
不
当
に
」
と
か
「
著
し
く
」
と

か
と
い
う
表
現
は
ど
う
し
て
も
避
け
ら
れ
な
い
。

「
不
相
当
に
高
額
」
と
い
う
役
員
給
与
の
場
合
、

い
っ
た
ん
金
額
を
法
定
化
す
る
と
、例
え
ば「
こ

の
業
績
で
そ
の
役
員
給
与
は
多
額
過
ぎ
る
」
と

い
う
場
合
で
も
、
法
律
に
金
額
が
書
い
て
あ
れ

ば
、
そ
の
金
額
ま
で
は
許
容
す
る
と
い
う
こ
と

で
す
か
ら
、
一
切
論
理
と
し
て
反
論
で
き
な
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
、
ど
う
し
て
も
「
不
相
当

に
」
や
「
著
し
く
」
と
い
う
表
現
は
、
あ
る
程
度

法
律
は
予
定
し
て
い
る
、
や
む
を
得
な
い
と
い

う
こ
と
は
、
現
実
の
問
題
と
し
て
は
あ
り
得
る

わ
け
で
す
。
そ
こ
を
ど
う
や
っ
て
解
釈
し
て
認

定
し
て
い
く
か
が
、
現
実
の
運
用
の
問
題
と
し

て
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
不
可
避
的
な
限
界
は
あ
り
ま
す

が
、
や
は
り
予
測
可
能
性
の
担
保
と
い
う
の
は
、

特
に
最
近
の
複
雑
な
税
制
、
そ
し
て
複
雑
な
取

引
関
係
の
下
で
は
、
重
要
に
な
る
と
私
は
考
え

て
い
ま
す
。
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租
税
法
律
主
義
と
執
行
上
の
公
平
の
相
克

　

租
税
法
律
主
義
と
租
税
公
平
主
義
の
関
連
性

に
つ
い
て
は
、
ま
ず
「
租
税
法
律
主
義
」「
租

税
公
平
主
義
」
と
い
う
理
念
は
、
租
税
立
法
の

基
礎
を
な
す
原
理
原
則
と
な
る
理
念
で
あ
る
と

言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

少
し
付
け
加
え
る
と
「
租
税
公
平
主
義
」
は
、

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
立
法
の
原
理
と
し
て
考
え

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ

に
対
し
て
「
租
税
法
律
主
義
」
は
、
執
行
の
上

で
租
税
法
律
主
義
を
重
視
し
な
が
ら
納
税
者
の

予
測
可
能
性
を
害
し
な
い
よ
う
な
解
釈
に
基
づ

く
税
務
執
行
が
、
よ
り
強
く
要
請
さ
れ
る
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が

ら
、
い
ず
れ
も
租
税
立
法
の
原
理
、
原
則
で
あ

る
こ
と
は
疑
い
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
税
務
執
行
の
解
釈
適
用
に

租
税
特
別
措
置
も
循
環
構
造
に
よ
り
公
平
に
つ
な
が
る

　

租
税
公
平
主
義
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
も
説

明
し
た
と
お
り
、憲
法
第
一
四
条
に
お
け
る「
法

の
下
の
平
等
」
が
前
提
で
す
。

　

公
平
の
原
則
と
し
て
、①
立
法
上
の
公
平（
租

税
負
担
公
平
の
原
則
）と
②
執
行
上
の
公
平（
平

等
取
扱
原
則
）
が
あ
り
ま
す
。

　

立
法
上
の
公
平
は
「
水
平
的
公
平
と
垂
直
的

公
平
」
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
典
型
的
な
垂
直
的

公
平
が
累
進
税
率
で
す
。
所
得
区
分
に
よ
っ
て
、

そ
の
所
得
の
性
格
に
応
じ
た
課
税
環
境
を
形
成

す
る
と
い
う
点
で
は
、
水
平
的
公
平
と
い
う
分

野
が
、
所
得
区
分
を
設
け
て
い
る
一
つ
の
理
由

に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

「
租
税
特
別
措
置
法
は
不
公
平
税
制
だ
」
と
言

わ
れ
ま
す
が
、
確
か
に
そ
う
い
う
場
面
が
あ
る

と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
課
税
の
公
平
を
阻
害

し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
措
置
法
が
無
く
な

ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

あ
る
特
定
の
政
策
目
的
の
下
で
税
制
度
を
措

置
し
て
、
租
税
面
で
優
遇
し
て
い
く
わ
け
で
す

が
、
本
来
は
個
別
に
国
会
で
審
議
し
て
、
補
助

金
と
い
う
制
度
で
対
応
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
行
政
的
な

手
間
が
か
か
っ
て
迅
速
な
対
応
が
で
き
な
い
と

い
う
点
が
あ
り
、
そ
の
一
方
、
税
制
で
あ
れ
ば
、

迅
速
に
手
当
て
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
か
ら
、

そ
こ
に
若
干
の
ば
ら
つ
き
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

す
べ
て
法
律
・
執
行
で
手
当
さ
れ
て
税
の
軽
減

が
行
わ
れ
る
と
い
う
の
が
租
税
特
別
措
置
の
優

遇
税
制
で
す
。

　

そ
う
し
た
政
策
的
な
減
税
を
し
た
上
で
、
あ

る
特
定
の
業
種
や
あ
る
特
定
の
資
産
を
購
入
す

る
な
ど
、
優
遇
税
制
を
適
用
し
て
も
ら
う
こ
と

に
よ
っ
て
税
金
を
減
ら
し
て
、
そ
の
効
用
と
し

て
、
さ
ら
に
設
備
投
資
を
し
て
も
ら
う
。
そ
う

す
る
と
経
済
の
循
環
、
活
性
化
が
生
ま
れ
て
く

る
。
そ
う
す
れ
ば
、
税
収
は
自
然
増
収
を
も
た

ら
す
と
い
う
前
提
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
自

然
増
収
に
つ
な
が
っ
て
い
け
ば
、
そ
の
増
収
の

部
分
は
公
共
の
福
祉
等
、
富
の
再
分
配
に
回
す

こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
側
面
か
ら
見
れ
ば
、

措
置
法
も
あ
る
意
味
で
公
平
と
言
え
る
の
で
す
。

　

だ
か
ら
措
置
法
は
な
く
な
ら
な
い
。
特
別
な

も
の
だ
け
を
優
遇
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る

わ
け
で
す
が
、
理
念
的
に
は
今
説
明
し
た
よ
う

な
循
環
構
造
と
い
い
ま
す
か
、
最
終
的
な
公
平

に
つ
な
が
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
単
純
に
簡

素
化
で
全
廃
す
る
と
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い

と
い
う
と
こ
ろ
に
、
政
治
の
難
し
さ
が
あ
る
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

Ⅱ　

租
税
公
平
主
義
の
意
義
と
位
置
付
け

Ⅲ　

租
税
法
律
主
義
と
租
税
公
平
主
義
の
関
連
性
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お
い
て
機
能
す
る
、
つ
ま
り
、
私
が
採
り
あ
げ

る
公
平
と
い
う
の
は
「
執
行
上
の
公
平
」、
つ

ま
り
、
執
行
面
に
お
け
る
租
税
公
平
主
義
で
あ

り
、
そ
こ
に
お
い
て
、
納
税
者
の
租
税
法
律
主

義
に
よ
る
主
張
と
、
課
税
庁
に
お
け
る
公
平
主

義
の
主
張
が
ぶ
つ
か
り
合
う
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
こ
れ
が
「
両
主
義
の
衝
突
・
相
克
」

で
す
。

課
税
庁
は
租
税
公
平
主
義
を
重
視

　

税
務
執
行
に
お
け
る
両
者
の
優
劣
に
つ
い
て

は
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
基
本
的
に
は
、
や
は
り
租
税
法
律
主
義
が

優
先
さ
れ
ま
す
。

　

増
田
英
敏
先
生
は
、「
税
法
解
釈
に
お
い
て
、

税
法
の
文
言
か
ら
離
れ
て
、
制
度
、
趣
旨
を
重

視
す
る
解
釈
姿
勢
は
、
立
法
原
理
と
し
て
の
租

税
公
平
主
義
を
重
視
し
、
そ
の
結
果
、
租
税
法

律
主
義
の
要
請
を
軽
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
両

者
は
相
い
れ
な
い
関
係
に
あ
る
。」
と
い
う
考

え
方
を
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

要
す
る
に
、
執
行
の
場
面
に
お
け
る
租
税
公

平
主
義
を
優
先
し
て
い
く
と
、
法
律
に
書
か
れ

て
い
な
い
、
読
め
な
い
も
の
ま
で
否
定
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
ま
さ
に
租
税
法
律
主
義
違
反
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
や
は
り
執
行
の
場
面
に

お
い
て
は
、
租
税
法
律
主
義
が
優
先
し
、
そ
の

上
で
、
租
税
公
平
主
義
と
の
調
和
を
ど
こ
に
求

め
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
議
論
さ
れ
て
い
く

べ
き
な
の
で
す
。

　

課
税
庁
は
税
務
行
政
全
般
を
見
ま
す
か
ら
、

「
課
税
の
公
平
」
と
い
う
面
を
重
視
す
る
傾
向

が
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
課
税
実
務
で
は
、

ど
う
し
て
も
租
税
法
律
主
義
と
い
う
納
税
者
の

予
測
可
能
性
よ
り
も
、
租
税
公
平
主
義
を
優
先

す
る
と
い
う
傾
向
が
み
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
が

争
い
に
な
っ
て
、
司
法
の
場
で
解
決
さ
れ
て
い

く
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

学
問
的
議
論
が
無
視
さ
れ
た
ヤ
フ
ー
事
件

「
ヤ
フ
ー
事
件
」
の
判
決
文
を
読
ん
だ
方
は
ご

存
じ
か
と
思
い
ま
す
が
、
鑑
定
意
見
書
を
書
い

た
七
人
の
中
に
は
私
も
入
っ
て
い
ま
す
。
他
の

六
名
の
方
は
、
金
子
宏
先
生
、
水
野
忠
恒
先
生
、

中
里
実
先
生
、
田
中
治
先
生
、
占
部
裕
典
先
生
、

佐
藤
英
明
先
生
。
私
を
除
け
ば
（
笑
）、
日
本

の
租
税
法
学
者
の
ベ
ス
ト
テ
ン
に
入
る
よ
う
な

先
生
方
で
す
。
そ
う
し
た
方
々
の
意
見
が
否
定

さ
れ
抹
殺
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
否
定
の
判
決
の

論
理
は
、
残
念
な
が
ら
、
説
得
力
の
あ
る
学
問

的
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

判
決
が
、
そ
の
よ
う
な
対
応
を
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
の
は
、
司
法
の
場
で
、
租
税
軽
減
の

た
め
に
、「
こ
こ
ま
で
や
る
の
か
」
と
い
う
思

い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
こ
で
、
課
税
の

公
平
と
い
う
も
の
が
前
面
に
出
て
、
本
来
の
あ

る
べ
き
文
理
解
釈
が
後
退
し
、
制
度
の
趣
旨
目

的
に
反
す
る
と
い
う
解
釈
論
理
に
よ
り
課
税
処

分
を
維
持
す
る
と
い
う
の
が
、
ヤ
フ
ー
事
件
だ

と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
解
釈

は
無
理
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
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国
側
か
ら
判
決
の
基
と
な
っ
た
鑑
定
意
見
書
を

提
出
し
た
の
は
、朝
長
英
樹
氏（
税
理
士
）─
─
組

織
再
編
成
税
制
の
主
税
局
の
立
案
担
当
者
─
─
そ

の
彼
が
書
い
て
い
る
の
は
、
先
ほ
ど
の
増
田
先

生
の
論
理
と
は
ま
っ
た
く
正
反
対
の
主
張
で
す
。

　

そ
れ
は
「
第
一
三
二
条
の
二
の
創
設
の
理
由

を
脇
に
置
い
て
、
解
釈
を
語
り
始
め
る
と
い
っ

た
こ
と
は
、
法
令
解
釈
の
常
識
を
失
念
し
た
も

の
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
す
。

「
創
設
の
理
由
」
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
立
法

の
趣
旨
・
目
的
で
す
。
実
は
、
一
審
判
決
の
論

理
的
な
筋
立
て
は
、
朝
長
鑑
定
意
見
書
が
基
本

と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
要
す
る
に
、

当
時
の
組
織
再
編
成
税
制
の
立
案
の
担
当
者
の

意
見
が
強
く
影
響
し
、
判
決
の
拠
り
ど
こ
ろ
に

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。「
税
経
通
信
」
の

来
月
号
（
二
〇
一
四
年
八
月
号
）
に
、
私
の
論

文
が
掲
載
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
は
、

一
審
判
決
批
判
と
朝
長
批
判
を
し
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
是
非
、
反
論
を
い
た
だ
き
た

い
と
願
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

趣
旨
目
的
解
釈
を
文
理
解
釈
に
優
先
さ
せ
る
の
は
本
末
転
倒

　

前
述
の
朝
長
意
見
書
の
法
制
度
の
趣
旨
目
的

解
釈
を
文
理
解
釈
に
優
先
さ
せ
る
と
い
う
解
釈

が
、
完
全
に
間
違
っ
て
い
る
と
は
言
い
ま
せ
ん

が
、
増
田
先
生
が
言
っ
た
よ
う
に
、
制
度
の
趣

旨
・
目
的
を
優
先
し
て
、
文
理
の
解
釈
を
ま
っ

た
く
考
え
な
い
で
抹
殺
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

租
税
法
律
主
義
に
違
反
し
て
い
ま
す
。
私
は
、

こ
の
よ
う
な
趣
旨
目
的
解
釈
は
本
末
転
倒
の
議

論
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
仮
に
、
制
度
の

趣
旨
・
目
的
を
優
先
し
て
解
釈
す
る
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、
改
正
税
法
の
解
説

を
し
て
い
る
各
専
門
誌
に
、
主
税
局
の
立
案
担

当
者
の
し
か
る
べ
き
人
物
に
よ
る
制
度
の
趣
旨

目
的
を
含
む
解
説
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

私
の
手
元
に
あ
る
平
成
十
三
年
度
改
正
の

「
改
正
税
法
解
説
号
」
を
見
ま
し
た
が
、
執
筆
者

の
氏
名
は
あ
る
の
で
す
が
、
肩
書
が
書
か
れ
て

い
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
形
式
的
に
見
れ
ば
、

ど
こ
の
人
が
い
か
な
る
立
場
で
書
か
れ
て
い
る

の
か
と
い
う
こ
と
が
不
明
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
も
ち
ろ
ん
主
税
局
の
担
当
部
門
の
人
が

書
か
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
推
測
で
き
ま
す
が
。

し
か
し
、
肩
書
が
な
い
解
説
を
納
税
者
に
知
ら

し
め
て
、
そ
し
て
制
度
の
趣
旨
を
重
視
し
ろ
と

い
う
の
は
本
末
転
倒
の
議
論
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
来
の
趣
旨
・
目
的
を
重
視

す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
国
会
の
議
論
の
と

き
か
ら
法
律
の
趣
旨
目
的
を
国
民
に
知
ら
し
め

る
よ
う
な
制
度
を
措
定
し
て
、
開
示
・
告
示
す

る
─
─
法
案
が
通
っ
た
後
で
も
い
い
で
す
が

─
─
制
度
を
作
り
、「
法
律
の
趣
旨
は
こ
う
い

う
も
の
で
す
」
と
明
確
に
す
る
制
度
的
担
保
の

仕
組
み
の
創
設
が
先
決
で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
が
な
さ
れ
て
い
な
い
現
状
に
お
い
て
、

「
趣
旨
・
目
的
を
重
視
し
ろ
」
と
い
う
の
は
論

外
で
す
。
文
理
解
釈
に
よ
る
結
果
に
妥
当
性
・

相
当
性
が
あ
れ
ば
、
法
律
の
趣
旨
・
目
的
と
は

無
関
係
に
、
そ
の
文
理
に
よ
り
解
釈
さ
れ
る
と

い
う
の
が
本
来
の
解
釈
の
基
本
で
あ
り
常
識
と

考
え
て
い
ま
す
。

　

朝
長
氏
は
「
趣
旨
・
目
的
を
語
ら
ず
に
解
釈

す
る
の
は
、
法
令
解
釈
の
常
識
で
は
な
い
」
と

書
い
て
い
ま
す
が
、
逆
で
す
。
法
律
は
条
文
に

よ
っ
て
一
人
歩
き
す
る
も
の
で
す
。
そ
れ
で
問

題
な
く
読
め
る
な
ら
そ
の
解
釈
に
よ
る
こ
と
が
、

法
的
安
定
性
と
予
測
可
能
性
を
重
視
す
る
租
税

法
律
の
解
釈
の
良
識
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
文

理
解
釈
の
結
果
に
妥
当
性
、
合
理
性
が
認
め
ら

れ
な
い
と
い
う
場
合
に
、
初
め
て
、
趣
旨
・
目

的
を
調
査
し
て
合
理
的
な
目
的
論
的
解
釈
が
行

わ
れ
る
と
い
う
の
が
、
正
し
い
法
解
釈
と
考
え

て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
法
解
釈
の
説
明
と
し
て
、「
提
灯

に
火
を
つ
け
る
」、「
窓
か
ら
手
や
顔
を
出
さ
な

い
で
く
だ
さ
い
」
と
い
う
例
が
出
さ
れ
ま
す
が
、

前
者
の
「
提
灯
に
火
を
つ
け
る
」
と
い
う
意
味

は
、
提
灯
自
体
に
火
を
つ
け
て
燃
や
す
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
提
灯
の
中
の
ロ
ウ
ソ
ク
に
火

を
つ
け
る
と
い
う
意
味
で
す
。同
じ
よ
う
に「
窓

か
ら
手
や
顔
を
出
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と
い
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う
の
も
、
頭
や
足
で
あ
れ
ば
出
し
て
も
よ
い
、

と
い
う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。「
窓
か
ら
手

や
顔
や
そ
の
他
の
体
の
一
部
を
出
す
と
木
の
枝

な
ど
に
ぶ
つ
か
っ
て
危
な
い
か
ら
出
さ
な
い
で

く
だ
さ
い
」、
と
い
う
趣
旨
を
理
解
す
る
と
い

う
の
が
、
そ
の
例
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
条
文
の
字
句
や
文
章
構
成

に
基
づ
い
て
解
釈
を
す
る
文
理
解
釈
に
よ
る
結

果
が
妥
当
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、

そ
の
奥
の
趣
旨
・
目
的
を
見
て
い
き
ま
し
ょ

う
」
と
い
う
の
が
、
解
釈
の
常
識
で
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
課
税
実
務
で
は
予
測

可
能
性
を
重
視
す
る
、
つ
ま
り
租
税
公
平
主
義

よ
り
も
租
税
法
律
主
義
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
「
公
平
」
と

い
う
の
は
、
分
か
っ
て
い
る
よ
う
で
分
か
り
に

く
い
も
の
で
す
。

結
果
の
不
公
平
は
租
税
立
法
で
是
正

　

税
務
執
行
に
お
い
て
は
、
租
税
法
律
主
義
が

租
税
公
平
主
義
に
優
先
す
る
と
考
え
る
べ
き
で

あ
る
と
い
う
の
が
原
則
で
す
。
確
か
に
、
両
者

の
調
和
を
図
る
と
い
う
こ
と
も
重
要
だ
と
思
い

ま
す
。

　

昭
和
五
十
一
年
に
、
租
税
法
の
研
究
者
で
あ

る
松
沢
智
先
生
─
─
Ｔ
Ｋ
Ｃ
全
国
会
の
会
長
を

さ
れ
て
い
て
、
私
が
国
税
庁
時
代
、
ま
た
、
税

務
大
学
校
の
研
修
生
を
し
て
い
た
時
に
教
わ
っ

た
尊
敬
す
る
学
者
で
す
─
─
が
、
本
日
の
テ
ー

マ
と
同
じ
「
租
税
法
律
主
義
と
租
税
公
平
主
義

の
相
克
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、「
こ
の
両

者
の
概
念
、両
者
の
原
理
原
則
の
調
和
を
図
る
」

と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

昭
和
五
十
年
か
ら
比
べ
れ
ば
時
代
が
変
わ
っ

て
き
ま
し
た
。
税
制
も
か
な
り
複
雑
に
な
っ
て

き
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
理
想
的
な
考
え
方
で
あ

る
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
よ
り
一

層
、
そ
の
調
和
の
重
要
性
が
要
求
さ
れ
る
と
い

⑴
ス
ト
ッ
ク・オ
プ
シ
ョ
ン
最
高
裁
判
決

「
租
税
法
律
主
義
」
と
「
租
税
公
平
主
義
」
の

概
念
の
具
体
的
な
衝
突
と
い
う
こ
と
で
、
事
例

を
見
て
い
き
ま
す
（
資
料
２
）。

　

ま
ず
、「
ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
最
高
裁

判
決
」
で
す
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
平
成
九

年
に
所
得
税
法
の
基
本
通
達
が
改
正
さ
れ
て
い

る
の
で
す
が
、
平
成
八
年
度
ま
で
は
旧
通
達
で

し
た
。
そ
の
時
に
生
じ
た
課
税
事
例
で
す
。

　

旧
通
達
で
は
、
自
社
の
従
業
員
に
、
有
利
発

行
に
よ
る
新
株
引
受
権
を
付
与
す
る
と
き
は
、

え
ま
し
ょ
う
。
た
だ
、
や
は
り
税
法
の
侵
害
規

範
と
い
う
性
格
、
そ
し
て
現
在
の
取
引
社
会
の

多
様
化
、
取
引
の
複
雑
化
、
こ
う
い
う
点
を
考

え
て
い
く
と
、
う
ま
く
調
和
を
と
れ
る
解
釈
が

導
け
れ
ば
よ
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
難
し
け
れ

ば
、
最
後
は
租
税
法
律
主
義
を
優
先
し
て
い
く

べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
結
果
が
不
公
平
・
不
平
等
で

あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
租
税
立
法
で
手
当

し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え

ま
す
。

通
達
に
は
、「
給
与
に
代
え
て
供
与
し
た
場
合

に
は
給
与
所
得
、
そ
れ
以
外
は
一
時
所
得
」
と

書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の「
給
与
に
代
え
て
」

と
い
う
こ
と
は
、
例
え
ば
三
十
万
円
の
給
与
を

支
払
っ
て
い
る
場
合
、
資
金
繰
り
が
悪
く
て
給

与
が
支
給
で
き
な
い
か
ら
、
そ
の
給
与
に
代
え

て
、
新
株
を
有
利
発
行
す
る
と
い
う
こ
と
で
三

十
万
円
の
利
益
を
与
え
た
場
合
に
は
、
こ
の
経

済
的
利
益
は
、「
給
与
に
代
え
て
」
供
与
さ
れ

た
も
の
で
す
か
ら
給
与
所
得
と
な
る
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

一
方
、
給
与
支
給
の
ほ
か
に
、
さ
ら
に
新
株

引
受
権
の
有
利
発
行
で
利
益
を
供
与
し
た
場
合

Ⅳ　

具
体
例
に
見
る
租
税
法
律
主
義
と
租
税
公
平
主
義
の
相
克

TKCタックスフォーラム2014 特別講演
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に
は
、
給
与
に
代
え
て
供
与
さ
れ
た
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
ら
一
時
所
得
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
取
扱
い
は
、
通
達
改
正

前
の
平
成
八
年
ま
で
は
続
い
て
い
ま
し
た
。
平

成
九
年
分
以
降
は
、
通
達
改
正
に
よ
り
、
新
株

引
受
権
の
有
利
発
行
に
よ
る
利
益
は
、
従
業
員

等
の
地
位
に
基
づ
い
て
供
与
を
受
け
た
も
の
に

つ
い
て
は
給
与
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
る
こ
と

と
さ
れ
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
親
会
社
株
式
の
ス
ト
ッ
ク
・
オ

プ
シ
ョ
ン
の
行
使

益
課
税
は
、
平
成

八
年
分
に
つ
い
て

も
、
給
与
に
代
え

て
供
与
さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
給

与
所
得
と
し
て
課

税
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
事
例
は
、

ア
メ
リ
カ
に
あ
る

親
会
社
、
例
え
ば

マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト

や
イ
ン
テ
ル
、
コ

ン
パ
ッ
ク
が
、
そ

の
日
本
子
会
社
の

役
員
、
従
業
員
に

ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ

シ
ョ
ン
を
付
与
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ

の
行
使
益
は
、
旧
通
達
で
は
、
親
会
社
に
勤
務

し
て
い
な
い
日
本
子
会
社
の
従
業
員
等
に
対
し

て
、
親
会
社
が
給
与
を
支
給
す
る
こ
と
が
な
い

こ
と
は
も
と
よ
り
、
給
与
に
代
え
て
支
給
す
る

こ
と
も
あ
り
得
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
平
成
八

年
分
の
こ
の
親
会
社
か
ら
の
行
使
益
が
給
与
所

得
と
し
て
課
税
さ
れ
、
ま
た
、
平
成
九
年
以
降

も
併
せ
て
給
与
所
得
と
し
た
課
税
処
分
が
、
最

高
裁
判
決
に
よ
っ
て
確
定
し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
通
達
の
改
正
の
経
緯
に
鑑
み
れ

ば
、
整
合
性
の
あ
る
解
釈
の
下
で
は
、
更
正
処

分
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
平
成
八

年
分
は
一
時
所
得
と
す
べ
き
も
の
で
す
。
勤
務

関
係
が
あ
る
自
社
の
新
株
引
受
権
で
も
「
給
与

に
代
え
た
も
の
で
な
い
限
り
は
一
時
所
得
」
と

い
う
通
達
を
前
提
に
す
れ
ば
、
親
会
社
の
ス
ト

ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
益
は
、
平
成
八
年

分
は
一
時
所
得
と
す
る
の
が
論
理
的
な
帰
結
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
私
は
、
雇
用

契
約
も
な
く
支
配
従
属
関
係
に
も
な
い
た
め
に

米
国
親
会
社
か
ら
指
揮
命
令
を
受
け
て
職
務
を

行
っ
た
も
の
で
な
い
日
本
子
会
社
の
従
業
員
等

が
親
会
社
か
ら
受
け
た
権
利
行
使
益
は
、
平
成

八
年
分
は
も
と
よ
り
、
そ
の
他
の
年
分
に
つ
い

て
も
一
時
所
得
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う

鑑
定
意
見
書
を
提
出
し
ま
し
た
。
当
初
、
藤
山

判
決
等
に
よ
り
一
時
所
得
と
さ
れ
ま
し
た
が
、

そ
の
後
の
下
級
審
判
決
及
び
最
高
裁
判
決
に
よ

り
、
こ
れ
が
否
定
さ
れ
て
給
与
所
得
と
認
定
さ

れ
て
確
定
し
ま
し
た
。

　

私
は
、
少
な
く
と
も
、
平
成
八
年
分
だ
け
は

取
り
消
さ
れ
る
と
確
信
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
通
達
違
反
、
執
行
違
反
に
よ
る
不
平

等
課
税
で
す
。
自
社
ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の

行
使
益
で
さ
え
も
、
給
与
に
代
え
た
も
の
で
な
い

限
り
一
時
所
得
で
す
か
ら
、
親
会
社
か
ら
の
行

使
益
が
給
与
所
得
に
な
る
理
由
が
あ
り
ま
せ
ん
。

資料2  東京地裁（民事第2部・市村陽典裁判長）平成16年12月17日判決
（一時所得判決）と一時所得申告の正当な理由に関する最高裁判決

○東京地裁判決
　「所得区分を定める規定の解釈適用は、納税者たる国民の利害に重大な影響を
及ぼすものである。そのため、これらの規定については、本来、租税法律主義の観
点から、特に法的安定性及び予測可能性を備えていることが求められているとい
うべきであり（租税要件明確主義）、そうでなければ、国民は、当該行為によって生
ずる課税関係を予測し、あるいはこれを認識したうえで、行動することができず、
その結果、予期しない甚大な経済的負担を負う危険にさらされ、法の下に安心し
て経済生活を営むことができないといっても過言ではない。」、「雇用関係や委任
関係等のない者に対する経済的な給付について、親会社からのものであるという
ことを根拠に『労務の対価』の意味を極めて緩やかに解する被告主張のような解
釈が許されるとすれば、『労務の対価』という概念は希薄化して、同項の適用の範
囲は拡大するが、その場合、親会社・子会社あるいはグループ企業とは、どのよう
な要件を備えたものをいうのか（略）、親会社と同様に子会社の業務に密接な利
害関係を有する子会社の株主や取引先からの同趣旨の経済的利益の提供につい
ては、どのように取り扱われることとなるのかなど、明らかではなく、同条の適用
範囲は著しく不明瞭なものとならざるを得ない。」、「現代企業における分社化の
進展、企業活動の変化・多様化に応じて、課税の公平の理念から合理的な課税を
行う必要があるとしても、何らの法的な手当も行わないまま、所得税法第28条第
1項を根拠として、被告主張のような課税を適法として許容する上記の解釈は、租
税要件明確主義の要請に照らしても、相当でないというべきである。」。

○最高裁平成18年10月24日判決（マイクロソフト事件）
　「課税庁が従来の取扱いを変更しようとする場合には、法令の改正によること
が望ましく、仮に法令の改正によらないとしても、通達を発するなどして変更後の
取扱いを納税者に周知させ、これが定着するような必要な措置を講ずるべきであ
る。…権利行使益を一時的所得として申告したことに無理からぬ面があり、加算
税を課さない正当な理由がある。」（平成11年から13年分の加算税賦課の事例）

（講演資料から）
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親
会
社
に
は
行
っ
た
こ
と
も
勤
務
し
た
こ
と

も
な
く
、
も
ち
ろ
ん
指
揮
命
令
を
受
け
た
こ
と

も
な
い
子
会
社
従
業
員
等
が
、
そ
の
親
会
社
か

ら
受
け
た
ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
権
利
行

使
益
が
給
与
所
得
に
な
る
は
ず
も
な
く
、
か
か

る
給
与
所
得
と
す
る
判
決
は
理
解
で
き
ま
せ
ん
。

残
念
な
が
ら
給
与
所
得
課
税
が
支
持
さ
れ
敗
訴

し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の
平
成
十
一
年
分
か
ら

十
三
年
分
の
給
与
所
得
課
税
に
係
る
加
算
税
の

賦
課
決
定
は
、
正
当
理
由
が
あ
る
と
し
て
、
最

高
裁
判
決
に
よ
り
す
べ
て
の
事
案
が
取
り
消
し

さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
と
き
に
初
め
て
、
最
高
裁
は
、
こ
の
訴

訟
事
件
の
本
質
的
な
問
題
点
を
認
識
し
た
の
で

は
な
い
か
と
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

課
税
庁
が
正
反
対
の
理
論
を
展
開

「
資
料
３
」
に
「
ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
事

件
」
と
「
清
水
惣
事
件
」
の
課
税
庁
の
主
張
を

記
載
し
て
い
ま
す
。

　

清
水
惣
事
件
は
、
親
会
社
か
ら
子
会
社
に
対

す
る
無
利
息
貸
付
で
あ
り
、
課
税
庁
は
、「
将

来
、
無
利
息
融
資
に
よ
り
何
ら
か
の
効
果
が
期

待
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
長
期
的
視
野
に

立
脚
し
た
極
め
て
間
接
的
か
つ
漠
然
と
し
た
も

の
で
あ
り
、
も
と
よ
り
そ
の
対
価
性
を
肯
認
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
、
そ
の
対
価
性

を
否
定
し
て
、
寄
附
金
に
当
た
る
と
主
張
し
た

も
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
無
利
息
貸
付
に

よ
る
利
益
供
与
は
、
無
償
の
域
を
出
な
い
と
い

う
主
張
で
す
。

　

私
も
課
税
庁
時
代
に
は
、
そ
う
し
た
論
理
を

主
張
し
て
寄
附
金
と
し
て
課
税
処
分
を
勝
訴
し

て
き
ま
し
た
。
一
〇
〇
％
子
会
社
へ
の
寄
附
金
、

援
助
に
つ
い
て
は
す
べ
て
寄
附
金
で
あ
り
、
敗

訴
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
が
、
親
会
社
株
式
の
ス
ト
ッ
ク
・
オ

プ
シ
ョ
ン
事
件
で
は
、
課
税
庁
は
次
の
よ
う
に

主
張
し
て
い
ま
す
。

「
子
会
社
従
業
員
等
の
精
勤
に
よ
り
そ
の
勤
務

先
の
業
績
が
向
上
す
れ
ば
、
よ
り
多
く
の
配
当

が
受
け
ら
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
業
績
向
上

に
よ
り
子
会
社
株
式
の
時
価
が
上
昇
す
れ
ば
、

親
会
社
の
実
質
的
な
資
産
も
増
加
し
、
親
会
社

株
式
の
時
価
も
上
昇
す
る
と
い
う
利
益
を
受
け

る
こ
と
か
ら
、
子
会
社
従
業
員
等
の
精
勤
に
対

し
て
報
酬
を
支
払
お
う
と
考
え
る
こ
と
は
自
然

か
つ
合
理
的
で
あ
る
か
ら
、
権
利
行
使
益
が
対

価
性
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
」。

つ
ま
り
、
給
与
所
得
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

私
が
徹
底
的
に
反
対
し
て
き
た
の
は
、
課
税

庁
時
代
に
、
こ
の
「
清
水
惣
事
件
」
の
課
税
庁

の
主
張
に
よ
り
寄
附
金
課
税
を
勝
訴
し
て
き
ま

し
た
か
ら
、
そ
れ
を
ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン

の
給
与
課
税
が
行
わ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
私

が
課
税
庁
側
に
立
っ
て
対
価
性
を
前
提
と
し
た

給
与
所
得
説
を
支
持
す
れ
ば
、
私
は
ま
さ
に
二

律
背
反
の
ご
都
合
主
義
の
論
理
を
採
用
し
た
こ

と
に
な
る
か
ら
で
す
。

　

私
は
、
課
税
庁
時
代
と
大
学
生
活
及
び
現
在

も
含
め
て
、
そ
の
主
張
に
は
少
な
く
と
も
齟
齬

は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
気
付
か
な
い
と
こ

ろ
で
勉
強
不
足
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

私
の
意
識
の
中
で
は
全
て
一
貫
性
を
持
っ
て
い

る
と
考
え
て
い
ま
す
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の

資料3  ストック・オプション事件と清水惣事件における課税庁の主張

〈ストック・オプション事件〉
○親会社は子会社株式を保有していることから、子会社従業員等の精勤によりそ
の勤務先の業績が向上すれば、より多くの配当を受けられるばかりではなく、業績
向上により子会社株式の時価が上昇すれば、親会社の実質的な資産も増加し、親
会社株式の時価も上昇するという利益を受けることから、子会社従業員等の精勤
に対して報酬を支払おうと考えることは自然かつ合理的であるから、かかる場合
には、ストック・オプションの権利行使益が対価性要件を具備することはありうる。

〈清水惣事件〉
○本件無利息融資は、（略）せいぜい子会社たるT社の育成を意図してなした側面
的援助にすぎず、将来これによる何らかの効果が期待できるとしても、それは長
期的視野に立脚した極めて間接的かつ漠然としたものであり、もとよりその対価
性を肯認することはできない。

（注）清水惣事件判決・一審・大津地裁昭和47年12月13日判決（納税者勝訴・判例時報695
号54頁）、控訴審・大阪高裁昭和53年3月30日判決（納税者敗訴・シュトイエル193号1頁）。

※以上のように、両事件での対価性に関する課税庁の主張は正反対の矛盾した主張を展開
したものである。

（講演資料から）
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無
償
性
で
納
税
者
の
側
に
立
っ
て
戦
わ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
の
で
す
。要
す
る
に
、ス
ト
ッ
ク
・

オ
プ
シ
ョ
ン
事
件
訴
訟
の
国
側
の
主
張
は
、
過

去
の
課
税
実
務
、
訴
訟
実
務
に
違
背
し
た
も
の

で
論
理
的
に
矛
盾
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

親
会
社
が
子
会
社
に
無
利
息
貸
付
を
し
て
支

援
す
る
と
、
子
会
社
の
業
績
が
回
復
し
子
会
社

株
式
の
価
値
も
増
加
し
、
配
当
も
復
活
す
る
こ

と
に
も
な
り
、
そ
の
結
果
、
子
会
社
株
式
を
保

有
す
る
親
会
社
も
財
政
状
態
が
良
く
な
る
の
は

当
た
り
前
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
な
ぜ
、
国
税

庁
は
、
従
前
、
利
息
相
当
額
の
供
与
は
対
価
性

が
な
く
寄
附
金
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
か
と
い

う
と
、
親
会
社
が
子
会
社
に
無
利
息
貸
付
を
し

て
支
援
し
た
と
し
て
も
、
業
績
の
回
復
が
確
実

に
見
込
ま
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
そ
の

支
援
が
無
駄
に
終
わ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う

る
か
ら
で
す
。
そ
の
よ
う
な
不
確
か
な
効
用
は
、

こ
こ
で
の
対
価
と
し
て
の
反
対
給
付
と
は
言
わ

な
い
の
で
す
。

　

対
価
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
こ
の
コ
ッ
プ

を
五
十
円
で
売
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
場
合
、
コ

ッ
プ
を
提
供
す
る
代
わ
り
に
五
十
円
の
代
金
を

取
得
す
る
と
い
う
場
合
の
関
係
が
対
価
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

親
会
社
が
子
会
社
に
無
利
息
貸
付
を
し
て
支

援
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
将
来
、
子
会
社
の
業

績
が
回
復
す
る
と
い
う
保
障
が
ど
こ
に
あ
り
ま

す
か
。
そ
ん
な
も
の
が
あ
れ
ば
、
日
本
の
子
会

社
は
倒
産
し
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
論
理
は
、
私

が
提
出
し
た
鑑
定
意
見
書
で
も
す
べ
て
論
じ
て

い
ま
す
し
、
納
税
者
も
そ
の
よ
う
な
主
張
を
展

開
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
で
も
無
視
さ
れ
た

の
で
す
。
そ
れ
が
現
実
の
税
務
訴
訟
の
現
実
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
認
識
し
て
お
く
こ
と
が
必

要
だ
と
思
い
ま
す
。
も
と
よ
り
、
す
べ
て
の
税

務
訴
訟
の
判
決
が
そ
う
で
あ
る
と
は
言
い
ま
せ

ん
が
、
租
税
実
体
法
の
困
難
な
解
釈
問
題
に
お

い
て
、
最
近
、
い
く
つ
か
の
判
決
で
、
そ
の
よ

う
な
不
整
合
な
解
釈
に
よ
る
課
税
上
の
不
公
平

が
発
生
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
て

お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

親
会
社
か
ら
子
会
社
役
員
へ
の
給
与
支
給
は
想
定
外

　

法
人
税
法
上
の
役
員
給
与
に
つ
い
て
、
同
法

第
三
四
条
一
項
は
、「
内
国
法
人
が
そ
の
役
員

に
対
し
て
支
給
す
る
給
与
の
額
は
、
…
…
」
と

規
定
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
親
会
社
の
内
国

法
人
が
そ
の
役
員
に
対
し
て
支
給
す
る
給
与
が

法
人
税
法
上
の
給
与
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て

い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
親
会
社
が
日

本
の
子
会
社
の
役
員
や
従
業
員
に
ス
ト
ッ
ク
・

オ
プ
シ
ョ
ン
を
付
与
し
行
使
益
を
与
え
た
場
合

に
は
、
法
人
税
法
上
の
給
与
に
は
該
当
し
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
法
人
税
法
の
役
員

給
与
は
、
親
会
社
の
場
合
に
は
、
そ
の
親
会
社

の
役
員
に
対
す
る
支
給
が
給
与
で
あ
り
、
ま
た
、

子
会
社
の
場
合
に
は
、
そ
の
子
会
社
役
員
に
対

す
る
支
給
が
役
員
給
与
で
す
。

　

す
な
わ
ち
、
法
人
税
法
上
の
役
員
給
与
に
は
、

法
人
（
親
会
社
）
が
自
社
の
役
員
に
支
給
す
る

も
の
が
給
与
で
あ
り
、
勤
務
し
て
い
な
い
他
の

法
人
（
子
会
社
）
の
役
員
に
対
し
て
支
給
す
る

も
の
は
給
与
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

つ
ま
り
、
親
会
社
か
ら
子
会
社
の
役
員
に
対
し

て
給
与
を
支
給
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
人
税

法
で
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
従
業
員
給
与
の
場
合
も
同
様
で
す
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
私
が
提
出
し
た
鑑
定

意
見
書
に
も
書
き
ま
し
た
が
、
判
決
で
は
、
判

断
の
対
象
に
も
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

た
だ
、
最
高
裁
平
成
十
八
年
の
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ

ト
の
事
件
の
判
決
（
資
料
２
）
は
、「
課
税
庁

が
従
来
の
取
扱
い
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
は
、
法
令
の
改
正
に
よ
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、

仮
に
法
令
の
改
正
に
よ
ら
な
い
と
し
て
も
、
通

達
を
発
す
る
な
ど
し
て
変
更
後
の
取
扱
い
を
納

税
者
に
周
知
さ
せ
、
こ
れ
が
定
着
す
る
よ
う
な

必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
し

て
、
加
算
税
を
取
り
消
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
ま

さ
に
租
税
法
律
主
義
を
優
先
し
た
考
え
方
で
す
。

　

こ
の
判
決
の
内
容
は
、
武
富
士
事
件
の
法
廷

意
見
、
ま
た
、
そ
の
須
藤
裁
判
長
の
補
足
意
見
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の
考
え
方
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
ま
し
て
、
あ
る

意
味
で
特
筆
す
べ
き
判
決
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
親
会
社
か
ら
子
会
社
の
従
業
員
等

に
対
す
る
ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
益

を
給
与
所
得
と
し
た
判
決
の
前
記
の
課
税
上
の

根
拠
を
前
提
と
す
れ
ば
、
親
会
社
が
子
会
社
従

業
員
等
の
慰
安
旅
行
の
費
用
を
負
担
し
た
場
合

に
は
、
両
者
の
関
係
は
雇
用
契
約
類
似
の
関
係

に
あ
る
こ
と
か
ら
、
親
会
社
の
福
利
厚
生
費
に

該
当
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
い
え
ま
し
ょ

う
。
ま
た
、
親
会
社
の
子
会
社
に
対
す
る
無
利

息
融
資
等
の
支
援
も
、
そ
の
た
め
に
子
会
社
の

業
績
が
回
復
す
る
こ
と
に
よ
り
親
会
社
が
享
受

す
る
で
あ
ろ
う
（
反
射
的
）
利
益
を
考
慮
し
て
、

寄
附
金
以
外
の
損
金
と
し
て
取
り
扱
う
と
い
う

の
が
、
ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
行
使
益
を
給

与
所
得
と
し
た
判
決
の
課
税
の
公
平
か
ら
の
理

論
的
帰
結
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
親
会
社
と
子
会
社
と
の
間
に
お
け

る
利
益
供
与
の
寄
附
金
課
税
は
、
こ
の
判
決
に

よ
り
崩
壊
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
現
実
に

は
、
製
薬
販
売
の
親
会
社
が
製
造
子
会
社
の
試

験
研
究
費
を
補
助
し
た
場
合
の
寄
附
金
課
税
の

新
聞
報
道
を
み
る
と
、
親
会
社
株
式
ス
ト
ッ

ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
益
を
給
与
所
得
と
し

た
判
決
と
の
整
合
性
は
、
全
く
考
慮
の
埒
外
と

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。
こ
の

よ
う
な
執
行
上
の
課
税
対
応
が
、
租
税
公
平
主

義
に
違
背
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ

て
い
な
い
よ
う
で
す
。
遺
憾
と
い
う
ほ
か
は
あ

り
ま
せ
ん
。

⑵
外
国
税
額
控
除
事
件

外
国
税
額
控
除
は
二
重
課
税
の
調
整

　

次
の
「
外
国
税
額
控
除
事
件
」
に
つ
い
て
は

「
資
料
４
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

Ｙ
は
外
国
─
─
ク
ッ
ク
島

─
─
の
会
社
、
銀
行
は
日
本
の

銀
行
で
、
Ｘ
社
と
Ｙ
社
は
親
子

会
社
の
関
係
に
あ
る
。
少
な
く

と
も
関
係
会
社
で
す
。

　

Ｙ
社
が
親
会
社
か
ら
直
接
借

入
を
す
る
と
三
〇
％
の
源
泉
税

が
課
税
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ

の
間
に
銀
行
な
ど
金
融
機
関

（
原
告
納
税
者
）
を
通
し
て
借

り
入
れ
る
と
一
五
％
の
税
率
と

な
る
。
そ
の
貸
付
資
金
は
、
Ｘ

社
か
ら
預
金
で
受
け
入
れ
、
そ

れ
を
Ｙ
社
の
貸
付
資
金
と
し
て

利
用
し
て
貸
し
付
け
る
、
と
い

う
関
係
に
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

そ
の
上
で
、
Ｙ
社
か
ら
金
融

機
関
に
支
払
っ
た
利
息
に
係
る
源
泉
徴
収
所
得

税
を
控
除
す
る
と
、
金
融
機
関
が
取
得
し
た
受

取
利
息
は
八
十
五
億
円
と
な
り
、
一
方
、
親
会

社
Ｘ
社
か
ら
預
け
ら
れ
た
預
金
に
対
す
る
支
払

利
息
は
九
十
億
円
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
う
す
る
と
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
ベ
ー
ス
で
み
る

と
、
金
融
機
関
は
五
億
円
不
足
（
損
失
）
し
て

い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
外
国
税
額
控
除
制

度
を
利
用
す
る
と
、
わ
ず
か
に
、
金
融
機
関
に

利
得
が
残
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
ス
キ
ー
ム
で

資料4  外国税額控除事件

○最高裁判決…制度の趣旨から著しく逸脱する態様で、損失が生じるだけの取引
をあえて行ったような場合には外国税額控除制度の濫用であり、我が国ひいて
は我が国の納税者の負担の下に取引関係者の利益を図るというほかない。そう
すると、本件取引に基づいて生じた所得に対する外国法人税を法人税法第６９
条の定める外国税額控除の対象とすることは、外国税額控除制度を濫用するも
のであり、さらには、税負担の公平を著しく害するものとして許されないという
べきである。

・この最高裁判決の解釈論理の前提として、外国税額控除制度は政策的税制の
恩恵的制度であるから、その制度の濫用である本件の場合は、外国税額控除は
認められないとしたものである。⇒限定解釈

（講演資料から）

※ 支払利息90が、税引後収益85を上回っている。

預　金

支払利息　90 受取利息　100
（源泉税15%→30%）

受取利息　85
　　（税込100）

支払利息　90 

1,000 
貸　付
1,000 

簡略化した概要

X　　社 Y　　社
（クック島）D　銀行
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す
。
本
判
決
に
よ
る
と
、
そ
の
五
億
円
の
不
足

分
は
、「
わ
が
国
の
納
税
者
の
負
担
の
下
に
」
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
こ

の
五
億
円
の
不
足
分
は
、
他
の
日
本
の
納
税
者

が
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
。

　

最
高
裁
判
決
は
、
外
国
税
額
控
除
制
度
に
つ

い
て
「
政
策
的
な
税
制
で
あ
る
」「
恩
恵
的
な

税
制
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
大
前
提
に
置
い

て
、
限
定
解
釈
に
よ
り
、
外
国
税
額
控
除
制
度

の
利
用
を
排
斥
し
た
も
の
で
す
が
、
私
は
こ
の

よ
う
な
理
論
的
前
提
自
体
に
疑
問
を
持
っ
て
い

ま
す
。

　

昭
和
二
十
年
か
ら
三
十
年
に
か
け
て
、
当
時

の
日
本
の
経
済
社
会
を
国
際
的
に
発
展
さ
せ
る

た
め
に
、
企
業
に
海
外
進
出
し
て
欲
し
い
と
い

う
要
請
が
あ
っ
た
時
代
で
す
。
そ
の
と
き
に
、

外
国
で
稼
い
だ
所
得
に
日
本
で
も
課
税
を
す
る

と
、
外
国
の
税
金
と
日
本
の
税
金
の
二
重
課
税

と
い
う
事
態
が
発
生
し
ま
す
。
こ
の
二
重
課
税

は
控
除
し
て
調
整
し
ま
す
か
ら
、
企
業
は
海
外

に
出
て
行
っ
て
欲
し
い
、
こ
う
い
う
政
策
が
、

外
国
税
額
控
除
の
出
発
点
で
す
。

　

し
か
し
、
現
在
の
外
国
税
額
控
除
は
、
そ
の

よ
う
な
政
策
的
な
も
の
が
ゼ
ロ
と
は
言
い
ま
せ

ん
が
、
よ
り
大
き
な
意
味
は
、
二
重
課
税
の
調

整
方
法
の
基
本
的
構
造
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
主
税
局
の
担
当
者
も
そ
の
よ
う
な
解
説
を

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

政
策
的
税
制
、
恩
恵
的
税
制
だ
か
ら
限
定
解

釈
し
て
厳
し
く
対
処
す
る
と
い
う
論
理
に
は
与

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
外
国
税
額
控
除
制

度
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
利
用
し
た
ら
利

得
が
残
る
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
銀
行

が
利
用
し
た
も
の
で
す
。

　

判
決
は
、
そ
の
五
億
円
の
不
足
分
は
、
外
国

税
額
控
除
に
よ
り
「
わ
が
国
の
納
税
者
の
負
担

の
下
に
取
引
関
係
者
の
利
益
を
図
る
と
い
う
ほ

か
な
い
。」
と
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
論
旨
を

文
字
通
り
理
解
す
れ
ば
、
こ
の
不
足
分
の
五
億

円
を
他
の
一
般
納
税
者
が
負
担
し
て
い
る
か
の

ご
と
く
判
示
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
租

税
負
担
の
事
実
や
制
度
自
体
は
現
実
に
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
高
裁
判

決
が
そ
の
控
除
を
否
定
し
た
の
は
、
そ
う
し
た

抽
象
的
な
表
現
に
よ
り
「
租
税
公
平
主
義
」
に

違
背
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
、
本
件
納
税
者
が
外
国
税
額
控

除
制
度
を
利
用
す
る
に
当
た
り
、
形
式
要
件
を

充
足
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
制
度

利
用
を
排
斥
す
る
た
め
、
す
な
わ
ち
、
租
税
法

律
主
義
に
違
背
す
る
と
も
い
え
る
限
定
解
釈
の

採
用
に
よ
り
そ
の
控
除
を
否
定
す
る
た
め
に
は
、

判
決
が
判
示
し
た
、「
納
税
者
の
負
担
の
下
に

取
引
関
係
者
の
利
益
を
図
る
と
い
う
ほ
か
な

い
」
と
い
う
現
実
の
事
実
を
証
明
す
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
証

明
し
て
な
い
本
件
最
高
裁
判
決
に
は
与
し
え
な

い
し
、
事
実
認
定
と
し
て
も
疑
問
が
あ
る
と
思

っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、「
外
国
税
額
控
除
制
度
の
濫
用
」

に
よ
り
租
税
負
担
の
公
平
を
著
し
く
害
す
る
も

の
と
し
て
、
当
該
制
度
の
適
用
に
関
し
て
限
定

解
釈
の
手
法
に
よ
り
、
そ
の
控
除
は
許
さ
れ
な

い
と
い
う
解
釈
を
展
開
し
た
最
高
裁
判
決
は
誤

り
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
解
釈
は
一
つ

の
解
釈
と
し
て
、
制
度
の
趣
旨
・
目
的
に
即
す

る
も
の
と
い
う
見
方
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
て

は
い
ま
す
。
た
だ
、
租
税
法
律
主
義
を
重
視
す

る
私
の
与
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
は
、
判
決
が
い
う
「
租
税
負
担
の
公
平
を
著

し
く
害
す
る
」
と
い
う
意
味
内
容
が
、
現
実
に

外
国
税
額
を
納
付
し
て
二
重
課
税
の
状
態
に
至

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
調
整
す
る
た
め

の
外
国
税
額
控
除
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
控
除

が
い
か
な
る
状
態
と
比
較
し
て
不
公
平
と
い
う

の
か
に
つ
い
て
、
そ
の
具
体
的
内
容
と
証
明
が

な
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。

　

租
税
法
律
主
義
の
見
地
か
ら
法
改
正
に
よ
り

手
当
て
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
筋
で
あ
る

と
考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
平
成
十
三
年
、

本
件
訴
訟
中
に
税
制
改
正
が
行
わ
れ
て
手
当
が

さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
、
本
件
の
よ
う
な
取
引
に
係
る
外
国
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税
額
控
除
は
、「
平
成
十
三
年
四
月
一
日
以
後

に
行
わ
れ
た
当
該
取
引
に
つ
い
て
は
適
用
し
な

い
」
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
改
正
条

文
を
文
理
解
釈
す
れ
ば
、「
同
年
の
四
月
一
日

前
に
行
わ
れ
た
取
引
は
、
外
国
税
額
控
除
は
認

め
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ

う
な
解
釈
か
ら
当
該
控
除
を
認
め
た
大
阪
高
裁

の
判
決
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
判
決
で
は
、「
四

月
一
日
以
後
の
取
引
か
ら
適
用
す
る
」
と
規
定

し
て
い
る
と
し
て
、
そ
れ
以
前
の
取
引
で
あ
る

本
件
訴
訟
の
取
引
は
外
国
税
額
控
除
を
認
め
る

べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
て
、
納
税
者
が
勝
訴
し

ま
し
た
。
最
高
裁
は
そ
う
し
た
税
制
改
正
に
よ

る
文
理
解
釈
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
判
示
を
捨

象
し
て
「
租
税
負
担
公
平
論
」
と
い
う
抽
象
的

な
公
平
論
で
、
納
税
者
の
主
張
を
排
斥
し
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

⑶
武
富
士
事
件

主
観
的
意
思
と
住
所
の
認
定
は
無
関
係

　

こ
の
事
件
は
「
資
料
５
」
の
と
お
り
で
す
。

要
す
る
に
、民
法
の
借
用
概
念
で
あ
る
「
住
所
」

の
「
生
活
の
本
拠
」
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う

こ
と
が
争
わ
れ
た
事
件
で
す
。

　

本
件
控
訴
審
判
決
は
、
租
税
回
避
の
意
思
に

よ
り
「
生
活
の
本
拠
」
を
日
本
と
し
た
も
の
で

す
が
、
租
税
回
避
と
い
う
主
観
的
意
思
と
は
関

係
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
租
税
回
避
の
意
思
で

海
外
に
出
国
し
た
と
し
て
も
、
例
え
ば
、
五
年
、

十
年
、
生
活
の
実
態
と
し
て
の
本
拠
が
外
国
に

あ
れ
ば
、
住
所
は
外
国
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

「
相
続
税
の
住
所
と
い
う
場
合
」
と
い
う
限
定

付
き
で
す
が
、「
租
税
回
避
で
香
港
に
行
っ
た

の
だ
か
ら
、
そ
の
う
ち
日
本
に
帰

っ
て
く
る
。
そ
れ
な
ら
な
お
日
本

に
住
所
が
あ
る
」
と
い
う
論
説
が

証
拠
と
し
て
提
出
さ
れ
た
よ
う
で

す
。
そ
れ
を
支
持
す
る
論
者
も
い

る
よ
う
で
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
将
来
の

予
測
に
よ
り
住
所
の
認
定
が
な
さ

れ
る
と
す
れ
ば
、
例
え
ば
、
外
国

に
期
限
付
き
で
転
勤
し
た
単
身
者

が
、
現
地
で
結
婚
し
た
場
合
に
は

日
本
に
帰
国
し
な
い
で
、
外
国
で

永
住
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら

れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
要
す
る
に
、

相
続
税
又
は
贈
与
税
等
の
課
税
時

期
に
お
い
て
、
生
活
の
本
拠
で
あ

る
住
所
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う

認
定
の
問
題
で
す
か
ら
、
主
観
的

な
租
税
回
避
の
意
思
は
無
関
係
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

一
審
で
は
鑑
定
意
見
書
を
書
い
て
い
ま
せ
ん

が
、
納
税
者
勝
訴
後
の
控
訴
審
で
、
国
側
は
、

「
香
港
と
日
本
に
二
つ
の
住
所
が
あ
る
」
と
い

う
主
張
を
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
控
訴
審
で
意

見
書
を
書
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
住
所
の
認
定

は
客
観
説
に
立
ち
、
か
つ
住
所
は
一
つ
と
い
う

単
一
説
を
採
っ
て
い
る
相
続
税
の
基
本
通
達
と

齟
齬
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。

資料5  武富士事件
（一審・納税者勝訴、控訴審・納税者敗訴、最高裁平成23年2月18日判決・納税者勝訴）

　「一定の場所が住所に当たるか否かは、客観的に生活の本拠たる実体を具備してい
るか否かによって決すべきものであり、主観的に贈与税回避の目的があったとしても、
客観的な生活の実体が消滅するものではないから、滞在日数を調整していたことを
もって、現に香港での滞在日数が本件期間中の約3分の2に及んでいる上告人につい
て、本件香港居宅に生活の本拠たる実体があることを否定する理由とすることはでき
ない。」

最高裁・須藤裁判長の補足意見
　「租税法律主義の下で課税要件は明確なものでなければならず、これを規定する条
文は厳格な解釈が要求されるのである。明確な根拠が認められないのに、安易に拡張
解釈、類推解釈、権利濫用法理の適用などの特別の法解釈や特別の事実認定を行っ
て、租税回避の否認をして課税することは許されないというべきである。そして、厳格
な法条の解釈が求められる以上、解釈論にはおのずから限界があり、法解釈によって
は不当な結論が不可避であるならば、立法によって解決を図るのが筋であって（現に、
その後、平成12年の租税特別措置法の改正によって立法で決着が付けられた。）、裁判
所としては、立法の領域にまで踏み込むことはできない。後年の新たな立法を遡及し
て適用して不利な義務を課すことも許されない。結局、租税法律主義という憲法上の
要請の下、法廷意見の結論は、一般的な法感情の観点からは少なからざる違和感も生
じないではないけれども、やむを得ないところである。」

（講演資料から）

TKCタックスフォーラム2014 特別講演
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こ
れ
に
対
し
て
、
国
側
は
、「
そ
れ
は
法
の

施
行
地
が
日
本
の
場
合
だ
。
そ
の
場
合
の
住
所

は
一
つ
だ
が
、
海
外
は
一
つ
で
な
く
て
も
よ

い
。」
と
主
張
し
ま
し
た
。

　

租
税
条
約
で
は
居
住
者
条
項
で
、
ど
ち
ら
の

居
住
者
と
し
て
取
り
扱
う
か
の
判
断
基
準
を
規

定
し
て
、
そ
れ
で
も
決
着
が
つ
か
な
け
れ
ば
相

互
協
議
で
決
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る

の
が
現
状
で
す
か
ら
、
か
か
る
住
所
複
数
説
を
、

国
側
（
課
税
庁
）
が
訴
訟
に
お
い
て
主
張
す
べ

き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
鑑
定
意
見
書
を

書
い
て
提
出
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
提

出
し
て
か
ら
二
カ
月
後
に
、
一
審
判
決
を
取
消

す
納
税
者
敗
訴
の
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
ま
し
た
。

　

上
告
審
は
新
し
い
弁
護
士
に
な
り
ま
し
た
が
、

「
控
訴
審
判
決
の
税
法
的
所
見
」
と
し
て
ま
と

め
て
上
告
の
際
に
参
考
資
料
と
し
て
添
付
し
て

い
た
だ
き
、
幸
い
に
も
、
最
高
裁
で
逆
転
勝
訴

の
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
、
最
高

裁
で
控
訴
審
判
決
が
支
持
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ

ま
で
、
旧
興
銀
事
件
、
岩
瀬
事
件
、
航
空
機
リ

ー
ス
事
件
等
の
秀
逸
な
判
決
の
論
理
が
否
定
さ

れ
る
に
等
し
い
と
い
う
危
惧
を
抱
い
て
い
ま
し

た
が
、
そ
の
危
惧
が
現
実
の
も
の
と
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
に
安
堵
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

特
に
、
法
廷
意
見
に
関
し
て
の
須
藤
裁
判
長

の
補
足
意
見
は
、
こ
の
審
理
に
お
け
る
租
税
公

平
主
義
と
租
税
法
律
主
義
の
葛
藤
が
忖
度
で
き

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
法
廷
意
見
及
び
そ
の
補
足

意
見
に
お
い
て
、
租
税
法
律
主
義
の
下
で
の
事

実
認
定
と
税
法
解
釈
の
限
界
を
踏
ま
え
正
鵠
を

射
た
判
断
が
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
今
後
の
税
法

解
釈
の
発
展
に
大
き
な
貢
献
を
果
た
し
た
も
の

と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

⑷
オ
ウ
ブ
ン
シ
ャ・ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
事
件

法
人
税
法
二
十
二
条
の「
取
引
」は「
簿
記
上
の
取
引
」

　

次
は
「
オ
ウ
ブ
ン
シ
ャ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ

（
以
下
、「
オ
ウ
ブ
ン
シ
ャ
」
と
い
う
。）
事
件
」

で
す
が
、「
資
料
６
」
の
図
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

日
本
の
オ
ウ
ブ
ン
シ
ャ
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
一

〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
子
会
社
の
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ク

に
お
い
て
、
新
株
三
〇
〇
〇
株
を
増
資
発
行
す

る
こ
と
を
決
議
し
、
新
株
主
の
ア
ス
カ
フ
ァ
ン

ド
（
オ
ラ
ン
ダ
）
は
こ
れ
を
引
き
受
け
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。

　

オ
ラ
ン
ダ
の
税
制
は
、
新
株
引
受
権
等
の
有

利
発
行
に
よ
る
、
日
本
で
い
う
受
贈
益
が
非
課

税
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
代
わ
り
オ
ラ
ン

ダ
に
は
日
本
の
戦
前
に
あ
っ
た
「
資
本
税
」
と

い
う
税
金
が
あ
り
ま
す
。

　

仮
に
、
オ
ラ
ン
ダ
で
受
贈
益
が
課
税
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
オ
ウ
ブ
ン
シ
ャ
事
件

は
お
そ
ら
く
起
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
日
本
の
場
合
に
は
、
新
株
の
有
利
発
行
を

引
き
受
け
た
新
株
主
が
、
そ
の
新
株
の
発
行
会

社
の
役
員
又
は
従
業
員
で
あ
れ
ば
、
そ
の
有
利

発
行
に
係
る
利
益
は
給
与
で
あ
り
、
そ
の
新
株

主
が
法
人
で
あ
れ
ば
受
贈
益
と
し
て
課
税
さ
れ

ま
す
。
従
前
、
わ
が
国
の
税
制
の
下
で
は
こ
れ

で
課
税
関
係
は
終
了
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
株

主
総
会
で
有
利
発
行
を
決
議
し
た
株
主
（
オ
ウ

ブ
ン
シ
ャ
）
に
対
し
て
、
譲
渡
と
し
て
課
税
す

る
な
ど
と
い
う
発
想
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

な
ぜ
な
ら
、オ
ウ
ブ
ン
シ
ャ
が
二
〇
〇
株（
一

〇
〇
％
）
を
所
有
し
て
い
た
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ク

に
お
い
て
、
三
〇
〇
〇
株
を
有
利
発
行
し
、
新

株
主
の
ア
ス
カ
フ
ァ
ン
ド
が
こ
れ
を
引
き
受
け

た
結
果
、
オ
ウ
ブ
ン
シ
ャ
の
株
式
所
有
割
合
は
、

二
〇
〇
株
分
の
二
〇
〇
株
（
一
〇
〇
％
）
か
ら
、

三
二
〇
〇
株
分
の
二
〇
〇
株
と
な
り
、
割
合
は

約
六
％
と
な
り
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
オ
ウ

ブ
ン
シ
ャ
は
株
式
を
通
じ
て
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ク

の
所
有
資
産
（
時
価
約
二
八
〇
億
円
）
を
間
接

的
に
支
配
し
て
い
た
も
の
が
、
こ
の
有
利
発
行

に
よ
っ
て
約
六
％
の
支
配
関
係
に
激
減
し
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ク
の
所
有
資
産

は
、
多
額
な
含
み
益
を
有
す
る
テ
レ
ビ
朝
日
株

式
で
す
が
、
オ
ウ
ブ
ン
シ
ャ
は
そ
の
含
み
益
を
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一
〇
〇
％
間
接
的
に
支
配
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

本
件
有
利
発
行
に
よ
る
持
株
割
合
の
減
少
（
約

六
％
）
に
伴
い
九
四
％
の
当
該
支
配
利
益
が
喪

失
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な

持
株
割
合
の
減
少
に
伴
う
間
接
支
配
関
係
（
持

株
割
合
）
の
減
少
に
つ
い
て
、
課
税
庁
は
、
有

利
発
行
を
決
議
し
た
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ク
の
株
主

で
あ
る
オ
ウ
ブ
ン
シ
ャ
に
対
し
て
、
低
額
譲
渡

と
し
て
収
益
を
認
定
し
て
寄
附
金
と
し
て
課
税

し
た
の
が
本
件
で
す
。

　

こ
れ
に
は
驚
き
ま
し
た
。
こ
ん
な
こ
と
が
あ

る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
一
審
判
決
（
藤
山
裁

判
長
）
は
、
要
す
る
に
こ
の
有
利
発
行
の
法
律

行
為
の
当
事
者
は
新
株
を
発
行
す
る
ア
ト
ラ
ン

テ
ィ
ク
と
新
株
を
引
き
受
け
た
ア
ス
カ
フ
ァ
ン

ド
の
間
の
取
引
で
あ
り
、
発
行
会
社
の
株
主
で

あ
る
オ
ウ
ブ
ン
シ
ャ
は
取
引
の
当
事
者
と
し
て

登
場
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
オ
ウ
ブ
ン
シ
ャ
が

資
産
を
譲
渡
し
た
も
の
と
し
て
、
譲
渡
益
課
税

と
寄
附
金
課
税
を
行
っ
た
の
は
違
法
で
あ
る
と

し
て
、
課
税
処
分
を
取
り
消
し
ま
し
た
。
こ
れ

は
当
然
の
論
理
で
す
。
発
行
会
社
の
構
成
員
で

あ
る
株
主
の
オ
ウ
ブ
ン
シ
ャ
は
、
ア
ト
ラ
ン
テ

ィ
ク
の
株
主
総
会
で
有
利
発
行
決
議
を
し
た
に

す
ぎ
ず
、
か
か
る
株
主
総
会
で
の
賛
成
の
意
思

表
示
が
、
法
律
行
為
（
取
引
）
の
当
事
者
に
な

る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
議
論
は
、

従
前
、
全
く
考
え
て
も
い
な
か
っ
た
内
容
で
す
。

　

私
は
、
こ
の
よ
う
な
総
会
で
の
株
主
の
意
思

表
示
は
、「
簿
記
上
の
取
引
に
は
該
当
し
ま
せ

ん
。
仕
訳
が
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
法
人
税
法
第

二
二
条
第
二
項
の
収
益
の
『
そ
の
他
の
取
引
』

に
は
該
当
し
ま
せ
ん
」
と
す
る
趣
旨
の
鑑
定
意

見
書
を
提
出
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、「
法
人
税
法
第
二
二
条
第

二
項
の
『
取
引
』
は
法
律
上
の
行
為
で
あ
る
」

と
い
う
論
者
の
見
解
が
あ
り
ま
す
が
、
私
が
、

法
人
税
法
第
二
二
条
の
第
二
項
及
び
第
三
項
の

「
取
引
」
は
「
簿
記
上
の
取
引
」
で
あ
る
と
主

張
し
た
理
由
は
、
我
が
国
法
人
税
法
が
確
定
決

算
主
義
を
採
用
し
て
い
る
以
上
は
─
─
別
段
の

定
め
は
別
で
す
が
─
─
確
定
決
算
で
承
認
さ
れ

た
財
務
諸
表
（
損
益
計
算
書
）
に
よ
る
企
業
利

益
を
基
礎
と
し
て
、
別
段
の
定
め
に
も
と
づ
き

申
告
調
整
を
行
っ
て
、
法
人
税
法
上
の
所
得
金

額
を
算
定
す
る
構
造
で
す
か
ら
、
そ
の
企
業
利

資料6  第三者有利発行を決議した株主に譲渡益課税したことによる矛盾
～オウブンシャ・ホールディング事件逆転判決の論理矛盾

○最高裁平成18年1月24日判決は、三者間の合意があれば「法人税法22条2項の取
引」であるという論理により、株式の譲渡として譲渡利益の存在を認定したが、株
主総会における株主の意思表示（第三者割当による有利発行増資に賛成）によって
は、資産・負債・資本に変動をもたらすことにならないから、「簿記上取引」には該当し
ない。株式の持株割合は発行済株式に占める保有株式の割合であり、その有利発
行（3000株）により、既存株主（オウブンシャ）の持株割合が減少したからといって、
オウブンシャが従前から保有するアトランティクの200株は1株も移転していないか
ら、そこに株式の譲渡による収益が発生することはない。すなわち、このような第三
者有利発行増資によって、既存株主（オウブンシャ）の保有する株式の取得価額を超
える株式の含み益が、第三者の有利発行増資により実現したことにはならないので
あり、収益の発生として認識することは不可能であるということである。最高裁は、
このような解釈上の基本的にして重要な論点の検証を怠った結果、きわめて疑問の
ある理解不能の判決を言い渡したことになる。

○判決は課税の公平視点から、既存株主が多額の含み益を無税で移転させたことに
対する抵抗が背景にある。しかし、それは、未実現の株式の含み益が有利発行増資
で消滅したという理解に立てば、格別問題はない。これを不正義というのであれば、
現行法の下での課税は困難であるから、個別規定（別段の定め）により、簿記上の取
引とは別の税法固有の規定による規制を図るべきものである。
　　オランダ税制は新株主の受贈益は非課税とされているが、オランダで課税されて
いたのであれば本件の課税問題が発生したと考えているが、それは、純理論的には
誤った判断である。我が国の法人税法は受贈益として課税されるので、オウブンシャ
事件のような課税は行われないと考えているが、それも、本来、オウブンシャ事件の
判例理論とは矛盾する不整合なものである。しかし、それ以上に、疑問のある課税が
これ以上行われないことを願うのみである。

（講演資料から）

持分割合減少（200/200株・100%➡
200/3200株・6.3%）に応じた含み益の
収益認定・寄附金課税

割当て3,000株払込み

有利発行決議

事案の概要

オウブンシャ・
ホールディング

200株

発行会社
アトランティク

新株主
アスカファンド
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益
の
構
成
要
素
で
あ
る
収
益
（
益
金
）
及
び
費

用
・
損
失
（
損
金
）
は
、
企
業
会
計
に
お
け
る

簿
記
上
の
技
術
に
よ
り
仕
訳
さ
れ
た
取
引
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

か
ら
で
す
。

　

換
言
す
れ
ば
、
災
害
損
失
は
法
的
意
義
の
取

引
で
は
な
い
も
の
の
「
簿
記
上
の
取
引
」
と
し

て
損
失
と
さ
れ
、
ま
た
、
売
買
契
約
締
結
は
法

的
意
義
の
取
引
で
す
が
、
そ
こ
に
、
金
銭
等
の

支
払
い
が
発
生
し
て
な
い
場
合
に
は
、「
簿
記

上
の
取
引
」
に
は
該
当
し
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味

か
ら
も
、
法
人
税
法
第
二
二
条
の
「
取
引
」
は
、

そ
こ
で
、
無
償
の
役
務
提
供
等
の
特
定
さ
れ
て

い
る
取
引
は
簿
記
上
の
取
引
の
有
無
を
論
ず
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
そ
の
他
の
取
引
」

と
さ
れ
て
い
る
場
合
の
「
取
引
」
は
、「
簿
記

上
の
取
引
」
を
意
味
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
で

あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

財
団
法
人
を
使
っ
た
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
の
回
避

　

こ
の
新
株
主
・
ア
ス
カ
フ
ァ
ン
ド
が
有
利
発

行
を
引
き
受
け
て
払
込
み
、
そ
の
結
果
、
利
益

を
受
け
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
ア
ス
カ
フ
ァ
ン

ド
の
株
主
は
財
団
法
人
で
す
。
こ
の
ス
キ
ー
ム

は
、
こ
こ
に
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

オ
ラ
ン
ダ
法
人
の
ア
ス
カ
フ
ァ
ン
ド
は
、
こ
の

よ
う
な
受
贈
益
に
つ
い
て
は
オ
ラ
ン
ダ
税
制
の

下
で
非
課
税
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の

日
本
の
株
主
に
対
し
て
、
わ
が
国
の
タ
ッ
ク
ス

ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
が
適
用
さ
れ
る
は
ず
で
す
。

と
こ
ろ
が
財
団
法
人
（
公
益
法
人
）
に
は
タ
ッ

ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
は
適
用
さ
れ
な
い
こ

と
か
ら
、
こ
の
点
に
着
眼
し
て
、
公
益
法
人
を

株
主
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
こ
ま

で
は
な
か
な
か
考
え
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
オ
ウ
ブ
ン
シ
ャ
事
件
の
事
案
は
、
こ
こ

で
の
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
の
適
用
を

排
除
し
た
と
い
う
点
に
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
、
い

わ
ば
、
完
全
な
租
税
軽
減
の
手
法
と
も
い
え
ま

す
。

　

ま
た
、
オ
ウ
ブ
ン
シ
ャ
事
件
の
判
決
は
、
有

利
発
行
増
資
を
引
き
受
け
た
ア
ス
カ
フ
ァ
ン
ド

に
二
〇
〇
億
円
の
受
贈
益
が
発
生
し
た
と
す
る

と
、
そ
の
一
〇
〇
％
支
配
の
株
主
で
あ
る
財
団

法
人
Ｘ
は
二
〇
〇
億
円
の
利
益
を
間
接
的
に
支

配
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
利
益
を
享
受
し

て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
方
、
ア
ト
ラ
ン

テ
ィ
ク
の
有
利
発
行
増
資
を
決
議
し
た
株
主
と

し
て
の
オ
ウ
ブ
ン
シ
ャ
は
二
〇
〇
億
円
の
マ
イ

ナ
ス
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
財
団
法
人
が
オ
ウ

ブ
ン
シ
ャ
の
一
〇
〇
％
支
配
の
株
主
だ
と
す
れ

ば
、
株
主
の
財
団
法
人
か
ら
す
る
と
、
二
〇
〇

億
円
の
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
が
同
時
に
発
生
し

て
、
ゼ
ロ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
問
題
は
発
生

し
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

す
な
わ
ち
、
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ク
の
株
主
の
オ

ウ
ブ
ン
シ
ャ
が
低
額
譲
渡
し
た
と
認
定
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
そ
の
株
主
で
あ
る
財
団
法
人
（
現

実
は
五
〇
％
の
所
有
）
に
ま
で
、
な
ぜ
遡
ら
な

い
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
ま
す
。
な
ぜ
株
主

を
オ
ウ
ブ
ン
シ
ャ
の
一
段
階
の
株
主
に
と
ど
め

て
議
論
す
る
の
か
、
そ
れ
は
い
か
な
る
法
の
規

定
に
よ
る
の
か
、
と
い
う
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が

生
ず
る
の
が
こ
の
オ
ウ
ブ
ン
シ
ャ
事
件
で
あ
り
、

前
代
未
聞
の
疑
問
の
あ
る
課
税
で
あ
り
判
決
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
有
利
発
行
増
資
に

対
し
て
、
法
律
行
為
の
当
事
者
で
は
な
い
増
資

会
社
の
構
成
員
の
株
主
に
対
し
て
、
株
式
保
有

割
合
の
減
少
を
株
式
の
譲
渡
と
認
識
し
て
含
み

益
が
実
現
し
た
と
し
て
譲
渡
課
税
す
る
こ
と
に

対
す
る
違
和
感
で
す
。

　

オ
ウ
ブ
ン
シ
ャ
に
株
式
の
譲
渡
に
よ
る
収
益

が
発
生
し
、
無
償
で
供
与
し
た
と
し
て
寄
附
金

と
認
定
し
た
以
上
、
オ
ウ
ブ
ン
シ
ャ
が
保
有
す

る
株
式
が
移
転
し
て
い
る
こ
と
が
そ
の
当
然
の

前
提
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
オ
ウ
ブ
ン
シ

ャ
が
保
有
す
る
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ク
株
式
の
二
〇

〇
株
は
、
一
株
と
し
て
オ
ウ
ブ
ン
シ
ャ
か
ら
移

転
し
て
は
い
な
い
の
で
す
。
確
か
に
、
オ
ウ
ブ

ン
シ
ャ
が
保
有
す
る
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ク
株
式
の

保
有
割
合
は
、
一
〇
〇
％
（
二
〇
〇
株
／
二
〇

〇
株
）
か
ら
、
六
・
二
五
％
（
二
〇
〇
株
／
三
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二
〇
〇
株
）
に
低
下
し
て
い
ま
す
が
、
二
〇
〇

株
の
保
有
株
式
は
一
株
も
移
動
し
て
い
な
い
の

で
す
か
ら
、
そ
れ
を
株
式
の
譲
渡
と
し
て
認
識

す
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
オ
ウ
ブ
ン
シ
ャ
の

資
産
に
は
、
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ク
の
二
〇
〇
株
の

株
式
以
外
に
同
社
の
持
株
割
合
が
資
産
と
し
て

計
上
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

株
式
が
一
株
も
移
転
し
て
い
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
ど
う
し
て
株
式
の
譲
渡
益
が
認
識
さ

れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
私
に
は
、
全
く
理
解
で

き
ま
せ
ん
。

　

残
念
な
こ
と
で
す
が
、
こ
の
訴
訟
事
件
の
判

決
で
は
、
こ
う
し
た
議
論
が
完
全
に
捨
象
さ
れ

無
視
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
判
決
を

支
持
す
る
論
者
も
多
い
の
で
す
が
、
こ
こ
で
指

摘
し
た
問
題
点
・
疑
問
点
に
つ
い
て
は
全
く
論

じ
て
い
ま
せ
ん
。
極
め
て

残
念
な
こ
と
で
す
。
今
後
、

こ
の
最
高
裁
判
決
が
先
例

と
し
て
、
わ
が
国
で
行
わ

れ
る
有
利
発
行
増
資
の
課

税
に
影
響
す
る
こ
と
が
懸

念
さ
れ
ま
す
が
、
こ
こ
で

指
摘
し
た
疑
問
点
を
解
消

し
て
初
め
て
、
先
例
と
し

て
の
価
値
あ
る
最
高
裁
判

決
と
し
て
評
価
す
べ
き
で

あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

⑸
ヤ
フ
ー
事
件
判
決

　

最
後
に
「
ヤ
フ
ー
事
件
」
に
つ
い
て
触
れ
て

お
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
前
に
、
租
税

回
避
行
為
の
否
認
の
現
状
の
混
迷
を
明
ら
か
に

し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
、

ヤ
フ
ー
事
件
の
課
税
処
分
及
び
一
審
判
決
の
判

示
に
連
関
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。

同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
規
定
適
用
の
現
状
と
混
迷

　

現
在
の
租
税
回
避
の
否
認
の
課
税
実
務
及
び

判
決
は
、
理
論
的
整
理
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た

め
に
混
迷
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

事
象
の
一
つ
と
し
て
、「
個
人
株
主
か
ら
同
族

会
社
の
過
大
管
理
料
の
否
認
と
対
応
的
調
整
」

と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
現
在
の
判
例
や
課
税
実
務
は
、
家

主
で
あ
る
個
人
の
株
主
か
ら
管
理
会
社
の
同
族

会
社
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
管
理
料
が
過
大
で

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
過
大
部
分
の
管
理
料
の

必
要
経
費
を
所
得
税
法
第
一
五
七
条
で
否
認
し

て
い
る
の
が
課
税
実
務
で
あ
り
判
例
で
す
。
平

成
元
年
の
判
決
で
初
め
て
過
大
管
理
料
の
必
要

経
費
算
入
が
同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
規

定
の
適
用
に
よ
り
否
認
さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ

の
必
要
経
費
控
除
が
否
認
さ
れ
る
こ
と
は
当
然

で
す
が
、
そ
の
否
認
の
根
拠
を
所
得
税
法
第
一

五
七
条
の
同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
規
定

を
適
用
し
て
行
う
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
ま
で
、
私
も
思
い
を
い
た
し
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
過
大
管
理
料
の
必
要
経
費
否

認
は
、
過
大
管
理
料
の
過
大
部
分
の
支
出
は
、

管
理
料
の
性
格
を
有
し
な
い
株
主
か
ら
同
族
会

社
に
対
す
る
贈
与
と
し
て
認
定
す
べ
き
も
の
で

あ
り
、
そ
の
上
で
、
そ
の
贈
与
は
、
株
主
の
不

動
産
所
得
の
計
算
上
、
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ

な
い
と
い
う
否
認
が
合
理
的
で
あ
る
と
い
え
る

わ
け
で
す
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
贈
与
事
実
の

認
定
に
よ
る
必
要
経
費
の
否
認
は
、
私
法
上
の

事
実
認
定
の
問
題
と
し
て
、
そ
の
管
理
料
の
う

ち
の
過
大
部
分
を
証
明
し
て
贈
与
と
認
定
し
た
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上
で
、
そ
の
贈
与
部
分
は
株
主
個
人
の
不
動
産

所
得
の
計
算
上
、
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
な
い

と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
に
よ
る
否
認
で
あ
り
、
そ
の

認
定
を
抜
き
に
し
て
、
過
大
部
分
の
必
要
経
費

性
を
否
認
す
る
根
拠
と
し
て
、
同
族
会
社
の
行

為
計
算
の
否
認
規
定
を
持
ち
出
す
必
要
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

租
税
回
避
行
為
の
否
認
の
規
定
で
あ
る
同
族

会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
規
定
は
、
事
実
認
定

（
特
に
実
質
主
義
に
よ
る
事
実
認
定
）、
税
法
の

解
釈
適
用
等
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
講
じ
て
も
否

認
で
き
な
い
場
合
の
最
後
の
手
段
と
し
て
、
税

法
上
に
お
い
て
の
み
、
異
常
不
合
理
な
行
為
計

算
を
否
認
し
て
、
こ
れ
と
同
様
の
経
済
的
成
果

を
生
じ
さ
せ
る
経
済
的
合
理
的
な
行
為
計
算
に

引
き
直
す
の
が
、
同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否

認
規
定
で
あ
り
、
そ
れ
が
租
税
回
避
行
為
の
否

認
の
法
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
ほ

し
い
も
の
で
す
。

　

仮
に
、
不
動
産
管
理
を
行
っ
て
い
る
者
が
非

同
族
会
社
又
は
個
人
で
あ
れ
ば
、
所
得
税
法
第

一
五
七
条
の
適
用
は
機
能
し
ま
せ
ん
。
こ
の
場

合
、
そ
の
過
大
管
理
料
が
個
人
の
必
要
経
費
に

算
入
さ
れ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
許
さ
れ
ま

せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
過
大
管
理
料
の
過
大
部
分

を
贈
与
と
認
定
し
て
、
そ
の
必
要
経
費
性
を
否

定
す
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
管
理
を
個
人
が

行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
家
主
の
過
大
管
理
料

の
必
要
経
費
不
算
入
と
と
も
に
、
管
理
人
の
個

人
に
は
、
過
大
部
分
を
贈
与
と
認
定
し
て
贈
与

税
を
課
税
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
よ
う
な
贈
与
の
認
定
は
、
私
法
上
の
領
域

に
お
け
る
事
実
認
定
の
実
質
主
義
の
適
用
の
場

面
で
あ
り
、
同
族
会
社
に
限
定
さ
れ
ず
に
広
く

適
用
で
き
る
も
の
で
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
同

族
会
社
の
場
合
も
同
様
の
贈
与
認
定
に
よ
り
、

過
大
部
分
の
管
理
料
の
必
要
経
費
性
を
否
認
す

べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
当
然
の
事
理
で
あ
る

と
考
え
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
現
在
の
課
税
実
務
、
裁
決
及
び

判
例
は
、
こ
の
同
族
会
社
の
過
大
管
理
料
の
支

払
い
は
、す
べ
て
、所
得
税
法
第
一
五
七
条
（
同

族
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
規
定
）
を
適
用
し

て
、
そ
の
比
準
法
人
の
平
均
管
理
料
を
上
回
る

部
分
の
必
要
経
費
性
を
否
認
し
て
い
ま
す
。
そ

う
す
る
と
、
平
成
十
八
年
度
改
正
に
よ
り
創
設

さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
対
応
的
調
整
が
適
用
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
す
。

　

す
な
わ
ち
、
個
人
の
必
要
経
費
性
が
否
認
さ

れ
た
過
大
な
管
理
料
部
分
は
、
こ
れ
を
受
領
し

た
同
族
会
社
に
お
い
て
益
金
に
算
入
さ
れ
て
い

る
か
ら
、
こ
れ
を
減
算
す
る
と
い
う
対
応
的
調

整
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
解
説
が
み
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
一
方
で
、

同
族
会
社
以
外
の
法
人
又
は
個
人
に
対
し
て
過

大
管
理
料
を
支
払
っ
て
い
る
場
合
の
必
要
経
費

性
の
否
認
の
場
合
に
は
、
贈
与
と
認
定
し
て
否

認
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
対
応
的
調
整

に
よ
る
減
算
は
不
可
能
で
す
。
こ
の
よ
う
な
点

に
お
い
て
も
、
現
在
の
所
得
税
法
第
一
五
七
条

に
よ
る
過
大
管
理
料
の
必
要
経
費
性
否
認
は
矛

盾
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
証
明
で
き
る
の
で

す
。

　

さ
ら
に
、
株
主
（
個
人
）
か
ら
同
族
会
社
に

対
す
る
無
償
又
は
低
額
な
役
務
提
供
に
つ
い
て
、

同
規
定
を
適
用
し
て
、
そ
の
適
正
な
役
務
提
供

の
対
価
（
現
在
の
課
税
事
例
は
利
息
収
入
と
地

代
家
賃
の
収
入
認
定
）
を
認
定
し
て
い
ま
す
が
、

非
同
族
会
社
に
対
す
る
無
償
等
の
役
務
提
供
は
、

こ
れ
を
否
認
し
て
適
正
な
対
価
収
入
を
認
定
す

る
法
律
の
根
拠
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
収
入
の

認
定
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
も
、
平
和
事

件
や
転
貸
方
式
に
よ
る
家
賃
収
入
の
認
定
の
よ

う
に
、
同
族
会
社
に
対
す
る
役
務
提
供
に
つ
い

て
は
、
適
正
収
入
を
認
定
し
て
課
税
し
、
他
方
、

同
族
会
社
以
外
に
対
す
る
役
務
提
供
に
つ
い
て

は
否
認
で
き
ず
、
そ
の
無
償
又
は
低
額
の
役
務

提
供
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
課
税
上
の
不

公
平
（
矛
盾
）
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

従
前
か
ら
、
私
は
、
個
人
に
対
し
て
、
同
族

会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
規
定
を
適
用
す
る
こ

と
に
よ
る
矛
盾
を
指
摘
し
て
い
ま
す
が
、
課
税

実
務
、
裁
決
及
び
判
決
で
は
、
こ
の
よ
う
な
矛

盾
に
つ
い
て
一
切
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
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の
が
現
状
で
す
。
こ
の
こ
と
が
、
そ
の
後
の
租

税
回
避
行
為
の
否
認
の
課
税
に
混
迷
を
き
た
し

て
い
る
一
因
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

租
税
法
律
主
義・文
理
解
釈
を
軽
視
し
た
判
決

　

ヤ
フ
ー
事
件
判
決
に
つ
い
て
の
私
の
意
見
は

「
資
料
７
」
で
ま
と
め
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ

を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
私
の
意
見
は
、
要
す

る
に
、
ヤ
フ
ー
の
一
審
判
決
は
、
租
税
法
律
主

義
や
文
理
解
釈
を
軽
視
し
た
結
果
、
か
か
る
判

決
の
論
理
が
導
け
た
の
で
あ
っ
て
、
納
税
者
の

予
測
可
能
性
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
判

決
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

本
判
決
は
、
特
定
役
員
就
任
要
件
（
経
営
参

画
要
件
）
の
当
該
役
員
就
任
の
期
間
を
法
定
し

て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
期
間
が
短

期
間
で
あ
る
こ
と
、
事
業
規
模
が
五
十
倍
も
あ

る
こ
と
、
そ
の
合
併
に
よ
り
従
業
員
を
引
き
継

い
で
い
な
い
こ
と
等
の
要
素
を
認
定
し
て
、
共

同
事
業
性
の
欠
如
を
認
定
し
て
い
ま
す
。
そ
も

そ
も
、
み
な
し
共
同
事
業
要
件
の
二
つ
の
異
な

る
要
件
の
う
ち
、
二
つ
目
の
要
件
は
、
事
業
関

連
性
と
特
定
役
員
就
任
要
件
の
二
要
件
が
規
定

さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
で
は
特
定
役
員

就
任
の
期
間
限
定
も
な
い
し
、
事
業
規
模
要
件

や
合
併
法
人
か
ら
の
従
業
員
引
継
要
件
も
法
定

資料7  ヤフー事件判決の租税回避概念の拡大と混迷
──ヤフー事件判決の「租税回避」の概念

　判決は、法人税法第132条の2の「法人税の負担を不当に減少させる結果とな
ると認められるもの」の意義・範囲について、①同条の趣旨、組織再編成の特性、
個別規定の性格などに照らせば、同条の「法人税の負担を不当に減少させる結果
となると認められるもの」とは、（ⅰ）法人税法第132条と同様に、取引が経済取引と
して不合理・不自然である場合のほか、（ⅱ）一連の組織再編成に係る税負担を減
少させる効果を有するものの、当該効果を容認することが組織再編税制の趣旨・
目的又は当該個別規定の趣旨・目的に反することが明らかであるものを含むもの
と解することが相当である。②この場合、個々の行為について個別にみると、事業
目的がないとはいえないような場合であっても、その行為による税負担の減少効
果が、組織再編成全体としてみた場合に組織再編税制の趣旨・目的に明らかに反
し、又は個々の行為を規律する個別規定の趣旨・目的に明らかに反するときは、上
記（ⅱ）に該当するというべきこととなる、と判示している。
　かかる判示は、従前、租税回避行為を否認する規定として理解されている同族
会社の行為計算の否認規定の租税回避行為の意義・範囲とは異なる「租税回避行
為」概念を判示したものということができるであろう。しかし、租税回避行為の概
念を措定するに当たって、制度の趣旨・目的に反するか否か、つまり、それに反する
場合には、租税回避行為に該当し、その上で、租税回避の否認規定である同規定
により否認されると解することができるのであろうか。租税回避行為の概念は、法
条の趣旨・目的に反する行為計算は、租税回避行為に該当するという議論は、これ
までの講学上の議論としてはあり得ないことである。そもそも、法条の解釈とし
ては、条文の文言の文理解釈によることが基本的原則であり、特に、租税法律主義
により納税者の予測可能性を担保するという租税法の解釈では、そのことがより
重要であることは論ずるまでもない。このことは、従前の学問上の議論を前提と
すれば、「組織再編成の趣旨・目的に違背する行為」＝「狭義の租税回避行為」とい
う図式は成立する余地はない。
　このように考えると、租税回避行為の意義・範囲を拡大した判決という理解に立
つのではなく、組織再編成の行為計算の否認規定（法132の2）は租税回避行為を
否認する趣旨の他に、制度の趣旨・目的に反する行為を否認する規定であると 
いう法文の解釈論に立った判決ということができなくはない。つまり、同規定は、
組織再編成の「狭義の租税回避行為」を否認する趣旨のほかに、同規定の条文解
釈として、組織再編成の課税制度の趣旨・目的に反するものは、組織再編成税制の
適用の埒外にあるとして、その制度適用を否認する条文であるという理解も可能
となるともいえよう。
　しかしながら、このような理解に立つとすれば、条文解釈は、条文の文理に即し
た文理解釈が原則であり、この文理解釈により得られた結論が、社会通念として
不合理な結論を導く場合に初めて、論理解釈を採用して、縮小・拡大・類推等の解
釈手法により合理的な結論を得ようとする、従前の解釈手法とは異なるという疑
問に答える必要があるが、本判決は、この点については一切触れるところではな
い。
　そうとすると、本判決は、法人税法第132条の2は創設当時の税制調査会の答
申にあるように、租税回避を否認する趣旨と理解することにならざるを得ない。そ
の結果、従前の学説上の租税回避行為の概念（狭義の租税回避行為）とは真っ向
から抵触することになるが、本判決は、この点についての明確な答えを提示してい
るものではない。今後、この判決を巡っては、学問上の議論（批判）が行われること
になるであろう。

（講演資料から）
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し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
判
決
は
、

か
か
る
法
定
さ
れ
て
い
な
い
八
つ
の
要
素
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
た
上
で
、
み
な
し
共
同
事
業

要
件
を
満
た
し
た
合
併
に
か
か
る
被
合
併
法
人

の
青
色
欠
損
金
を
承
継
で
き
る
と
い
う
個
別
規

定
の
趣
旨
目
的
（
移
転
資
産
の
支
配
継
続
）
に

反
す
る
と
し
て
、
法
人
税
法
第
一
三
二
条
の
二

（
組
織
再
編
成
の
行
為
計
算
の
否
認
）
を
適
用

し
た
課
税
処
分
を
適
法
と
し
た
も
の
で
す
。

　

そ
も
そ
も
、
組
織
再
編
成
又
は
そ
の
個
別
規

定
の
趣
旨
目
的
に
反
す
る
行
為
計
算
を
「
租
税

回
避
行
為
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、こ
れ
を
「
租

税
回
避
行
為
」
と
し
て
い
な
い
法
人
税
法
第
一

三
二
条（
同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
規
定
）

の
枝
番
と
し
て
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、
組
織

再
編
成
税
制
の
一
つ
と
し
て
、
明
確
に
否
認
要

件
を
法
定
し
て
対
処
す
べ
き
も
の
で
し
ょ
う
。

　

本
判
決
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
趣
旨
目
的
基

準
が
採
用
さ
れ
た
の
は
、
立
法
当
時
の
立
案
担

当
者
に
よ
る
鑑
定
意
見
書
が
大
き
な
影
響
を
与

え
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
文
理
解

釈
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
結
論
が
、
結
果
的
妥
当

性
の
担
保
さ
れ
る
内
容
で
あ
れ
ば
、
法
の
趣
旨

目
的
に
遡
っ
て
解
釈
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
は
、

法
解
釈
の
常
識
で
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
①
事

業
関
連
性
と
②
特
定
役
員
就
任
要
件
を
充
足
す

る
本
件
ヤ
フ
ー
の
場
合
に
は
、
そ
れ
以
上
に
法

の
趣
旨
目
的
を
論
ず
る
必
要
は
な
い
と
い
う
の

が
、
税
法
解
釈
の
理
論
的
帰
結
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

そ
の
意
味
で
、
本
判
決
は
文
理
解
釈
等
の
解

釈
法
理
を
誤
り
、
そ
の
結
果
、
租
税
法
律
主
義

に
違
背
し
た
解
釈
を
採
用
し
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

課
税
庁
及
び
本
判
決
は
、
法
人
税
法
第
一
三

二
条
の
「
不
当
に
減
少
し
て
い
る
」
場
合
と
、

法
人
税
法
第
一
三
二
条
の
二
の
そ
れ
と
は
異
な

る
理
解
を
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
が
、

そ
う
で
あ
れ
ば
、
法
人
税
法
第
一
三
二
条
の
枝

番
で
は
な
く
別
の
規
定
と
し
て
法
定
す
べ
き
こ

と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
ま
た
、

か
か
る
論
理
は
、
所
得
税
法
第
一
五
七
条
及
び

相
続
税
法
第
六
四
条
の
各
三
項
に
お
い
て
、
法

人
税
法
第
一
三
二
条
の
二
と
同
様
の
組
織
再
編

成
の
租
税
回
避
否
認
規
定
が
措
置
さ
れ
て
い
ま

す
が
、同
一
の
条
文
の
第
一
項
と
第
三
項
の「
不

当
に
減
少
し
て
い
る
」
と
い
う
同
一
用
語
の
法

的
意
義
又
は
意
味
内
容
が
異
な
る
と
い
う
の
は
、

文
理
解
釈
か
ら
は
理
解
不
能
で
あ
り
、
常
識
的

な
理
解
の
域
を
超
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ヤ
フ
ー
事
件
判
決
は
、
こ
れ

ま
で
の
講
学
上
の
「
租
税
回
避
行
為
」
の
概
念

に
つ
い
て
、
大
幅
に
修
正
を
加
え
た
も
の
で
す

が
、
そ
れ
は
、
租
税
法
律
主
義
を
背
景
と
し
た

文
理
解
釈
か
ら
は
導
く
こ
と
の
で
き
な
い
解
釈

で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
租
税
回
避
行
為
を
否
認
す
る
包
括

的
否
認
規
定
で
あ
る
同
族
会
社
の
行
為
計
算
の

否
認
規
定
や
組
織
再
編
成
の
行
為
計
算
の
否
認

規
定
が
、
ど
の
よ
う
な
機
能
を
有
す
る
の
か
と

い
う
点
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の

点
の
認
識
が
混
乱
し
て
い
る
た
め
に
、
租
税
負

担
軽
減
行
為
が
「
租
税
回
避
」
と
い
う
概
念
で

一
括
り
に
さ
れ
て
、
課
税
の
公
平
と
い
う
視
点

か
ら
広
く
否
認
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
い
う
の

が
、
現
在
の
特
質
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
本
来
の
講
学

上
の
「
狭
義
の
租
税
回
避
行
為
」（
否
認
さ
れ

る
租
税
回
避
）
の
概
念
が
捨
象
又
は
失
念
さ
れ

て
、「
意
図
し
た
租
税
負
担
の
軽
減
行
為
＝
租

税
回
避
行
為
」
と
い
う
構
図
に
従
い
、
本
来
の

否
認
さ
れ
る
べ
き
講
学
上
の
「
狭
義
の
租
税
回

避
行
為
」
と
は
異
な
る
節
税
の
範
疇
に
入
る
租

税
負
担
軽
減
行
為
が
、
安
易
に
租
税
回
避
（
軽

減
）
の
意
思
が
あ
る
も
の
と
認
定
さ
れ
否
認
さ

れ
る
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
過
大
管
理
料
の

過
大
部
分
の
必
要
経
費
不
算
入
は
、
所
得
税
法

第
一
五
七
条
に
よ
り
否
認
す
る
の
で
は
な
く
、

同
族
会
社
以
外
の
過
大
管
理
料
も
否
認
で
き
る

事
実
認
定
の
実
質
主
義
に
よ
り
、
過
大
部
分
の

支
払
い
は
贈
与
と
し
て
否
認
す
る
こ
と
に
よ
る

べ
き
と
こ
ろ
（
法
基
通
七

−

三

−

一
参
照
）、
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安
易
な
同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
規
定
を

適
用
と
し
て
否
認
し
て
い
る
と
い
う
無
理
解
が
、

租
税
回
避
行
為
の
否
認
論
に
関
す
る
課
税
実
務

及
び
裁
判
実
務
を
混
迷
に
至
ら
し
め
て
い
る
と

考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
組
織
再
編
成
の
租
税
回
避
が
問
題

と
な
っ
た
ヤ
フ
ー
事
件
で
は
、
当
時
の
主
税
局

の
立
案
担
当
者
の
論
説
や
座
談
会
、
さ
ら
に
は

同
人
の
鑑
定
意
見
書
が
公
表
さ
れ
て
お
り
、
そ

れ
を
見
る
限
り
、
租
税
回
避
行
為
の
否
認
に
関

す
る
納
税
者
の
予
測
可
能
性
は
担
保
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
い
え
ま
す
。
そ
れ
は
、

そ
の
論
説
等
に
お
い
て
は
、
学
問
的
な
い
し
実

務
的
に
も
、「
租
税
回
避
」
又
は
「
租
税
回
避

行
為
」
と
は
、
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
の
か
、

そ
の
定
義
的
な
意
義
付
け
が
皆
無
で
あ
り
、
そ

こ
で
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
租
税
負
担
が

「
不
当
に
減
少
し
て
い
る
」
か
ど
う
か
、
よ
り

端
的
に
言
え
ば
、租
税
回
避
（
租
税
負
担
減
少
）

の
意
思
の
下
で
行
わ
れ
た
行
為
で
あ
る
の
か
ど

う
か
が
論
点
と
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、

「
意
図
的
な
行
為
の
介
在
す
る
節
税
」
は
、
租

税
負
担
の
「
不
当
な
減
少
」
で
あ
る
と
し
て
組

織
再
編
成
の
行
為
計
算
の
否
認
規
定
に
よ
り
否

認
さ
れ
か
ね
な
い
論
理
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と

理
解
さ
れ
ま
す
。

「
意
図
し
た
租
税
負
担
の
不
当
減
少
＝
租
税
回

避
行
為
」
と
い
う
図
式
に
よ
る
行
為
計
算
の
否

認
は
、
本
来
の
租
税
回
避
行
為
の
意
義
・
概
念

に
思
い
を
致
さ
ず
、
感
覚
的
に
「
不
当
減
少
」

を
論
じ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
否
認
が
行
わ
れ

て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
講
学
上
の
否
認
さ

れ
る
べ
き
「
狭
義
の
租
税
回
避
行
為
」
の
意
義
・

概
念
が
安
易
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
が

現
状
で
す
。

　

そ
こ
で
、
こ
こ
で
の
「
狭
義
の
租
税
回
避
行

為
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
の

意
義
又
は
定
義
的
概
念
に
つ
い
て
検
討
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

「
狭
義
の
租
税
回
避
行
為
」の
意
義
と
否
認
の
ロ
ジ
ッ
ク

「
租
税
回
避
」
と
は
い
か
な
る
場
合
を
意
味
し

て
い
る
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
我
が
国

の
通
説
的
理
解
は
、
次
の
両
先
生
の
定
義
内
容

に
代
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
誰
し
も
異
論
は
な
い
も
の
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
外
国
判
例
の
検
討
か
ら
、
こ
の
よ
う
な

定
義
的
意
義
は
狭
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
、
今
村
隆
教
授
の
見
解
が
み
ら
れ
ま
す
。
そ

れ
が
立
法
的
意
味
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
れ
ば
格
別
、
現
行
法
の
解
釈
論
で
あ
る
と

い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
研
究
の
ア
プ

ロ
ー
チ
に
は
与
し
え
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
、

下
記
の
租
税
回
避
概
念
を
基
本
的
出
発
点
と
し

て
論
じ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

〇
金
子
宏
（
東
京
大
学
名
誉
教
授
）（『
租
税

法
・
第
18
版
』
弘
文
堂
（
二
〇
一
三
年
））

「
私
法
上
の
選
択
可
能
性
を
利
用
し
、
①

私
的
経
済
取
引
プ
ロ
パ
ー
の
見
地
か
ら
は

合
理
的
理
由
が
な
い
の
に
、
通
常
用
い
ら

れ
な
い
法
形
式
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
②
結
果
的
に
は
意
図
し
た
経
済
目
的

な
い
し
経
済
的
成
果
を
実
現
し
な
が
ら
、

③
通
常
用
い
ら
れ
る
法
形
式
に
対
応
す
る

課
税
要
件
の
充
足
を
免
れ
、
も
っ
て
税
負

担
を
減
少
あ
る
い
は
排
除
す
る
こ
と
」

〇
清
永
敬
次
（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）（『
税

法
（
第
5
版
）』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
（
一

九
九
九
年
））

「
税
法
上
、
①
通
常
の
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
る
法
形
式
（
取
引
形
式
）
を
納
税
者

が
選
択
せ
ず
、
こ
れ
と
は
異
な
る
法
形
式

を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
②
通
常
の
法

形
式
を
選
択
し
た
場
合
と
基
本
的
に
は
同

一
の
経
済
的
効
果
な
い
し
法
的
効
果
を
達

成
し
な
が
ら
、
③
通
常
の
法
形
式
に
結
び

付
け
ら
れ
て
い
る
租
税
法
上
の
負
担
を
軽

減
又
は
排
除
す
る
と
い
う
形
を
と
る
。」

　

前
記
の
学
説
を
ま
と
め
る
と
、
租
税
回
避

行
為
の
意
義
と
し
て
次
の
三
要
件
を
要
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
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①
採
用
さ
れ
た
法
形
式
の
異
常
性
、
不
合
理
性

②
採
用
し
た
不
合
理
な
法
形
式
と
合
理
的
な

法
形
式
の
経
済
的
成
果
と
の
同
一
性
（
同

一
の
経
済
的
目
的
の
達
成
）

③
不
合
理
な
法
形
式
に
よ
る
租
税
負
担
の
減
免

　

こ
の
よ
う
な
要
件
で
最
も
重
要
な
こ
と
は
、

②
の
経
済
的
成
果
の
同
一
性
で
す
。
す
な
わ
ち
、

異
常
不
合
理
な
行
為
計
算
に
よ
り
得
た
経
済
的

成
果
を
得
る
場
合
に
通
常
採
用
さ
れ
る
合
理
的

な
行
為
計
算
に
よ
れ
ば
、
通
常
の
課
税
関
係
が

形
成
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
前
者
の
異
常
不
合

理
な
行
為
計
算
に
よ
れ
ば
、
課
税
が
減
免
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
が
、
租
税
負
担
を
「
不
当
に
減

少
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

平
和
事
件
の
よ
う
に
、
無
利
息
融
資
に
よ
っ
て

は
利
息
収
入
は
得
て
い
な
い
の
で
す
か
ら
、
そ

れ
を
利
息
収
入
を
得
て
い
る
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

し
て
課
税
す
る
こ
と
は
、
②
の
要
件
の
経
済
的

成
果
の
同
一
性
要
件
を
欠
い
て
い
る
の
で
す
か

ら
、
こ
の
課
税
処
分
は
、
本
来
、
所
得
税
法
第

一
五
七
条
（
同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
）

に
よ
り
否
認
さ
れ
る
べ
き
事
例
と
は
異
な
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

以
上
の
租
税
回
避
行
為
の
否
認
の
三
要
件
を

満
た
す
「
狭
義
の
租
税
回
避
行
為
」
を
否
認
す

る
と
い
う
の
は
、
納
税
者
が
選
択
し
た
異
常
、

不
合
理
な
行
為
形
式
を
、
そ
の
同
様
の
経
済
的

成
果
を
獲
得
す
る
た
め
に
通
常
用
い
ら
れ
る
正

常
か
つ
合
理
的
な
行
為
計
算
に
引
き
直
す
こ
と

を
い
い
ま
す
。

　

同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
規
定
が
適
用

さ
れ
た
事
例
の
判
決
に
お
け
る
課
税
庁
及
び
納

税
者
の
多
く
が
、「
同
族
会
社
又
は
そ
の
関
係

者
の
税
負
担
を
不
当
に
減
少
さ
せ
る
よ
う
な
行

為
や
計
算
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
こ
れ
を
正
常

な
行
為
や
計
算
に
引
き
直
し
て
更
正
又
は
決
定

を
行
う
権
限
を
税
務
署
長
に
認
め
た
規
定
で
あ

る
」
と
い
う
趣
旨
の
主
張
を
行
い
、
そ
れ
を
受

け
て
判
決
も
、「
そ
の
よ
う
な
行
為
又
は
計
算

が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
そ
れ
を
正
常
な
行
為
又

は
計
算
に
引
き
直
し
て
更
正
等
を
行
う
権
限
を

税
務
署
長
に
認
め
る
も
の
で
あ
る
」
と
判
示
し

て
い
ま
す
（
長
崎
地
裁
平
成
二
十
一
年
三
月
十

日
判
決
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
租
税
回
避
行
為
を
否
認
す
る
同

族
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
規
定
は
、
異
常
不
合

理
な
行
為
計
算
を
、
そ
の
得
ら
れ
た
経
済
的
成

果
と
同
一
の
成
果
が
得
ら
れ
る
合
理
的
な
行
為

計
算
に
引
き
直
し
て
、
課
税
要
件
規
定
を
適
用

し
て
課
税
関
係
を
形
成
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。

　

こ
の
行
為
計
算
の
否
認
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
図
解

す
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
引
直
し
論
は
、
同
族
会
社
の
行

為
計
算
の
否
認
規
定
の
適
用
に
あ
っ
て
は
、
古

く
か
ら
堅
持
さ
れ
て
適
用
さ
れ
て
い
た
の
で
す

が
（
例
え
ば
、
逆
さ
合
併
を
否
認
し
て
順
合
併

と
す
る
事
例
）、
最
近
の
否
認
事
例
は
、
か
か

る
引
直
し
論
が
捨
象
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
裁

判
所
が
こ
れ
を
支
持
し
て
い
る
た
め
に
、
益
々
、

租
税
回
避
行
為
を
否
認
す
る
規
定
で
あ
る
同
族

会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
規
定
の
適
用
事
例
が

拡
大
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
前
記
長
崎
地
裁
判
決
は
、
留
学
生

の
子
息
に
役
員
給
与
を
支
給
し
た
事
例
に
つ
い

て
、
子
息
の
役
員
給
与
を
損
金
不
算
入
と
す
る

行為計算否認のロジック

※税法においてのみＡ法形式からＢ法形式に引き直して課税する。
（ＡとＢ形式はほぼ同一の経済成果）

租税負担減免
Ａ法形式を選択

Ｂ法形式の選択

引直し＝可※

「Ａ’Ｂ’」
の経済的成果

異常不合理行為

正常な合理的行為
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の
み
で
、
引
き
直
し
を
捨
象
し
て
い
ま
す
。
こ

の
場
合
の
本
来
の
同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否

認
規
定
に
よ
る
引
直
し
論
は
、
子
息
の
役
員
給

与
は
扶
養
義
務
者
の
父
親
の
代
表
取
締
役
に
対

す
る
給
与
と
引
き
直
し
、
そ
の
引
き
直
さ
れ
た

給
与
相
当
額
を
扶
養
者
の
子
息
の
留
学
費
用
と

し
て
贈
与
し
た
と
い
う
引
き
直
し
を
行
う
べ
き

も
の
で
す
。
そ
の
結
果
、
子
息
の
給
与
に
係
る

源
泉
所
得
税
は
還
付
、
父
親
の
代
表
取
締
役
に

給
与
加
算
し
て
源
泉
徴
収
所
得
税
の
告
知
処
分
、

さ
ら
に
、
代
表
取
締
役
の
給
与
と
し
て
加
算
さ

れ
た
結
果
の
役
員
給
与
の
過
大
報
酬
の
有
無
が

検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
本
来

の
同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
規
定
に
よ
る

租
税
回
避
行
為
の
否
認
の
引
直
し
の
法
理
で
あ

る
と
い
う
の
が
、
前
述
し
た
学
説
の
租
税
回
避

行
為
の
定
義
概
念
か
ら
導
か
れ
る
論
理
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
、
課
税
庁
は
も
と
よ
り
、
裁
判

所
に
認
識
し
て
欲
し
い
の
で
す
。

ヤ
フ
ー
事
件
判
決
と
引
直
し
論

　

ヤ
フ
ー
事
件
判
決
は
、
こ
の
よ
う
な
租
税
回

避
行
為
の
学
問
的
議
論
は
捨
象
さ
れ
、
そ
の
引

直
し
論
の
議
論
は
微
塵
も
行
わ
れ
て
は
い
ま
せ

ん
。
こ
の
引
直
し
論
が
裁
判
所
に
認
識
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
れ
ば
、
特
定
役
員
就
任
要
件
に
お

い
て
、
そ
れ
が
短
期
間
の
就
任
で
あ
る
と
い
う

よ
う
な
要
素
は
、
租
税
回
避
行
為
の
否
認
の
引

直
し
論
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
単
に
、

短
期
間
の
特
定
役
員
就
任
は
、
特
定
役
員
と
し

て
機
能
し
て
い
な
い
と
い
う
私
法
上
の
領
域
に

お
け
る
事
実
認
定
（
実
質
主
義
）
の
是
非
と
し

て
議
論
す
れ
ば
足
り
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
事

実
認
定
の
問
題
を
租
税
回
避
行
為
の
否
認
と
し

て
、
法
人
税
法
第
一
三
二
の
二
を
適
用
し
た
と

こ
ろ
に
、
本
判
決
が
論
理
的
に
分
か
り
難
い
内

容
と
な
っ
て
お
り
、
多
く
の
説
明
で
き
な
い
疑

問
点
が
指
摘
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
（
そ
の

一
部
に
つ
い
て
の
指
摘
は
、「
税
経
通
信
」
二

〇
一
四
年
八
月
号
の
私
の
論
説
を
参
考
に
し
て

く
だ
さ
い
。）。

　

こ
の
ヤ
フ
ー
事
件
判
決
は
、
上
級
審
に
お
い

て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
多
く
の

論
点
に
つ
い
て
の
検
証
を
し
た
上
で
の
合
理
的

な
判
断
を
望
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

税
務
行
政
に
対
し
て
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
行
使

し
、
税
務
行
政
の
法
適
合
性
に
つ
い
て
判
断
を

下
す
役
割
を
担
っ
て
い
る
裁
判
所
は
、
究
極
的

に
は
租
税
法
律
主
義
を
実
現
す
る
と
い
う
重
要

な
機
能
を
有
し
て
い
ま
す
。

　

藤
山
雅
行
判
事
は
「
良
き
法
律
家
な
く
し
て

良
き
課
税
な
し
」
と
い
う
論
文
の
中
で
、「
租

税
法
律
主
義
は
、
不
当
課
税
に
対
し
て
抵
抗
を

積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
築
き
あ
げ
ら
れ
た

原
理
で
あ
る
か
ら
、
市
民
革
命
を
経
験
し
て
い

な
い
我
が
国
で
は
租
税
法
律
主
義
を
税
務
官
庁

や
市
民
生
活
の
中
に
浸
透
さ
せ
る
た
め
に
は
、

ま
だ
ま
だ
納
税
者
の
改
革
意
欲
と
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
必
要
と
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

今
後
は
課
税
庁
及
び
納
税
者
は
も
と
よ
り
、

税
の
専
門
家
で
あ
る
税
理
士
等
が
申
告
納
税
制

度
の
本
質
を
理
解
し
た
上
で
、
租
税
法
律
主
義

の
視
点
か
ら
租
税
法
の
解
釈
・
適
用
を
行
う
べ

き
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
そ
の
一
方
で
、
個
別
具
体
的
に
課
税
上

の
不
公
平
が
生
じ
て
い
れ
ば
租
税
公
平
主
義
に

よ
る
解
釈
も
重
要
で
は
あ
り
ま
す
が
、
課
税
の

公
平
論
に
よ
り
、
法
律
で
規
定
さ
れ
て
い
な
い

要
件
を
設
定
等
し
て
、
法
を
解
釈
す
る
こ
と
は
、

租
税
法
律
主
義
に
違
背
す
る
も
の
で
あ
り
許
さ

れ
な
い
と
考
え
ま
す
。
租
税
公
平
主
義
と
租
税

法
律
主
義
と
の
関
係
は
、
租
税
立
法
で
は
公
平

主
義
が
、
一
方
、
税
法
の
解
釈
で
は
租
税
法
律

主
義
が
重
要
視
さ
れ
る
と
い
う
基
本
理
念
が
堅

持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
税
務
執

行
に
対
す
る
納
税
者
の
予
測
可
能
性
が
保
持
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ま
す
。

　

本
日
は
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
構
成
／
Ｔ
Ｋ
Ｃ
出
版　

村
井
剛
大
）

お
わ
り
に
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