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贈
与
と
の
関
係
か
ら
み
た
所
得
概
念
の
展
開

JJ･

/:･

.I:_

･]･]

は
じ
め
に

今
日
所
得
税
は
依
然
と
し
て
最
も
重
要
な
財
源
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
｡
そ
の
た
め
､
所
得
税
の
研
究
の
重
要
性
は
大
き
い
｡
特
に
'

(-
)

法
律
的
観
点
か
ら
も
重
要
と
さ
れ

る

所

得
税
の
課
税
ベ
ー
ス
の
問
題
､
つ
ま
-
所
得
の
概
念
を
ど
の
よ
う
に
画
定
す
べ
き
か
と
い
う
間

(2
)

題
は
､
国
民
の
所
得
税
の
負
担
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
た
め
'
こ
れ
ま
で
も
様
々
な
研
究
が
な
さ
れ
て
き

た

｡

(3
)

さ
て
'
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
'
所
得
税

(個
人
所
得
税
)
は
歳
入
全
体
の
約
半
分
を
占
め
て
お
-

(二
〇
〇
〇
年

度

)
'
わ
が
国

同
様
､
全
歳
入
に
対
し
て
所
得
税
が
占
め
る
割
合
は
高
-
'
わ
が
国
よ
-
も
古
-
か
ら
所
得
税
に
関
す
る
実
体
的
な
研
究
が
行
わ
れ
て

き
た
｡
特
に
所
得
概
念
は
'
所
得
税
の
規
範
を
分
析
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
｢所
得
｣
の
定
義
は
制
定
法
や
規
則

で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
へ
専
ら
裁
判
所
や
学
者
が
そ
の
定
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
て
き
た
｡

周
知
の
通
-
､
所
得
の
定
義
で
'
現
在
法
学
者
の
み
な
ら
ず
､
多
-
の
経
済
学
者
に
よ
っ
て
も
広
-
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
､

(4
)

ヘ
イ
グ
-
サ
イ
モ
ン
ズ
の
包
括
的
所
得
概
念
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ

る

｡

例
え
ば
サ
イ
モ
ン
ズ
に
よ
る
と
､
｢個
人
の
所
得
は
'
(
こ

消
費
に
際
し
て
行
わ
れ
た
権
利
の
市
場
価
値
と

(二
)
問
題
と
な
っ
て
い
る
期
間
当
初
と
終
了
の
間
に
お
け
る
財
産
権
の
蓄
積
の
価
値
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(5
)

(6
)

の
変
化
の
総

計

｣

で
あ
る
と
さ
れ
'
所
得
が
広
-
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る

｡

制
度
上
も
'
所
得
税
の
根
拠
と
な
る
連
邦
憲
法

修
正

〓
ハ
条
は
､
課
税
対
象
と
な
る
所
得
に
つ
い
て

｢
い
か
な
る
源
泉
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
｣
と
規
定
し
て
お
-
､

ま
た
内
国
歳
入
法
典
六

一
条

a
項
も
総
所
得

(g
ross
in
c
om
e)
に
つ
い
て

｢
い
か
な
る
源
泉
か
ら
生
じ
た
か
を
問
わ
ず
あ
ら
ゆ
る
源

(7
)

泉
か
ら
生
じ
た
全
所

得

｣

と
規
定
し
て
お
-
'
所
得
の
範
囲
を
限
定
し
て
い
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
'
所
得
の
定
義
は
､
個
人
の
租
鋭

支
払
能
力
を
測
る
と
い
う
目
的
を
進
め
る
の
に
役
立
つ
べ
き
こ
と
や
､
内
国
歳
入
庁
が
運
用
す
る
の
に
十
分
に
実
用
的
で
な
け
れ
ば
な

(8
)

ら
な
い

こ

と
か
ら
､
所
得
の
範
囲
は
実
際
に
は
限
定
さ
れ
て
い
る
｡
本
稿
で
は
､
所
得
概
念
に
つ
い
て
､
特
に
広
義
の
贈
与
と
の
関

(9
)

(10
)

係

で

ど

の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
を
検
討
し
た
い
と
考
え
て

い

る

｡

贈
与
は
､
包
括
的
所
得
概
念
に
よ
れ
ば
所
得
に
含
ま
れ
る
と
さ

･=
｣

れ

る

が

'
ア
メ
リ
カ
で
は
別
に
贈
与
税
が
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
-
､
贈
与
に
よ
っ
て
取
得
し
た
財
産
の
価
値
は
総
所
得
か
ら
は
除

(12
)

外
さ
れ
て
い
る

(内
国
歳
入
法
典

一
〇
二
条
a
項
)
｡
そ
の
た
め
､
古
-
か
ら
贈
与
と
の
関
係
で
所
得
を
い
か
に
捉
え
る
べ
き
か
が
重

(13
)

要
な
問
題
と
さ
れ
て
き

た

｡

こ
の
間
題
は
'
昨
今
の
遺
産

･
贈
与
税
改
革
の
議
論
の
文
脈
に
お
い
て
も
重
要
と
な
っ
て
い
る
｡
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
､
連
邦
遺

､‖
､

産

･
贈
与
税
は
第
二
次
大
戦
後

三
月
し
て
全
歳
入
に
占
め
る
割
合
が
小
さ

-

､

所
得
税
の
よ
う
に
改
正
が
廃
止
を
含
め
た
改
革
論
議
が

な
さ
れ
て
き
た
｡
そ
の
中
で
有
力
に
主
張
さ
れ
て
き
て
い
る
も
の
の

一
つ
に
､
贈
与
に
よ
る
利
得
を
所
得
に
含
め
､
贈
与
に
対
す
る
課

･;
,

税
を
所
得
税
に
統
合
す
る
と
い
う
も
の
が
あ

る

｡

こ
の
理
由
と
し
て
､
例
え
ば
ド
ッ
ジ
教
授
は
'
租
税
負
担
は
課
税
単
位
の
支
払
能
力

に
よ
っ
て
分
配
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
､
そ
の
支
払
能
力
は
富
が
消
費
さ
れ
る
か
貯
蓄
さ
れ
る
か
に
関
係
な
-
中
立
的
に
決
定
さ
れ

(16
)

る
べ
き
で
あ
る
こ
と
､
富
に
対
し
て
全
体
と
し
て

一
度
課
税
す
べ
き
こ
と
､
税
制
は
簡
素
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
挙
げ

る

o

も

っ
と
も
､

こ
う
し
た
主
張
が
な
さ
れ
る
背
景
に
は
'
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
遺
産

･
贈
与
税
で
は
わ
が
国
の
相
続

･
贈
与
税
と
異
な
-
､
遺
贈

･
贈
与

(17
)

を
行

っ
た
者
が
納
税
義
務
者
と
な

る

た

め
､
実
際
に
利
得
を
得
た
遺
贈

･
贈
与
さ
れ
る
者
に
こ
そ
焦
点
を
当
て
る
べ
き
と
い
う
考
え
方

(18
)

が
あ

る

が
'
い
ず
れ
に
し
て
も
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
遺
産

･
贈
与
税
改
革
を
検
討
す
る
際
､
贈
与
と
所
得
概
念
と
の
関
係
を
検
討
す
る
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(
19
)

こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る

｡

わ
が
国
で
も
税
制
改
革
論
議
の
中
で
相
続
税
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
昨
年
提
出
さ
れ
た
税
制
調
査
会
の
中
間
報
告
で
は
､
相

続

･
贈
与
に
よ
-
取
得
す
る
も
の
に
所
得
税
を
課
さ
ず
､
相
続
税

･
贈
与
税
と
い
う
別
体
系
で
課
税
す
る
こ
と
の
意
義
が
明
確
に
さ
れ

(20
)

て
い

る

が

'
同
時
に

｢個
人
所
得
課
税
の
抜
本
的
見
直
し
と
の
関
連
に
お
い
て
､
税
率
構
造
や
課
税
ベ
ー
ス
な
ど
に
つ
い
て
幅
広
-
檎

･｣
､

討
す

る

｣

こ
と
が
示
さ
れ
て
お
-
'
所
得
概
念
を
贈
与
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
は
こ
う
し
た
検
討
の
基
礎
と
し
て
も
重
要

(22
)

と
思
わ
れ
る
｡

本
稿
で
は
､
特
に
所
得
税
と
の
関
係
で
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
遺
産

･
贈
与
税
改
革
や
わ
が
国
の
相
続
税
の
あ
-
方
を
検
討
す
る
基
礎
的

な
作
業
と
し
て
'
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
所
得
概
念
が
贈
与
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
か
を
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い

る
｡
ま
ず
第

一
章
で
､
被
贈
与
者
側
の
所
得
概
念
を
裁
判
所
は
ど
の
よ
う
な
形
で
贈
与
と
の
関
係
で
画
定
し
て
き
た
か
を
明
ら
か
に
す

る
｡
第
二
章
で
は
､
贈
与
税
の
租
税
回
避
が
講
ぜ
ら
れ
､
贈
与
者
側
の
利
得
の
実
覗

(r
邑
izatio
n
)
が
問
題
と
な
る
場
合
に
'
贈
与

者
に
お
け
る
所
得
概
念
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
｡
最
後
に
若
干
の
総
括
を
試
み
た
い
｡

第

三
早

被
贈
与
者
側
に
お
け
る
所
得
概
念

-

序
ア
メ
リ
カ
で
は
'
内
国
歳
入
法
典

一
〇
二
条

a
項
で

｢総
所
得
に
は
贈
与

･
人
的
財
産
遺
贈

(bequest)
･
物
的
財
産
遺
贈

(d
ev
ise)
･
相
続

(inheritan
ce)
に
よ
り
得
ら
れ
た
財
産
価
値
を
含
ま
な
い
｣
と
規
定
さ
れ
て
い
る

｡
そ
の
た
め
'
被
贈
与
者
側
に

と

っ
て
､
あ
る
利
得
が
所
得
に
含
ま
れ
る
か
､
あ
る
い
は
贈
与
で
あ
る
と
し
て
所
得
に
含
ま
れ
な
い
か
は
､
特
に
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に

遺
産
税
の
体
系
を
と
る
国
で
は
'
納
税
者
が
変
わ
る
こ
と
も
あ
-
重
要
な
問
題
で
あ
る
｡
と
い
う
の
は
､
あ
る
利
得
が
所
得
に
含
ま
れ

る
場
合
､
被
贈
与
者
側
に
所
得
税
の
納
税
義
務
が
生
じ
る
が
､
あ
る
利
得
が
贈
与
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
場
合
､
贈
与
者
側
に
贈
与
税
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の
納
税
義
務
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
｡
本
章
で
は
､
贈
与
と
所
得
の
区
別
の
基
準
を

一
応
の
と
こ
ろ
示
し
た
､
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ

ン
判
決
以
前
の
動
向
及
び
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
を
検
討
し
た
後
､
そ
の
後
の
裁
判
例
や
学
説
の
動
向
を
概
観
し
､
被
贈
与
者

の
側
に
お
い
て
贈
与
と
の
関
係
で
所
得
概
念
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
｡

2

デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
以
前
の
動
向

所
得
概
念
を
め
ぐ
る
贈
与
と
所
得
の
区
別
の
基
準
に
つ
い
て
は
､
m誓
同
我
も
古
-
か
ら
そ
の
定
立
に
腐
心
し
て
き
た
｡
こ
の
問
題
を

(23
)

最
初
に
扱

っ
た
事
例
が
オ
ー
ル
ド
コ
ロ
ニ
ー
信
託
会
社
判

決

で

あ
る
｡

オ
ー
ル
ド
コ
ロ
ニ
ー
信
託
会
社
判
決
で
は
､
所
得
税
を
会
社
側
が
負
担
す
る
と
い
う
決
定
に
基
づ
い
て
代
表
取
締
役
に
支
払
わ
れ
た

給
料
及
び
委
託
料
の
所
得
税
分
が
､
代
表
取
締
役
の
所
得
に
当
た
る
か
否
か
'
特
に
贈
与
か
否
か
が
問
題
と
な

っ
た
｡
最
高
裁
は
ま
ず
､

第
三
者
に
所
得
税
を
支
払
わ
せ
､
そ
の
納
税
義
務
の
免
除
の
際
に
な
さ
れ
た
支
払
い
に
同
意
し
た
納
税
者
は
､
そ
の
金
額
に
つ
い
て
申

告
を
行

い
､
そ
の
金
額
と
同
額
の
納
税
を
回
避
し
う
る
か
､
と
い
う
問
題
に
対
し
て
､
｢使
用
者
に
よ
る
税
の
支
払

い
は
､
従
業
員
の

(24
)

行

っ
た
業
務
の
報
酬
と
し
て
行

っ
た
も
の
で
あ
-
､
従
業
員
が
労
働
か
ら
得
た
利
得
で
あ
っ

た

｣

と
述
べ
､
当
該
所
得
税
分
が
所
得
に

当
た
る
と
判
示
し
た
｡
ま
た
､
当
該
所
得
税
分
が
贈
与
に
当
た
る
と
い
う
主
張
に
対
し
て
､
｢業
務
に
対
す
る
支
払

い
は
､
た
と
え
そ

(25
)

の
業
務
が
仝
-
自
主
的
な
も
の
で
あ

っ
て
も
制
定
法
の
範
囲
内
の
報
酬
で
あ
っ
た

｣

と
述
べ
､
当
該
所
得
税
分
が
贈
与
に
も
当
た
ら
な

い
t
と
判
示
し
た
｡

こ
の
基
準
に
つ
い
て
'
オ
ー
ル
ド
コ
ロ
ニ
ー
信
託
会
社
判
決
よ
-
も
さ
ら
に
深
め
ら
れ
た
判
決
が
八
年
後
に
出
さ
れ
た
ボ
ガ
ー
ダ
ス

(26
)

判

決

で

あ

っ
た
｡
ボ
ガ
ー
ダ
ス
判
決
で
は
'
元
々
株
式
を
保
有
し
て
い
た
会
社
の
従
業
員
に
対
し
て
支
払

っ
た
金
額
が
そ
の
従
業
員
の

所
得
に
当
た
る
か
が
問
題
と
な

っ
た
｡
事
実
の
概
要
は
次
の
通
-
で
あ
る
.
特
許
収
入
に
よ
り
多
大
な
利
益
を
上
げ
て
い
た
ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
社
は
､
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
社
に
全
株
式
を
売
却
し
た
が
'
そ
の
際
､
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
の

〓
疋
の
資
産
を
取
得
す
る
目
的
で
そ
の
資
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産
の
投
資
と
運
用
を
業
務
と
す
る
ウ
ノ
ブ
コ
社
が
設
立
さ
れ
た
｡
ウ
ノ
ブ
コ
社
は
､
株
主
の
意
向
も
あ
-
､
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
の
従
業

員
等
に
対
し
て

｢贈
与
な
い
し
謝
礼

(honorarium
)
｣
を
渡
し
た
が
'
こ
こ
で
こ
の
金
額
に
は
所
得
税
が
課
せ
ら
れ
な
い
と
考
え
た

こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
｡
最
高
裁
の
法
廷
意
見
は

'
ウ
ノ
ブ
コ
社
の
株
主
は
贈
与
な
い
し
謝
礼
を
渡
し
た
相
手
方
に
よ
る
過
去
の
業
務

(㍗
)

に
よ
り
利
益
を
得
て
き
た
の
で
､
問
題
と
な
っ
て
い
る
分
配
は
祝
儀

(g
ra
tuity)で
は
な
い
と
は
い
え
な
い
こ

と

'

本
件
で
は

｢謝

礼
｣
と
い
う
用
語
が

｢贈
与
｣
と
い
う
用
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

から
､
本
件
で
の
意
思
は
過
去
の
業
務
の
報
酬
に
贈
与

(28
)

を
行
う
こ
と
で
あ

っ
た
こ

と

'

本
件
決
定
で
は

｢特
別
手
当

(b
on
tlS)
｣
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
て
お
-
'
贈
与
を
行
う
明
確
な

(29
)

意
思
が
あ
る
こ

と

か

ら
'
本
件
金
額
が
贈
与
に
当
た
る
と
判
示
し
た
｡
こ
の
よ
う
に
､
法
廷
意
見
は
所
得
と
贈
与
を
区
別
す
る
明
確
な

基
準
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
-
､
専
ら
事
実
認
定
に
基
づ
い
て
判
断
し
た
の
に
対
し
て
'
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
裁
判
官
他
四
名
が
述
べ
た

反
対
意
見
は
ま
ず
こ
の
基
準
に
言
及
し
た
｡
つ
ま
-
'
｢贈
与
｣
と

｢報
酬
｣
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
常
に
相
互
に
排
他
的
で
は
な
い
が
､

時
折
重
複
し
て
お
-
､
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
決
め
て
い
る
の
は
報
酬
の
有
無
で
は
な
-
'
｢た
と
え
支
払
い
が
自
発
的
な
も
の
で
あ
れ
､

(30
)

支
払
い
が
行
わ
れ
た
際
の
意
思
で
あ

る

｣

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
｡
そ
し
て
､
本
件
で
は
む
し
ろ
事
実
認
定
に
問
題
が
あ
る
と
し
た
｡

ボ
ガ
ー
ダ
ス
判
決
は
'
そ
れ
ま
で
下
級
裁
判
所
が
贈
与
の
意
思

(d
on
ativ
e
inten
t)
に
対
し
て
制
限
を
加
え
て
き
た
ア
プ
ロ
ー
チ

∴I

を
拒
否
し
､
贈
与
を
広
-
捉
え
た
点
で
注
目
さ
れ

る

｡

し
か
し
な
が
ら
'
ボ
ガ
ー
ダ
ス
判
決
は
､
要
件
と
さ
れ
る
主
観
的
な
意
思
が
存

(32
)

在
す
る
か
を
判
断
す
る
際
の
客
観
的
な
証
拠
の
基
準
を
明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
た
め
､
そ
の
後
も
意
思
の
有
無
の
判
断
に
お
い
て
は
混

乱
し
た
状
態
が
続
い
た
｡

(

33)

(
34

)

3

デ
ュ
ー
バ

ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決

(デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン

事

件

及

び
ス
タ
ン
ト
ン

事

件

)

ボ
ガ
ー
ダ
ス
判
決
の
二
十
三
年
後
に
出
さ
れ
た
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
は
､
同
時
に
二
つ
の
事
件

(デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ

ン
事
件
と
ス
タ
ン
ー
ン
事
件
)
を
判
断
し
､

l
方
に
つ
い
て
あ
る
利
得
を
所
得
で
あ
る
と
し
､
他
方
に
つ
い
て
あ
る
利
得
を
贈
与
で
あ
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る
と
し
た
こ
と
か
ら
へ
注
目
さ
れ
る
事
例
で
あ
る
｡

デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
事
件
で
は
'
納
税
者
で
あ
る
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
が
､
取
引
先

へ
の
顧
客
情
報
提
供
の
謝
礼
と
し
て

受
け
取

っ
た
自
動
車
の
価
値
を
総
所
得
に
含
め
ず
'
贈
与
で
あ
る
と
考
え
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
｡
そ
の
際
'
デ
ュ
ー
パ
ー
シ
ェ
タ

(35
)

イ
ン
は
､
顧
客
情
報
を
取
引
先
に
与
え
て
い
な
い
な
ら
ば
'
取
引
先
か
ら
自
動
車
が
送
ら
れ
る
と
は
思
え
な
い
と
証
言
し

た

｡

ま
た
ス

タ
ン
ト
ン
事
件
で
は
､
納
税
者
で
あ
-
教
会
組
合
の
会
計
監
査
役
兼
不
動
産
運
用
会
社
社
長
の
ス
タ
ン
ー
ン
が
､
そ
の
職
を
辞
す
る
際

に
受
け
取

っ
た
功
労
金

(g
ratu
ity
)
が
総
所
得
に
含
め
ら
れ
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
｡
も

っ
と
も
本
件
で
は
､
年
金
や
退
職
金
給
付

(36
)

に
対
す
る
納
税
者
の
権
利
や
請
求
権
は
存
在
し
て
い
な
か

っ

た

｡

デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
事
件
の
第

一
審
判
決
で
は
､
｢記
録
は
支
払
者
側
に
贈
与
を
行
う
と
い
う
意
思
が
あ
る
こ
と
を
示
す
証
拠

を
明
ら
か
に
欠
い
て
｣
お
-
'
｢唯

1
正
当
と
認
め
ら
れ
る
推
定
は
､
当
該
自
動
車
を
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
が
行

っ
た
サ
ー
ビ
ス

(37
)

に
対
す
る
報
酬
で
あ
る
と
支
払
者
が
意
図
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
｣
と
判
示
さ
れ
､
当
該
利
得
は
所
得
で
あ
る
と
さ
れ

た

｡

ま
た
､
ス

(38
)

タ
ン
ト
ン
事
件
の
第

1
審
判
決
で
は
､
口
頭
で
簡
潔
に
当
該
支
払
い
が
贈
与
で
あ
る
と
さ
れ

た

｡

(39
)

そ
れ
に
対
し
て
､
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
事
件
の
控
訴
審
判

決

で

は
､
納
税
者
は
取
引
先
の
贈
与
の
意
思
を
立
証
し
た
が
､
政
府

(40
)

か
ら
反
証
が
出
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
'
当
該
利
得
を
贈
与
と
認
め
た
｡
ま
た
､
ス
タ
ン
-
ン
事
件
の
控
訴
審
判
決
で
は
､
ま
ず
被

(41
)

贈
与
者
に
報
酬

(com
pensatio
n
)
の
支
払
い
を
さ
せ
る
権
利
が
な
-
て
も
報
酬
は
所
得
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た

｡

そ
し
て
､
本
件

で
の
納
税
者
は
'

実
質
的
に
当
該
報
奨
金

(honor
ariu
m
)
が
そ
れ
ま
で
に
行
わ
れ
た
例
外
的
な
勤
務
に
対
す
る
感
謝
の
表
現
以
上
の

(42
)

も
の
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
て
い
な
か
っ

た

こ

と
か

ら
､
当
該
功
労
金
が
所
得
で
あ
る
と
判
示
し
た
｡
こ
の
よ
う
に
､
二
つ
の
控
訴
裁

判
所
で
採
ら
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
対
立
し
て
い
た
｡

最
高
裁
は
'
ま
ず

｢贈
与
｣
の
定
義
を
ど
の
よ
う
に
画
定
す
べ
き
か
を
論
じ
た
｡
政
府
は
'
｢贈
与
と
は
取
引
上
の
理
由
と
は
別
の

(43
)

私
的
な
理
由
で
行
わ
れ
る
財
産
の

移

転

｣

で
あ
る
と
い
う
定
義
を
提
起
し
た
が
'
最
高
裁
は
こ
の
定
義
を
受
け
容
れ
ず
､
制
定
法
が
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(
44
)

｢贈
与
｣
と
い
う
用
語
を
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
意
味
で
は
な
-
む
し
ろ
口
語
的
な
意
味
で
用
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

た

｡

そ
し
て
､
先

蒜
E

例
を
引
用
し
た
上
で
､
贈
与
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
-
最
も
重
要
な
の
は
贈
与
者
の
意
思

(irltention)
で
あ
る
と
述
べ

た

｡

次
に
､

政
府
の
提
起
し
た
定
義
に
対
し
て
批
判
を
行
い
'
政
府
の
提
案
は
法
理

(p
rin
cip
tes
of
law
)
で

は
な
-
む
し
ろ
経
験
則

(m
a
xims

(46
)

ofexp
et･ien
ce)
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る

｡

ま
た
最
高
裁
は
'
制
定
法
は
贈
与
者
が
控

除
で
き
な
い
こ
と
を
贈
与
の
条
件
と
は
し
て
お

(47
)

ら
ず

'法
人
に
よ
る
移
転
と
私
人
に
よ
る
移
転
を
何
ら
区
別
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る

｡

そ
し
て
へ
｢本
件
で
示
さ
れ
た
争

点
に
関
す
る
判
断
は
､
最
終
的
に
'
人
間
の
行
為
の
原
動
力
に
つ
い
て
の
事
実
審
の
経
験
を
'
各
々
の
事
件
の
事
実
全
体
に
適
用
す
る

(4

8
)

こ
と
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら

な

い

｣

と
述
べ
て
い
る
｡
さ
ら
に
最
高
裁
は
､
こ
の
結
論
は
明
噺
さ

･
調
和

･
厳
格
さ
と
い
う
学
問
的

な
欲
求
を
満
た
し
て
い
な
い
が
､
過
度
に
不
確
実
性
の
お
そ
れ
が
あ

っ
た
-
多
-
の
訴
訟
が
起
こ
る
な
ら
ば
､
議
会
は

〓
定
の
要
素
を

(4

9
)

選
び
出
し
は
っ
き
り
と
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
当
該
問
題
の
扱

い
を
よ
り
明
確
に
し
う
る
､
と
述
べ
て

い

る

｡

そ
の
た
め
､
｢
こ
の

(50
)

よ
う
な
分
野
で
の
決
定
に
関
す
る
上
訴
審
に
よ
る
審
査
は
､
か
な
り
限
定
さ
れ
た
も
の
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

｣

｡

結
局
最
高
裁
は
'
以
上
の
法
理
に
従

っ
て
､
ま
ず
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
事
件
の
場
合
'
第

一
審
判
決
の
自
動
車
の
移
転
が
贈
与

(5
)

で
は
な
い
と
い
う
結
論
に
明
白
な
誤
り
が
な
い
こ
と
か
ら
､
控
訴
審
判
決
を
棄
却

し

､

当
該
利
得
が
総
所
得
に
含
ま
れ
る
と
判
断
し
た
｡

し
か
し
､
ス
タ
ン
ト
ン
事
件
に
つ
い
て
は
意
見
が
分
か
れ
た
｡
多
数
意
見
は
､
第

一
審
の
当
該
移
転
が
贈
与
に
当
た
る
と
い
う
簡
潔
で

(52
)

精
微
で
な
い
事
実
認
定
は
十
分
で
な
い
の
で
､
第

一
審
の
地
方
裁
判
所
に
破
棄
差
し
戻
す
べ
き
で
あ
る
と
し

た

｡

こ
れ
に
対
し
て
'
フ

ラ
ン
ク
フ
ァ
タ
-
裁
判
官
が
興
味
深
い
反
対
意
見
を
述
べ
て
い
る
｡
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ダ
ー
は
ま
ず
､
最
高
裁
は
二
つ
の
控
訴
審
の
ア
プ

ロ
ー
チ
が
異
な
っ
た
こ
と
よ
-
も
､
主
に
政
府
が
所
得
税
法
の
適
正
な
運
用
に
関
心
を
持
ち
'
財
産
の
移
転
が
い
つ

｢贈
与
｣
を
形
成

し
､
所
得
に
含
ま
れ
な
い
の
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
政
府
が
強
-
主
張
し
た
こ
と
に
よ
り
､
裁
量
上
訴
を
認
め
た
こ
と

(53
)

を
指
摘
し

た

｡

そ
の
た
め
､
法
廷
意
見
が
本
件
に
お
け
る
問
題
の
よ
う
な
局
面
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
に
批
判
的
で

(54
)

あ
っ

た

｡

ま
た
､

一
志
の
状
況
の
贈
与
に
不
利
に
働
-
要
因
を
強
調
す
る
と
は
つ
き
-
し
た
定
義
が
可
能
で
あ
る
と
述
べ
､
フ
ラ
ン
ク
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(
55
)

7
7
タ
-
自
身
も
､
取
引
で
な
さ
れ
る
移
転
は
贈
与
で
は
な
い
が
､
家
族
内
の
移
転
は
贈
与
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ

る

｡

4

デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
以
降
の
展
開

二

九
八
〇
年
代
中
頃
ま
で
)

デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
は
､
あ
る
利
得
が
所
得
で
あ
る
か
贈
与
で
あ
る
か
を
認
定
す
る
場
合
に
､
贈
与
の
意
思
が
存
在
す
る

か
を
事
実
審
の
事
実
認
定
に
従

っ
て
判
断
す
べ
き
と
し
た
が
､
所
得
と
贈
与
を
分
け
る
明
確
な
基
準
を
確
立
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
｡

そ
の
た
め
､
そ
の
後
様
々
な
分
野
で
所
得
と
贈
与
を
区
別
す
る
基
準
の
模
索
が
行
わ
れ
て
い
る
｡
例
え
ば
'
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン

(56
)

判
決
と
同
日
に
出
さ
れ
た
カ
イ
ザ
ー
判

決

は

'
労
働
組
合
員
で
な
い
労
働
者
が
ス
ー
ラ
イ
キ
に
参
加
し
た
こ
と
に
対
し
て
支
給
さ
れ
た

ス
ー
ラ
イ
キ
支
援
金
は
贈
与
で
あ
る
と
判
示
し
た
｡
こ
の
理
由
付
け
に
お
い
て
最
高
裁
は
､
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
の
法
廷
意

見
に
基
づ
い
て
'
当
該
支
援
金
が
贈
与
で
あ
る
と
陪
審
が
結
論
づ
け
る
に
当
た
っ
て
､
陪
審
は

｢事
実
認
定
者
と
し
て
｣
権
威
の
範
囲

(57
)

内
で
活
動
し
た
と
認
め

た

｡

ま
た
､
ー
ラ
ン
プ
賭
博
の
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
カ
ジ
ノ
の
客
か
ら
受
け
取

っ
た
チ
ッ
プ
(
t
o
k

e
s
)

は
､
私
心(58

)

や
私
欲
の
な
い
寛
大
さ
か
ら
支
払
わ
れ
た
と
い
う
よ
-
む
し
ろ
迷
信
に
よ
-
支
払
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
､
所
得
で
あ

る
と
さ
れ

た

｡

そ
の
際
'
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
に
倣
い
､
上
訴
審
は
､
チ
ッ
プ
が
プ
レ
ー
ヤ
ー
の

一
部
に
お
け
る
衝
動
的
な
寛
大
さ
や
迷
信

の
結
果
と
し
て
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
与
え
ら
れ
た
と
い
う
事
実
認
定
に
つ
い
て
は

｢明
白
な
誤
り
｣
が
な
い
限
-
拘
束
さ
れ
る
が
､
チ
ッ
プ

が
私
心
や
私
欲
の
な
い
寛
大
さ
か
ら
支
払
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
認
定
は
､
制
定
法
の
適
用
の
問
題
､
つ
ま
-

｢法
律
問
題

･.7]

に
関
す
る
結
論

(con
clu
sio
n
o

f
law
)
｣
で
あ

る

こ

と
か
ら
､
後
者
の
み
判
断
を
行

っ
た
｡
こ
の
よ
う
に
､
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン

判
決
の
基
準
を
用
い
た
場
合

､

事
実
認
定
は
事
実
審
に
委
ね
ら
れ
､
そ
れ
に
基
づ
い
て
法
律
の
適
用
が
行
わ
れ
る
た
め
､
事
件
ご
と
に

詳
細
な
検
討
を
行
う
こ
と
が
不
可
欠
と
な
っ
て
い
る
｡

し
か
し
､
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
は
所
得
と
贈
与
を
区
別
す
る
具
体
的
な
基
準
を
明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
た
め
'
そ
の
後
の

裁
判
例
に
お
い
て
､
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
を
先
例
と
す
べ
き
か
に
つ
い
て
疑
問
視
す
る
判
決
も
出
て
き
た
｡
そ
の

一
つ
が
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(60)

カ
ー
タ
ー
判
決
で
あ
る
｡
こ
の
判
決
で
は
'
パ
ー
-
ナ
-
シ
ッ
プ
が
死
亡
し
た
被
用
者
の
未
亡
人
に
対
し
て
支
払

っ
た
金
額
が
贈
与
に

当
た
る
か
所
得
に
当
た
る
か
が
問
題
と
な

っ
た
｡

1
審
の
租
税
裁
判
所
は
所
得
に
当
た
る
と
し
た
が
､
控
訴
裁
判
所
は
､
被
用
者
が
当

該
年
度
に
生
き
て
い
た
な
ら
ば
稼
い
で
い
た
で
あ
ろ
う
報
酬
と
等
し
い
額
は
贈
与
に
当
た
る
と
し
て
棄
却
し
た
｡
そ
の
際
､
こ
れ
ま
で

租
税
裁
判
所
は
､
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
の
贈
与
の
意
思
の
基
準
に
基
づ
い
て
よ
-
厳
格
に
贈
与
性
を
判
断
し
て
'
被
用
者
の

(6
)

(62
)

未
亡
人
に
対
す
る
会
社
の
支
払
額
を
所
得
で
あ
る
と
判
断

し

'

地
方
裁
判
所
の
判
決
は
こ
れ
を
贈
与
と
判
断
し
て
い
る
が
､
控
訴
裁
判

(63
)

所
は
後
者
を
支
持
し
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し

た

O

こ
れ
に
対
し
て
､
デ
ー
ヴ
ィ
ス
裁
判
官
が
少
数
意
見
を
述
べ
た
｡
デ
ー
ヴ
ィ
ス
は
､

法
廷
意
見
が
述
べ
る
よ
う
に
租
税
裁
判
所
が
地
方
裁
判
所
の
見
せ
か
け
の
趨
勢
に
謙
譲
す
る
場
合
に
は
'
｢あ
る
審
判
者
を
他
の
審
判

者
よ
り
重
ん
ず
る
こ
と
が
連
邦
の
租
税
決
定
モ
デ
ル
の
ど
こ
に
も
規
定
さ
れ
て
お
｣
ら
ず
､
｢
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
は
連
邦

(64
)

の
所
得
税
に
関
す
る
事
件
が
審
理
さ
れ
る
際
の
法
廷
間
の
釣
り
合

い
を
考
え
て
い
な
か

っ
た
｣
と
い
う
障
害
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

し

'

本
件
で
は
租
税
裁
判
所
の
判
決
に
従
う
べ
き
と
述
べ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
カ
ー
タ
ー
判
決
は
､
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
の
贈
与
の
意
思
の
基
準
を
直
接
用
い
る
の
で
は
な
-
､
未
亡
人

に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
金
額
が
贈
与
に
当
た
る
か
が
問
題
と
な

っ
た
そ
れ
ま
で
の
事
例
に
お
い
て
､
控
訴
裁
判
所
が
租
税
裁
判
所
や
地

方
裁
判
所
の
判
決
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
判
断
を
行

っ
て
き
た
か
に
重
点
を
置
い
て
い
る
｡
そ
の
た
め
'
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判

決
が
本
件
に
ど
の
程
度
影
響
を
与
え
た
か
は
定
か
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
､
そ
れ
ま
で
同
じ
よ
う
な
事
例
で
租
税
裁
判
所
と
地
方
裁
判
所

が
異
な

っ
た
事
実
認
定
を
行

っ
て
き
た
場
合
､
控
訴
裁
判
所
が
後
者
の
事
実
認
定
に
従

っ
て
き
た
こ
と
か
ら
'
本
件
の
よ
う
に

一
審
が

(65
)

租
税
裁
判
所
に
よ
る
事
実
認
定
の
場
合
に
は
､
そ
の
事
実
認
定
に
立
ち
入
る
こ
と
な

-

棄

却
の
判
断
が
な
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

(66
)

ま
た
､
州
所
得
税
に
関
す
る
事
例
で
あ
る
が
､
ス
-
1
ン
対
リ
ン
チ
判

決

は

､
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
の
基
準
を
覆
し
､
新

た
に
所
得
と
贈
与
を
区
別
す
る
基
準
を
作

っ
た
事
例
と
し
て
注
目
に
値
す
る
O
こ
の
判
決
の
関
係
す
る
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
で
は
､

｢
『総
所
得
』
と

い
う
用
語
は
-
…
贈
与

･
人
的
財
産
遺
贈

･
物
的
財
産
遺
贈

･
法
定
相
続

(d
escen
t)
に
よ
-
獲
得
し
た
財
産
の
価



254贈与との関係からみた所得概念の展開

(67
)

値
を
含
ま
な
い
｣
と
い
う
規
定
が
お
か
れ
て
お
り
､
連
邦
の
規
定

(内
国
歳
入
法
典

一
〇
二
条

a
項
)
と
ほ
ぼ
同
様
に
規
定
さ
れ
て
い

た
｡
本
件
で
は
'
ス
ー
ラ
イ
キ
に
参
加
し
た
労
働
組
合
員
に
対
し
て
労
働
組
合
が
支
払

っ
た
ス
-
ラ
イ
キ
手
当
が
総
所
得
に
含
ま
れ
る

か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
｡
な
お
本
件
ス
ト
ラ
イ
キ
手
当
は
､
ス
ー
ラ
イ
キ
に
参
加
し
た
組
合
員
の
申
請
に
基
づ
い
て
､
ス
ー
ラ
イ
キ

で
生
じ
た
直
接
的
な
支
出
の
弁
済
を
目
的
と
し
て
支
払
わ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ

っ
た
｡
州
最
高
裁
は
､
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判

(68
)

決
に
従
わ
ず
､
連
邦
で
の
ア
メ
リ
カ
ン
デ
ン
タ
ル
社
判
決

な

ど
に
お
け
る
､
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
広
範
な
贈
与
の
定
義
に
従

っ
た
｡
つ
ま

(69
)

-
州
最
高
裁
は
'
｢贈
与
は
通
常
あ
る
者
か
ら
別
の
者

へ
報
酬
な
し
に
財
産
を
自
主
的
に
移
転
す
る
こ
と
と
定
義
さ
れ
る
｣
と
述
べ
た

上
で
'
贈
与
と
さ
れ
る
た
め
に
は

｢移
転
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
当
該
移
転
は
自
主
的
な
も
の
で
'
報
酬
な
し
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な

(70
)

ら
な
い

｣

と
い
う
三
つ
の
テ
ス
ー
を
確
立
し
た
｡
そ
し
て
本
件
の
場
合
､
ス
ト
ラ
イ
キ
手
当
は
組
合
員
に
貸
し
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な

-
､
移
転
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
､
労
働
組
合
は
ス
ー
ラ
イ
キ
手
当
の
支
払
い
を
強
制
的
に
行

っ
て
い
な
い
こ
と
'
組
合
員
は
ス

3岨
E

ト
ラ
イ
キ
手
当
を
得
る
た
め
に
労
働
組
合
の
活
動
を
行

っ
た
わ
け
で
は
な

い

こ

と
か
ら
､
本
件
ス
ー
ラ
イ
キ
手
当
は
贈
与
に
当
た
る
と

判
示
し
た
｡
な
お
州
最
高
裁
は
'
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
の
基
準
に
よ
-
ス
ト
ラ
イ
キ
手
当
は
贈
与
に
当
た
る
と
判
示
し
た
カ

(72
)

イ
ザ
-
判
決
を
引
用
L
T
本
件
が
連
邦
法
と
も
合
致
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡

こ
れ
に
対
し
て
､
メ
イ
ヤ
ー
裁
判
官
は
反
対

意
見
を
述
べ
た
｡
メ
イ
ヤ
ー
は
､
多
数
意
見
が
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
リ
ン
グ
社
判
決
と
カ
イ
ザ
ー
判
決
を
誤

っ
て
解
釈
し
て
い
る
と

(73
)

述
べ
た
｡
つ
ま
-
'
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
リ
ン
グ
社
判
決
は
､
債
権
放
棄
が
資
本

へ
の
出
資
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
贈
与
と
判
断
さ
れ

(74
)

た
事
例
で
あ
っ
て
'
本
件
に
適
用
す
べ
き
事
例
で
は
な
い
こ

と

､

カ
イ
ザ
ー
判
決
は
､
取
引
が
贈
与
に
当
た
る
か
は
事
実
認
定
者
に
よ

-
判
断
さ
れ
る
べ
き
事
実
問
題
で
あ
-
､
そ
の
事
実
認
定
が
陪
審
に
よ
る
も
の
で
も
よ
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ

っ
て
､
問
題

と
な
っ
た
労
働
者
が
組
合
員
で
な
か
っ
た
こ
と
も
あ

っ
て
ス
ト
ラ
イ
キ
手
当
が
贈
与
に
当
た
る
と
い
う
先
例
に
は
当
た
ら
な
い
こ
と
を

(75
)

指
摘
し

た

｡

(
7
)

ス
ー
-
ン
対
リ
ン
チ
判
決
は
'
｢適
用
す
る
の
が
難
し

い

｣

と
い
わ
れ
る
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
の
贈
与
の
定
義
を
改
め
よ
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う
と
し
た
が
､
必
ず
し
も
成
功
し
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
ま
ず
､
ス
ー
-
ン
判
決
で
は
､
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判

決
の
基
準
が
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
は
ほ
と
ん
ど
説
明
さ
れ
て
お
ら
ず
､
か
と
い
っ
て
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
広
範
な
贈
与
の
定
義
が
望

ま
し
い
理
由
､
つ
ま
-
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
よ
-
も
ア
メ
リ
カ
ン
デ
ン
タ
ル
社
判
決
の
方
が
先
例
性
が
あ
る
と
す
る
理
由
も

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
｡
ま
た
､
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
の
基
準
を
用
い
た
カ
イ
ザ
ー
判
決
に
お
い
て
も
､
事
実
審
の
認
定

次
第
で
ス
ー
ラ
イ
キ
手
当
は
贈
与
に
当
た
る
と
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
州
最
高
裁
は
敢
え
て
新
た
な
設
定
し
た
基
準
に
従

っ

て
判
断
を
行

い
'
デ
ュ
ー
バ

ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
に
従

っ
て
事
実
審
の
認
定
に
著
し
い
誤
-
が
あ
る
と
い
う
形
の
判
断
を
行
わ
な
か

っ

(77
)

た
点
も
疑
問
に
思
わ
れ

る

o

結
局
ス
ト
ー
ン
判
決
は
'
取
引
の
性
質
に
着
日
し
た
贈
与
の
定
義
を
提
示
し
'
そ
の
定
義
は
デ
ュ
ー
バ
ー

シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
の
も
の
よ
-
も
通
用
し
や
す
い
も
の
で
あ

っ
た
が
､
納
税
者
に
は
混
乱
を
生
じ
さ
せ
て
お
り
'
公
正
の
観
点
か
ら
は

(78
)

疑
問
視
さ
れ

る

結

果
と
な

っ
て
い
る
｡

以
上
の
よ
う
に
､
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
の
基
準
は
暖
味
な
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
､
論
者
の
間
か
ら
も
様
々
な
批
判
が

な
さ
れ
た
｡
例
え
ば
ク
ラ
イ
ン
は
､
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
の
出
さ
れ
た
三
年
後
の
論
文
に
お
い
て
'
理
論
的
に
も
､
ま
た
立

法
経
緯
に
よ
っ
て
も
､
贈
与
を
所
得
概
念
か
ら
除
外
す
る
こ
と
は
立
法
部
に
よ
る
合
理
的
な
選
択
で
は
な
く
租
税
政
策
の
正
当
な
目
的

(79
)

を
反
映
し
て
い
な
い
の
で
'
当
該
制
定
法
の
司
法
部
に
よ
る
効
果
的
か
つ
継
続
的
な
解
釈
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し

た

｡

そ

し
て
､
租
税
法
の
よ
う
な
分
野
で
は
､
裁
判
官
に
よ
っ
て
価
値
観
が
多
か
れ
少
な
か
れ
異
な
る
の
で
､
適
切
な
価
値
観

･
目
的
を
画
定

(8
)

L
t
こ
う
し
た
価
値
観

･
目
的
が
支
配
的
と
さ
れ
る
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る

｡

ま
た
､
ヨ
リ
オ
は
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
の
非
効
率
性
を
指
摘
し
'
最
高
裁
が

｢法
シ
ス
テ
ム
に
と

っ
て
非
常
に
コ
ス
-
の

(81
)

か
か
る
｣
結
果
に
到
達
し
た
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
｡
ヨ
リ
オ
は
､
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
に
お
い
て
､
最
高
裁
は
他
に
次
の

(82
)

二
つ
の
選
択
肢
を
採
-
え
た
こ
と
を
指
摘
し
て

い

る

｡

そ
の
選
択
肢
と
は
'
第

1
に
'
贈
与
を
所
得
概
念
か
ら
除
外
す
る
こ
と
の
明
確

な
目
的
が
認
定
さ
れ
な
い
の
で
へ
こ
の
除
外
は
可
能
な
限
り
狭
-
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
た
上
で
､
サ
イ
モ
ン
ズ
が
提
唱
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(

8

)

(

8

)

し
た
よ
う
な
広
範
な
所
得

概

念

を

受
け
容
れ
る

こ

と

'

第
二
に
､
｢贈
与
｣
と
い
う
用
語
が
､
制
定
法
に
お
い
て

｢人
的
財
産
遺
贈

｡

物
的
財
産
遺
贈

･
相
続
｣
と
い
う
語
と
結
び
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
特
に
'
家
族
や
他
の
密
接
な
個
人
的
な
関
係
を
示
し
て
い

る
と
述
､へ
'
家
庭
内
で
の
移
転
は
贈
与
で
あ
る
が
､
取
引
に
お
け
る
移
転
は
贈
与
で
は
な
い
と
い
う
反
証
可
能
な
仮
定
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
で
あ

っ
た
｡
そ
し
て
'
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
の
よ
う
に
､
贈
与
の
意
味
が
最
終
的
に
事
実
審
の
経
験
を
各
々
の
事
件

の
事
実
全
体
に
適
用
し
て
決
め
ら
れ
る
場
合
､
納
税
者
と
政
府
は
問
題
解
決
の
交
渉
の
際
に
多
-
の
事
実
を
提
示
し
議
論
す
る
こ
と
を

求
め
ら
れ
る
こ
と
､
両
者
は
審
理
に
お
い
て
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
を
促
さ
れ
る
こ
と
､
事
実
認
定
者
は
こ
れ
ら
の
各
々
の
事
実
を
評

(85
)

価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
'
取
引
費
用
が
高
-
つ
-
こ
と
を
指
摘
し
て
､
重

荷
我
は
明
確
に
定
義
づ
け
ら
れ
た
新
し
い
ル
ー

(86
)

ル
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
と
述

べ

た

｡

ヨ
リ
オ
は
そ
の
上
で
､
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
タ
I
の
反
対

(87)

意

見

に

あ
る
よ
う
な
反
証
可
能
な
推
定
に
よ
-
贈
与
の
定
義
を
判
断
し
た
方
が
､
立
証
責
任
を

1
万
の
当
事
者
に
負
わ
せ
る
こ
と
に
よ

(88
)

(8
)

-
取
引
費
用
を
減
ら
す
こ
と
が
で

き
､

ま
た
制
定
法
と
も
合
致
す
る
と

し

て

､

第
二
の
選
択
肢
を
探
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡
こ

の
見
解
は
'
あ
ら
か
じ
め
基
準
を
設
定
し
た
上
で
立
証
責
任
を
有
す
る
側
を
明
示
し
､
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
と
は
別
の
わ
か

-
や
す
い
基
準
を
設
定
し
よ
う
と
し
た
点
で
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
､
所
得
概
念
の
捉
え
方
を
抜
本
的
に
変
え
る
も
の
で
は
な
-
､

む
し
ろ
事
実
認
定
を
容
易
に
す
る
こ
と
に
主
眼
に
お
い
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

5

デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
以
降
の
動
向

二

九
八

〇
年
代
中
頃
以
降
)

一
九
八

〇
年
代
中
頃
ま
で
に
､
所
得
と
贈
与
を
区
別
す
る
基
準
に
関
し
て
'
裁
判
所
は
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
を
基
本
的
に

踏

襲

し

て

い
た

が

､

一
部
で
は
よ
-
明
確
づ
-
-
が
模
索
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
O
ま
た
多
-
の
論
者
か
ら
も
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ

タ

イ

ン

判
決

の
法
理
に
対
し
て
は
疑
問
が
口重
さ
れ
て
き
た
｡
し
か
し
な
が
ら
'

一
九
八

〇
年
代
中
頃
以
降
の
最
近
の
裁
判
例
の
展
開
を

見
る
と
､
む
し
ろ
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
に
倣

っ
て
い
る
判
決
が
多

い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
｡
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例
え
ば
､
労
働
組
合
員
の
組
合
費
に
よ
り
設
立

･
維
持
さ
れ
て
い
る
基
金
か
ら
組
合
員
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
ス
ト
ラ
イ
キ
手
当
が

(90
)

所
得
に
当
た
る
か
が
問
題
と
な

っ
た
グ
レ
ゴ
リ
ー
判

決

に

お
い
て
､
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
理
由
づ
け
て
'
当
該
ス
ー
ラ
イ
キ
手
当
が

所
得
に
当
た
る
と
判
示
し
た
｡
裁
判
所
は
'
ス
ト
ラ
イ
キ
手
当
は
内
国
歳
入
法
典

一
〇
二
条

a
項
に
よ
る
贈
与
に
当
た
-
､
総
所
得
に

は
含
ま
れ
な
い
と
す
る
原
告
の
主
張
に
対
し
て
'
ま
ず
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
を
引
用
し
､
あ
る
移
転
が
贈
与
と
さ
れ
る
に
は

(91
)

移
転
者
の
意
思
次
第
で
あ
-
､
贈
与
が
公
平
で
私
心
の
な
い
寛
大
さ
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
事
実
に
よ
-
示
さ
れ
な
け
れ
ば

(92
)

(93
)

な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
｡
ま
た
､
カ
イ
ザ

ー
判
決
は
非
組
合
員
の
事
例
で
あ

っ
て
'
本
件
と
は
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し

た

｡

そ
の
上
で
､
労
働
組
合
に
よ
る
支
払

い
は
､
組
合
員
の
支
払

っ
て
い
る
組
合
費
を
原
資
と
し
て
い
て
､
ス
ト
ラ
イ
キ
の
目
的
を
促
進
す

(94
)

る
た
め
の
も
の
で
あ

っ
た
と

述

べ

､

所
得
に
あ
た
る
と
判
示
し
た
｡

(95
)

ま

た

､

ハ
リ
ス
判

決

は

､
刑
事
事
件
に
お
い
て
も
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
の
法
理
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
判

決
と
し
て
注
目
に
値
す
る
｡
ハ
リ
ス
判
決
で
は
､
未
亡
人
が
愛
人
に
渡
し
た
金
額
が
所
得
に
当
た
る
か
が
問
題
と
な

っ
た
｡
本
件
は
､

愛
人
が
所
得
税
の
脱
税
で
告
訴
さ
れ
て
い
た
事
例
で
あ

っ
た
が
'
裁
判
所
は
､
｢
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
の
法
理
が
-
‥
･本
件

(96
)

(

97
)

の
よ
う
な
事
例
で
は
民
事
と
同
様
に
刑
事
訴
追
の
根
拠
と
な
-
う

る

｣

と
述
べ
て

お

-

､

刑
事
事
件
で
あ
る
本
件
の
判
断
に
デ
ュ
ー
バ
ー

シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
の
法
理
を
用
い
た
｡

さ
ら
に
'
政
府
が
提
示
し
た
基
準
を
否
定
し
て
へ
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
の
法
理
に
従

っ
た
判
決
も
出
さ
れ
て
い
る
｡
グ
ッ

〔98
)

ド
ウ
ィ
ン
判

決

で

は
､
牧
師
が
修
道
会
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
年
に
三
回
の
特
別
な
日
に
受
け
取

っ
て
い
た
金
額
が
所
得
に
当
た
る
か
が
問

題
と
な

っ
た
｡
そ
の
際
政
府
は
､
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
の
法
理
よ
-
も
む
し
ろ
次
の
よ
う
な
テ
ス
ト
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る

と
主
張
し
た
｡
そ
の
テ
ス
ト
と
は
､
｢愛

･
賞
賛

･
尊
敬
の
感
情
は
､
小
数
区
民
に
対
し
て
特
別
行
事
の
献
金

へ
の
参
加
を
公
然
と
動

機
づ
け
て
お
-
､
納
税
者

(牧
師
)
が
教
会
の
牧
師
と
し
て
行
う
奉
仕
か
ら
生
じ
､
直
接
奉
仕
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
当
該
移
転
は

(99
)

納
税
者
の
奉
仕
活
動
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
､
法
律
問
題
と
し
て
は
報
酬
で
あ

っ
た
｣
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
が
'
裁
判
所
は
こ
の



258贈与との関係からみた所得概念の展開

テ
ス
ト
を
広
範
に
過
ぎ
る
と
し
て
受
け
容
れ
ず
､
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
の

｢客
観
的
か
つ
不
思
議
な
力
を
持

っ
て
い
な
い
｣

･州
｣

ア
プ
ロ
ー
チ
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ

た

｡

そ
し
て
本
件
の
場
合
'
特
別
行
事
の
贈
与
が
修
道
会
の
メ
ン
バ
ー
全
員
に
よ

っ
て
な

･:=;
I

さ
れ
て
お
り
へ
日
常
的
に
か
な
り
体
系
化
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
で
行
わ
れ
て

い

た

こ

と
か
ら
'
牧
師
の
課
税
所
得
で
あ
る
と
判
示

し
た
｡

こ
の
よ
う
に
'
近
年
の
裁
判
例
を
見
る
限
り
､
贈
与
と
の
関
係
か
ら
所
得
概
念
を
画
定
す
る
上
で
､
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決

の
法
理
の
影
響
力
は
依
然
と
し
て
大
き
い
｡
む
し
ろ
'

一
九
八

〇
年
代
中
頃
ま
で
よ
り
も
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
の
法
理
が
所

与
の
も
の
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
｡

6

小
括

以
上
で
み
た
よ
う
に
､
裁
判
例
で
は
'
最
高
裁
の
基
準
が
明
確
で
な
か

っ
た
た
め
､
被
贈
与
者
に
お
け
る
贈
与
と
所
得
概
念
と
の
関

係
が
事
実
認
定
次
第
に
よ

っ
て
決
ま
る
と
い
う
混
乱
し
た
状
況
が
続

い
て
い
る
｡
も

っ
と
も
､

1
部
に
は
よ
-
贈
与
に
つ
い
て
明
確
な

定
義
を
行
お
う
と
す
る
動
き
は
あ
る
が
､
定
着
し
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
｡

他
方
で
､
議
会
は
裁
判
所
と
は
異
な
-
贈
与
と
の
関
係
で
所
得
概
念
を
広
-
捉
え
る
傾
向
に
あ
る
｡
例
え
ば
'
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ

イ
ン
判
決
の
事
例
に
つ
い
て
は
､
そ
の
後
立
法
上
の
解
決
が
図
ら
れ
'
使
用
者
に
よ
-
あ
る
い
は
使
用
者
の
た
め
に
､
被
用
者
に
対
し

て
あ
る
い
は
被
用
者
の
便
益
の
た
め
に
贈
ら
れ
た
額
は
総
所
得
に
含
ま
れ
る
と
規
定
さ
れ
る
に
至

っ
た

(内
国
歳
入
法
典

一
〇
二
条

(1-2
)

(畑
)

C

項

)

｡
こ
の
規
定
は
､
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
で
政
府
が
主
張
し
た
基
準
と

一
致
し
て

い

る

｡

学
説
の
中
で
も
包
括
的
所
得

概
念
を
基
本
に
し
'
所
得
概
念
を
で
き
る
だ
け
広
-
解
す
べ
き
と
し
､
よ
-
明
確
な
基
準
を
作
る
べ
き
と
す
る
も
の
や
､
よ
り
効
率
的

な
事
実
認
定
の
方
法
を
構
築
す
べ
き
こ
と
を
説
き
､
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
を
批
判
す
る
も
の
が
多

い
｡
ま
た
､
ド
ッ
ジ
ら
に

よ
っ
て
提
言
さ
れ
て
い
る
贈
与
や
遺
産
を
受
領
者
の
所
得
税
の
ベ
ー
ス
に
加
え
る
と

い
う
改
革
案
も
､
そ
の
目
的

の

1
つ
と
し
て
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州

デ
ュ
ー
バ

ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
以
来
の
状
況
を
解
決
す
る
こ
と
を
挙
げ
て

お

り

､

裁
判
所
の
基
準
が
明
確
で
な
い
こ
と
に
対
す
る
批
判

が
根
底
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

第
二
章

贈
与
に
お
け
る
利
得
の
実
現

(r
ealiz
a
tio
n
)

と
贈
与
者
側
に
お
け
る
所
得
概
念

-

問
題
の
所
在

第

三
早
で
は
､
被
贈
与
者
側
の
所
得
と
贈
与
の
関
係
に
つ
い
て
'
裁
判
所
は
所
得
と
贈
与
を
区
別
す
る
基
準
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ

と
な
-
所
得
概
念
を
狭
-
捉
え
て
き
た
が
､
近
年
包
括
的
所
得
概
念
に
基
づ
き
所
得
概
念
を
広
-
捉
え
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
る
こ
と

を
論
じ
た
｡
本
章
で
は
'
贈
与
に
お
い
て
利
得
が
実
現
し
て
い
る
か
否
か
が
問
題
に
な
る
場
合
の
､
贈
与
者
側
の
所
得
と
贈
与
の
関
係

を
検
討
し
ょ
う
と
考
え
て
い
る
｡

と
こ
ろ
で
'
連
邦
所
得
税
法
で
は
､
基
本
的
に
包
括
的
所
得
概
念
が
採
用
さ
れ
て
い
る
が
､
通
常
は
実
現
さ
れ
て
い
な
い
価
値
の
増

∴仙
､

加
分
を
課
税
所
得
に
含
ま
な
い
と
さ
れ
て
い

る

｡

そ
れ
ゆ
え
､
贈
与
の
場
面
で
は
､
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
贈
与
税
が
贈
与
者
に
課
せ

(捕
)

ら
れ
る
こ
と
も
あ

り

､

贈
与
者
は
利
得
を
で
き
る
だ
け
実
現
さ
せ
な
い
形
で
利
得
を
得
て
贈
与
税
の
租
税
回
避
に
腐
心
し
て
き
た
｡
そ

の
際
､
贈
与
者
が
租
税
回
避
を
行

っ
た
場
合
に
贈
与
者
側
の
利
得
の
実
現
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
が
問
題
と
な

っ
て
き
た
｡
本
章
で

は
､
こ
の
間
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
､
条
件
付
贈
与
と
無
利
子
貸
付
を
取
-
上
げ
､
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
贈
与
と
所
得
概
念
の
関
係

の
展
開
を
概
観
L
t
若
干
の
検
討
を
行
う
｡

2

条
件
付
贈
与

(co
n
d
itionai
g
i
f
t
)

ア
メ
リ
カ
で
は
､
わ
が
国

と
異
な

-
贈
与
税
は
贈
与
者
に
課
せ
ら
れ
る
｡
そ
の
た
め
､
贈
与
に
際
し
て
'
し
ば
し
ば
被
贈
与
者
に
贈

与

税
を
払
わ
せ
る
と
い
う
条
件
付
き
で
贈
与
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
贈
与
は

｢純
贈
与

(net
g
ift)｣
と
よ
ば
れ
て
い
る
｡
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た
だ
純
贈
与
の
際
に
'
被
贈
与
者
の
支
払
う
贈
与
税
が
贈
与
者
の
取
得
価
額
を
上
回
-
､
贈
与
者
が
間
接
的
に
利
得
を
得
る
こ
と
が
あ

る
た
め
'
こ
の
よ
う
な
利
得
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
､
つ
ま
-
所
得
が
実
現
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
た
｡

∴帖
､

当
初
'
裁
判
所
は
そ
の
よ
う
な
利
得
を
贈
与
者
は
実
現
し
て
い
な
い
と
し
て
い
た
｡
例
え
ば
'

ハ
ー
ス
-
判

決

で

は
､
母
親
が
息

子

･
そ
の
妻

･
そ
の
子
供
に
対
し
て
､
息
子
が
贈
与
税
を
支
払
う
と
い
う
合
意
に
基
づ
い
て
土
地
を
贈
与
し
た
場
合
に
､
息
子
が
支

払

っ
た
贈
与
税
に
つ
い
て
母
親
は
利
得
を
実
現
し
て
い
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
が
'
裁
判
所
は
､
取
引
の
形
式
よ
り
も
実
質
の
方

㌔:-ri,

が
個
人
の
納
税
義
務
を
左
右
す
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘

し

た

上

で
､
本
件
の
場
合
'
母
親
は
取
引
後
何
も
得
て
お
ら
ず
､
暮
ら
し
向
き

･pii.,

も
よ
-
な
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
､
母
親
は
利
得
を
実
現
し
て
い
な

い

と

判
断
し
た
｡
そ
の
後
､
条
件
付
贈
与
の
法
理
は
デ
ィ
ー
ド
リ

.川
,,

ヒ
判

決

に

よ
っ
て
大
き
-
変
化
し
た
｡

デ
ィ
ー
ド
リ
ヒ
判
決
で
は
'
被
贈
与
者
で
あ
る
デ
ィ
ー
ド
リ
ヒ
の
子
供
が
贈
与
税
を
支
払
う
と
い
う
条
件
で
､
原
告
で
あ
る
贈
与
者

デ
ィ
ー
ド
リ
ヒ
の
株
式
を
贈
与
し
た
が
､
贈
与
者
の
株
式
の
取
得
価
額
よ
-
も
被
贈
与
者
の
支
払

っ
た
贈
与
税
の
額
が
上
回
っ
た
場
合
､

そ
の
上
回
っ
た
額
に
つ
い
て
贈
与
者
が
所
得
を
実
現
し
て
い
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
｡
内
国
歳
入
庁
長
官
は
､
原
告
が
負

っ
て
い
る
が

被
贈
与
者
が
支
払

っ
た
贈
与
税
が
'
原
告
の
財
産
取
得
価
額
を
上
回
る
範
囲
で
原
告
は
所
得
を
実
現
し
て
い
る
と
判
断
し
た
｡
そ
の
た

め
､
贈
与
者
で
あ
る
原
告
は
租
税
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
し
た
｡

租
税
裁
判
所
は
'
本
件
移
転
は
株
式
の
公
正
な
市
場
価
値
と
支
払
わ
れ
た
贈
与
税
の
差
額
の

｢純
贈
与
｣
に
あ
た
る
と
し
て
､
所
得

(描
)

は
実
現
し
て
い
な
い
と
判
示
し
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
控
訴
裁
判
所
は
租
税
裁
判
所
の
判
決
を
棄
却
し
､
本
件
移
転
に
よ
っ
て
贈
与
者
は
､

(_-2
)

贈
与
税
の
納
税
義
務
が
移
転
さ
れ
た
財
産
の
調
整
取
得
価
額
を
上
回
る
額
だ
け
所
得
を
実
現
し
て
い
る
と
判
示
し
た
｡
控
訴
裁
判
所
は
､

贈
与
者
が
贈
与
税
の
税
額
分
だ
け
取
引
か
ら
得
た
利
益
に
つ
い
て
保
留
所
得

(retain
ed
incom
e)
を
有
す
る
の
で
､
本
件
の
よ
う
な

(113
)

移
転
を
純
贈
与
と
す
る
保
留
利
益
理
論

(retain
ed
in
teres
t
theoi･y
)
を
斥

け

､

所
得
を
よ
り
広
範
に
捉
え
た
の
で
あ
る
｡

(川
)

(1
)

最
高
裁
判
所
は
､
オ
ー
ル
ド
コ
ロ
ニ
ー
信
託
会
社
判

決

や

ク
レ
イ
ン
判

決

の

法
理
に
従

っ
た
上
で
､
贈
与
者
は
被
贈
与
者
が
贈
与
者
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(116
)

の
贈
与
税
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
､
直
接
的
な
経
済
的
利
益
を
実
現
し
て
い
た
こ
と
､
贈
与
税
の
納
税
義
務
を
被
贈
与
者
に
転

換
さ
せ
る
際
の
贈
与
者
の
意
思
は
客
観
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
､
本
件
で
は
贈
与
者
の
意
思
は
単
に
自
ら
の
納
税
義
務
の

(;
)

軽
減
に
他
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
､
納
税
者
で
あ
る
贈
与
者

の
実
現
し
た
利
益
は
､
移
転
の
間
納
税
義
務
が
伴

っ
て
い
る
と
い
う
事
実
に

∴:.I.

よ

っ
て
は
消
滅
し
な
い
こ

と

を

明
ら
か
に
し
た
｡
ま
た
､
本
件
条
件
付
贈
与
は
､
部
分
的
売
買
部
分
的
贈
与

(p
art･sale
part･gi
f
t
)

に
よ
る
負
担
の
免
除
に
当
た
る
の
で
､
贈
与
者
が
被
贈
与
者
に
対
し
て
公
正
市
場
価
値
以
下
の
価
格
で
売
買
し
た
場

合
と
同
様

に

扱
わ

:(_i

れ
る
べ
き
と
し
'
贈
与
税
が
贈
与
者
の
調
整
取
得
価
額
を
上
回
る
額
だ
け
所
得
が
実
現
し
て
い

る

､

と
判
示
し
た
｡

こ
れ
に
対
し
て
､
レ
ー
ン
ク
ィ
ス
-
裁
判
官
が
反
対
意
見
を
述
べ
た
｡
レ

ー
ン
ク
ィ
ス
-
裁
判
官
は
'
本
件
で
の
問
題
が
'
オ
ー
ル

･川
.

ド

コ
ロ
ニ
ー
信
託
会
社
判
決
や
ク
レ
イ
ン
判
決
と
異
な
-
､
課
税
可
能
な
取
引
が
生
じ
て
い
た
か
否
か
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し

､

こ
の

こ
と
を
判
断
す
る
に
当
た

っ
て
､
被
贈
与
者
が
贈
与
税
を
支
払
う
こ
と
に
同
意
し
た
と
き
に
い
つ
で
も
贈
与
が
部
分
的
売
買
に
な
る
と

･〓

い
う
こ
と
を
'
議
会
が
意
図
し
て
い
た
か
に
着
目
し

た

｡

そ
し
て
､
議
会
は
被
贈
与
者
に
よ
る
贈
与
税
の
支
払

い
が
贈
与
者
の
所
得
に

3働
E

な
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
し
な
か
っ

た

こ

と
か
ら
､
本
件
で
は
所
得
の
実
現
が
な
か

っ
た
と
述
べ
た
｡

デ
ィ
ー
ド
リ
ヒ
判
決
は
､
条
件
付
贈
与
を
部
分
的
売
買
部
分
的
贈
与
と
捉
え
､
贈
与
者
に
経
済
的
利
益
が
存
す
る
こ
と
を
理
由
に
所

得
の
実
現
を
広
-
認
め
､
贈
与
者
に
お
け
る
所
得
概
念
を
拡
大
し
た
事
例
と
し
て
'
大
き
な
意
味
を
持

つ
｡
実
際
､
従
前
は
通
常
の
贈

与
よ
-
も
純
贈
与
の
方
が
､
贈
与
者
と
被
贈
与
者
の
取
引
後
の
資
産
の
合
計
の
方
が
大
き
か

っ
た
場
合
が
あ

っ
た
が
'
経
済
的
利
益
に

基
づ

い
て
所
得
税
の
課
税
を
行
う
デ
ィ
ー
ド
リ
ヒ
判
決
に
よ
り
こ
の
状
況
が
解
決
で
き
て
い
る
の
で
､
そ
の
意
味
で
は
妥
当
と
思
わ

･.1,･:･

れ

る

｡

ま
た
､
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
の
法
理
で
あ
る
意
思
の
基
準
が
厳
格
に
解
さ
れ
､
本
件
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ

れ
な
か

っ
た
点
も
注
目
に
催
し
ょ
う
｡

た
だ
本
判
決
の
理
由
付
け
に
つ
い
て
'

ヘ
ン
リ
ー
は
､
デ
ィ
ー
ド
リ
ヒ
判
決
が
純
贈
与
に
よ
る
取
引
の
形
式
を
検
討
せ
ず
に
す
ぐ
に

実
体
を
検
討
し
､
取
引
の

｢経
済
的
実
質

(eco
nomic
rea
lity
)
｣
が
贈
与
税
額
に
よ
る
安
価
で
の
財
産

の
売
買
と
同
じ
で
あ
る
と
結
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(
1-4
)

論
づ
け
た
こ
と
を
疑
問
視

し

'

す
で
に
明
白
に
課
税
が
な
さ
れ
て
お
-
'
実
現
し
た
額
だ
け
が
問
題
と
な

っ
て
い
た
オ
ー
ル
ド
コ
ロ

姐脱
E

ニ
ー
信
託
会
社
判
決
や
ク
レ
イ
ン
判
決
と
は
異
な
る
事
例
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い

る

｡

こ
の
点
で
は
'
レ
ー
ン
ク
ィ
ス
ト
裁
判
官
の
反

対
意
見
と

一
致
し
て
い
る
｡
そ
し
て
'
裁
判
所
は
'
ま
ず
あ
る
額
が
実
現
し
て
い
る
か
否
か
を
､
次
に
そ
の
額
が
ど
の
よ
う
に
課
税
さ

(描
)

(捕
)

れ
る
か
を
判
断
す
べ
き
で
あ

っ
た
と
し

て

､

実
現
の
存
否
は
､
内
国
歳
入
法
典

一
〇
〇
一
条
b

項

に

あ
る
よ
う
に
財
産
の
売
買
や
分
配

い
｣

が
あ
る
か
を
基
準
に
す
べ
き
と
述
べ
て
い

る

｡

本
件
の
場
合
'
ヘ
ン
リ
ー
に
よ
る
と

'
贈
与
者
は
被
贈
与
者
に
贈
与
税
を
支
払
わ
せ
る

こ
と
に
よ
-
利
得
を
得
て
い
る
の
で
､
被
贈
与
者
に
よ
-
支
払
わ
れ
て
い
た
贈
与
税
額
が
贈
与
者
の
取
得
価
額
を
超
え
る
額
だ
け
利
得

(潤
)

を
実
現
し
て
い
る
t
と
構
成
さ
れ
る
｡

そ
の
後
こ
の
問
題
は
､

一
九
八
四
年
に
立
法
上
の
解
決
が
図
ら
れ
､
デ
ィ
ー
ド
リ
ヒ
判
決
の
法
理
は

一
九
八

一
年
三
月
三

一
日
以
前

に
な
さ
れ
た
純
贈
与
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
｡
同
日
以
前
に
被
贈
与
者
に
よ
-
支
払
わ
れ
た
贈
与
税
が
贈
与
者
の
所

得
に
な
ら
な
い
と
い
う
規
定
の
仕
方
を
み
る
と
､
同
日
以
後
の
耗
贈
与
に
つ
い
て
は
贈
与
者
の
所
得
概
念
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
拡
大
し
て

お
-
､
経
済
的
利
益
よ
-
も
む
し
ろ
形
式
面
を
重
視
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

3

無
利
子
貸
付

(in
te
rest
fr
ee
lo
an)

ア
メ
リ
カ
で
は
､
租
税
回
避
の
手
段
と
し
て
'
ご
-
最
近
ま
で
無
利
子
貸
付

(な
い
し
は
低
利
子
貸
付
)
が
広
-
行
わ
れ
て
き
た
｡

例
え
ば
､
銀
行
が
年
利

1
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
単
利
で
二
〇
万
ド
ル
の
貸
付
を
行

い
､
毎
年
三
万
ド
ル
の
利
子
の
支
払

い
を
借
-
手
に
求

め
る
と
す
る
｡
こ
の
借
-
手
が
両
親
が
無
利
子
貸
付
を
受
け
る
場
合
へ
も
し
両
親
が

一
五
パ
ー
セ
ン
I
の
利
率
で
貸
付
を
行

っ
て
い
た

な
ら
ば
贈
与
税
の
か
か
ら
な
い
三
万
ド
ル
の
暗
黙
の
移
転
が
存
す
る
こ
と
に
な
る
O
つ
重
-
､
借
り
手
は
両
親
か
ら
贈
与
を
受
け
て
い

る
｡
し
か
し
､
両
親
が
借
り
手
に
三
万
ド
ル
､
借
-
手
の
利
子
を
支
払
う
た
め
に
移
転
す
る
場
合
､
こ
の
三
万
ド
ル
に
は
贈
与
税
が
か

(1-0
)

か
り
､
同
じ
額
の
贈
与
で
結
果
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
場
合
､
贈
与
税
の
回
避
の
み
な
ら
ず
､
借
り
手
が
し
ば
し
ば
貸
し
手
よ



り
も
よ
り
低
い
課
税
段
階

(tax
b
raek
et)
に
あ
る
た
め
'
所
得
税
の
回
避
が
生
じ
た
｡

た
だ
､
こ
こ
で
問
題
に
な
る
利
得
は
､
も
と
も
と
贈
与
税
の
局
面
で
問
題
に
な
っ
て
お
り
､
実
現
に
つ
い
て
は
従
来
あ
ま
り
注
目
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
｡
内
国
歳
入
庁
は
'
無
利
子
貸
付
は
､
借
り
手
が
貸
し
手
に
公
正
な
利
子
率
で
利
子
を
支
払

っ
て
い
る
対
等
貸
付

(alIm
'SL
en
g
th
lo
an
)
と
､
貸
し
手
か
ら
借
り
手

へ
の
当
該
利
子
分
の
贈
与
か
ら
成
り
立
つ
と
考
え
､
貸
付
金
の
支
払
金
に
対
し
て(1-1

)

贈
与
税
を

課
す
る
の
で
は
な
-
'
貸
し
付
け
さ
れ
た
金
銭
を
利
用
す
る
際
の
合
理
的
な
価
値
に
の
み
に
贈
与
税
を
課
そ
う
と
し
て
き

た

｡

(1-2
)

当
初
裁
判
所
は
'
貸
し
手
に
は
贈
与
税
が
課
せ
ら
れ
な
い
と
判
断
し
て
い

た

が

､
最
高
裁
は
､
デ
ィ
ッ
ク
マ
ン
判
決
に
お
い
て
､
制
定

(1-3
)

法
上
無
利
子
貸
付
は

｢贈
与
に
よ
る
財
産
の
移

転

｣

に
当
た
-
､
贈
与
税
は

｢移
転
が
直
接
的
な
も
の
で
あ

っ
て
も
間
接
的
な
も
の
で

蒜
四

あ

っ
て
も
､
財
産
が
物
的
で
あ

っ
て
も
人
的
な
も
の
で
あ

っ
て
も
､
動
産
で
あ

っ
て
も
不
動
産
で
あ
っ
て
も
｣
課
せ
ら

れ

る

こ

と
か
ら
'

∴付

貸
し
手
に
対
し
て
贈
与
税
が
課
さ
れ
る
と
判
断
す
る
に
至
っ

た

｡

こ
の
よ
う
に
､
最
高
裁
の
法
廷
意
見
は
､
無
利
子
貸
付
に
よ
る
利
得
に
つ
い
て
贈
与
の
局
面
の
み
判
断
し
て
い
た
｡
こ
の
点
は
'

デ
ィ
ッ
ク
マ
ン
判
決
の
中
で
パ
ウ
エ
ル
裁
判
官
が
反
対
意
見
の
中
で
､
専
ら
借
り
手
が
無
利
子
貸
付
に
よ
っ
て
利
得
を
実
現
す
る
場
合

(捕
)

の
問
題
を
指
摘
し
て
い

る

｡

す
な
わ
ち
､
パ
ウ
エ
ル
に
よ
る
と
'
法
廷
意
見
の
下
で
は
､
貸
し
手
が
贈
与
税
の
納
税
義
務
を
有
す
る
が
'

借
り
手
が
当
該
贈
与
の
分
を
所
得
か
ら
控
除
で
き
な
-
な
る
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
パ
ウ
エ
ル
裁
判
官

の
反
対
意
見
に
お
い
て
も
'
高
い
課
税
段
階
に
あ
る
貸
し
手
が
低
い
課
税
段
階
に
あ
る
借
-
手
に
無
利
子
貸
付
を
行
う
際
に
生
じ
る
貸

し
手

の
利
得
は
考
慮
さ
れ
な
か

っ
た
｡
そ
の
た
め
､
無
利
子
貸
付
は
デ
ィ
ッ
ク
マ
ン
判
決
後
も

｢所
得
シ
フ
ト

(in
come
s

h
iftI

ln
g)
｣
と
呼
ば
れ
､
租
税
回
避
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
し
て
広
-
用
い
ら
れ
続
け
た
｡

こ
の
間
題
は
'
現
在
で
は
内
国
歳
入
法
典
七
八
七
二
条
が

一
九
八
四
年
に
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
'
立
法
上
の
解
決
が
図
ら
れ

て
い
る
｡
法
典
七
八
七
二
条
は
､
無
利
子
貸
付
に
よ
っ
て
通
常
の
利
息
相
当
額

(fo
regon
e
in
terest)
を
貸
し
手
か
ら
借
-
手

へ
の

贈
与
と
み
な
し
､
所
得
シ
フ
ー
を
排
除
す
る
た
め
に
貸
し
手

へ
の
利
子
所
得

(-n
teres
〓
n
com
e)
と
考
え
る
こ
と
に
よ
り
'
無
利
子
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貸
付
の
借
-
手
が
貸
し
手
に
対
し
て
利
子
を
支
払

い
'
貸
し
手
が
こ
の
利
子
を
贈
与
と
し
て
借
-
手
に
移
転
す
る
と
い
う
状
況
を
想
定

(1-7
)

し
て
い

た

｡

こ
の
よ
う
に
､
利
得
の
実
現
を
柔
軟
に
解
し
て
､
よ
-
大
き
い
担
税
力
を
持

つ
貸
し
手
の
所
得
概
念
を
広
-
捉
え
る
方
法

は
､
昨
今
の
所
得
概
念
の
拡
大
の
流
れ
の
中
で
も
注
目
に
値
す
る
と
い
え
よ
う
｡

む
す
び
に

以
上
､
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
､
贈
与
と
の
関
係
で
所
得
概
念
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
か
を
､
被
贈
与
者
側
と
贈
与
者
側
に

分
け
て
検
討
し
て
き
た
｡

こ
れ
ま
で
ア
メ
リ
カ
で
は
､
被
贈
与
者
側
に
お
け
る
贈
与
と
の
関
係
で
の
所
得
概
念
に
つ
い
て
､
裁
判
所
は
贈
与
者
の
意
思
を
基
準

に
狭
-
捉
え
､
贈
与
を
広
-
認
め
て
き
た
｡
し
か
し
､
議
会
は
裁
判
所
と
は
逆
に
､
贈
与
と
の
関
係
で
被
贈
与
者
に
お
け
る
所
得
概
念

を
拡
大
し
ょ
う
と
し
て
き
た
し
､
学
説
で
も
裁
判
例
の
所
得
概
念
の
捉
え
方
に
対
し
て
批
判
的
な
も
の
が
多
か

っ
た
｡

一
方
で
､
裁
判
所
は
､
贈
与
者
に
お
け
る
贈
与
と
の
関
係
で
の
所
得
概
念
に
つ
い
て
は
広
-
捉
え
て
き
た
｡
議
会
も
､
贈
与
に
よ
る

財
産
価
値
が
総
所
得
か
ら
除
外
さ
れ
る
と
い
う
内
国
歳
入
法
典

一
〇
二
条
の
規
定
を
見
直
す
こ
と
な
-
所
得
概
念
を
拡
大
し
た
た
め
､

(1-8
)

特
に

一
九
八

〇
年
代
の
立
法
の
中
で
簡
素
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
所
得
概
念
を
広
-
認
め
て
き
た
と
さ
え

い
わ
れ
て
い

る

｡

こ
の
背
景
に

は
､
贈
与
の
際
の
租
税
回
避
が
横
行
L
t
本
来
贈
与
税
を
払
う
べ
き
贈
与
者
が
利
得
を
得
る
に
至

っ
た
た
め
､
租
税
回
避
の
防
止
に
意

を
尽
-
さ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
'
そ
の
方
法
と
し
て
､
第
二
章
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
'
贈
与
者
の

利
得
の
実
現
を
柔
軟
に
解
し
て
所
得
概
念
を
広
範
に
捉
え
る
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
裁
判
所
も
､
贈
与
者
の
所
得
概

念
を
贈
与
と
の
関
係
で
画
定
す
る
に
あ
た

っ
て
は
､
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
で
確
立
さ
れ
た
意
思
の
基
準
を
重
視
し
な
か

っ
た
｡

こ
の
点
は
､
被
贈
与
者
側
に
お
い
て
は
'
徴
税
費
用
の
問
題
な
ど
を
顧
み
る
こ
と
な
-
'
デ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
タ
イ
ン
判
決
で
確
立
さ
れ

た
意
思
の
基
準
に
よ
っ
て
所
得
概
念
が
画
定
す
る
姿
勢
を
貫
い
た
こ
と
と
は
対
照
的
で
あ
る
｡
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こ
う
し
て
み
る
と
､
裁
判
所
の
贈
与
と
の
関
係
で
の
所
得
概
念
の
捉
え
方
は
､
贈
与
者
に
お
け
る
場
合
と
被
贈
与
者
に
お
け
る
場
合

で

忘
貝
し
て
い
な

い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
O
私
が
見
る
限
-
､
裁
判
所
は
所
得
概
念

の
捉
え
方
を
被
贈
与
者
と
贈
与
者
で
違
え
る
理

由
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
ず
､
こ
の
点
の
裁
判
所
の
真
意
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
た
だ
､
被
贈
与
者
側
の
所
得
概
念
を
狭
-
解
す

る

一
方
で
､
贈
与
者
側
の
利
得
の
実
現
を
柔
軟
に
解
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
所
得
概
念
を
広
-
認
め
て
き
た
点
は
､
担
税
力
に
応
じ
た
課

税
に
配
慮
し
て
い
る
面
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
､
所
得
概
念
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た

っ
て
あ
る
程
度
重
視
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

注
(-
)

金
子
宏
教
授
は
､
所
得
税
の
､主
要
な
問
題
は
'
法
律
的
観
点
か
ら
も
夏
雲
な
タ
ッ
ク
ス

･
ベ
ー
ス
と
､
政
策
論
上
の
問
題
で
あ
る
タ
ッ
ク
ス

･
レ
ー
ト
の
二
つ
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
｡
金
子
宏

｢租
税
法
に
お
け
る
所
得
概
念
の
構
成
｣
九
-

1L
O
頁

(金
子
宏

『所
得
概
念
の
研
究
k
(有
斐
閣
､

1
九
九
五
年
)

l
頁
所
収
)
0

(2
)

わ
が
国
で
も
'
こ
れ
ま
で
所
得
概
念
に
関
し
て
す
ぐ
れ
た
研
究
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
0
例
え
ば
､
金
子
宏

･
前
掲
論
文
注

(-
)を
参
照
せ
よ
O
ま
た
'
時
間
と

の
関
係
か
ら
論
じ
た
も
の
に
､
中
里
実

｢所
得
概
念
と
時
間
-

課
税
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
観
点
か
ら
-

｣
金
子
宏
桁

『所
得
課
税
の
研
究
院
(有
斐
閣
､

一
九
九

一
年
)

一
二
九
頁
が
あ
る
｡

(3
)

D
ep
artm
en
t
o
f
th
e
T
l･eaS
u
tJ､
F
)n
a
コC4al
M
ana
gem

e

n

t
ServICe.
U
≡
T
E
ij
S
T
A
T
ES
G
o
v
E芸
宴
づ
A
hTN
U
A
L
R
EPO
lrr
F
ISC
A
L
Y
E
A
R
20
0
0

at
l
t

(4
)

ヘ
イ
グ
-
サ
イ
モ
ン
ス
の

包

括
的
所
得
概
念
に
つ
い

て

は
'
わ
が
国
で
も
こ
れ
ま
で
に
多
-
検
討
さ
れ
て
き
た
O
例
え
ば
､
金
子
宏

･
前
掲
論
文
注

(-
)二
四
-

1六
頁
､
金

子
宏

｢
ポ
ー
リ
ス

･
ビ
-
カ
I
の

『包
括
的
課
税
ベ
ー
ス
k
批
判
論
の
検
討
｣
(金
子
宏

『所
得
概
念
の
研
究
払
(
有
斐
間
､

)
九
九
丘
年
)

H

九
頁

所
収
)
を
参
照
せ
よ
｡

(5
)

H
en
rl
C
S
im
On
S,
P
E
PS()N
rlL
tN
CO
M
E
T
A
X
A
TiO
N

T
tiE
D
E
F
MN
m
()
N

()F

T
AN
,C
()
M

E
A
S
A
P
RO
BL
E

M

O
F
F
tSCA
L
P
｡
u
C
Y
at
5
0
(1
9
3
8)

(･D
)

も

っ
と
も

ス

ロ
ニ
ー
は
､
サ
ィ
モ
ン
ス
が
租
税
負

担
の
公
正
な
配
分

を

導

-

よ

う
所
得
を
定
義
し

て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
o

V
Lcto
r
T
h
u
ro
n
y
I.
T
h
e

concep
l
of
Z71COnZe.
!16
T
ax
L
R
ev
/15
at
4
9
ふ
0
(1
9
9
0
)

2
6
U
S
C
A

∽
G
i
(a)

M

teh
aeこ

G
raetz.
D
eb
o
rah
Z1
Sch
en
k
一
F
E
D
EZu
L
TZW
O
M
FJ
T
A
jY
JIT
H〇
N
P
R
ZNC
tPLF,S
A
iN
D
P
O
LIC
-
E
S
at
t0
7

(
2

d
E
d
,
1
9

9
6
)

本
稿
で
は
'
特
段
の
断
-
が
な
い
限
り

｢贈
与

(g
ifts)｣
は

､
｢道
産

(
b
eq
u
ests)｣
等
を
も
含
め

た

広
義
の
概

念

と
考
え
る

｡

こ
れ
ま
で
に
相
続

･
贈
与
税
と
所
得
税
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と

し
て
､
例
え
ば
水
野
忠
恒

｢所
得
税
と
相
続
税
の
交
錯
-
非
課
税
も
し
く
は
課
税
繰
り
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延
べ
と
さ
れ
る
利
得
｣
ジ
ユ
リ

l
〇
二
〇
号

一
五
四
頁

(
小
九
九
三
年
)
が
あ
る
O

(‖
)

サ
イ
モ
ン
ズ
は

｢贈
与

･
相
続

･遺
産
を
除
外
す
る
こ
と
は
､
さ
ら
な
る
専
断
的
な
区
別
を
招
来
す
る
で
あ
ろ
う
｣
と
述
べ
､
贈
与
が
所
得
に
含
ま
れ
る
べ
き
と

し
て
い
る
｡
s
lm
On
S.
SuP
ra
n
ote
S
at
5
6

(㍑
)

こ
の
点
は
日
本
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る

(所
得
税
法
九
条

山
五
号
)
0

な
お
､
財
産
に
よ
-
得
た
所
得
は
被
贈
与
者
に
対
し
て
課
税
さ
れ
る
o
内
国
歳
入
法
典

一
〇
二
条
b
項
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
｡
｢
a
項
は
次
の
も
の
を

総
所
得
か
ら
除
外
し
な
い
｡
二

)
a
項
で
規
定
さ
れ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
財
産
か
ら
生
じ
た
所
得
｡
(二
)
贈
与

･
人
的
財
産
遺
贈

･
物
的
財
産
遺
贈

･
相
続
が
財
産

か
ら
生
じ
た
所
得
で
あ
る
場
合
､
当
該
所
得
の
価
額
｡
贈
与

･
人
的
財
産
遺
贈

･
物
的
財
産
遺
贈

･
相
続
の
条
件
の
下
で
支
払

い
･
振
込

･
配
分
が
時
々
行
わ
れ
る

場
合
､
財
産
か
ら
生
じ
た
所
得
に
よ
っ
て
支
払
い
･
振
込

･
配
分
が
な
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
､
二
=Lh
の
目
的
に
よ
-
財
産
か
ら
生
じ
た
所
得
の
贈
与

･
人
的
財
産

退
贈

･
物
的
財
産
遺
贈

･
相
続
と
扱
わ
れ
る
｡
-
-
｣

(13
)

こ
の点
は
'
ア
メ
リ
カ
で
は
エ
ス
テ
ィ
ト
=
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

(estate
p
lan
n
ln
g
)
の
分
野
が
発
達
し
て
お
り
､
生
前
か
ら
ト
ー
タ
ル
で
遺
産
処
分
を
ど
の
よ
う

に
し
て
い
-
べ
き
か
が
多
数
研
究
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
｡

(H
)

二
〇
〇
〇
年
度
に
お
い
て
も
遺
産

･
相
続
税
の
全
歳
入
に
占
め
る
割
合
は

T
･
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
｡
S
ee
sILP
ra
note
3
aニ

)

(Et3)

s
ee.
e
g
L
o
sep
h
M

D
od
g
e.
B
eyoJid
E
sla
le
an
d
G
lfl
T
a.Y
R
efor"｡
h
zclttd
u
lg
G
lfts
a
77d
B
equ
esls
"
l
JnCOfTie,
9
t
H
al･V

L
R
ev
i
t7
7
(i9
7
8
)
一M
a
r
･

30
rlC
E

K
orn
h
a亡
Se-∴
T
h
e
C
o71S111u
110n
a
l
M
eaJ三
lg
Of
hu

om
e
a"d
Lhe
Zncom
e
T
axalw
n
of
G
lfls､
2
5
C
on
n
L
R
ev
1
(19
9
2
)
.
Joh
n
E
D
on
atd
son
.7
.h
e

F
u
Lzm

of
T
ransfe7
T
axa
lw
ll
R
epea
l,
R
es
lrucl"ru
Zg
and
R
ef
m
e"Len
L,
or
R
epl

a

cem
e77t.
5
0
W
ash
a
nd

L
ee
L

R
ev
53
9

(i9
9
3
)
.
jo
h
n

K

M
c誉
一ty
,

F
ED
E
RA
L

E

ST
AT
E
芸
D
G
ZFT
T
,1.YA
T
IO
N
at
/t6
2ム

6

5
()
9
9
トニ

な
お
､
ジ

ョ
ン
･
K
･
マ
ク
ナ
ル
テ
ィ

(水
野
忠
恒
訳
)
｢合
衆
国
所
得
税
の
構
造
と
特
色
仙

-

そ
の
改
革
の
可
能
怜
-

｣
八
四
頁

(シ
ユ
リ
九

山九
号
八
〇
頁

二

九
八
八
年
〕
所
収
)
も
参
照
せ
よ
｡

他
国
を
見
る
と
､
例
え
ば
オ
ー
ス
ー
ラ
リ
ア
で
は
'

!
九
八
五
年
に
所
得
税
の

一
種
で
あ
る
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ

ン
税
が

山
部
の
贈
与
に
対
し
て
課
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
お
り
､
こ
の
方
向
で
改
革
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
も

っ
と
も
､
オ
ー
ス
ー
ラ
リ
ア
で
は
す
で
に

山
九
七
〇
年
代
後
半
に
遺
産
税
と
贈
与
税
を
区
別
し
た
制
度
を

廃
山
し
て
､
そ
の
数
年
後
に
生
前
贈
与
お
よ
び
遺
贈
は
仝
-
課
税
さ
れ
な
-
な
っ
て
い
た
､
と
い
う
事
情

が
あ

っ
た
こ
と
は
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
S
ee
Jef･

frey
S

K
ln
SJer,
T
h
e
T
axa
tto77
0f
G
ljtS
a
TTd
B
eq7teSIs
芸
A
liSlra
lta.
A
P
rolo1),Pe
foJ
T
ra
llSfer
T
ax
R
efon
}:
)二
h
e
U
ftiEed
S
ta
Ees
P.
6
P
ac.
氏
)m

L

&,

p
oこ
､
jo
u
rna1
3
0
6
()
9
9
7
)

(
1

6
)

D
odg
e
,

szも
ra
n
o
te
1
5
Mlt
l
18
2･9
5

(
E
3

)

遺

産
税
の
納
税
義
務
は
遺
言
執
行
者

(execu
to
r)
が

(内
国
歳
入
法
典
二
〇
〇
二
条
)
､
贈
与
税
の
納
税
義
務
は
贈
与
者
が

(内
国
歳
入
法
典
二
五
〇
二
条
d

項
)
そ
れ
ぞ
れ
有
す
る
｡

(18
)

D
o
n
ald
son
.
suf)ra
no
te
1
5
at
5
4
0

(1
)

ア
メ
リ

カ
連
邦
遺
産

･
贈
与
税
の
仕
組
み
の
概
要
を
説
明
し
た
邦
語
文
献
と
し
て
､
渋
谷
雅
弘

｢資
産
移
転
課
税

(遺
産
税
､
相
続
税
､
贈
与
税
)
と
資
産
評
価

川
1

ア
メ
リ
カ
連
邦
遺
産
贈
与
税
上
の
株
式
評
価
を
素
材
と
し
て
…

｣
(法
協

二

〇
巻
九
号

一
三
l
三
三貝
)
の
序
論
第

二
早
が
あ
る
｡

こ
こ
で
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
所
得
税
の
税
率
と
連
邦
道
産

･
贈
与
税
の
税
率
の
違

い
に

つ
い
て
若
干
数
桁
し
て
お
-
O
連
邦
所
得
税
で
は
､
共
同
申
告
(10
1n
t
l･e･
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ttlrn)を
行

っ
た
既
婚
者
及
び
残
さ
れ
た
配
偶
者
､
世
帯
主
'
未
婚
者
等
に
分
け
て
累
進
税
率
が
採
ら
れ
て
お
り
､
例
え
ば
既
婚
者
及
び
残
さ
れ
た
配
偶
者
の
税
額

は
次
の
よ
う
に
な
る

(内
国
歳
入
法
典

l
条
a
項
二
号
)
O

,･.I;J.

f･,,ト

rJJ.i

ユ
[

幕

藩

(
TI
)こ

3
6
.9
0
0
7
)i,
3=
d

3
6
.9
0
0
｢
)i,範
k

8
9
.i
5
0
11
)i,
純
d

8
9
.1
5
0
7ー)i,耐
i
1
4
0
.0
0
0
7一)i,帖
d

t
4
0
,0
0
0
で
t,献
k
2
5
0
.0
0
0
7一JL,
叫
べ

2
5
0
.0
0
O
T:.)i,蔽
i

謝
罪
繋
避
×
1
5
%

5
,5
3
5
十
(謀
漂
繋
119
-
3
6
.9
0
0
)
×
2
8
%

2
6
.1
6
5
+
(川瀬
粟
gjf哉
-
8
9
.1
5
0
)
×
3
)
%

3
5
,9
2

8
5
0
十
㌫
滞
謬
fm
%
･-
)
4
0
,0
0
0
)
×
3
6
%

7
5
.5
2
8
5
0
+
(対
蒸
発
認
-
2
5
0
.0
0
0
)
×
3
9
6
%

な
お
'
実
際

の
税
額
計
算
に
は
イ
ン
フ
レ
率
も
加
味
さ
れ
る

(法
典

一
条
-
項
)
｡
先
般
成
立
し
た

｢経
済
成
長
と
減
税
の
調
和
に
関
す
る
法
律

(E
c
onom
Tc

G
ro
w
th
a
n
d
T
a
x
R
etie
f
R
e
eo
n
elLla
tLO
n
A
et
o
f
2
0
0
)
)

(以
下

『
二
〇
〇

山年
減
税
法
巴
｣
に
よ
り
､
新
た
に
税
率

一
〇
%
の
課
税
段
階
が
作
ら
れ
､

各
々
の

適
用
税
率
も
二
八
%
､
三

l
%

､
三
六
%
'
三
九

･
六
%
に
つ
い
て
は
段
階
的
に
下
げ
ら
れ
､
二
〇
〇
六
年
度
に
は
そ
れ
ぞ
れ
二
五
%
､
二
八
%
､
三
三
%
､
三
五
%

と
な
る

(二
〇
〇

i
年
減
税
法

〟
○

山
条

a
項

･
内
国
歳
入
法
典

!
条

-
項
二
号
)
｡

こ
れ
に
対
し
て
'
連
邦
遺
産
税
は
､
死

亡
時
に
お
け
る
全
財
産
の
価
値

に
よ

っ
て
決
ま
る
捻
遺
産

(g
ro
ss
estate)
(法
典
二
〇
五

叫
条
)
か
ら
控
除

(法
典
二

〇
垂

二
条
-
二
〇
五
六
条
)
の
価
額
を
引
い
た
課
税
道
産

(ta
x
a
b
le
esta
te
)
と
､
調
整
課
税
贈
与

(a
dlu
Sted
taxableg
tfT

故
人
の
総
遺
産
に
含
ま
れ
な
い
鰭

与
で

一
九

七
七
年
以
後
に
故
人
が
行

っ
た
課
税
贈
与
の
総

計

(法
典
二
〇
〇
山粂
b
項
二
号
)
)
の

合
計
に
対
し
て
'
法
典
二
〇
〇

一
条
C
項
の
累
進
税
率
で
課
税

し
た
額
を
ま
ず
算
出
し

(こ
の
額
は

｢仮
の
税
額

(te
n
tat)v
e
ta
x
)
｣
と
呼
ば
れ
る
)
'
こ
の
仮
の
税
額
か
ら
調
整
課
税
贈
与

に
法
典
二

〇
〇

一
条

C
項
の
累
進
税

率
で
課
税
し
た
額
を
差
し
引
き
'
さ
ら
に
そ
こ
か
ら

統
l税
額
控
除

(u
n
lfied
cre
d
it)
(法
典
二
〇

一
〇
粂
)
'
州
死
亡
税
税
額
控
除

(法
典
二

〇
二

条
)
､

一

九
七
六
年
ま
で
に
行
わ
れ
た
贈
与
に
つ
い
て
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