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第67回
「負動産」にまつわる
相続土地国庫帰属制度の

お話

個
人
的
な
見
解
と
し
て
は
、申
請
件
数
・

帰
属
件
数
と
も
に
少
な
い
と
い
う
印
象
を

受
け
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
制
度
開
始
後

に
発
生
し
た
相
続
に
よ
る
土
地
だ
け
で
は

な
く
、
制
度
開
始
前
に
発
生
し
た
相
続
に

係
る
土
地
も
申
請
が
可
能
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
申
請
件
数
が
約
３
８
０
０
件

に
留
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

そ
こ
で
、
今
回
は
「
相
続
土
地
国
庫
帰

属
制
度
」
の
概
要
と
そ
の
考
え
方
に
つ
い

て
詳
し
く
解
説
し
て
い
き
ま
す
。

制
度
の
概
要
①「
申
請
要
件
と
手
続
き
」

相
続
や
遺
贈
（
遺
贈
は
遺
言
に
よ
る
贈

与
。
た
だ
し
、
こ
の
制
度
で
は
相
続
人
に

対
す
る
遺
贈
に
限
り
ま
す
）
に
よ
っ
て
土

地
の
所
有
権
を
取
得
し
た
人
が
、
そ
の
土

地
の
所
有
権
を
国
庫
に
帰
属
さ
せ
た
い
場

皆
さ
ま
、
こ
ん
に
ち
は
。
税
理
士
の
髙

原
誠
で
す
。

季
節
は
い
よ
い
よ
夏
本
番
を
迎
え
、

今
年
も
厳
し
い
夏
の
兆
し
を
感
じ
ま
す
。

さ
て
、
令
和
７
年
６
月
に
相
続
土
地
国

庫
帰
属
制
度
の
運
用
状
況
が
法
務
省
よ
り

公
表
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
令

和
７
年
５
月
末
時
点
で
の
申
請
件
数
（
速

報
値
）
は
３
８
５
４
件
、
う
ち
帰
属
件
数

は
１
６
９
９
件
と
な
り
、
約
44
％
の
帰
属

率
と
な
り
ま
し
た
（
別
図
Ａ
参
照
）。
令
和

５
年
４
月
に
制
度
が
始
ま
っ
て
か
ら
２
年

以
上
が
経
過
し
ま
し
た
が
、
皆
さ
ま
は
こ

の
数
字
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
で
し

ょ
う
か
。

合
、
ま
ず
法
務
局
に
相
談
し
、
そ
の
後
、

承
認
申
請
を
行
い
ま
す
。
申
請
窓
口
は
、

対
象
土
地
が
所
在
す
る
都
道
府
県
の
法
務

局
・
地
方
法
務
局
（
本
局
）
と
な
り
ま
す
。

法
務
局
は
、
書
面
審
査
や
実
地
調
査
な

ど
を
行
い
ま
す
。承
認
が
下
り
た
場
合
は
、

負
担
金
を
納
付
す
る
こ
と
で
所
有
権
が
国

に
帰
属
し
ま
す
（
所
有
権
移
転
登
記
は
国

が
実
施
し
ま
す
）。
こ
の
制
度
は
単
独
所

有
地
は
も
ち
ろ
ん
、
共
有
地
に
も
適
用
可

能
で
す
。
た
だ
し
、
共
有
地
の
場
合
は
す

べ
て
の
共
有
者
が
申
請
を
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。

な
お
、対
象
者
は
「
相
続
ま
た
は
遺
贈
」

に
よ
っ
て
土
地
を
取
得
し
た
相
続
人
で
あ

り
、
売
買
や
贈
与
に
よ
っ
て
取
得
し
た
土

地
の
所
有
者
は
、
こ
の
法
律
の
適
用
外
で

あ
る
た
め
、
申
請
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、

相
続
や
遺
贈
に
よ
っ
て
財
産
（
土
地
）
を

受
け
取
ら
な
い
法
人
も
申
請
は
不
可
と
な

り
ま
す
。

制
度
の
概
要
②「
手
続
き
費
用
」

次
に
手
続
き
費
用
に
つ
い
て
で
す
。

申
請
に
際
し
、
審
査
手
数
料
と
し
て
一

筆
あ
た
り
１
４
０
０
０
円
の
費
用
が
発
生

し
ま
す
。
こ
の
手
数
料
は
、
申
請
を
取
り

下
げ
た
り
、
不
承
認
と
な
っ
た
場
合
で
も

返
金
さ
れ
ま
せ
ん
。
帰
属
承
認
後
の
負
担

金
は
、
今
後
10
年
間
の
土
地
管
理
費
用
に

相
当
し
、
土
地
の
特
性
に
応
じ
た
標
準
的

な
管
理
費
用
を
考
慮
し
て
算
出
さ
れ
た
額

と
な
り
ま
す
。
具
体
的
な
負
担
金
の
額
は

20
万
円
が
基
準
と
な
り
、
地
目
や
登
記
面

積
な
ど
に
よ
っ
て
、
面
積
単
位
で
負
担
金

を
算
定
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

不
動
産
売
買
に
お
い
て
慣
習
と
し
て
行
わ

れ
る
未
経
過
固
定
資
産
税
な
ど
の
精
算

は
、
国
と
の
間
で
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
。

申
請
は
所
有
者
本
人
の
み
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
が
、
書
類
作
成
の
代
行
を
依
頼

す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。
た
だ
し
、
代
行

を
行
え
る
の
は
弁
護
士
、
司
法
書
士
、
行

政
書
士
の
い
ず
れ
か
で
す
。

申
請
件
数
が
少
な
い
の
は
な
ぜ
？

相
続
土
地
国
庫
帰
属
制
度
に
関
す
る
申

請
件
数
や
帰
属
件
数
は
法
務
省
か
ら
公
表

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
相
談
件
数
に
つ
い
て

は
公
表
さ
れ
な
い
た
め
、
そ
の
具
体
的
な

数
字
は
不
明
で
す
。
た
だ
し
、
過
去
の
相

続
に
よ
っ
て
取
得
し
た
土
地
も
適
用
可
能

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
申
請
件
数
が

現
状
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
は
、
何
ら
か

の
要
因
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。　

例
え
ば
、
制
度
の
周
知
が
不
十
分
で
あ

相続の花道
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償
で
寄
付
を
す
れ
ば
引
き
取
っ
て
も
ら
え

る
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
残
念
な
が

ら
、
そ
の
考
え
は
あ
ま
り
現
実
的
で
は
な

く
、
実
際
は
困
難
な
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど

で
す
。
な
ぜ
な
ら
、「
自
分
に
と
っ
て
不

要
な
も
の
は
、
他
人
に
と
っ
て
も
不
要
で

あ
る
こ
と
が
多
い
」
と
い
う
の
が
、
不
動

産
の
世
界
で
は
通
例
だ
か
ら
で
す
。
物
納

の
際
に
、
税
務
署
が
負
動
産
を
優
先
的
に

引
き
取
ら
な
い
の
も
同
様
の
理
由
で
す
。

現
所
有
者
で
あ
る
親
御
さ
ま
世
代
も
、

所
有
す
る
土
地
に
「
負
動
産
」
が
含
ま
れ

て
い
る
と
知
り
な
が
ら
、
そ
の
煩
わ
し
さ

も
手
伝
っ
て
、
そ
の
処
分
を
「
子
ど
も
に

任
せ
ま
す
」
と
仰
る
ケ
ー
ス
は
少
な
く
あ

っ
た
り
、
申
請
時
に
境
界
確
定
が
求
め
ら

れ
る
な
ど
、
条
件
が
物
納
の
よ
う
に
厳
し

い
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
ま
た
、
例
え
ば
民
間
の
「
負
不
動

産
引
取
業
者
」
の
存
在
も
要
因
の
ひ
と
つ

と
し
て
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

相
続
土
地
国
庫
帰
属
制
度
は
、
い
わ
ゆ

る
「
負
動
産
」
の
受
け
皿
と
し
て
も
機
能

し
て
い
ま
す
が
、
今
後
も
利
用
者
数
の
増

加
は
見
込
み
に
く
く
、
そ
の
傾
向
は
続
く

と
予
想
さ
れ
ま
す
。

民
間
に
よ
る
引
取
業
者
と
の
比
較

民
間
の
負
不
動
産
引
取
業
者
と
は
、
国

に
代
わ
っ
て
有
料
で
負
動
産
を
引
き
取
る

業
者
を
い
い
ま
す
。
お
客
様
（
所
有
者
）

の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

で
き
る
点
は
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
と
い
え
ま

す
が
、
国
の
制
度
と
比
べ
る
と
、
信
用
性

に
お
い
て
は
業
者
ご
と
に
差
が
あ
り
、
利

り
ま
せ
ん
。
お
子
さ
ま
が
同
席
さ
れ
て
い

な
い
場
で
率
直
な
お
気
持
ち
を
吐
露
さ
れ

て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
よ
う

な
ご
意
見
を
耳
に
す
る
と
、
一
税
理
士
と

し
て
は
と
て
も
複
雑
な
気
持
ち
に
な
り
ま

す
。
な
ぜ
な
ら
、そ
の
負
担
を
担
う
の
は
、

紛
れ
も
な
く
お
孫
さ
ま
や
次
の
世
代
の
お

子
さ
ま
た
ち
な
の
で
す
。

一
方
、
お
子
さ
ま
た
ち
は
、
ご
多
分
に

漏
れ
ず
「
な
ぜ
こ
ん
な
土
地
を
自
分
に
残

し
た
の
か
」
と
戸
惑
い
、
時
に
は
親
御
さ

ま
や
そ
の
上
の
世
代
に
対
し
て
強
い
不
満

を
抱
か
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
そ
の

連
鎖
は
、
世
代
が
代
わ
っ
て
も
繰
り
返
さ

れ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

ま
ず
は
、
過
度
な
生
前
贈
与
や
保
険
の

加
入
、
法
人
の
設
立
や
安
易
な
ア
パ
ー
ト

建
設
を
行
う
前
に
、
不
動
産
の
要
不
要
を

区
分
け
す
る
「
不
動
産
の
色
分
け
」
か
ら

始
め
て
み
ま
し
ょ
う
。色
分
け
に
際
し
て
、

サ
ポ
ー
ト
を
依
頼
で
き
る
専
門
家
が
そ
ば

に
い
る
と
安
心
で
す
。
申
告
書
作
成
の
よ

う
な
事
務
作
業
に
と
ど
ま
ら
ず
、
皆
さ
ま

の
不
安
や
お
困
り
ご
と
を
一
緒
に
解
決
し

て
く
れ
る
税
理
士
を
見
つ
け
ま
し
ょ
う
。

さ
あ
、
今
年
も
路
線
価
発
表
の
季
節
が

や
っ
て
き
ま
し
た
。

用
者
は
慎
重
に
見
極
め
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
以
下
、
内
容
を
一
部
比
較
し
て
み
ま

す
（
別
図
Ｂ
参
照
）。

負
動
産
を
処
分
す
る
方
法
は
、
民
間
の

引
取
業
者
以
外
に
も
次
の
方
法
が
あ
り
ま

す
。

①
隣
の
土
地
の
所
有
者
と
相
談
し
、
負
動

産
の
活
路
を
見
出
す
。

②
農
地
中
間
管
理
機
構
（
い
わ
ゆ
る
農
地

バ
ン
ク
）
な
ど
の
公
的
機
関
を
活
用
す

る
。

負
動
産
の
処
分
に
際
し
、
ど
の
よ
う
な

ゴ
ー
ル
を
描
く
か
で
選
択
肢
も
変
わ
っ
て

き
ま
す
。
各
方
法
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ

ッ
ト
を
十
分
理
解
し
、
適
切
に
判
断
し
ま

し
ょ
う
。　

相
続
対
策
の

一
丁
目
一
番
地
は
、

「
不
動
産
の
色
分
け
」か
ら

負
動
産
を
抱
え
る
こ
と

に
な
っ
た
お
子
さ
ま
を
は
じ

め
、
ご
相
談
に
い
ら
っ
し
ゃ

る
相
続
人
の
方
か
ら
よ
く
聞

か
れ
る
の
は
、「
山
奥
の
土
地

を
な
ん
と
か
手
放
し
た
い
」

と
い
う
ご
相
談
で
す
。
国
や

都
道
府
県
、
市
区
町
村
に
無

別図Ｂ 「相続土地国庫帰属制度」と
「民間引取業者」の違い

相続土地国庫
帰属制度

民間引取業者
（一般的な範囲）

対象者
相続または

遺贈により土地を
取得した相続人

不問

相続以外の理由
で取得した土地 × 〇

建物あり × 〇
担保権あり × ×
境界未確定 × 〇
農地（田畑） 〇 ×
審査手数料 14,000 円／筆 不要
負担金 20 万円～ 個別見積もり

信用性 高め 業者ごとに差があ
り、見極めが必要

「負動産」とは、
需要が極めて低く、売却
や賃貸などの土地活用が
見込めないにもかかわら
ず、固定資産税をはじめ
とする管理費用が発生す
る不動産を
指します。


