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論壇
�

は
じ
め
に

平
成
２４
年
６
月
１
日
の
論
壇

に
「
日
本
の
相
続
税
・
贈
与
税

の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
論
点
整

理
」
の
テ
ー
マ
で
、
主
要
各
国

の
相
続
税
・
贈
与
税
と
比
較
し

な
が
ら
私
の
考
え
を
述
べ
さ
せ

て
頂
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
テ

ー
マ
を
ま
と
め
た
論
文
で
第
３６

回
日
税
研
究
賞
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
た
。
更
に
、
そ
の
授
賞

式
で
、
選
考
委
員
長
の
村
井
正

教
授
と
ド
イ
ツ
の
相
続
税
に
つ

い
て
お
話
が
で
き
た
こ
と
は
、

受
賞
と
と
も
に
大
変
に
光
栄
な

こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
テ
ー
マ

を
考
え
る
に
当
た
っ
て
は
、
各

国
の
相
続
税
法
を
検
討
す
る
前

に
、
国
際
私
法
と
各
国
の
相
続

法
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
こ
の
作
業
に
相
当
の
時
間

を
費
や
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
先
の
論
文
で
は
枚
数
制
限

も
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
を
割
愛
す

る
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

（
日
本
税
務
会
計
学
会
国
際
部

門
の
論
文
集
で
は
、
枚
数
制
限

が
な
く
、
こ
の
点
を
述
べ
て
い

る
）
。
今
回
は
、
い
ず
れ
の
論
文

で
も
述
べ
足
り
な
か
っ
た
論
点

に
つ
い
て
、
追
論
し
た
い
と
思

う
。

�

相
続
税
・
贈
与
税
の
課
税
根
拠

私
は
、
多
く
の
方
が
主
張
す

る
「
純
粋
遺
産
取
得
課
税
方

式
」
へ
の
移
行
に
疑
問
を
持
つ

立
場
で
あ
る
。
現
行
の
「
法
定

相
続
分
課
税
方
式
」
の
問
題
点

と
し
て
一
番
強
調
さ
れ
て
い
る

の
は
、
連
帯
納
付
義
務
の
問
題

で
あ
る
。
し
か
し
、
平
成
２３
年

と
２４
年
の
税
制
改
正
に
よ
っ

て
、
連
帯
納
税
義
務
者
へ
の
通

知
問
題
�
や
延
滞
税
の
税
率
引

き
下
げ
�
、
そ
し
て
、
連
帯
納

税
義
務
の
期
間
の
短
縮
（
５

年
）�
等
が
図
ら
れ
た
改
善
後

の
現
状
に
お
い
て
は
、
も
は

や
、
連
帯
納
付
義
務
が
現
行
法

定
相
続
分
課
税
方
式
か
ら
純
粋

遺
産
取
得
課
税
方
式
へ
の
変
更

を
促
す
大
き
な
理
由
に
は
な
ら

な
く
な
っ
た
。

残
る
問
題
点
は
、
相
続
財
産

を
取
得
し
た
者
の
担
税
力
を
考

慮
で
き
な
い
と
い
う
点
で
あ
ろ

う
か
。
同
額
の
相
続
財
産
を
取

得
し
て
も
、
遺
産
総
額
や
相
続

人
の
多
寡
に
よ
っ
て
税
負
担
が

異
な
る
の
が
現
行
制
度
で
あ

る
。
又
、
優
遇
税
制
が
、
本
来

の
対
象
者
で
な
い
相
続
人
ま
で

及
ん
で
し
ま
う
と
い
う
問
題
点

も
あ
る
。
し
か
し
、
平
成
２１
年

度
の
非
上
場
株
式
に
係
る
事
業

承
継
税
制
（
納
税
猶
予
制
度
）

は
、
農
地
の
よ
う
に
後
継
者
に

優
遇
措
置
を
講
じ
る
と
後
継
者

以
外
の
相
続
人
の
相
続
税
ま
で

軽
減
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
事
業

後
継
者
の
相
続
税
に
つ
い
て
の

み
軽
減
（
猶
予
）
す
る
仕
組
み

に
し
て
、
現
行
制
度
の
一
方
の

問
題
点
を
一
応
は
解
消
し
た
。

そ
れ
で
も
、
農
地
の
納
税
猶
予

や
小
規
模
宅
地
の
評
価
減
の
現

行
の
仕
組
み
の
問
題
点
を
放
置

あ
る
い
は
浮
き
彫
り
に
し
た
と

の
批
判
も
あ
る
が
、
逆
に
、
純

粋
遺
産
取
得
課
税
方
式
に
移
行

し
な
く
て
も
、
後
継
者
に
限
定

し
た
優
遇
制
度
に
改
善
で
き
る

証
に
も
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と

も
で
き
、
こ
ち
ら
の
問
題
点

は
、
現
行
制
度
の
下
で
の
改
善

を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

一
方
、
純
粋
遺
産
取
得
課
税

方
式
の
最
大
の
問
題
点
は
、
未

分
割
の
相
続
に
対
す
る
対
応
で

あ
る
。
現
行
制
度
で
あ
れ
ば
、

未
分
割
で
も
遺
産
総
額
が
基
礎

控
除
の
範
囲
内
の
場
合
は
、
相

続
税
の
申
告
及
び
納
付
の
必
要

は
な
い
。
し
か
し
、
純
粋
遺
産

取
得
課
税
方
式
で
あ
れ
ば
、
各

相
続
人
の
基
礎
控
除
の
合
計
額

で
は
相
続
税
の
申
告
及
び
納
付

の
心
配
が
な
い
場
合
で
も
、
現

実
の
そ
の
後
の
遺
産
取
得
に
よ

っ
て
は
、
基
礎
控
除
を
上
回
る

相
続
人
の
発
生
が
あ
り
得
る
わ

け
で
、
そ
う
し
た
場
合
の
対
応

に
苦
慮
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
純
粋
遺
産
取
得
課
税
方
式

を
薦
め
る
論
者
の
多
く
は
、「
現

在
の
相
続
は
争
族
に
な
る
」
と

の
前
提
で
あ
る
か
ら
、
分
割
ま

で
に
長
期
化
す
る
こ
と
を
予
想

し
て
新
し
い
税
制
の
仕
組
み
を

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず

で
あ
る
。
未
分
割
の
時
に
は
、

遺
産
全
体
が
明
ら
か
で
な
い
と

暫
定
申
告
は
で
き
な
い
。
更

に
、
各
相
続
人
の
仮
納
付
は
現

行
制
度
で
行
お
う
と
す
る
と
、

各
種
控
除
を
遺
産
総
額
に
対
す

る
仮
納
付
用
と
本
納
付
用
（
遺

産
取
得
課
税
方
式
用
）
と
二
種

類
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
り
、
非
常
に
煩
わ
し
い
こ
と

に
な
る
。
相
続
を
「
争
族
」
と

考
え
、
勝
手
に
各
自
で
申
告
を

し
た
い
と
思
う
相
続
人
が
、
遺

産
全
体
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う

１０
か
月
の
申
告
期
限
内
に
協
力

す
る
で
あ
ろ
う
か
。
今
回
、
７

月
に
ド
イ
ツ
の
租
税
を
視
察
す

る
機
会
に
巡
り
合
っ
た
が
、
遺

産
取
得
課
税
方
式
を
採
用
す
る

ド
イ
ツ
で
未
分
割
の
相
続
に
ど

う
対
処
し
て
い
る
か
確
認
を
し

て
み
る
と
、
法
定
相
続
に
従
っ

て
計
算
し
た
相
続
税
額
を
賦
課

決
定
す
る
と
の
説
明
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
分
割

に
よ
る
変
動
は
考
慮
し
な
い
と

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ

に
、
法
定
相
続
分
課
税
方
式
で

の
対
応
で
あ
り
、
そ
う
し
た
対

応
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
純
粋
遺

産
取
得
課
税
方
式
の
限
界
点
で

あ
り
、
矛
盾
点
を
示
し
た
も
の

と
言
え
る
。

私
も
実
務
に
お
い
て
数
多
く

の
相
続
を
手
掛
け
て
い
る
が
、

被
相
続
人
の
死
に
よ
っ
て
無
償

の
財
産
取
得
を
す
る
と
い
う
相

続
の
価
値
（
意
味
）
を
見
つ
め

直
し
、
相
続
人
が
取
得
す
る
原

資
は
、
被
相
続
人
が
残
し
た
財

産
全
体
で
あ
る
こ
と
を
説
き
、

「
争
族
」
に
な
ら
な
い
相
続
人

間
の
意
識
改
革
を
図
っ
て
い

る
。
相
続
人
側
か
ら
み
る
と
、

一
見
、
水
平
的
公
平
の
点
で
問

題
が
あ
る
現
行
制
度
だ
が
、
被

相
続
人
が
残
し
た
遺
産
の
総
額

を
何
人
の
相
続
人
で
分
割
す
る

の
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
相
続
税

額
の
総
額
が
決
ま
る
制
度
が
、

そ
ん
な
に
不
公
平
な
こ
と
で
あ

ろ
う
か
。
被
相
続
人
が
残
し
た

遺
産
総
額
を
計
算
基
礎
に
す
る

と
い
う
、「
被
相
続
人
の
生
存
中

に
蓄
積
し
た
財
産
の
清
算
課

税
」
と
考
え
る
遺
産
課
税
方
式

の
考
え
方
と
、
大
陸
法
の
国
と

同
様
に
民
法
で
遺
産
分
割
の
割

合
が
法
定
さ
れ
て
い
る
日
本

が
、
法
定
相
続
人
の
相
続
割
合

で
相
続
税
の
総
額
を
計
算
す
る

と
い
う
、
包
括
承
継
主
義
の
考

え
方
と
を
組
み
合
わ
せ
た
現
行

制
度
は
、
被
相
続
人
が
残
し
た

財
産
を
、
相
続
人
が
法
定
相
続

で
分
割
す
る
こ
と
を
前
提
と
し

て
い
る
と
言
え
る
。
一
歩
進
め

て
、
法
定
相
続
で
の
遺
産
分
割

を
促
す
仕
組
み
と
も
言
え
る
。

そ
う
考
え
れ
ば
、
遺
産
総
額
や

相
続
人
の
多
寡
に
よ
っ
て
税
負

担
が
異
な
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
家
族
構
成
が
も
た
ら
す
結
果

で
あ
り
、
包
括
的
所
得
概
念
の

下
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
取
得
財

産
が
相
続
財
産
で
あ
る
と
い
う

特
殊
性
か
ら
く
る
も
の
で
、
公

平
の
原
則
に
反
す
る
と
は
言
え

な
い
の
で
は
な
い
か
。

�

相
続
税
と
譲
渡
所
得
税
の
二
重
課
税

平
成
２５
年
２
月
１
日
の
東
京

税
理
士
界
の
「
実
務
研
究
」
で

小
山
隆
洋
氏
は
、
相
続
税
と
譲

渡
所
得
税
の
二
重
課
税
の
問
題

で
東
京
地
裁
に
訴
訟
を
提
起
し

た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

そ
の
租
税
訴
訟
で
、
東
京
地
裁

は
平
成
２５
年
７
月
２６
日
に
残
念

な
が
ら
納
税
者
敗
訴
の
判
決
を

下
し
た
�
。
こ
の
判
決
を
題
材

に
、
相
続
税
と
譲
渡
所
得
税
の

二
重
課
税
の
問
題
を
次
に
考
え

て
み
た
い
。

ま
ず
、
裁
決
�
で
は
、「
シ
ャ

ウ
プ
勧
告
に
よ
り
昭
和
２５
年
に

相
続
税
課
税
と
別
に
被
相
続
人

の
資
産
の
含
み
益
に
み
な
し
譲

渡
課
税
が
導
入
さ
れ
、
昭
和
２７

年
に
未
実
現
の
資
産
の
含
み
益

に
対
す
る
譲
渡
課
税
を
納
税
者

の
納
得
を
得
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
し
て
廃
止
し
た
立
法
の
経

緯
か
ら
、
相
続
に
よ
り
取
得
し

た
資
産
の
相
続
時
ま
で
の
含
み

益
は
、
相
続
税
及
び
所
得
税
の

双
方
の
課
税
ベ
ー
ス
に
含
ま
れ

る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
」

と
審
判
所
は
述
べ
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
の
時
期
の
み
な
し
譲

渡
課
税
の
所
得
税
額
は
、
相
続

税
の
計
算
に
お
い
て
債
務
控
除

を
認
め
て
二
重
課
税
の
排
除
を

し
て
い
た
（
現
行
制
度
で
は
、

限
定
承
認
の
場
合
に
限
定
し
た

仕
組
み
）
と
い
う
肝
心
の
点

を
、
裁
決
は
触
れ
て
い
な
い
。

次
に
地
裁
は
、「
長
崎
年
金
訴

訟
の
最
高
裁
判
決
は
、
相
続
人

が
原
始
的
に
取
得
し
た
相
続
財

産
に
対
す
る
判
断
で
、
相
続
人

が
被
相
続
人
か
ら
承
継
し
た
不

動
産
ま
で
を
射
程
に
し
て
い
な

い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
所
得

税
法
９
条
１
項
１６
号
（
平
成
２２

年
改
正
前
は
９
条
１
項
１５
号
）

の
規
定
は
、
み
な
し
相
続
財
産

「
も
」
含
む
と
の
表
現
で
あ

り
、
み
な
し
相
続
財
産
の
み
の

非
課
税
規
定
で
は
な
い
。

「
仮
に
原
告
の
主
張
に
従

い
、
被
相
続
人
の
保
有
期
間
中

の
増
加
益
に
つ
い
て
本
件
非
課

税
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
と

す
る
な
ら
ば
、
譲
渡
所
得
の
金

額
の
計
算
上
、
所
得
税
法
３８

条
、
６０
条
１
項
１
号
の
適
用
に

よ
り
、
被
相
続
人
の
取
得
価
額

に
相
当
す
る
金
額
が
二
重
に
控

除
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ

の
こ
と
に
は
お
よ
そ
合
理
性
が

な
い
。
逆
に
、
所
得
税
法
６０
条

１
項
１
号
を
適
用
し
な
い
と
い

う
の
で
あ
れ
ば
、
同
法
は
お
よ

そ
適
用
の
余
地
の
な
い
定
め
を

あ
え
て
設
け
て
い
る
こ
と
と
な

る
の
で
あ
り
、
同
法
が
６０
条
１

項
１
号
の
規
定
と
本
件
非
課
税

規
定
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
定
め
て
い
る
と
は
考
え
難
い

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」
と
の

判
示
に
至
っ
て
は
、
立
法
の
不

備
（
６０
条
１
項
１
号
の
不
合
理

性
）
を
納
税
者
に
負
わ
せ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ

せ
る
内
容
で
あ
る
。
む
し
ろ
、

速
や
か
な
立
法
的
手
当
て
を
促

す
べ
き
で
あ
る
。

「
相
続
税
の
課
税
対
象
と
な

る
財
産
と
は
、
被
相
続
人
が
生

前
に
稼
得
し
、
所
得
税
の
課
税

を
受
け
た
所
得
の
う
ち
費
消
さ

れ

ず

に

残

っ

た

財

産

で

あ

る
。
」
と
考
え
る
遺
産
課
税
方

式
�
で
は
、
こ
の
財
産
に
相
続

税
を
課
税
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
重
複
課
税
だ
と
考
え
て
も

不
思
議
で
は
な
い
。
従
っ
て
、

カ
ナ
ダ
は
遺
産
税
・
贈
与
税
を

廃
止
し
、
相
続
時
み
な
し
譲
渡

課
税
を
導
入
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
は
遺
産
税
・
贈
与
税
を
廃

止
し
て
、
譲
渡
時
の
キ
ャ
ピ
タ

ル
ゲ
イ
ン
課
税
を
導
入
し
た
。

又
、
米
国
や
英
国
は
二
重
課
税

を
避
け
る
た
め
、
取
得
費
の
引

き
上
げ
（
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
）

を
認
め
て
い
る
�
。
こ
こ
で
大

切
な
こ
と
は
、
相
続
時
に
配
偶

者
非
課
税
の
優
遇
を
受
け
た
場

合
は
、（
二
重
課
税
を
受
け
て
は

い
な
い
の
で
）
簿
価
引
継
が
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
、
二
重
課
税
排
除
の
も
う

一
つ
の
考
え
方
は
、
被
相
続
人

の
所
有
期
間
の
含
み
益
相
当
額

に
推
定
課
税
さ
れ
る
所
得
税
の

債
務
控
除
を
認
め
る
か
、
措
置

法
３９
条
の
相
続
税
の
取
得
費
加

算
の
３
年
の
期
限
を
外
し
て
無

期
限
に
す
る
か
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
こ
の
考
え
方
は
、
完
全

な
二
重
課
税
排
除
に
は
な
ら
な

い
。

�

お
わ
り
に

被
相
続
人
が
残
し
た
遺
産
総

額
を
計
算
基
礎
と
す
る
現
行
制

度
の
（
つ
ま
り
、
被
相
続
人
の

遺
産
に
対
す
る
清
算
課
税
と
考

え
る
）
遺
産
課
税
方
式
の
要
素

を
是
と
す
れ
ば
、
取
得
費
の
引

き
上
げ
（
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
）

を
し
て
二
重
課
税
を
排
除
す
べ

き
だ
と
い
う
主
張
に
、
よ
り
説

得
力
が
出
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

（
注
）

�

相
続
税
法
３４
条
５
項
〜
７
項
。

�

相
続
税
法
５１
条
の
２
。

�

相
続
税
法
３４
条
１
項
。

�

Ｔ

Ａ

Ｉ

Ｎ

Ｓ

Ｚ

８
８
８－

１
７
７
６

�

Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ

Ｊ
８５－

２－

０４

�

遺
産
取
得
課
税
方
式
を
採
用
す
る

ド
イ
ツ
は
、
日
本
の
現
況
と
同
様

に
、
二
重
課
税
を
解
消
し
て
い
な
い
。

�

こ
の
場
合
、
基
礎
控
除
の
範
囲
内

で
課
税
さ
れ
な
い
場
合
ま
で
ス
テ

ッ
プ
ア
ッ
プ
を
認
め
る
べ
き
か

は
、
疑
問
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

日
本
の
相
続
税
・
贈
与
税
の
あ
り
方
‐
追
論

関根美男
【西新井】
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