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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
相
続
税
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

我
が
国
の
相
続
税
に
つ
い
て
は
、
十
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
の
八
段
階
の
累
進
税
率
を
採
用
し
て
い

る
と
こ
ろ
、
例
え
ば
、
英
国
の
相
続
税
は
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
単
一
税
率
を
採
用
し
て
い
る
な
ど
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
日

本
の
相
続
税
の
税
率
が
他
国
と
比
較
し
て
極
め
て
高
い
」
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

相
続
税
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
五
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
最
高
税
率
が
個
人
所
得
課
税
の
最
高
税
率

を
踏
ま
え
て
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
引
き
下
げ
ら
れ
る
な
ど
、
累
次
に
わ
た
る
最
高
税
率
の
引
下
げ
を
含
む
税
率
構
造
の
緩
和

及
び
基
礎
控
除
の
引
上
げ
に
よ
り
、
そ
の
再
分
配
機
能
が
低
下
し
て
い
た
が
、
平
成
二
十
五
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、
再

分
配
機
能
を
回
復
し
、
格
差
の
固
定
化
を
防
止
す
る
等
の
観
点
か
ら
、
相
続
税
の
基
礎
控
除
の
引
下
げ
や
、
最
高
税
率
の
引

上
げ
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
御
指
摘
の
「
相
続
税
の
税
率
の
引
下
げ
や
基
礎
控
除
の
引
上
げ
」
に
つ
い
て
は
、
現
時

点
で
は
、
検
討
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

三
に
つ
い
て 



 

２ 

 

 
 

お
尋
ね
の
「
法
人
版
事
業
承
継
税
制
に
つ
い
て
、
令
和
八
年
四
月
一
日
以
降
ま
で
延
長
す
る
こ
と
」
の
具
体
的
に
意
味
す

る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
法
人
版
事
業
承
継
税
制
」
の
特
例
措
置
の
適
用
を
受
け
る
た
め
の
計
画
の

提
出
期
限
が
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
仮
に
、
お
尋
ね
が
、
そ
の
期
限
の
延
長
に
つ
い
て
の

政
府
の
見
解
を
問
う
も
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
は
当
該
特
例
措
置
の
最
大
限
の
活
用
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
激
変
緩
和
措
置
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
相
続
税
額
を
延
納
に

よ
っ
て
も
金
銭
で
納
付
す
る
こ
と
を
困
難
と
す
る
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
税
務
署
長
の
許
可
を
得
て
、
相
続
財
産

の
う
ち
不
動
産
な
ど
に
よ
り
物
納
を
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
被
相
続
人
等
の
居
住
や
事
業
の
用
に
供
さ
れ

て
い
た
宅
地
等
に
つ
い
て
は
、
居
住
や
事
業
の
継
続
へ
の
配
慮
か
ら
、
そ
の
価
額
の
一
定
割
合
を
課
税
価
格
に
算
入
し
な
い

こ
と
と
す
る
小
規
模
宅
地
等
に
係
る
特
例
を
設
け
て
い
る
。 

 
 

以
上
の
と
お
り
、
相
続
に
よ
り
不
動
産
を
取
得
し
た
者
に
係
る
相
続
税
の
納
付
等
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
配
慮
が
な
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
新
た
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
は
検
討
し
て
い
な
い
。 



 

３ 

 

五
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
相
続
税
制
度
の
見
直
し
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
今
後
の
相
続

税
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
令
和
六
年
十
二
月
三
日
の
衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
石
破
内
閣
総
理
大
臣
が
「
今
後
の
相
続

税
、
贈
与
税
の
在
り
方
に
つ
き
ま
し
て
は
、
経
済
社
会
の
構
造
変
化
に
加
え
、
再
分
配
機
能
を
ど
の
程
度
発
揮
さ
せ
る
べ
き

か
と
い
う
観
点
も
踏
ま
え
つ
つ
、
税
制
全
体
の
中
で
考
え
て
い
く
べ
き
課
題
で
あ
る
と
認
識
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
」
と
答

弁
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。 


