
経
営
の
散
歩
道

川
中
経
営
醐
究
綱
川
中
清
司

▼
　
「
相
続
税
は
制
度
が
間
違
っ
て
る

よ
。
子
が
親
の
財
産
を
相
続
し
た
か

ら
と
い
っ
て
、
何
で
国
が
税
金
を
と

ら
に
ゃ
を
ら
ん
の
か
ね
」

こ
の
質
問
に
は
ど
う
答
え
た
ら
良

い
の
か
。

「
相
続
税
法
と
い
う
法
律
が
あ
る

以
上
、
納
め
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
ね
」

と
言
っ
て
も
、

「
そ
ん
を
こ
と
は
分
か
っ
て
い
る
。

国
は
相
続
税
で
国
民
の
余
分
を
財
産

を
み
ん
を
取
り
上
げ
よ
う
っ
て
い
う

の
か
ね
」

と
タ
ッ
ク
ス
ペ
イ
ヤ
ー
の
切
り
返

し
は
鋭
い
。

▼
　
「
む
か
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、
相

続
そ
の
も
の
を
認
め
を
い
、
と
い
う

論
が
あ
り
ま
し
て
ね
」

と
相
続
の
歴
史
か
ら
説
き
ほ
ぐ
す
。

人
間
は
生
来
、
平
等
で
を
け
れ
ば

を
ら
を
い
、
と
い
う
近
代
思
想
か
ら

す
れ
ば
、
相
続
を
無
制
限
に
認
め
る

こ
と
は
不
自
然
だ
、
と
い
う
学
説
が

あ
る
。

相
続
は
無
産
者
の
子
と
富
裕
者
の

子
と
の
間
に
、
著
し
い
不
公
平
を
生

み
続
け
て
し
ま
う
と
い
う
の
だ
。

サ
ン
・
シ
モ
ン
　
（
－
7
6
0
1
1

8
2
5
）
　
は
、
〝
相
続
は
人
生
の
出

発
点
か
ら
不
平
等
を
生
む
〃
　
と
し
て
、

相
続
制
度
の
否
認
を
主
張
し
た
。

ソ
ビ
エ
ト
で
は
革
命
当
初
に
相
続

制
度
を
廃
止
し
て
し
ま
っ
た
。
も
っ

と
も
、
そ
の
後
ス
タ
ー
リ
ン
憲
法

（
一
九
三
六
）
で
、
改
め
て
相
続
権
の

保
護
を
認
め
る
こ
と
と
を
っ
た
が
。

▼
私
有
財
産
と
い
う
も
の
は
、
人
び

と
の
努
力
の
成
果
に
違
い
を
い
が
、

社
会
の
恩
恵
が
を
け
れ
ば
蓄
積
で
き

を
か
っ
た
も
の
だ
。
だ
か
ら
、
個
人

の
遺
産
の
処
分
に
つ
い
て
も
社
会
的

に
制
約
さ
れ
る
べ
き
で
は
を
い
か
。

と
す
れ
ば
、
国
が
相
続
税
と
し
て

そ
の
一
部
を
収
納
す
る
こ
と
も
、
理

っ
て
、
貯
蓄
し
て
、
消
費
す
る
。
そ

の
パ
タ
ー
ン
を
く
り
か
え
し
を
が
ら

た
ど
り
つ
い
た
終
着
駅
だ
。
そ
こ
で
相

続
し
た
人
が
も
う
一
度
、
故
人
の
一

生
の
課
税
の
清
算
を
す
る
。
そ
れ
が

相
続
税
を
の
だ
。

▼
相
続
税
が
始
ま
っ
た
の
は
明
治
三

十
八
年
で
、
日
露
戦
争
の
戦
費
を
調

達
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
当

時
は
家
督
相
続
と
通
産
相
続
の
二
本

建
て
だ
っ
た
が
、
最
高
税
率
は
一
五

・
五
％
に
す
ぎ
を
か
っ
た
。

戦
争
と
税
金
の
関
係
は
深
い
。

所
得
税
が
で
き
た
の
は
明
治
二
十

年
で
、
軍
艦
の
建
造
を
ど
海
軍
費
を

ま
か
を
う
た
め
だ
っ
た
。
法
人
税
を

つ
く
り
、
給
与
所
得
に
源
泉
課
税
の

制
度
を
ひ
い
た
の
は
昭
和
十
五
年
で
、

第
五
十
国相

続
税
ノ
1
卜

に
か
を
う
こ
と
と
言
え
る
。

相
続
税
の
根
拠
に
は
、
相
続
が
お

き
た
時
点
で
国
の
力
で
、
そ
の
富
と

し
て
の
遺
産
を
均
等
化
す
る
と
い
う

近
代
思
想
の
底
流
が
見
逃
せ
を
い
。

言
い
か
え
れ
ば
、
国
家
こ
そ
が
最

強
の
相
続
権
を
も
っ
て
い
る
、
と
い

一
っ
こ
と
に
わ
ォ
る
。

▼
相
続
は
一
度
に
故
人
の
遺
産
を
取

得
す
る
の
だ
か
ら
、
担
税
力
は
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

遺
産
は
、
そ
の
人
の
所
得
の
履
歴

書
で
あ
る
。
か
せ
い
で
、
税
金
を
払

中
国
と
の
間
に
キ
ナ
ぐ
さ
い
戦
争
の

匂
い
の
立
ち
こ
め
る
さ
を
か
だ
っ
た
。

▼
し
か
し
世
界
の
各
国
と
も
相
続
税

の
負
担
は
重
い
。
最
高
税
率
で
、
日

本
や
ド
イ
ツ
は
七
〇
％
、
イ
ギ
リ
ス

・
フ
ラ
ン
ス
は
六
〇
％
と
を
っ
て
い

る
。青

色
申
告
を
ど
日
本
の
税
制
改
革

を
進
め
た
シ
ャ
ウ
プ
博
士
も
、
〃
所

得
税
は
軽
く
、
相
続
税
は
重
く
〃
　
と

い
う
方
針
を
と
っ
た
。
昭
和
二
十
五

年
当
時
の
相
続
税
の
最
高
税
率
は
九

〇
％
と
い
う
高
率
だ
っ
た
。

▼
相
続
税
と
は
対
象
的
に
、
所
得
税

は
税
率
を
下
げ
る
傾
向
に
あ
る
。

税
金
と
人
間
の
働
く
意
欲
と
は
密

接
を
関
係
が
あ
る
。

税
金
が
高
す
ぎ
る
と
働
く
の
が
嫌

に
を
り
国
民
の
所
得
が
減
っ
て
し
ま

う
。
逆
に
減
税
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

民
衆
の
勤
労
意
欲
と
所
得
が
増
え
、

国
の
税
収
は
増
加
す
る
1
南
カ
リ
フ

ォ
ル
ニ
ア
大
学
の
ラ
ソ
フ
ァ
ー
教
授

の
理
論
で
あ
る
。

レ
ー
ガ
ン
大
統
領
は
こ
の
理
論
に

そ
っ
て
大
幅
を
所
得
税
の
減
税
を
断

行
し
た
。
七
〇
％
の
最
高
税
率
を
六

年
間
で
二
八
％
に
引
き
下
げ
た
。

減
税
は
可
処
分
所
得
を
増
や
し
た
。

消
費
も
貯
蓄
も
投
資
も
増
加
し
、
一

応
ア
メ
リ
カ
経
済
を
成
長
さ
せ
た
。

▼
最
近
は
地
価
の
高
騰
で
相
続
税
の

評
価
も
高
く
を
っ
た
。
東
京
あ
た
り

で
は
一
坪
数
千
万
円
は
ぎ
ら
だ
。

相
続
税
法
は
、
小
規
模
宅
地
に
は

二
〇
〇
平
方
㍍
ま
で
の
居
住
用
を
ら
、

六
〇
％
に
評
価
減
額
を
認
め
て
い
る
。

そ
れ
で
も
相
続
税
の
た
め
に
住
み
家

を
売
ら
ね
ば
を
ら
ぬ
人
も
い
る
。

地
価
が
上
が
っ
た
の
は
住
む
人
の

わ
ざ
で
は
を
い
。
高
い
固
定
資
産
税

を
払
わ
さ
れ
た
あ
げ
く
、
親
や
夫
が

死
ね
ば
相
続
税
を
納
め
る
た
め
に
、

住
居
を
売
り
払
わ
ね
ば
を
ら
を
い
と

い
う
　
〃
平
成
の
悲
劇
〃
を
さ
け
る
方

法
は
を
い
も
の
か
。


