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②
相
続
と
遺
贈
の

　　　　　　　使
い分
け

　

相
続
と
遺
贈
は
と
も
に
相
続

税
の
課
税
の
対
象
と
さ
れ
ま
す

が
、
両
者
は
法
律
的
に
は
区
別

さ
れ
ま
す
の
で
、
遺
言
で
相
続

人
に
財
産
を
与
え
る
と
き
は｢

相

続
さ
せ
る｣

と
書
き
、
相
続
人

以
外
の
人
に
与
え
る
と
き
は｢

遺

贈
す
る｣

と
書
き
ま
す
。

 

こ
の
使
い
分
け
に
よ
っ
て
、

登
録
免
許
税
や
不
動
産
取
得
税

の
扱
い
が
大
き
く
違
っ
て
き
ま

す
。
（
図
１
）

 

登
録
免
許
税
は
登
記
す
る
と

き
に
か
か
る
国
税
で
あ
り
、
遺

贈
の
場
合
は
、
登
記
の
あ
と
し

ば
ら
く
し
て
、
県
税
事
務
所
か

ら
不
動
産
取
得
税
の
課
税
通
知

が
届
き
ま
す
。

 

ど
う
し
て
も
不
利
な
扱
い
を

せ
ざ
る
を
得
な
い
相
続
人
が
い

る
と
き
は
、
遺
言
書
の
末
尾
（
付

言
事
項
）
に
、
「
そ
の
人
に
は

生
前
に
特
別
な
利
益
を
与
え
た

か
ら
」
と
か
、
「
家
族
に
暴
力

を
ふ
る
っ
た
の
で
」
と
か
、
そ

れ
な
り
の
説
明
を
付
け
加
え
る

こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

遺
言
（
い
ご
ん
）
は
法
律
的
な
読
み
方
で
す
。
人
生
最

後
の
意
思
を
法
的
に
保
護
し
、
そ
れ
を
死
後
に
実
現
す
る

た
め
の
制
度
で
す
。
厳
格
に
定
め
ら
れ
た
様
式
に
従
っ
た

も
の
だ
け
を
有
効
な
遺
言
と
し
て
い
ま
す
。

税
務
相
談
室

税
務
相
談
室

遺

言

に

つ
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て

遺

言

に

つ

い

て(

後

編

後

編)
遺

言

に

つ

い

て

遺

言

に

つ

い

て(

後

編

後

編)

④
相
続
税
に
ついて

　

相
続
税
の
減
免
措
置
や
特
例

は
、
誰
が
何
を
ど
れ
だ
け
相
続

し
、
受
贈
し
た
か
に
よ
っ
て
、

そ
の
適
用
条
件
が
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
の
で
、
遺
産
を
ど
う
配

分
す
る
か
は
納
付
す
べ
き
相
続

税
の
額
に
直
接
影
響
し
ま
す
。

　

ま
た
、
第
一
次
相
続
の
と
き

（
夫
婦
の
一
方
が
亡
く
な
っ
た

と
き
）
配
偶
者
が
何
を
ど
れ
だ

け
相
続
す
る
か
に
よ
っ
て
、
親

の
代
か
ら
子
供
の
代
に
財
産
が

移
る
に
際
し
て
か
か
る
相
続
税

の
総
額
も
大
き
く
違
っ
て
き
ま

す
。

「
財
産
は
で
き
る
だ
け
目
減
り

し
な
い
形
で
後
世
に
遺
し
た
い
。
」

そ
う
思
う
の
は
人
と
し
て
当
然

の
人
情
で
す
。
相
談
室
で
は
、

税
務
面
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
と

と
も
に
、
遺
言
書
の
作
成
を
お

手
伝
い
し
て
お
り
ま
す
。
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ハ
ッ
ピ
ー
ハ
ウ
ス
税
務
相
談
室

税
理
士　

坂
西　

史
也

電
話 

０
９
２(

５
６
２)

９
５
１
０

法定相続人

区　分

配偶者

各自の遺留分

遺留分の割合

（注１）子供や父母が複数のときは
　　　　上記遺留分を人数割りします。

（注２）兄弟分には遺留分がありません。

遺留分
の合計

子供だけ

配偶者だけ

子供

父母だけ

父母

配偶者と子供

配偶者と父母

1/3 1/3

1/3 1/6

1/2

1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/4 1/4

③
遺
言
書
に

　　　　記
載
のな
い財
産

　

た
と
え
ば
、
預
貯
金
と
不
動

産
に
つ
い
て
だ
け
を
遺
言
書
に

記
載
し
、
そ
れ
以
外
の
財
産
に

つ
い
て
何
の
記
載
も
し
な
か
っ

た
ら
、
実
際
に
相
続
が
発
生
し

た
と
き
、
相
続
人
全
員
が
別
途

協
議
し
、
記
載
さ
れ
て
い
な
い

財
産
を
誰
が
取
得
す
る
か
を
決

め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

現
金
や
家
財
道
具
、
将
来
取

得
す
る
こ
と
に
な
る
財
産
な
ど

に
つ
い
て
は
、
遺
言
の
最
後
に

「
こ
こ
に
記
載
し
た
財
産
以
外

の
財
産
は
、
全
て
〇
〇
に
相
続

さ
せ
る
。
」
と
い
う
内
容
の
一

文
を
付
け
加
え
る
と
よ
い
で
し

ょ
う
。

登録免許税

相続と遺贈による
税金の違い

（図１）

※　割合(%)は不動産価格に対する
税率を示します。

相続

不動産取得税

遺贈 2.0%

0.4%

4.0%
(標準課税)

課税なし

相続なら、
ずいぶん負担が
軽くなります！

①
遺
留
分
を
侵
さ
な
い

　

遺
言
者
は
自
分
の
財
産
を

ど
う
処
分
し
よ
う
と
自
由
で

す
が
、
遺
留
分
を
侵
害
す
る
と
、

不
利
な
扱
い
を
受
け

た
相
続
人
は
過
分
に

財
産
を
取
得
し
た
人

に
対
し
て
「
も
ら
い

過
ぎ
で
は
な
い
か
！
」

と
い
う
ク
レ
ー
ム
を

起
こ
す
こ
と
が
で
き

ま
す
。
こ
こ
で
、
遺

留
分
と
は
、
最
低
限

相
続
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
し
て
相
続
人
に

与
え
ら
れ
た
権
利
の
こ

と
で
す
。
そ
し
て
こ
の

ク
レ
ー
ム
の
こ
と
を｢

遺
留
分

の
減
殺
請
求｣
と
い
い
ま
す
が
、

せ
っ
か
く
作
っ
た
遺
言
書
が
内

輪
も
め
の
原
因
に
な
っ
て
し
ま

っ
て
は
元
も
子
も
あ
り
ま
せ
ん
。
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