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う
え
で
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

ま
ず
は
、
ご
自
分
や
配
偶
者
の
今
後

の
生
活
な
ど
を
考
え
た
ラ
イ
フ
プ
ラ

ン
を
立
て
、
必
要
と
な
る
お
金
を
想

定
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ

の
お
金
が
給
与
や
年
金
等
、
今
後
の

収
入
で
ま
か
な
え
る
の
か
、
あ
る
い

は
預
貯
金
の
取
り
崩
し
や
不
動
産
の

売
却
な
ど
ス
ト
ッ
ク
を
換
金
し
な
い

と
ま
か
な
え
な
い
の
か
の
目
処
を
付

け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
の
う
え

で
、
財
産
リ
ス
ト
の
作
成
・
棚
卸
し

を
し
ま
し
ょ
う
。

そ
の
結
果
、
自
分
の
財
産
を
思
っ

た
よ
り
多
く
子
ど
も
た
ち
へ
承
継
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
分
か
っ
た

場
合
に
は
、
相
続
税
の
試
算
ま
で
行
っ

て
み
る
と
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

相
続
税
の
負
担
が
ど
れ
く
ら
い
生

い
つ
の
ま
に
か
自
分
も
相
応
の
年

齢
に
達
し
、
そ
ろ
そ
ろ
相
続
や
子
ど

も
た
ち
の
こ
と
が
漠
然
と
気
に
な
っ

て
い
る
方
も
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

た
だ
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
日
々
の
生
活
が
忙
し

く
、
考
え
る
こ
と
を
後
回
し
に
し
て

い
る
と
い
う
人
も
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
自
分
の
こ
と
だ
か
ら

と
分
か
っ
て
い
る
つ
も
り
で
も
、
財

産
状
況
を
本
当
に
把
握
し
て
い
る
人

は
少
な
い
も
の
で
す
。

相
続
の
こ
と
や
財
産
承
継
を
考
え

て
い
く
た
め
に
は
、
当
然
な
が
ら
財

産
を
「
お
金
」
の
価
値
で
評
価
し
た

じ
る
可
能
性
が
あ
る
の
か
を
知
っ
た

う
え
で
、よ
り
賢
く
財
産
承
継
を
行
っ

て
い
く
こ
と
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

平
成
27
年
１
月
１
日
以
後
に
開
始

し
た
相
続
か
ら
相
続
税
が
増
税
に
な

り
ま
し
た
。
基
礎
控
除
と
よ
ば
れ
る

相
続
税
が
課
税
さ
れ
な
い
最
低
ラ
イ

ン
の
金
額
が
引
き
下
げ
ら
れ
、
今
は

「
３
０
０
０
万
円
＋
６
０
０
万
円
×
法

定
相
続
人
の
数
」
で
計
算
さ
れ
る
額

と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
金
額
を
超
え

る
財
産
を
所
有
し
て
い
る
場
合
に
は

相
続
税
が
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で
す
が
、
以
前
に
比
べ
て
相
続
税
の

課
税
対
象
者
は
大
き
く
増
加
し
て
い

平
成
27
年
か
ら
相
続
税
が

増
税
に
な
り
ま
し
た

図表1 : 法定相続人の数と基礎控除
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税
制
を
知
っ
て
う
ま
く
残
そ
う

財
産
承
継
の
ポ
イ
ン
ト

                    

～
生
前
贈
与
の
賢
い
活
用
方
法
～  

親
か
ら
子
へ
大
切
な
財
産
を
よ
り
賢
く
残
す
た
め
に
は
、生
前
か
ら
の
対
策
が
と
て
も
重
要
で
す
。

ま
た
、築
き
上
げ
て
き
た
財
産
を
引
き
継
が
せ
る
場
合
、相
続
税
や
贈
与
税
な
ど
の
税
金
問
題
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

今
の
う
ち
か
ら
財
産
を
ど
の
よ
う
に
次
の
世
代
に
承
継
さ
せ
る
か
を
考
え
、

税
制
を
理
解
し
て
賢
く
活
用
す
る
こ
と
で
、よ
り
多
く
の
財
産
を
残
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。

法定相続人の数 基礎控除
1人 3600 万円

2 人 4200 万円

3 人 4800 万円

4 人 5400 万円

5 人 6000 万円
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付
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

相
続
で
一
番
大
切
な
こ
と
は
財
産

を
ど
の
よ
う
に
分
け
て
承
継
さ
せ
る

の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

相
続
が
発
生
す
る
と
、
亡
く
な
っ

た
人
の
財
産
は
相
続
人
間
で
の
共
有

状
態
と
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
ど

の
よ
う
に
財
産
を
分
け
る
の
か
と
い

う
話
し
合
い
、
い
わ
ゆ
る
遺
産
分
割

協
議
が
終
わ
ら
な
い
と
、
財
産
の
所

有
者
が
確
定
し
ま
せ
ん
。

財
産
が
共
有
状
態
で
あ
る
間
は
、

相
続
人
１
人
だ
け
の
判
断
で
財
産
を

処
分
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
売
却
な
ど
を
行
い
た
い
と

き
に
、
ス
ム
ー
ズ
に
手
続
き
を
進
め

る
こ
と
も
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
ま

た
、
相
続
後
に
共
有
状
態
を
解
消
し

よ
う
と
持
分
の
交
換
を
行
う
場
合
に

は
、
所
得
税
や
贈
与
税
な
ど
の
余
計

な
税
金
が
生
じ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
税
金
面
を
考
え
て
も

不
利
に
な
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
財

産
承
継
の
方
針
を
決
め
て
お
く
こ
と

は
大
切
で
す
。

自
分
の
財
産
を
承
継
す
る
人
が
複

数
人
い
る
場
合
に
は
、
ま
ず
は
誰
に

何
を
引
き
継
が
せ
る
の
か
を
、
お
お

ま
か
に
で
も
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が

重
要
で
す
。
将
来
的
に
は
自
宅
は
長

男
に
承
継
さ
せ
る
の
か
、
そ
れ
と
も

長
男
は
す
で
に
独
立
し
て
自
宅
も
所

ま
す
。

参
考
と
し
て
、
法
定
相
続
人
の
数

と
基
礎
控
除
の
関
係
を
表
に
ま
と
め

ま
し
た
（
図
表
1
）。
相
続
税
を
支
払

う
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、
こ
の
表

の
基
礎
控
除
の
額
を
超
え
る
か
ど
う

か
が
基
準
と
な
り
ま
す
。

例
え
ば
、
法
定
相
続
人
が
３
人
の

場
合
、
相
続
財
産
が
４
８
０
０
万
円

を
超
え
る
と
相
続
税
が
生
じ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
（
前
述
の
計
算
式
に
よ

り
、
３
０
０
０
万
円
＋
６
０
０
万
円
×

３
人
と
計
算
）。

イ
メ
ー
ジ
で
い
う
と
、
自
宅
と
い
く

ら
か
の
預
貯
金
が
あ
る
だ
け
で
相
続

税
が
課
税
さ
れ
る
時
代
に
な
っ
た
の

で
す
。

つ
ま
り
、
相
続
税
は
富
裕
層
だ
け

の
税
金
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
す
。
一

般
的
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
も
、
生
前

か
ら
計
画
的
に
財
産
承
継
を
考
え
て

い
く
こ
と
が
と
て
も
大
切
な
時
代
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。

自
分
が
亡
く
な
っ
た
後
の
こ
と
だ

か
ら
と
、
相
続
に
つ
い
て
何
も
考
え

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
相
続
人
（
遺

さ
れ
た
配
偶
者
や
子
ど
も
）
に
対
し

て
財
産
承
継
の
責
任
と
負
担
を
押
し

有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
次
男
や
娘
夫

婦
に
承
継
さ
せ
る
の
か
な
ど
、
そ
の

方
向
性
を
決
め
て
お
く
こ
と
は
と
て

も
大
切
で
す
。

一
般
的
に
は
、
自
宅
な
ど
主
な
不
動

産
を
誰
に
引
き
継
が
せ
る
か
を
考
え

た
後
、
金
融
資
産
な
ど
の
財
産
を
他

の
相
続
人
が
承
継
す
る
こ
と
で
、
相
続

人
間
の
調
整
が
可
能
か
ど
う
か
を
検

討
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
家
族

の
現
在
、
そ
し
て
今
後
の
生
活
状
況

な
ど
も
念
頭
に
、
財
産
の
引
き
継
が

せ
方
を
考
え
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

親
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
子
ど
も
た

ち
に
対
し
て
そ
の
指
針
や
考
え
方
を

し
っ
か
り
と
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
。
遺
さ
れ
た
相
続
人
だ
け
で
考

え
た
の
で
は
、
自
分
た
ち
の
要
望
・
希

望
ば
か
り
が
優
先
し
て
円
満
な
話
し

合
い
が
で
き
な
く
な
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
も
、
相
続

時
の
承
継
方
法
を
遺
言
と
し
て
指
定

し
て
お
く
こ
と
は
と
て
も
有
効
な
こ

と
で
す
。

実
際
に
遺
言
を
作
ろ
う
と
思
っ

た
場
合
に
は
、
実
務
的
に
は
自
筆
証

書
遺
言
、
公
正
証
書
遺
言
、
秘
密
証

書
遺
言
の
３
種
類
の
う
ち
い
ず
れ
か

の
方
式
に
よ
っ
て
作
成
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
ど
の
方
式
が

一
番
よ
い
か
と
い
え
ば
、
間
違
い
な

く
公
正
証
書
遺
言
で
す
。
公
正
証
書

遺
言
は
公
証
人
と
い
う
法
律
家
が
関

与
し
た
う
え
で
作
成
す
る
た
め
、
形

式
的
な
不
備
が
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
内
容
が
法
律
的
に
明
瞭
で

あ
り
、
遺
言
執
行
手
続
き
の
こ
と
も

踏
ま
え
て
作
成
を
し
て
く
れ
る
と
い

う
安
心
感
が
あ
り
ま
す
。
デ
メ
リ
ッ

ト
と
し
て
は
作
成
す
る
た
め
に
費

用
が
生
じ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す

が
、
こ
れ
ら
の
メ
リ
ッ
ト
を
考
え
れ

ば
、
他
の
方
式
と
比
較
し
て
ベ
ス
ト

な
選
択
と
い
え
ま
す
。

自
筆
証
書
遺
言
で
は
形
式
不
備
が

生
じ
る
こ
と
の
ほ
か
法
律
的
な
問
題

が
生
じ
た
り
、
紛
失
し
て
し
ま
う
恐

れ
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
相
続
人
の

誰
か
一
人
だ
け
が
そ
の
存
在
と
保
管

場
所
を
知
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
多
く
、

実
際
の
相
続
時
に
は
こ
の
遺
言
書
が

発
見
さ
れ
な
い
と
い
う
問
題
が
生
じ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、最
近
は
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー

ト
と
い
う
も
の
が
注
目
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
遺
書
の
一

つ
で
あ
り
厳
密
に
は
遺
言
と
は
異
な

り
ま
す
。
財
産
承
継
の
方
法
を
定
め

る
の
で
あ
れ
ば
、
別
途
に
公
正
証
書

承
継
さ
せ
る
方
針
を

決
め
よ
う

遺
言
を
作
る
な
ら

公
正
証
書
遺
言
が
ベ
ス
ト
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遺
言
を
作
成
し
て
お
く
こ
と
が
よ
い

で
し
ょ
う
。

財
産
の
承
継
を
行
う
タ
イ
ミ
ン
グ

は
、
必
ず
し
も
相
続
時
が
す
べ
て
と
い

う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
承
継
方

針
を
踏
ま
え
、
生
前
贈
与
を
組
み
合

わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
上
手
な
財
産
承

継
を
行
っ
て
い
く
こ
と
を
考
え
ま
し
ょ

う
。
例
え
ば
、
金
融
資
産
の
承
継
で

あ
れ
ば
、
思
い
切
っ
て
生
前
に
行
う
こ

と
も
一
案
で
す
。

財
産
を
生
前
に
贈
与
す
れ
ば
、
自

分
が
築
い
た
財
産
を
早
い
時
期
か
ら

次
の
世
代
に
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
、

子
や
孫
は
そ
の
財
産
を
有
効
に
活
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
贈
与
は
、
行

う
タ
イ
ミ
ン
グ
や
回
数
、
金
額
な
ど

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
可
能
で

す
か
ら
、
そ
の
時
々
の
状
況
を
見
な
が

ら
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

大
き
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

生
前
贈
与
は
、
そ
れ
が
少
な
い
金

額
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
贈
与
を
受
け

た
人
に
と
っ
て
は
と
て
も
う
れ
し
い
も

の
で
、
親
に
感
謝
を
す
る
も
の
で
す
。

相
続
と
は
異
な
り
、
実
際
に
親
子
が

向
き
合
っ
た
う
え
で
財
産
の
承
継
が

行
わ
れ
る
の
で
す
か
ら
、
生
前
贈
与

は
ま
さ
に
血
の
通
っ
た
生
き
た
承
継

方
法
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
贈
与
を
す

る
側
、
贈
与
を
受
け
る
側
双
方
に
喜

び
を
与
え
る
も
の
な
の
で
す
。

ま
た
、
生
前
贈
与
は
税
金
上
に
お
い

て
も
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

贈
与
税
の
計
算
は
、
暦
上
に
お
け

る
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の

１
年
間
に
贈
与
で
も
ら
っ
た
財
産
の

合
計
額
を
集
計
し
て
計
算
を
行
い
ま

す
（
図
表
2
）。
１
年
ご
と
に
計
算
を

行
い
、
通
常
は
１
１
０
万
円
の
基
礎

控
除
を
差
し
引
い
て
贈
与
税
を
計
算

し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
年
間
に
受
け

る
贈
与
額
が
１
１
０
万
円
以
下
で
あ

れ
ば
、
実
質
非
課
税
で
財
産
を
承
継

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

こ
の
１
１
０
万
円
枠
は
毎
年
あ
る

の
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
上
手
に
活
用
す

る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
１
１
０
万
円
を
超
え
る
と

贈
与
税
が
発
生
し
ま
す
が
、
何
も
し

な
け
れ
ば
、
も
っ
と
多
額
の
相
続
税

を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
場
合
も
あ

り
ま
す
。
要
は
、
相
続
だ
け
で
は
な
く
、

生
前
贈
与
を
組
み
合
わ
せ
て
、
上
手

に
財
産
を
承
継
す
る
と
い
う
発
想
が

大
切
な
の
で
す
。

承
継
方
針
を
も
と
に
、
生
前
贈
与

も
あ
わ
せ
て
行
っ
て
い
こ
う
と
し
た
場

合
、
そ
の
目
的
に
よ
っ
て
は
贈
与
金
額

が
大
き
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

よ
く
あ
る
の
は
、
子
ど
も
の
た
め

に
自
宅
購
入
資
金
を
援
助
し
て
あ
げ

る
場
合
で
す
。
こ
の
場
合
、
贈
与
金

額
は
年
間
１
１
０
万
円
の
非
課
税
枠

で
は
足
り
な
い
の
が
普
通
で
す
。

し
か
し
、
一
定
の
要
件
の
も
と
税
制

上
も
贈
与
税
の
特
例
が
い
く
つ
か
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
生
前
贈
与
を
行
う
の

で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
特
例
も
上
手
に

活
用
し
ま
し
ょ
う
（
図
表
3
）。

（
１
）
住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与

住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
と
は
、

20
歳
以
上
の
人
が
親
な
ど
か
ら
住
宅

取
得
等
に
係
る
資
金
の
贈
与
を
受
け

た
場
合
に
、
一
定
金
額
ま
で
が
非
課

税
に
な
る
制
度
で
す
。
時
期
に
よ
っ

て
非
課
税
枠
が
異
な
り
ま
す
が
最
大

で
３
０
０
０
万
円
ま
で
非
課
税
に
な

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
制
度
を
利
用
す
れ
ば
、
子
や

孫
の
自
宅
購
入
資
金
を
生
前
に
非
課

税
で
贈
与
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
２
）
教
育
資
金
の
一
括
贈
与

教
育
資
金
の
一
括
贈
与
と
は
、
30
歳

未
満
の
人
が
親
な
ど
か
ら
学
費
な
ど

に
充
て
る
た
め
の
資
金
贈
与
を
受
け

た
場
合
に
は
、
１
５
０
０
万
円
ま
で
非

課
税
と
な
る
制
度
で
す
。

こ
の
制
度
を
利
用
す
れ
ば
、
例
え

ば
祖
父
母
が
孫
の
た
め
の
教
育
資
金

くらし の 金 融 知 識

す
ぐ
に
効
果
を
得
ら
れ
る

贈
与
の
特
例
な
ど

図表2 : 暦年課税贈与

生
前
贈
与
を

う
ま
く
活
用
し
て
い
こ
う

①贈与税の計算対象

1年間に受けた贈与金額の合計額 110 万円（基礎控除）（110 万円以下の贈与は非課税）

②税率 ③控除額 税額× −

−

＝
①の額および直系尊属からの贈与か、直系尊属以外からの贈与かにより異なる※。

直系尊属からの贈与か、直系尊属以外からの贈与かにより異なる※。

※税率や控除額については、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm）をご確認ください

・贈与税の計算対象（①）：500 万円－ 110 万円＝ 390 万円
・贈与税額
 390 万円（①）× 15%（②）－ 10 万円（③）＝ 48.5 万円

（計算例）直系尊属から 1 年間に受けた贈与金額が 500 万円の場合
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住宅取得等資金の贈与 教育資金の一括贈与 結婚・子育て資金の
一括贈与

贈与者 直系尊属であること（年齢要件はない）

授贈者 20 歳以上 30 歳未満 20 歳以上 50 歳未満

非課税限度額 300 万円〜
最大 3000 万円 1500 万円 1000 万円

贈与資金の使途 住宅の取得・増改築など 入学金・授業料など 挙式費用・不妊治療・
出産費用など

3 年以内の贈与加算 加算対象外

贈与者が死亡した場合
の未利用残額 （未利用残額という概念なし）

贈与資金のうち未利用残額は
相続財産に加算しない

贈与資金のうち未利用残額は
相続財産に加算する

な
ど
を
援
助
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

（
３
）
結
婚
・
子
育
て
資
金
の
一
括
贈
与

平
成
27
年
か
ら
は
新
制
度
と
し
て
、

結
婚
・
子
育
て
資
金
の
一
括
贈
与
と

い
う
制
度
が
で
き
ま
し
た
。

20
歳
以
上
50
歳
未
満
の
人
が
親

な
ど
か
ら
挙
式
費
用
・
不
妊
治

療
・
出
産
費
用
な
ど
に
充
て
る
た
め

の
資
金
贈
与
を
受
け
た
場
合
に
は
、

１
０
０
０
万
円
ま
で
非
課
税
と
な
る

制
度
で
す
。

制
度
の
内
容
は
、
先
ほ
ど
の
教
育

資
金
の
一
括
贈
与
と
よ
く
似
て
お
り
、

贈
与
内
容
が
教
育
資
金
な
の
か
、
そ

れ
と
も
結
婚
・
子
育
て
資
金
な
の
か

の
違
い
だ
け
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。

し
か
し
、
大
き
な
相
違
点
と
し
て

贈
与
者
が
死
亡
し
て
相
続
が
発
生
し

た
場
合
の
取
り
扱
い
が
大
き
く
異
な

り
ま
す
。
制
度
の
詳
細
な
要
件
は
割

愛
し
ま
す
が
、（
１
）、（
２
）
の
特

例
で
は
、
贈
与
を
行
っ
た
時
点
で
贈

与
財
産
は
相
続
か
ら
は
切
り
離
さ
れ

ま
す
が
、（
３
）
の
制
度
で
は
贈
与

を
受
け
た
金
額
の
う
ち
未
利
用
分
が

あ
っ
た
場
合
に
は
相
続
財
産
に
戻
し

入
れ
る
必
要
が
生
じ
ま
す
。
そ
の
た

め
、
こ
の
制
度
は
相
続
税
対
策
と
し

て
考
え
る
と
即
効
性
は
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、
迷
っ
た
と
き
に
は
教
育
資
金

の
一
括
贈
与
を
優
先
し
た
方
が
効
果

的
で
し
ょ
う
。

な
お
、
教
育
資
金
や
結
婚
・
子
育

て
資
金
な
ど
は
、
必
要
な
分
を
そ
の

都
度
贈
与
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
相
続

税
法
に
よ
っ
て
そ
も
そ
も
非
課
税
扱

い
で
す
。
こ
れ
ら
の
制
度
は
、
今
後

生
じ
る
で
あ
ろ
う
費
用
を
ま
と
め
て

贈
与
す
る
と
き
に
大
き
な
利
用
価
値

が
あ
り
ま
す
。

 （
４
）
ジ
ュ
ニ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ

平
成
28
年
４
月
か
ら
ジ
ュ
ニ
ア
Ｎ

Ｉ
Ｓ
Ａ
の
制
度
運
用
が
始
ま
り
ま
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
20
歳
未
満
の
人

も
年
間
非
課
税
枠
80
万
円
ま
で
の
中

で
、
株
式
・
投
資
信
託
等
の
売
却
益

や
、
配
当
・
分
配
金
が
非
課
税
と
な

り
ま
す
。
子
ど
も
や
孫
の
資
産
形
成
・

投
資
経
験
な
ど
に
こ
の
制
度
を
利
用

す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

制
度
を
利
用
す
る
た
め
に
は
投
資

の
資
金
が
必
要
で
す
。
投
資
資
金
を

生
前
贈
与
と
し
て
渡
す
こ
と
を
合
わ

せ
て
行
え
ば
、
相
続
税
の
軽
減
を
図

り
つ
つ
次
の
世
代
へ
の
資
産
運
用
の

一
助
と
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

最
近
で
は
、
財
産
承
継
方
法
の
一

つ
と
し
て
信
託
を
活
用
す
る
動
き
も

出
て
い
ま
す
。

信
託
の
利
用

税制を知ってうまく残そう
財産承継のポイント～生前贈与の賢い活用方法～

図表3 : 一括贈与の特例の概要
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移
転
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
受
益
者

に
対
し
て
相
続
税
や
贈
与
税
が
課
税

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

信
託
は
そ
の
内
容
に
よ
っ
て
さ
ま

ざ
ま
な
権
限
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で

き
る
契
約
で
す
。
そ
の
た
め
信
託
を

考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な

内
容
と
す
る
か
、
何
を
信
託
す
る
の

か
な
ど
そ
の
内
容
の
作
り
こ
み
が
と

て
も
大
切
で
す
。
専
門
家
に
相
談
を

し
な
が
ら
作
成
を
進
め
る
の
が
よ
い

で
し
ょ
う
。

遺
言
で
も
、
生
前
贈
与
で
も
、
信

託
で
あ
っ
て
も
、
実
行
す
る
に
は
本

人
の
意
思
が
し
っ
か
り
と
し
て
元
気

で
あ
る
こ
と
が
前
提
で
す
。
昨
今
、

相
続
税
が
増
税
さ
れ
て
税
負
担
の
意

識
が
高
ま
っ
て
き
て
い
ま
す
。
財
産

承
継
は
慌
て
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、

早
い
段
階
か
ら
計
画
的
に
対
策
を
行

え
ば
大
き
な
効
果
を
得
る
こ
と
が
で

き
る
で
し
ょ
う
。
財
産
承
継
は
お
金

の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
家
族
の
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
も
か
か
わ
る
こ
と

で
す
。
税
金
だ
け
に
と
ら
わ
れ
る
こ

と
な
く
、
こ
の
機
会
に
今
後
の
方
向

性
を
家
族
で
話
し
合
う
の
も
よ
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

誰
か
に
だ
ま
さ
れ
て
し
ま
わ
な
い
か

心
配
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
と
き
に
、
信
託
を
利
用
す
れ
ば

信
頼
で
き
る
親
族
や
専
門
家
な
ど
を

受
託
者
と
し
て
、
そ
う
し
た
子
ど
も

の
た
め
に
金
銭
管
理
を
行
っ
て
も
ら

う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
信
託
は
そ
の
信
託

目
的
を
ど
の
よ
う
に
定
め
る
か
に
よ
っ

て
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に
利
用
で
き
ま

す
。
受
託
者
は
あ
く
ま
で
信
託
目
的

に
沿
っ
て
管
理
を
行
い
ま
す
の
で
、
そ

の
目
的
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
、
信
託

財
産
は
孫
な
ど
へ
の
今
後
の
教
育
費

用
の
た
め
だ
け
に
利
用
す
る
と
い
っ
た

使
い
方
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
受
益
者
と
な
る
人
の
順

番
を
定
め
る
こ
と
も
で
き
ま
す
の
で
、

遺
言
の
代
わ
り
と
し
て
機
能
さ
せ
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

例
え
ば
、
当
初
は
委
託
者
で
あ
る
本

人
が
受
益
者
と
な
り
ま
す
が
、
相
続
後

の
受
益
者
は
配
偶
者
、
配
偶
者
の
相
続

後
に
は
受
益
者
を
長
男
と
指
定
す
る
こ

と
も
可
能
で
す
。
つ
ま
り
、
遺
言
の
代

わ
り
に
財
産
の
承
継
方
法
を
決
め
る
こ

と
も
で
き
る
の
で
す
（
図
表
4
）。

な
お
、
税
制
上
は
、
財
産
か
ら
利

益
を
享
受
し
て
い
る
受
益
者
を
財
産

の
所
有
者
と
し
て
課
税
し
ま
す
。
そ

の
た
め
、委
託
者
と
受
益
者
が
異
な
っ

た
と
き
に
は
、
そ
の
時
点
で
財
産
の

託
者
が
財
産
の
管
理
・
運
用
・

処
分
な
ど
を
行
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

財
産
承
継
の
一
つ
と
し
て

生
前
贈
与
を
考
え
て
い
る
場

合
に
は
、
信
託
を
利
用
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。
い
く
つ

か
の
信
託
銀
行
で
は
、
贈
与

信
託
と
い
う
商
品
を
扱
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
贈
与
信
託
で

は
、
今
後
、
贈
与
を
行
う
予

定
の
資
金
を
信
託
銀
行
が
預

か
っ
て（
受
託
者
と
な
っ
て
）

管
理
し
ま
す
。
そ
し
て
贈
与

の
と
き
に
は
、
贈
与
契
約
書

の
作
成
や
贈
与
資
金
の
振
込

手
続
き
、
贈
与
履
歴
の
管
理

を
信
託
銀
行
が
行
っ
て
く
れ

ま
す
。
必
ず
し
も
こ
れ
を
利

用
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
１
１
０
万
円
の
非
課
税
枠
を
活

用
し
て
計
画
的
に
贈
与
を
行
い
た
い

方
に
と
っ
て
は
便
利
な
制
度
で
す
。

さ
ら
に
信
託
で
は
受
託
者
が
財
産

管
理
を
行
う
と
い
う
こ
と
を
利
用
し

て
、
自
分
が
亡
く
な
っ
た
後
の
お
金

の
利
用
方
法
を
指
定
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

例
え
ば
、
自
分
が
死
亡
し
た
後

に
遺
さ
れ
る
子
に
障
害
が
あ
る
た
め
、

金
融
資
産
を
承
継
さ
せ
た
と
し
て
も

金
銭
管
理
が
不
安
で
あ
る
場
合
や
、

信
託
と
は
、
一
言
で
い
え
ば
自
分
の

財
産
を
あ
る
者
を
信
じ
て
託
す
行
為

の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
信
託
に
は
３

人
の
登
場
人
物
が
で
て
き
ま
す
。
１

人
目
は
、
財
産
を
預
け
る
人
「
委
託

者
」。
２
人
目
は
、
財
産
を
預
か
っ
て

管
理
運
用
す
る
人
「
受
託
者
」。
そ
し

て
３
人
目
は
、
財
産
か
ら
得
ら
れ
る

利
益
を
享
受
す
る
人
「
受
益
者
」
で
す
。

信
託
を
利
用
す
る
と
形
式
的
に
は

委
託
者
か
ら
受
託
者
に
財
産
の
名
義

が
移
転
し
、
委
託
者
に
代
わ
っ
て
受

財
産
承
継
は

早
い
段
階
か
ら
考
え
よ
う

図表4 : 遺言の代用としての信託の活用

信託契約

財産の移転
死亡による
受益権の移転

死亡による
受益権の移転

（相続税）

（相続税）

第 2 受益者 第 3 受益者

委託者兼第 1受益者

受託者

配偶者 長男

夫
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