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家 庭 経 済 設 計

知
っ
て
お
き
た
い
相
続
法
改
正 

第
３
回

遺
留
分
制
度
の
見
直
し
と

特
別
寄
与
の
制
度
創
設
な
ど

は
、
被
相
続
人
か
ら
多
額
の
遺
贈
を
受
け
た
他
の

相
続
人
に
対
し
て
、
遺
留
分
侵
害
額
に
相
当
す
る

金
銭
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
遺
留
分
及
び
遺
留
分
侵
害
額
に
つ
い
て
は
、

【
図
表
１
】
の
計
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
ま
す
。

　

例
え
ば
、
経
営
者
で
あ
っ
た
被
相
続
人
（
配
偶

者
は
既
に
死
亡
）
が
、
事
業
を
引
き
継
い
だ
長
男

に
事
業
用
の
土
地
建
物
（
評
価
額
１
億
円
）
を
、

既
に
嫁
い
だ
長
女
に
預
金
２
千
万
円
を
相
続
さ
せ

る
旨
の
遺
言
を
遺
し
て
亡
く
な
っ
た
と
し
ま
す
。

遺
言
の
内
容
に
不
満
を
持
っ
た
長
女
が
長
男
に
対
し

て
遺
留
分
侵
害
額
で
あ
る
１
千
万
円
（（
１
億
円
＋

２
千
万
円
）
×
１
／
２
×
１
／
２

－

２
千
万
円
）
を

請
求
す
る
と
、
事
業
用
の
土
地
建
物
に
つ
い
て
長
男

と
長
女
の
共
有
状
態
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
も
構
わ
な
い
の
で
す
が
、
も
し
土
地
建
物

を
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
場
合
、
共
有

者
で
あ
る
長
女
の
同
意
が
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
は

不
透
明
で
す
か
ら
、
そ
の
意
味
で
長
男
に
と
っ
て
は

事
業
を
営
む
上
で
不
安
定
な
権
利
関
係
に
な
っ
て

改
正
相
続
法
の
適
用
時
期

　

　

新
し
い
相
続
法
は
、
段
階
的
に
施
行
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
第
１
回
目
で
解
説
し
た
自

筆
証
書
遺
言
の
方
式
緩
和
に
関
し
て
は
今
年
１
月

か
ら
既
に
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
前
回
説
明
し

た
配
偶
者
居
住
権
に
つ
い
て
は
来
年
４
月
か
ら
の

施
行
と
な
り
ま
す
。
こ
の
他
に
今
年
７
月
か
ら
施

行
さ
れ
て
い
る
規
定
や
、
２
０
２
０
年
７
月
か
ら

施
行
さ
れ
る
規
定
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
今
回
は
、

今
年
７
月
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
項
目
に
つ
い
て

説
明
し
ま
す
。

遺
留
分
制
度
の
見
直
し

　

 

　
「
遺
留
分
」
と
は
、
兄
弟
姉
妹
以
外
の
相
続
人
に

つ
い
て
、
そ
の
生
活
保
障
を
図
る
趣
旨
で
、
そ
の

最
低
限
の
取
り
分
を
確
保
す
る
制
度
で
す
。
今
回

の
改
正
に
よ
り
、
遺
留
分
を
侵
害
さ
れ
た
相
続
人

遺留分 ＝ 遺留分を算定するための財産の価額（注１）  × ２分の１（注２）
　　　　 × 遺留分権利者の法定相続分

遺留分侵害額 ＝ 遺留分 － 遺留分権利者の特別受益の額 ー 遺留分権利者が相続によって
                      得た積極財産の額 ＋ 遺留分権利者が相続によって負担する債務の額

（注１）遺留分を算定するための財産の価額 ＝ 相続時における被相続人の積極財産の額 
          ＋ 相続人に対する生前贈与の額（原則10年以内）
          ＋ 第三者に対する生前贈与の額（原則１年以内）ー被相続人の債務の額

（注２）直系尊属のみが相続人である場合は３分の１

【図表１】遺留分とその侵害額の計算

し
ま
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
こ

の
よ
う
な
共
有

関
係
が
生
ず
る

こ
と
を
回
避
す

る
た
め
に
遺
留

分
減
殺
請
求
に

よ
っ
て
生
ず
る

権
利
は
金
銭
債

権
と
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し

た
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
金
銭
債
権

に
つ
い
て
は
、

長
男
が
資
金
を

用
意
し
て
支
払

わ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
か

ら
、
事
業
承
継

も
な
か
な
か
大
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続
人
の
介
護
を
し
た
か
と
い
う
話
が
必
ず
出
ま
す
。

介
護
の
負
担
が
異
な
る
の
に
、
相
続
割
合
は
兄
弟
で

均
等
と
い
う
と
こ
ろ
に
不
満
が
募
る
の
で
し
ょ
う
。

　

例
え
ば
、【
図
表
２
】
の
よ
う
に
献
身
的
な
介
護

を
し
た
の
は
既
に
他
界
し
て
い
る
長
男
の
妻
で
、

次
男
や
長
女
は
何
も
し
て
い
な
か
っ
た
と
な
る
と
、

亡
き
長
男
の
妻
に
も
不
満
が
生
じ
ま
す
。
ま
し
て

や
、
亡
き
長
男
の
妻
の
場
合
は
、
相
続
人
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
ら
、
ど
れ
だ
け
被
相
続
人
の
介
護
に

尽
く
し
た
と
し
て
も
、
相
続
財
産
を
取
得
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
で
は
な
お
さ
ら
で
す
。

　

そ
こ
で
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
亡
き
長
男
の

妻
は
相
続
人
で
あ
る
次
男
と
長
女
に
対
し
て
介
護

等
の
貢
献
へ
の
対
価
と
し
て
金
銭
の
請
求
が
で
き

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
実
質
的
な
公
平
が

図
ら
れ
た
と
い
え
ま
す
。
た
だ
し
、
亡
き
長
男
の

妻
は
相
続
人
で
は
な
い
た
め
、
遺
産
分
割
協
議
に

加
わ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
現
行
法
と
同
様
、
相
続

人
だ
け
で
分
割
協
議
を
行
う
こ
と
を
前
提
に
相
続

人
に
対
す
る
金
銭
請
求
を
認
め
る
と
い
う
建
て
付

け
に
な
っ
て
い
ま
す
。

預
貯
金
の
払
戻
し
制
度
の
創
設

　

預
貯
金
が
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る
場
合
に
、

各
相
続
人
は
、
遺
産
分
割
が
調

と
と
の

う
前
で
あ
っ
て
も
、

一
定
の
範
囲
で
預
貯
金
の
払
戻
し
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

  

実
は
、
３
年
ほ
ど
前
に
最
高
裁
判
所
が
、
相
続

さ
れ
た
預
貯
金
債
権
は
遺
産
分
割
の
対
象
財
産
と

な
り
、
相
続
人
に
よ
る
単
独
で
の
払
戻
し
が
で
き

な
い
こ
と
を
明
確
に
す
る
決
定
を
し
ま
し
た
。

従
来
の
金
融
機
関
の
実
務
を
追
認
す
る
決
定
と
は

い
え
、
相
続
人
に
と
っ
て
、
当
座
の
葬
儀
費
用
や

生
活
費
に
充
て
る
た
め
に
被
相
続
人
の
預
金
を

払
戻
す
こ
と
は
法
律
的
に
も
で
き
な
く
な
っ
た
と

い
う
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
、
分
割
協
議
が
調
う
ま
で
に
か
な
り
の

時
間
を
要
し
た
り
、
協
議
そ
の
も
の
が
調
わ
な
い

場
合
も
少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
、
相
続
人
の
資
金

需
要
に
ど
の
よ
う
に
応
え
る
か
が
課
題
と
な
っ
て

い
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
今
回
の
改
正
で
遺
産
分
割
協
議
が
調

う
前
に
預
貯
金
の
払
戻
し
を
認
め
る
制
度
と
し
て
、

①
家
庭
裁
判
所
の
判
断
を
経
な
い
で
預
貯
金
の
払

戻
し
を
認
め
る
方
策
と
②
家
庭
裁
判
所
の
判
断
を

経
て
預
貯
金
の
仮
払
い
を
得
る
方
策
の
、
２
つ
の

方
策
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
①
の
方
策
に
つ
い
て

は
限
度
額
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
小
口

の
資
金
需
要
に
対
応
し
、
限
度
額
を
超
え
る
比
較

的
大
口
の
資
金
需
要
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は

②
の
方
策
を
用
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
制
度
の

詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
次
回
に
お
話
し
し
ま
す
。

婚
姻
期
間
が
20
年
以
上
の
夫
婦
へ
の

福
音

  

婚
姻
期
間
が
20
年
以
上
で
あ
る
夫
婦
間
で
居
住

用
不
動
産
の
遺
贈
又
は
贈
与
が
さ
れ
た
場
合
で
も

遺
産
分
割
に
お
い
て
配
偶
者
の
相
続
分
に
不
利
益

が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
詳
し
く
は
次
回
お
話
し
し

ま
す
。

【図表２】亡き長男の妻が、被相続人の介護をしていた場合

変
と
い
う
わ
け
で
す
。

特
別
寄
与
の
制
度
の
創
設

　

遺
産
分
割
協
議
を
進
め
て
い
く
中
で
、
誰
が
被
相出典：法務省ＨＰより転載。一部改編

現行制度

相続人以外の者は、被相続人の介護に尽くしても、
相続財産を取得することができない。

相続開始後、長男の妻は、相続人（長女・次男）
に対して、金銭の請求をすることができる。

→　介護等の貢献に報いることができ、実質的　
公平が図られる。

改正によるメリット
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