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Topic 

贈与税の暦年課税、納税対象は申告者の 8 割
相続対策として生前贈与を活用することがあります。ここでは 5 月に国税庁が発表した資料※から、

直近 5 年分の暦年課税による贈与税の申告状況をみていきます。 

申告人員は 45万～49万人程度で推移し、

平成 25 年分も含め 6 年連続で 40 万人台で

す。25 年度税制改正で相続税の基礎控除額

の引下げなどが行われましたが、この時か

ら暦年課税による申告人数も 40 万人を突

破しています。 

申告人員のうち、8 割程度にあたる 35 万

～38 万人に納税額がありました。この中の

毎年約 55％程度が特例税率（父母や祖父母

などの直系尊属から贈与を受け、かつ、受

贈者が贈与の年の 1 月 1 日に 20 歳以上で

ある場合に用いる税率）によるもので、19

万～21 万人で推移しています。 

納税額があった人の 1 人当たりの申告納税額には、ばらつきが見られ、26 年分と 30 年分は 70

万円超、他の年分は 47 万～56 万円台となっています。 

暦年課税を実行するにあたっては注意点等がございます。ぜひ当事務所までご相談ください。 
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暮らしとお金の 

耳より情報誌 

※国税庁「平成 30 年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」

http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/kakushin_jokyo/pdf/0019005-039.pdf 

2019 年（令和元年）5月発表。申告人員は各年分、翌年 3月末日までに提出された申告書の計数です。

国税庁「平成 30 年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」より作成
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上場株式の相続税評価法 

相続税を計算する時、上場株式はいつ時点、どの期間の、どの価額で評価することになるので

しょうか。上場会社の株式に係る相続税評価方法を解説します。 
 

 

Question 

上場会社の株式を相続しました。 

相続税を計算する上で、この株式を評価しなければなりませ

ん。この場合の評価額（相続税評価額）は、相続開始日の終値

を基に算定することとなるのでしょうか。 

Answer 

上場会社の株式に係る相続税評価額は、原則として、次にご紹介する①～④の価額のうち、

最も低い価額を基に算定します。 

 

上場株式の評価方法 

相続税を計算する上で、金融商品取引所に

上場されている株式（以下、上場株式）の評価

は、原則として、次の①によります。ただし、

①が次の②～④のうち最も低い価額を超える

場合には、最も低い価額によります。 

① 相続開始⽇の 
上場株式の終値 

② 相続開始⽇の属する⽉の 
毎⽇の上場株式の終値の平均 

③ 相続開始⽇の属する⽉の前⽉の 
毎⽇の上場株式の終値の平均 

④ 相続開始⽇の属する⽉の前々⽉の 
毎⽇の上場株式の終値の平均 

つまり、①～④のうち、最も低い価額を基に、

相続税評価額を計算することとなります。 

この場合の“相続開始日”とは、被相続人の

死亡の日を指します。 

また、相続開始日が金融商品取引所の休業

日であるなどの理由により、①の終値がない

ケースもあります。そのような場合は、相続開

始日に最も近い日の終値が①となります。 

この“最も近い日”について、日付の前後は

関係ないため、最も近い日が前後 1 日ずつ、

トータルで 2 日あるケースも考えられます。

このような場合には、両日の終値を平均した

額が①となります。 

なお、権利落ちや配当落ちがある場合に

は、別途、一定の調整計算が必要です。 
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価額の情報はどこから入手できる？ 

では、これらの価額はどこで確認できるのでしょうか。 

紙媒体の他、インターネットからも知ることができます。その代表例を

下にご紹介します。ご参考になさってください。 

なお、公表されている終値（終値平均）に円未満の端数がある場合には、

円未満の端数は切り捨てて計算します。 

①の価額の確認 ・ ⽇刊⼯業新聞 

・ ヤフーファイナンス https://finance.yahoo.co.jp/ 

②➂④の価額の確認 ・ ⽇本取引所グループ（JPX） https://www.jpx.co.jp/ 

 

ケーススタディで確認  

次の事例で相続税評価額を算定してみましょう。 

事例：A 社（上場会社）の株式 1,000 株を相続。相続開始⽇は 7 ⽉ 10 ⽇。 

 
 対象⽉（⽇） 価額 

① 相続開始⽇：7 ⽉ 10 ⽇ 5,499 円 

② 相続開始⽇の属する⽉：7 ⽉ 5,134 円 

➂ 相続開始⽇の属する⽉の前⽉：6 ⽉ 5,352 円 

④ 相続開始⽇の属する⽉の前々⽉：5 ⽉ 5,650 円 

 

この場合、⼀番低い価額は、②の 5,134 円です。 
 
よって、A 社株式の相続税評価額は、 
5,134,000 円（5,134 円×1,000 株）となります。 

 

 

 

上場株式は価額が公表されていますので、相続税評価額の算定はわりとスムーズにできますが、

ここでご紹介した①～④の 4 つの価額から、最も低い価額を選ぶことを忘れないようにしましょ

う。
 

 

〈参考〉評基通 168、169、国税庁ホームページ「No.4632 上場株式の評価」  

この中で 
⼀番低い価額 
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自筆証書遺言制度の改正 

この度、約 40 年ぶりに民法（相続関係）が改正され、2019 年（平成 31 年）1 月 13 日に自筆証

書遺言の方式を緩和する方策が施行されました。 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

「自筆」であることが重要 

従来の民法第 968 条では、自筆証書遺言を

作成する場合、遺言者は、遺言の全文、日付

及び氏名を自書し、これに押印しなければな

りませんでした。自筆証書遺言は簡易に作成

ができる反面、死後に遺言者の意思確認をす

ることができないため、意思を確認できるよ

う、自筆であることが厳格に求められていま

した。 

更に、遺言の内容が「全財産を相続人であ

る○○に相続させる。」というものでない限

り、誰にどの財産を相続させるのかについて

も、具体的に記載しておく必要があります。

例えば、不動産の場合は、所在、地番、地

目、地籍等が記載され、預貯金の場合は、金

融機関名、支店名、口座番号等が記載されま

す。 

財産が多い方ほど全文を自書することは負

担となりますし、財産の表示を間違われる方

もいらっしゃいます。財産の表示が誤ってい

ると、場合によっては、その遺言書を使って

相続手続きをすることができなくなることも

あります。 

 

財産目録だけ、パソコン作成も OK に 

今回の改正により「財産目録」に限り自書

である必要がなくなりました（新民法第 968

条 2 項）。つまり、「財産目録」をパソコンで
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作成をしたり、不動産登記事項証明書（不動

産登記簿謄本）や通帳のコピーを添付したり

することが認められました。 

これにより、財産目録を自書するという遺

言者の負担がなくなると共に、財産目録の誤

記により相続手続きができなくなるリスクを

減らすことができます。 

なお、財産目録をパソコンで作成した場合

や通帳のコピー等を添付

する場合は、財産目録に

署名押印をする必要があ

ります。細かな注意点

は、以下をご参考にな

さってください。 

 

「自書によらない財産目録」の作り方 Q&A 

形式に決まりはある？  署名押印のほかには特段の定めはなく、書式は⾃由です。作成者も、
遺⾔者本⼈に限らず、遺⾔者以外の⼈が作成することもできます。 

   

数枚に分かれる場合は？  財産目録が複数枚に分かれる場合は、それぞれに署名押印が必要で
す。また、財産目録が両⾯にある場合は、両⾯に署名押印をしなければ
なりません。これは、署名押印により財産目録の偽造を防⽌することを目
的としています。 

   

押印に決まりはある？  押印について特別な定めはありません。遺⾔書本⽂で⽤いた印鑑とは異
なる印鑑を⽤いても構いません。 

   

どうやって添付したら良い？  添付⽅法についても、特別な定めはありません。ただし、遺⾔書の⼀体
性を明らかにするために、遺⾔書本⽂と財産目録をステープラー等で綴
じたり契印したりしておくと良いでしょう。 

なお、今回の改正は「財産目録の添付」の場合に⾃書が不要とされてい
ますので、遺⾔書本⽂と同⼀の⽤紙に財産目録を記載する場合には、
⾃書であることが求められます。⾃書によらない財産目録を⽤いる場合
は、必ず、遺⾔書本⽂と別の⽤紙で作成するようにしましょう。 

   

訂正したい場合は？  ⾃書による部分の訂正と同様、遺⾔者が変更の場所を指⽰し、変更し
た旨の付記した上で、その変更場所に署名・押印することが必要となりま
す。 
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会社への貸付金と生命保険 

経営者が個人の資産から会社に金銭を貸し付けているケースはよく見受けられますが、返済さ

れないまま経営者が亡くなった場合、この貸付金は相続財産となります。会社はこれに備える

必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  会社に対する貸付金は「相続財産」 

ご相談者が会社へ金銭を貸し付けるという

ことは、会社側からみれば借入をすることと

なります。 

これが問題となるのは、ご懸念のとおり、

貸付金の返済を受けないままご相談者が亡く

なった場合です。 

会社に対する貸付金は「相続財産」とし

て、遺産分割の対象となります。 

貸付金は、相続財産とはいう

ものの、金銭ではなく“債権”

です。 

つまり、当該貸付金を相続し

た人の手元に現金は入らないの

に、相続税はかかってきます。 

貸付金を相続した人が当該会社の後継者や

役員であるならばまだしも、ご相談のケース

のように会社とは関係のない人が相続した場

合は、いつお金になるのか分からない“債

権”は不要だと考えるでしょう。そして、一

刻も早く返済を受けたいはずです。相続税を

納めることになる場合には、尚のことでしょ

う。 

貸付金を相続した人が

会社に対して返還請求権

を行使した場合に、会社

側に返済資金がなけれ

ば、会社の存続すら危う

くなります。 

 

このようなことにならないようにするため

には、どうしたら良いのでしょうか？

  

ご相談： 

私が経営する会社へ私の個人資産から金銭を貸し付けています。 

会社側に返済資金の余裕がなく貸し付けたままですが、この状態で私が亡くなったとき、

この貸付金は私の息子が相続により取得することになります。 

息子は会社とは無縁のため、このようなことになったとき、貸付金の返済 

を会社に対して求めること（返還請求権の行使）が容易に予想できます。 

ただし現状のままでは会社として返済することは難しいため、将来の 

このような事態に備え、今から会社が準備しておくと良い方法はないで 

しょうか。 
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返済資金に充てるための生命保険契約 

このような返済資金に充当する意図で、今から会社が準備しておくと良い方法としては、例え

ば次のような生命保険契約を締結しておくことが考えられます。 

契約形態（⼀例） 

契約者・保険料負担者 被保険者 死亡保険⾦受取⼈ 

会社 ご相談者（⾦銭貸与者） 会社 

上記の生命保険契約を締結した後にご相談者が亡くなった場合は、会社側は受取った死亡保険

金を原資に、貸付金を相続したご子息へ返済をすることができます。 

契約時のポイントは保険料の支払ができる死亡保険金として設定しているかどうか 

上記のような生命保険契約を締結する際に最も大切なポイントは、上記でお分かりのとおり、

保険料の支払が発生することです。 

生命保険契約を締結する際、設定する死亡保険金の額を将来返済に必要な

資金（会社からみた返済すべき“借入金”）と同等にするかどうかは、会社

側が支払う保険料との見合いになります。生命保険契約に係る保険料として

の支払資金は必要不可欠です。会社に無理のない保険料の支払でないと、か

えって会社の資金繰りを苦しめる結果となってしまいます。 

そのため、継続的な会社の流出コストとなる保険料の支払を、会社が無理

なく支払い続けられる範囲内で、死亡保険金の額を設定すると良いでしょう。 

 

  

契約 保険料⽀払 被保険者死亡 保険⾦受取 相続⼈へ返済

このような契約を検討される際には、まずは日々の会社の資金繰りを確認しましょう。相続に

関するご相談だけではなく、このような会社の資金繰りに関するご相談も、お気軽に当事務所

までお問い合わせください。 
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耳の不調、違和感を抱いたら…？！  

最近、耳が聞こえにくかったり、違和感があったりしませんか？ 耳の病気は様々ですが、老

化によっても耳の機能が落ちてしまいます。耳の健康を守るポイントをまとめてみました。 

 

気を付けたい耳の病気   

耳の病気の中でも注意が必要なのが「突発性難聴」です。急に片耳だけ聞こえにくくなった

り、めまいを感じたりした時には、できるだけ早く（1 週間以内には）耳鼻科を受診することが

大切です。音を感じる神経「有毛細胞」が障害を受けている場合、10 日間から 2 週間程度の間に

神経変性が起こってしまいます。早めに受診すれば、内服や点滴で完治できることもあります。

その他、耳がふさがった感じがする、音が響いて聞こえる、耳鳴りがする、いつもと違う耳垢が

とれた時なども、すぐに耳鼻科を受診するようにしましょう。 

加齢による難聴とは？  

加齢によって耳が聞こえにくくなるのを「加齢性難聴」といいます。30 代半ば

からなる人もいます。両耳に起こり、高い音が聞こえにくくなります。電子レン

ジやインターホンの音、高い話し声、動物や虫の声などが聞きとりにくくなった

ら要注意です。他の病気の可能性も考えられますし、放っておくと認知症を併発

することがあります。 

耳が音をひろうには、外からの音が外耳道を通り、中耳で音の振動を受け取り、内耳に伝えま

す。内耳内側の「有毛細胞」が音の振動を電気信号に変換し、神経から脳へと伝わることで音が

聞こえます。年齢とともにこの有毛細胞が弱くなり、高音域が聞こえにくくなります。 

耳の健康を守る暮らし  

 耳掃除をしすぎない 

⽿掃除は 2 週間に 1 回程度にし、⽵製の⽿かきや綿棒など、負担のないものでやさしく⾏うようにします。 

 大きな音を避ける 

⽇頃からヘッドホンやイヤホンで⾳楽や動画などを楽しんでいる⽅は、⼤きな⾳にしないようにご注意を。 
⼤⾳量の場所では⽿栓をするのも有効です。 

 適度な運動と睡眠を 

⾝体に負担をかけない適度な運動や、良質な睡眠をとることが、全⾝の若々しさにつながり、⽿の健康も守ります。 

 バランスの良い食生活を 

⽿の複雑な骨の構造を維持するには、カルシウムを含むシラス⼲しやチーズ、ビタミン B12 が豊
富なレバーやアサリ、サンマなどを摂るのがおすすめです。 

 ストレスをためこまない 

ストレスによって起こる難聴もみられます。⾃分がリラックスできる趣味やお友達とのつきあいを⼤
切に、ストレスをためこまない⽣活を⼼がけましょう。 

いつまでも様々な音がしっかりと聞きとれる耳は、健康面はもちろん、危険にも気づきやすく

安全な生活につながります。耳を大切にする習慣を身につけ、人生を大いに楽しみましょう。 
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