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律
相
談

弁
護
士　
松
本　
裕
美　
先
生

遺
産
の
分
割
前
に
お
け
る
預
貯
金
債
権
の
行
使

　

先
日
、同
居
し
て
い
た
父
が
急

逝
し
ま
し
た
。父
の
相
続
人
は
、

母
と
私
と
妹
の
３
人
で
す
。母
は

認
知
症
が
進
行
し
、数
年
前
か
ら

介
護
施
設
に
入
所
し
て
い
ま
す
。私
は
無
職
で
生
計

の
維
持
は
全
面
的
に
父
に
頼
っ
て
お
り
ま
し
た
。妹

は
若
い
頃
に
家
を
飛
び
出
し
、以
後
音
信
不
通
で

す
。こ
の
度
、葬
儀
代
や
当
面
の
生
活
費
を
捻
出
す

る
た
め
、亡
父
の
預
金
を
引
き
出
す
必
要
が
あ
る
の

で
す
が
、私
が
単
独
で
行
な
う
こ
と
は
可
能
で
し
ょ

う
か
。ま
た
、引
き
出
す
額
に
限
度
は
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
。

　

被
相
続
人
の
預
金
を
誰

が
い
く
ら
相
続
す
る
か
を

決
め
る
た
め
に
は
、相
続
人

全
員
に
よ
る
遺
産
分
割
協

議
が
必
要
で
す
。し
か
し
、相
続
発
生
時
か

ら
遺
産
分
割
協
議
が
成
立
す
る
ま
で
、一
定

期
間
を
要
し
ま
す
。そ
の
間
に
、葬
儀
費
用
、

被
相
続
人
の
入
院
費
用
、相
続
債
務
の
支
払

い
、被
相
続
人
か
ら
生
前
扶
養
を
受
け
て
い

た
家
族
の
生
活
費
の
支
弁
な
ど
の
資
金
需

要
に
、相
続
預
金
が
全
く
使
え
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
と
、か
え
っ
て
遺
産
分
割
の
円

滑
な
進
行
が
害
さ
れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
、民
法（
９
０
９
条
の
２
）は
、こ
の

よ
う
な
資
金
需
要
に
迅
速
に
対
応
で
き
る

よ
う
に
、遺
産
分
割
前
に
裁
判
所
の
判
断
を

経
る
こ
と
な
く
、一
定
の
範
囲
で
一
部
の
相

続
人
が
預
金
の
払
戻
が
で
き
る
制
度
を
設

け
て
い
ま
す
。

　

即
ち
、相
続
開
始
時
の
預
貯
金
債
権
の
額

×
１
／
３
×
当
該
払
戻
を
求
め
る
相
続
人

の
法
定
相
続
分（
但
し
、同
一
の
金
融
機
関

に
対
す
る
権
利
行
使
は
、法
務
省
令
で
定
め

る
額（
１
５
０
万
円
）を
上
限
と
し
ま
す
）

を
、他
の
共
同
相
続
人
の
同
意
が
な
く
と
も

単
独
で
払
戻
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
。

　

こ
の
払
戻
請
求
の
で
き
る
割
合
は
個
々

の
預
金
債
権
ご
と
に
判
断
さ
れ
ま
す
。例
え

ば
、相
談
者
の
父
の
死
亡
時
に
、Ａ
銀
行
に

相
談
者
の
父
の
普
通
預
金
が
３
０
０
万
円
、

満
期
の
到
来
し
て
い
る
定
期
預
金
が

６
０
０
万
円
あ
っ
た
場
合
、相
談
者
は
、普

通
預
金
に
つ
い
て
は
３
０
０
万
円
×
１
／
３

×
相
談
者
の
法
定
相
続
分
１
／
４
＝
25
万

円
を
、定
期
預
金
に
つ
い
て
は
６
０
０
万
円

×
１
／
３
×
１
／
４
＝
50
万
円
を
、単
独
で

払
戻
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

単
独
で
一
部
の
払
戻
を
受
け
た
預
金
に

つ
い
て
は
、払
戻
を
受
け
た
相
続
人
が
、遺

産
の
一
部
を
分
割
に
よ
り
先
に
取
得
し
た

も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、預
金
の
一
部
払
戻
額
を
、他
の
相

続
人
分
も
含
め
て
相
続
債
務
の
弁
済
に
あ

て
た
場
合
、後
の
遺
産
分
割
協
議
の
際
に
、

他
の
相
続
人
の
同
意
が
な
い
限
り
、他
の
相

続
人
分
の
相
続
債
務
弁
済
額
に
つ
い
て
、当

然
に
精
算
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、第
三
者

弁
済
に
よ
る
求
償
権
の
問
題（
遺
産
分
割
と

は
別
の
、弁
済
し
た
相
続
人
か
ら
他
の
相
続

人
に
対
す
る
請
求
権
の
問
題
）に
な
る
こ
と

に
注
意
が
必
要
で
す
。

医学博士　村木  宏要　先生

加
齢
に
よ
る
老
化 

＝
難
聴
、誤
嚥
、筋
力
低
下
＝ 

に
克
つ

加
齢
に
伴
い
、体
に
様
々
な
支
障
を

来
す
よ
う
に
な
り
ま
す
。日
々
の
生
活

習
慣
で
起
こ
る
い
く
つ
か
の
支
障
に
対

す
る
注
意
点
や
対
処
法
を
知
り
、上
手

に
老
化
と
付
き
合
い
ま
し
ょ
う
。

Ａ
加
齢
性
難
聴（
耳
が
衰
え
る
）

加
齢
性
難
聴
は
誰
に
も
起
こ
り
、50

歳
代
か
ら
始
ま
り
、75
歳
に
な
る
と

70
％
以
上
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

（
加
齢
性
難
聴
の
原
因
）

外
耳
か
ら
入
っ
た
音
は
鼓
膜
を
振
動

さ
せ
、最
終
的
に
蝸
牛
に
あ
る
有
毛
細

胞
で
電
気
信
号
に
変
換
さ
れ
、聴
神
経

を
介
し
て
脳
に
伝
わ
り
ま
す
。加
齢
と

共
に
有
毛
細
胞
が
徐
々
に
壊
れ
て
減
少

し
難
聴
の
原
因
と
な
り
、壊
れ
る
と
再

生
し
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

（
加
齢
性
難
聴
へ
の
対
処
法
）

加
齢
性
難
聴
に
対
す
る
治
療
法
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、補
聴
器
を
使
っ
た
り
、補

聴
器
を
使
っ
て
も
効
果
が
不
十
分
な
場

合
は
、手
術
で
人
工
内
耳
を
埋
め
込
ん

だ
り
し
ま
す
。ま
た
、聞
き
取
り
訓
練
と

言
う
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
ま

す
。

（
加
齢
性
難
聴
が
認
知
症
に
繋
が
る
リ

ス
ク
）

加
齢
性
難
聴
を
放
置
し
て
い
る
と
、

脳
へ
の
刺
激
が
徐
々
に
低
下
し
認
知
症

を
発
症
す
る
リ
ス
ク
が
高
く
な
り
ま
す
。

難
聴
の
な
い
人
が
認
知
症
を
発
症
す
る

リ
ス
ク
に
比
べ
、軽
度
難
聴
の
あ
る
人

は
約
2
倍
、高
度
難
聴
の
あ
る
人
で
倍

リ
ス
ク
が
高
く
な
る
と
報
告
さ
れ
て
い

ま
す
。

ま
た
、難
聴
の
あ
る
人
は
転
倒
の
リ

ス
ク
も
３
倍
高
く
な
る
と
報
告
さ
れ
て

い
ま
す
。

Ｂ
誤
嚥
性
肺
炎

の
ど
の
筋
肉
が
衰
え
て
、飲
み
込
む

力
が
弱
く
な
る
と
、食
べ
物
や
唾
液
に

含
ま
れ
た
細
菌
が
誤
嚥
に
よ
り
肺
に
落

ち
込
ん
で
誤
嚥
性
肺
炎
を
引
き
起
こ
し

ま
す
。肺
炎
で
入
院
し
た
高
齢
の
患
者

さ
ん
の
う
ち
、80
歳
代
で
は
80
％
、90
歳

以
上
で
は
95
％
以
上
が
誤
嚥
性
肺
炎
と

の
報
告
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、高
齢
者
で

は
、睡
眠
中
に
唾
液
が
少
し
ず
つ
気
管

に
落
ち
て
肺
炎
が
起
こ
る
こ
と
も
あ
り

注
意
が
必
要
で
す
。

（
誤
嚥
性
肺
炎
の
原
因
）

飲
み
込
む
力
が
衰
え
る
原
因
に
は
2

つ
あ
り
ま
す
。

①
の
ど
を
支
え
る
筋
肉
が
衰
え
る

加
齢
と
共
に
の
ど
を
支
え
る
筋
肉
が

衰
え
る
こ
と
に
よ
り
、の
ど
に
食
べ
物

が
残
り
や
す
く
な
り
ま
す
。ま
た
、喉
頭

蓋
が
気
管
に
ふ
た
を
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ

が
あ
わ
な
く
な
っ
て
、食
べ
物
が
気
管

に
落
ち
込
み
誤
嚥
を
起
こ
し
ま
す
。

②
の
ど
の
感
覚
が
衰
え
る

普
通
、嚥
下
反
射
が
起
こ
り
も
の
を

の
み
こ
め
ま
す
が
、の
ど
の
感
覚
が
衰

え
る
と
嚥
下
反
射
が
う
ま
く
機
能
し
な

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

（
誤
嚥
性
肺
炎
を
予
防
す
る
た
め
）

①
毎
食
後
と
寝
る
前
に
、歯
磨
き
を
し

て
口
の
中
を
清
潔
に
保
つ

②
食
後
、す
ぐ
に
横
に
な
ら
な
い
こ
と

食
後
す
ぐ
に
、横
に
な
る
と
、胃
内
で

胃
液
や
食
べ
物
の
逆
流
が
起
こ
り
誤
嚥

性
肺
炎
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

Ｃ
歩
行
能
力
の
低
下

歩
行
能
力
が
低
下
す
る
と
次
の
様
な

影
響
が
出
ま
す
。

①
歩
幅
が
小
さ
く
、歩
行
速
度
が
遅
く

な
る

②
歩
行
筋
力
が
低
下
す
る

足
腰
の
筋
力
が
低
下
す
る
と
転
倒
す

る
リ
ス
ク
が
高
ま
り
ま
す
。

③
歩
行
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
す

次
の
様
な
デ
ー
タ
が
報
告
さ
れ
て
い

ま
す
。65
歳
以
上
で
は
、5
人
に
1
人
が

転
倒
を
経
験
し
、年
齢
が
高
く
な
る
に

つ
れ
転
倒
率
は
高
く
な
り
ま
す
。転
倒

に
よ
る
リ
ス
ク
は
、高
齢
者
に
と
っ
て

重
大
で
、高
齢
者
が
転
倒
し
た
場
合
、5

～
10
％
の
方
が
骨
折
、約
5
％
は
骨
折

以
外
の
重
大
な
怪
我
を
負
う
可
能
性
が

あ
る
、と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。特
に
、大

腿
骨
頚
部
骨
折
は
、90
％
以
上
が
転
倒

に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。筋
力

の
低
下
は
年
齢
の
せ
い
だ
と
考
え
が
ち

で
す
が
、実
は
運
動
不
足
に
よ
る
も
の

が
大
き
く
、老
年
で
あ
っ
て
も
日
常
生

活
の
中
で
筋
力
を
鍛
え
る
機
会
を
つ
く

る
こ
と
が
大
事
で
す
。

普
段
あ
ま
り
階
段
を
使
っ
て
い
な
い

人
は
、意
識
し
て
階
段
を
使
い
ま
し
ょ

う
。ま
た
、バ
ス
や
車
な
ど
の
乗
り
物
に

乗
ら
ず
、歩
け
る
距
離
は
積
極
的
に
歩

く
の
も
良
い
筋
力
ア
ッ
プ
の
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
に
な
り
ま
す
。

インボイス制度開始後の具体的な変更点

前
回
は
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
目
的
や
導
入
さ
れ

た
背
景
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
。

今
回
は
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
導
入
に
よ
っ
て
具
体

的
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
る
の
か
３
点
ほ
ど

説
明
し
ま
す
。

１  

イ
ン
ボ
イ
ス
を
保
存
し
な
い
と
仕
入
税
額
控
除

の
適
用
不
可

課
税
事
業
者
は
、イ
ン
ボ
イ
ス
を
保
存
し
な
け
れ

ば
仕
入
税
額
控
除
の
適
用
を
受
け
ら
れ
な
く
な
り

ま
す
。保
存
期
間
は
7
年
間（
事
業
年
度
の
確
定
申

告
の
提
出
期
限
の
翌
日
か
ら
7
年
間
） 
で
す
。仕
入

税
額
控
除
の
適
用
を

受
け
ら
れ
な
い
と
い
う

の
は
、本
来
納
め
る
必

要
の
な
い
税
金
を
追

加
で
納
め
る
こ
と
を

意
味
し
ま
す
の
で
と

て
も
重
要
で
す
。

な
お
、制
度
が
大

き
く
変
化
す
る
こ

と
を
考
慮
し
、以
下

の
よ
う
に
制
度
開
始

か
ら
6
年
間
の
経
過

措
置
が
設
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
令
和
11
年

（
２
０
２
９
年
）10
月

以
降
は
控
除
が
全
く

適
用
で
き
な
く
な
る

の
で
注
意
が
必
要
で

す
。

２ 

請
求
書
の
記
載
項
目
が
増
え
る

イ
ン
ボ
イ
ス
と
す
る
請
求
書（
ま
た
は
納
品
書
、領

収
書
等
） 

の
記
載
項
目
に
は
、現
行
の
方
式
で
必
要

な
項
目
に
、登
録
番
号
、適
用
税
率
、税
率
ご
と
に
区

分
し
た
消
費
税
額
等
の
3
つ
が
追
加
さ
れ
て
い
ま
す
。

適格請求書等保存方式 区分記載請求書等保存方式
①�

適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及

び
登
録
番
号

②
取
引
年
月
日

③
取
引
内
容（
軽
減
税
率
の
対
象
品
目
で
あ
る
旨
）�

④�

税
率
ご
と
に
区
分
し
て
合
計
し
た
対
価
の
額�

（
税
抜
き
又
は
税
込
み
）及
び
適
用
税
率

⑤
税
率
ご
と
に
区
分
し
た
消
費
税
額
等

⑥
書
類
の
交
付
を
受
け
る
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称

①
請
求
書
発
行
者
の
氏
名
又
は
名
称

②
取
引
年
月
日�

③
取
引
内
容（
軽
減
税
率
の
対
象
品
目
で
あ
る
旨
）�

④
税
率
ご
と
に
区
分
し
て
合
計
し
た
税
込
対
価
の
額

⑤
請
求
書
受
領
者
の
氏
名
又
は
名
称

３ 
イ
ン
ボ
イ
ス
を
交
付
で
き
る
の
が
登
録
事
業
者
に

限
定
さ
れ
る

現
行
の
区
分
記
載
請
求
書
等
保
存
方
式
で
は
、

原
則
と
し
て
誰
で
も
請
求
書
を
交
付
で
き
ま
す
。

し
か
し
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
で
は
必
要
な
記
載
項
目
に

『
登
録
番
号
』が
追
加
さ
れ
た
た
め
、イ
ン
ボ
イ
ス

を
交
付
で
き
る
の
は
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
に

限
定
さ
れ
ま
す
。し
か
も
、登
録
事
業
者
に
な
れ
る

の
は
課
税
事
業
者
の
み
で
あ
り
、免
税
事
業
者
は
イ

ン
ボ
イ
ス
を
交
付
で
き
ま
せ
ん
。

な
お
、適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
の
情
報
は「
国

税
庁
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
公
表
サ
イ
ト
」に

お
い
て
公
表
さ
れ
ま
す
。イ
ン
ボ
イ
ス
に
書
か
れ
た

登
録
番
号
を
検
索
に
か
け
る
こ
と
で
、事
業
者
の
氏

名
ま
た
は
名
称
、登
録
年
月
日
等
の
情
報
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

5
回
に
わ
た
っ
て
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
概
要
を
説

明
し
ま
し
た
。い
よ
い
よ
２
０
２
３
年
10
月
よ
り
施

行
さ
れ
ま
す
。施
行
後
に
は
ま
た
変
更
点
等
が
出

て
く
る
か
と
思
い
ま
す
が
、そ
の
都
度
説
明
さ
せ
て

も
ら
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

参考： 財務省｜インボイス制度実施に当たっての経過措置について

イインンボボイイスス制制度度開開始始後後のの具具体体的的なな変変更更点点   

 前回はインボイス制度の目的や導入された背景について説明しました。  

今回はインボイス制度が導入によって具体的にどのような変化が生じるの

か 3 点ほど説明します。  

  

11 イインンボボイイススをを保保存存ししなないいとと仕仕入入税税額額控控除除のの適適用用不不可可  

課税事業者は、インボイスを保存しなければ仕入税額控除の適用を受けら

れなくなります。保存期間は 77 年年間間（（事事業業年年度度のの確確定定申申告告のの提提出出期期限限のの翌翌

日日かからら 77 年年間間））です。仕入税額控除の適用を受けられないというのは、本

来納める必要のない税金を追加で納めることを意味しますのでとても重要

です。  

なお、制度が大きく変化することを考慮し、以下のように制度開始から 6

年間の経過措置が設けられています。令和 11 年（ 2029 年）10 月以降は控

除が全く適用できなくなるので注意が必要です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：財財務務省省｜｜イインンボボイイスス制制度度実実施施にに当当たたっっててのの経経過過措措置置ににつついいてて  

 

  

22 請請求求書書のの記記載載項項目目がが増増ええるる  

インボイスとする請求書（または納品書、領収書等）の記載項目には、現

行の方式で必要な項目に、登登録録番番号号、適適用用税税率率、税税率率ごごととにに区区分分ししたた消消費費

税税額額等等の 3 つが追加されています。  
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