
そ
の
後
も
少
年
は
勉
強
を
続
け
、
成
績
は
ど
ん
ど
ん
伸

び
て
い
き
ま
し
た
が
、
６
年
生
の
と
き
、
教
師
の
転
勤
で
二

人
は
離
れ
離
れ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

し
ば
ら
く
し
て
、
教
師
は
少
年
に
手
紙
を
書
き
ま
す
。
し

か
し
少
年
か
ら
は
返
事
が
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
う
少
年

と
は
縁
が
切
れ
た
よ
う
な
気
持
ち
で
い
ま
し
た
が
、
あ
る

日
、
思
い
も
か
け
ず
返
事
が
来
ま
す
。
「先
生
の
お
か
げ
で

い
い
高
校
に
入
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
」３
年
後
、
今
度
は
カ
ー
ド
が
届
き
ま
し
た
。
「高

校
を
無
事
卒
業
し
ま
し
た
。
卒
業
後
は
○
○
大
学
の
医
学

部
に
進
み
ま
す
」。
さ
ら
に
10
年
近
く
月
日
が
流
れ
、
少
年

の
こ
と
も
忘
れ
か
け
て
い
た
頃
、
「先
生
の
お
か
げ
で
僕
は

医
師
に
な
り
、
素
敵
な
人
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
ぜ
ひ
結
婚
式
に
来
て
く
だ
さ
い
。
」と
い
う
招
待
状
が

届
き
ま
し
た
。

結
婚
式
当
日
、
教
師
は
大
事
に
し
ま
っ
て
い
た
あ
の
ビ
ン

の
蝋
の
蓋
を
開
け
、
底
の
方
に
少
し
残
っ
た
香
水
を
つ
け
て

出
席
し
ま
し
た
。
立
派
な
医
師
に
成
長
し
た
あ
の
少
年
が

教
師
を
ハ
グ
し
て
ひ
と
こ
と
「あ
ぁ
お
母
さ
ん
の
に
お
い
だ
」

と
つ
ぶ
や
き
ま
し
た
。
そ
し
て
「
お
母
さ
ん
が
生
き
て
い
た

ら
、
お
母
さ
ん
に
座
っ
て
も
ら
う
席
で
し
た
。
」と
言
っ
て
、

自
分
の
隣
の
席
に
教
師
を
座
ら
せ
た
の
で
す
。

…

私
た
ち
も
お
仕
事
と
は
言
っ
て
も
、
ご
利
用
者
さ
ん
と

の
相
性
や
好
き
嫌
い
と
い
う
も
の
も
、
生
身
の
人
間
で
あ

る
以
上
時
と
し
て
あ
る
も
の
で
す
。
私
も
か
つ
て
現
場
に
入

っ
て
い
た
こ
ろ
、
暴
言
を
吐
い
た
り
杖
を
振
り
回
し
て
暴
れ

る
50
代
の
男
性
利
用
者
が
苦
手
で
、
ご
自
宅
に
伺
う
の
が

憂
鬱
で
し
た
。
し
か
し
そ
ん
な
ご
利
用
者
を
、
二
人
の
妹
さ

ん
は
、
結
婚
し
て
家
庭
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
遠
方
か

ら
週
に
何
度
も
交
代
で
身
の
周
り
の
世
話
に
来
て
い
ま
し

た
。
二
人
の
妹
さ
ん
は
、
「今
は
兄
も
あ
の
よ
う
な
状
況
で

す
が
、
父
を
早
く
に
亡
く
し
、
私
た
ち
の
た
め
に
高
校
進
学

を
あ
き
ら
め
、
一
生
懸
命
働
き
、
高
校
・大
学
ま
で
出
し
て

く
れ
た
の
で
す
」と
お
話
さ
れ
、
そ
の
時
、
私
は
ご
利
用
者

の
本
当
の
姿
を
知
っ
た
の
で
し
た
。
そ
の
後
、
ご
利
用
者
と

私
の
関
係
が
素
晴
ら
し
く
改
善
し
た
の
は
言
う
ま
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。
ご
利
用
者
が
変
わ
っ
た
の
で
は
な
く
、
私
の
ご

利
用
者
に
対
す
る
見
方
が
変
わ
っ
た
の
で
す
。

人
は
変
え
ら
れ
な
い
が
、
自
分
は
変
え
ら
れ
る
と
は
こ
の

こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
出
来
事
は
私
に
想
像
力
を
働
か

せ
お
仕
事
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
教
え
て
く
れ
た
の
で
し

た
。
今
も
、
「自
分
が
変
え
ら
れ
る
所
は
な
い
か
？
」
「想
像

力
が
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
か
？
」と
常
に
自
問
自

答
し
な
が
ら
、
毎
日
の
お
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
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こんにちは。相談員の小川です！首都圏の老人ホームは、現在、どれくらいあるのかご存知ですか？

今回は、有料老人ホームと特別養護老人ホームの「定員数」「ホーム数」を調べて比較してみました！
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現在は、有料老人ホーム
の数の方が特養より多く
なってきているんですね。

相
談
員
・
小
川

有料老人ホームは「個室」
が多く、特養は「多床室」が
多いようです。

代表取締役 花堂浩一

「お
母
さ
ん
の
香
水
」

同
僚
の
友
人
か
ら
聞
い
た
こ
ん
な
お
話
が
あ
り
ま
す
。

ス
ラ
ム
街
で
育
っ
た
少
年
と
、
少
年
が
４
年
生
の
と
き
の

女
性
教
師
の
お
話
で
す
。

そ
の
教
師
は
、
ク
ラ
ス
の
中
で
そ
の
少
年
だ
け
は
ど
う
し

て
も
好
き
に
な
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
つ
も
汚
い
格
好
を
し

て
、
授
業
中
は
居
眠
り
を
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
そ
ん
な
あ

る
日
、
少
年
の
過
去
の
学
籍
簿
を
見
て
い
る
と
、
彼
が
１
年

生
の
と
き
の
学
籍
簿
に
目
が
留
ま
り
ま
す
。
「
優
秀
で
素
直

な
い
い
子
。
こ
の
学
校
の
誇
り
で
す
」と
書
い
て
あ
り
ま
し

た
。
教
師
は
驚
い
て
、
２
年
生
の
と
き
の
学
籍
簿
を
確
認
し

ま
す
。
「お
母
さ
ん
が
病
気
に
な
り
毎
日
が
大
変
な
よ
う

だ
が
、
そ
れ
で
も
め
げ
ず
、
よ
く
勉
強
し
て
い
ま
す
」。
そ
し

て
３
年
生
の
と
き
の
学
籍
簿
に
は
「母
親
死
亡
。
父
親
が
ア

ル
コ
ー
ル
中
毒
に
な
っ
た
」と
書
か
れ
て
い
た
の
で
す
。

そ
れ
を
見
て
、
教
師
は
は
じ
め
て
、
10
歳
の
男
の
子
が
ど

ん
な
辛
い
想
い
で
毎
日
を
過
ご
し
て
い
た
の
か
思
い
知
ら
さ

れ
、
男
の
子
の
傷
つ
い
た
心
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
自
分
の
感
受
性
の
な
さ
を
反
省
し
ま
す
。

翌
日
か
ら
長
期
休
暇
に
入
る
と
い
う
日
、
教
師
は
少
年

に
言
い
ま
し
た
。
「先
生
は
休
み
の
間
、
学
校
に
来
る
日
が

多
い
か
ら
、
も
し
家
に
い
る
の
が
大
変
だ
っ
た
ら
、
こ
こ
に

来
て
勉
強
す
る
？
」。
す
る
と
、
少
年
の
目
が
キ
ラ
キ
ラ
と

輝
き
ま
す
。
少
年
は
休
み
の
間
中
、
教
師
の
横
で
勉
強
を

し
ま
し
た
。

そ
ん
な
あ
る
日
、
少
年
が
ポ
ツ
リ
と
「
今
日
は
僕
の
お
誕

生
日
な
ん
だ
。
」と
言
い
ま
し
た
。
少
年
が
教
師
か
ら
受
け

入
れ
ら
れ
た
と
思
い
、
は
じ
め
て
心
の
扉
を
開
い
た
か
ら
こ

そ
の
言
葉
で
し
た
。
そ
の
日
の
夕
方
、
教
師
が
花
束
と
ケ
ー

キ
を
持
参
し
て
少
年
の
自
宅
を
訪
ね
る
と
、
薄
暗
い
部
屋

に
一
人
で
ぽ
つ
ん
と
座
っ
て
い
た
少
年
が
、
み
る
み
る
笑
顔

に
な
り
ま
し
た
。

二
人
で
楽
し
い
時
間
を
過
ご
し
て
帰
ろ
う
と
す
る
と
、
少

年
は
家
の
奥
か
ら
小
さ
い
ビ
ン
を
持
っ
て
来
ま
し
た
。
「こ

れ
先
生
に
あ
げ
る
」と
言
っ
て
差
し
出
し
た

ビ
ン
は
、
ふ
ち
を
蝋
（ロ
ウ
）で
固
め
て
あ
り

ま
し
た
。
お
母
さ
ん
が
使
っ
て
い
た
香
水
で
、

彼
に
と
っ
て
は
唯
一
の
宝
物
。
香
水
が
逃
げ

な
い
よ
う
に
、
大
事
に
蝋
で
蓋
を
し
て
い
た

の
で
す
。

日
本
に
は
じ
め
て
「性
格
タ
イ

プ
診
断
テ
ス
ト
」を
紹
介
し
た

作
家
の
鈴
木
秀
子
さ
ん
が
、

か
つ
て
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学

で
教
鞭
を
執
っ
て
い
た
と
き
、
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暮らしと相続

平成27年1月から、相続税および贈与税のルールが大幅に変わり、課税対象となる方々が増える見込みです。当社にもい
くつかお問合せがあったことで、専門家のご意見をお聞きし共に勉強していきたいと思い、3月号の紙面より「くらしと相続
の相談窓口」を運営されている司法書士門脇法務事務所の門脇紀彦先生に記事連載のお願いをいたしました。

た
ん
ぽ
ぽ
ミ
ニ
勉
強
会
の
ご
報
告

平
成
27
年
8
月
28
日
（
金
）
18
時
か
ら
、

事
務
所
に
て
ミ
ニ
勉
強
会
を
開
催
い
た

し
ま
し
た
。

今
回
は
、
「
認
知
症
」
に
つ
い
て
学
び

ま
し
た
。

認
知
症
に
は
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
が
あ
り
、
主
に
、
「
血
管
型
認
知

症
」
、
「
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
」
、
「
び
ま
ん
性
レ
ビ
ー
小

体
型
認
知
症
」
「
ピ
ッ
ク
症
」
に
分
か
れ
ま
す
。

「
認
知
症
」
は
そ
れ
ま
で
に
蓄
積
さ
れ

た
知
能
が
失
わ
れ
、
日
常
生
活
に
支
障

を
き
た
す
病
気
で
す
。

「
認
知
症
」
の
症
状
や
困
っ
た
と
き
の

対
応
事
例
を
取
り
上
げ
、
注
意
点
や

対
応
方
法
な
ど
を
話
し
合
い
勉
強
し
ま

し
た
。

改
め
て
、
本
人
を
否
定
し
な
い
で
、
同
じ
世
界
に
立
つ
こ
と
が
重
要

だ
と
実
感
し
ま
し
た
。

参
加
し
て
く
だ
さ
っ
た
７
名
の
ヘ
ル
パ
ー
の
皆
さ
ん
、
お
疲
れ
さ
ま

で
し
た
。

（
た
ん
ぽ
ぽ
介
護
所
長

村
岡
志
づ
江
）

東京都世田谷区祖師谷3丁目4番7号伊地智ビル１階

「くらしと相続の相談窓口」

司法書士門脇法務事務所

東京司法書士会世田谷支部 支部長 門脇紀彦

電話０３－５４２９－１０９６

「自宅不動産相続の問題回避法」

相続で揉める要因でとても多いのが、自宅不動産の相続です。自宅不動産は分割や売却が容易でないため、自宅を相続する人に相続分

が偏ってしまうので、他の相続人が不満を抱えてしまうことが多く、遺産分割の話し合いがつかないのではないでしょうか。

さっそく事例を見てみましょう。

家族構成は母・長女・長男の３人。長女には子が３人、長男にも子が１人います。長男家族は父母と同居し、長女家族は自宅から離れた

地方マンションに住んでいます。

父は２年前に亡くなって、自宅不動産（評価１億円）と預貯金・株などの金融資産（2000万円）は母が相続しました。

・母の想い

「長男に自宅を引き継ぎ、代々のお墓も守ってもらいたい。夫が亡くなってから体調を崩すことが多くなり、今後の自分の介護や相続の問題

について何から始めたらいいか悩んでいる。」

・長女の想い

「長男は今まで家賃のかからない自宅で過ごしてきたのに比べ、自分は家を建てるのにローンをし、子どもの教育費も払ってきた。

にもかかわらず長男が家をもらい自分の相続分が少ないのは納得がいかない。長男は母の面倒もあまり見ていないようだ。

相続の時は長男には少し身銭を切ってもらってでも、お金を払ってもらいたい。」

・長男の想い

「実家に住んでいるとはいえ、家も古くなってきて修繕費もかさむ。固定資産税も自分が払ってきた。これから母の面倒も見なくちゃいけない

のに、外に行って大変さも分からない長女と同じ相続分というのもおかしい。」

この場合、通常勧められるのが「遺言書」です。お母様が自宅不動産を長男に引き継ぐようにして、金融資産を二人で分けるような内容の

ものになるでしょうか。ただ、自宅不動産の割合が高いので、長女は法定相続分（２分の１）で分ける金額（6000万円）よりもはるかに少ない

金額しかもらえないことになってしまいます。また、金融資産を全てもらったとしても遺留分（3000万円）よりも少ない金額です。遺言書を書く

にしても遺留分が主張されることを想定しておくべきですが、この遺留分の支払い方法を細かく設定することは遺言書ではできません。また、

お母様が万が一認知症になってしまったりすると、財産管理などに支障をきたすこともあります。

そこでこういった問題に対応できるのが、「民事信託」の

制度です。信託の仕組みを使えば、遺留分の細かい設定や

財産管理方法なども今のうちから決めておくことができます。

介護の貢献に応じた相続分の決定などもできます。

ご相続の準備や民事信託についてのお問い合わせはこちら

にご連絡ください。


