


本書の内容は、主に2019年3月時点での情報を
基にしていますが、その後の関係法令の改正等
によって変更になる場合があります。



　

は
じ
め
に

「
事
業
承
継
税
制
は
ご
存
じ
で
す
か
？
」

私
は
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
や
ご
縁
を
い
た
だ
い
た
経
営
者
の
方
に
、
こ
の
よ
う
に
お
尋
ね
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
そ
う
し
た
場
合
、
次
の
よ
う
な
お
答
え
を
い
た
だ
く
ケ
ー
ス
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

「
聞
い
た
こ
と
は
あ
る
け
ど
、
特
に
う
ち
に
は
…
…
」

「
顧
問
の
先
生
に
聞
い
て
み
た
け
ど
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
っ
て
言
わ
れ
た
の
で
…
…
」

ま
た
、
そ
れ
と
は
別
に
、「
自
社
の
株
価
評
価
は
し
て
い
ま
す
か
？
」
と
お
伺
い
す
る
と
、

「
株
価
の
評
価
は
し
た
こ
と
が
な
い
ん
だ
よ
ね
」

「
顧
問
の
先
生
に
お
願
い
し
て
み
た
こ
と
は
あ
る
ん
だ
け
ど
、
時
間
が
か
か
る
と
言
わ
れ
て
…
…
」
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な
ど
、
自
社
株
式
の
税
務
評
価
を
し
て
い
な
い
と
い
う
回
答
を
多
く
い
た
だ
き
ま
す
。

こ
れ
ら
は
小
規
模
な
企
業
の
話
で
は
な
く
、
売
上
が
何
十
億
と
あ
る
企
業
の
経
営
者
と
の
お
話
で
す
。

そ
の
規
模
の
会
社
で
も
、
株
価
評
価
を
行
っ
て
い
な
い
、
自
社
の
株
価
を
把
握
し
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
は
、
裏
を
返
せ
ば
「
日
本
の
多
く
の
企
業
で
、
事
業
承
継
に
対
す
る
問
題
の
認
識
が
ま
だ
ま
だ
進
ん
で

い
な
い
」
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

本
書
で
解
説
す
る
「
新
事
業
承
継
税
制
」
は
、
日
本
の
中
小
企
業
を
守
る
た
め
に
、
国
が
主
導
し
て
進

め
て
い
る
制
度
で
す
。
よ
り
細
か
く
お
話
し
す
る
と
、
本
書
で
は
事
業
承
継
税
制
の
う
ち
、
２
０
１
８
年

４
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
「
特
例
措
置
」
に
つ
い
て
詳
し
く
触
れ
て
い
き
ま
す
。

こ
れ
は
大
変
有
利
な
税
制
な
の
で
す
が
、
５
年
以
内
（
23
年
３
月
末
ま
で
）
に
計
画
書
を
提
出
し
、
10

年
以
内
（
27
年
12
月
末
ま
で
）
に
贈
与
・
相
続
を
実
施
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
期
限
付
き
の
措
置
で

す
。
ぜ
ひ
、
本
書
で
概
要
を
知
り
、
次
世
代
に
つ
な
ぐ
事
業
承
継
に
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
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日
本
に
は
、
素
晴
ら
し
い
中
小
企
業
が
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
あ
り
、
素
晴
ら
し
い
経
営
者
が
数
多
く
お

ら
れ
ま
す
。
し
か
し
近
年
、
中
小
企
業
の
後
継
者
難
は
深
刻
で
、
事
業
承
継
の
見
込
み
が
立
た
な
い
ま
ま

高
齢
と
な
っ
た
多
く
の
経
営
者
が
、
引
退
年
齢
を
迎
え
て
い
ま
す
。

こ
の
ま
ま
で
は
、
わ
が
国
の
貴
重
な
技
術
と
雇
用
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
危
機
感
か
ら
、
国
も
さ

ま
ざ
ま
な
支
援
策
を
積
極
的
に
講
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
税
制
面
で
は
、
09
年
４
月
に
非
上
場
株
式

の
贈
与
税
・
相
続
税
を
優
遇
す
る
事
業
承
継
税
制
が
創
設
さ
れ
、
そ
の
後
も
改
正
が
重
ね
ら
れ
て
き
ま
し

た
。
そ
し
て
18
年
４
月
に
は
、
事
業
承
継
税
制
の
内
容
を
強
化
し
た
特
例
措
置
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

中
小
企
業
の
事
業
承
継
に
お
け
る
最
大
の
ネ
ッ
ク
は
、「
自
社
の
非
上
場
株
式
の
後
継
者
へ
の
承
継
」

に
あ
り
ま
す
。

以
前
は
経
営
者
の
生
前
に
株
式
を
早
期
に
移
転
す
る
こ
と
に
は
、
相
当
の
時
間
と
労
力
、
そ
し
て
納
税

が
必
要
で
し
た
の
で
、
積
極
的
に
移
転
に
取
り
組
ん
で
い
る
企
業
は
少
数
で
し
た
。
そ
の
た
め
経
営
者
が

亡
く
な
る
こ
と
に
よ
り
多
額
の
相
続
税
が
発
生
し
て
い
ま
し
た
。

中
小
企
業
の
場
合
、
事
業
承
継
は
個
人
の
遺
産
相
続
と
一
体
と
い
っ
て
よ
く
、
自
社
の
株
式
を
相
続
税

や
贈
与
税
の
対
象
か
ら
外
せ
る
こ
と
は
、
事
業
を
引
き
継
ぐ
上
で
大
き
な
支
援
と
な
る
は
ず
で
す
。
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私
は
税
理
士
で
す
が
、
社
員
を
20
人
ほ
ど
雇
用
す
る
中
小
企
業
の
経
営
者
で
も
あ
り
ま
す
。
経
営
の
苦

労
や
か
じ
取
り
の
大
変
さ
は
、
日
々
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
て
い
ま
す
。

中
小
企
業
の
経
営
者
の
方
々
は
、
会
社
の
全
責
任
を
背
負
い
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
解
決
し
、

会
社
の
内
部
留
保
を
厚
く
し
て
危
機
に
備
え
つ
つ
、
社
員
の
雇
用
を
守
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

日
本
の
中
小
企
業
だ
か
ら
こ
そ
、
永
続
し
て
残
し
て
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

昨
今
、
経
営
環
境
が
厳
し
い
と
い
っ
て
も
、
高
収
益
の
中
小
企
業
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
新
し
い
事

業
承
継
税
制
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
利
益
が
残
る
よ
う
な
会
社
を
経
営
し
て
い
て
内
部
留
保
が
多

い
場
合
は
、
こ
れ
ま
で
で
あ
れ
ば
数
千
万
円
も
か
か
っ
て
き
た
税
金
が
ゼ
ロ
に
な
っ
た
り
少
額
で
済
ん
だ

り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

事
業
を
引
き
継
ぐ
に
は
、
Ｍ
＆
Ａ
（
合
併
・
買
収
）
に
よ
る
売
却
と
い
う
方
法
も
あ
り
、
昨
今
で
は
中

小
企
業
の
Ｍ
＆
Ａ
も
盛
ん
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
株
式
を
そ
の
ま
ま
相
続
す
る
と
３
割
か
ら
５
割
の
税
金

が
か
か
っ
て
き
ま
す
が
、
Ｍ
＆
Ａ
で
売
却
す
れ
ば
２
割
で
済
み
ま
す
。

し
か
し
、
売
っ
て
し
ま
っ
た
ら
そ
れ
ま
で
で
す
し
、
売
却
先
が
技
術
や
従
業
員
を
守
っ
て
く
れ
る
保
証

も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
点
、
事
業
承
継
税
制
を
使
え
ば
、
税
金
は
か
か
り
ま
せ
ん
し
、
技
術
や
従
業
員
も

守
り
や
す
い
の
で
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
問
題
は
手
間
が
か
か
る
こ
と
で
す
。

6



株
式
や
不
動
産
な
ど
、
資
産
の
保
有
や
取
得
に
課
税
す
る
税
、
い
わ
ゆ
る
「
資
産
税
」
の
分
野
は
、
専

門
に
や
っ
て
い
る
税
理
士
で
な
い
と
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
資
産
を
ど
う
引
き
継
ぐ
の
か
と
い
う
問
題

に
は
総
合
的
な
提
案
が
必
要
で
、
機
械
的
に
や
っ
て
も
な
か
な
か
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
。
本
を
読
ん
で
得

ら
れ
る
知
識
だ
け
で
解
決
す
る
の
で
は
な
く
、
ご
相
談
を
い
た
だ
い
た
中
で
知
恵
を
絞
り
、
知
識
を
組
み

合
わ
せ
て
い
く
よ
う
な
こ
と
も
多
く
あ
り
ま
す
。
条
文
な
ど
に
書
い
て
あ
っ
て
も
、
疑
問
な
点
を
所
轄
官

庁
に
聞
い
て
い
く
こ
と
も
大
切
で
す
。

例
え
ば
、
私
は
事
業
承
継
税
制
に
関
し
て
、
こ
ん
な
経
験
が
あ
り
ま
す
。

改
正
前
の
事
業
承
継
税
制
で
は
、
先
代
経
営
者
１
人
の
み
が
株
式
の
贈
与
者
と
な
れ
た
の
で
す
が
、
贈

与
者
の
条
件
と
し
て
、
法
律
の
条
文
に
は
「
先
代
経
営
者
が
株
を
い
ち
ば
ん
多
く
持
っ
て
い
た
こ
と
」
と

し
か
書
か
れ
て
お
ら
ず
、〝
い
つ
〟
と
い
う
条
件
は
条
文
か
ら
は
判
断
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

あ
る
会
社
で
、
創
業
者
で
あ
る
父
親
が
亡
く
な
っ
た
後
、
現
代
表
取
締
役
で
あ
る
母
親
が
息
子
に
株
式

を
贈
与
し
た
い
と
い
う
案
件
が
あ
り
ま
し
た
。
父
母
の
株
式
は
同
数
の
と
き
も
あ
り
ま
し
た
が
、
父
親
の

ほ
う
が
多
い
時
期
も
あ
り
ま
し
た
。

当
初
、
同
社
の
顧
問
税
理
士
の
方
の
ご
意
見
は
、「
事
業
承
継
税
制
の
適
用
は
で
き
な
い
」
だ
っ
た
そ

はじめに
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う
で
す
が
、
私
に
も
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
的
に
相
談
が
あ
り
、
調
べ
て
み
る
と
、「
常
に
多
く
株
を

持
っ
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
の
で
は
な
く
、「
過
去
の
あ
る
時
点
で
、
代
表
者
を
務
め
て
い
た
と
き

に
い
ち
ば
ん
多
く
持
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
れ
ば
よ
い
」
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
母
親
は

過
去
に
父
親
と
同
数
だ
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
い
ち
ば
ん
多
く
持
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
た
め
、
無

事
に
事
業
承
継
税
制
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
資
産
や
不
動
産
は
専
門
家
で
も
判
断
が
分
か
れ
る
難
し
さ
が
あ
る
の
で
、
顧
問
税
理
士

が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
も
、
資
産
税
を
専
門
に
や
っ
て
い
る
私
の
事
務
所
に
依
頼
が
く
る
ケ
ー
ス
も
数
多
く

あ
り
ま
す
。

今
回
の
新
事
業
承
継
税
制
は
、
経
営
者
と
後
継
者
、
そ
し
て
そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
税
理
士
な
ど
の
専

門
家
の
協
力
が
必
要
不
可
欠
に
な
っ
て
き
ま
す
。
冒
頭
で
も
書
き
ま
し
た
が
、
経
営
者
の
方
、
そ
し
て
そ

れ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
専
門
家
の
意
識
が
低
く
て
は
、
せ
っ
か
く
の
制
度
も
、
う
ま
く
活
用
で
き
ま
せ
ん
。

本
書
は
経
営
者
の
方
だ
け
で
な
く
、
後
継
者
の
方
に
も
、
そ
し
て
そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
専
門
家
の

方
々
に
も
読
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
に
心
を
砕
き
ま
し
た
。

新
事
業
承
継
税
制
は
、
数
あ
る
税
制
の
中
で
も
特
に
手
続
き
が
複
雑
で
、
先
ほ
ど
の
例
の
よ
う
に
、
判
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断
や
確
認
に
専
門
的
知
識
を
要
す
る
側
面
も
あ
る
制
度
で
す
。
ま
た
、
単
に
税
務
の
分
野
だ
け
で
な
く
、

民
法
の
知
識
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
活
用
し
た
上
で
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
し

か
し
、
自
社
の
事
業
承
継
に
対
す
る
メ
リ
ッ
ト
が
見
い
だ
せ
る
よ
う
で
し
た
ら
、
ぜ
ひ
活
用
し
て
い
た
だ

き
た
い
制
度
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ら
を
サ
ポ
ー
ト
で
き
る
専
門
家
の
方
々
も
含
め
て
、
ぜ
ひ
本
書
を
ご
活
用
い
た
だ
き
、
日
本
を
支

え
る
多
く
の
中
小
企
業
が
永
続
し
て
い
く
た
め
の
一
助
に
な
れ
れ
ば
幸
い
で
す
。

２
０
１
９
年
４
月

�
さ
く
ら
東
京
税
理
士
法
人�

代
表
社
員
・
税
理
士　
　

小
林�

満
春　
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承
継
者

（
先
代
経
営
者
な
ど
）

相
続
発
生
時

（
承
継
者
の
死
亡
）

後
継
者

後
継
者
の
死
亡

贈
与
税

相
続
税

■ 本書でわかる事業承継税制の活用マップ

事業承継税制の
メリット

納税猶予後、
最終的に
非課税

2018（平成 30）年 1 月1 日から2027 年12 月 31 日までの
10 年間は、これまでの「一般措置」より使いやすくなった
 「 特例措置」が活用できる

▼ 使いやすくなったポイントの一例

・対象となる株式数が
　　発行済み株式数の最大 3 分の 2 → 全株式に

・評価額に対する納税猶予の割合が
　　贈与税100％・相続税 80％ → 贈与税・相続税とも100％に

・後継者（株式をもらう側）の人数が
　　1 人 → 最大 3 人に　　など

※ 上記が基本的なパターンだが、贈与で利用する前に承継者が
　 死亡した場合、相続税の納税猶予でも開始できる

特に顧問税理士
などの専門家の
方に読んでもら
いたい部分

特に起業経営者
や後継者の方に
読んでもらいた
い部分

第 1 章 …… 基本的な仕組み

第 2 章 …… 特例措置の適用要件

第 3 章 …… 手続きの具体的な進め方

第 4 章 …… 活用のケーススタディ

第 5 章 …… よくある疑問への Q&A

第 6 章 …… 併せて考えたいポイント

贈
与

納
税
猶
予

相
続
税
の
納
税

猶
予
に
切
り
替
え

相
続
税
の
納
税
免
除

・中小企業の非上場自社株式を非課
税で後継者に移転できる

・先代経営者の生前に早期に株式を
後継者に移転できる

・中小企業の相続税対策として有効

　事業承継税制を活用する際には、経営者の方だけではなく、
顧問など身近な専門家と一緒に検討することをお勧めします。
　序章を除いた各章の主な内容は次の通りですが、読むパート
を分けていただいても構いません。

活用のプロセス
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