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資産除去債務の論点の検討について 

 

【論点 1】資産除去債務とその除去費用をどのように会計処理するか。 

 

資産除去債務とその除去費用の会計処理として、以下の 2つの会計処理が考えられる。 

 

A 案：有形固定資産の解体、撤去又は原状回復のサービスは、それが除去されたときに提供さ

れる。保守のような同様のサービス取引1についての現在の会計処理から考えた場合、提供さ

れるサービス(つまり、有形固定資産の除去サービス)はその使用に比例して各期間で「費用」

計上し、それに対応する金額を「引当金」として認識する。 

↓ 

現在の日本の実務では、A 案のような方法が特定の業種で用いられている。例えば、電力

業界が原子力発電施設の解体費用につき発電実績に応じて引当金を計上している。 

 

B 案：有形固定資産の除去は当初取得時の支出ではなく、当該有形固定資産の除去時の支出を

構成すると考えられるが、たとえその支払いが後日であっても、債務として負担している金

額を「負債」計上し、同額を「有形固定資産の取得原価」に反映させる処理をする2。 

↓ 

B 案においても、費用計上を通じて A案と同様に行うことが可能である場合、P/L への影響

は限定的である（次頁[設例]参照）。だたし、B案を採用することにより、費用計上が A案と

異なる場合には、その影響を勘案すべきとの意見もある。 

 

 
   資産除去債務の負債計上が不十分であるという指摘も考慮すると B 案を採用すべきという

ことになるが、さしあたりいずれの案を採用するかの結論は出さずに、仮に B 案を採用する

とした場合の会計処理について検討していくことでどうか。 

 

                                                  
1 サービスを費消する他の同様な取引の例としては、以下のようなものが挙げられる。 

・ 給付建制度の下で年金給付として事後的に支払われる労働サービス 

・ ストックオプション（株式報酬）で支払われる労働サービス 

・ 解約不能及び解約可能なオペレーティング・リースにおける資産貸与サービス 
2 その他、資産除去債務の除去費用を有形固定資産の一部として資産に計上するのではなく、有形固定資産の残存

価額から控除する処理も考えられる。しかしながら、この方法は資産除去債務の除去費用が残存価額を超える場

合には、実際に使用することができない。 
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(参考)[設例]3 ある機械の撤去費用の計上について 

 

 ある機械の除去時の支出見込みが 1,000,000 であり、当該機械の総稼動時間の見積りを

10,000 時間とする（1時間当たり 100）。 

 

A 案：当該機械の稼働時間に応じて計上する。当期 1,000 時間稼動したものとすると、100,000

の費用を計上する。 

（借） 費用 100,000 （貸） 引当金 100,000

 

B 案：当該機械の除去時の支出見込み 1,000,000 により負債計上する。また、当該機械の稼

働時間に応じて費用計上する。当期 1,000 時間稼動したものとすると、100,000 の費用

を計上する。 

（借） 機械 1,000,000 （貸） 資産除去債務 1,000,000

 費用 100,000  機械 100,000

 

 

【論点 2】資産除去債務の範囲について、どのように考えるか。 

 

１．資産除去債務の対象となる事象 

資産除去債務の対象となる「有形固定資産の除去4」には、以下のようなものが考えられるが

どうか。 

・ 有形固定資産の解体、撤去による処分 

・ 敷地の原状回復 

・ （遊休状態にある場合は含まれない） 

 

２．資産除去債務の発生原因 

資産除去債務は、有形固定資産の「取得」「建設」「開発」又は「使用」により生じると考え

られるがどうか。この場合の「使用」は、資産の通常の稼動によるものかどうかで判断するこ

                                                  
3 時間価値の考慮（割引）はしていない。 
4 米国基準において、「除去（retirement）」とは、長期性資産のサービスからの一時的でない除去と定義されて

おり、売却、廃棄、再利用又はある種の手段による処分を含むが、長期性資産の一時的な遊休は含まない。（SFAS143 

note.2） 
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とが適当ではないか5。 

↓ 

資産の不適切な稼動の結果生じる債務6に係る除去費用は、有形固定資産の取得原価に含める

べきではないのではないか。 

 

３．資産除去債務の具体的範囲 

負債としての資産除去債務の具体的な範囲としては、以下のような案が考えられる。 

 

1 案：有形固定資産の除去の義務が法令又は契約で要求される場合（法的債務）に限定する。 

2 案：1 案に、法律上の義務に準じるもの7（有形固定資産の除去の義務があると推定される

もの（推定的債務））を加える。（米国基準8及び IFRS9と同様） 

3 案：2案に、有形固定資産の除去が企業の自発的な計画のみから生じる場合（例えば、企業

が有形固定資産の解体又は撤去等の処分をしなくてもペナルティーがないもの）を加える。 

↓ 

資産除去債務の具体的な範囲としては、2案で検討していくことが適当か。 

                                                  
5 米国基準についても同様の規定があり（SFAS143 pars.2,A10-A13）、長期性資産の稼動期間中に発生した資産除

去債務に等しく適用されることとされている（SFAS143 par.B12）。また、IFRS についても棚卸資産を生産する以

外の目的で、取得時又は特定の期間に有形固定資産を使用した結果生じる債務が対象とされている（IAS16 

pars,16,BC15）。 
6 米国基準では、資産の不適切な操業から生じる債務は SFAS 第 143 号の対象外であり、次のように SOP（AICPA

参考意見書）第 96-1 号「環境修復負債」の対象とされている（SOP96-1 pars.2,B20）。 

 SOP 第 96-1 号は、一般にスーパーファンドの規定、1976 年資源保護・回復法の矯正行動規定、又は類似の

州もしくは米国外の法規の結果として、ある過去の行動に起因する汚染に関連する環境修復負債に適用が

ある。 

 長期性資産の正常な操業から生じる環境修復負債で、当該資産の除却に関連するものは、本基準書（SFAS

第 143 号）の規定のもとで会計処理しなければならない。 

 長期性資産の正常な操業以外から生じる環境修復負債は、恐らく SOP 第 96-1 号の規定の範囲に入るであろ

う。 
7 討議資料「財務会計の概念フレームワーク」では、負債とは、過去の取引または事象の結果として、報告主体が

支配している経済的資源を放棄もしくは引き渡す義務、またはその同等物であり、その義務の同等物には、法律

上の義務に準じるものが含まれるとされている。 
8 ただし、米国基準の法的債務の範囲は多少、幅広いものであり、禁反言原則に基づく契約の法律上の解釈により、

当事者間での精算が要請される義務、すなわち企業による履行を第三者に合理的に期待させるような約束に基づ

く義務も法的債務に含まれる（SFAS143 pars.2,A2）。 
9 例えば、IAS 第 37 号公開草案では、法的強制力がない場合、現在の債務の決済を免れることがほとんどできな

い推定的債務は、以下のようなケースに限定されている。（IAS37ED par.15） 

(a) 企業が相手方に対し、特定の責務を負うことを受け入れることを過去に示したことがあること 

(b) 企業がこれらの責務を遂行することについて、相手方が合理的に期待することができること 

(c) 相手方が企業の債務の履行から便益を得るか、又は不履行から損害を被るかのいずれかであること 

少額のものなど、どのレベルま

で対象となるのか、及び推定的

債務の範囲を具体的に示す必

要があるのではないか。 
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【論点 3】仮に資産除去債務の除去費用を資産に計上する場合（【論点 1】B案）、その全額を資産

及び負債として当初認識する理由はなぜか。 

 

将来サービスとその債務は大抵、双務未履行と考え、認識されない。しかし、有形固定資産

を解体、撤去又は原状回復するサービスの費消が、(1)有形固定資産の除去時に不可避に生じ、

かつ、(2)その金額を合理的に見積もることができる場合、資産除去債務が発生したとき10に、

当初認識しなければならないと考えるか。 

 

具体的には、以下の(a)、(b)それぞれのケースについて、会計処理を検討することになるの

ではないか。 

(a) 将来の支払金額が固定され、かつ、時期が確定している場合 

資産と負債ともに割引後の金額で計上し、費用配分する（図表 1参照）。 

（→これは、ファイナンス・リースが将来の確定支出全額を表す最低リース料総額と同額

で測定されることと類似しているといえるのではないか。） 

(b) 将来の支払金額、又は、時期が固定されない場合 

① 期日までの債務と費用を配分し、その後割り引いて処理する（図表 2参照）。 

（→これは、退職給付の給付建制度の会計と類似しているといえるのではないか。） 

② 資産と負債ともに割引後の金額で計上し、費用配分する（図表 1参照）。 

【論点 2】の資産除去債務の範囲に該当すれば、支払金額や時期を見積もって計上する。 

↓ 

(a)、(b)②のいずれにおいても、当該負債の性格は企業会計原則注解 18 にいう引当金とは切

り離して整理することが必要となるか。 

 

                                                  
10 【論点 2】にあるとおり、資産除去債務は、有形固定資産の「取得」「建設」「開発」又は「使用」により発生

すると考えられる。 
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(参考) 企業会計原則注解〔注 18〕 引当金について 

将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高

く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、当期の負担に属する金額を当期の

費用又は損失として引当金に繰入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に

記載するものとする。製品保証引当金、売上割戻引当金、返品調整引当金、賞与引当金、工事補

償引当金、退職給与引当金、修繕引当金、特別修繕引当金、債務保証損失引当金、損害補償損失

引当金、貸倒引当金等がこれに該当する。発生の可能性の低い偶発事象に係る費用又は損失につ

いては、引当金を計上することはできない。 

 

(a) ファイナンス・リースにおいては、その経済的実態がリース物件を売買した場合と同様の

状態にあると認められる。 

⇒引当金（当期の負担に属する繰入額に対応する貸方項目）とは切り離して整理されている。 

 

将来支出 将来支出 

例: 

- ファイナンス・リース 

例: 

- 給付建制度の下での労働サービス 

- ストックオプション（株式報酬） 

- オペレーティングリースにおける資産貸与サービス 

ディスカウント 

ディスカウント 
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(b) 情報ニーズに対応して11、費用性（費用収益観）に基づく計上12に代えて、負債性から計上

を行う（この場合、借方が費用とは限らない）。 

⇒将来支出のうち、どこまでが注解 18 にいう引当金に代えて、負債として計上する範囲とな

るか（【論点 2】参照）。 

 

 

【追加論点①】修繕引当金との関係 

 資産除去債務に関する負債は、定期的な修繕が法的に強制される場合に計上される引当金（特

別修繕引当金）との関係も論点になると考えられるが、修繕引当金については海外においても対

象外とされているところであり、今回の検討の範囲外とすることでどうか。 

 

【追加論点②】資産除去債務が使用の都度、発生する場合の取扱い 

 資産除去債務が有形固定資産の稼動等、その使用の都度、発生する場合、各期において資産除

去債務に関する負債の増加分を認識することになると考えるか。（なお、対応する除去費用の資産

計上及び費用配分については【追加論点③】参照） 

 

                                                  
11 第 1 回専門委員会の資料 1 では、資産除去債務については、以下の観点から情報ニーズがあるものと整理され

ていた。 

・ テーマ協議会からの提言で固定資産会計及び引当金の会計処理に関する提言が行われていること 

・ 国内における環境問題を背景として債務の早期認識に対する関心が高まりつつあること 

・ 国際的な会計基準とのコンバージェンス（→米欧基準に比べて負債計上が不十分であるという認識（「隠

れ負債」）をもたれるリスクの増加懸念も含まれるか） 
12 注解 18 にいう引当金は、収益費用の対応概念を根拠として、将来的に発生することが予想される費用/支出が

当期の収益に貢献しているということによって計上される貸方項目である。 

 将来の費用又は損失の見越計上の相手科目（中村忠「新訂現代会計学」（白桃書房）p120） 

 将来の資産減少に備えて、当期の負担に属する額を費用又は損失として計上するために設定される貸方

項目（新井清光「新版財務会計論」（中央経済社）p119） 
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【論点 4】仮に資産除去債務の除去費用を資産に計上する場合（【論点 1】B案）、資産除去債務の

除去費用の資産計上とその費用配分についてどのように考えるか。 

 

資産除去債務に関する負債が当初認識されるときに、負債計上と同一の金額を有形固定資産の

取得原価に追加することにより、対応する除去費用を資産計上することになる。 

↓ 

 資産計上された除去費用は、対象となった有形固定資産の耐用年数にわたり、規則的、合理的

な方法によって各期に配分しなければならない。 

 

【追加論点③】使用の都度、発生する除去費用の費用配分方法 

 資産除去債務が有形固定資産の稼動等、その使用の都度、発生する場合、資産計上された除去

費用を資産計上したのと同一期間に、同一金額を費用配分することは、規則的、合理的な方法と

して認められると考えるか13。 

 

【追加論点④】 

 資産計上された除去費用は、対象となった有形固定資産として区別して把握し、また、規則的、

合理的な方法によって各期に配分することができるか。（←B案を採用することにより、費用計上

が A案と異ならないようにするため） 

                                                  
13 例えば、米国基準では、耐用年数が 10 年の長期性資産を取得し、その資産の操業に伴い、資産除去債務に対す

る負債が毎年 10 分の 1 ずつ発生するものとすれば、規則的、合理的な方法として、毎年、資産除去債務の 10 分

の 1 ずつを資産計上し、費用計上する計上することを妨げるものではない、とされている（SFAS143,f.n.10）。

また、IAS37 においては、海中油田の掘削事業に係る石油掘削装置の撤去及び掘削装置の建設による損害の回復に

関しては引当金を認識し、そのコスト（最終コストの 90％）を石油掘削装置の原価に含めるが、石油の掘削によ

って生じるコスト（最終コストの 10％）は、石油が採掘されたときに負債として認識する、との例示がある

（IAS37,Appendix C, Example 3）。 

当初認識さ

れる資産の

性格はどの

ようなもの

か。 

⇒資産とし

て計上する

以上、何ら

か の 権 利

か。有形固

定資産取得

の付随費用

や、将来サ

ービスの前

払とも考え

られるか。 

B 案の費用計上を A 案と同様に行うことが前提

となっているのか。 

資産除去

債務の対

象が複数

の固定資

産の場合、

どのよう

な会計処

理になる

のか。 

資産除去債務と、賃借資産（特に不動産）、及び減

損会計との関係を検討する必要があるのではない

か。⇒賃貸資産については【論点 7】参照 

この場合、（一度でも使用すれば汚染が生じない限り、）取得時に発

生するとはいえないのではないか。 
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【論点 5】仮に資産除去債務の除去費用を資産に計上する場合（【論点 1】B案）、資産除去債務の

現在価値の当初測定における将来キャッシュ・フローと割引率の関係についてどのように考える

か。 

 

資産除去債務の現在価値を算定する場合の将来キャッシュ・フロー14と割引率の関係を整理する

と以下の図表のようになると考えられる。 

 将来キャッシュ・フローのリスク（不確実性）： 

① 見積値から乖離するリスク 

② 信用リスク（債務不履行となるリスク） 

 

 B/S 価額 将来キャッシュ・フロー 割引率 備考 

案 1 公正価値 

（→市場の評

価を反映） 

通常は、複数のキャッシュ・

フローのみ 

（見積値から乖離するリス

クを反映） 

無リスクの割引率に、信用

リスクを調整したもの 

（→無リスクの割引率よ

り高くなる。） 

米国基準と

同様 

案 2 支出の見積り

の現在価値 

（→自己の評

価を反映） 

複数のキャッシュ・フロー

（見積値から乖離するリス

クを反映） 

無リスクの割引率15 IFRS と同様

か？ 

案 3 PBO 単一のキャッシュ・フロー16 無リスクの割引率 

 

 

案 4 借入金相当額 単一のキャッシュ・フロー 

（→確定している場合（【論

点 3】参照） 

追加借入利子率 

（無リスクの割引率に信

用リスクを調整したもの） 

（ファイナ

ンス・リース

と同様） 

 

                                                  
14 ここでの将来キャッシュ・フローとは、将来キャッシュ・アウト・フローを指す。 
15 案 2 において、将来キャッシュ・フローに見積値から乖離するリスクが反映されていない場合、無リスクの割

引率に当該リスクを調整したものを用いることも考えられるが、この場合、割引率は無リスクの割引率よりも低

くなる。 
16 PBO 測定においては、通常、見積値から乖離するリスクは反映されていない。 
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【追加論点⑤】 

 割引率の算定において、債務者自身の信用リスク（債務不履行のリスク）を反映させるか。 

 方法１：債務者自身の信用リスクを反映しない、無リスクの割引率を用いる。〔案 2〕〔案 3〕 

 方法２：債務者自身の信用リスクを反映し、無リスクの割引率に信用リスクを調整する。〔案 1〕

〔案 4〕 

 （→債務者自身の信用リスクを反映させた場合、割引率が高くなるため、負債の金額は小さく

なるのではないか。） 

 

＜参考＞他の会計基準において使用される割引率 

(a) 退職給付債務 

退職給付債務の計算における割引率は、安全性の高い長期の債券（長期国債、政府機関債

及び優良社債）の利回りを基礎として決定する。 

（理由） 

給付建債務の測定に使用される場合の割引率は、貨幣の時間的価値のみを反映させるべ

きであり、給付建債務のリスクを反映させるべきではない17。 

(b) ファイナンス・リース 

貸手がリース料総額と見積残存価額の合計額を年金現価の計算式に従って割り引いた現在

価値が、リース物件の購入価額等と等しくなるような利率（貸手の計算利子率）を用いる。

ただし、借手が貸手の計算利子率を知り得ない場合は借手の追加借入に適用されると合理的

に見積もられる利率を用いる。 

（理由） 

リース資産の購入に必要な資金の借入を行う場合に支払う借入金の利率を用いる。 

(c) 固定資産の減損会計 

① キャッシュ・フローの見積り18において、その見積値が乖離するリスクが反映されてい

ない場合、貨幣の時間価値とキャッシュ・フローの見積りが乖離するリスクを反映し

た割引率を用いる。 

② キャッシュ・フローの見積りにおいて、その見積値が乖離するリスクを反映されてい

る場合、貨幣の時間価値だけを反映した無リスクの割引率を用いる。 

                                                  
17 SFAS87 では、無リスクの割引率に近い利率として、事実上、年金給付が清算可能な利率（清算率）を反映する

こととされている（par.43）。ただし、現在利用可能であり、年金給付の満期までに利用可能と期待される優良

確定利付投資の利回りによってもよいとされている（par.44）。 
18 このキャッシュ・フローの見積りには、生起する可能性の最も高い単一の金額（最頻値）と生起しうる複数の

キャッシュ・フローをそれぞれの確率で加重平均した金額（期待値）が考えられる。 

途中で売却する場合、信用リスクが売買価額にど

のように反映されるかにもよるのではないか。 



審議事項（７） 

 - 10 - 
(財)財務会計基準機構の Web サイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財

産権に関する法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律によ

り禁じられています。 

 

【論点 6】仮に資産除去債務の除去費用を資産に計上する場合（【論点 1】B 案）、資産除去債務の事

後の測定における将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率の変更についてどのように考えるか。

 

(a) キャッシュ・フローの見積りの変更 

有形固定資産の取得原価が資産除去債務のキャッシュ・フローの見積り金額を含むときには、

その見積もりの変更による資産除去債務（及び有形固定資産の取得原価）の増減についてどのよ

うに会計処理するか。 

甲案：資産除去債務の見積りの変更から生じる調整は、資産の取得原価に加減し、将来（残存

償却期間）にわたり配分する（プロスペクティブ・アプローチ）。（米国基準、IFRS と同様） 

乙案：資産除去債務の見積りの変更から生じる調整は、負債（又は資産）の残高の調整として、

その調整の効果を一時の損益とする（キャッチアップ・アプローチ）。 

丙案：資産除去債務の見積りの変更から生じる調整は、過年度に遡及して配分する。（リトロア

クティブ・アプローチ） 

↓ 

  現行では遡及修正しないこと、米国基準や IFRS とのコンバージェンスということからす

ると、甲案によることになるか。 

 

（b） 割引率の変更 

【論点 5】で採用された割引率を事後的に変更するかどうか。（その場合、資産除去債務（及

び有形固定資産の取得原価）の増減についてどのように会計処理するか。） 

A 案：割引率は、毎期、貸借対照表日現在で検討する（フレッシュスタート・アプローチ－

IFRS と同様）。 

（理由） 

・ フレッシュスタート・アプローチを利用することで負債は毎期、測定されるため、概

念上、フレッシュスタート・アプローチは B案の利息法による配分よりも優れている。 

・ B 案ではインフレの前提は凍結していないため、インフレ率が高い場合に問題が生じる。 

・ 資産除去債務の除去費用が増加するごとに異なる割引率を適用することは実務上、煩

雑である。 

↓ 

（会計処理） 

  IFRS では、割引率の変更は、キャッシュ・フローの見積りの変更（甲案）と同様に資産

割引率を変更

するのは、バ

ランスを重視

し、毎期末の

負債額の測定

を反映させる

ことが目的と

なる場合では

ないか。 

⇒ただし、負

債額の差額を

P/L に計上す

るかどうかと

は別の議論で

はないか。 

（ IAS37ED

へ の コ メ

ン ト の よ

うに、）実

物 投 資 へ

の 資 産 負

債で、割引

率 の 変 動

を 反 映 す

る か ど う

か は 他 と

の 関 係 も

含 め て 検

討 す べ き

で は な い

か。 
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の取得原価に加減して処理する。ただし、時の経過を反映する負債の増加は、その発生時

の損益計算書において「財務費用」として処理する（つまり、資産計上は行わない。）。 

 

B 案：割引率は当初の割引率（米国基準では、無リスクの割引率に信用リスクを調整したも

の）をそのまま用いる。 

（理由） 

 米国基準によれば、以下の理由により利息法を採用する。 

・ フレッシュスタート・アプローチには費用認識パターンの不安定性がある。 

・ 関連する資産の除却費用の資産計上額は、それ以後の期間は公正価値で測定されない。 

・ 他の多くの負債の事後の測定が公正価値で行われていない中で、資産除去債務のみ公

正価値測定を要求すべきではない。 

↓ 

（会計処理） 

    米国基準では割引率の変更は行われず、利息法による配分を採用する（資産除去債務の

除去費用が増加するごとに異なる割引率を適用する。）。時の経過を反映する負債の増加は、

その発生時の損益計算書において「営業項目」として処理する（つまり、資産計上は行わ

ない。）。 

（参考）将来キャッシュ・フロー及び割引率の変更19 

将来 CF 

割引率 
当初のまま固定 変更 

当初のまま固定 類型Ⅰ（利息法による配分） 類型Ⅱ（貸付金の償却、米国の ARO）

変更 類型Ⅲ（退職給付債務（将来の給付水

準等の基礎率は一定の場合）） 

類型Ⅳ（現在価値評価）(*) 

 

 

(*)類型Ⅳ（現在価値評価）は、見積りの主体と頻度によって、さらに以下のように分類できる。 

頻度

見積主体 
継続的 臨時的 

市場の平均 時価評価 固定資産の減損処理（米国） 

当該企業 
退職給付債務（将来の給付水準等の基礎

率も割引率も見直す場合）（IFRS の ARO）

固定資産の減損処理（IFRS） 

                                                  
19 大日方隆「キャッシュフローの配分と評価」p233（『会計基準の基礎概念』斎藤静樹編著、中央経済社、2002

年）をもとに作成 

見積値から乖

離するリスク

を割引率に反

映させる場合

（【論点 5】脚

注 15 参照）、前

提が変わって

くるため、調整

が必要となる

のではないか。

割引率を固

定するのは

アロケーシ

ョンによる

も の で あ

り、これは

資産側が減

価償却とい

うアロケー

ションを行

うこととも

なじむので

はないか。 
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【論点 7】仮に資産除去債務の除去費用を資産に計上する場合（【論点 1】B案）、リース物件（賃

借資産）における資産除去債務とその除去費用の処理についてどのように考えるか。 

 

リース物件（賃借資産）の借手が有形固定資産の除去の義務を負う場合20の資産除去債務とそ

の除去費用の処理は、リース取引の分類により次のようになると考えられるのではないか。 

 

(a) ファイナンス・リースの場合 

リース物件がファイナンス・リースの場合、リース資産としてオンバランス処理されることか

ら、所有の場合と同様に、資産除去債務の対象資産に含まれる。 

① リース料にリース物件を除去するための支出が含まれている場合（残価保証等を含む。）に

は、改めて資産除去債務を計上する必要はない。 

② リース料にリース物件を除去するための支出が含まれていない場合には、資産除去債務の

計上が必要となる。 

 

(b) オペレーティング・リースの場合 

リース物件はオフバランス処理されるが、リース料に除去費用のための支出が含まれていない

場合、資産除去債務の対象となる事象に含まれると考えるか（次頁[設例]参照）。 

 A 案：含まれない。 

→オペレーティング・リースの場合、本体の物件がオフバランス処理されるため、含まれない。

（原状回復等の費用を各期で計上し、対応する金額を引当金として認識する。） 

 B 案：含まれる。 

→オペレーティング・リースの場合、本体の物件はオフバランス処理されるが、（例えば、賃

借した建物の内部造作が資産計上されるのと同様に、）賃借資産に係るものも含まれる。 

 
 また、B案による場合、借手が賃借に関連して支出する敷金21と、資産除去債務に対応する除去

費用の資産計上との関係をどのように考えるか。 

→現行の敷金の処理22に影響させるか（→C案）。 

                                                  
20 ここでは、例えば、不動産賃借において、借手が退去時に自ら行った建物の内部造作（建物附属設備）の撤去

を、貸手との契約で要求されるようなケースを想定している。 
21 敷金とは、不動産賃借の際、借主が貸主に対して借賃滞納・損害賠償の担保として預けておく保証金である（新

村出編「広辞苑［第 5版］」（岩波書店））。 
22 現行において敷金の処理は、賃料及び修繕の担保的性格を有し償還期限は賃借契約満了時であり、法的には契

約期間満了時に返還請求権が発生すると解されており、通常無金利であることから、取得原価で認識することと

リース料に含まれている場合は

対象外（オンバランス不要）か。

資産除去債務の対象は、必ずしもオンバランス

されている資産に限らないのではないか。 
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 (参考)[設例] 23 ある賃借建物に係る撤去費用の処理について 

 

 ある賃借建物の除去時（退去時）の原状回復に係る支出見込みが 1,000,000（借手は賃借時

に当該金額と同額を、貸手に敷金として支払済）であるとする。 

 

（敷金の差入れ） 

（借） 敷金 1,000,000 （貸） 現金 1,000,000

 

（資産除去債務の処理） 

A 案：当期に負担する賃借建物の原状回復費用の見積りが 100,000 であるとすると、100,000

の費用を計上する。 

（借） 費用 100,000 （貸） 引当金 100,000

 

B 案：建物附属設備の除去時（賃借建物の退去時）の支出見込み 1,000,000 により負債計上

する。また、当期に負担する賃借建物の原状回復費用の見積りが 100,000 であるとする

と、100,000 の費用を計上する。 

（借） 建物附属設備 1,000,000 （貸） 資産除去債務 1,000,000

 費用 100,000  建物附属設備 100,000

 

C 案：当期に負担する賃借建物の原状回復費用の見積りが 100,000 であるとすると、敷金の

性格（賃料及び修繕の担保的性格を有し償還期限は賃借契約満了時）から、100,000 の

費用を計上する。 

（借） 費用 100,000  敷金 100,000

 

                                                                                                                                                            
されている（日本公認会計士協会「金融商品会計に関する実務指針」第 309 項）。 
23 時間価値の考慮（割引）はしていない。 

敷金と資産

除去債務が

両建になる

が、最初に

債務を支払

ってしまっ

たとは考え

られないの

か。 

→デットア

サンプショ

ン の よ う

に、消滅の

認識要件を

満 た す の

か。 



審議事項（７） 
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(財)財務会計基準機構の Web サイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財

産権に関する法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律によ

り禁じられています。 

 

【論点 8】仮に資産除去債務を負債に計上する場合（【論点 1】B案）、資産除去債務とその除去費

用の開示について、どのように考えるか。 

 

資産除去債務とその除去費用の開示について、米国基準及び IFRS を参考にすると、次のように

考えるか（太字は、FAS 第 143 号が求めている開示項目）。 

 

(a)資産除去債務と関連する有形固定資産についての一般的な記述 

これには以下の項目が含まれると考えられるがどうか。 

・ 債務の内容についての簡潔な説明及び支払が予測される時期【IAS37 号】 

・ 支払金額又は時期についての不確実性の内容【IAS37 号】 

・ 将来の事象に関する重要な仮定【改訂 IAS37 号 ED】 

 

(b)資産除去債務を決済するために法的に制限された資産に関する情報 

これには、例えば、資産の内容や帳簿価額・現在価値に関する情報の開示が含まれると考えら

れるがどうか。 

 

(c)資産除去債務の帳簿価額の変化の原因別の内訳（重要な変動があった場合） 

資産除去債務の帳簿価額に重要な変動があった場合、当該変動について、原因別に区分して

開示するか。 

① 当期発生した分 

② 当期決済した分 

③ 当期戻入れた未使用分【IAS37 号】 

④ 増加費用（利息費用相当額） 

⑤ 見積キャッシュ･フローの改訂による分 

⑥ 割引率の変動による影響分（割引率の変動を反映させる場合）【IAS37 号】 

 

(d)資産除去債務が合理的に見積れない場合にはその事実と理由 

 

以 上 


