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税務上は、70歳以上が老人扶養親族・老人控除対象配偶
者の対象年齢です。一方、雇用保険関係では65歳以上が高齢者で、介護保険の受給対象
も原則65歳以上。平成24年度末で廃止される予定の後期高齢者医療制度の対象は75歳以
上でした。高齢者向け優良賃貸住宅では60歳以上が入居対象となります。

老人・高齢者は何歳から？

国　税／平成22年分所得税の確定申告
2月16日〜3月15日

国　税／個人の青色申告の承認申請 3月15日
国　税／贈与税の申告 2月1日〜3月15日
国　税／2月分源泉所得税の納付 3月10日
国　税／個人事業者の22年分消費税の確定申告

3月31日
国　税／1月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 3月31日
国　税／7月決算法人の中間申告 3月31日
国　税／4月、7月、10月決算法人の消費税の

中間申告（年3回の場合） 3月31日
地方税／個人の都道府県民税、市町村民税、事業税

（事業所税）の申告 3月15日

（弥生）March

21日・春分の日3月
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◆ 3月の税務と労務
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最
近
、
書
店
で
遺
言
キ
ッ
ト
な
る

も
の
が
目
に
付
き
ま
す
が
、
事
業
承

継
、
相
続
に
関
心
が
あ
る
向
き
が
多

く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

か
つ
て
は
、
親
族
内
で
事
業
承
継

に
あ
た
っ
て
遺
言
が
活
用
さ
れ
る
こ

と
は
、
少
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

遺
言
が
一
般
的
に
使
わ
れ
て
こ
な

か
っ
た
理
由
と
し
て
、
戦
後
は
均
等

分
割
と
な
っ
た
も
の
の
、
事
実
上
長

男
が
相
続
し
、
家
督
相
続
の
形
態
が

か
な
り
長
い
間
続
い
た
こ
と
も
あ
っ

た
よ
う
で
す
。
そ
の
場
合
は
、
他
の

相
続
人
は
、
相
続
放
棄
や
相
続
分
ゼ

ロ
の
遺
産
分
割
を
し
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
が
、
高
度
成
長
期
と
な
っ
た
一

九
六
〇
年
代
に
入
る
と
均
等
分
割
が

定
着
を
し
て
き
た
よ
う
で
す
。
こ
の

時
代
は
寄
与
分
が
考
慮
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
、
そ
れ
が
機

能
を
し
て
い
た
の
で
遺
言
を
あ
え
て

行
う
必
要
が
な
か
っ
た
と
い
う
意
見

も
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
十
年
く
ら
い
前
か
ら
遺

言
が
書
か
れ
る
件
数
が
多
く
な
っ
て

き
た
と
い
う
報
告
が
出
て
き
ま
し
た
。

冒
頭
の
書
店
で
遺
言
関
連
の
本
や

ア
イ
テ
ム
が
目
に
付
く
よ
う
に
な
っ

て
き
た
の
は
こ
う
し
た
背
景
が
あ
る

か
ら
と
思
わ
れ
ま
す
。

■
自
筆
証
書
遺
言

相
続
や
事
業
承
継
に
あ
た
っ
て
遺

言
を
選
択
、
作
成
す
る
場
合
、
自
筆

証
書
遺
言
の
形
式
不
備
に
よ
る
無
効

の
可
能
性
や
偽
造
、
紛
失
の
危
険
性

に
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。遺

言
は
何
回
書
い
て
も
よ
い
の
で

す
が
、
普
通
は
一
生
に
一
度
の
出
来

事
に
な
る
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

実
際
、
自
筆
証
書
遺
言
は
、
不
備

の
あ
る
場
合
が
多
く
、
例
え
ば
、
病

気
中
の
作
成
は
、
手
が
震
え
て
筆
跡

が
変
わ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
遺
言
の

効
力
に
つ
い
て
争
い
が
出
た
り
し
ま

す
が
、
そ
れ
な
ら
、
健
康
な
時
に
書

け
ば
よ
い
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
が
、
な
か
な
か
で

き
ま
せ
ん
。

元
気
な
う
ち
は
、
心
情
的
に
遺
言

を
書
く
気
に
な
ら
な
い
の
が
実
際
の

と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

自
筆
証
書
遺
言
の
場
合
、
タ
イ
プ

ラ
イ
タ
ー
、
ワ
ー
プ
ロ
で
書
い
た
も

の
は
、
無
効
と
な
り
ま
す
し
、
加
筆
、

削
除
、
変
更
の
訂
正
を
し
た
場
合
は
、

遺
言
書
の
該
当
箇
所
に
そ
の
旨
を
付

記
し
、
こ
れ
に
署
名
押
印
し
な
け
れ

ば
、
変
更
の
効
力
も
認
め
ら
れ
ま
せ

ん
。遺

言
書
の
よ
う
な
法
律
文
書
の
作

成
は
、
普
通
の
職
業
の
人
は
、
日
常
、

め
っ
た
に
書
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

か
ら
、
形
式
不
備
の
無
効
の
可
能
性

は
、
無
理
が
な
い
こ
と
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

■
遺
言
の
検
認
手
続

自
筆
証
書
遺
言
の
場
合
、
遺
言
者

が
亡
く
な
っ
た
後
、
家
庭
裁
判
所
に

届
け
出
て
、
検
認
手
続
を
し
て
も
ら

う
こ
と
も
必
要
で
す
。
こ
の
手
続
き

を
し
な
い
で
、
勝
手
に
自
筆
証
書
遺

言
を
開
封
し
た
ら
、
五
万
円
以
下
の

過
料
の
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
注

意
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
確
か
な
人
に
預
け
な
い
と
、

紛
失
、
隠
匿
、
改
変
の
危
険
性
も
高

い
も
の
と
な
る
こ
と
も
知
っ
て
お
い

て
く
だ
さ
い
。

■
公
正
証
書
遺
言

公
正
証
書
遺
言
は
原
本
が
公
証
人

の
手
元
に
保
管
さ
れ
る
の
で
（
正
本

は
遺
言
者
本
人
が
保
管
し
ま
す
）
紛

失
・
改
ざ
ん
・
盗
難
な
ど
の
心
配
が

い
り
ま
せ
ん
し
、
面
倒
な
家
庭
裁
判

所
の
検
認
手
続
が
い
ら
な
い
と
い
う

点
も
長
所
の
一
つ
で
す
。

ま
た
、
公
正
証
書
の
原
本
の
保
管

期
間
は
、
原
則
と
し
て
二
〇
年
間
と

規
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
遺
言
は
、

遺
言
者
の
死
亡
時
に
効
力
を
生
じ
ま

す
か
ら
、
実
務
の
対
応
と
し
て
は
、

二
〇
年
間
経
過
後
も
公
正
証
書
遺
言

の
原
本
を
保
管
し
て
い
る
の
が
通
常

で
す
。

な
お
、
具
体
的
な
保
管
期
間
に
つ

い
て
は
、
各
公
証
人
役
場
で
取
扱
い

が
異
な
る
た
め
、
若
年
者
が
遺
言
を

行
う
場
合
に
は
事
前
に
確
認
し
て
下
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さ
い
。

公
正
証
書
遺
言
は
、
遺
言
の
中
で

自
筆
証
書
遺
言
や
秘
密
証
書
遺
言

（
＝
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
）
に
比
べ
一
番
安
全
と
い
え
ま
す
。

し
か
し
、
長
所
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
例
え
ば
、
手
続
き
は
面
倒
で

公
証
人
へ
の
依
頼
費
用
も
か
か
り
ま

す
し
、
遺
言
の
内
容
を
立
ち
会
っ
た

証
人
た
ち
に
知
ら
れ
て
し
ま
う
と
い

う
欠
点
も
あ
り
ま
す
。
公
正
証
書
遺

言
は
、
遺
言
者
の
生
存
中
は
本
人
以

外
は
閲
覧
は
で
き
な
い
と
い
う
特
徴

が
あ
り
ま
す
。

で
は
、
公
正
証
書
遺
言
に
か
か
る

費
用
は
ど
の
く
ら
い
な
の
で
し
ょ
う

か
。こ

れ
は
、
公
正
証
書
遺
言
を
作
成

す
る
と
き
の
目
的
財
産
の
価
格
に
応

じ
て
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
五
万
か

ら
一
〇
万
円
程
度
か
か
る
と
考
え
て

み
て
く
だ
さ
い
。

ご
自
身
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
公

証
人
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
必
ず
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

■
遺
言
書
内
容
の
ポ
イ
ン
ト

a

す
べ
て
の
相
続
財
産
に
つ
い
て

分
割
方
法
を
遺
言
で
指
摘
を
し
て

お
く
こ
と

す
べ
て
の
相
続
財
産
の
分
割
方
法

を
遺
言
で
指
摘
を
し
て
お
く
こ
と
が

肝
要
で
す
。

事
業
承
継
に
関
連
す
る
株
式
や
財

産
に
つ
い
て
、
せ
っ
か
く
後
継
者
に

集
中
す
る
内
容
を
記
載
し
て
も
、
相

続
財
産
の
一
部
で
も
分
割
方
法
が
指

定
さ
れ
て
い
な
い
相
続
財
産
が
あ
れ

ば
、
結
局
、
遺
産
分
割
協
議
が
必
要

と
な
り
、
相
続
対
応
が
遅
れ
る
と
い

う
重
大
な
影
響
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

相
続
の
実
際
の
世
界
で
は
、
思
わ

ぬ
財
産
が
被
相
続
人
の
死
亡
後
発
見

さ
れ
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
な
事
態
に
備
え
、
個
々

の
財
産
を
誰
に
相
続
さ
れ
る
か
を
列

挙
し
た
条
項
に
続
き
、
最
後
の
条
項

と
し
て
、「
以
上
に
定
め
る
財
産
以
外

の
全
て
の
財
産
を
○
○
に
相
続
さ
せ

る
。」
の
一
文
を
盛
り
込
ん
で
お
く
こ

と
を
紹
介
し
ま
す
。

s

遺
言
執
行
者
の
指
定

遺
言
執
行
者
の
指
定
を
し
て
お
か

な
い
と
株
式
・
財
産
の
事
業
承
継
手

続
き
は
お
ろ
か
、
預
貯
金
の
解
約
・

払
戻
手
続
さ
え
も
法
定
相
続
人
全
員

が
共
同
し
て
行
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な

り
ま
す
。

相
続
に
か
か
わ
る
全
相
続
人
が
協

力
的
な
場
合
で
も
手
続
き
が
煩
瑣
で

あ
る
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
し
、
も
し

非
協
力
的
な
相
続
人
が
一
人
で
も
い

る
場
合
や
、
連
絡
が
つ
か
な
い
、
行

方
が
知
れ
な
い
相
続
人
が
い
た
場
合

に
は
遺
言
執
行
が
完
全
に
ス
ト
ッ
プ

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
相
続
実
務
で
は
、
遺
言
に

基
づ
い
て
預
貯
金
の
払
い
戻
し
請
求

を
行
う
際
に
、
金
融
機
関
か
ら
法
定

相
続
人
全
員
の
実
印
を
押
捺
し
た
同

意
書
の
提
出
を
求
め
ら
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
場
合
に
は
、
預
貯
金
の

払
い
戻
し
を
受
け
る
手
続
き
を
ス
ム

ー
ズ
に
行
う
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ

ば
、
遺
言
書
に
「
遺
言
執
行
者
に
対

し
て
、
本
遺
言
執
行
の
た
め
の
預
貯

金
等
の
名
義
変
更
、
解
約
、
受
領
に

関
す
る
一
切
の
処
分
を
行
う
権
限
を

付
与
す
る
。」
と
い
っ
た
文
言
を
遺
言

書
に
盛
り
込
ん
で
お
け
ば
ス
ム
ー
ズ

に
遺
言
の
執
行
が
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

d

報
酬
の
額
の
記
載

遺
言
執
行
者
の
指
定
の
み
な
ら
ず
、

遺
言
執
行
者
と
し
て
の
報
酬
を
記
載

し
て
お
く
こ
と
に
よ
り
、
遺
言
執
行

が
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
る
こ
と
も
考

慮
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
報
酬
に
つ
い
て
記
載
を

し
て
お
か
な
か
っ
た
場
合
、
相
続
人

ら
に
対
し
、
相
続
財
産
か
ら
遺
言
執

行
者
の
報
酬
と
し
て
一
定
の
金
額
を

切
り
分
け
る
話
を
持
ち
出
さ
れ
た
場

合
、
そ
れ
が
原
因
で
遺
言
執
行
事
務

に
支
障
が
生
じ
、
停
滞
や
頓
挫
す
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

こ
の
場
合
、
最
終
的
に
は
家
庭
裁

判
所
の
判
断
に
委
ね
る
こ
と
に
な
り

ま
す
が
、
そ
こ
ま
で
す
る
も
の
か
ど

う
か
と
躊
躇
す
る
こ
と
に
な
る
で
し

ょ
う
。

遺
言
に
記
載
す
る
こ
と
で
、
こ
れ

ら
の
問
題
は
解
決
済
み
と
な
り
相
続

人
の
理
解
も
得
や
す
い
こ
と
に
な
り

ま
す
。

報
酬
額
の
記
載
は
一
定
額
「
金
○

○
円
」
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
ま

す
。「
全
相
続
財
産
の
○
○
％
」
と
の

記
載
の
仕
方
は
個
々
の
財
産
の
評
価

額
に
つ
い
て
相
続
人
ら
の
認
識
に
対

立
を
生
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ

ら
に
は
工
夫
が
必
要
で
す
の
で
、
専

門
家
に
相
談
し
て
み
た
方
が
よ
い
で

し
ょ
う
。
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拡がりを見せる「米粉」市場

このところ、「米粉」という文字をよく
目にするようになりました。

「もち米」や「うるち米」を製粉して作
られる米粉は、一般的に「白玉粉」「上新
粉」などの名称で家庭でも愛用され、古く
から団子、煎餅、さくら餅といった和菓子
の材料として私たちの生活に馴染みの深い
食材でした。

ではなぜ、小麦粉より1.5〜２倍ほど割
高な米粉が、ここにきて“引っ張りだこ”
になっているのでしょう。その大きな要因
は、２年前からの小麦の価格高騰が挙げら
れます。つまり、近年、日本人の米の消費
量が激減するなか、国が懸命に米の消費拡
大を図ってきましたが、その普及を阻んで
いたのが米と小麦の価格差だったのです。

米粉の割高感が薄まったこと、粒が硬い
米を小麦粉レベルに粉砕できる製粉技術が
進歩したこと、米粉ならではのもちもち、

しっとりした食感がウケたことなどが、い
ま脚光を浴びている背景といえます。

学校給食での導入から始まり、大手食品
メーカーは相次いで米粉の原材料使用に力
を入れ始めています。

製パンメーカーでは、菓子パンや食パン
に積極的に米粉を使用した製品を開発して
います。また、小麦を一切使用しない米粉
100%のパンが開発され、小麦アレルギー
に悩む人にも安心して食べられると注目さ
れています。冷凍食品のコロモに米粉を２
割程度配合する試みも行われています。

麺類や洋菓子、パン、ナン、ピザ生地、
餃子、シュウマイの皮など、いまや小麦粉
でできるものは何でも米粉でできると言っ
ても過言ではないほどです。

小麦粉との価格差が縮んだとはいえ、ま
だまだ高価なことに変わりはない米粉。良
質なたんぱく質を含み日本人好みの食感や
味という、小麦に勝るメリットをいかに効
果的に活かしていくか。今後の食品メーカ
ーの腕の見せどころと言えるでしょう。
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昨
今
の
ヘ
ル
シ
ー
志
向
の
高
ま
り

な
の
か
、
体
重
増
加
の
天
敵
に
さ
れ

て
い
る
の
か
、
敬
遠
さ
れ
が
ち
な

油
。し

か
し
、
私
た
ち
の
体
に
必
要
な

三
大
栄
養
素
が
「
た
ん
ぱ
く
質
」「
糖

質
」「
脂
質
」
と
い
う
こ
と
か
ら
も
分

か
る
よ
う
に
、
油
は
体
に
と
っ
て
必

要
な
も
の
。
摂
り
す
ぎ
は
肥
満
や
生

活
習
慣
病
の
原
因
を
招
き
ま
す
が
、

不
足
す
る
の
も
健
康
に
良
く
あ
り
ま

せ
ん
。

油
に
は
、
動
物
性
脂
肪
と
植
物
性

脂
肪
が
あ
る
の
で
、
植
物
性
脂
肪
を

五
と
す
る
と
動
物
系
の
脂
肪
が
四
、

魚
系
の
脂
肪
が
一
を
目
安
に
。
中
で

も
体
内
で
つ
く
る
こ
と
の
で
き
な
い

リ
ノ
ー
ル
酸
や
リ
ノ
レ
ン
酸
と
い
っ

た
「
必
須
脂
肪
酸
」
は
、
意
識
し
て

摂
る
よ
う
に
心
が
け
た
い
も
の
で

す
。リ

ノ
ー
ル
酸
は
べ
に
花
油
や
ひ
ま

わ
り
油
に
、
リ
ノ
レ
ン
酸
は
ア
マ
ニ

油
や
し
そ
油
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

拡大中の「セルフ式うどん店」

今、ワンコイン（500円）でお腹が満
たされる「セルフ式うどん店」が街で勢
いを増しています。

お店に入ると、うどんの種類とサイズ
を注文します。茹で上がったうどんを受
け取って、天ぷら・おにぎりなどのコー
ナーへ進み、自分でお好みのものを取っ
て、そこで会計を済ませます。食べ終え
たら食器類を返却口まで戻す。これが平
均的なセルフ式うどん店の一連の流れで
す。

どの店も、メニュー、店内の造り、オ
ーダー方式が似たりよったりなため、各
社は価格設定や立地、メニュー内容など
で少しでも他店と差別化しようと懸命で
す。

低価格で客の年齢や性別を選ばないセ
ルフ式うどん店。ここ数年のうちに、新
規参入をはじめとする出店拡大が急速に
進むことが予想されています。

必
要
な
脂
質
を
摂
ろ
う


