
5月 3日・憲法記念日
4日・みどりの日
5日・こどもの日

（皐月） MAY

公益法人制度改革により、従来の社団法人や財団法人は、平成
20年12月１日時点で自動的に「特例民法法人」となりました。平
成25年11月までに公益（社団・財団）法人か一般（社団・財団）
法人に移行申請しなければ解散させられますが、移行期間中は従
来と同様に優遇税制が適用され、従来の名称が使えます。
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ワンポイント

5月の税務と労務

特例民法法人

国　税／4月分源泉所得税の納付
5月10日

国　税／3月決算法人の確定申告
（法人税・消費税等） 5月31日

国　税／9月決算法人の中間申告
5月31日

国　税／6月、9月、12月決算法人の
消費税等の中間申告
（年3回の場合） 5月31日

国　税／個人事業者の消費税等の中
間申告（年3回の場合）5月31日

国　税／確定申告税額の延納届出に
よる延納税額の納付

5月31日
国　税／特別農業所得者の承認申請

5月16日
地方税／自動車税・鉱区税の納付

都道府県の条例で定める日
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取
締
役
を
一
人
に
減
ら
す
場
合
の

留
意
点
と
、
所
在
不
明
株
主
の
所
有

株
式
の
処
分
方
法
を
、
会
社
法
に
関

す
る
中
小
企
業
庁
の
資
料
か
ら
取
り

上
げ
て
み
ま
し
た
。

Ⅰ

取
締
役
を
一
人
に
減
ら
す
場

合
の
留
意
点

会
社
法
施
行
前
の
株
式
会
社
で
は
、

取
締
役
三
人
以
上
、
監
査
役
一
人
以

上
が
必
要
で
し
た
。

会
社
法
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
株
式

会
社
と
有
限
会
社
を
「
株
式
会
社
」

に
統
合
し
、
会
社
経
営
の
機
動
性
・

柔
軟
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
原
則

と
し
て
自
由
な
機
関
設
計
を
認
め
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、
株
式
譲
渡
制
限

会
社
で
あ
る
非
公
開
会
社
で
は
、
取

締
役
一
人
の
み
で
監
査
役
も
不
要
と

い
っ
た
最
低
限
の
機
関
設
計
も
選
択

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
取
締
役
を
一
人
に
し
て

し
ま
う
こ
と
は
、
と
て
も
簡
素
な
機

関
設
計
で
す
が
、
経
営
上
の
さ
ま
ざ

ま
な
影
響
が
あ
る
こ
と
に
も
留
意
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

〈
留
意
点
〉

a

取
締
役
が
一
人
で
は
、
取
締
役

会
が
あ
り
ま
せ
ん
。
す
べ
て
一
人

で
決
め
ま
す
の
で
、
会
社
と
し
て

早
い
意
思
決
定
と
柔
軟
な
資
源
配

分
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

一
人
取
締
役
で
あ
れ
ば
全
て
の
責

任
も
一
人
が
負
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
経
営
全
般
の
ほ
か
企

画
や
営
業
、
人
材
確
保
な
ど
も
一

人
で
こ
な
す
こ
と
に
な
れ
ば
、
業

務
効
率
は
悪
く
な
る
可
能
性
が
あ

る
で
し
ょ
う
。

s

取
締
役
会
を
設
置
し
な
い
会
社

で
は
、
た
と
え
ば
株
式
の
分
割
な

ど
、
会
社
に
関
す
る
一
切
の
事
項

の
決
定
権
限
は
株
主
総
会
が
有
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
業

務
監
査
権
限
を
も
つ
監
査
役
が
設

置
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
株

主
に
一
定
の
業
務
監
査
の
権
限
が

付
与
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
外

部
の
株
主
が
い
る
場
合
に
は
、
会

社
運
営
が
行
い
に
く
く
な
る
こ
と

も
考
え
ら
れ
ま
す
。

一
方
で
、
株
主
総
会
に
お
け
る

一
定
の
書
類
添
付
が
不
要
で
あ
っ

た
り
、
招
集
手
続
き
が
簡
素
化
さ

れ
て
い
る
な
ど
、
事
務
処
理
は
軽

減
さ
れ
て
い
ま
す
。

d

取
締
役
が
一
人
で
す
べ
て
の
株

式
を
も
っ
て
い
る
場
合
は
、
会
社

運
営
が
行
い
に
く
い
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
万
が
一
、
取
締
役
に

何
か
あ
れ
ば
、
後
の
経
営
に
も
影

響
し
ま
す
し
、
後
継
者
の
育
成
が

十
分
で
な
い
た
め
の
承
継
問
題
も

残
さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
合

を
想
定
し
た
事
前
策
と
し
て
は
、

補
欠
取
締
役
（
取
締
役
に
欠
員
が

生
じ
た
場
合
に
、
あ
ら
か
じ
め
株

主
総
会
で
選
任
し
た
補
欠
取
締
役

を
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と

い
う
も
の
）
を
選
任
し
て
お
く
方

法
が
あ
り
ま
す
。

f

取
締
役
を
一
人
に
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
ほ
か
の
取
締
役
に
退
任

し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
次
期
の
任
期
満
了
を
も
っ
て

退
任
し
て
も
ら
う
の
が
よ
い
方
法

で
し
ょ
う
が
、
任
期
を
待
た
ず
に

退
任
さ
せ
る
場
合
、
本
人
の
了
解

が
得
ら
れ
な
い
と
き
に
は
、
解
任

の
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
役
員
報
酬
に
か
か
る
コ

ス
ト
は
軽
減
で
き
ま
す
が
、
役
員

の
解
任
と
な
る
と
、
定
款
に
定
め

ら
れ
て
い
る
場
合
は
そ
の
額
、
ま

た
は
株
主
総
会
の
議
決
に
よ
っ
て

定
め
ら
れ
た
額
の
役
員
退
職
金
が

必
要
に
な
る
で
し
ょ
う
。
場
合
に

よ
っ
て
は
、
解
任
に
よ
っ
て
生
じ

た
損
害
の
賠
償
請
求
を
受
け
る
お

そ
れ
も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
方

法
や
タ
イ
ミ
ン
グ
な
ど
を
十
分
に

考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
ほ
か
、
単
に
取
締
役
か
ら

外
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
も
、
そ
の

人
の
会
社
に
対
す
る
士
気
が
下
が

る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
が
必
要

で
し
ょ
う
。

g

対
外
的
な
会
社
へ
の
信
用
は
、

取
締
役
会
が
な
い
よ
り
は
あ
る
場

合
の
方
が
高
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、

従
業
員
へ
の
影
響
と
し
て
は
、
取

締
役
一
人
の
会
社
で
は
そ
の
社
長

の
個
性
に
よ
っ
て
、
士
気
を
十
分

に
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
十

分
な
人
材
育
成
が
図
れ
な
い
と
い

う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

株
式
会
社
の
機
関
設
計
に
つ
い
て

は
、
会
社
の
実
情
や
会
社
の
将
来
を

考
慮
し
て
、
決
定
す
る
こ
と
が
必
要

で
す
。
取
締
役
一
人
の
株
式
会
社
は
、
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株
式
が
そ
の
取
締
役
の
同
族
で
固
め

ら
れ
て
お
り
、
経
営
に
口
を
挟
む
外

部
の
株
主
が
い
な
い
非
公
開
会
社
で

あ
り
、
会
社
が
将
来
的
に
も
取
締
役

会
の
設
置
や
公
開
会
社
に
な
る
こ
と

を
想
定
し
て
い
な
い
会
社
に
と
っ
て

は
よ
い
制
度
で
し
ょ
う
。

Ⅱ

所
在
不
明
株
主
の
所
有
株
式

の
処
分

五
年
間
継
続
し
て
会
社
か
ら
の
通

知
が
到
達
し
な
い
株
主
が
所
有
す
る

株
式
は
、
一
定
の
手
続
き
を
経
て
会

社
が
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
実
施
に
際
し
て
は
厳
格
な

公
告
お
よ
び
通
知
手
続
き
を
行
う
こ

と
が
、
事
後
の
ト
ラ
ブ
ル
防
止
の
た

め
に
は
必
要
で
す
。

【
所
在
が
分
か
ら
な
い
株
主
が
い
る
リ

ス
ク
】

株
主
の
所
在
が
分
か
ら
な
い
と
い

う
こ
と
は
、
株
主
の
現
状
が
し
れ
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
非
常
に

不
安
な
も
の
で
す
。
あ
る
日
突
然
現

れ
て
、
株
式
の
買
い
取
り
や
会
社
運

営
へ
の
介
入
を
主
張
さ
れ
る
と
、
会

社
の
安
定
経
営
に
問
題
が
生
じ
ま
す
。

事
業
承
継
を
円
滑
に
進
め
る
に
は
、

早
い
段
階
で
所
在
不
明
株
主
の
所
有

す
る
株
式
を
、
処
分
し
た
い
も
の
で

す
。

【
処
分
に
は
五
年
間
の
準
備
が
必
要
】

以
下
に
処
分
手
続
き
を
示
し
ま
す

が
、
こ
の
手
続
き
を
行
う
た
め
に
は

重
要
な
要
件
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、

「
五
年
間
継
続
し
て
、
そ
の
株
主
に
対

す
る
通
知
・
催
告
が
到
達
し
な
い
こ

と
」
で
す
。

つ
ま
り
、
現
在
、
会
社
が
所
在
不

明
株
主
に
対
し
て
、
通
知
や
催
告
な

ど
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
は
、
株
主

が
所
有
す
る
株
式
を
処
分
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
一
刻
も
早
く
、
通
知
・
催

告
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

【
所
在
不
明
株
主
の
株
式
処
理
方
法
】

会
社
は
、
次
の
い
ず
れ
の
要
件
も

満
た
す
場
合
に
は
、
そ
の
株
式
に
つ

い
て
売
却
な
ど
の
処
分
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

①

株
主
名
簿
に
記
載
・
記
録
さ
れ

た
株
主
の
住
所
ま
た
は
そ
の
者
が

会
社
に
通
知
し
た
宛
先
に
対
し
て

発
し
た
通
知
お
よ
び
催
告
が
、
継

続
し
て
五
年
到
達
し
な
い
こ
と
。

②

そ
の
株
式
の
株
主
が
、
継
続
し

て
五
年
間
剰
余
金
の
配
当
を
受
領

し
て
い
な
い
こ
と
。

③

そ
の
株
式
に
つ
い
て
登
録
質
権

者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
登
録

質
権
者
に
つ
い
て
も
、
前
記
①
、

②
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

所
在
不
明
株
主
の
所
有
株
式
処
分

は
、
競
売
に
よ
る
の
が
原
則
で
す
。

た
だ
し
、
そ
の
株
式
に
市
場
価
格
の

あ
る
場
合
は
、
市
場
価
格
と
し
て
法

務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定

さ
れ
る
額
を
も
っ
て
売
却
し
、
市
場

価
格
の
な
い
株
式
に
つ
い
て
は
、
裁

判
所
の
許
可
を
得
て
、
競
売
以
外
の

方
法
に
よ
り
売
却
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
こ
の
場
合
は
、
そ
の
許
可
の

申
立
て
は
取
締
役
が
二
人
以
上
の
場

合
は
、
そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
ら
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
た

場
合
は
、
会
社
が
そ
の
株
式
を
買
い

取
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
自
己
株
式

買
い
取
り
に
は
、
原
則
と
し
て
株
主

総
会
の
決
議
が
必
要
に
な
り
ま
す
が
、

こ
の
場
合
は
特
例
と
し
て
取
締
役
会

で
、
①
買
い
取
る
株
式
の
数
（
種
類

株
式
発
行
会
社
に
あ
っ
て
は
、
株
式

の
種
類
お
よ
び
種
類
ご
と
の
数
）、
②

株
式
の
買
取
り
を
す
る
の
と
引
換
え

に
交
付
す
る
金
銭
を
決
議
す
れ
ば
足

り
ま
す
。

【
実
施
に
は
公
告
と
通
知
手
続
き
が
必

要
】所

在
不
明
株
主
の
株
式
処
分
を
行

う
場
合
は
、
厳
格
な
公
告
お
よ
び
通

知
手
続
き
を
踏
ま
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
会
社
は
処
分
し
よ
う
と
し
て

い
る
株
式
に
つ
い
て
、

①

そ
の
株
主
の
氏
名
・
住
所
、
そ

の
株
式
の
種
類
・
数
、
株
券
を
発

行
し
た
場
合
は
株
券
番
号

②
　
そ
の
株
式
を
売
却
な
ど
す
る
旨

③

利
害
関
係
人
に
対
し
て
売
却
な

ど
の
処
分
に
異
議
が
あ
る
場
合
、

一
定
期
間
内
に
異
議
を
申
し
立
て

る
べ
き
旨

を
公
告
し
、
か
つ
株
主
名
簿
に
記
載

ま
た
は
記
録
し
た
そ
の
株
主
お
よ
び

登
録
株
式
質
権
者
の
住
所
に
通
知
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
注
意

が
必
要
で
す
。

そ
の
株
式
を
売
却
ま
た
は
買
い
取

っ
た
代
金
は
、
所
在
不
明
株
主
が
現

れ
た
ら
支
払
え
る
よ
う
に
準
備
を
し

て
待
つ
か
（
こ
の
場
合
、
売
却
代
金

債
権
の
消
滅
時
効
は
一
〇
年
と
な
り

ま
す
）、
債
権
者
不
確
知
と
し
て
法
務

局
に
供
託
を
し
て
、
代
金
支
払
債
務

を
免
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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優秀な人材

部下を動かせる人材はどこの企業にもい
ます。今は、他社を動かせる人材でないと
優秀とはいえません。

過去十年間に何が起きたかというと、そ
れまで日本の大企業が得意としてきた垂直
統合型の企業集団モデルが崩れて、欧米企
業とアジア企業による水平分業型のビジネ
スモデルに日本経済も飲み込まれました。
世界全体が光ファイバーのネットワークで
つながり、教育レベルの高い新興国が勃興
し、EUに象徴される新しい政治体制が確
立され、マネーとITがグローバル化を推し
進めたことが、大きな変化の背景にありま
す。

事業が垂直統合型から水平分業型に移行
するということは、必然的に自社だけでは
ビジネスが成立しなくなることを意味しま
す。言い換えれば、他社を動かすスキル
（技術）が高くなければ、現代のビジネス

社会では仕事にならないということです。
これらは、決して大企業だけのことでは

ありません。垂直統合型の系列の崩壊は、
規模を問わず全ての企業に及びます。

水平分業型社会では、他社に動いてもら
うことで最終製品が完成します。簡単に言
えば、仕事上で関係する他社の社員の能力
の重要性が増したことになります。新しい
タイプのビジネスマンは、他人に仕事を任
せるのがうまいのです。より力のあるビジ
ネスマンは、他社の社員の能力を非常によ
く把握しています。

他社の社員の戦力把握をするためには、
それなりの技術が必要になります。もっと
も簡単で重要なのは、頻繁に相手を訪問し
たり、飲みに誘ったりすることです。

昔気質のビジネスマンは飲み会を相手と
の絆を深める懇親の場として考えがちです
が、新しいタイプのビジネスマンは相手を
観察する場として飲み会を重視するので
す。あなたの近くにも、このような人がい
るはずです。

5月号 4

日
本
は
デ
フ
レ
か
ら
の
脱
却
が
重

要
な
課
題
に
な
っ
て
お
り
、
世
界
的

に
も
デ
フ
レ
傾
向
だ
と
す
る
意
見
は

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
、
と
り
わ
け
新
興
市
場
で

は
物
価
上
昇
が
目
立
ち
は
じ
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

景
気
回
復
に
は
イ
ン
フ
レ
傾
向
が

望
ま
し
い
と
い
わ
れ
ま
す
。
し
か

し
、
本
当
に
イ
ン
フ
レ
に
な
れ
ば
、

物
価
上
昇
と
賃
金
上
昇
の
悪
循
環
に

陥
り
、
手
が
つ
け
ら
れ
な
く
な
り
ま

す
。一

方
、
日
本
の
デ
フ
レ
は
必
ず
し

も
悪
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

意
見
が
最
近
目
に
つ
き
ま
す
。
日
本

人
は
低
迷
す
る
デ
フ
レ
的
低
成
長
の

中
で
、
安
定
さ
を
確
保
す
る
術
を
見

つ
け
た
と
い
う
の
で
す
。

炎
の
よ
う
に
燃
え
る
景
気
上
昇
は

力
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
先

に
は
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
フ
レ
と
い
う
危

険
が
待
ち
受
け
て
い
ま
す
。

新たな秩序

2007年に表面化したサブプライムロー
ン問題、2008年のリーマン・ショックに
端を発する金融危機は、世界的な大不況
を呼び、現在も多くの国がその状況を脱
していません。過去150年の間には、
1870年代と1930年代の２回、危機的な状
況がありました。

今回の危機は、経済・社会秩序の幅広
く根本的な変革であり、狭義の経済・金
融の枠内にはとどまりません。本当の社
会・経済の秩序のリセットができれば、
従来のイノベーションや生産手段ばかり
でなく、経済全体の様相も一変するでし
ょう。新たなインフラが整備され、新し
い交通システムが発達すれば、住宅のパ
ターンも変わってくるでしょうし、暮ら
し方や働き方にも変化が出てくるに違い
がありません。欲求や必要性が変化し、
消費性向のモデルも変わります。

これにより、経済が活性化され産業は
拡大し、生産性は向上するのです。

日
本
の
デ
フ
レ


