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4 2013（平成25年）

国　税／�3月分源泉所得税の納付� 4月10日
国　税／�2月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 4月30日
国　税／�8月決算法人の中間申告� 4月30日
国　税／�5月、8月、11月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合）� 4月30日
地方税／�給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

� 4月15日
地方税／�固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付

� 市町村の条例で定める日（原則4月中）
地方税／�土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

� 4月1日〜4月20日
�または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

地方税／�軽自動車税の納付
� 市町村の条例で定める日（原則4月中）

労　務／�労働者死傷病報告（1月〜3月分）� 4月30日

　この4月1日から、地方税である事業所税の
従業者割の非課税対象年齢が、64歳以上から
65歳以上に引上げられます。事業所税の従業
者割は、同一指定都市等の区域内で雇用され
る従業者数が100人を超える場合に課税されま
す。ただし、高齢の従業員は、免税点である
100人の判定の際、従業者数から除外できます。

ワンポイント 事業所税の非課税対象年齢

4 月 の 税 務 と 労 務4月 （卯月）APRIL

29日・昭和の日

日 月 火 水 木 金 土
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４月号─2

　

発
想
法
に
役
立
つ
複
眼
的
な
読
書

や
、
企
業
で
の
製
品
開
発
や
欠
陥
の

原
因
追
求
な
ど
に
役
立
つ
『
知
的
複

眼
思
考
法
』
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

で
し
ょ
う
か
。
教
育
社
会
学
者
で
あ

る
苅
谷
剛
彦
氏
の
著
書
を
基
に
説
明

し
ま
す
。

◎
疑
問
を
持
っ
て
読
む

　

一
冊
の
本
も
疑
問
を
持
っ
て
読
む

こ
と
が
大
切
だ
と
言
い
ま
す
。
そ
の

場
合
に
は
、
段
落
ご
と
に
文
章
を
追

っ
て
い
く
の
が
コ
ツ
の
よ
う
で
す
。

　

例
え
ば
、
こ
ん
な
フ
レ
ー
ズ
を
考

え
て
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

「
な
る
ほ
ど
」

「
こ
こ
は
鋭
い
」

「
ど
こ
か
無
理
が
あ
る
な
」

「
納
得
が
い
か
な
い
」

「
こ
の
意
見
に
賛
成
だ
」

「
こ
の
意
見
に
反
対
。
自
分
の
考
え

と
は
違
う
」

「
こ
の
意
見
は
不
明
確
、
あ
い
ま
い

だ
」

「
同
じ
よ
う
な
例
を
知
っ
て
い
る
」

「
自
分
の
周
り
の
例
だ
と
、
ど
ん
な

こ
と
か
な
」（
実
際
に
思
い
つ
い

た
例
を
書
い
て
お
く
）

「
例
外
は
な
い
か
」

「
見
逃
さ
れ
て
い
る
事
実
や
例
が
な

い
か
」

「
こ
れ
は
他
の
人
に
も
伝
え
た
い
情

報
だ
」

「
も
っ
と
、
こ
う
い
う
資
料
が
使
わ

れ
て
い
れ
ば
説
得
力
が
増
す
の
に
」

「
な
ぜ
、
こ
ん
な
こ
と
が
言
え
る
の

か
」

「
自
分
な
ら
こ
う
い
う
言
葉
を
使
っ

て
表
現
す
る
」（
実
際
に
そ
の
言

葉
を
書
い
て
お
く
）

「
こ
の
表
現
は
難
し
い
」

な
ど
で
す
。

◎
批
判
的
な
読
書
方
法
の
コ
ツ

　

批
判
的
な
読
書
も
大
切
で
、
そ
の

コ
ツ
は
次
の
通
り
で
す
。

○　

読
ん
だ
こ
と
の
全
て
を
そ
の
ま

ま
信
じ
な
い
。

○　

意
味
不
明
の
と
こ
ろ
に
は
疑
問

を
持
つ
。
意
味
が
通
じ
た
場
合
で

も
疑
問
に
感
じ
る
と
こ
ろ
を
見
つ

け
る
。

○　

何
か
抜
け
て
い
る
と
か
、
欠
け

て
い
る
な
と
思
っ
た
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
ら
、
繰
り
返
し
読
み
直
す
。

○　

文
章
を
解
釈
す
る
場
合
に
は
、

文
脈
に
よ
く
照
ら
す
。

○　

本
に
つ
い
て
の
評
価
を
下
す
前

に
、
そ
れ
が
ど
ん
な
種
類
の
本
な

の
か
を
よ
く
考
え
て
み
る
。

○　

著
者
が
誰
に
向
か
っ
て
書
い
て

い
る
の
か
を
考
え
る
。

○　

著
者
が
ど
ん
な
目
的
で
書
い
て

い
る
の
か
を
考
え
る
。

○　

著
者
が
そ
の
目
的
を
充
分
果
た

し
た
か
を
考
え
る
。

○　

書
か
れ
て
い
る
内
容
か
ら
、
文

体
に
自
分
は
影
響
を
受
け
て
い
る

か
見
分
け
る
。

○　

議
論
・
論
争
の
部
分
を
分
析
す

る
。

○　

論
争
が
含
ま
れ
る
場
合
、
反
対

意
見
が
著
書
に
よ
っ
て
完
全
に
否

定
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
知

る
。

○　

根
拠
が
薄
く
支
持
さ
れ
な
い
意

見
や
主
張
が
な
い
か
を
見
極
め
る
。

○　

あ
り
そ
う
な
こ
と
（
可
能
性
）

に
基
づ
い
て
論
を
進
め
て
い
る
か
、

必
ず
起
き
る
と
い
う
保
証
つ
き
の

論
拠
（
必
然
）
に
基
づ
い
て
進
め

て
い
る
の
か
区
別
す
る
。

○　

矛
盾
し
た
情
報
や
一
貫
し
て
い

な
い
と
こ
ろ
が
な
い
か
を
見
分
け

る
。

○　

当
て
に
な
ら
な
い
理
屈
に
基
づ

く
議
論
は
割
り
引
い
て
受
け
取
る
。

○　

意
見
や
主
張
と
事
実
と
の
区
別
、

主
観
的
な
記
述
と
客
観
的
な
記
述

と
の
区
別
を
す
る
。

○　

使
わ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
を
そ
の

ま
ま
信
じ
な
い
。

○　

例
え
や
熟
語
、
流
行
語
、
俗
語

な
ど
の
利
用
の
仕
方
に
目
を
向
け
、

理
解
に
努
め
る
。

○　

使
わ
れ
て
い
る
言
葉
の
言
外
の

意
味
に
つ
い
て
目
を
配
り
、
著
者

が
本
当
に
言
っ
て
い
る
こ
と
と
、

言
っ
て
は
い
な
い
が
あ
る
印
象
を

与
え
て
い
る
こ
と
を
区
別
す
る
。

○　

書
い
て
い
る
事
柄
に
暗
黙
の
う

ち
に
入
り
込
ん
で
い
る
前
提
が
何

知
的
複
眼
思
考
法

知
的
複
眼
思
考
法

知
的
複
眼
思
考
法

知
的
複
眼
思
考
法
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か
を
知
ろ
う
と
す
る
。

　

企
業
で
も
ア
イ
デ
ア
が
発
表
さ
れ

た
時
な
ど
に
前
記
の
方
法
が
応
用
で

き
ま
す
。

◎
思
考
力
育
成
の
読
書
方
法
の
コ
ツ

　

一
方
、
思
考
力
を
育
成
す
る
読
書

方
法
の
コ
ツ
は
次
の
通
り
で
す
。

○　

論
争
を
読
む

　
　

批
判
力
を
身
に
付
け
る
一
つ
の

方
法
と
し
て
、
優
れ
た
論
争
を
読

む
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
一
つ

の
事
件
や
事
柄
を
巡
っ
て
、
複
数

の
論
者
が
議
論
を
戦
わ
せ
る
雑
誌

や
新
聞
紙
上
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て

い
る
論
争
、
そ
れ
ら
が
取
り
扱
わ

れ
て
い
る
冊
子
を
材
料
に
使
い
ま

す
。
こ
の
方
法
の
利
点
は
、
優
れ

た
論
者
の
批
判
の
仕
方
を
実
例
を

持
っ
て
学
べ
る
こ
と
に
あ
り
ま

す
。

○　

先
を
読
む

　
　

選
ん
だ
本
の
一
段
落
な
り
一
節

な
り
を
読
ん
で
、
そ
こ
ま
で
の
情

報
を
基
に
、
次
に
著
者
が
ど
ん
な

議
論
を
展
開
す
る
か
を
想
像
す

る
。
著
者
の
そ
れ
ま
で
の
議
論
を

材
料
に
、
自
分
な
り
に
議
論
を
組

み
立
て
る
。
そ
の
後
で
、
実
際
に

著
者
が
ど
の
よ
う
に
書
い
て
い
る

の
か
を
確
か
め
る
方
法
で
す
。

　
　

さ
ら
に
、
著
者
が
問
題
を
提
示

し
た
と
こ
ろ
で
、
い
っ
た
ん
本
や

論
文
を
置
き
、
ど
ん
な
方
法
で
著

者
が
論
証
を
し
よ
う
と
す
る
の
か

を
予
想
し
ま
す
。
ど
ん
な
証
拠
を

も
っ
て
く
る
か
、
ど
ん
な
資
料
に

あ
た
る
の
か
、「
自
分
だ
っ
た
ら
」

と
い
う
立
場
に
立
っ
て
検
討
し
ま

す
。
こ
の
方
法
を
実
践
す
る
上
で
、

新
聞
の
社
説
や
コ
ラ
ム
な
ど
が
役

立
ち
ま
す
。

○　

古
い
文
章
の
活
用

　
　

昔
出
版
さ
れ
話
題
に
な
っ
た
本

や
新
聞
記
事
を
読
み
直
し
て
み
ま

す
。
当
然
な
が
ら
、
今
の
私
た
ち

は
、
そ
の
後
の
時
代
の
変
化
を
知

っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
有
利
な

立
場
か
ら
、
そ
の
文
章
が
書
か
れ

た
当
時
、
ど
の
よ
う
な
制
約
が
あ

っ
て
今
だ
っ
た
ら
気
付
く
よ
う
な

問
題
が
見
え
な
か
っ
た
の
か
、
時

代
の
制
約
と
い
う
こ
と
を
後
世
の

立
場
か
ら
検
討
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

○　

書
評
の
す
す
め

　
　

書
評
を
書
く
こ
と
は
、
そ
の
文

章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
的
確
に
と
ら

え
、
そ
れ
を
明
確
に
表
現
す
る
練

習
に
な
り
ま
す
。
本
の
問
題
と
な

る
箇
所
を
的
確
に
指
摘
し
て
お
く

こ
と
も
書
評
に
と
っ
て
大
切
で
す
。

新
聞
の
書
評
を
参
考
に
、
同
じ
本

を
自
分
な
り
に
書
評
し
て
み
た
ら

ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
れ
ら
は
ア
イ
デ
ア
の
発
想
に
も

応
用
で
き
ま
す
。

◎
優
れ
た
レ
ポ
ー
ト
と
は

　

こ
こ
で
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
の

優
れ
た
レ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
触
れ
て

お
き
ま
す
。

　

ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
良
い
と
言
わ

れ
る
レ
ポ
ー
ト
は
、
読
ん
だ
文
献
を

基
に
、内
容
の
要
約
に
と
ど
ま
ら
ず
、

そ
こ
か
ら
得
た
知
識
を
活
用
し
て
自

分
の
考
え
を
論
理
的
に
展
開
し
て
い

ま
す
。
転
じ
て
企
業
で
あ
れ
ば
、
そ

の
議
論
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
よ
う
な
証

拠
を
自
分
で
探
し
出
し
て
提
示
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
特
に
、
自

分
な
り
に
問
題
を
立
て
、
そ
れ
を
解

く
こ
と
が
大
切
で
す
。
問
題
の
立
て

方
の
独
創
性
と
、
そ
れ
を
解
明
す
る

と
き
の
論
理
展
開
の
精
密
さ
や
緻
密

さ
、
さ
ら
に
は
論
理
の
根
拠
を
き
ち

ん
と
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
重
要

と
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
を
、
ア
イ
デ
ア
発
想
の
根
拠

や
新
製
品
開
発
を
発
表
す
る
と
き
の

段
階
等
で
活
用
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

◎
「
六
つ
の
な
ぜ
」

　

最
後
に
、「
な
ぜ
」
と
い
う
問
い

か
ら
の
展
開
に
つ
い
て
探
り
ま
す
。

　

優
れ
た
製
品
開
発
力
で
有
名
な
ア

メ
リ
カ
の
モ
ト
ロ
ー
ラ
社
で
は
、
社

員
は
、
製
品
に
問
題
が
あ
る
こ
と
が

発
見
さ
れ
た
時
、「
な
ぜ
、
○
○
か
」

と
い
う
問
い
を
最
低
で
も
六
回
は
繰

り
返
す
「
六
つ
の
な
ぜ
」
を
問
え
と

言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
一
つ
目
の
な

ぜ
に
答
え
ら
れ
た
ら
次
の
な
ぜ
を
発

す
る
。
そ
し
て
、
ま
た
二
つ
目
に
答

え
た
ら
三
つ
目
…
と
い
う
よ
う
に
六

回
も
の
な
ぜ
を
問
う
こ
と
で
、
徹
底

的
な
原
因
の
追
求
を
し
ま
す
。

　

複
眼
思
考
に
と
っ
て
、
こ
の
「
六

つ
の
な
ぜ
」
の
試
み
は
示
唆
に
富
ん

で
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
複
数
（
六

つ
）
の
異
な
る
側
面
か
ら
、
原
因
を

考
え
る
と
い
う
発
想
に
つ
な
が
っ
て

い
る
か
ら
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
原

因
と
結
果
の
関
係
に
し
つ
こ
く
、
し

か
も
異
な
る
角
度
か
ら
目
を
向
け
る

こ
と
で
、
表
面
的
に
見
て
い
る
だ
け

で
は
思
い
つ
か
な
い
、
新
し
い
問
題

が
発
見
で
き
ま
す
。

　

以
上
の
ポ
イ
ン
ト
を
考
慮
し
て
、

日
頃
の
読
書
や
企
業
で
の
発
想
、
問

題
点
解
決
に
応
用
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
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　今年３月末に中小企業の資金繰りを支援
する「中小企業金融円滑化法」が期限切れ
になることが問題となりました。振り返っ
て、このことを考えてみたいと思います。
　今年３月末時点で返済猶予していた貸出
先（貸出条件緩和債権）については、銀行
は直ちに「要注意先」よりリスクの高い「要
管理先」とみなすことが妥当かどうかとい
う論争でした。
　銀行役員・Ａ氏は次のように考えて良か
ったのだと述懐します。
　−　従来から企業に対しては貸出条件を
緩和して、その企業の実力に応じた返済条
件としてきた。そのことで資金繰りの無理
は解消され、かえって企業経営の安定性が
増すことが少なくなかったのである。
　変更した条件といっても貸出期間だけの
ことであり、たとえ、資金を引き揚げたと
ころで今の銀行には、新たな貸出先が見つ

かるわけではない　−
　一方、中小企業経営者・Ｂ氏の言い分は
というと…。
　−　客観的には「不良債権の恐れ」のあ
ることは否定できない。また、その恐れの
額が不明であることも問題かも知れない。
それでも、日に日に不良債権化しているわ
けではない。この厳しい中で各企業は奮闘
し小康を保っている。
　小康を保っているというのは元金の返済
は猶予になっているものの利息の支払いは
継続しているのであって、その限りでは不
良債権ではない。懸命に努力している企業
については、見守るべきである　−
　結果として言えることは、企業の側が「貸
出条件緩和債権」となれば、もう銀行取引
は望めなくなると考え、無理して当初の貸
出条件を守ろうとした。そして、事業が再
起不能化することであったことを中心に討
論を展開すべきであったと思います。
　今後も「返済猶予」については、考える
べき問題でしょう。

　米国のマイケル・サンデル教授の問いか
けに、皆さんはどう考えますか？
　教授　「Ａ保育所は、預かっている子供
を連れて帰るのに、遅れてくるお母さん方
がいた。何度も注意したのに改まらない。
そこで、遅れて来た場合は罰金を課すこと
にした。どうなったか？」
　結果、遅れて来ていたお母さんは更に遅
くなったし、新たに遅れて来るお母さんも
出てきた。
　教授　「Ｂ公立学校は、学業成績を上げ
るために、好成績を収めた子供にお金をあ
げることにした。どこが悪い？」
　結果、双方がメリットを得る取引でも何
かがおかしい。
　このような問題には、我々が望んでいる
のは市場経済（お金で買える社会）である
のか、それとも市場社会（お金では買えな
い社会）の拡大なのか、ということです。
　この問題は今後も増えてくるでしょう。

　
東
京
都
が
招
致
を
行
っ
て
い
る

二
〇
二
〇
年
五
輪
大
会
は
、
低
い
支

持
率
が
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
招

致
委
員
会
や
関
係
者
は
、
支
持
率
を

上
げ
る
た
め
奔
走
中
で
す
。

　
重
要
な
こ
と
は
、
東
京
で
五
輪
を

開
催
す
る
こ
と
に
対
す
る
「
政
治
的

正
義
」
の
議
論
で
す
。
ロ
ン
ド
ン
が

掲
げ
た
、
荒
廃
し
た
東
ロ
ン
ド
ン
地

区
の
再
開
発
や
多
様
な
人
種
が
も
た

ら
す
社
会
問
題
の
解
決
を
青
少
年
の

ス
ポ
ー
ツ
教
育
に
求
め
る
と
い
っ
た
、

政
治
的
な
訴
求
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
か

ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
東
京
都
が
交
通
イ
ン

フ
ラ
の
整
備
や
安
全
な
ど
、
都
市
機

能
を
招
致
の
理
由
と
し
て
強
調
す
れ

ば
す
る
ほ
ど
、
招
致
の
政
治
的
正
義

が
色
褪
せ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
結
果
、「
夢
」
や
「
経
済
効
果
」
と

い
う
説
得
力
の
な
い
テ
ー
マ
に
収
束

し
、
支
持
率
の
向
上
へ
と
結
び
付
い

て
い
な
い
と
の
見
方
が
あ
り
ま
す
。

「返済猶予」の特例措置

市場経済と市場社会
五
輪
招
致


