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7 2015（平成27年）

国　税／�6月分源泉所得税の納付� 7月10日
国　税／�納期の特例を受けた源泉所得税（1月〜6月

分）の納付� 7月10日
国　税／�所得税予定納税額の減額承認申請�7月15日
国　税／�所得税予定納税額第1期分の納付� 7月31日
国　税／�5月決算法人の確定申告（法人税・消費税

等）、11月決算法人の中間申告� 7月31日
国　税／�8月、11月、2月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合）� 7月31日
地方税／�固定資産税（都市計画税）第2期分の納付

� 市町村の条例で定める日
労　務／�社会保険の報酬月額算定基礎届� 7月10日
労　務／�労働保険料（概算・確定）申告書の提出・（全

期・１期分）の納付� 7月10日
労　務／�障害者・高齢者雇用状況報告� 7月15日
労　務／�労働者死傷病報告（4月〜6月分）� 7月31日

　消費税率引上げの影響を緩和するため設け
られた低所得者に対する「臨時福祉給付金」
（給付額：１人６千円）と、子育て世帯に対
する「子育て世帯臨時特例給付金」（給付額：
児童１人３千円）が、前年度に引き続き非課
税で平成27年度も支給されます。ただし、給
付額は、前年度に比べ減っています。

ワンポイント 低所得者と子育て世帯の臨時給付金

7 月 の 税 務 と 労 務7月 （文月）JULY

20日・海の日
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７月号─2

　

五
千
万
円
か
ら
三
千
万
円
へ
の
基

礎
控
除
額
の
縮
小
や
税
率
構
造
の
改

正
（
最
高
税
率
の
引
上
げ
）
な
ど
、

相
続
税
の
税
制
改
正
か
ら
半
年
余
り

が
経
過
し
ま
し
た
。
経
営
者
の
皆
様

は
日
々
の
仕
事
に
忙
殺
さ
れ
て
い
る

方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
大
切
な

財
産
の
散
逸
や
相
続
人
間
の
争
い
防

止
な
ど
の
対
策
は
お
済
み
で
し
ょ
う

か
？

　

遺
言
は
死
期
が
近
づ
い
て
か
ら
す

る
も
の
と
思
っ
て
い
る
方
も
、
人
間

は
い
つ
何
時
何
が
あ
る
か
わ
か
り
ま

せ
ん
。
遺
言
は
、
自
分
が
元
気
な
う

ち
に
愛
す
る
家
族
の
た
め
に
、
自
分

に
万
一
の
こ
と
が
あ
っ
て
も
残
さ
れ

た
者
が
困
ら
な
い
よ
う
に
作
成
し
て

お
く
べ
き
も
の
で
す
。

　

相
続
問
題
は
事
前
の
対
策
が
カ
ギ

と
な
っ
て
き
ま
す
の
で
、
遺
言
書
の

作
成
な
ど
の
対
策
を
進
め
て
い
き
ま

し
ょ
う
。
ち
な
み
に
、
遺
言
は
、
満

十
五
歳
以
上
に
な
れ
ば
い
つ
で
も
で

き
、
訂
正
や
取
消
し
（
撤
回
）
も
自

由
に
で
き
ま
す
。

⑴
　
そ
も
そ
も
︑
遺
言
と
は
？

　

遺
言
と
は
、
自
分
が
生
涯
を
か
け

て
築
き
か
つ
守
っ
て
き
た
大
切
な
財

産
を
、
最
も
有
効
・
有
意
義
に
活
用

し
て
も
ら
う
た
め
に
行
う
遺
言
者
の

意
思
表
示
で
す
。
遺
言
が
な
い
た
め

に
、
相
続
を
巡
り
親
族
間
で
争
い
の

起
こ
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん

が
、
今
ま
で
仲
の
良
か
っ
た
者
が
相

続
を
巡
っ
て
骨
肉
の
争
い
を
起
こ
す

こ
と
ほ
ど
悲
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
遺
言
は
、
こ
の
よ
う
な
悲
劇
を

防
止
す
る
た
め
、
遺
言
者
自
ら
が
自

分
の
残
し
た
財
産
の
帰
属
を
決
め
、

相
続
を
巡
る
争
い
を
防
止
し
よ
う
と

す
る
こ
と
に
主
た
る
目
的
が
あ
り
ま

す
。

⑵
　
遺
言
の
必
要
性
が
特
に
強
い
場
合

　

ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
遺
言
者
が
自

分
の
お
か
れ
た
家
族
関
係
や
状
況
に

ふ
さ
わ
し
い
形
で
財
産
を
承
継
さ
せ

る
よ
う
に
遺
言
を
し
て
お
く
こ
と
が
、

遺
産
争
い
を
予
防
す
る
た
め
、
ま
た

後
に
残
さ
れ
た
者
が
困
ら
な
い
た
め

に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
と

思
い
ま
す
が
、
次
の
よ
う
な
場
合
に

は
遺
言
を
し
て
お
く
必
要
性
が
と
り

わ
け
強
い
で
し
ょ
う
。

①
夫
婦
間
に
子
供
が
い
な
い
場
合

　
　

夫
婦
間
に
子
供
が
い
な
い
場
合

の
法
定
相
続
で
は
、夫
の
財
産
は
、

妻
が
四
分
の
三
、
夫
の
兄
弟
が
四

分
の
一
の
割
合
で
分
け
る
こ
と
に

な
り
ま
す
が
、
長
年
連
れ
添
っ
た

妻
に
財
産
を
全
部
相
続
さ
せ
た
い

と
思
う
方
も
多
い
で
し
ょ
う
。
そ

の
た
め
に
は
、
兄
弟
に
は
遺
留
分

（
配
偶
者
、
子
、
父
母
が
最
低
限

相
続
で
き
る
民
法
で
保
証
さ
れ
た

財
産
）
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
遺

言
を
し
て
お
け
ば
財
産
を
全
部
妻

に
残
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
再
婚
を
し
、
先
妻
の
子
と
後
妻
が

い
る
場
合

　
　

先
妻
の
子
と
後
妻
と
の
間
で
は
、

と
か
く
感
情
的
に
な
り
や
す
く
、

遺
産
争
い
が
起
こ
る
こ
と
も
非
常

に
多
い
の
で
、
争
い
の
発
生
を
防

ぐ
た
め
、
遺
言
で
き
ち
ん
と
定
め

て
お
く
必
要
性
が
特
に
強
い
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。

③
相
続
人
以
外
の
者
に
財
産
を
引
き

継
ぎ
た
い
場
合

　
　

長
男
死
亡
後
、
そ
の
妻
が
亡
夫

の
親
の
世
話
を
し
て
い
る
よ
う
な

場
合
に
は
、
そ
の
長
男
の
妻
に
も

財
産
を
残
し
て
あ
げ
た
い
と
思
う

こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
長

男
の
妻
は
相
続
人
で
は
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、
遺
言
で
そ
の
妻
に
も
財

産
を
遺
贈
す
る
旨
を
定
め
て
お
か

な
い
と
、
そ
の
妻
は
何
も
も
ら
え

な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

④
内
縁
関
係
に
あ
る
人
が
い
る
場
合

　
　

長
年
夫
婦
と
し
て
連
れ
添
っ
て

き
て
も
婚
姻
届
を
出
し
て
い
な
い

場
合
に
は
、
い
わ
ゆ
る
内
縁
の
夫

婦
と
な
り
、
妻
に
相
続
権
が
あ
り

ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
内
縁
の

妻
に
財
産
を
残
し
て
あ
げ
た
い
場

合
に
は
、
必
ず
遺
言
を
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

⑤
家
業
・
事
業
を
継
ぐ
子
が
い
る
場

合

　
　

個
人
で
事
業
を
経
営
し
た
り
農

業
を
し
て
い
る
場
合
な
ど
は
、
そ

の
事
業
等
の
財
産
的
基
礎
を
複
数

の
相
続
人
に
分
割
し
て
し
ま
う
と

事
業
の
継
続
が
困
難
と
な
る
可
能

〜
公
正
証
書
遺
言
の
ス
ス
メ
〜
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性
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
事

態
を
招
く
こ
と
を
避
け
、
家
業
等

を
特
定
の
者
に
承
継
さ
せ
た
い
場

合
に
は
、
そ
の
旨
き
ち
ん
と
遺
言

を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

⑥
子
の
中
に
障
害
者
等
、
経
済
的
自

立
が
困
難
な
者
が
い
る
場
合
や
分

割
し
に
く
い
財
産
が
あ
る
場
合

　
　

例
え
ば
、
不
動
産
な
ど
事
実
上

皆
で
分
け
る
こ
と
が
困
難
な
財
産

を
取
得
す
る
相
続
人
を
決
め
て
お

い
た
り
、
相
続
人
毎
に
承
継
さ
せ

た
い
財
産
を
指
定
し
た
い
と
き
や
、

身
体
障
害
の
あ
る
子
に
多
く
あ
げ

た
い
、
遺
言
者
が
特
に
世
話
に
な

っ
て
い
る
親
孝
行
の
子
に
多
く
相

続
さ
せ
た
い
、
可
愛
く
て
た
ま
ら

な
い
孫
に
遺
贈
し
た
い
と
い
う
よ

う
に
、
遺
言
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
家

族
関
係
の
状
況
に
応
じ
て
具
体
的

妥
当
性
の
あ
る
形
で
財
産
承
継
を

さ
せ
た
い
場
合
に
は
、
遺
言
を
し

て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑦
相
続
人
が
全
く
い
な
い
場
合

　
　

相
続
人
が
い
な
い
場
合
に
は
、

特
別
な
事
情
が
な
い
限
り
、
遺
産

は
国
庫
に
帰
属
し
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
場
合
に
、
特
別
世
話
に
な
っ

た
人
に
遺
贈
し
た
い
と
か
、
お
寺

や
教
会
、社
会
福
祉
関
係
の
団
体
、

自
然
保
護
団
体
、
自
分
が
有
意
義

と
感
じ
る
各
種
の
研
究
機
関
等
に

寄
付
し
た
い
と
き
に
は
、
そ
の
旨

の
遺
言
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。

⑶
　
遺
言
の
方
式

①
自
筆
証
書
遺
言

　
　

自
筆
証
書
遺
言
と
は
、
全
文
を

自
分
で
書
く
遺
言
の
こ
と
で
す
。

「
私
は
字
が
ヘ
タ
だ
か
ら
」
と
い

っ
て
他
の
人
に
書
い
て
も
ら
っ
た

り
、
パ
ソ
コ
ン
使
用
に
よ
る
と
無

効
と
な
り
ま
す
の
で
気
を
つ
け
ま

し
ょ
う
。

　
　

書
か
れ
て
い
る
内
容
が
わ
か
り

や
す
く
、
か
つ
、
解
釈
を
め
ぐ
る

争
い
が
お
き
な
い
よ
う
に
注
意
し
、

字
が
ヘ
タ
で
あ
っ
て
も
、
判
読
し

や
す
い
文
字
で
丁
寧
に
書
く
こ
と

が
重
要
で
す
。

　
　

自
筆
証
書
遺
言
は
、
費
用
も
か

か
ら
ず
い
つ
で
も
書
け
る
な
ど
手

軽
に
作
成
で
き
る
た
め
、
数
多
く

利
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
民
法
で

定
め
ら
れ
た
と
お
り
に
作
成
を
し

な
い
と
遺
言
と
し
て
認
め
ら
れ
ま

せ
ん
。
せ
っ
か
く
作
成
し
た
遺
言

書
を
無
効
に
し
な
い
た
め
に
、
民

法
所
定
の
方
式
に
気
を
つ
け
て
作

成
し
ま
し
ょ
う
。

②
秘
密
証
書
遺
言

　
　

遺
言
の
「
内
容
」
を
秘
密
に
し

て
、
遺
言
の
「
存
在
」
の
み
を
公

証
人
役
場
で
証
明
し
て
も
ら
い
ま

す
。
パ
ソ
コ
ン
の
使
用
や
代
筆
が

可
能
で
す
が
自
筆
の
署
名
と
捺
印

が
必
要
で
、
作
成
後
は
遺
言
者
自

身
で
保
管
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　
　

遺
言
書
の
偽
造
・
変
造
の
心
配

が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
メ
リ
ッ

ト
が
あ
り
ま
す
が
、
作
成
時
に
公

証
人
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
た
め
面
倒
な
手
続
と
費
用
が
か

か
る
、
公
証
人
は
遺
言
の
内
容
ま

で
確
認
す
る
わ
け
で
な
い
た
め
遺

言
と
し
て
の
要
件
が
欠
け
て
し
ま

う
場
合
も
あ
る
、
執
行
時
に
家
庭

裁
判
所
の
検
認
の
手
続
が
必
要
と

な
る
、
遺
言
書
の
滅
失
・
隠
匿
の

心
配
が
あ
る
な
ど
の
デ
メ
リ
ッ
ト

が
あ
り
ま
す
。

③
公
正
証
書
遺
言

　
　

公
証
役
場
で
公
証
人
に
作
成
し

て
も
ら
う
遺
言
を
い
い
、
作
成
件

数
は
、
日
本
公
証
人
連
合
会
の
調

べ
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
三
年
は

約
七
・
九
万
件
、
平
成
二
十
四
年

は
約
八
・
八
万
件
、
平
成
二
十
五

年
は
約
九
・
六
万
件
で
あ
り
、年
々

増
加
傾
向
に
あ
る
と
い
え
ま
す
。

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
と
比
べ

低
い
割
合
で
す
。
ま
だ
元
気
だ
か

ら
、
家
族
は
皆
仲
が
よ
い
か
ら
、

自
分
の
財
産
は
少
な
い
か
ら
必
要

な
い
と
は
思
わ
ず
に
、
相
続
人
間

の
争
い
防
止
や
適
切
な
財
産
の
引

継
等
の
た
め
に
事
前
準
備
を
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

　
　
「
公
正
証
書
遺
言
」
に
は
、
次
の

よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

◯　

遺
言
者
の
意
思
に
基
づ
き
公
証

人
が
作
成
す
る
た
め
、
内
容
と
し

て
適
正
で
遺
言
無
効
を
主
張
さ
れ

る
リ
ス
ク
が
少
な
く
な
る
。

◯　

公
証
人
が
原
本
を
保
管
す
る
た

め
、
偽
造
・
変
造
・
隠
匿
さ
れ
る

恐
れ
が
な
い
。

◯　

家
庭
裁
判
所
の
検
認
手
続
が
不

要
で
、
遺
言
の
内
容
を
相
続
開
始

後
速
や
か
に
執
行
で
き
る
。

◯　
「
遺
言
検
索
シ
ス
テ
ム
」
に
よ

り
検
索
が
容
易
で
あ
る
（
遺
言
者

が
存
命
中
は
本
人
が
検
索
で
き
、

遺
言
者
の
死
亡
後
は
相
続
人
等
が

検
索
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
）。
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　防犯対策の必要性は認識しながらも、き
ちんと取り組んでいる企業は意外と少ない
のではないでしょうか。大企業では当然の
ことでも、中小企業はなかなか手が回らな
いということは多いものです。
　大企業では敷地や建物内の防犯対策を多
大なコストをかけて構築しています。常駐
警備員が敷地や建物内を常時監視してお
り、建物内を移動する際の入退出管理シス
テムなど関係者以外は出入りが難しく、犯
罪者にとっては下見すら困難な環境である
といえます。一方、不特定多数で出入りが
可能な中小企業や店舗などは、犯罪者が、
一般人の中に紛れて敷地や建物内のレイア
ウト、換金性の高い商品を陳列している場
所など入念に下見できます。下見の段階で
犯罪者にターゲットとして標的にされてし
まうと、対策が手遅れとなり被害が大きく
なる確率が高まります。「下見の段階でタ

ーゲットから外させる」、「犯行途中で断念
させる」という犯罪を未然に防ぐ総合防犯
対策が必要となります。
　警察庁の平成25年の資料では、一般事
務所での侵入窃盗のうち、侵入場所別でみ
ると表出入口と窓で約72％、侵入手段で
はガラス破りと無締り（無施錠）で約65％
を占めます。そこで、まず社内の防犯意識
を高め、窃盗侵入者が嫌がるような下記の
対策を実施し、自社をターゲットにさせな
いようにしましょう。

①防犯担当者を選任し、常日頃からド
アや窓の戸締りに関心を持つよう社
内に周知する。
②施錠確認チェックシートを作成し、
社員の防犯意識を高める。
③窓用補助錠や簡易型センサー、防犯
砂利など、ホームセンターなどで簡
単に購入できるようなグッズを活用
して防犯効果を高める。

　誰が言ったかわかりませんが、世の中に
は「三大○○」なるものがいろいろと存在
します。余りにも有名なものから最新のも
のまで、「世界三大○○」を集めてみました。
（異説が存在するものもあります）
夜　景…香港、ナポリ、函館
珍　味…キャビア、フォアグラ、トリュフ
発　明…活版印刷、火薬、羅針盤
聖　人…イエス・キリスト、釈迦、孔子
宗　教…キリスト教、仏教、イスラム教
聖　地…バチカン、メッカ、エルサレム
美術館…ルーヴル美術館、メトロポリタン
　　　　美術館、エルミタージュ美術館
スポーツイベント
　　　…オリンピック、サッカーワールド
　　　　カップ、F1グランプリ
ロックギタリスト
　　　…エリック・クラプトン、ジミー・
　　　　ペイジ、ジェフ・ベック
花粉症…スギ（日本）、カモガヤ（主にヨー
　　　　ロッパ）、ブタクサ（主にアメリカ）

　「
薬
籠
中
の
物
」
と
は
、
い
つ
で

も
自
分
の
思
い
通
り
に
利
用
で
き
る

人
や
物
の
例
え
、
ま
た
、
自
在
に
使

い
こ
な
せ
る
く
ら
い
身
に
付
い
た
知

識
や
技
術
の
例
え
で
す
。

　「
薬
籠
」と
は
薬
箱
の
こ
と
で
、「
薬

籠
中
の
物
＝
薬
箱
に
入
れ
て
あ
る

薬
」、
つ
ま
り
常
備
薬
は
、
い
つ
で

も
使
い
た
い
と
き
に
自
由
に
使
う
こ

と
が
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
ま

す
。
古
く
は
「
必
要
な
人
」
と
い
う

意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今

で
は
多
く
の
場
合
、
自
分
の
も
の
と

し
た
知
識
や
技
術
に
対
し
て
使
わ
れ

て
い
ま
す
。

　
デ
ー
タ
や
情
報
だ
け
で
は
な
く
、

自
分
の
ア
イ
デ
ア
な
ど
も
パ
ソ
コ
ン

に
保
存
し
て
お
く
と
、
欲
し
い
と
き

に
欲
し
い
情
報
を
取
り
出
し
、
目
的

や
状
況
に
合
わ
せ
て
活
用
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
ね
。

〜中小企業の防犯対策〜

〜世界三大○○〜
〜
薬
籠
中
の
物
（
ヤ
ク
ロ
ウ
チ
ュ
ウ
ノ
モ
ノ
）
〜


