
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
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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
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国　税／ 特別農業所得者の承認申請 5月15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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事業用融資での個人保証人の保護　保証人となった者が、想定外の多額の保証債務の
履行を求められ生活の破綻に追い込まれるケースが後を絶たないことから、経営者等以
外の個人保証人を保護するため、民法改正により、事業用融資の保証契約に際しては公
証人による意思確認手続を必要とする制度が新設され、2020年３月１日から施行されます。
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５月号─2

　
う
ち
の
よ
う
な
中
小
企
業
に
、
事

業
計
画
書
な
ん
て
必
要
な
い
と
言
い

切
る
経
営
者
の
方
も
多
い
と
思
い
ま

す
。
ま
た
、
事
業
計
画
書
な
ん
て
作

成
し
て
も
そ
の
通
り
い
か
な
い
し
意

味
が
な
い
と
い
う
経
営
者
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
事
業

計
画
書
を
作
成
す
る
こ
と
で
色
々
な

メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
で
、
ま
ず
は
事

業
計
画
書
の
作
成
メ
リ
ッ
ト
を
確
認

し
て
み
ま
し
ょ
う
。

１
　
事
業
計
画
の
メ
リ
ッ
ト 

⑴

　目
標
が
明
確
に
な
り
計
画
的
な

会
社
運
営
が
可
能

　
こ
れ
は
、
事
業
計
画
を
作
成
す
る

こ
と
の
最
大
の
効
果
だ
と
い
え
ま
す
。

事
業
計
画
の
中
に
は
、
経
営
理
念
か

ら
具
体
的
な
目
標
数
値
ま
た
行
動
計

画
ま
で
が
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
ど

ち
ら
も
会
社
の
あ
る
べ
き
姿
を
表
現

し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
ビ
ジ
ュ

ア
ル
化
、
数
値
化
す
る
こ
と
で
経
営

者
自
ら
が
、
計
画
を
意
識
し
て
経
営

に
あ
た
る
た
め
、
よ
り
計
画
的
な
会

社
の
運
営
が
可
能
と
な
る
の
で
す
。

　
最
近
の
傾
向
を
見
て
み
る
と
、
会

社
を
設
立
し
て
か
ら
数
年
た
っ
て
事

業
が
軌
道
に
乗
り
次
の
ス
テ
ッ
プ
に

い
く
経
営
者
が
、
計
画
的
な
運
営
や

目
標
数
値
を
目
指
し
事
業
計
画
を
立

案
す
る
よ
う
に
な
る
ケ
ー
ス
が
多
い

よ
う
で
す
。

⑵

　従
業
員
に
対
し
て
働
く
モ
チ
ベ

ー
シ
ョ
ン
を
高
め
る

　
会
社
は
い
う
ま
で
も
な
く
組
織
と

し
て
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
小
企

業
と
い
え
ど
も
、
従
業
員
が
一
人
で

も
存
在
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
も
う

立
派
な
組
織
で
す
。

　
組
織
の
構
成
員
で
あ
る
従
業
員
は
、

当
然
な
が
ら
様
々
な
価
値
観
を
も
っ

て
お
り
、
ひ
と
り
ひ
と
り
考
え
方
が

違
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
価
値
観
の
違

う
人
間
が
ひ
と
つ
の
会
社
の
目
的
や

方
向
性
を
目
指
し
て
行
動
す
る
た
め

に
は
、
組
織
と
し
て
の
目
標
指
針
が

必
要
な
の
で
す
。

　
中
小
企
業
の
場
合
、
そ
の
方
向
性

や
組
織
の
性
格
は
経
営
者
個
人
の
価

値
観
が
大
き
く
反
映
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
経
営
者
の
存
在
そ
の
も

の
が
、
会
社
で
あ
り
事
業
で
あ
る
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
、
経
営
者
の
行
動
を
見
れ

ば
、
そ
の
会
社
の
向
か
っ
て
い
る
方

向
性
が
わ
か
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
感
覚

的
な
も
の
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　「
社
長
が
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い

る
か
ら
」
と
か
「
社
長
が
こ
の
よ
う

に
行
動
し
て
い
る
か
ら
」
く
ら
い
で

し
か
理
解
で
き
て
い
な
い
の
で
す
。

こ
の
あ
い
ま
い
な
部
分
を
事
業
計
画

と
い
う
ビ
ジ
ュ
ア
ル
化
、
数
値
化
さ

れ
た
も
の
に
落
と
し
込
む
こ
と
で
、

社
員
全
員
に
明
確
な
会
社
の
方
向
性

や
目
標
数
値
を
示
す
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
。
会
社
の
従
業
員
全
員
が
同

じ
方
向
性
を
も
っ
て
事
業
に
取
り
組

ん
で
い
る
会
社
は
、
と
て
も
強
い
会

社
で
成
長
も
し
て
い
き
ま
す
。

⑶

　金
融
機
関
な
ど
社
外
に
対
し
て

の
ア
ピ
ー
ル

　
会
社
と
い
う
も
の
は
、
実
は
非
常

に
抽
象
的
な
も
の
だ
と
い
え
ま
す
。

会
社
を
表
す
も
の
と
は
、
一
体
何
で

し
ょ
う
か
？
登
記
簿
謄
本
？
決
算

書
？
経
営
者
？
事
業
内
容
？
会
社
概

要
？
金
融
機
関
な
ど
の
会
社
の
外
部

の
利
害
関
係
者
が
、
そ
の
会
社
の
状

況
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
時
に
は
、

い
ろ
い
ろ
な
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し

て
会
社
を
理
解
し
よ
う
と
し
ま
す
。

　
定
量
的
な
デ
ー
タ
と
し
て
会
社
を

理
解
す
る
た
め
の
一
番
の
資
料
は
、

決
算
書
だ
と
い
え
ま
す
。
そ
こ
に
は
、

そ
の
会
社
の
資
産
・
負
債
・
資
本
が

数
字
で
表
現
さ
れ
、
ど
の
く
ら
い
の

収
益
が
あ
り
、
そ
の
収
益
を
出
す
た

め
に
ど
の
く
ら
い
の
原
価
と
経
費
を

か
け
て
い
る
の
か
を
示
し
て
い
る
か

ら
で
す
。
し
か
し
、
会
社
を
理
解
す

る
上
で
、
決
算
書
だ
け
で
は
不
十
分

だ
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
す
。

　
決
算
書
で
会
社
を
理
解
す
る
た
め

に
最
も
欠
け
て
い
る
要
素
が
、「
こ

れ
か
ら
会
社
が
ど
う
な
っ
て
い
く
の

か
」
と
い
う
点
で
す
。
決
算
書
は
、

事
業
計
画
の
メ
リ
ッ
ト
と
成
功
し
な
い
理
由
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あ
く
ま
で
過
去
の
会
社
の
数
字
的
な

歴
史
を
表
し
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い

の
で
す
。
過
去
の
デ
ー
タ
だ
け
で
は
、

会
社
の
未
来
像
を
把
握
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
過
去
デ
ー
タ
を
も
使
用

し
て
、
そ
こ
に
事
業
の
今
後
の
取
り

組
み
方
な
ど
方
向
性
を
加
え
て
、
未

来
像
を
描
き
出
す
こ
と
は
、
一
番
確

実
な
や
り
方
で
す
。

　
つ
ま
り
、
過
去
デ
ー
タ
は
事
業
計

画
を
作
成
す
る
上
で
の
最
も
信
頼
で

き
る
基
礎
デ
ー
タ
と
い
え
ま
す
し
、

そ
れ
を
反
映
し
た
事
業
計
画
は
外
部

の
利
害
関
係
者
に
対
し
て
も
会
社
の

未
来
像
を
示
す
こ
と
が
で
き
、
か
つ

説
得
性
を
も
た
す
た
め
の
一
番
の
ツ

ー
ル
で
す
。

２
　
失
敗
す
る
事
業
計
画

　
１
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
な

ら
当
社
も
事
業
計
画
は
是
非
と
も
作

成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、

作
成
す
る
も
の
の
途
中
で
う
ま
く
い

か
な
い
か
ら
や
め
て
し
ま
い
、
も
う

二
度
と
事
業
計
画
は
作
成
し
な
い
と

い
う
経
営
者
も
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

　
で
も
よ
く
考
え
て
く
だ
さ
い
。
そ

の
事
業
計
画
に
は
失
敗
し
て
い
る
理

由
が
あ
る
は
ず
で
す
。
代
表
的
な
理

由
を
以
下
に
挙
げ
て
み
ま
し
た
が
、

そ
れ
ら
を
改
善
し
て
再
度
事
業
計
画

を
作
成
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

⑴

　マ
ン
ネ
リ
化
し
て
機
械
的
に
作

成
し
て
い
る

　
長
年
、
事
業
計
画
を
作
成
し
て
い

る
会
社
の
場
合
、
作
成
す
る
時
期
も

形
式
も
毎
年
一
緒
で
、
ど
う
し
て
も

マ
ン
ネ
リ
化
に
な
っ
て
し
ま
い
が
ち

で
す
。

　
マ
ン
ネ
リ
化
し
て
し
ま
う
と
、
前

年
度
の
分
析
や
反
省
も
形
式
的
な
も

の
と
な
り
、
取
り
組
む
べ
き
重
点
課

題
が
明
確
に
な
ら
ず
、
事
業
計
画
自

体
も
機
械
的
に
作
成
し
て
し
ま
う
と

い
う
ケ
ー
ス
が
数
多
く
見
受
け
ら
れ

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
事
業
計
画
は
体

裁
重
視
で
内
容
が
伴
っ
て
い
な
い
こ

と
が
多
く
、
役
に
た
た
な
い
典
型
例

で
す
。

⑵

　数
値
目
標
は
設
定
さ
れ
て
い
る

が
、
重
点
課
題
・
行
動
計
画
が
な

い
　
数
値
目
標
だ
け
が
設
定
さ
れ
て
い

て
、
重
点
課
題
・
行
動
計
画
が
明
確

に
な
っ
て
い
な
い
事
業
計
画
も
よ
く

見
受
け
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
の

数
値
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
ど

の
よ
う
な
課
題
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を

ど
の
よ
う
に
ク
リ
ア
し
て
い
く
の
か
、

そ
の
プ
ロ
セ
ス
が
明
確
に
な
っ
て
い

な
い
事
業
計
画
な
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
事
業
計
画
は
、
そ
の

目
標
数
値
を
決
め
る
際
に
、
そ
の
達

成
の
可
能
性
や
プ
ロ
セ
ス
を
充
分
に

検
討
し
て
い
な
い
の
で
、
安
易
な
目

標
設
定
に
な
り
が
ち
で
す
。

　
そ
の
結
果
、「
や
る
気
が
あ
れ
ば

達
成
す
る
」
と
か
「
や
る
気
が
な
い

か
ら
達
成
で
き
な
い
」
等
の
精
神
論

で
し
か
実
績
管
理
を
す
る
こ
と
が
で

き
ず
、
結
果
も
ま
ま
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
り
が
ち
で
す
。

⑶

　非
現
実
的
な
目
標
設
定
を
し
て

い
る

　
経
営
者
が
事
業
計
画
を
作
成
せ
ず

ま
た
は
全
く
関
与
せ
ず
幹
部
等
が
事

業
計
画
を
作
成
す
る
場
合
や
、
逆
に

あ
ま
り
検
討
し
な
い
経
営
者
の
み
が

作
成
す
る
場
合
に
よ
く
見
ら
れ
る
ケ

ー
ス
で
す
が
、
幹
部
等
の
み
の
場
合

に
は
経
営
ト
ッ
プ
の
意
向
を
気
に
す

る
あ
ま
り
、
非
現
実
的
な
目
標
設
定

と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す

し
、
あ
ま
り
考
え
な
い
経
営
者
の
場

合
に
は
夢
物
語
の
目
標
設
定
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

　
事
業
計
画
は
実
現
可
能
な
計
画
が

求
め
ら
れ
ま
す
。
労
せ
ず
達
成
し
て

し
ま
う
よ
う
な
目
標
設
定
は
論
外
で

す
が
、
前
年
度
の
実
績
や
経
営
環
境

を
充
分
に
分
析
し
た
う
え
で
現
実
的

な
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
が
年
度
経

営
計
画
で
は
必
要
で
す
。

　
こ
れ
に
は
経
営
者
の
事
業
計
画
に

対
す
る
理
解
が
必
要
と
な
り
ま
す
し
、

幹
部
も
そ
の
理
解
が
必
要
と
な
る
で

し
ょ
う
。

⑷

　総
花
的
・
抽
象
的
な
事
業
計
画

と
な
っ
て
い
る

　
非
現
実
的
な
目
標
を
設
定
し
た
場

合
、
ど
う
し
て
も
そ
の
重
点
課
題
や

行
動
計
画
は
総
花
的
・
抽
象
的
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。
重
点
課
題
は
や

る
べ
き
こ
と
の
優
先
順
位
を
は
っ
き

り
さ
せ
る
も
の
で
す
し
、
行
動
計
画

は
そ
の
手
順
を
具
体
的
に
示
す
も
の

で
す
。

　
社
員
に
と
っ
て
わ
か
り
づ
ら
く
、

そ
の
意
図
が
全
社
に
浸
透
し
な
い
よ

う
な
事
業
計
画
は
、「
絵
に
描
い
た

餅
」
と
な
る
可
能
性
が
高
い
で
し
ょ

う
。
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相
続
対
策
に
お
け
る
財
産
管
理
の

手
法
と
し
て
、「
家
族
信
託
（
民
事

信
託
）」
が
最
近
注
目
さ
れ
て
き
て

い
ま
す
。
平
成
十
八
年
に
信
託
法
が

大
幅
改
正
さ
れ
て
使
い
勝
手
が
良
く

な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
ま
だ
知
ら

な
い
方
も
多
い
の
で
、
以
下
、
ポ
イ

ン
ト
を
整
理
し
て
み
ま
す
。

１
　
家
族
信
託
（
民
事
信
託
）

　
信
託
は
、
大
き
く
商
事
信
託
と
民

事
信
託
に
分
か
れ
ま
す
。

　
商
事
信
託
は
、
投
資
信
託
が
該
当

し
、
不
特
定
多
数
の
委
託
者
か
ら
財

産
を
信
託
銀
行
（
受
託
者
）
が
預
か

り
、
そ
れ
を
運
用
し
て
受
益
者
（
＝

委
託
者
）
に
分
配
す
る
も
の
で
す
。

　
受
託
者
は
営
利
目
的
で
あ
り
、
信

託
報
酬
を
も
ら
っ
て
業
務
を
行
い
ま

す
。
し
か
し
、
信
託
会
社
（
信
託
銀

行
）
は
、
通
常
個
人
の
自
宅
を
信
託

財
産
と
し
て
受
託
し
た
り
し
な
い
の

で
、
家
族
信
託
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
ら

れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

　
民
事
信
託
の
中
で
家
族
・
親
族
が

中
心
と
な
る
民
事
信
託
の
こ
と
を
通

称
で
「
家
族
信
託
」
と
呼
ん
で
い
ま

す
。

　
家
族
信
託
は
、
委
託
者
が
受
託
者

に
財
産
を
移
転
し
、
受
託
者
が
一
定

の
目
的
に
従
っ
て
財
産
を
受
益
者（
相

続
人
等
）
の
た
め
に
管
理
・
運
用
・

処
分
す
る
も
の
で
す
。
基
本
的
に
は

非
営
利
で
あ
り
、
無
報
酬
で
す
（
契

約
で
報
酬
を
与
え
る
こ
と
は
自
由
）。

受
託
者
に
は
判
断
力
の
あ
る
個
人
、

若
し
く
は
営
利
目
的
以
外
の
法
人
が

な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
　
家
族
信
託
の
必
要
性

　
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

⑴
　
高
齢
者
の
健
康
不
安

　
　
健
康
寿
命
と
平
均
寿
命
の
差
は

約
十
年
あ
り
、
そ
の
間
に
認
知
症

な
ど
で
意
思
判
断
能
力
を
喪
失
す

る
と
、
財
産
の
管
理
や
処
分
な
ど

が
原
則
的
に
で
き
な
く
な
る
の
で
、

担
保
し
て
お
き
た
い
。

⑵
　
成
年
後
見
制
度
で
は
不
満

　
　
成
年
後
見
制
度
は
、
意
思
判
断

能
力
が
無
く
な
っ
た
方
の
代
わ
り

に
、
裁
判
所
が
指
定
し
た
家
族
ま

た
は
弁
護
士
・
司
法
書
士
な
ど
が

代
理
と
し
て
財
産
管
理
を
行
う
制

度
で
す
。

　
　
し
か
し
、
基
本
的
に
財
産
の
現

状
維
持
が
目
的
で
す
の
で
、
古
く

な
っ
た
自
宅
を
建
て
替
え
た
り
、

賃
貸
物
件
を
よ
り
収
益
性
の
高
い

も
の
に
買
い
替
え
る
な
ど
自
由
度

の
高
い
活
用
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
　
ま
た
、
職
業
後
見
人
又
は
後
見

監
督
人
へ
の
報
酬
が
必
要
で
、
本

人
が
亡
く
な
る
ま
で
継
続
的
に
運

営
コ
ス
ト
が
か
か
り
ま
す
。

３
　
家
族
信
託
の
仕
組
み

　
家
族
信
託
の
仕
組
み
は
図
表
１
の

よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
若
干
補
足
し

ま
す
。

①
　
委
託
者
…
財
産
の
管
理
・
運
用

の
指
示
を
し
た
人
で
「
父
母
」
が

多
い
で
す
。

②
　
受
託
者
…
委
託
財
産
を
実
際
に

管
理
・
運
用
す
る
人
で
、
委
託
者

が
信
頼
を
お
い
て
い
る
「
家
族
・

親
族
」
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

家
族
信
託
の

活
用
法

図表 1　家族信託の仕組み

①委託者
信託契約

財
産
給
付
・
分
配
（
受
益
権
）

例監督人は司法
　書士など専門
　家または家族
　でも可能

委託者
財産の所有者、
財産を預ける人

受託者
財産を預かり、
管理・運用・処
分する人

受益者
財産の価値や
利益を得る権
利（受益権）
を有する人

報
告

監
督
同
意
・
解
任

管理・処分権限

②受託者

③受益者 ④信託監督人

信託財産
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③
　
受
益
者
…
信
託
に
よ
り
利
益
を

受
け
る
人
で
「
本
人
」
の
場
合
が

多
い
で
す
。

④
　
信
託
監
督
人
…
受
託
者
が
き
ち

ん
と
業
務
を
行
う
か
心
配
な
時
は
、

第
三
者
を
信
託
監
督
人
と
し
て
指

定
し
て
お
き
、
受
託
者
の
業
務
を

監
督
さ
せ
ま
す
。

４
　
家
族
信
託
が
適
し
て
い
る
場
合

の
例

⑴
　
認
知
症
へ
の
備
え

　
　
認
知
症
は
そ
の
予
備
軍
を
合
わ

せ
る
と
約
八
六
二
万
人
。
高
齢
者

人
口
の
約
四
分
の
一
に
な
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
ど
の
家
族
で
も

そ
の
可
能
性
は
あ
り
、
本
人
の
判

断
能
力
が
低
下
す
る
と
、
資
産
が

凍
結
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
対
策

と
し
て
有
効
。

⑵
　
遺
言
代
用

　
　
遺
言
書
の
作
成
と
思
っ
て
も
厳

格
な
基
準
に
面
倒
さ
を
感
じ
て
い

る
場
合
、
家
族
信
託
で
あ
れ
ば
、

委
託
者
と
受
託
者
と
の
契
約
で
行

え
る
の
で
便
利
。

⑶
　
受
益
者
連
続
機
能

　
　
最
初
の
受
益
者
（
一
次
受
益
者
）

を
自
分
と
し
、
自
分
が
亡
く
な
っ

た
後
の
受
益
者
（
二
次
受
益
者
）

を
息
子
、
息
子
が
亡
く
な
っ
た
後

の
受
益
者（
三
次
受
益
者
）を
孫
、

孫
が
亡
く
な
っ
た
後
の
受
益
者（
四

次
受
益
者
）
を
、
ま
だ
生
ま
れ
て

い
な
い
ひ
孫
と
い
う
よ
う
に
、
亡

く
な
っ
た
後
の
受
益
者
を
次
か
ら

次
へ
と
指
定
で
き
ま
す
。

　
　
こ
の
よ
う
に
、
遺
言
よ
り
自
由

度
が
高
く
活
用
で
き
ま
す
。

⑷
　
障
害
の
あ
る
子
へ
の
対
処

　
　
障
害
が
あ
っ
て
自
分
で
は
財
産

管
理
が
で
き
な
い
子
供
が
い
る
場

合
、
親
が
委
託
者
と
な
り
信
頼
で

き
る
親
戚
を
受
託
者
に
し
て
お
く

こ
と
で
、
障
害
を
持
っ
た
子
供
が

受
益
者
と
し
て
守
ら
れ
ま
す
。

５
　
家
族
信
託
の
機
能

　
家
族
信
託
契
約
は
、
図
表
2
の
よ

う
に「
委
任
」「
成
年
後
見
制
度
」「
遺

言
」
の
三
つ
の
機
能
が
入
っ
て
い
ま

す
。

６
　
デ
メ
リ
ッ
ト

⑴
　
節
税
対
策
に
は
な
ら
な
い

　
　
信
託
契
約
は
相
続
と
は
全
く
別

の
枠
組
み
で
あ
り
、
相
続
対
策
と

し
て
効
果
的
で
す
が
、
節
税
対
策

に
は
な
り
ま
せ
ん
。

⑵
　
受
託
者
を
誰
に
す
る
か
で
揉
め

る
可
能
性
が
あ
る

　
　
家
族
信
託
は
、
財
産
を
適
切
に

管
理
・
処
分
で
き
て
、
か
つ
信
頼

で
き
る
家
族
（
親
族
）
が
い
る
か

ど
う
か
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
に
な

り
ま
す
。

　
　
信
頼
し
て
任
せ
た
の
に
管
理
が

ず
さ
ん
だ
と
、
相
続
人
の
中
か
ら

不
満
の
声
が
上
が
り
、
ト
ラ
ブ
ル

に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

７
　
信
託
の
税
務
上
の
取
扱
い

⑴
　
所
得
税

　
　
信
託
に
お
い
て
は
、
受
益
者
が

信
託
財
産
を
保
有
し
て
い
る
と
考

え
ま
す
の
で
、
そ
の
収
入
も
受
益

者
に
帰
属
し
ま
す
。

　
　
例
え
ば
、
賃
貸
物
件
を
持
っ
て

い
る
父
親
が「
委
託
者
」と
な
り
、

長
男
を
「
受
託
者
」
と
す
る
信
託

契
約
を
結
び
、
引
き
続
き
「
受
益

者
」
は
父
親
と
し
た
場
合
、
そ
の

家
賃
収
入
は
父
親
の
も
の
と
な
り
、

従
来
ど
お
り
所
得
税
の
申
告
を
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑵
　
固
定
資
産
税

　
　
固
定
資
産
税
は
、
台
帳
課
税
主

義
の
た
め
、
名
義
が
移
転
し
た
ら

受
託
者
が
納
税
義
務
者
と
な
り
ま

す
。
受
託
者
は
預
か
っ
て
い
る
受

益
者
の
財
産
（
信
託
財
産
）
か
ら

納
税
額
を
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。

⑶
　
相
続
税

　
　
信
託
を
行
っ
て
も
相
続
税
評
価

額
に
は
影
響
が
あ
り
ま
せ
ん
。

⑷
　
贈
与
税

　
　
委
託
者
と
受
益
者
が
異
な
る
場

合
を
「
他
益
信
託
」
と
い
い
、
贈

与
税
が
か
か
り
ま
す
。

　
　
例
え
ば
、委
託
者
は
「
父
親
」、

受
託
者
は「
息
子
」、受
益
者
が「
母

親
」
と
い
う
ケ
ー
ス
で
す
。
こ
の

場
合
に
は
、
信
託
契
約
を
締
結
し

た
時
点
で
父
親
か
ら
母
親
に
財
産

権
が
移
転
し
た
と
み
な
さ
れ
て
、

贈
与
税
が
か
か
り
ま
す
。

図表 2　一般的な資産承継の対策

家族信託

①元気なうちから本人に代わり財産の管理・処分を託す
　〈委任契約の代用〉
②本人の判断能力低下後における財産の管理処分を託す
　〈後見制度の代用〉
③本人死亡後の資産の承継先を自由に指定できる
　〈遺言の代用〉

生前の財産管理 相続後の資産承継・財産管理

①委任契約

現在

②成年後見制度

認知症発症

③遺言執行

相続開始

④数次相続

2次相続　3次相続
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パ
ー
ト
タ
イ
ム
や
ア
ル
バ
イ
ト
の

労
働
者
を
雇
用
す
る
際
は
、
そ
れ
ら

の
労
働
者
よ
り
も
労
働
時
間
や
勤
務

日
数
が
長
い
者
（
以
下
、「
一
般
労
働

者
」
と
表
記
し
ま
す
）
と
同
様
に
、

労
働
基
準
法
そ
の
他
の
各
種
法
令
を

踏
ま
え
、
適
正
な
労
働
条
件
を
確
保

し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
今
回
は
、
主
に
採
用
時
に
実
施
す

べ
き
こ
と
に
つ
い
て
お
伝
え
し
ま
す
。

　一

　労
働
基
準
法
等

　
次
に
掲
げ
る
も
の
は
一
般
労
働
者

と
同
様
に
、
書
面
の
交
付
に
よ
り
明

示
し
ま
す
。

①

　労
働
契
約
の
期
間

　
有
期
の
契
約
と
す
る
場
合
は
、
期

間
の
長
さ
と
更
新
の
有
無
に
注
意
を

要
し
ま
す
。

　
期
間
の
長
さ
は
原
則
と
し
て
三
年

が
上
限
と
さ
れ
ま
す
が
、
満
六
十
歳

以
上
の
者
や
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

た
一
定
の
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る

者
（
博
士
の
学
位
を
有
す
る
者
、
公

認
会
計
士
等
）
と
の
労
働
契
約
は
五

年
を
上
限
と
し
、
有
期
の
建
設
工
事

等
は
事
業
の
完
了
に
必
要
な
期
間
を

労
働
契
約
の
期
間
と
し
て
定
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
期
間
の
定
め
を
す
る
場
合
は
「
更

新
の
有
無
」
に
つ
い
て
も
あ
ら
か
じ

め
明
示
し
（「
自
動
的
に
更
新
す
る
」

「
更
新
す
る
場
合
が
有
り
得
る
」「
更

新
は
し
な
い
」
等
）、
一
定
の
判
断

基
準
を
設
け
て
更
新
の
可
否
を
決
め

る
場
合
は
、そ
の
基
準
（
勤
務
成
績
・

勤
務
態
度
・
能
力
な
ど
）
も
明
示
を

し
ま
す
。

　
な
お
、
平
成
二
十
五
年
四
月
以
降

に
締
結
し
た
有
期
労
働
契
約
に
つ
い

て
は
、
反
復
更
新
さ
れ
、
通
算
し
て

五
年
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
契
約
期

間
内
に
労
働
者
が
申
込
み
を
す
れ
ば
、

無
期
労
働
契
約
に
転
換
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
す
（
労

働
契
約
法
）。

　
厚
生
労
働
省
が
設
け
た
「
有
期
契

約
労
働
者
の
無
期
転
換
ポ
ー
タ
ル
サ

イ
ト
」
に
、
ル
ー
ル
の
内
容
や
支
援

策
、
他
企
業
の
事
例
な
ど
が
掲
載
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
対
応
を
検

討
さ
れ
る
事
業
所
に
お
い
て
は
参
考

に
さ
れ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

②

　就
業
の
場
所
、
従
事
す
べ
き
業

務
　
就
業
の
場
所
や
業
務
内
容
に
つ
い

て
明
示
を
し
ま
す
。
複
数
の
事
業
所

が
あ
り
、
異
動
を
さ
せ
る
可
能
性
が

あ
る
場
合
は
、
変
更
が
あ
り
得
る
こ

と
を
あ
ら
か
じ
め
書
面
に
て
明
示
し

て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
で
す
。

③

　始
業
・
終
業
の
時
刻
、
所
定
労

働
時
間
を
超
え
る
労
働
の
有
無
、

休
憩
時
間
、
休
日
、
休
暇
、
労
働

者
を
二
組
以
上
に
分
け
て
就
業
さ

せ
る
場
合
に
お
け
る
就
業
時
転
換

　「
始
業
・
終
業
の
時
刻
」
を
決
め

る
と
き
は
、
法
定
労
働
時
間
（
一
日

八
時
間
、
一
週
間
四
十
時
間
）
の
範

囲
と
な
る
よ
う
に
定
め
ま
す
（
変
形

労
働
時
間
制
を
採
用
し
て
い
る
場
合

を
除
く
）。

　
シ
フ
ト
等
に
よ
り
労
働
日
数
や
各

日
の
労
働
時
間
が
異
な
る
場
合
は
、

想
定
し
得
る
勤
務
に
関
し
雇
入
れ
時

に
説
明
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　「
休
日
」
は
、
少
な
く
と
も
一
週
間

に
一
回
（
ま
た
は
四
週
間
に
四
日
）

の
休
み
を
法
定
休
日
と
し
て
確
保
し

ま
す
。

　「
休
暇
」
は
、
年
次
有
給
休
暇
や
育

児
・
介
護
休
業
等
が
該
当
し
ま
す
。

有
期
契
約
や
短
時
間
勤
務
の
従
業
員

に
つ
い
て
も
所
定
の
要
件
を
満
た
し

た
と
き
に
は
年
次
有
給
休
暇
、育
児
・

介
護
休
業
等
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
勤
怠
を
管
理
す
る
上
司
等

に
対
し
取
得
可
能
な
年
次
有
給
休
暇

の
日
数
を
周
知
す
る
等
の
対
応
を
行

っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

④

　賃
金
（
退
職
手
当
、
臨
時
に
支

払
わ
れ
る
賃
金
等
を
除
く
）
の
決

定
・
計
算
・
支
払
の
方
法
、
賃
金

の
締
切
・
支
払
の
時
期
、
昇
給

　
賃
金
額
を
決
定
す
る
際
は
、
都
道

府
県
（
ま
た
は
産
業
）
ご
と
に
定
め

ら
れ
た
最
低
賃
金
を
下
回
ら
な
い
よ

う
に
し
ま
す
。

　
な
お
、
賃
金
に
関
連
す
る
次
の
三

点
に
つ
い
て
も
書
面
交
付
に
よ
り
明

示
を
要
し
ま
す
（
短
時
間
労
働
者
の

雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
。

以
下
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
」
と

表
記
し
ま
す
）。

・
昇
給
の
有
無

・
退
職
手
当
の
有
無

・
賞
与
の
有
無

⑤

　退
職
に
関
す
る
事
項
（
解
雇
の

事
由
を
含
む
）

　
定
年
年
齢
を
定
め
る
と
き
は
六
十

歳
を
下
回
ら
な
い
よ
う
に
し
、ま
た
、

六
十
五
歳
未
満
の
定
年
を
定
め
た
と

き
は
、
原
則
と
し
て
希
望
者
全
員
を

六
十
五
歳
ま
で
継
続
雇
用
す
る
制
度

を
作
り
ま
す
。

　
労
働
者
が
一
身
上
の
都
合
に
よ
る

パ
ー
ト
・

　アル
バ
イ
ト
の
雇
用
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退
職
を
考
え
た
際
に
は
、
何
日
前
に

申
出
を
す
れ
ば
よ
い
か
等
の
退
職
手

続
き
に
つ
い
て
も
明
示
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

　
解
雇
事
由
も
あ
ら
か
じ
め
明
示
を

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
就
業
規

則
に
詳
細
が
書
か
れ
て
い
る
と
き
は
、

労
働
契
約
書
や
労
働
条
件
通
知
書
に

は
記
入
せ
ず
、
就
業
規
則
の
該
当
箇

所
を
明
確
に
示
し
た
上
で
就
業
規
則

を
交
付
す
る
こ
と
で
も
足
り
ま
す
。

⑥

　そ
の
他

　
短
時
間
労
働
者
を
採
用
す
る
場
合

は
、
前
記
①
か
ら
⑤
の
ほ
か
、「
雇

用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
事
項
に

係
る
相
談
窓
口
」
も
明
示
を
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
明
示
事
項

は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
よ
り

設
け
ら
れ
ま
し
た
（
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
法
の
改
正
施
行
）。

　二

　公
的
保
険
へ
の
加
入

　
労
働
保
険
、
社
会
保
険
の
取
り
扱

い
は
次
の
と
お
り
と
さ
れ
ま
す
。

①

　労
災
保
険

　
労
災
保
険
は
、
年
齢
や
労
働
契
約

期
間
の
長
さ
、
労
働
時
間
の
長
短
に

関
わ
ら
ず
、
原
則
と
し
て
全
て
の
労

働
者
が
対
象
と
さ
れ
ま
す
。
な
お
、

後
述
す
る
雇
用
保
険
や
社
会
保
険
の

よ
う
な
労
働
者
ご
と
の
資
格
取
得
や

喪
失
の
手
続
き
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
業
務
上
や
通
勤
途
中
の
事
故
が
生

じ
た
と
き
は
、
所
定
の
様
式
に
被
災

し
た
者
の
氏
名
等
を
記
載
し
て
請
求

手
続
き
を
す
る
こ
と
で
保
険
給
付
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②

　雇
用
保
険

　
次
の
要
件
を
満
た
し
た
者
が
被
保

険
者
と
さ
れ
ま
す
。

・
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
二
〇

時
間
以
上
で
あ
る
こ
と

・
三
十
一
日
以
上
の
雇
用
見
込
み
が

あ
る
こ
と

　
し
た
が
っ
て
、
有
期
契
約
や
短
時

間
勤
務
の
労
働
者
で
あ
っ
て
も
、
要

件
を
満
た
す
場
合
は
被
保
険
者
の
資

格
取
得
手
続
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　
な
お
、
昼
間
学
生
な
ど
一
部
の
者

に
つ
い
て
は
適
用
除
外
と
さ
れ
ま
す
。

③

　社
会
保
険

　
パ
ー
ト
タ
イ
ム
や
ア
ル
バ
イ
ト
で

働
く
労
働
者
で
あ
っ
て
も
、次
の
ア
、

イ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に

被
保
険
者
と
な
り
ま
す
（
こ
こ
で
は

被
保
険
者
数
五
百
人
超
に
よ
る
適
用

拡
大
対
象
事
業
所
を
除
く
事
業
所
に

つ
い
て
触
れ
て
い
ま
す
）。

ア

　労
働
時
間

　
一
週
の
所
定
労
働
時
間
が
一
般
労

働
者
の
四
分
の
三
以
上
で
あ
る
場
合

（
平
成
二
十
八
年
十
月
よ
り
前
は
「
一

日
」
の
労
働
時
間
も
判
断
要
素
に
含

ま
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
行
で
は
一

週
の
所
定
労
働
時
間
の
み
で
見
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
ま
す
）。

イ

　労
働
日
数

　
一
か
月
の
所
定
労
働
日
数
が
一
般

労
働
者
の
四
分
の
三
以
上
で
あ
る
場

合　
な
お
、
就
業
規
則
や
雇
用
契
約
書

等
で
定
め
ら
れ
た
所
定
労
働
時
間
又

は
所
定
労
働
日
数
が
四
分
の
三
基
準

を
満
た
さ
な
い
者
が
、
業
務
の
都
合

等
に
よ
り
恒
常
的
に
実
際
の
労
働
時

間
及
び
労
働
日
数
が
四
分
の
三
基
準

を
満
た
し
た
場
合
は
、「
四
分
の
三

基
準
を
満
た
し
た
月
の
三
月
目
の
初

日
に
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
ま

す
。」
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
日
本
年

金
機
構
Ｑ
＆
Ａ
よ
り
）。

　
当
初
の
契
約
内
容
と
働
き
方
が
異

な
っ
て
い
る
場
合
は
、
加
入
対
象
と

な
る
こ
と
が
あ
る
点
に
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　
被
保
険
者
と
さ
れ
な
い
者
（
社
会

保
険
の
適
用
除
外
）
と
し
て
、
例
え

ば
「
二
か
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て

使
用
さ
れ
る
者
」
が
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
所
定
の
期
間
を
超
え
て
引

き
続
き
使
用
さ
れ
る
場
合
は
、
超
え

た
日
か
ら
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

　
短
期
間
の
労
働
契
約
を
締
結
し
、

更
新
を
繰
り
返
し
て
い
る
労
働
者
が

い
る
場
合
は
、
加
入
手
続
き
漏
れ
が

生
じ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
た
め
注

意
を
要
し
ま
す
。

　三

　健
康
診
断

　
常
時
使
用
す
る
労
働
者
は
、
原
則

と
し
て
採
用
時
に
健
康
診
断
を
実
施

す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
す
。

　
有
期
労
働
契
約
や
短
時
間
勤
務
の

労
働
者
は
、
次
の
ア
と
イ
の
い
ず
れ

の
要
件
も
満
た
す
場
合
に
実
施
義
務

が
生
じ
ま
す
の
で
、
対
象
者
に
漏
れ

の
な
い
よ
う
お
気
を
つ
け
く
だ
さ
い
。

ア
　
期
間
の
定
め
の
な
い
契
約
に
よ

り
使
用
さ
れ
る
者
。
期
間
の
定
め

の
あ
る
契
約
に
よ
り
使
用
さ
れ
る

者
の
場
合
は
、
一
年
以
上
使
用
さ

れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
者
、

及
び
更
新
に
よ
り
一
年
以
上
使
用

さ
れ
て
い
る
者
。

イ
　
一
週
間
の
労
働
時
間
数
が
同
じ

事
業
場
に
お
い
て
同
種
の
業
務
に

従
事
す
る
通
常
の
労
働
者
の
一
週

間
所
定
労
働
時
間
数
の
四
分
の
三

以
上
で
あ
る
こ
と
。



　もし下記の項目の半分以上思い当たると
ころがあれば、ビジネスマナーができてい
ない会社と言えるでしょう。
①言葉の使い方が乱雑で、意味の通じない
言葉や話し方
②敬語の基礎がわかっていないため、お客
様や上司に対してぞんざいな言葉づかい
③常に仏頂面で、あいさつもろくにしない、
いかにも面倒くさそうな応対
④お粗末なお辞儀・お客様の名前を粗末に
扱う受付担当
⑤どのように、応接室や会議室に通してよ
いかがわからず、ウロウロしている社員
⑥応接室の配置がわからず、お客様に下座
をおすすめして平気な社員
⑦お茶をお出しすることも満足にできない
社員
⑧アポイントや会議の時間が守れない営業
マンや社員

⑨応接室に通されてもマナーを知らない営
業マン
⑩メモも取らずに電話を切って終わりの社
員
⑪きちんと確認していないから、誰からか
もわからず勧誘電話までも通す取次電話
⑫必要事項が明記されていない手紙やメー
ルを送る社員
⑬誤字脱字が多くて上司が恥をかいてしま
う代筆の手紙やメールを送る社員
⑭宛を消さず「様」や「御中」も書いていな
い返信ハガキを出す社員
　会社の顔である社員の「接遇」がこんなあ
りさまでは、お客様に不快な思いをさせ、会
社の業績アップは到底望めないでしょう。
こういう社員が、１人でもいると「腐った
みかんの方程式」ではありませんが、全体
に広がり、会社の接遇応対能力が低下して
しまいます。
　マナーのイロハを知らない若手社員をよ
り良い社員に育てていくのは経営者・幹部・
中堅社員の大切な仕事の一つです。

ビジネスマナー

　旧暦の月名には色々意味があります。
　１月は睦月、２月は如月、３月は弥生、４
月は卯月、５月は皐月、６月は水無月、７
月は文月、８月は葉月、９月は長月、10月
は神無月、11月は霜月、12月は師走です。
　旧暦の５月は若い苗（早苗）を田んぼに
移す田植えの季節です。「皐月」とは元は「早
苗月」なのです。その「早苗月」が略されて
「皐月」になったのですが、「皐」という漢
字には「水田」という意味があるのです。
旧暦の５月は今で言えば６月辺り。品種に
よって違いはあるでしょうが、今も田植え
が行われている時季です。
　月の名前になるほど、日本人にとってお
米の元となる稲を植える作業は、とても重
要なものなのです。このことからも新規事
業という苗を５月に植えるのもよいかもし
れません。秋ごろにはその事業が実って成
功することを祈願して新規事業を始めてみ
てはいかがでしょう。

５月に新規事業を？
　桜
の
花
が
終
わ
り
、
木
々
の
若
葉

が
美
し
い
、
新
緑
の
季
節
を
迎
え
ま

し
た
。

　「風
薫
る
五
月
」と
言
い
ま
す
が
、

元
は
漢
語
の
「
薫
風
（
く
ん
ぷ
う
）」

と
い
う
、
春
の
花
の
か
お
り
を
運
ぶ

風
の
こ
と
を
言
っ
た
そ
う
で
す
。
こ

れ
を
訓
読
み
し
て
和
語
と
し
て
使
う

う
ち
に
、
初
夏
の
若
葉
の
中
を
、
風

が
さ
わ
や
か
に
吹
き
抜
け
て
い
く
様

子
を
表
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
時

候
の
挨
拶
と
し
て
使
う「
薫
風
の
候
」

も
五
月
の
挨
拶
で
す
。

　外
に
出
て
周
り
を
見
渡
す
と
、

山
々
の
樹
木
、
街
路
樹
、
庭
の
木
な

ど
、
様
々
な
と
こ
ろ
で
若
々
し
い
青

葉
が
美
し
く
輝
い
て
い
ま
す
。
毎
日

仕
事
で
パ
ソ
コ
ン
や
書
類
と
向
き
合

っ
て
疲
れ
た
目
を
、
自
然
の
緑
で
癒

し
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？
休
み

の
日
に
は
、
郊
外
で
の
森
林
浴
も
素

敵
で
す
ね
。

風
薫
る
五
月
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