
4 2019（平成31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）

 5月7日
国　税／ 8月決算法人の中間申告 5月7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） 5月7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（休業4日未満：1月～3月分）
 5月7日

　昨年の民法（相続法）改正で、今年1月13日
から作成する自筆証書遺言の方式が緩和され、
これまで遺言書の全文を本人が自書しなけれ
ばなりませんでしたが、添付する財産目録に
ついては、パソコンでの作成や、通帳のコピー
等が認められ、自書でなくてもよいとされま
した。ただし、各頁に署名押印は必要です。

ワンポイント 自筆証書遺言の方式緩和

4 月 の 税 務 と 労 務4月 （卯月）APRIL

29日・昭和の日　30日・国民の休日

日 月 火 水 木 金 土
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４月号─2

　
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
・
Ａ
氏
と

工
務
店
経
営
者
・
Ｂ
氏
の
対
話
。

Ａ
：「
僕
は
大
学
卒
業
後
は
、
ど
の

会
社
に
入
ろ
う
か
迷
っ
て
ね
」

Ｂ
：「
俺
は
迷
っ
た
こ
と
な
い
よ
。

工
業
高
校
を
出
た
ら
ス
キ
ル
を
身

に
つ
け
賃
金
が
高
い
所
に
移
る
。

そ
の
後
、
ま
た
賃
金
の
良
い
所
に

転
職
す
る
と
決
め
て
い
た
か
ら
」

Ａ
：「
Ｂ
さ
ん
は
色
々
あ
っ
た
と
思

う
け
ど
、
結
局
、
工
務
店
を
創
業

し
た
よ
ね
」

Ｂ
：「
友
人
と
二
人
で
始
め
た
頃
は

金
は
な
い
し
、
た
だ
た
だ
人
の
倍

以
上
働
い
て
い
た
。
し
か
し
、
人

を
雇
わ
な
け
れ
ば
稼
ぐ
の
に
限
界

が
あ
る
と
分
っ
た
（
現
在
、
従
業

員
数
一
二
名
）」

Ａ
：「
じ
ゃ
あ
、
人
使
い
は
荒
か
っ
た

の
で
は
な
い
の
？
」

Ｂ
：「
ウ
ン
。
荒
い
と
い
う
よ
り
、
確

か
に
厳
し
い
よ
。
俺
は
、
仕
事
が

出
来
な
い
奴
は
分
か
る
か
ら
、
す

ぐ
に
辞
め
て
も
ら
っ
た
」

Ａ
：「
…
…
」

Ｂ
：「
あ
る
時
、
仕
事
中
に
時
間
を
気

に
し
て
時
計
を
見
て
い
た
奴
が
何

人
か
い
た
。そ
こ
で
、翌
日
の
朝
、

み
ん
な
に
〝
時
計
は
俺
が
預
か
っ

て
お
く
〞
と
言
っ
て
、
時
計
を
出

さ
せ
た
。
し
か
し
、
た
ま
た
ま
そ

の
日
は
三
時
で
予
定
の
仕
事
が
終

わ
っ
た
の
で
、
ゼ
ネ
コ
ン
の
監
督

者
に
帰
る
報
告
を
し
て
み
ん
な
を

帰
し
た
。
そ
の
時
は
み
ん
な
喜
ん

で
い
た
よ
」

　
大
企
業
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
経
験

後
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
に
転
職
し

て
二
年
目
の
Ａ
さ
ん
は
、
Ｂ
さ
ん
の

行
動
、
考
え
方
は
頭
で
は
理
解
で
き

る
も
の
の
、
釈
然
と
し
ま
せ
ん
。

　
理
由
は
、
企
業
が
事
業
を
行
う
目

的
は
〝
利
潤
追
求
〞
だ
け
で
良
い
の

か
と
い
う
こ
と
。
世
間
一
般
で
は
、

こ
の
姿
勢
に
対
す
る
風
当
り
が
強
い

と
い
う
こ
と
に
も
一
因
が
あ
る
と
思

う
の
で
す
。

一

　利
潤
追
求
に 

　
　社
会
的
使
命
が
あ
る

　
企
業
の
社
会
的
責
任
論
を
説
く
人

に
は
「
企
業
の
目
的
は
社
会
貢
献
に

あ
り
、
利
潤
追
求
は
そ
の
手
段
で
あ

る
」
と
い
い
ま
す
が
、
こ
の
論
理
を

推
し
進
め
て
い
く
と
、
利
潤
追
求
と

い
う
手
段
と
は
ま
っ
た
く
別
途
に
、

企
業
が
社
会
的
責
任
を
達
成
す
る
手

段
が
あ
る
と
受
け
取
れ
ま
す
。

　
し
か
し
、
企
業
と
い
う
組
織
は
そ

の
他
の
法
人
と
違
い
、
利
潤
追
求
と

い
う
手
段
を
も
ぎ
取
ら
れ
て
し
ま
う

と
、
社
会
的
に
存
在
す
る
の
は
不
可

能
で
す
。

　
ま
た
、「
利
潤
は
社
会
的
貢
献
に

対
す
る
報
酬
で
あ
る
」
と
説
く
人
も

い
ま
す
。
し
か
し
、
利
潤
が
社
会
的

貢
献
に
対
す
る
報
酬
で
あ
る
な
ら
ば
、

公
益
法
人
が
高
い
利
潤
を
あ
げ
て
し

か
る
べ
き
で
す
が
、
現
実
は
そ
う
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
企
業
に
と
っ

て
〝
利
潤
〞
は
欠
く
事
の
で
き
な
い

根
幹
で
あ
り
、
そ
れ
を
企
業
の
目
的

と
し
て
い
よ
う
が
、
社
会
貢
献
に
対

す
る
報
酬
と
し
て
規
定
し
よ
う
が
、

所
詮
、
言
葉
の
問
題
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

　
企
業
は
社
会
か
ら
大
切
な
人
・
物
・

資
本
等
事
業
活
動
に
必
要
な
資
源
を

預
か
っ
て
い
ま
す
。
特
定
の
人
間
や

グ
ル
ー
プ
で
そ
れ
ら
を
占
有
す
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
上
で
、

企
業
は
人
・
物
・
金
を
有
効
に
使
う

責
任
が
あ
り
、
そ
の
責
任
を
測
る
尺

度
が
〝
利
潤
〞
で
す
。

　
し
た
が
っ
て
、「
利
潤
を
追
求
す

る
こ
と
が
何
よ
り
の
社
会
的
責
任
で

あ
る
」
と
言
え
ま
す
。

　
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
企

業
の
利
潤
は
、
そ
の
一
部
が
税
金
と

な
り
、
国
や
地
方
自
治
体
が
行
う
社

会
福
祉
や
社
会
資
本
の
整
備
等
の
大

き
な
部
分
を
占
め
ま
す
。

二

　利
潤
の
中
身
を
分
析
す
る

　
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
企
業

企
業
の
社
会
的
責
任
と
は
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は
あ
く
ま
で
も
営
利
を
追
求
し
、
利

潤
を
あ
げ
て
社
会
的
責
任
を
果
た
す

も
の
で
す
。

　
と
は
言
っ
て
も
、
現
在
、
盛
ん
に

言
わ
れ
て
い
る
地
域
住
民
運
動
、
消

費
者
か
ら
の
追
及
、
労
働
者
の
言
い

分
な
ど
に
し
て
も
、
企
業
に
〝
利
潤

追
求
を
す
る
な
〞
と
い
う
の
で
は
な

く
、
利
潤
の
中
身
を
問
題
視
し
て
い

る
、
い
わ
ば
、
消
費
者
や
従
業
員
を

無
視
し
た
〝
搾
取
的
利
潤
〞
を
問
題

に
し
て
い
る
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　
利
潤
を
、
算
式
を
使
っ
て
説
明
し

ま
す
と
、「
売
上
高

－

原
価
＝
利
益

（
利
潤
）」
が
従
来
の
考
え
方
。

　
こ
の
式
か
ら
利
潤
を
大
き
く
す
る

に
は
、
①
売
上
高
を
大
き
く
す
る
、

②
原
価
を
下
げ
る
、
の
二
つ
の
方
法

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　
売
上
高
を
大
き
く
す
る
に
は
、
と

き
に
は
生
産
者
や
販
売
者
側
に
と
っ

て
都
合
の
良
い
情
報
だ
け
を
提
供
す

る
、
一
方
、
原
価
引
下
げ
の
手
段
に

経
営
側
に
だ
け
都
合
の
良
い
、
成
果

主
義
の
導
入
を
労
働
者
に
押
し
付
け
、

利
潤
を
あ
げ
よ
う
と
試
み
ま
す
。

　
経
営
者
は
「
売
上
高

－

原
価
＝
利

益
」
を
、
更
に
分
析
・
検
討
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
さ
て
、
消
費
者
（
顧
客
）
は
、
企

業
の
都
合
を
考
慮
す
る
わ
け
で
も
な

け
れ
ば
、
原
価
を
保
証
す
る
つ
も
り

も
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
企
業
が
自

分
に
何
を
与
え
て
く
れ
る
の
か
、
ど

う
い
う
価
値
を
提
供
す
る
か
を
判
断

し
、そ
の
対
価
で
お
金
を
払
い
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
企
業
が
利
益
を
出
す
た

め
に
は
、
顧
客
に
対
す
る
〝
貢
献
的

価
値
〞
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
そ
の
実
現
の
上
で
人
件
費
と
経
費

を
ま
か
な
い
、
継
続
し
て
い
く
た
め

の
利
益
を
出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
こ
れ
ら
は
固
定
費
）。

　
ま
た
、
そ
の
貢
献
的
価
値
に
使
わ

れ
る
の
が
、材
料
費
、外
注
加
工
費
、

仕
入
費
用
（
こ
れ
ら
は
変
動
費
）
で

す
。
そ
し
て
、
貢
献
的
価
値
が
高
く

な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
に
要
す
る

変
動
費
は
比
例
的
に
増
加
し
て
い
き

ま
す
が
、
顧
客
と
関
係
の
な
い
固
定

費
は
一
定
で
す
。

三

　利
潤
は 

　
　「付
加
価
値
の
創
造
」
と
い
え
る

　
前
述
の
算
式
「
売
上
高

－

原
価
＝

利
益
」、
こ
れ
を
分
析
し
ま
す
。

　「
売
上
高

－

変
動
費
＝
人
件
費
＋

経
費
＋
利
益
」。
つ
ま
り
、
人
件
費

＋
経
費
＋
利
益
が
利
潤
と
い
い
、
あ

る
人
は
〝
生
産
価
値
〞、
あ
る
人
は

〝
創
造
価
値
〞な
ど
と
呼
び
ま
す
が
、

一
般
的
に
〝
付
加
価
値
〞
と
い
う
言

葉
で
表
現
し
ま
す
。

　
こ
う
考
え
て
く
る
と
従
来
、
顧
客

は
企
業
側
で
決
め
た
原
価
と
、
企
業

側
で
決
め
た
利
益
の
合
計
額
を
〝
支

払
わ
さ
れ
て
い
る
〞
と
見
て
き
て
い

る
面
が
あ
り
そ
う
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
第
一
に
顧
客
の
こ
と

を
考
え
て
企
業
が
〝
利
益
追
求
〞
を

し
て
い
る
と
捉
え
れ
ば
、
企
業
の
利

潤
追
求
へ
の
見
方
が
変
わ
っ
て
く
る

と
思
い
ま
す
。

四

　従
業
員
の
労
働
は 

　
　〝
原
価
〞
で
あ
る
か
？

　「
売
上
高

－

原
価
＝
利
益
」
と
い

う
こ
と
を
固
定
的
に
考
え
る
経
営
者

は
、
原
価
は
売
上
高
を
獲
得
す
る
た

め
に
要
し
た
全
て
の
費
用
と
い
う
概

念
で
捉
え
、
そ
の
中
で
最
も
大
き
な

部
分
を
占
め
る
の
が
人
件
費
（
賃
金
）

と
考
え
ま
す
。
そ
こ
で
、〝
減
量
経

営
〞
と
名
目
を
掲
げ
、
人
件
費
を
圧

縮
す
る
企
業
が
続
出
し
ま
し
た
。

　「
売
上
高

－

原
価
＝
利
益
」
の
固

定
的
な
考
え
方
に
は
従
業
員
か
ら
の

反
発
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
「
売
上
高

－

賃
金
以
外
の

原
価
＝
賃
金
＋
利
益
」
と
、
式
を
変

え
て
み
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
賃
金

＋
利
益
が
前
述
の
付
加
価
値
で
あ
る

と
同
一
視
し
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
利
潤
を
獲
得

す
る
こ
と
は
、
経
営
者
側
は
企
業
を

存
続
さ
せ
る
た
め
に
、
従
業
員
は
生

活
を
守
る
た
め
に
、
と
も
に
協
力
し

て
い
こ
う
と
い
う
方
向
で
動
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

●
結
論
と
し
て

　
改
め
て
、
中
小
企
業
経
営
者
は
社

会
か
ら
人
・
物
・
資
本
等
を
預
り
、

真
の
〝
利
潤
〞
を
追
求
し
て
い
く
よ

う
望
ま
れ
て
い
る
点
を
強
調
し
ま
す
。

〈
注
〉

　
企
業
の
売
上
高
と
諸
費
用
は
相
互

に
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
売
上
高
が

増
加
す
れ
ば
諸
費
用
も
一
般
に
増
加

し
、
売
上
高
が
低
下
す
れ
ば
諸
費
用

も
一
般
に
減
少
し
ま
す
が
、
売
上
高

と
費
用
の
増
減
割
合
は
決
し
て
単
純

な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
種

の
費
用
は
売
上
高
の
増
減
に
ほ
ぼ
比

例
し
て
増
減
し
変
動
費
と
呼
ば
れ
る

の
に
対
し
、
他
の
種
の
費
用
は
売
上

高
の
増
減
に
全
く
関
係
な
く
一
定
し
、

固
定
費
と
呼
ば
れ
ま
す
。
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こ
れ
ま
で
二
〇
一
五
年
、
二
〇
一

七
年
の
二
度
に
わ
た
り
、
先
送
り
さ

れ
て
き
た
消
費
税
率
の
一
〇
％
へ
の

引
上
げ
と
軽
減
税
率
制
度
の
導
入
が
、

い
よ
い
よ
今
年
十
月
一
日
か
ら
ス
タ

ー
ト
し
ま
す
。

　
軽
減
税
率
制
度
に
つ
い
て
は
、
飲

食
料
品
の
取
扱
い
（
販
売
）
が
な
い

事
業
者
も
、
仕
入
れ
や
経
費
に
軽
減

税
率
対
象
品
目
が
出
て
き
ま
す
の
で
、

全
て
の
事
業
者
が
軽
減
税
率
の
対
応

を
す
る
必
要
が
出
て
き
ま
す
。

　
以
下
、
実
務
に
必
要
な
ポ
イ
ン
ト

を
改
め
て
整
理
し
て
み
ま
す
。

１
　
軽
減
税
率
制
度

⑴
　
制
度
の
概
要

　
今
年
十
月
一
日
以
降
に
行
う
飲
食

料
品
（
食
品
表
示
法
に
規
定
す
る
食

品
（
酒
類
を
除
く
。））
及
び
定
期
購

読
契
約
が
締
結
さ
れ
た
週
二
回
以
上

発
行
さ
れ
る
新
聞
を
対
象
品
目
と
し
、

税
率
は
八
％
（
国
分
六・二
四
％
、
地

方
分
一
・
七
六
％
）。
な
お
、
外
食
や

ケ
ー
タ
リ
ン
グ
等
は
対
象
に
は
含
ま

れ
ま
せ
ん
。

⑵
　
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
み
る
準
備
と

対
策

①
　
ま
ず
実
施
す
る
こ
と

　
　
自
社
商
品
の
中
に
軽
減
税
率
の

対
象
品
目
が
ど
れ
だ
け
あ
る
か
、

購
入
す
る
軽
減
税
率
対
象
商
品
は

あ
る
の
か
な
ど
を
確
認
し
ま
す
。

ま
た
、
仕
入
税
額
控
除
の
た
め
の

帳
簿
及
び
請
求
書
等
の
記
載
事
項
、

納
税
事
務（
税
額
の
計
算
）な
ど
、

今
一
度
、
従
業
員
等
と
確
認
し
て

お
い
た
ほ
う
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

②
　
十
月
一
日
用
の
準
備

　
　
レ
ジ
や
会
計
ソ
フ
ト
を
改
修
し

た
り
、
税
率
引
上
げ
後
の
値
段
を

決
め
、
値
札
を
貼
り
替
え
る
等
の

準
備
が
必
要
で
す
。

　
　
特
に
九
月
三
十
日
は
周
到
に
準

備
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
な
お
、
消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度

の
実
施
に
伴
う
シ
ス
テ
ム
修
正
費
用

の
税
務
上
の
取
扱
い
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。

　
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
修
正
が
、
ソ
フ
ト

ウ
エ
ア
の
機
能
の
追
加
・
機
能
の
向

上
等
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の

修
正
に
要
す
る
費
用
は
資
本
的
支
出

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
が
、
消
費
税
法
改
正
に
よ
る
軽

減
税
率
制
度
の
実
施
に
対
し
て
、
現

在
使
用
し
て
い
る
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
の

効
用
を
維
持
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る

も
の
で
あ
れ
ば
、
新
た
な
機
能
の
追

加
・
機
能
の
向
上
等
に
は
該
当
せ
ず
、

修
正
に
要
す
る
費
用
は
、
修
繕
費
と

し
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
修
正
の

中
に
、
新
た
な
機
能
の
追
加
・
機
能

の
向
上
等
に
該
当
す
る
部
分
が
含
ま

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
部
分
に

関
し
て
は
資
本
的
支
出
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
る
の
で
、注
意
が
必
要
で
す
。

⑶
　
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
の
導

入
　
二
〇
二
三
年
十
月
か
ら
、
適
格
請

求
書
等
保
存
方
式
（
イ
ン
ボ
イ
ス
方

式
）
が
導
入
さ
れ
ま
す
。「
登
録
を

受
け
た
課
税
事
業
者
」
が
交
付
す
る

適
格
請
求
書
又
は
適
格
簡
易
請
求
書

及
び
帳
簿
の
保
存
が
仕
入
税
額
控
除

の
要
件
と
さ
れ
ま
す
。

※
　
適
格
請
求
書
の
記
載
事
項
は
、

発
行
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
登

録
番
号
、
取
引
年
月
日
、
取
引
の

内
容
（
軽
減
税
率
対
象
品
目
で
あ

る
場
合
は
そ
の
旨
の
記
載
を
含
む
）、

税
率
ご
と
に
合
計
し
た
対
価
の
額

及
び
適
用
税
率
、
消
費
税
額
等
、

交
付
を
受
け
る
事
業
者
の
氏
名
又

は
名
称
で
す
。

　
な
お
、
免
税
事
業
者
は
適
格
請

求
書
発
行
事
業
者
に
は
な
れ
ま
せ

ん
。

⑷
　
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
導
入

ま
で
の
経
過
措
置

　
二
〇
一
九
年
十
月
一
日
か
ら
二
〇

二
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
は
、
現
行

の
請
求
書
等
保
存
方
式
を
維
持
し
つ

つ
、
区
分
経
理
に
対
応
す
る
た
め
の

措
置
と
し
て
、
以
下
の
措
置
が
適
用

さ
れ
ま
す
。

①
　
区
分
記
載
請
求
書
等
保
存
方
式

（
請
求
書
等
に
「
軽
減
税
率
の
対

象
品
目
で
あ
る
旨
」、「
税
率
ご
と

に
合
計
し
た
対
価
の
額
」
を
加
え

た
も
の
）

②
　
売
上
げ
又
は
仕
入
れ
を
税
率
ご

と
に
区
分
す
る
こ
と
が
困
難
な
事

改
正

　
消
費
税

税
率
の
引
上
げ
と

　
軽
減
税
率
へ
の
対
応
策

改
正

　
消
費
税

税
率
の
引
上
げ
と

　
軽
減
税
率
へ
の
対
応
策
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業
者
に
対
し
、
売
上
税
額
又
は
仕

入
税
額
の
計
算
の
特
例
が
設
け
ら

れ
ま
す
。

⑸
　
免
税
事
業
者
か
ら
の
仕
入
れ
の

特
例
（
経
過
措
置
）

　
免
税
事
業
者
か
ら
の
仕
入
れ
に
つ

い
て
は
仕
入
税
額
控
除
の
対
象
に
な

り
ま
せ
ん
が
、
適
格
請
求
書
等
保
存

方
式
の
導
入
後
六
年
間
は
、
免
税
事

業
者
か
ら
の
仕
入
れ
に
つ
い
て
一
定

割
合
の
仕
入
税
額
控
除
が
認
め
ら
れ

ま
す
。

⑹
　
軽
減
税
率
Ｑ
＆
Ａ

　
国
税
庁
で
は
、
制
度
の
周
知
等
を

図
る
た
め
、
軽
減
税
率
制
度
に
関
す

る
Ｑ
＆
Ａ
を
公
表
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
中
で
は
、
取
引
き
が
軽
減
税

率
の
対
象
と
な
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
例

え
ば
、
リ
ベ
ー
ト
（
販
売
奨
励
金
）

に
つ
い
て
は
、
事
業
者
が
販
売
促
進

の
目
的
で
、課
税
資
産
の
販
売
数
量
、

販
売
高
等
に
応
じ
て
取
引
先
に
支
払

う
も
の
は
、「
売
上
げ
に
係
る
対
価

の
返
還
等
」
に
該
当
し
ま
す
。
そ
の

適
用
税
率
は
、
対
価
の
返
還
等
の
対

象
と
な
っ
た
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の

内
容
に
応
じ
て
判
断
す
る
こ
と
と
な

り
、
そ
の
取
引
が
「
飲
食
料
品
の
譲

渡
」
で
あ
れ
ば
、
軽
減
税
率
が
適
用

さ
れ
ま
す
。

　
会
社
内
や
事
業
所
内
に
あ
る
社
員

食
堂
で
提
供
す
る
食
事
は
、
そ
の
食

堂
に
お
い
て
社
員
や
職
員
に
飲
食
料

品
を
飲
食
さ
せ
る
役
務
の
提
供
を
行

う
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
食
事

の
提
供
」
に
該
当
し
、
軽
減
税
率
の

適
用
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利

用
し
た
通
信
販
売
で
あ
っ
て
も
、
販

売
す
る
商
品
が
「
飲
食
料
品
」
に
該

当
す
る
場
合
に
は
、「
飲
食
料
品
の

譲
渡
」
に
該
当
し
、
軽
減
税
率
の
適

用
対
象
と
な
り
ま
す
。

２
　
価
格
設
定
や
宣
伝
・
広
告
等

　
政
府
は
、
昨
年
十
一
月
二
十
八
日

に
「
消
費
税
率
引
上
げ
に
伴
う
価
格

設
定
に
つ
い
て
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）」

を
公
表
し
て
い
ま
す
。

　
具
体
的
に
見
る
と
、
価
格
の
表
示

に
つ
い
て
は
、
総
額
表
示
（
税
込
表

示
）
を
原
則
と
し
つ
つ
、「
◯
◯
◯
円

（
税
抜
価
格
）」、「
◯
◯
◯
円
（
本
体

価
格
）」、「
◯
◯
◯
円
＋
税
」
と
い

っ
た
表
記
も
差
し
支
え
な
い
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
小
売
店
が
値
引
き
セ
ー
ル

等
を
開
催
す
る
際
の
宣
伝
・
広
告
に

関
す
る
規
制
と
し
て
は
、「
消
費
税
還

元
セ
ー
ル
」
や
「
当
店
が
消
費
税
を

負
担
し
て
い
ま
す
」、「
消
費
税
上
昇

分
値
引
き
し
ま
す
」
と
い
っ
た
消
費

税
と
直
接
関
連
し
た
形
で
の
宣
伝
等

を
行
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
禁

止
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、「
十
月

一
日
以
降
二
％
値
下
げ
」
や
「
十
月

一
日
以
降
○
％
ポ
イ
ン
ト
付
与
」
と

い
っ
た
表
示
は
問
題
な
い
と
し
て
い

ま
す
（
左
図
参
照
）。

３
　
国
の
支
援
策

　
軽
減
税
率
対
策
補
助
金
事
務
局

（
中
小
企
業
庁
）
で
は
、
軽
減
税
率

制
度
導
入
に
よ
り
複
数
税
率
へ
の
対

応
が
必
要
と
な
る
中
小
企
業
・
小
規

模
事
業
者
等
が
、
複
数
税
率
対
応
の

レ
ジ
の
導
入
や
、
受
発
注
シ
ス
テ
ム

の
改
修
な
ど
を
行
う
に
当
た
っ
て
、

そ
の
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
「
軽

減
税
率
対
策
補
助
金
」
に
よ
る
事
業

支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
今
年
一
月
（
一
部
は
二
月
）
の
申

請
分
か
ら
は
、
制
度
が
大
幅
に
拡
充

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
主
な
も
の
で
は
、
レ
ジ
の
設
置
・

改
修
、
受
発
注
シ
ス
テ
ム
の
改
修
等

に
要
す
る
経
費
の
補
助
率
を
原
則「
四

分
の
三
以
内
」（
三
万
円
未
満
の
レ

ジ
一
台
の
み
導
入
す
る
場
合
は
「
五

分
の
四
以
内
」）
に
引
き
上
げ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
事
業
者
間
取
引
に
お

け
る
請
求
書
等
の
作
成
に
対
応
す
る

受
発
注
・
請
求
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の

開
発
・
改
修
、
事
務
機
器
等
の
導
入

費
用
を
対
象
に
追
加
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
補
助
金
を
受
け
る
に
は
導

入
・
改
修
、
支
払
完
了
期
限
や
補
助

金
申
請
期
限
が
あ
り
ま
す
。

宣伝・広告に関する規制

「10月 1日以降◯％値下げ」などの
表示は問題ない

×禁止される表示

「消費税還元セール」など、
消費税と直接関連した
宣伝・広告は禁止

温泉宿泊プランが
10月 1日以降
◯％値下げ‼

◯禁止されない表示

10
月
１
日
以
降

◯
％
ポ
イ
ン
ト
付
与

消費税
還元セール
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今
年
四
月
よ
り
、
働
き
方
改
革
の

一
環
と
し
て
、
労
働
基
準
法
の
年
次

有
給
休
暇
の
付
与
に
関
す
る
改
正
が

行
わ
れ
、
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
の

う
ち
年
五
日
に
つ
い
て
は
、
使
用
者

が
時
季
を
指
定
し
て
取
得
さ
せ
る
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
年
次
有
給
休
暇
は
、
心
身
の
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
、

労
働
者
が
請
求
す
る
時
季
に
与
え
る

こ
と
が
原
則
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
同
僚
へ
の
気
兼
ね
や

請
求
す
る
こ
と
へ
の
た
め
ら
い
等
の

理
由
か
ら
、
取
得
率
が
低
調
な
現
状

に
あ
り
、
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
促

進
が
課
題
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
こ

れ
を
解
消
す
べ
く
制
度
改
正
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

　
今
回
は
、
制
度
の
概
要
と
運
用
時

の
注
意
点
等
を
お
伝
え
し
ま
す
。

一

　基
本
的
な
ル
ー
ル

　
ま
ず
は
、
年
次
有
給
休
暇
に
つ
い

て
の
基
本
的
な
ル
ー
ル
を
み
て
い
く

こ
と
と
し
ま
す
。

㈠
　
付
与
の
要
件

　
雇
入
れ
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
か

月
継
続
勤
務
し
、
全
労
働
日
の
八
割

以
上
出
勤
し
た
労
働
者
（
管
理
監
督

者
や
有
期
雇
用
労
働
者
も
含
み
ま

す
。）
に
は
、
年
十
日
の
有
給
休
暇
が

付
与
さ
れ
ま
す
。

　
そ
の
後
は
、
一
年
ご
と
に
付
与
日

数
が
増
え
、
継
続
勤
務
年
数
が
雇
入

日
か
ら
六
年
六
か
月
経
っ
た
と
き
に

最
多
と
な
る
年
二
十
日
の
付
与
を
行

う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
な
ど
所
定

労
働
日
数
が
少
な
い
労
働
者
（
所
定

労
働
時
間
が
週
三
〇
時
間
未
満
、
か

つ
、
週
四
日
以
下
ま
た
は
年
間
二
百

十
六
日
以
下
）
に
つ
い
て
は
、
所
定

労
働
日
数
に
応
じ
た
日
数
が
付
与（
比

例
付
与
）
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
週

四
日
の
者
は
、
六
か
月
経
過
時
に
七

日
付
与
し
、
六
年
六
か
月
経
過
時
に

十
五
日
を
付
与
し
ま
す
。

㈡
　
取
得
時
季

　
年
次
有
給
休
暇
を
取
得
す
る
日
は
、

労
働
者
が
指
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

決
ま
り
、
使
用
者
は
指
定
さ
れ
た
日

に
年
次
有
給
休
暇
を
与
え
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　
一
日
単
位
で
取
得
す
る
こ
と
が
原

則
で
す
が
、
労
働
者
が
半
日
単
位
で

の
取
得
を
希
望
し
、
使
用
者
が
同
意

し
た
場
合
で
あ
れ
ば
、
半
日
単
位
で

与
え
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

　
な
お
、
労
働
者
の
指
定
し
た
日
に

年
次
有
給
休
暇
を
与
え
る
と
、
事
業

の
正
常
な
運
営
が
妨
げ
ら
れ
る
場
合

は
、
使
用
者
に
休
暇
日
を
変
更
す
る

権
利
（
時
季
変
更
権
）
が
認
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
同
一
期
間
に

多
数
の
労
働
者
が
休
暇
を
希
望
し
た

た
め
、
そ
の
全
員
に
休
暇
を
付
与
し

難
い
場
合
等
が
該
当
し
ま
す
。

㈢
　
計
画
年
休
（
計
画
的
付
与
）

　
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
日
数
の
う

ち
、
五
日
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て

は
、労
使
協
定
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
、

計
画
的
に
休
暇
取
得
日
を
割
り
振
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

㈣
　
時
間
単
位
年
休

　
労
使
協
定
を
締
結
し
、
一
時
間
単

位
で
与
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
上

限
は
一
年
で
五
日
分
ま
で
）。
半
日

単
位
は
労
使
協
定
は
不
要
で
す
が
、

時
間
単
位
は
協
定
締
結
が
条
件
と
さ

れ
て
い
る
点
に
注
意
を
要
し
ま
す
。

㈤
　
時
効

　
年
次
有
給
休
暇
の
請
求
権
の
時
効

は
二
年
で
す
。
前
年
度
に
取
得
さ
れ

な
か
っ
た
年
次
有
給
休
暇
は
当
年
度

に
与
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

二

　改
正
点

㈠
　
対
象
者

　
年
次
有
給
休
暇
付
与
日
数
が
十
日

以
上
の
労
働
者
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
前
述
の
比
例
付
与
の

対
象
者
に
つ
い
て
は
雇
い
入
れ
後
の

継
続
勤
務
に
よ
り
付
与
日
数
が
十
日

以
上
と
な
っ
た
と
き
（
例
え
ば
、
週

四
日
勤
務
の
者
は
三
年
六
か
月
経
過
）

か
ら
対
象
と
な
り
ま
す
。
前
年
度
か

ら
繰
り
越
し
た
年
次
有
給
休
暇
の
日

数
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
前
年

か
ら
の
繰
り
越
し
日
数
を
含
ま
ず
に
、

当
年
度
に
付
与
さ
れ
る
法
定
の
年
次

有
給
休
暇
の
日
数
が
十
日
以
上
で
あ

る
労
働
者
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

年
次
有
給
休
暇
に
関
す
る
改
正
（
労
働
基
準
法
）
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な
お
、
改
正
法
が
施
行
さ
れ
る
今

年
四
月
一
日
以
後
、
最
初
に
十
日
以

上
を
付
与
し
た
年
次
有
給
休
暇
に
つ

い
て
五
日
を
取
得
さ
せ
る
義
務
が
生

じ
る
も
の
で
あ
り
、
今
年
四
月
よ
り

前
に
付
与
し
た
年
次
有
給
休
暇
に
つ

い
て
は
十
日
以
上
あ
る
場
合
で
あ
っ

て
も
、
使
用
者
に
時
季
指
定
義
務
が

発
生
し
ま
せ
ん
（
年
五
日
取
得
さ
せ

な
く
と
も
、
法
違
反
と
は
な
り
ま
せ

ん
）。

㈡
　
時
季
指
定
義
務

　
年
次
有
給
休
暇
を
付
与
し
た
日（
基

準
日
）
か
ら
一
年
以
内
に
、「
五
日
」

に
つ
い
て
取
得
時
季
を
指
定
し
て
年

次
有
給
休
暇
を
取
得
さ
せ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
四
月
一
日

に
入
社
し
た
者
は
、
六
か
月
経
過
後

の
十
月
一
日
が
基
準
日
と
な
り
、
翌

年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
五
日
を

取
得
さ
せ
ま
す
。

　
な
お
、
法
定
の
付
与
日
よ
り
前
倒

し
て
付
与
し
て
い
る
場
合
は
付
与
し

た
日
か
ら
一
年
間
と
さ
れ
、
入
社
と

同
時
に
十
日
を
付
与
し
た
場
合
は
、

入
社
日
か
ら
の
一
年
間
で
五
日
を
取

得
さ
せ
ま
す
。
入
社
時
に
三
日
・
六

か
月
経
過
時
に
七
日
の
よ
う
に
分
割

し
て
付
与
し
て
い
る
場
合
は
、
合
計

日
数
が
十
日
と
な
っ
た
と
き
（
六
か

月
経
過
時
）
が
基
準
日
と
さ
れ
、
そ

の
日
か
ら
一
年
間
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
全
社
で
基
準
日
を
合
わ
せ

る
た
め
、
入
社
二
年
目
以
降
の
付
与

日
を
四
月
一
日
に
す
る
な
ど
、
付
与

す
る
日
の
統
一
を
行
っ
て
い
る
（
例

え
ば
、
入
社
後
六
か
月
経
過
時
に
十

日
、
翌
年
四
月
一
日
の
全
社
一
斉
付

与
日
に
十
一
日
）
な
ど
の
場
合
は
、

重
複
が
生
じ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を

通
じ
た
期
間
（
前
の
期
間
の
始
期
か

ら
後
の
期
間
の
終
期
ま
で
の
期
間
）

の
長
さ
に
応
じ
た
日
数
（
比
例
按
分

し
た
日
数
）
を
当
該
期
間
に
取
得
さ

せ
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
ま
す
。

　
具
体
的
に
は
、
二
〇
一
九
年
十
月

一
日
が
初
年
度
の
基
準
日
で
、

二
〇
二
〇
年
四
月
一
日
が
二
年
目
の

基
準
日
の
場
合
は
、
二
〇
一
九
年
十

月
一
日
（
一
年
目
の
基
準
日
）
か
ら

二
〇
二
一
年
三
月
三
十
一
日
（
二
年

目
の
基
準
日
か
ら
一
年
後
）
ま
で
の

期
間
（
十
八
か
月
）
に
、
七
・
五
日

（
十
八
÷
十
二
×
五
日
）
以
上
の
年

次
有
給
休
暇
を
取
得
さ
せ
る
こ
と
を

い
い
ま
す
。

㈢
　
時
季
指
定
の
方
法

　
時
季
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
労
働

者
の
意
見
を
聴
取
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
で
き
る
限
り
労
働
者
の
希

望
に
沿
っ
た
取
得
時
季
に
な
る
よ
う
、

聴
取
し
た
意
見
を
尊
重
す
る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

㈣
　
時
季
指
定
を
要
し
な
い
場
合

　
既
に
五
日
以
上
の
年
次
有
給
休
暇

を
請
求
・
取
得
し
て
い
る
労
働
者
に

対
し
て
は
、
使
用
者
に
よ
る
時
季
指

定
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
つ
ま
り
、「
使
用
者
に
よ
る
時
季

指
定
」、「
労
働
者
自
ら
の
請
求
・
取

得
」、「
計
画
年
休
」
の
い
ず
れ
か
の

方
法
で
労
働
者
に
合
計
五
日
以
上
の

年
次
有
給
休
暇
を
取
得
さ
せ
れ
ば
よ

い
こ
と
と
な
り
ま
す
。

㈤
　
年
次
有
給
休
暇
管
理
簿

　
使
用
者
は
、
労
働
者
ご
と
に
年
次

有
給
休
暇
管
理
簿
を
作
成
し
、
年
次

有
給
休
暇
を
与
え
た
期
間
中
及
び
当

該
期
間
の
満
了
後
三
年
間
保
存
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
管
理
簿
に
記
載
す
る
主
な
項
目
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

・
時
季
（
年
次
有
給
休
暇
を
取
得
し

た
日
付
）

・
日
数

・
基
準
日

　
年
次
有
給
休
暇
管
理
簿
は
労
働
者

名
簿
ま
た
は
賃
金
台
帳
と
あ
わ
せ
て

調
製
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、

必
要
な
と
き
に
い
つ
で
も
出
力
で
き

る
仕
組
み
と
し
た
上
で
、
シ
ス
テ
ム

上
で
管
理
す
る
こ
と
も
差
し
支
え
あ

り
ま
せ
ん
。

㈥
　
就
業
規
則
へ
の
記
載

　
使
用
者
に
よ
る
年
次
有
給
休
暇
の

時
季
指
定
を
実
施
す
る
場
合
は
、
時

季
指
定
の
対
象
と
な
る
労
働
者
の
範

囲
及
び
時
季
指
定
の
方
法
等
に
つ
い

て
、
就
業
規
則
に
記
載
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

㈦
　
罰
則

　
違
反
し
た
場
合
に
は
、
次
の
罰
則

が
科
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
　
年
五
日
の
年
次
有
給
休
暇
を
取

得
さ
せ
な
か
っ
た
場
合
…
三
〇
万

円
以
下
の
罰
金

・
　
使
用
者
に
よ
る
時
季
指
定
を
行

う
場
合
に
お
い
て
、
就
業
規
則
に

記
載
し
て
い
な
い
場
合
…
三
〇
万

円
以
下
の
罰
金

・
　
労
働
者
の
請
求
す
る
時
季
に
所

定
の
年
次
有
給
休
暇
を
与
え
な
か

っ
た
場
合
…
六
か
月
以
下
の
懲
役

ま
た
は
三
〇
万
円
以
下
の
罰
金

　
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

は
運
用
例
等
を
記
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
も
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
併

せ
て
ご
活
用
・
ご
確
認
く
だ
さ
い
。



　私は大手精密機器メーカーに勤務
後、妻の父親が経営するビルクリーニ

ング会社で専務として働いています。
　いま、頭を抱えているのは、社長と私の
経営方針が異なることです。これまでの成
り行きからみて、これでは仕方がないから
独立してやっていこうと思っていますが、
いかがなものでしょうか。
　ご質問によりますと、社長と専務の
確執は行き着くところまで行ったとの

判断のようですが、果たして、この判断は
正しいかどうか。改めてこちらから疑問を
呈します。
　まず、この様な場合は、やはり何が何で
もケンカ別れとなってはいけません。企業
の発展・維持に２人組み合わせて生かせる
方法はないかと論ずるべきでしょう。
　このときの注意事項をあげてみます。

　第一に、経営方針という大事な話合いや
討議をする場合は、社長と専務の二人だけ
で行わないことです。この様な時こそ、顧
問など第三者を入れ、重要事項を決めてい
くようにします。
　第二に、両者の責任・権限を明確にして
業務の分担を明確にすることです。
　その時々で権限や命令系統が変わったり
しては、これが従業員の行動を混乱させる
原因になります。
　第三は、他社にも散見されるのですが、
リーダーの立場にいる社長とか専務はどの
様な認識の下に行動すべきかが、案外、分
かっていないことが多いです。これについ
ては専門家に依頼し、意見を聞く必要があ
ると思います。
　第四として、社長の娘婿という立場から
自分のホンネ、社長の言い分をよく考えて
みることです。
　これらの対策を行い、一時の感情で社長
と袂を分かつことのないよう慎重に考えま
しょう。

義父の社長と別れて
独立すべきか

　ある過疎の町にあったスーパーの話です。
　そのスーパーの社長は売上が激減し、廃
業しようかとＫさん（ワクワク系マーケテ
ィングの提唱者）に相談しました。
　Ｋさんは「売れない原因を間違えると対
応策を間違えるよ」と教えます。
　するとその年、過去最高の売上が出まし
た。翌年もその翌年も。何をやったのか。
　商品も値段も同じ…。社長はお客様をワ
クワクさせたのです。
　例えば「福岡県朝倉市のＦ農園の梨です。
Ｆ農園の４つの梨園は九州北部豪雨で壊滅
しました。豪雨の翌日、Ｆさんは絶望的に
なりました。しかし、一つだけ持ちこたえ
た梨園がありました。Ｆさんはその梨園を
見て希望の光が見えました。これが豪雨を
持ちこたえた梨です」と宣伝しました。
　この説明を読むと買いたくなる人も少な
くないでしょう。
　人は心が動くと行動します。お客様をい
かにワクワクさせるか考えましょう。

ワクワク系マーケティング
　「損
失
の
心
理
的
イ
ン
パ
ク
ト
は

利
益
の
イ
ン
パ
ク
ト
の
二
倍
」
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

　例
え
ば
、「
一
〇
〇
円
を
ど
こ
か

で
落
と
し
た
悲
し
み
は
、
ど
こ
か
で

二
〇
〇
円
拾
う
こ
と
で
よ
う
や
く
ゼ

ロ
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　「ほ
め
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
は

心
に
と
っ
て
利
益
に
な
る
。
一
方
、

「
し
か
ら
れ
る
」こ
と
は
損
失
で
す
。

　ビ
ジ
ネ
ス
社
会
で
は
叱
ら
れ
る
こ

と
が
多
い
。
若
者
と
い
え
ど
も
、
叱

ら
れ
て
ス
ト
レ
ス
が
強
く
な
る
と
考

え
方
が
転
換
し
て
い
く
。「
こ
ん
な

頑
張
っ
て
い
る
自
分
が
責
め
ら
れ
る

べ
き
で
は
な
い
。
頑
張
っ
て
い
な
い

者
が
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
だ
」
等
の
判

断
で
勝
手
な
正
当
化
を
行
っ
て
い
き

ま
す
。

　御
社
で
は
叱
る
回
数
が
増
え
て
い

ま
せ
ん
か
？
一
度
叱
る
、
に
対
し
て

二
度
ほ
め
て
や
っ
と
ゼ
ロ
に
な
る
こ

と
を
忘
れ
な
い
で
下
さ
い
。

「
ほ
め
る
」
と
「
し
か
る
」

問

答
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