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3日・文化の日　23日勤労感謝の日

日 月 火 水 木 金 土

（霜月）NOVEMBER

11 2020（令和2年）

◆  11月の税務と労務 11月

ダイレクト納付　e-Tax（国税電子申告・納税システム）により申告書等を提出後、納
税者名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に口座引落しにより国税を電子納付
する手続き。預貯金口座ごとに「ダイレクト納付利用届出書」を提出すれば、税目別に
異なる預貯金口座で納付も可能です。令和元年度は約 154 万件の利用がありました。

国　税／ 10月分源泉所得税の納付 11月10日
国　税／ 所得税予定納税額の減額承認申請 

 11月16日
国　税／ 所得税予定納税額第2期分の納付 11月30日
国　税／ 9月決算法人の確定申告（法人税・消費税

等） 11月30日
国　税／ 12月、3月、6月決算法人の消費税等の中間

申告（年3回の場合） 11月30日
国　税／ 3月決算法人の中間申告 11月30日
国　税／ 個人事業者の消費税等の中間申告（年3回

の場合） 11月30日
地方税／ 個人事業税第2期分の納付 

 都道府県の条例で定める日
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　今
年
四
月
一
日
か
ら
新
し
い
民

法
が
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
変
更

点
は
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
が
、
企

業
と
し
て
は
保
証
人
制
度
の
改
正

部
分
に
つ
い
て
の
ポ
イ
ン
ト
を
お

さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

新
た
な
契
約
な
ど
を
結
ぶ
際
に

は
、
こ
の
改
正
点
を
注
意
し
な
け

れ
ば
、
契
約
書
の
保
証
に
関
す
る

契
約
条
項
が
無
効
に
な
っ
た
り
、

代
金
回
収
が
で
き
な
い
場
合
に
連

帯
保
証
人
へ
の
請
求
が
で
き
な
い

な
ど
重
大
な
支
障
が
生
じ
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。

1

　保
証
人
と
連
帯
保
証
人
の
違
い

　保
証
契
約
と
は
、
借
金
の
返
済
や

代
金
の
支
払
な
ど
の
債
務
を
負
う
主

債
務
者
が
そ
の
債
務
の
支
払
を
し
な

い
場
合
に
、
主
債
務
者
に
代
わ
っ
て

支
払
を
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
を
約

束
す
る
契
約
を
い
い
ま
す
。
ま
た
、

連
帯
保
証
人
と
保
証
人
と
の
違
い
も

確
認
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
、
以

下
の
三
つ
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。

⑴

　催
告
の
抗
弁

　
　主
債
務
者
が
返
済
で
き
な
く
な

っ
た
場
合
、
代
わ
り
に
返
済
を
す

る
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
点

で
は
共
通
し
ま
す
。
債
権
者
が
い

き
な
り
保
証
人
に
対
し
て
請
求
を

し
て
き
た
場
合
に
は
、
保
証
人
で

あ
れ
ば
「
ま
ず
は
主
債
務
者
に
請

求
し
て
く
だ
さ
い
」
と
主
張
す
る

こ
と
（
催
告
の
抗
弁
）
が
で
き
ま

す
が
、
連
帯
保
証
人
は
そ
の
よ
う

な
主
張
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。

⑵

　検
索
の
抗
弁

　
　主
債
務
者
が
返
済
で
き
る
資
力

が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
返
済
を

拒
否
し
た
場
合
、
保
証
人
で
あ
れ

ば
主
債
務
者
に
資
力
が
あ
る
こ
と

を
理
由
に
、
債
権
者
に
対
し
主
債

務
者
の
財
産
に
強
制
執
行
を
す
る

よ
う
に
主
張
す
る
こ
と
（
検
索
の

抗
弁
）
が
で
き
ま
す
が
、
連
帯
保

証
人
は
こ
の
よ
う
な
主
張
を
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
主
債
務
者
に
資

力
が
あ
っ
て
も
債
権
者
に
対
し
て

返
済
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

⑶

　分
別
の
利
益

　
　保
証
人
が
複
数
人
い
る
場
合
、

保
証
人
は
そ
の
頭
数
で
割
っ
た
金

額
の
み
を
負
担
す
れ
ば
よ
い
で
す

が
、
連
帯
保
証
人
は
す
べ
て
の
人

が
全
額
を
返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
義
務
を
負
い
ま
す
（
も
ち
ろ

ん
、
本
来
返
済
す
べ
き
額
を
超
え

て
返
済
す
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
）。

　以
上
の
よ
う
に
、
保
証
人
に
比
べ

て
連
帯
保
証
人
に
は
よ
り
重
い
責
任

が
課
せ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
企
業
側

が
契
約
を
す
る
場
合
に
は
、
保
証
人

で
は
な
く
一
般
的
に
代
表
取
締
役
等

を
連
帯
保
証
人
に
す
る
こ
と
が
ほ
と

ん
ど
で
す
。

2

　保
証
契
約
に
関
す
る
改
正
点

⑴

　極
度
額
（
上
限
額
）
の
定
め
の

な
い
個
人
の
根
保
証
契
約
は
無
効

　
　個
人
（
法
人
は
含
ま
れ
な
い
）

が
保
証
人
に
な
る
根
保
証
契
約
に

つ
い
て
は
、
保
証
人
が
支
払
の
責

任
を
負
う
金
額
の
上
限
と
な
る

「
極
度
額
」
を
定
め
な
け
れ
ば
、

保
証
契
約
は
無
効
と
な
る
こ
と
に

改
正
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
極
度
額

は
書
面
等
に
よ
り
当
事
者
間
の
合

意
で
「
〇
〇
円
」
な
ど
と
明
瞭
に

定
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
　改
正
後
は
極
度
額
を
定
め
な
い

で
根
保
証
契
約
を
締
結
し
て
し
ま

う
と
、
そ
の
契
約
は
無
効
と
な

り
、
保
証
人
に
対
し
て
支
払
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な

る
の
で
、
債
権
者
に
と
っ
て
は
大

変
注
意
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
個

人
が
保
証
人
に
な
る
根
保
証
契
約

に
つ
い
て
は
、
保
証
人
が
破
産
し

た
と
き
や
、
主
債
務
者
又
は
保
証

人
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
は
、
そ

の
後
に
発
生
す
る
主
債
務
は
保
証

の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

⑵

　公
証
人
に
よ
る
保
証
意
思
確
認

手
続
の
新
設

　
　法
人
や
個
人
事
業
主
が
事
業
用

〜
こ
う
変
わ
っ
た
〜

改
正
保
証
人
制
度

　
　の
ポ
イ
ン
ト
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の
融
資
を
受
け
る
場
合
に
つ
い

て
、
そ
の
事
業
に
関
与
の
少
な
い

親
族
や
知
人
な
ど
の
第
三
者
が
安

易
に
保
証
人
に
な
っ
て
し
ま
い
、

そ
の
後
多
額
の
債
務
を
負
う
と
い

う
事
態
が
依
然
と
し
て
生
じ
て
い

ま
す
。

　
　そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
個
人
が

事
業
用
の
融
資
の
保
証
人
に
な
ろ

う
と
す
る
場
合
に
は
、
公
証
人
に

よ
る
保
証
意
思
の
確
認
を
経
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
新
設
さ
れ

ま
し
た
。

　
　法
律
の
施
行
後
は
、
こ
の
意
思

確
認
の
手
続
を
経
ず
に
保
証
契
約

を
締
結
し
て
も
、
そ
の
契
約
は
無

効
と
な
り
ま
す
。

　
　な
お
、
こ
の
意
思
確
認
の
手
続

は
、
主
債
務
者
の
事
業
と
関
係
の

深
い
次
の
よ
う
な
者
に
つ
い
て
は

不
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

①

　主
債
務
者
が
法
人
で
あ
る
場

合
‥
‥
そ
の
法
人
の
理
事
、
取

締
役
、
執
行
役
や
、
議
決
権
の

過
半
数
を
有
す
る
株
主
等

②

　主
債
務
者
が
個
人
で
あ
る
場

合
‥
‥
主
債
務
者
と
共
同
し
て

事
業
を
行
っ
て
い
る
共
同
事
業

者
や
主
債
務
者
の
事
業
に
現
に

従
事
し
て
い
る
主
債
務
者
の
配

偶
者

　
　こ
れ
か
ら
保
証
人
に
な
ろ
う
と

す
る
場
合
は
、
保
証
契
約
を
す
る

前
に
原
則
と
し
て
公
証
役
場
に
出

向
い
て
、
保
証
意
思
確
認
の
手
続

（
保
証
意
思
宣
明
公
正
証
書
の
作

成
の
嘱
託
）
を
行
う
こ
と
に
な

り
、
こ
の
手
続
は
代
理
人
に
依
頼

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
本

人
自
身
が
公
証
人
か
ら
意
思
確
認

を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　し
た
が
っ
て
、
余
程
の
こ
と
で

な
い
限
り
は
関
係
の
薄
い
個
人
が

保
証
人
と
な
る
こ
と
は
な
く
な
っ

た
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

⑶

　情
報
提
供
義
務
の
新
設

　
　保
証
人
の
た
め
に
、
次
の
よ
う

な
情
報
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

①

　保
証
人
に
な
る
こ
と
を
主
債

務
者
が
依
頼
す
る
際
の
情
報
提

供
義
務

　

　
　事
業
の
た
め
に
負
担
す
る
債

務
に
つ
い
て
保
証
人
に
な
る
こ

と
を
個
人
に
依
頼
す
る
場
合
に

は
、
主
債
務
者
は
、
保
証
人
に

な
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
資
す

る
情
報
と
し
て
、

・
主
債
務
者
の
財
産
や
収
支
の

状
況

・
主
債
務
以
外
の
債
務
の
金
額

や
履
行
状
況
等
に
関
す
る
情

報
　
　の
提
供
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
り
ま
し
た
。

　
　こ
れ
は
事
業
用
融
資
に
限
ら

ず
、
売
買
代
金
や
テ
ナ
ン
ト
料

な
ど
融
資
以
外
の
債
務
の
保
証

を
す
る
契
約
書
の
場
合
に
も
適

用
が
な
さ
れ
ま
す
。

②

　主
債
務
の
履
行
状
況
に
関
す

る
情
報
提
供
義
務

　
　主
債
務
者
の
委
託
を
受
け
て

保
証
人
に
な
っ
た
個
人
及
び
法

人
の
保
証
人
は
、
債
権
者
に
対

し
て
主
債
務
に
つ
い
て
の
支
払

の
状
況
に
関
す
る
情
報
の
提
供

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

③

　主
債
務
者
が
期
限
の
利
益
を

喪
失
し
た
場
合
の
情
報
提
供
義

務

　

　
　債
務
者
が
分
割
金
の
支
払
を

遅
滞
す
る
な
ど
し
た
と
き
に
一

括
払
い
の
義
務
を
負
う
こ
と
を

「
期
限
の
利
益
の
喪
失
」
と
い

い
ま
す
。

　
　主
債
務
者
が
期
限
の
利
益
を

喪
失
す
る
と
、
遅
延
損
害
金
の

額
が
大
き
く
膨
ら
ん
で
し
ま
い

ま
す
。

　
　早
期
に
そ
の
支
払
を
し
て
お

か
な
い
と
、
保
証
人
と
し
て
も

多
額
の
支
払
を
求
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
か
ね
な
い
た
め
、
保

証
人
が
個
人
で
あ
る
場
合
に

は
、
債
権
者
は
、
主
債
務
者
が

期
限
の
利
益
を
喪
失
し
た
こ
と

を
債
権
者
が
知
っ
た
時
か
ら
二

か
月
以
内
に
そ
の
旨
を
保
証
人

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
さ
れ
ま
し
た
。

3

　ま
と
め

　冒
頭
の
通
り
、
今
回
の
改
正
で
今

年
四
月
一
日
以
降
に
締
結
す
る
契
約

か
ら
適
用
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
企

業
の
場
合
に
は
賃
貸
借
契
約
書
や
基

本
取
引
契
約
を
締
結
す
る
際
に
保
証

人
を
と
る
こ
と
は
従
来
か
ら
で
も
行

わ
れ
て
い
た
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　従
来
の
ひ
な
形
の
ま
ま
契
約
を
し

て
し
ま
う
と
、「
無
効
」
と
な
っ
た

り
、「
十
分
な
保
証
が
と
れ
な
く
な

る
可
能
性
」
も
高
い
た
め
、
ひ
な
形

を
変
更
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
実

際
の
契
約
の
際
に
は
念
の
た
め
専
門

家
の
リ
ー
ガ
ル
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る

こ
と
を
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。
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近
年
の
税
制
改
正
で
は
、
納
税
者

の
税
制
に
対
す
る
信
頼
性
を
よ
り
確

保
し
て
い
く
た
め
、「
納
税
者
の
視

点
」
及
び
「
適
正
課
税
の
視
点
」
を

踏
ま
え
た
納
税
環
境
の
整
備
が
図
ら

れ
て
い
る
と
と
も
に
、
申
告
・
納
税

方
法
の
見
直
し
等
が
積
極
的
に
行
わ

れ
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
今
年
度
改
正
で
手
当
さ

れ
た
納
税
環
境
整
備
に
関
す
る
主
な

改
正
点
に
つ
い
て
、
Q
＆
A
方
式
で

確
認
し
て
い
き
ま
す
。

　「
登
記
上
の
所
有
者
」
が

不
明
な
土
地
に
つ
い
て
、「
使

用
者
」
に
固
定
資
産
税
が
課
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
そ
う
で
す
が
、
そ
の

内
容
を
教
え
て
下
さ
い
。

　
高
齢
化
に
伴
い
全
国
で
所

有
者
不
明
の
土
地
が
増
え
て

い
る
こ
と
か
ら
見
直
さ
れ
ま
し
た
。

内
容
は
、
次
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

１
　
現
に
所
有
し
て
い
る
者
の
申
告

の
制
度
化

　
市
町
村
は
、
そ
の
市
町
村
内
の
土

地
又
は
家
屋
に
つ
い
て
、
登
記
簿
等

に
所
有
者
と
し
て
登
記
等
が
さ
れ
て

い
る
個
人
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
、

市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
そ
の
土
地
・
家
屋
を
現
に
所

有
し
て
い
る
「
現
所
有
者
」
に
氏
名
・

住
所
そ
の
他
固
定
資
産
税
の
賦
課
徴

収
に
必
要
な
事
項
を
申
告
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
制
度
は
、
令
和
二
年
四
月
一

日
以
後
の
条
例
の
施
行
日
以
後
に
現

所
有
者
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
適
用

さ
れ
て
い
ま
す
。

２
　
使
用
者
を
所
有
者
と
み
な
す
制

度
の
拡
大

　
従
来
か
ら
震
災
等
の
災
害
に
よ
り

土
地
の
所
有
者
が
不
明
な
場
合
に

は
、
限
定
的
に
そ
の
使
用
者
を
所
有

者
と
み
な
し
、
課
税
で
き
る
制
度
が

あ
り
ま
し
た
。

　
今
年
度
の
改
正
に
よ
り
、
市
町
村

が
一
定
の
調
査
を
尽
く
し
て
も
な
お

固
定
資
産
税
の
所
有
者
が
一
人
も
明

ら
か
に
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
そ
の

使
用
者
を
所
有
者
と
み
な
し
て
固
定

資
産
税
課
税
台
帳
に
登
録
し
、
固
定

資
産
税
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う

制
度
の
拡
大
が
図
ら
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
改
正
は
、
令
和
三
年
度
以
後

の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
さ
れ

ま
す
。
















　納
税
地
を
異
動
し
た
場
合

の
振
替
納
税
の
口
座
手
続
き

が
簡
素
化
さ
れ
た
そ
う
で
す
が
、
内

容
を
教
え
て
下
さ
い
。

　
こ
れ
ま
で
、
引
越
し
等
に

伴
う
納
税
地
の
異
動
が
あ
っ

た
場
合
に
引
き
続
き
異
動
先
で
も
振

替
納
税
で
同
じ
口
座
か
ら
引
き
落
と

し
を
行
う
た
め
に
は
、
異
動
前
の
納

税
地
の
所
轄
税
務
署
に
「
異
動
届
出

書
」
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
新
住

所
地
を
管
轄
す
る
税
務
署
へ
新
た
に

振
替
納
税
の
手
続
き
を
行
う
必
要
が

あ
り
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
納
税
者
利
便
の
向
上
の

観
点
か
ら
、
令
和
三
年
一
月
一
日
以

後
に
提
出
す
る
「
納
税
者
の
異
動
届

出
書
」
に
異
動
後
引
き
続
き
同
じ
金

融
機
関
の
口
座
か
ら
振
替
納
税
を
行

う
旨
を
記
載
す
れ
ば
、
新
た
な
振
替

納
税
の
手
続
き
を
す
る
必
要
が
な
く

な
り
ま
し
た
。
















　振
替
納
税
の
通
知
依
頼
が

電
子
化
さ
れ
る
そ
う
で
す

が
、
ど
う
変
わ
り
ま
す
か
。

　
振
替
納
税
の
通
知
依
頼
及

び
ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
の
利
用

届
出
に
つ
い
て
は
、
本
人
確
認
の
た

め
金
融
機
関
で
届
出
印
の
印
鑑
照
合

が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
書
面
で

の
提
出
に
限
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
近
年
、
金
融
機
関
に
お
い
て
、
印

鑑
照
合
を
必
要
と
し
な
い
本
人
確
認

の
仕
組
み
（
電
子
的
に
入
力
さ
れ
た

暗
証
番
号
の
確
認
）
が
整
備
さ
れ
て

き
た
こ
と
を
受
け
て
、
税
務
事
務
の

効
率
化
の
観
点
か
ら
令
和
三
年
一
月

Q 1

Q 2

Q 3

 A

 A

 A

納
税
環
境
の
整
備
に
伴
う
改
正
点

〜
令
和
二
年
度
税
制
改
正
よ
り
〜
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一
日
以
後
は
e

－T
a
x
で
の
申
請
等

が
可
能
と
な
り
ま
す
。
















　納
税
証
明
書
の
電
子
的
交

付
等
が
柔
軟
化
さ
れ
た
そ
う

で
す
が
、ど
の
よ
う
な
内
容
で
す
か
。

　
納
税
証
明
書
の
電
子
的
請

求
に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年

七
月
一
日
か
ら
電
子
委
任
状
の
添
付

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
代
理
人
の

代
理
受
領
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
電
子
的
交
付
に
つ
い
て
、

税
務
署
か
ら
P
D
F
デ
ー
タ
で
受
領

す
る
納
税
証
明
書
に
、
真
正
性
を
担

保
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
Q
R
コ

ー
ド
が
添
付
さ
れ
る
こ
と
で
、
納
税

証
明
書
を
複
数
印
刷
し
て
使
用
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
















　準
確
定
申
告
の
電
子
申
告

手
続
き
が
簡
単
に
行
え
る
よ

う
に
な
る
そ
う
で
す
が
、
そ
の
内
容

を
教
え
て
下
さ
い
。

　
相
続
人
が
複
数
い
る
場

合
、
各
相
続
人
の
内
容
確
認

と
自
署
に
よ
る
署
名
・
捺
印
が
必
要

で
し
た
が
、
納
税
者
の
利
便
性
向
上

の
た
め
簡
素
化
が
図
ら
れ
ま
し
た
。

　
具
体
的
に
は
、
令
和
二
年
分
以
後

の
準
確
定
申
告
書
を
同
年
一
月
一
日

以
後
に
電
子
申
告
で
提
出
す
る
場
合

に
、
申
告
デ
ー
タ
を
送
信
す
る
相
続

人
以
外
の
相
続
人
が
申
告
内
容
を
確

認
し
た
旨
を
証
す
る
「
確
認
書
」
を

添
付
す
る
こ
と
で
、
申
告
デ
ー
タ
を

送
信
す
る
相
続
人
以
外
の
相
続
人
の

電
子
署
名
及
び
電
子
証
明
書
の
送
信

は
不
要
と
な
り
ま
し
た
。
















　電
子
帳
簿
等
保
存
制
度
が

見
直
さ
れ
ま
し
た
が
、
内
容

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
。

　
電
子
取
引
を
行
っ
た
場
合

の
電
磁
的
記
録
の
保
存
方
法

の
範
囲
に
、
受
領
者
側
（
ユ
ー
ザ
ー

側
）
が
自
由
に
改
変
で
き
な
い
も
の

と
し
て
、
以
下
の
方
法
が
加
え
ら
れ

ま
し
た
（
受
領
者
側
で
の
タ
イ
ム
ス

タ
ン
プ
の
付
与
が
不
要
）。

１
　
発
行
者
側
で
の
タ
イ
ム
ス
タ
ン

プ
付
与

　
発
行
者
の
タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
が
付

与
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
受
領
し
た

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
電
磁
的
記
録

を
保
存
す
る
方
法

２
　
ク
ラ
ウ
ド
シ
ス
テ
ム
等
の
利
用

　
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
、
訂
正
又

は
削
除
を
行
っ
た
事
実
及
び
内
容
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
シ
ス
テ
ム

（
訂
正
又
は
削
除
を
行
う
こ
と
が
で

き
な
い
シ
ス
テ
ム
を
含
む
）
に
お
い

て
、
そ
の
電
磁
記
録
の
授
受
及
び
保

存
を
行
う
方
法
















　印
紙
税
で
の
改
正
点
を
教

え
て
下
さ
い
。

　
建
設
投
資
の
促
進
、
不
動

産
取
引
の
活
性
化
を
引
き
続

き
図
る
た
め
、「
不
動
産
譲
渡
契
約

書
」
及
び
「
建
設
工
事
請
負
契
約
書
」

の
印
紙
税
の
軽
減
措
置
（
図
表
）
の

適
用
期
限
が
二
年
間
延
長
さ
れ
、
令

和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
さ
れ

ま
し
た
。
















　そ
の
他
、
納
税
環
境
整
備

に
関
係
す
る
見
直
し
を
教
え

て
下
さ
い
。

　
そ
の
他
、
次
の
よ
う
な
見

直
し
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

１
　
事
業
承
継
税
制
に
係
る
届
出
書

の
添
付

　
非
上
場
株
式
等
に
つ
い
て
の
贈
与

税
及
び
相
続
税
の
納
税
猶
予
制
度
等

に
お
け
る
「
継
続
届
出
書
」
な
ど
に

つ
い
て
、
認
定
贈
与
承
継
会
社
等
に

係
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

の
添
付
が
不
要
と
な
り
ま
し
た
。

２
　
延
納
申
請
書
等
の
記
載
事
項
等

　
延
納
又
は
物
納
の
申
請
書
に
つ
い

て
、
次
に
掲
げ
る
法
人
の
貸
借
対
照

表
及
び
損
益
計
算
書
の
添
付
が
不
要

と
な
り
ま
し
た
。

・
　
延
納
の
担
保
が
保
証
人
（
法

人
）
の
保
証
で
あ
る
場
合
に
お
け

る
そ
の
法
人

・
　
非
上
場
株
式
を
物
納
す
る
場
合

に
お
け
る
そ
の
非
上
場
株
式
に
係

る
法
人

　
1
及
び
2
の
改
正
は
、
令
和
二
年

四
月
一
日
よ
り
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

Q 4Q 5

Q 6

Q 7

Q 8

 A A

 A

 A

 A

軽減税率を踏まえた印紙税額
契約金額 軽減措置

不動産譲渡契約書 建設工事請負契約書
1万円以上 50万円以下 1万円以上 200万円以下 200円
50万円超 100万円以下 200万円超 300万円以下 500円
100 万円超 500万円以下 300万円超 500万円以下 1,000 円

500 万円超 1,000 万円以下 5,000 円
1,000 万円超 5,000 万円以下 1万円
5,000 万円超 1億円以下 3万円
1億円超 5億円以下 6万円
5億円超 10億円以下 16万円
10億円超 50億円以下 32万円

50億円超 48万円
※ 契約金額が 1万円未満は非課税、記載なしは 200円。
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　「
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
」
は
前

日
の
終
業
時
刻
と
翌
日
の
始
業
時
刻

の
間
に
一
定
時
間
の
休
息
を
確
保
す

る
こ
と
を
い
い
、
平
成
三
十
一
年
四

月
よ
り
、
働
き
方
改
革
の
一
環
と
し

て
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
を
導

入
す
る
こ
と
が
事
業
主
の
努
力
義
務

と
さ
れ
て
い
ま
す
（
労
働
時
間
等
設

定
改
善
法
の
改
正
）。

　
今
回
は
こ
の
制
度
の
導
入
・
運
用

の
ポ
イ
ン
ト
を
お
伝
え
し
ま
す
。

一

　制
度
概
要

㈠
　
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度

　
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
は
、

勤
務
終
了
後
か
ら
一
定
時
間
以
上
の

イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
を
設
け
る
こ
と

で
、
従
業
員
の
生
活
時
間
や
睡
眠
時

間
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　
労
働
時
間
等
設
定
改
善
指
針
（
労

働
時
間
等
見
直
し
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）

に
お
い
て
は
、「
労
働
者
の
生
活
時

間
や
睡
眠
時
間
を
確
保
し
、
労
働
者

の
健
康
の
保
持
や
仕
事
と
生
活
の
調

和
を
図
る
た
め
に
有
効
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
そ
の
導
入
に
努
め
る
こ
と
。

な
お
、
当
該
一
定
時
間
を
設
定
す
る

に
際
し
て
は
、
労
働
者
の
通
勤
時

間
、
交
替
制
勤
務
等
の
勤
務
形
態
や

勤
務
実
態
等
を
十
分
に
考
慮
し
、
仕

事
と
生
活
の
両
立
が
可
能
な
実
効
性

あ
る
休
息
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
配
慮

す
る
こ
と
。」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

㈡
　
導
入
例

　
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
の
導
入
例

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
前
提
条
件
と
し
て
、
労
働
時
間
は

九
時
か
ら
一
八
時
ま
で
の
八
時
間

（
途
中
に
一
時
間
の
休
憩
）、
イ
ン
タ

ー
バ
ル
時
間
は
一
一
時
間
と
し
た
事

業
所
の
例
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

①
　
残
業
時
間
を
制
限

　
翌
日
の
始
業
時
刻
（
九
時
）
ま
で

の
間
に
一
一
時
間
の
イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
間
を
確
保
す
る
た
め
、
残
業
時
間

の
上
限
を
二
二
時
ま
で
と
設
定
し
、

二
二
時
に
は
業
務
を
終
え
ま
す
。

②
　
翌
日
の
始
業
時
刻
を
調
整

　
①
の
よ
う
な
残
業
時
間
の
上
限
は

定
め
ず
前
日
の
勤
務
終
了
後
に
一
一

時
間
の
イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
を
確
保

し
始
業
時
刻
を
後
ろ
倒
し
に
し
ま
す
。

　
例
え
ば
、
二
三
時
に
業
務
を
終
え

た
場
合
は
、
そ
の
時
点
か
ら
一
一
時

間
の
休
息
を
設
け
、
翌
日
の
始
業
時

刻
を
一
〇
時
と
し
ま
す
。

　
な
お
、
類
似
の
運
用
例
と
し
て
、

始
業
は
当
初
の
時
刻
（
九
時
）
の
ま

ま
と
し
つ
つ
、
九
時
か
ら
一
〇
時
ま

で
を
「
働
い
た
も
の
と
み
な
す
」
こ

と
に
よ
り
イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
を
確

保
す
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。

㈢
　
効
果

　
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
の
導

入
に
よ
り
得
ら
れ
る
効
果
と
し
て
、

次
の
三
つ
が
あ
り
ま
す
。

①
　
従
業
員
の
健
康
の
維
持
・
向
上

　
イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
が
短
く
な
る

に
つ
れ
て
ス
ト
レ
ス
反
応
が
高
く
な

る
こ
と
、
イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
が

一
二
時
間
を
下
回
る
と
起
床
時
疲
労

感
が
残
る
こ
と
が
調
査
に
よ
り
明
ら

か
に
な
っ
て
い
ま
す
（
厚
生
労
働
省

「
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
導

入
・
運
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
よ
り
）。

ま
た
、
看
護
師
を
対
象
と
し
た
調
査

で
は
、
前
月
の
夜
勤
の
有
無
よ
り

も
、
一
一
時
間
未
満
の
イ
ン
タ
ー
バ

ル
時
間
の
有
無
が
翌
月
の
病
気
休
暇

日
数
に
影
響
し
て
お
り
、
制
度
導
入

に
よ
る
イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
の
確
保

が
、
従
業
員
の
健
康
の
維
持
・
向
上

に
つ
な
が
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま

す
（
同
マ
ニ
ュ
ア
ル
）。

②
　
従
業
員
の
確
保
・
定
着

　
日
々
の
イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
の
確

保
に
よ
り
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ

ラ
ン
ス
の
充
実
が
図
ら
れ
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
職
場
は
従
業
員
に
と
っ
て

働
き
や
す
く
魅
力
的
な
職
場
で
あ
る

と
言
え
、
十
分
な
イ
ン
タ
ー
バ
ル
時

間
の
確
保
は
人
材
の
確
保
・
定
着
に

大
き
く
資
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

③
　
生
産
性
の
向
上

　
制
度
導
入
に
よ
り
、従
業
員
は「
仕

事
に
集
中
す
る
時
間
」
と
「
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
に
集
中
す
る
時
間
」
の
メ
リ

ハ
リ
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
、
仕
事
へ
の
集
中
度
が
高
ま

る
こ
と
が
期
待
で
き
ま
す
。
こ
れ
が

製
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
品
質
水
準
の
向

上
や
生
産
性
の
向
上
に
つ
な
が
る
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

二

　導
入
・
運
用

　
事
業
主
が
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル

制
度
を
導
入
・
運
用
す
る
た
め
の
具

体
的
な
取
組
は
、
労
使
の
話
し
合
い

勤務間
インターバル
制度の
導入と運用
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を
土
台
と
し
、
次
の
四
つ
の
段
階
を

踏
ま
え
て
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
労
使
間
の
話
し
合
い
の
場
と
し
て

は
、
労
働
組
合
と
の
交
渉
・
協
議
の

ほ
か
、
労
働
時
間
等
設
定
改
善
委
員

会
・
労
働
時
間
等
設
定
改
善
企
業
委

員
会
や
安
全
衛
生
委
員
会
等
が
あ
り

ま
す
。

㈠
　
導
入
の
検
討

　
導
入
の
検
討
段
階
で
は
次
の
よ
う

な
こ
と
を
行
い
ま
す
。

・
　
制
度
導
入
に
向
け
た
具
体
的
な

検
討
を
始
め
る
前
に
、
労
働
時
間

等
に
関
わ
る
現
状
把
握
と
課
題
抽

出
。

・
　
制
度
導
入
が
経
営
に
と
っ
て
ど

の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
か
を
確
認

し
た
う
え
で
、
具
体
的
な
導
入
目

的
を
設
定
。

・
　
経
営
層
が
制
度
の
実
施
に
つ
い

て
約
束
し
責
任
を
持
つ
姿
勢
を
明

確
に
す
る
。

㈡
　
設
計

　
次
の
七
項
目
に
つ
い
て
検
討
し
、

具
体
的
に
制
度
を
設
計
し
ま
す
。
そ

の
後
、
就
業
規
則
の
改
訂
な
ど
制
度

の
根
拠
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

・
　
適
用
対
象
の
設
定

・
　
イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
数
の
設
定

・
　
イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
を
確
保
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
翌
日
の
所
定

勤
務
開
始
時
刻
を
超
え
て
し
ま
う

場
合
の
取
扱
い
の
設
定

・
　
イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
を
確
保
で

き
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
ケ
ー

ス
の
設
定

・
　
イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
の
確
保
に

関
す
る
手
続
き
の
検
討

・
　
イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
を
確
保
で

き
な
か
っ
た
場
合
の
対
応
方
法
の

検
討

・
　
労
働
時
間
管
理
方
法
の
見
直
し

㈢
　
導
入
と
運
用

　
導
入
と
運
用
の
際
は
、
次
の
こ
と

を
行
い
ま
す
。

・
　
管
理
職
や
従
業
員
に
、
制
度
導

入
の
意
義
や
制
度
内
容
等
を
周
知

し
ま
す
。

・
　
顧
客
や
取
引
先
へ
、
制
度
を
導

入
し
た
こ
と
や
制
度
内
容
を
説
明

し
ま
す
。

・
　
イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
を
確
保
し

や
す
い
環
境
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。

㈣
　
見
直
し

・
　
制
度
導
入
か
ら
一
定
期
間
経
過

後
、
制
度
の
効
果
検
証
、
課
題
等

の
洗
い
出
し
を
行
い
ま
す
。

・
　
課
題
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合

に
は
、
制
度
内
容
・
運
用
方
法
の

見
直
し
を
行
い
ま
す
。

三

　成
功
の
ポ
イ
ン
ト

　
導
入
・
運
用
を
成
功
さ
せ
る
た
め

の
主
な
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
三
点
で
す
。

㈠
　
本
格
導
入
前
の
試
行
運
用

　
本
格
導
入
前
に
試
行
期
間
を
設
け

る
こ
と
が
有
効
で
す
。

　
試
行
を
通
じ
て
イ
ン
タ
ー
バ
ル
時

間
数
や
申
請
手
続
き
等
の
制
度
内
容

の
妥
当
性
を
確
認
し
、
必
要
に
応
じ

て
見
直
し
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
働

き
方
や
仕
事
の
進
め
方
に
合
っ
た
制

度
を
導
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
導
入
後
に
留
意
す
べ
き
こ
と

を
あ
ら
か
じ
め
把
握
で
き
る
た
め
、

円
滑
な
運
用
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

㈡
　
イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
の
確
保
に

向
け
た
職
場
風
土
を
醸
成

　
イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
を
十
分
に
確

保
す
る
た
め
に
は
、
時
間
外
労
働
を

減
ら
す
こ
と
が
必
要
で
す
。
無
駄
な

作
業
を
洗
い
出
し
、
仕
事
の
進
め
方

を
見
直
す
等
、
効
率
化
を
図
り
ま
し

ょ
う
。
ま
た
、
特
定
の
従
業
員
に
仕

事
の
負
荷
が
か
か
っ
て
い
な
い
か
等

を
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て
仕
事
配

分
を
見
直
す
こ
と
も
重
要
で
す
。

㈢
　
イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
の
把
握
・

管
理
に
向
け
た
仕
組
を
導
入

　
タ
イ
ム
カ
ー
ド
等
に
よ
る
記
録
、

パ
ソ
コ
ン
の
ロ
グ
イ
ン
・
ロ
グ
ア
ウ

ト
の
時
刻
と
い
っ
た
客
観
的
な
方
法

で
勤
務
開
始
・
終
了
時
刻
を
把
握
す

る
こ
と
に
加
え
、
勤
務
終
了
時
刻
か

ら
翌
日
の
勤
務
開
始
時
刻
ま
で
に
ど

れ
だ
け
の
時
間
を
確
保
で
き
て
い
る

か
が
一
目
で
わ
か
る
（
自
動
計
算
さ

れ
る
）
勤
怠
管
理
シ
ス
テ
ム
の
導

入
・
改
修
、
一
定
の
イ
ン
タ
ー
バ
ル

時
間
を
確
保
で
き
て
い
な
い
従
業
員

が
い
る
場
合
、
上
長
等
に
自
動
通
知

さ
れ
る
仕
組
み
な
ど
の
導
入
が
有
効

で
し
ょ
う
。

四

　助
成
金
の
活
用

　
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
の
導
入
に

取
り
組
む
中
小
企
業
事
業
主
を
支
援

す
る
た
め
の
助
成
金
と
し
て
、「
働

き
方
改
革
推
進
支
援
助
成
金
」
勤
務

間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
導
入
コ
ー
ス
が
設

け
ら
れ
て
い
ま
す（
厚
生
労
働
省
）。

　
労
務
管
理
担
当
者
へ
の
研
修
な
ど

支
給
対
象
と
な
る
取
組
を
実
施
し
、

所
定
の
成
果
目
標
を
達
成
し
た
と
き

に
、
実
施
に
要
し
た
経
費
の
一
部
が

支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　
問
い
合
わ
せ
や
書
類
の
提
出
窓
口

は
、
都
道
府
県
労
働
局
雇
用
環
境
・

均
等
部
（
室
）
で
す
。
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　「継続は力なり」ということわざはあま
りにも有名ですし、知らない人はいないか
と思います。
　その語源には諸説ありますが、大正時代
に活躍した浄土宗の住岡夜晃がまとめた
「讃嘆の詩（さんだんのうた）上巻」が最も
有力だと言われています。「讃嘆の詩」に
は「念願は人格を決定す～継続は力なり」
というくだりが記されており、この部分が
のちに広く知れ渡るようになり、ことわざ
として確立したと言われています。
　「継続は力なり」は英語のことわざでも
あります。英語圏でも広く使われる哲学に
基づくモットーの一つであるともいえま
す。英語では「continuity is the father of 
success」と言い、直訳すると「継続は成功
の父」となります。
　成功者は、諦めなかったことを成功の条
件にあげることがあります。すぐに諦める

人にしてみれば、自分にはない特別な才能
があるから続けることができるのだろうと
考えてしまったり嫉妬してしまうこともあ
りますが、そうではないのかもしれません。
　誰でもまず目標に向かって努力します
が、その目標が簡単でも困難すぎても意欲
が起こりません。野球をしたことのない人
がプロ並みの目標を設定したとしてもやる
前に諦めてしまいます。難易度と達成感の
バランスが最適でないと継続することは困
難になることでしょう。
　元メジャーリーガーのイチロー選手も
『今自分にできること。頑張ればできそう
なこと。そういうことを積み重ねていかな
いと、遠くの大きな目標は近づいてこない』
と述べています。
　事業も同様です、大きな最終目標を持つ
と同時に、まずは今自分にできる目標を設
定してそのために継続努力することが成功
への秘訣かと思います。

継続は力なり

　近江（現在の滋賀県）の商人が江戸時代
から明治にかけて日本各地で活躍する際
に、商人たちが信用を得るために大切にし
ていたのが、「買い手よし」、「売り手よし」、
「世間よし」という「三方良し」の精神でし
た。
　「三方良し」をモットーに、商人たちは
自分だけの利益を追求することなく、多く
の人に喜ばれる商品を提供し続け信用を獲
得していきました。また商人たちは、自分
たちの利益が貯まってくると無償で橋や学
校を建てたりと、世の中のためにも大いに
貢献したと言われています。
　日本経済はコロナウイルスによって大き
なダメージを受けましたが、この「三方良
し」の精神をもって、商売の原点を見つめ
なおし、自分だけの利益を求めず、世の中
のために何ができるのかを考えてみるよい
機会ではないでしょうか。

三方良し（さんぽうよし）
　今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
世
界
的
な
流
行
に
見
舞
わ

れ
、
感
染
予
防
の
為
に
人
々
が
あ
ら

ゆ
る
こ
と
を
し
て
き
た
一
年
で
し
た
。

　十
一
月
を
迎
え
、
新
型
コ
ロ
ナ
だ

け
で
な
く
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

の
流
行
す
る
時
期
も
間
も
な
く
や
っ

て
来
ま
す
。

　新
型
コ
ロ
ナ
と
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

は
発
熱
や
咳
な
ど
の
症
状
が
よ
く
似

て
い
る
た
め
、
同
時
に
流
行
し
た
場

合
、
医
療
機
関
で
の
対
応
が
難
し
く

な
る
場
合
が
あ
る
と
懸
念
さ
れ
て
い

ま
す
。

　ワ
ク
チ
ン
の
接
種
や
時
差
通
勤
、

社
内
で
の
密
の
回
避
、
忘
年
会
及
び

新
年
会
の
催
し
方
（
ま
た
は
開
催
の

有
無
）
の
検
討
な
ど
、
こ
こ
で
今
一

度
考
え
得
る
限
り
の
予
防
策
を
講

じ
、
来
る
冬
を
従
業
員
や
そ
の
家
族

の
皆
さ
ん
全
員
で
元
気
に
乗
り
越
え

ま
し
ょ
う
。

冬
の
過
ご
し
方

発行


