
経営者必読！

経営者であれば
知っておくべき
税金知識のイロハ

経営者に税務を広める税理士の会



は
じ
め
に

　
「
知
っ
て
い
れ
ば
・
・
・
損
し
な
か
っ
た
！
」

　

悲
し
い
か
な
、
税
金
の
世
界
で
は
よ
く
あ
る
話
で
す
。

　

日
本
の
税
制
は
特
に
複
雑
に
作
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
毎
年
税
制
改
正
さ
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
経

営
者
と
し
て
す
べ
て
の
税
制
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
と
し
て
も
・
・
・「
た
だ
知
ら
な
い
が
た
め

に
損
を
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
多
々
起
こ
る
の
も
ま
た
現
実
で
す
。

　

経
営
者
が
す
べ
て
の
税
制
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
か
ら
こ
そ
税
理
士
が
存
在
す
る
わ
け
な
の
で
す

が
、
こ
こ
で
さ
ら
に
難
し
い
問
題
は
、「
知
ら
な
い
こ
と
は
質
問
す
ら
で
き
な
い
」
と
い
う
現
実
で
す
。

　

中
途
半
端
で
も
い
い
の
で
、
何
か
少
し
で
も
知
っ
て
い
れ
ば
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
か
ら
税
理
士
に
聞
こ

う
」
と
思
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、知
ら
な
い
こ
と
は
そ
も
そ
も
質
問
す
ら
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

後
で
気
付
い
て
み
れ
ば
（
ず
っ
と
気
付
か
な
い
こ
と
も
多
い
は
ず
で
す
）、
い
つ
の
間
に
か
税
金
を
損
し

て
い
た
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
す
。

経営者であれば知っておくべき税金知識のイロハ 2



　

た
だ
で
さ
え
経
営
負
担
が
大
き
い
税
金
を
、
こ
れ
で
は
ム
ダ
に
払
っ
て
い
る
と
い
う
現
状
を
打
破
す
る

こ
と
は
ず
っ
と
で
き
ま
せ
ん
。

　

こ
う
い
う
捉
え
方
で
考
え
み
る
と
、経
営
者
と
し
て
最
低
限
の
税
金
知
識
は
絶
対
に
必
要
と
い
え
ま
す
。

ま
た
、そ
れ
ら
税
金
知
識
が
あ
れ
ば
、税
金
を
損
し
な
い
よ
う
に
ど
う
取
引
き
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？

何
を
し
て
お
く
べ
き
な
の
か
？
と
い
う
観
点
で
経
営
判
断
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
す
。

　

本
書
の
中
で
詳
し
く
述
べ
ま
す
が
、

・
建
物
を
直
し
た
だ
け
な
の
に
、
な
ぜ
全
額
経
費
に
な
ら
な
い
の
？

・
回
収
で
き
な
い
売
掛
金
は
な
ぜ
経
費
に
な
ら
な
い
の
？

・
取
引
先
と
の
契
約
書
が
多
く
て
・
・
・
印
紙
税
負
担
が
多
額
な
の
は
ど
う
に
か
な
ら
な
い
の
？

　

こ
う
い
う
経
営
に
直
結
す
る
問
題
も
、
本
書
を
読
め
ば
、
何
が
ど
う
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
ど
こ
を
ど

う
す
れ
ば
経
費
に
な
る
（
か
も
し
れ
な
い
）
と
い
う
こ
と
が
、お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

　

本
書
は
タ
イ
ト
ル
の
と
お
り
、「
経
営
者
で
あ
れ
ば
知
っ
て
お
く
べ
き
税
金
知
識
」
だ
け
に
着
目
し
、

◉  はじめに3



執
筆
し
た
も
の
で
す
。

　

税
金
知
識
を
解
説
し
て
い
く
中
で
、
多
少
難
し
い
と
感
じ
ら
れ
る
表
現
な
ど
も
あ
る
か
と
は
思
い
ま
す

が
、
難
解
な
税
制
を
で
き
る
限
り
わ
か
り
や
す
く
、
ま
た
経
営
者
に
と
っ
て
は
不
要
と
考
え
ら
れ
る
項
目

は
、
あ
え
て
載
せ
な
い
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

い
わ
ば
、
税
理
士
・
会
計
事
務
所
と
し
て
、
経
営
者
に
伝
え
た
い
税
金
知
識
だ
け
に
絞
っ
た
と
も
い
え

ま
す
。も
っ
と
深
く
知
り
た
い
、と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、ぜ
ひ
私
に
聞
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
「
経
営
者
と
し
て
知
っ
て
お
く
べ
き
税
金
知
識
」
本
書
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
１
人
で
も
多
く
の
経
営

者
に
知
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
こ
の
上
な
い
幸
せ
に
感
じ
ま
す
。

　

ぜ
ひ
最
後
ま
で
お
付
き
合
い
く
だ
さ
い
。

経
営
者
に
税
務
を
広
め
る
税
理
士
の
会

経営者であれば知っておくべき税金知識のイロハ 4
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Ⅰ　

役
員
給
与
税
制
の
概
要

【
Ｑ
1
】〈
損
金
と
な
る
役
員
給
与
の
範
囲
〉

損
金
と
な
る
役
員
給
与
の
具
体
的
な
範
囲
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

【
Ａ
1
】〈
原
則
と
し
て
３
つ
の
役
員
給
与
の
み
損
金
と
な
る
〉

原
則
と
し
て
、
損
金
に
算
入
さ
れ
る
役
員
給
与
は
、
①
定
期
同
額
給
与
、
②
事
前
確
定
届
出
給

与
、
③
利
益
連
動
給
与
の
３
つ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

加
え
て
、
こ
れ
ら
に
該
当
し
た
と
し
て
も
、
不
相
当
に
高
額
な
役
員
給
与
や
不
正
経
理
に
基
づ

き
支
出
し
た
役
員
給
与
は
損
金
に
な
り
ま
せ
ん
。

【
解
説
】

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
い
役
員
給
与
は
、
損
金
と
な
り
ま
せ
ん
。

経営者であれば知っておくべき税金知識のイロハ 10



①
定
期
同
額
給
与

　

定
期
同
額
給
与
と
は
、
支
給
時
期
が
一
月
以
下
の
一
定
の
期
間
ご
と

で
あ
る
給
与
の
う
ち
、
事
業
年
度
の
各
支
給
時
期
に
お
け
る
支
給
金
額

が
同
額
で
あ
る
も
の
な
ど
、
所
定
の
役
員
給
与
を
言
い
ま
す
。
典
型
例

は
、（
図
１
）
の
同
一
事
業
年
度
内
定
期
同
額
給
与
で
す
。「
役
員
報
酬

は
毎
月
同
額
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。」
と
い
っ
た
話
を
耳
に
し
た
方

も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
話
は
こ
の
定
期
同
額
給
与
か
ら

来
て
い
ま
す
。
役
員
給
与
の
う
ち
、
毎
月
支
給
さ
れ
る
役
員
報
酬
は
、

基
本
的
に
は
同
額
で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

②
事
前
確
定
届
出
給
与

　

事
前
確
定
届
出
給
与
と
は
、
役
員
賞
与
を
支
出
す
る
場
合
な
ど
に
使

わ
れ
る
も
の
で
す
。
賞
与
は
毎
月
出
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

①
の
定
期
同
額
給
与
に
当
た
ら
ず
、
原
則
損
金
に
は
な
ら
な
い
と
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
例
外
と
し
て
こ
の
制
度
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
×
1
年
7
月
25
日
に
役
員
賞
与
を
2
0
0
万
円
支
給
す
る

■（図1）同一事業年度内定期同額給与のイメージ

4月

役員給与
支給額

毎月の役員給与の支給額が
  事業年度中同額

×1.4.1 ×2.3.31

5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

◉  第  1  章　「役員給与の税務」11



予
定
で
あ
れ
ば
、
所
定
の
期
日
ま
で
に
「
×
1
年
7
月
25
年
に
、

2
0
0
万
円
を
支
出
す
る
」
と
い
う
届
出
を
あ
ら
か
じ
め
税
務
署

に
行
い
、
そ
の
通
り
に
支
給
を
す
れ
ば
、
こ
の
役
員
賞
与
は
損
金

に
算
入
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
支
給
時
期
や
支
給
額
を
、
あ
ら
か

じ
め
税
務
署
に
届
け
出
た
上
で
、
そ
の
通
り
に
支
給
し
た
場
合
に

認
め
ら
れ
る
の
が
こ
の
事
前
確
定
届
出
給
与
な
の
で
す
（
図
２
参

照
）。

③
利
益
連
動
給
与

　

利
益
連
動
給
与
と
は
、
同
族
会
社
に
該
当
し
な
い
法
人
に
対
し

て
の
み
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
取
締
役
等
に
対
し
て
支
給
す

る
自
社
の
業
績
に
連
動
し
た
給
与
の
う
ち
、（
図
３
）
の
要
件
を

満
た
す
給
与
を
い
い
ま
す
。

　

そ
の
他
、
①
～
③
に
該
当
す
る
役
員
給
与
で
あ
っ
て
も
、
以
下

の
④
と
⑤
に
該
当
す
る
役
員
給
与
は
、
損
金
に
算
入
さ
れ
な
い
と

■（図2）事前確定届出給与のイメージ

所定の時期までに
税務署へ届出

支給時期や
支給額など

届け出た
金額

×1.4.1 提出期限 ×2.3.31届け出た
支給日

損 
金 

算 

入
!!

届出通りの支給

経営者であれば知っておくべき税金知識のイロハ 12



さ
れ
て
い
ま
す
。

④
不
相
当
に
高
額
な
役
員
給
与
の
金
額

　

同
業
他
社
の
役
員
給
与
の
水
準
な
ど
に
照
ら
し
、
所
定
の
方

法
で
計
算
さ
れ
る
適
正
額
を
超
え
る
役
員
給
与
に
つ
い
て
は
、

「
不
相
当
に
高
額
な
役
員
給
与
」
と
し
て
損
金
と
な
ら
な
い
、

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑤
不
正
に
経
理
し
て
支
出
し
た
給
与

　

い
わ
ゆ
る
不
正
経
理
で
あ
る
、「
事
実
を
隠
ぺ
い
し
、
又
は

仮
装
し
て
経
理
を
す
る
こ
と
に
よ
り
」支
出
し
た
役
員
給
与
は
、

損
金
と
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

■（図3）利益連動給与の要件

要　　件 内　　容

支給法人 同族会社でないこと

算定方法 利益指標などを基礎とし、かつ所定の方法で決定等される客
観的なものであること

支払時期 利益指標等が確定した後1月以内に支払われ、又は支払われ
る見込みであること

経理方法 決算において費用又は損失として経理をしていること

◉  第  1  章　「役員給与の税務」13



Ⅱ　

損
金
と
な
る
役
員
給
与
の
意
義

【
Ｑ
2
】〈
定
期
同
額
給
与
と
役
員
給
与
の
改
定
〉

役
員
給
与
と
し
て
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
る
定
期
同
額
給
与
は
、
毎
月
同
じ
金
額
を
支
給
す
る

役
員
給
与
を
意
味
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
改
定
し
た
い
場
合
に
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば

い
い
で
し
ょ
う
か
？

【
Ａ
2
】〈
原
則
と
し
て
事
業
年
度
開
始
日
か
ら
３
月
以
内
に
行
う
〉

定
期
同
額
給
与
の
改
定
は
、
原
則
と
し
て
事
業
年
度
開
始
日
か
ら
３
月
以
内
に
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。
加
え
て
、
同
額
で
あ
る
期
間
の
判
定
は
、
原
則
と
し
て
今
回
の
定
時
株
主
総
会
か
ら

次
回
の
定
時
株
主
総
会
ま
で
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
解
説
】

　

定
期
同
額
給
与
と
は
、
支
給
時
期
が
一
月
以
下
の
一
定
の
期
間
ご
と
で
あ
る
給
与
の
う
ち
、
事
業
年
度

の
各
支
給
時
期
に
お
け
る
支
給
金
額
が
同
額
で
あ
る
も
の
な
ど
、
所
定
の
役
員
給
与
を
言
い
ま
す
が
、
役

経営者であれば知っておくべき税金知識のイロハ 14



員
給
与
の
改
定
を
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
役
員
給
与
の
改
定
に
つ
い
て
は
、
①
「
事
業
年
度
開
始
の
日

か
ら
給
与
改
定
後
の
最
初
の
支
給
時
期
の
前
日
ま
で
」
及
び
②
「
給
与
改
定
前
の
最
後
の
支
給
時
期
の
翌

日
か
ら
当
該
事
業
年
度
終
了
の
日
ま
で
」
の
間
の
各
支
給
時
期
に
お
け
る
支
給
額
が
同
額
で
あ
れ
ば
、
定

期
同
額
給
与
に
該
当
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
有
効
な
改
定
で
あ
り
、
か
つ
改
定
前
後
で
同
額

で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
定
期
同
額
給
与
に
該
当
す
る
の
で
す
。

　

役
員
給
与
の
改
定
は
、
法
律
上
は
事
業
年
度
開
始
日
か
ら
３
月
以
内
に
行
う
べ
き
、
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
は
、
役
員
給
与
の
改
定
は
、
定
時
株
主
総
会
で
決
議
し
、
今
回
の
定
時
株
主
総
会
か
ら
次
回
の

定
時
株
主
総
会
ま
で
が
役
員
の
職
務
執
行
期
間
と
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
も
の
で
す
。

　

原
則
と
し
て
、
こ
の
職
務
執
行
期
間
に
お
い
て
は
役
員
給
与
の
支
給
額
は
同
額
で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
中
小
企
業
の
場
合
に
は
、
定
時
株
主
総
会
を
決
算
日
か
ら
２
か
月
以
内
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
大
多

数
で
す
。
こ
の
た
め
、
中
小
企
業
の
場
合
に
は
、
定
時
株
主
総
会
ま
で
の
最
初
の
二
月
（
３
月
決
算
法
人

の
場
合
に
は
、
４
月
と
５
月
）
が
同
額
で
あ
り
、
そ
の
後
３
か
月
目
（
３
月
決
算
法
人
の
場
合
に
は
、
６

月
）
か
ら
改
定
後
の
役
員
給
与
の
支
給
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
通
例
で
あ
り
、
以
下
の
（
図
４
）
の
よ
う
に

役
員
給
与
の
支
給
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
す
。
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■（図4）一般的な定期同額給与のイメージ

役員給与
支給額

５月末の定時株主総会により、
６月からの増額決議を行う

×1.4.1 ×2.3.31
（決算日）

同一事業年度

×3.3.31
（決算日）

同一職務執行期間同一職務執行期間

同一事業年度

職務執行期間中の同額（事業年度中同額というわけではない）

経営者であれば知っておくべき税金知識のイロハ 16



【
Ｑ
3
】〈
事
前
確
定
届
出
給
与
の
概
要
〉

あ
ら
か
じ
め
税
務
署
に
届
け
出
た
役
員
給
与
に
つ
い
て
は
、
事
前
確
定
届
出
給
与
と
し
て
損
金

の
額
に
算
入
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
届
出
書
の
提
出
期
限
は
い
つ
ま
で
で
し
ょ
う
か
？ 

【
Ａ
3
】〈
支
給
内
容
の
決
定
と
原
則
職
務
執
行
開
始
日
か
ら
一
月
以
内
の
提
出
〉

事
前
確
定
届
出
給
与
に
係
る
届
出
書
は
、
原
則
と
し
て
役
員
給
与
の
支
給
額
を
決
め
、
役
員
の

職
務
執
行
が
開
始
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
定
時
株
主
総
会
の
決
議
日
か
ら
一
月
以
内
（
事
業

年
度
開
始
日
か
ら
四
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
四
月
経
過
日
ま
で
）
に
税
務
署
に
提
出
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
解
説
】

　

①
支
給
時
期
、
②
支
給
金
額
が
事
前
に
確
定
し
、
③
実
際
に
も
「
そ
の
定
め
の
と
お
り
に
支
給
す
る
給

与
」
が
事
前
確
定
届
出
給
与
と
な
り
ま
す
が
、
そ
の
内
容
を
あ
ら
か
じ
め
税
務
署
に
届
け
出
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
届
出
書
（「
事
前
確
定
届
出
給
与
に
関
す
る
届
出
書
」
と
い
い
ま
す
。）
は
、原
則
と
し
て
、

定
時
株
主
総
会
日
か
ら
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
税
務
署
に
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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正
確
に
は
「
事
前
確
定
届
出
給
与
に
係
る
役
員
給
与
の
支
給

額
等
の
決
議
日
」
と
、「
役
員
の
職
務
執
行
開
始
日
」
の
い
ず

れ
か
遅
い
日
か
ら
一
月
を
経
過
す
る
日
、と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

一
般
的
に
は
定
時
株
主
総
会
か
ら
一
月
以
内
、
と
お
考
え
く
だ

さ
い
。

　

た
だ
し
、
そ
の
一
月
を
経
過
す
る
日
が
事
業
年
度
開
始
日
か

ら
四
月
経
過
後
で
あ
る
場
合
に
は
、
事
業
年
度
開
始
日
か
ら
四

月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
（
図
5

参
照
）。

■�（図5）事前確定届出給与に関する届出書の提出期限（通常の
場合）

一月

四月

×1.4.1 ×1.6.25

事業年度
開始日

定時株主
総会

×1.7.25 ×1.7.31

　　と　　のいずれか
早い日が期限
⇒ このケースは×1.7.25

経営者であれば知っておくべき税金知識のイロハ 18



【
Ｑ
4
】〈
不
相
当
に
高
額
な
役
員
給
与
の
意
義
〉

「
不
相
当
に
高
額
な
役
員
給
与
」
は
損
金
に
算
入
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
具
体
的
に

い
く
ら
ま
で
な
ら
損
金
に
算
入
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

【
Ａ
4
】〈
実
質
基
準
と
形
式
基
準
で
判
断
す
る
〉

法
律
上
、「
不
相
当
に
高
額
な
役
員
給
与
」
と
は
、
①
役
員
の
職
務
内
容
等
に
照
ら
し
て
計
算

さ
れ
る
適
正
額
を
超
え
る
部
分
の
金
額
（
実
質
基
準
）
と
、
②
定
款
等
に
よ
り
役
員
給
与
の
支

給
限
度
額
を
定
め
て
い
る
場
合
に
お
け
る
、そ
の
限
度
額
を
超
え
る
部
分
の
金
額
（
形
式
基
準
）

と
の
い
ず
れ
か
大
き
な
金
額
を
い
い
ま
す
。

　

高
す
ぎ
る
役
員
給
与
の
支
給
額
、
す
な
わ
ち
「
不
相
当
に
高
額
な
役
員
給
与
」
に
つ
い
て
は
、
損
金
に

な
り
ま
せ
ん
。「
不
相
当
に
高
額
な
役
員
給
与
」
は
、
以
下
の
方
法
で
算
定
さ
れ
る
金
額
の
う
ち
、
い
ず

れ
か
の
大
き
い
金
額
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
実
質
基
準
（
図
6
参
照
）

　

役
員
給
与
の
う
ち
、
役
員
給
与
を
支
給
さ
れ
る
役
員
の
職
務
内
容
、
役
員
給
与
を
支
給
す
る
法
人
の
収

◉  第  1  章　「役員給与の税務」19



益
状
況
や
従
業
員
に
支
給
す
る
給
与
の
状
況
、
そ

の
法
人
と
同
規
模
・
同
業
他
社
の
役
員
給
与
の
支

給
事
業
等
に
照
ら
し
た
場
合
に
、
そ
の
役
員
へ
の

報
奨
と
し
て
適
正
と
認
め
ら
れ
る
金
額（
適
正
額
）

を
超
え
る
部
分
の
金
額

②
形
式
基
準
（
図
7
参
照
）

　

定
款
や
株
主
総
会
等
に
お
い
て
、
役
員
給
与
の

支
給
限
度
額
を
決
定
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
、

そ
の
支
給
限
度
額
を
超
え
る
部
分
の
金
額

■（図6）実質基準の計算

支給法人の収益状況

損金不算入!

支給法人の従業員給与の状況

同規模同業他社の役員給与

超過部分

右の要素を
勘案して算出
される適正額

<適正額>

役員給与額

<実際の支給額>

<比較要素>

etc…

経営者であれば知っておくべき税金知識のイロハ 20



■（図7）形式基準の計算

定款等により定めた限度額（※2）

損金不算入!

株主総会等で定めた限度額（※2）

超過部分

右の要素を
勘案して算出
される適正額

<適正額>

役員給与額

<実際の支給額>

<比較要素（※1）>

etc…

（※1）支給限度額の制限対象となっている役員に対する役員給与のみ比較対象とされます。
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【
Ｑ
5
】〈
実
質
基
準
の
判
断
〉

実
質
基
準
と
言
わ
れ
て
も
具
体
的
な
金
額
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
同
業
他
社
等
の
役
員
給
与

の
支
給
状
況
な
ど
知
り
よ
う
が
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
い
い
で
し
ょ

う
か
？

【
Ａ
5
】〈
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
税
務
署
と
交
渉
す
る
よ
り
他
に
な
い
〉

同
業
他
社
等
の
役
員
給
与
の
支
給
状
況
な
ど
は
、
一
般
的
に
は
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
あ

く
ま
で
常
識
的
な
判
断
を
し
た
上
で
、
税
務
調
査
で
税
務
署
と
揉
め
た
場
合
に
は
、
そ
の
都
度

粘
り
強
く
交
渉
す
る
よ
り
他
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　

実
質
基
準
に
よ
り
「
不
相
当
に
高
額
な
役
員
給
与
」
を
判
断
す
る
と
し
て
も
、
実
務
上
は
同
業
他
社
の

デ
ー
タ
を
入
手
す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
と
い
っ
た
事
情
が
あ
り
ま
す
の
で
、
正
確
な
適
正
額
を
検
証
す

る
こ
と
は
現
実
と
し
て
不
可
能
で
す
。
こ
の
た
め
、ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
に
応
じ
、常
識
的
な
判
断
で
「
不

相
当
に
高
額
な
役
員
給
与
」
に
該
当
す
る
か
否
か
を
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　

た
だ
し
、実
質
基
準
は
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
考
え
る
基
準
で
す
か
ら
、「
不
相
当
に
高
額
な
役
員
給
与
」

経営者であれば知っておくべき税金知識のイロハ 22



と
判
断
で
き
る
根
拠
を
、
税
務
署
も
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、「
不
相
当
に
高

額
な
役
員
給
与
」
が
問
題
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
税
務
署
か
ら
何
を
も
っ
て
「
不
相
当
に
高
額
な
役
員
給

与
」
と
判
断
す
る
の
か
、
そ
の
根
拠
の
提
示
を
求
め
る
と
い
っ
た
対
応
を
す
る
な
ど
し
て
、
税
務
署
と
交

渉
し
ま
し
ょ
う
。
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Ⅲ　

役
員
給
与
に
係
る
税
務
調
査
対
策

【
Ｑ
6
】〈
役
員
給
与
の
税
務
調
査
の
注
意
点
〉

役
員
給
与
に
関
し
て
は
、
厳
し
い
税
務
調
査
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
ど
の
よ
う
な

ポ
イ
ン
ト
に
注
意
す
れ
ば
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
？

【
Ａ
6
】〈
議
事
録
等
の
内
容
確
認
、
利
益
供
与
の
有
無
、
役
員
の
勤
務
実
態
な
ど
〉

役
員
給
与
の
税
務
調
査
に
お
い
て
は
、
①
株
主
総
会
議
事
録
等
の
内
容
、
②
利
益
供
与
の
有
無
、

③
役
員
の
勤
務
実
態
と
い
っ
た
点
を
中
心
に
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
ま
す
。

【
解
説
】

　

役
員
給
与
に
関
し
て
は
、
厳
し
い
税
務
調
査
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
中
で
も
注
意
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
は
、

以
下
の
３
点
で
す
。

経営者であれば知っておくべき税金知識のイロハ 24



①
株
主
総
会
議
事
録
等
の
事
前
確
認

　

損
金
に
算
入
さ
れ
る
定
期
同
額
給
与
や
事
前
確
定
届
出
給
与
は
、
各
事
業
年
度
の
株
主
総
会
の
決
議
等

に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
ま
す
か
ら
、
そ
の
決
議
等
に
則
っ
て
役
員
給
与
が
支
給
さ
れ
て
い
る
の
か
、
細
か

く
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、株
主
総
会
の
議
事
録
等
は
チ
ェ
ッ
ク
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

②
給
与
以
外
の
科
目
を
活
用
し
て
の
利
益
供
与
の
有
無
の
チ
ェ
ッ
ク

　

役
員
に
対
す
る
低
利
率
で
の
金
銭
の
貸
付
け
や
社
宅
の
貸
与
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
現
物
給
与
も
役
員
給
与

で
す
の
で
、
当
然
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

と
り
わ
け
ご
注
意
い
た
だ
き
た
い
の
は
、「
交
際
費
」
や
「
福
利
厚
生
費
」
な
ど
の
科
目
で
す
。

③
役
員
の
勤
務
実
態
の
整
備

　

社
長
の
両
親
な
ど
を
非
常
勤
役
員
と
し
て
、
役
員
給
与
を
支
給
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
勤
務

実
態
が
あ
れ
ば
役
員
給
与
を
支
給
し
て
も
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
会
社
に
全
く
出
社
し
て
い
な
い
、
と

い
っ
た
場
合
も
見
ら
れ
ま
す
。
勤
務
実
態
の
な
い
役
員
に
支
給
し
た
役
員
給
与
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
額

が
損
金
に
な
ら
な
い
と
指
導
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
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こ
の
た
め
、
常
日
頃
か
ら
税
務
調
査
を
見
据
え
て
、
役
員
の
勤
務
実
態
を
整
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

経営者であれば知っておくべき税金知識のイロハ 26



「役員退職給与の
税務」

第２章



Ⅰ　

役
員
退
職
給
与
の
注
意
点

【
Ｑ
1
】〈
役
員
退
職
給
与
の
節
税
ポ
イ
ン
ト
〉

役
員
退
職
給
与
は
大
き
な
節
税
に
つ
な
が
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
に

つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

【
Ａ
1
】〈
法
人
だ
け
で
な
く
、
個
人
の
節
税
も
で
き
る
〉

役
員
退
職
給
与
は
、
損
金
と
な
る
金
額
の
限
度
額
が
非
常
に
大
き
い
た
め
、
役
員
退
職
給
与
を

支
出
す
る
と
大
き
な
損
金
を
計
上
で
き
、
法
人
税
の
節
税
効
果
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
役
員
退
職
給
与
の
支
給
を
受
け
る
役
員
に
対
し
て
課
税
さ
れ
る
所
得
税

に
つ
い
て
も
、
大
き
く
優
遇
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
解
説
】

　

役
員
退
職
慰
労
金
と
い
っ
た
名
目
で
役
員
退
職
給
与
が
支
給
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
一
般
的
に
、
こ
の
役

員
退
職
慰
労
金
は
非
常
に
高
額
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
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役
員
退
職
給
与
も
、「
不
相
当
に
高
額
な
金
額
」
は
損
金
に
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
金

額
は
か
な
り
高
額
に
計
算
さ
れ
ま
す
。
結
果
と
し
て
、
役
員
退
職
給
与
に
よ
り
、
大
き
な
損
金
を
会
社
は

計
上
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
役
員
退
職
給
与
は
、
そ
れ
を
受
け
る
役
員
個
人
の
所
得
税
の
節
税
効
果
も
大
き

い
の
で
す
。
役
員
退
職
給
与
は
退
職
所
得
と
し
て
、
高
額
の
「
退
職
所
得
控
除
額
」
が
認
め
ら
れ
る
と
と

も
に
、
課
税
さ
れ
る
金
額
は
原
則
と
し
て
そ
の
二
分
の
一
に
な
り
ま
す
。
加
え
て
、
累
進
課
税
制
度
の
影

響
が
小
さ
く
な
る
「
分
離
課
税
」
と
い
う
仕
組
み
で
所
得
税
が
計
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
役
員
退
職
給
与
は
会
社
及
び
役
員
個
人
の
双
方
に
大
き
な
節
税
効
果
を
持
つ
、

き
わ
め
て
使
い
勝
手
の
い
い
節
税
手
段
な
の
で
す
。

◉  第  2  章　「役員退職給与の税務」29



【
Ｑ
2
】〈
役
員
退
職
給
与
と
所
得
税
の
節
税
効
果
〉

役
員
退
職
給
与
は
そ
れ
を
受
け
る
役
員
の
所
得
税
に
も
節
税
効
果
が
あ
る
、
と
説
明
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
詳
し
く
教
え
て
く
だ
さ
い
。

【
Ａ
2
】〈
高
額
な
退
職
所
得
控
除
額
、
二
分
の
一
課
税
、
分
離
課
税
〉

役
員
退
職
給
与
は
、
退
職
所
得
と
し
て
所
得
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

退
職
所
得
の
金
額
は
、
退
職
金
の
支
給
額
か
ら
退
職
所
得
控
除
額
を
控
除
し
た
金
額
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
退
職
所
得
控
除
額
は
、
原
則
と
し
て
、
勤
続
年
数
に
40
万
円
（
20
年
超
の
勤
続
年
数

に
つ
い
て
は
70
万
円
）
を
乗
じ
て
計
算
さ
れ
ま
す
か
ら
、
か
な
り
大
き
な
金
額
と
な
り
ま
す
。

加
え
て
、
課
税
さ
れ
る
退
職
所
得
の
金
額
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
二
分
の
一
と
さ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
実
際
に
計
算
さ
れ
る
所
得
税
は
、
累
進
課
税
制
度
の
影
響
が
小
さ
く
な
る
分
離
課
税

で
計
算
さ
れ
ま
す
。

【
解
説
】

　

役
員
退
職
給
与
は
、
所
得
税
の
計
算
上
、
退
職
所
得
と
さ
れ
ま
す
。
こ
の
退
職
所
得
は
、
以
下
の
理
由

に
よ
り
、
所
得
税
が
最
も
優
遇
さ
れ
る
所
得
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
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①
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
退
職
所
得
控
除
額
が
大
き
い

　

こ
と

　

退
職
所
得
の
金
額
は
、（
図
1
）
の
よ
う
に
計
算
さ
れ

ま
す
。

　

勤
続
年
数
１
年
あ
た
り
、
40
万
円
（
20
年
超
の
場
合
に

は
70
万
円
）
ず
つ
退
職
所
得
控
除
額
が
大
き
く
な
り
ま
す

か
ら
、
大
き
な
控
除
が
退
職
所
得
に
は
認
め
ら
れ
ま
す
。

②
原
則
と
し
て
二
分
の
一
だ
け
課
税
さ
れ
る
こ
と

　

課
税
対
象
と
な
る
退
職
所
得
の
金
額
は
、原
則
と
し
て
、

退
職
所
得
の
金
額
の
二
分
の
一
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
図
2

参
照
）

③
分
離
課
税
で
課
税
さ
れ
る
こ
と

　

所
得
税
は
、
原
則
と
し
て
累
進
課
税
制
度
で
計
算
さ
れ

ま
す
。
累
進
課
税
制
度
と
は
、
課
税
さ
れ
る
所
得
の
金
額

■（図1）退職所得の金額の計算

勤続年数 退職所得控除額

 20 年以下  40 万円×勤続年数

 20 年超  800 万円＋ 70 万円×（勤続年数− 20 年）

（注 1）障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算し
　　　 た額に、100 万円を加えた金額となります。

（注 2）前年以前に退職所得を受け取ったことがあるときなどは、控除額の計算が異なることがあります。

（退職所得の金額）＝（収入金額）−（退職所得控除額）

※　退職所得控除額の計算
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が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
高
い
税
率
で
計
算
さ
れ
る
仕
組
み
を
い
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
所
得
の
金

額
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
所
得
税
の
税
率
は
大
き
く
な
り
ま
す
が
（
図
3
参
照
）、
退
職
所
得
に

関
し
て
は
、
分
離
課
税
の
仕
組
み
が
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
不
動
産
投
資
の
所
得
（
不
動
産
所
得
）
の
金
額
が
4
0
0
万
円
、
そ
れ
以
外
の
所
得
の
金

額
が
6
0
0
万
円
あ
る
場
合
に
は
、
合
計
の
1
、
0
0
0
万
円
に
対
し
て
所
得
税
を
計
算
す
る
こ
と
が
原

則
で
す
。
所
得
税
の
税
率
は
所
得
金
額
が
1
、0
0
0
万
円
の
場
合
に
は
最
高
で
33
％
と
な
り
ま
す
か
ら
、

こ
の
場
合
に
は
最
高
で
33
％
の
税
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
不
動
産
投
資
以
外
の
所
得
が
退
職
所
得
の
場
合
に
は
、
4
0
0
万
円
（
不
動
産
所
得
）
と

6
0
0
万
円
（
退
職
所
得
）
を
そ
れ
ぞ
れ
区
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
所
得
税
率
を
か
け
て
所
得
税
額
を
計

算
し
ま
す
。
こ
の
た
め
、
4
0
0
万
円
の
不
動
産
所
得
に
は
最
高
で
20
％
、
6
0
0
万
円
の
退
職
所
得
に

も
最
高
で
20
％
の
税
率
を
か
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
税
を
計
算
し
た
上
で
、
合
計
し
た
所
得
税
を
納
税
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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■（図2）課税退職所得金額の計算

（注）役員としての勤続年数が５年以下である人が支払いを受ける一定の役員退職給与については、二分
　　 の一にできないといった例外もあります。

（課税退職所得金額）＝（退職所得の金額）×１／２

■（図3）所得税の税率表（平成27年分以後）

（※）平成 25 年から平成 49 年までの各年分の確定申告においては、別途復興特別所得税も課税されます。

課税される所得金額 税率 

 195 万円以下 5％ 

 195 万円を超え　330 万円以下 10％ 

 330 万円を超え　695 万円以下 20％ 

 695 万円を超え　900 万円以下 23％ 

 900 万円を超え　1,800 万円以下 33％ 

 1,800 万円を超え　4,000 万円以下 40％ 

 4,000 万円超 45％ 
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【
Ｑ
3
】〈
損
金
算
入
限
度
額
の
計
算
〉

役
員
退
職
給
与
に
つ
い
て
、
損
金
と
な
る
限
度
額
は
ど
の
よ
う
に
計
算
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？

【
Ａ
3
】〈
不
相
当
に
高
額
な
部
分
の
金
額
は
損
金
不
算
入
〉

「
不
相
当
に
高
額
な
部
分
の
金
額
」
は
損
金
に
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
「
不
相
当
に
高
額
な
部
分
の
金
額
」
は
、
実
質
基
準
に
基
づ
い
て
計
算
す
る
、
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

【
解
説
】

　

役
員
退
職
給
与
は
、
退
職
と
い
う
事
実
に
基
づ
き
支
払
わ
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
損
金
に

な
り
ま
す
。
た
だ
し
、「
不
相
当
に
高
額
な
部
分
の
金
額
」
は
損
金
に
な
り
ま
せ
ん
。

　
「
不
相
当
に
高
額
な
部
分
の
金
額
」
は
、
役
員
の
支
給
法
人
に
お
け
る
勤
務
期
間
、
そ
の
退
職
の
事
情
、

支
給
法
人
と
同
規
模
・
同
業
他
社
の
役
員
に
対
す
る
退
職
給
与
の
支
給
の
状
況
等
に
照
ら
し
、
そ
の
退
職

し
た
役
員
に
対
す
る
退
職
給
与
と
し
て
適
正
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
金
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
、
そ

の
超
え
る
部
分
の
金
額
を
い
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
図
4
参
照
）。
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と
は
い
え
、
適
正
な
金
額
が
具
体
的
に
は
い

く
ら
な
の
か
、
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
適

正
な
金
額
の
計
算
方
法
が
い
く
つ
か
示
さ
れ
て

い
ま
す
。

■（図4）役員退職給与に係る実質基準の計算

役員の支給法人での勤務期間

役員の退職における事情

同規模同業他社の支給の状況

右の要素を
勘案して算出

<適正額><実際の支給額>

<比較要素>

etc…

役員退職
給与額

損金不算入!
超過部分
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【
Ｑ
4
】〈
適
正
な
金
額
の
計
算
方
法
〉

適
正
な
金
額
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

【
Ａ
4
】〈
平
均
功
績
倍
率
法
や
一
年
あ
た
り
平
均
額
法
〉

役
員
退
職
給
与
の
適
正
額
の
計
算
と
し
て
、
有
名
な
も
の
は
「
平
均
功
績
倍
率
法
」
と
「
一
年

あ
た
り
平
均
額
法
」
の
二
つ
で
す
。前
者
は
、退
職
し
た
役
員
の
最
終
報
酬
月
額
・
勤
続
年
数
・

平
均
功
績
倍
率
の
３
つ
を
加
味
し
て
計
算
す
る
方
法
で
あ
り
、
後
者
は
類
似
法
人
の
１
年
あ
た

り
の
役
員
退
職
給
与
の
平
均
額
に
、
退
職
し
た
役
員
の
勤
続
年
数
を
乗
じ
て
計
算
す
る
方
法
で

す
。

【
解
説
】

　

役
員
退
職
給
与
の
適
正
額
の
算
定
方
法
の
代
表
例
は
、
①
平
均
功
績
倍
率
法
と
、
②
一
年
あ
た
り
平
均

額
法
の
二
つ
で
す
。

①
平
均
功
績
倍
率
法

　

平
均
功
績
倍
率
法
と
は
、（
図
5
）
の
算
式
で
役
員
退
職
給
与
の
適
正
額
を
計
算
す
る
方
法
で
す
。
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こ
の
方
法
は
、
実
務
上
、
最
も
多
く
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

平
均
功
績
倍
率
は
、
退
職
し
た
役
員
の
役
職
ご
と
に
、（
図
6
）
の
よ
う
な
数
値
を
使
う
こ
と
が
通
例

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

②
一
年
あ
た
り
平
均
額
法

　

一
年
あ
た
り
平
均
額
法
と
は
、（
図
7
）
の
算
式
で
役
員
退
職
給
与
の
適
正
額
を
計
算
す
る
方
法
で
す
。
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■（図6）実務上よく使われる平均功績倍率

退職時の役職 倍率

 会長・社長  3.0

 専務・常務  2.2 ～ 2.5

 取締役  1.8 ～ 2.0

 監査役  1.5

■（図7）一年あたり平均額法の計算

（適正額）＝（１年あたりの退職金平均額）×（退職役員の勤続年数）

（１年あたりの退職金平均額） 　＝
（類似法人個々の１年あたりの退職金の合計額）

（役員退職金の額）

（類似法人の数）

（退職者の勤続年数）
（類似法人個々の１年あたりの退職金）　＝

（適正額）＝（最終報酬月額）×（勤続年数）×（平均功績倍率）

（平均功績倍率） 　　　　   ＝
（類似法人個々の功績倍率の合計）

（同役職者の役員退職給与の額）

（類似法人の数）

（その者の最終報酬月額）×（その者の勤続年数）
（類似法人個々の功績倍率）＝

■（図5）平均功績倍率法の計算

経営者であれば知っておくべき税金知識のイロハ 38



【
Ｑ
5
】〈
役
員
退
職
給
与
の
損
金
算
入
時
期
〉

当
社
（
３
月
決
算
）
の
創
業
者
で
あ
る
役
員
A
は
、
×
2
年
3
月
31
日
を
も
っ
て
、
退
職
す
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
当
社
は
×
2
年
4
月
25
日
の
臨
時
株
主
総
会
で
、
A
に
役
員

退
職
給
与
を
３
千
万
円
支
給
す
る
こ
と
を
決
議
し
、
×
2
年
5
月
25
日
に
支
給
し
ま
し
た
。

こ
の
場
合
、
×
２
年
３
月
期
の
決
算
に
お
い
て
、
役
員
退
職
給
与
を
未
払
金
と
し
て
経
理
し
て

も
大
丈
夫
で
し
ょ
う
か
？

【
Ａ
5
】〈
原
則
と
し
て
、
支
給
額
が
具
体
的
に
確
定
し
た
日
の
損
金
に
な
る
〉

役
員
退
職
給
与
は
、
原
則
と
し
て
「
株
主
総
会
の
決
議
等
に
よ
っ
て
退
職
金
の
額
が
具
体
的
に

確
定
し
た
日
」
に
お
い
て
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、
原
則
と
し
て
×
2
年
4

月
25
日
、
す
な
わ
ち
×
３
年
３
月
期
の
決
算
に
お
い
て
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

【
解
説
】

　

役
員
退
職
給
与
は
、
原
則
と
し
て
「
株
主
総
会
の
決
議
等
に
よ
っ
て
退
職
金
の
額
が
具
体
的
に
確
定
し

た
日
」
に
お
い
て
損
金
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
退
職
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
支
給
額
が
確
定
し
た
日
が
翌
期
で
あ
れ
ば
、
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翌
期
の
損
金
に
な
り
、未
払
計
上
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

一
方
で
、
当
期
に
お
い
て
支
給
額
が
確
定
し
た
も
の
の
、
支

払
い
は
翌
期
に
な
っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
原
則

と
し
て
当
期
に
お
い
て
未
払
金
と
し
て
経
理
し
、
損
金
の
額

に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
図
8
参
照
）。

　

そ
の
他
、
実
際
の
支
給
日
に
お
い
て
損
金
の
額
に
算
入
す

る
こ
と
も
選
択
で
き
る
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
支
給
額

が
確
定
し
た
日
で
は
な
く
、
実
際
に
役
員
退
職
給
与
を
現
金

支
給
し
た
日
に
お
い
て
、
損
金
の
額
に
算
入
す
る
こ
と
も
可

能
で
す
。

■（図8）役員退職給与の損金算入時点

退職日

支給日

株主総会などで
支給額が確定

このタイミングも選択可

このタイミングで損金算入
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【
Ｑ
6
】〈
分
掌
変
更
に
伴
う
役
員
退
職
給
与
〉

当
社
の
代
表
取
締
役
B
は
、
80
歳
と
高
齢
で
あ
る
た
め
、
後
継
者
で
あ
る
長
男
の
取
締
役
C
に

代
表
権
を
委
譲
し
、
自
身
は
経
営
の
一
線
を
退
い
て
、
代
表
権
の
な
い
会
長
に
就
任
す
る
こ
と

を
宣
言
し
ま
し
た
。
会
長
と
な
る
と
ほ
と
ん
ど
当
社
に
も
出
社
し
ま
せ
ん
か
ら
、
実
質
的
に
は

退
職
と
言
え
る
状
況
で
す
。

こ
の
よ
う
な
場
合
、
役
員
退
職
給
与
を
B
に
支
給
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。

【
Ａ
6
】〈
一
定
の
場
合
に
は
認
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
〉

役
員
と
し
て
の
地
位
や
職
務
の
内
容
が
激
変
し
た
た
め
に
、
実
質
的
に
退
職
し
た
と
同
様
の
事

情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
一
定
の
場
合
に
は
、
実
際
に
退
職
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
役
員
退

職
給
与
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
解
説
】

　

役
員
の
地
位
や
職
務
内
容
が
変
更
（「
分
掌
変
更
」
と
い
い
ま
す
）
し
た
こ
と
に
よ
り
、
役
員
と
し
て

の
地
位
又
は
職
務
の
内
容
が
激
変
し
、
実
質
的
に
退
職
し
た
場
合
と
同
様
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
は
、
そ
の
「
実
質
的
に
退
職
」
し
た
と
い
う
事
実
を
重
視
し
て
、
分
掌
変
更
の
際
に
役
員
退
職
給
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与
の
支
給
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

　

何
を
も
っ
て
「
実
質
的
に
退
職
」
し
た
の
か
を
判

断
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
す
が
、
単
に
分
掌
変
更
し

た
だ
け
で
は
足
り
ず
、
そ
の
分
掌
変
更
が
地
位
や
職

務
内
容
の
「
激
変
」
と
言
え
る
か
ど
う
か
が
問
題
に

な
り
ま
す
。
こ
の
点
、（
図
9
）
の
よ
う
な
ケ
ー
ス

に
つ
い
て
は
、「
実
質
的
に
退
職
」
し
た
と
し
て
、

原
則
と
し
て
分
掌
変
更
に
伴
う
役
員
退
職
給
与
の
支

給
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

①
常
勤
役
員
が
非
常
勤
役
員
に
な
っ
た
こ
と

　

常
勤
役
員
と
非
常
勤
役
員
で
は
、
役
員
と
し
て
の

地
位
や
職
務
内
容
が
大
き
く
異
な
り
ま
す
。
こ
の
た

め
、
分
掌
変
更
に
伴
う
役
員
退
職
給
与
が
原
則
と
し

て
認
め
ら
れ
ま
す
。

■（図9）分掌変更に伴う役員退職給与が認められる場合の具体例

実際に現金支給する必要性！
（未払計上は原則不可）

常勤⇒非常勤（※１）

左のような場合には、
原則として

退職していなくても
役員退職給与OK

取締役⇒監査役（※２）

役員給与が分掌変更に伴い
概ね50％以上激減したこと（※３）

（※1）常勤していなくても代表権があるなど、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除か
　　　 れます。
（※2）監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている場合などは除かれます。
（※3）分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれ
　　　 ます。
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た
だ
し
、
非
常
勤
役
員
で
あ
っ
て
も
代
表
権
を
有
し
て
い
る
方
や
、
実
質
的
に
経
営
上
主
要
な
地
位
に

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
方
は
、
実
態
と
し
て
は
非
常
勤
役
員
と
は
言
え
ま
せ
ん
か
ら
、
分
掌
変
更
に
伴
う
役

員
退
職
給
与
の
支
給
が
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

②
取
締
役
が
監
査
役
に
な
っ
た
こ
と

　

取
締
役
は
経
営
、
監
査
役
は
監
査
と
同
じ
役
員
で
あ
っ
て
も
そ
の
性
格
は
全
く
異
な
る
こ
と
か
ら
、
分

掌
変
更
に
伴
う
役
員
退
職
給
与
が
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、監
査
役
で
あ
っ
て
も
実
質
的
に
経
営
上
主
要
な
地
位
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
監
査
役
な
ど
は
、

実
態
と
し
て
は
監
査
役
と
は
言
え
ま
せ
ん
か
ら
、
分
掌
変
更
に
伴
う
役
員
退
職
給
与
の
支
給
が
認
め
ら
れ

ま
せ
ん
。

③
役
員
給
与
が
分
掌
変
更
に
伴
い
概
ね
50
％
以
上
激
減
し
た
こ
と

　

分
掌
変
更
に
伴
い
、
役
員
給
与
が
概
ね
50
％
以
上
激
減
し
た
役
員
は
、
職
務
内
容
が
大
き
く
異
な
る
と

判
断
さ
れ
、
原
則
と
し
て
分
掌
変
更
に
伴
う
役
員
退
職
給
与
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
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た
だ
し
、
役
員
給
与
が
激
減
し
た
と
し
て
も
、
依
然
と
し
て
実
質
的
に
経
営
上
主
要
な
地
位
に
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
方
は
、
分
掌
変
更
に
伴
う
役
員
退
職
給
与
の
支
給
が
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
、
実
際
は
退
職
し
て
い
な
い
に
し
て
も
、
実
質
的
に
退
職
し
た
と
認
め
ら
れ
る
役
員
の
分

掌
変
更
に
つ
い
て
は
、
役
員
退
職
給
与
の
支
給
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
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「交際費の税務」
第３章



Ⅰ　

交
際
費
課
税
の
概
要

【
Ｑ
1
】〈
交
際
費
等
の
損
金
不
算
入
額
の
計
算
〉

交
際
費
は
法
人
税
の
計
算
上
、
損
金
の
制
限
が
行
わ
れ
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
具
体
的
な
金
額

の
計
算
は
ど
の
よ
う
に
な
り
ま
す
か
？

【
Ａ
1
】〈
資
本
金
と
事
業
年
度
に
よ
っ
て
計
算
が
異
な
る
〉

平
成
25
年
4
月
1
日
以
後
開
始
す
る
事
業
年
度
に
お
い
て
は
、
中
小
法
人
は
8
0
0
万
円
ま
で

は
全
額
が
損
金
に
な
り
ま
す
。
反
面
、
大
法
人
は
、
一
定
の
飲
食
費
用
を
除
き
、
全
額
が
損
金

と
な
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
事
業
年
度
ご
と
に
計
算
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
注
意
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

【
解
説
】

　

交
際
費
等
の
損
金
不
算
入
額
の
計
算
は
、
中
小
法
人
（
原
則
と
し
て
、
資
本
金
が
１
億
円
以
下
の
法
人
）
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と
大
法
人
（
原
則
と
し
て
、
資
本
金
が
１
億
円
超
の
法
人
）
と
で
異
な
っ
て
い
ま
す
。

　

事
業
年
度
に
応
じ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
計
算
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
中
小
法
人
（
原
則
と
し
て
期
末
資
本
金
１
億
円
以
下
の
法
人
）
の
場
合

　
イ
　
平
成
26
年
4
月
1
日
以
後
開
始
す
る
事
業
年
度
（
図
1
参
照
）

　

平
成
26
年
4
月
1
日
以
後
開
始
す
る
事
業
年
度
に
お
い
て
は
、
年
8
0
0
万
円
の
支
出
額
ま
で
の
全
額

を
損
金
と
す
る
か
、
交
際
費
を
接
待
飲
食
費
と
そ
れ
以
外
の
費
用
に
分
け
、
接
待
飲
食
費
の
50
％
部
分
の

み
を
損
金
と
す
る
か
、
い
ず
れ
か
有
利
な
計
算
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ロ
　
平
成
25
年
4
月
1
日
以
後
開
始
す
る
事
業
年
度
（
イ
の
事
業
年
度
を
除
く
）（
図
2
参
照
）

　

平
成
25
年
4
月
1
日
以
後
開
始
す
る
事
業
年
度
（
イ
の
事
業
年
度
を
除
き
ま
す
。）
に
お
い
て
は
、
定

額
控
除
限
度
額
で
あ
る
年
8
0
0
万
円
ま
で
の
支
出
額
の
全
額
が
損
金
に
な
り
ま
す
。

　
ハ
　
平
成
25
年
4
月
1
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
（
図
3
参
照
）

　

平
成
25
年
4
月
1
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
お
い
て
は
、
年
6
0
0
万
円
ま
で
の
支
出
額
の
90
％

が
損
金
に
な
り
ま
す
。

◉  第  3  章　「交際費の税務」47



■�（図1）平成26年4月1日以後開始する事業年度の交際費等の
損金不算入額（中小法人）

全額損金
算入 全額損金不算入

交際費
支出額

支出額50％

接待飲食費 接待飲食費以外

交際費
支出額 全額損金算入 全額損金不算入

年 800 万円 支出額

いずれか有利な方を
選択

■�（図2）平成25年4月1日以後開始する事業年度の交際費等の
損金不算入額（中小法人）

交際費
支出額 全額損金算入 全額損金不算入

年 800 万円 支出額

■�（図3）平成25年4月1日前に開始する事業年度の交際費等の
損金不算入額（中小法人）

交際費
支出額

10% 損金不算入

90% 損金算入 全額損金不算入

年 600 万円 支出額

10％

90％
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②
大
法
人
（
原
則
と
し
て
、
期
末
資
本
金
１
億
円
超
の
法
人
）
の
場
合

　
イ
　
平
成
26
年
4
月
1
日
以
後
開
始
す
る
事
業
年
度
（
図
4
参
照
）

　

平
成
26
年
4
月
1
日
以
後
開
始
す
る
事
業
年
度
に
お
い
て
は
、
接
待
飲
食
費
の
50
％
部
分
の
み
が
損
金

に
な
り
ま
す
。

　
ロ
　
平
成
26
年
4
月
1
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
（
図
5
参
照
）

　

平
成
26
年
4
月
1
日
前
の
事
業
年
度
に
お
い
て
は
、
全
額
が
損
金
に
な
り
ま
せ
ん
。
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■�（図5）平成26年4月1日前に開始する事業年度の交際費等の
損金不算入額（大法人）

交際費
支出額 全額損金不算入

支出額

■�（図4）平成26年4月1日以後開始する事業年度の交際費等の
損金不算入額（大法人）

全額損金
算入 全額損金不算入

交際費
支出額

支出額50％

飲食費 飲食費以外
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【
Ｑ
2
】〈
交
際
費
を
損
金
と
し
て
認
め
て
も
ら
う
要
件
〉

交
際
費
を
損
金
と
し
て
認
め
て
も
ら
う
場
合
、
何
か
特
別
な
手
続
き
が
必
要
で
し
ょ
う
か
？

【
Ａ
2
】〈
中
小
法
人
は
確
定
申
告
書
に
お
い
て
計
算
が
必
要
〉

中
小
法
人
が
年
8
0
0
万
円
（
又
は
6
0
0
万
円
）
の
定
額
控
除
限
度
額
に
よ
る
計
算
を
行
う

場
合
に
は
、
確
定
申
告
書
に
計
算
明
細
（
別
表
十
五
）
を
添
付
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
解
説
】

　

中
小
法
人
に
つ
い
て
は
、
定
額
控
除
限
度
額
ま
で
の
支
出
額
に
つ
い
て
は
、
全
額
（
又
は
90
％
）
が
損

金
と
し
て
認
め
ら
れ
る
た
め
、
計
算
明
細
で
あ
る
別
表
十
五
を
確
定
申
告
書
に
添
付
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
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【
Ｑ
3
】〈
交
際
費
と
消
費
税
〉

交
際
費
に
は
消
費
税
が
か
か
る
も
の
、
か
か
ら
な
い
も
の
の
二
つ
が
あ
り
、
区
分
が
難
し
い
と

聞
き
ま
し
た
が
、
具
体
例
を
挙
げ
て
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

【
Ａ
3
】〈
対
価
性
の
有
無
等
が
判
断
の
ポ
イ
ン
ト
〉

対
価
性
の
な
い
も
の
や
、
国
外
で
支
出
し
た
交
際
費
に
は
消
費
税
が
か
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ

れ
ら
を
支
出
し
て
も
消
費
税
の
計
算
上
、
控
除
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

【
解
説
】

　

消
費
税
は
、「
事
業
者
が
事
業
と
し
て
、
国
内
に
お
い
て
対
価
を
得
て
行
う
、
資
産
の
譲
渡
、
貸
付
け
、

役
務
の
提
供
」
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
交
際
費
に
つ
い
て
は
、
取
引
先
に
対
す
る
香
典
や
祝
儀
、
そ
し
て
贈

答
品
な
ど
、
明
確
な
見
返
り
を
意
味
す
る
「
対
価
性
」
が
な
い
支
出
が
多
い
の
で
、
消
費
税
が
課
税
さ
れ

る
も
の
と
課
税
さ
れ
な
い
も
の
が
混
在
し
て
い
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、「
対
価
性
」の
有
無
や「
国
内
に
お
け
る
支
出
」と
い
う
点
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

代
表
例
を
挙
げ
る
と
、（
図
6
）
の
よ
う
な
区
分
が
な
さ
れ
ま
す
。

経営者であれば知っておくべき税金知識のイロハ 52



■（図6）交際費の内容の一例と消費税区分

交際費の内容 消費税区分 理由

接待飲食（国内） 課税 国内は原則消費税の対象

接待飲食（国外） 不課税 国外は消費税の対象外

接待旅行（国内） 課税 国内は原則消費税の対象

接待旅行（海外） 原則不課税 国外は消費税の対象外

ゴルフ会員権の購入 課税 ゴルフ会員権は課税

香典、祝金、チップ等 不課税 対価性（明確な見返り）なし

謝礼金、慰謝料 原則不課税
対価性がある、とされれば課税とな
ることもある

社長等への渡切交際費 不課税 原則として給与になる

お歳暮の購入 原則課税
贈答は対価性ないが、購入そのもの
は対価性あり

商品券の購入 非課税
商品券の購入は対価性あるが、非課
税とされる

（注） 不課税とは、消費税の対象外となるものをいい、非課税とは消費税の対象にはなるものの、特例的
に消費税がかからないとされているものをいいます。
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Ⅱ　

交
際
費
の
範
囲
の
考
え
方

【
Ｑ
4
】〈
交
際
費
の
税
務
調
査
対
策
の
ポ
イ
ン
ト
〉

交
際
費
課
税
の
税
務
調
査
が
行
わ
れ
る
場
合
、
気
を
付
け
る
ポ
イ
ン
ト
は
何
で
し
ょ
う
か
？

【
Ａ
4
】〈
交
際
費
等
の
意
義
と
範
囲
を
し
っ
か
り
押
さ
え
る
〉

税
務
調
査
に
お
い
て
交
際
費
課
税
で
問
題
に
な
る
の
は
、
交
際
費
と
す
べ
き
費
用
を
、
交
際
費

以
外
の
費
用
と
し
て
い
る
ケ
ー
ス
で
す
。
交
際
費
の
意
義
を
し
っ
か
り
押
さ
え
て
お
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

【
解
説
】

　

交
際
費
課
税
で
問
題
に
な
る
の
は
、
交
際
費
等
以
外
の
費
用
と
し
て
経
理
を
し
て
い
る
も
の
を
、
交
際

費
等
と
し
て
認
定
さ
れ
る
ケ
ー
ス
で
す
。
ま
ず
押
さ
え
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、「
交
際
費
等
」
の
意
義

で
す
。
交
際
費
等
と
は
、
法
律
上
、「
交
際
費
、
接
待
費
、
機
密
費
そ
の
他
の
費
用
で
、
法
人
が
、
そ
の

得
意
先
、
仕
入
先
そ
の
他
事
業
に
関
係
の
あ
る
者
等
に
対
す
る
接
待
、
供
応
、
慰
安
、
贈
答
そ
の
他
こ
れ
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ら
に
類
す
る
行
為
の
た
め
に
支
出
す
る
も
の
を
い
う
」
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

法
律
の
定
義
か
ら
、
交
際
費
等
と
さ
れ
る
費
用
と
し
て
、（
図
7
）

の
３
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

①
の
支
出
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
「
事
業
関
係
者
等
と
の

間
の
親
睦
の
度
を
密
に
し
て
取
引
関
係
の
円
滑
な
進
行
を
図
る
」
と
い

う
目
的
を
い
う
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
交
際
費
を
支
出
す
る
の
は
、
取

引
相
手
の
歓
心
を
得
た
い
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
歓
心
を
得
る
と
い
う
目

的
が
あ
る
か
否
か
、
そ
こ
が
ま
ず
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
す
。

　

次
に
、
②
の
支
出
の
相
手
先
に
つ
い
て
は
、
単
に
取
引
先
に
限
定
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、「
事
業
に
関
係
の
あ
る
者
」
と
広
く
相
手
先
を
捉

え
て
い
る
点
が
重
要
で
す
。
こ
の
点
、
自
社
の
従
業
員
も
含
ま
れ
る
と

さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
社
内
交
際
費
に
つ
い
て
も
、
税
法
上
の
交
際

費
等
に
な
り
得
ま
す
。

　

最
後
の
③
の
行
為
の
形
態
で
す
が
、
交
際
費
課
税
は
接
待
な
ど
の
行

■（図7）交際費等の三要件

①　支出の目的 交際費、接待費、機密費その他の費用であること

②　支出の相手先
得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する費用
であること

③　行為の形態
接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のため
に支出する費用であること
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為
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。
客
観
的
に
相
手
の
歓
心
を
買
う
と
認
め
ら
れ
る
行
為
が
あ
っ
た
か
否
か
、
こ

こ
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
交
際
費
等
と
似
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
交
際
費
課
税
の
対
象
と
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
、（
図

8
）
の
よ
う
な
費
用
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
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■（図8）交際費等の三要件と交際費等の範囲から除かれる費用

＜寄附金＞

＜値引き・売上割戻し＞

＜広告宣伝費＞

＜福利厚生費＞

＜給与等＞

＜販売奨励金＞

＜情報提供料等＞

＜会議費＞

＜所定の取材費＞

＜所定の社外飲食費＞

得意先、仕入先その他
事業に関係のある者等

に対する費用

接待、供応、慰安、贈答
その他これらに類する

行為のために支出する費用

交際費、接待費、機密費
その他の費用

交際費等から
除かれる

＜交際費の三要件＞
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【
Ｑ
5
】〈
交
際
費
に
該
当
す
る
具
体
的
費
用
〉

交
際
費
等
に
該
当
す
る
具
体
例
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

【
Ａ
5
】〈
通
達
等
の
内
容
と
高
額
の
費
用
に
注
意
〉

交
際
費
等
の
三
要
件
と
言
っ
て
も
難
し
い
で
す
の
で
、
具
体
例
を
押
さ
え
、
イ
メ
ー
ジ
を
深
め

ま
し
ょ
う
。
高
額
な
費
用
は
、
交
際
費
等
に
該
当
す
る
と
指
導
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。

【
解
説
】

　

交
際
費
等
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
私
た
ち
税
理
士
で
も
迷
う
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。
具
体
例
が
挙
げ

ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
か
ら
イ
メ
ー
ジ
を
深
め
て
く
だ
さ
い
。（
図
9
参
照
）

　

接
待
や
贈
答
な
ど
の
費
用
は
も
ち
ろ
ん
、
総
会
屋
対
策
費
用
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
機
密
費
と
さ
れ
る
も
の

も
交
際
費
等
に
該
当
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
相
手
先
の
歓
心
を
買
う
と
い
う
目
的
で
行
う
行
為
と
し
て

支
出
す
る
も
の
か
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、（
図
9
）
の
①
や
⑤
の
よ
う
に
、「
通
常
要
す
る
」
以
上
の
式
典
費
用
な
ど
、
所
定
の
高
額
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支
出
は
交
際
費
等
に
該
当
す
る
と
い
う
取
扱
い
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

い
く
ら
を
も
っ
て
高
額
と
い
う
の
か
一
概
に
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
支
出
金
額
も
交
際
費
等
に
該
当
す
る

か
否
か
を
判
断
す
る
上
で
の
一
つ
の
要
素
に
な
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
は
押
さ
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
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■（図9）交際費等の具体例

交際費等の具体例 左の交際費から除かれるもの

①　会社の何周年記念等における宴会
費、交通費及び記念品代など

福利厚生費に該当するもの
式典の祭事費用で通常要するもの

②　下請工場、特約店、代理店等とな
るための運動費等の費用

取引相手の事業者（その役員や従業員
ではなく、事業者本人）に交付する金
銭や事業用資産

③　得意先、仕入先等の慶弔、禍福に
際し支出する金品等

社内の者に対するもの（原則として福
利厚生費）
特約店等のセールスマンに一定基準で
交付するもの

④　得意先、仕入先その他事業に関係
のある者等を旅行、観劇等に招待
する費用

卸売業者が製造業者又は他の卸売業者
から受け入れる旅行・観劇等の負担額
に相当する金額

⑤　製造業者等が、自社の卸売業者が小
売業者等を旅行観劇等に招待する
費用を負担した場合のその負担額

旅行、観劇等に併せて実体のある会議
を開催した場合において、会議に通常
要すると認められる費用の金額

⑥　総会対策等のために支出する費用
で総会屋等に対して会費等の名目
で支出する金品

⑦　建設業者等が周辺の住民の同意を
得るために、旅行、観劇等に招待し、
酒食を提供した場合に要した費用

日照妨害、風害、電波障害等による損
害を補償するために当該住民に交付す
る金品

⑧　スーパーマーケット業等を営む法
人が周辺の商店等の同意を得るた
めに支出する運動費等

地方公共団体等に対する寄附金の性質
を有するもの
公共的施設の負担金などの費用

⑨　得意先、仕入先等の従業員等に対
して取引の謝礼等として支出する
金品の費用

特約店等に支出する販売奨励金で一定
の基準にもとづいて支出されるもの

⑩　建設業者等が工事の入札等に際し
て支出するいわゆる談合金その他
これに類する費用

⑪　①から⑩までに掲げるもののほか、
得意先、仕入先等社外の者に対す
る接待、供応に要した費用

寄附金、値引き及び割戻し、広告宣伝費、
福利厚生費、給与等に該当するもの
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Ⅲ　

交
際
費
の
裏
ワ
ザ

　
　

～
一
人
当
た
り
5
、
0
0
0
円
以
下
の
社
外
飲
食
費
～

【
Ｑ
6
】〈
交
際
費
等
か
ら
除
か
れ
る
社
外
飲
食
費
の
意
義
〉

交
際
費
等
の
範
囲
か
ら
、
所
定
の
社
外
飲
食
費
は
除
か
れ
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
具
体
的

な
内
容
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

【
Ａ
6
】〈
一
人
当
た
り
5
、
0
0
0
円
以
下
の
社
外
飲
食
費
〉

交
際
費
等
の
範
囲
か
ら
除
か
れ
る
社
外
飲
食
費
は
、
一
人
あ
た
り
5
、
0
0
0
円
以
下
の
社
外

飲
食
費
で
す
。

【
解
説
】

　

交
際
費
等
の
範
囲
か
ら
除
か
れ
る
の
は
、
１
人
当
た
り
5
、
0
0
0
円
以
下
の
社
外
飲
食
費
で
す
。
こ

の
社
外
飲
食
費
と
は
、
社
内
飲
食
費
以
外
の
接
待
交
際
等
に
係
る
飲
食
費
で
す
。
社
内
飲
食
費
と
は
、
専

ら
自
社
の
役
員
又
は
従
業
員
な
ど
の
接
待
等
の
た
め
に
支
出
す
る
飲
食
費
を
い
い
ま
す
。

◉  第  3  章　「交際費の税務」61



　

こ
の
た
め
、
こ
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
少
な
く
と
も
１
名
以
上
は
、
社
外
の
者
と
飲
食
等
を
行

う
必
要
が
あ
り
、
か
つ
一
定
の
書
類
を
保
存
す
る
な
ど
の
要
件
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
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【
Ｑ
7
】〈
5
、
０
０
0
円
基
準
の
社
外
飲
食
費
の
適
用
要
件
〉

交
際
費
等
の
範
囲
か
ら
除
か
れ
る
、
5
、
0
0
0
円
基
準
の
社
外
飲
食
費
に
つ
い
て
は
、
一
定

の
書
類
の
保
存
が
あ
る
場
合
に
限
り
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
保
存
す
る
書
類
に
つ

い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

【
Ａ
7
】�〈
相
手
方
の
氏
名
等
や
飲
食
に
参
加
し
た
人
数
等
を
記
載
し
た
書
類
の
保
存
が
必
要
〉

5
、
0
0
0
円
基
準
の
社
外
飲
食
費
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
相
手
方
の
氏
名
等
や
飲
食

に
参
加
し
た
人
数
等
を
記
載
し
た
書
類
の
保
存
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
解
説
】

　

5
、
0
0
0
円
基
準
の
社
外
飲
食
費
は
、（
図
10
）
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
保
存
し
て
い
る
場
合

に
限
り
、
交
際
費
等
の
範
囲
か
ら
除
か
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

実
務
上
、
5
、
0
0
0
円
基
準
の
社
外
飲
食
費
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、（
図
10
）
の
①
、
④
、

⑤
が
記
載
さ
れ
た
飲
食
店
の
領
収
書
に
、
②
や
③
を
手
書
き
し
て
保
存
す
る
こ
と
が
通
例
で
す
。
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■（図10）5,000円基準の社外飲食費の適用要件となる証明事項

①　飲食のあった年月日

②　飲食に参加した取引先等の氏名等（関係を含む。）

③　飲食に参加した人数

④　飲食に要した金額及び飲食店の名称等

⑤　その他必要な事項
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【
Ｑ
8
】〈
一
次
会
と
二
次
会
の
費
用
〉

取
引
先
の
部
長
を
接
待
し
て
二
次
会
ま
で
行
っ
た
場
合
、
5
、
0
0
0
円
基
準
の
社
外
飲
食
費

に
係
る
5
、
0
0
0
円
の
判
断
は
一
次
会
と
二
次
会
の
合
計
で
見
る
の
で
し
ょ
う
か
？

【
Ａ
8
】〈
原
則
と
し
て
別
に
計
算
す
る
〉

一
次
会
、
二
次
会
と
連
続
し
て
接
待
を
行
っ
て
も
、
基
本
的
に
は
全
く
別
の
飲
食
と
評
価
さ
れ

ま
す
の
で
、
原
則
と
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
で
5
、
0
0
0
円
以
下
か
否
か
を
判
断
し
ま
す
。

【
解
説
】

　

一
次
会
と
二
次
会
は
基
本
的
に
は
別
の
接
待
で
す
か
ら
、
原
則
と
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
接
待
と
な
り

ま
す
。
こ
の
た
め
、
連
続
し
た
飲
食
等
の
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
原
則
と
し
て
は
そ
れ
ぞ

れ
の
飲
食
費
ご
と
に
１
人
当
た
り
5
、0
0
0
円
以
下
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
定
を
行
っ
て
問
題
は
な
い
、

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
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「資本的支出と
修繕費の税務」

第４章



Ⅰ　

資
本
的
支
出
と
修
繕
費
の
区
分

【
Ｑ
１
】〈
資
本
的
支
出
と
修
繕
費
の
区
分
〉

税
務
調
査
で
は
資
本
的
支
出
と
修
繕
費
の
区
分
が
問
題
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
資
本

的
支
出
と
修
繕
費
は
具
体
的
に
ど
う
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。

【
Ａ
１
】〈
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
コ
ス
ト
な
ど
が
修
繕
費
、
価
値
増
加
す
る
よ
う
な
費
用
が
資
本
的
支
出
〉

一
般
に
、
修
繕
費
は
点
検
・
管
理
・
清
掃
な
ど
の
維
持
コ
ス
ト
や
、
固
定
資
産
が
故
障
し
た
場

合
に
必
要
に
な
る
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
コ
ス
ト
を
い
い
、
資
本
的
支
出
は
固
定
資
産
の
使
用
可
能
年

数
を
延
長
さ
せ
た
り
、
資
産
価
値
を
ア
ッ
プ
さ
せ
た
り
す
る
支
出
を
い
い
ま
す
。

修
繕
費
の
場
合
、
支
出
時
点
で
全
額
が
経
費
に
な
り
ま
す
が
、
資
本
的
支
出
は
経
費
に
な
ら
ず
、

固
定
資
産
の
取
得
価
額
に
加
算
さ
れ
ま
す
。

【
解
説
】

　

機
械
な
ど
の
固
定
資
産
を
使
用
す
る
場
合
、
点
検
・
管
理
・
清
掃
な
ど
の
維
持
コ
ス
ト
や
、
故
障
し
た
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場
合
に
必
要
に
な
る
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
コ
ス
ト
が
か
か
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
固
定
資
産
の
使
用
に
伴
っ
て

必
然
的
に
発
生
す
る
維
持
コ
ス
ト
や
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
コ
ス
ト
を
一
般
的
に
は
修
繕
費
と
い
い
ま
す
。
修
繕

費
は
、
固
定
資
産
の
使
用
に
伴
っ
て
必
然
的
に
発
生
す
る
経
費
で
す
か
ら
、
法
人
税
に
お
い
て
も
そ
の
支

出
時
点
で
、
当
然
に
経
費
と
な
り
ま
す
。

　

一
方
で
、
資
本
的
支
出
と
は
、
固
定
資
産
の
使
用
可
能
年
数
を
延
長
さ
せ
た
り
、
資
産
価
値
を
ア
ッ
プ

さ
せ
た
り
す
る
支
出
を
い
い
ま
す
。
例
え
ば
、
建
物
に
避
難
階
段
を
新
し
く
取
り
付
け
る
よ
う
な
場
合
、

建
物
の
価
値
が
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
費
用
は
資
本
的
支
出
に
該
当
し

ま
す
。
資
本
的
支
出
は
固
定
資
産
の
価
値
を
ア
ッ
プ
さ
せ
る
費
用
で
あ
っ
て
、
新
し
い
固
定
資
産
を
購
入

し
た
こ
と
と
同
様
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
か
ら
、
支
出
時
点
で
は
経
費
と
な
ら
ず
、
固
定
資
産
の
取
得

価
額
に
加
算
す
る
、
と
い
う
取
扱
い
に
な
っ
て
い
ま
す
（
図
１
参
照
）。
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■（図１）資本的支出と修繕費の違い

支出の内容

固定資産の使用可能年数を延長さ
せたり資産価値をアップさせたり
する支出

固定資産の通常の維持管理や原状
回復のための支出

固定資産の取得価額に
加算

支出時に一括で経費

区　　分

資本的支出

修　繕　費

取　　扱　　い
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【
Ｑ
２
】〈
修
繕
費
の
具
体
的
範
囲
〉

維
持
コ
ス
ト
や
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
コ
ス
ト
が
修
繕
費
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
も
う
少
し
具

体
的
に
教
え
て
く
だ
さ
い
。

【
Ａ
２
】〈
機
械
装
置
の
移
設
に
要
し
た
費
用
な
ど
が
該
当
す
る
〉

固
定
資
産
の
通
常
の
維
持
管
理
費
用
や
、
災
害
な
ど
に
対
す
る
原
状
回
復
費
用
な
ど
が
修
繕
費

に
該
当
す
る
と
さ
れ
、
一
例
を
挙
げ
る
と
機
械
装
置
の
移
設
に
要
し
た
費
用
な
ど
が
該
当
し
ま

す
。

【
解
説
】

　

維
持
コ
ス
ト
や
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
コ
ス
ト
を
意
味
す
る
修
繕
費
は
、
固
定
資
産
の
通
常
の
維
持
管
理
費
用

や
、
災
害
な
ど
に
対
す
る
原
状
回
復
費
用
な
ど
を
い
い
ま
す
。
一
例
と
し
て
、（
図
２
）
の
よ
う
な
費
用

が
修
繕
費
に
該
当
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
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■（図２）修繕費の具体例

建物の移えい又は解体移築に要した費用（※１）

機械装置の移設に要した費用（※２）

地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用

建物、機械装置などが地盤沈下により海水などの侵害を受けることとなったため
に行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用

現に使用している土地の水はけを良くするなどのために行う砂利、砕石などの敷
設に要した費用及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石などを補充するために要し
た費用

災害により被害を受けた固定資産の原状を回復するために支出した費用

（※１）一定のものを除きます。
（※２）一定のものを除きます。
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【
Ｑ
３
】〈
資
本
的
支
出
の
具
体
的
範
囲
〉

固
定
資
産
の
使
用
可
能
年
数
を
延
長
さ
せ
た
り
、
資
産
価
値
を
ア
ッ
プ
さ
せ
た
り
す
る
支
出
が

資
本
的
支
出
に
該
当
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
も
う
少
し
具
体
的
に
教
え
て
く
だ
さ
い
。

【
Ａ
３
】〈
用
途
変
更
の
た
め
の
模
様
替
え
の
費
用
な
ど
が
該
当
す
る
〉

固
定
資
産
の
使
用
可
能
年
数
を
延
長
さ
せ
た
り
、
資
産
価
値
を
ア
ッ
プ
さ
せ
た
り
す
る
支
出
が

資
本
的
支
出
に
該
当
す
る
と
さ
れ
、
一
例
を
挙
げ
る
と
用
途
変
更
の
た
め
の
模
様
替
え
の
費
用

な
ど
が
該
当
し
ま
す
。

【
解
説
】

　

固
定
資
産
の
使
用
可
能
年
数
を
延
長
さ
せ
た
り
、
資
産
価
値
を
ア
ッ
プ
さ
せ
た
り
す
る
支
出
が
資
本
的

支
出
に
該
当
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、具
体
例
と
し
て（
図
３
）の
よ
う
な
費
用
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

固
定
資
産
に
新
し
く
何
か
を
取
り
付
け
る
費
用
や
、
他
の
用
途
に
も
使
え
る
よ
う
に
用
途
変
更
し
た
費

用
、
そ
し
て
明
ら
か
に
高
性
能
と
な
る
場
合
の
費
用
は
原
則
と
し
て
資
本
的
支
出
と
さ
れ
ま
す
。
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■（図３）資本的支出の具体例

建物の避難階段の取付けなど、物理的に付加した部分に係る費用

用途変更のための模様替えなど、改造又は改装に直接要した費用

機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合の取替費用うち、
通常の取替えに要する費用の額を超える部分の金額

経営者であれば知っておくべき税金知識のイロハ 74



【
Ｑ
４
】〈
簡
便
的
な
処
理
の
有
無
〉

修
繕
費
や
資
本
的
支
出
の
具
体
例
を
見
て
も
、
そ
の
区
分
が
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
も
っ
と
簡

単
に
判
断
す
る
基
準
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

	【
Ａ
４
】〈
少
額
又
は
周
期
の
短
い
費
用
の
特
例
〉

一
つ
の
修
理
や
改
良
の
た
め
に
支
出
し
た
費
用
が
、
①
20
万
円
未
満
で
あ
る
場
合
ま
た
は
②
お

お
む
ね
３
年
以
内
の
周
期
で
行
わ
れ
る
修
理
や
改
良
の
た
め
に
支
出
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
に

は
、
修
繕
費
と
し
て
一
括
で
経
費
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
解
説
】

　

資
本
的
支
出
と
修
繕
費
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
と
お
り
具
体
例
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
個
別

に
判
断
す
る
と
非
常
に
難
し
い
で
す
。こ
の
た
め
、一
つ
の
修
理
や
改
良
の
た
め
に
支
出
し
た
費
用
が
、（
図

４
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
修
繕
費
と
し
て
一
括
で
経
費
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

特
例
が
あ
り
ま
す
。

　

注
意
点
と
し
て
、
こ
の
取
扱
い
は
、
一
つ
の
修
理
や
改
良
の
た
め
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

支
出
し
た
費
用
に
つ
い
て
認
め
ら
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れ
る
特
例
と
い
う
こ
と
を
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

た
め
、
同
じ
修
理
や
改
良
の
た
め
に
か
か
っ
た
費
用
に
つ
い
て
、
そ

れ
を
分
割
払
い
に
し
て
二
回
に
分
け
て
支
払
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の

合
計
額
で
20
万
円
未
満
か
ど
う
か
を
判
断
し
ま
す
。

■（図４）少額又は周期の短い費用の特例

支出額が20万円未満の場合

おおむね３年以内の周期で
修理や改良が行われている場合

又は 修繕費
一つの修理や
改良のために
支出した費用

経営者であれば知っておくべき税金知識のイロハ 76



【
Ｑ
５
】〈
ど
う
し
て
も
分
か
ら
な
い
場
合
〉

当
社
は
、
当
期
に
1
2
0
万
円
の
機
械
の
修
理
を
行
い
ま
し
た
が
、
金
額
が
大
き
く
、
か
つ
購

入
後
初
め
て
の
修
理
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
資
本
的
支
出
に
な
る
か
修
繕
費
に
な
る
か
、
社
内

で
意
見
が
分
か
れ
て
い
ま
す
。
何
か
分
か
り
や
す
い
基
準
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

【
Ａ
５
】　
〈
形
式
基
準
の
適
用
〉

一
つ
の
修
理
や
改
良
の
た
め
に
支
出
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
資
本
的
支
出
で
あ
る
か
修
繕
費
で

あ
る
か
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
限
り
、
形
式
基
準
に
よ
る
区
分
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
形

式
基
準
に
は
、
①
60
万
円
未
満
等
の
基
準
（
Ｑ
６
参
照
）、
②
７
：
３
基
準
（
Ｑ
７
参
照
）、
③

災
害
特
例
（
Ｑ
８
参
照
）
の
３
つ
が
あ
り
ま
す
。

【
解
説
】

　

一
つ
の
修
理
や
改
良
の
た
め
に
支
出
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
資
本
的
支
出
で
あ
る
か
修
繕
費
で
あ
る
か

が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
限
り
、
一
定
の
形
式
的
な
基
準
で
そ
の
区
分
を
判
断
で
き
る
と
い
う
形
式
基
準

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
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具
体
的
に
は
、
①
60
万
円
未
満
等
の
基
準
（
Ｑ
６
参
照
）、
②
７
：
３
基
準
（
Ｑ
７
参
照
）、
③
災
害
特

例
（
Ｑ
８
参
照
）
の
３
つ
が
あ
り
ま
す
。

　

注
意
点
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
形
式
基
準
は
、
一
つ
の
修
理
や
改
良
の
た
め
に
支
出
し
た
費
用
に
つ
い
て
、

資
本
的
支
出
で
あ
る
か
修
繕
費
で
あ
る
か
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
限
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

認
め
ら
れ
る
も
の
で
す
。
こ
の

た
め
、
例
え
ば
（
図
３
）
で
述
べ
た
資
本
的
支
出
の
具
体
例
に
該
当
し
、
明
ら
か
に
資
本
的
支
出
と
さ
れ

る
費
用
に
つ
い
て
は
、
形
式
基
準
で
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
資
本
的
支
出
と
し
て
処
理
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
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【
Ｑ
６
】〈
60
万
円
未
満
等
の
基
準
の
意
義
〉

形
式
基
準
で
あ
る
60
万
円
未
満
等
の
基
準
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

【
Ａ
６
】〈
支
出
額
が
60
万
円
未
満
で
あ
る
場
合
な
ど
は
、
修
繕
費
〉

資
本
的
支
出
で
あ
る
か
修
繕
費
で
あ
る
か
が
明
ら
か
で
な
い
費
用
に
つ
い
て
、
一
つ
の
修
理
や

改
良
の
た
め
に
支
出
し
た
費
用
の
金
額
が
、
①
60
万
円
未
満
の
場
合
又
は
②
修
理
・
改
良
な
ど

を
し
た
固
定
資
産
の
「
前
期
末
の
取
得
価
額
」
の
お
お
む
ね
10
％
相
当
額
以
下
の
場
合
に
は
、

そ
の
全
額
を
修
繕
費
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
解
説
】

　

形
式
基
準
の
ひ
と
つ
で
あ
る
60
万
円
未
満
等
の
基
準
と
は
、（
図
５
）
の
基
準
を
い
い
ま
す
。

　

原
則
と
し
て
、
修
繕
費
か
資
本
的
支
出
か
明
ら
か
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
支
出
額
が
60
万
円
未
満

ま
た
は
取
得
価
額
の
10
％
以
下
で
あ
れ
ば
一
括
で
経
費
と
し
て
問
題
は
な
い
、
と
記
憶
し
て
お
き
ま
し
ょ

う
。
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■（図５）60万円未満等の基準

支出額が60万円未満の場合

支出額が修理・改良などをした
固定資産の「前期末の取得価額」
（※）のおおむね10％相当額以
下の場合

又は

（※）原則として、「当初の取得価額＋前期末までに支出した資本的支出の額」となります。

修繕費
一つの修理や改良
のために支出した
費用で、区分が明
らかでないもの

経営者であれば知っておくべき税金知識のイロハ 80



【
Ｑ
７
】〈
７
：
３
基
準
の
意
義
〉

形
式
基
準
で
あ
る
７
：
３
基
準
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

【
Ａ
７
】〈
継
続
し
て
３
割
部
分
な
ど
を
修
繕
費
と
し
て
い
る
場
合
は
認
め
ら
れ
る
〉

資
本
的
支
出
で
あ
る
か
修
繕
費
で
あ
る
か
が
明
ら
か
で
な
い
費
用
の
処
理
に
つ
い
て
、
①
支
出

額
の
30
％
相
当
額
と
、
②
修
理
・
改
良
な
ど
を
し
た
固
定
資
産
の
「
前
期
末
の
取
得
価
額
」
の

お
お
む
ね
10
％
相
当
額
と
の
い
ず
れ
か
少
な
い
金
額
を
継
続
し
て
修
繕
費
と
し
て
い
る
場
合
に

は
、
そ
の
処
理
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

【
解
説
】

　

形
式
基
準
の
ひ
と
つ
で
あ
る
７
：
３
基
準
と
は
、
資
本
的
支
出
で
あ
る
か
修
繕
費
で
あ
る
か
が
明
ら
か

で
な
い
費
用
の
処
理
に
つ
い
て
、
①
支
出
額
の
30
％
相
当
額
と
、
②
修
理
・
改
良
な
ど
を
し
た
固
定
資
産

の
「
前
期
末
の
取
得
価
額
」
の
お
お
む
ね
10
％
相
当
額
と
の
い
ず
れ
か
少
な
い
金
額
を
継
続
し
て
修
繕
費

と
し
て
経
理
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
処
理
を
認
め
る
と
い
う
基
準
を
い
い
ま
す
（
図
６
参
照
）。

　

な
お
、
支
出
額
の
70
％
相
当
額
な
ど
、
こ
の
基
準
に
よ
り
修
繕
費
と
さ
れ
な
か
っ
た
金
額
は
、
資
本
的
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支
出
と
さ
れ
ま
す
。

■（図６）７：３基準

支出額の30％相当額
修理・改良などをした固定資産
の「前期末の取得価額」（※）の
10％相当額

（※）原則「当初の取得価額＋前期末までに支出した資本的支出の額」となります。

修繕費
一つの修理や改良のた
めに支出した費用で、
区分が明らかでないも
の

継続して、以下のいず
れか少ない金額を修繕
費として経理
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【
Ｑ
８
】〈
災
害
特
例
の
意
義
〉

形
式
基
準
で
あ
る
災
害
特
例
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

【
Ａ
８
】〈
災
害
に
よ
り
損
傷
し
た
資
産
は
30
％
が
修
繕
費
〉

災
害
な
ど
で
損
傷
し
た
固
定
資
産
に
対
し
て
修
理
や
改
良
な
ど
を
し
た
場
合
、
資
本
的
支
出
で

あ
る
か
修
繕
費
で
あ
る
か
が
明
ら
か
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
支
出
額
の
30
％
相
当
額
を
修

繕
費
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

【
解
説
】

　

形
式
基
準
の
ひ
と
つ
で
あ
る
災
害
特
例
と
は
、
災
害
な
ど
で
損
傷
し
た
固
定
資
産
に
対
し
て
修
理
や
改

良
な
ど
を
し
た
場
合
に
認
め
ら
れ
る
基
準
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
固
定
資
産
に
対
す
る
支
出
額
で
、
資
本
的
支
出
で
あ
る
か
修
繕
費
で
あ
る
か
が
明
ら
か
で

な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
支
出
額
の
30
％
相
当
額
を
修
繕
費
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
残
り
の
70
％
相

当
額
は
、
資
本
的
支
出
と
な
り
ま
す
。
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な
お
、
災
害
な
ど
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
た
固
定

資
産
に
対
す
る
修
理
や
改
良
な
ど
の
う
ち
、
原
状
を

回
復
す
る
た
め
の
費
用
は
、
原
則
と
し
て
修
繕
費
と

な
り
ま
す
の
で
、
あ
く
ま
で
も
区
分
が
明
ら
か
で
は

な
い
費
用
に
つ
い
て
、
こ
の
特
例
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
（
図
７
参
照
）。

■（図７）災害特例

原状回復費用に
相当するもの

資本的支出であるか修
繕費であるかが明らか
でないもの

30％相当額

70％相当額

修繕費

修繕費

基本的
支出

災害により損傷し
た固定資産に対す
る修理や改修など
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【
Ｑ
９
】〈
実
務
上
の
判
断
〉

資
本
的
支
出
と
修
繕
費
の
区
分
に
は
、
形
式
基
準
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
判
断
が
あ
る
よ
う
で
す

が
、
実
務
上
は
ど
の
よ
う
に
判
断
す
れ
ば
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

【
Ａ
９
】〈
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
を
活
用
す
る
〉

資
本
的
支
出
と
修
繕
費
の
区
分
は
、
原
則
と
し
て
（
図
８
）
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
に
従
っ
て
判

断
す
る
こ
と
が
通
例
で
す
。

【
解
説
】

　

実
務
上
、
資
本
的
支
出
と
修
繕
費
の
区
分
は
、（
図
８
）
の
よ
う
な
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
で
判
断
す
る
こ

と
が
通
例
で
す
の
で
、
参
考
に
し
て
下
さ
い
。
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■（図８）資本的支出と修繕費の区分のフローチャート

修
　
　
　
繕
　
　
　
費

資
　
本
　
的
　
支
　
出

一つの修理・改良などに要した金額

Ａ＝�支出金額の30％相当額又は前期末の取得価額の10％相当額のいずれか少
ない金額

Ｂ＝支出金額－Ａ

20万円未満ですか？

おおむね３年以内周期の費用ですか？

明らかに価値や耐久性を高める費用ですか？

明らかに通常の維持管理などの費用ですか？

60万円未満ですか？

前期末の取得価額のおおむね10％相当額以下ですか？

継続して７：３基準を適用していますか？

災害特例により経理していますか？

資本的支出ですか？

NO

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＹＥＳ ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Ａの金額 Bの金額

（70％）（30％）
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Ⅱ　

そ
の
他
の
注
意
点

【
Ｑ
10
】〈
資
本
的
支
出
と
修
繕
費
の
税
務
調
査
対
策
〉

資
本
的
支
出
と
修
繕
費
の
区
分
は
税
務
調
査
で
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
税
務

調
査
に
あ
た
り
、
ど
の
よ
う
な
ポ
イ
ン
ト
に
注
意
す
れ
ば
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

【
Ａ
10
】〈
書
類
の
見
直
し
や
内
容
の
的
確
な
把
握
を
行
う
〉

調
査
官
か
ら
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
見
積
書
な
ど
の
文
言
を
見
直
す
と
と
も
に
、
高
額
な
改
良
工
事

な
ど
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
調
査
官
に
説
明
で
き
る
よ
う
、
そ
の
内
容
を
あ
ら
か
じ
め
的
確
に

把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
解
説
】

　

資
本
的
支
出
と
修
繕
費
の
区
分
は
、
税
務
調
査
に
お
い
て
は
必
ず
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
項
目
で
あ
る
と
こ

ろ
、
下
記
の
よ
う
な
ポ
イ
ン
ト
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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①
見
積
書
や
請
求
書
、
領
収
書
な
ど
の
文
言
に
注
意
す
る

　

税
務
調
査
で
よ
く
問
題
に
な
る
の
は
、
修
理
や
改
良
工
事
の
見
積
書
や
請
求
書
、
そ
し
て
領
収
書
な
ど

に
、「
改
良
」、「
補
強
」、「
強
化
」
な
ど
の
文
言
が
入
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
で
す
。
調
査
官
は
こ
れ
ら
の
書

類
は
必
ず
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
の
で
、
こ
の
よ
う
な
文
言
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
固
定
資
産
の
価

値
や
耐
久
性
を
高
め
る
修
理
や
改
良
に
当
た
る
と
し
て
資
本
的
支
出
に
当
た
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

指
導
が
な
さ
れ
る
リ
ス
ク
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
文
言
は
極
力
な
い
方
が
い
い
で
す
し
、
あ
る
場
合
に
は
、
修
繕
費
に
当
た
る

旨
を
説
明
で
き
る
よ
う
に
、
修
理
や
改
良
工
事
な
ど
の
内
容
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

②
修
理
や
改
良
工
事
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
す
る

　

1
0
0
万
円
を
超
え
る
よ
う
な
高
額
な
修
理
や
改
良
工
事
を
実
施
す
る
場
合
、
担
当
者
か
ら
こ
れ
ら
の

具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
を
受
け
る
こ
と
と
し
ま
し
ょ
う
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
修
理
や
改

良
工
事
に
つ
い
て
現
地
確
認
を
す
る
こ
と
も
重
要
に
な
り
ま
す
。
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【
Ｑ
11
】〈
資
本
的
支
出
と
金
額
の
大
き
さ
〉

当
社
は
前
期
、
貸
し
ビ
ル
に
雨
漏
り
が
発
生
し
た
た
め
、
数
百
万
円
程
度
の
費
用
を
か
け
て
屋

上
の
防
水
工
事
を
実
施
し
ま
し
た
。
工
事
を
実
施
し
な
け
れ
ば
使
え
な
い
た
め
、
当
然
に
必
要

に
な
る
修
理
と
考
え
て
修
繕
費
と
し
て
経
費
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
度
、
税
務
調
査
が
入
り
こ
の
防
水
工
事
は
金
額
も
大
き
い
た
め
修
繕
費
に
は
な
ら
な
い
の

で
は
な
い
か
、
と
調
査
官
に
指
導
さ
れ
て
い
ま
す
。

金
額
が
大
き
け
れ
ば
修
繕
費
に
該
当
し
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

【
Ａ
11
】〈
あ
く
ま
で
も
実
態
で
判
断
す
る
〉

資
本
的
支
出
に
な
る
か
修
繕
費
に
な
る
か
は
あ
く
ま
で
も
実
態
で
見
る
話
で
す
か
ら
、
大
き
な

金
額
を
支
出
し
た
だ
け
で
資
本
的
支
出
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
維
持
管
理
と

さ
れ
る
工
事
か
、
価
値
を
増
加
さ
せ
た
り
耐
久
性
を
高
め
た
り
す
る
工
事
か
、
そ
の
実
態
を
判

断
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
解
説
】

　

資
本
的
支
出
と
修
繕
費
の
区
分
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
実
態
で
判
断
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
た
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め
、
金
額
が
大
き
い
か
ら
、
と
い
う
だ
け
で
資
本
的
支
出
に
な
る
こ
と
は
な
く
、
維
持
管
理
と
さ
れ
る
工

事
か
、
価
値
を
増
加
さ
せ
た
り
耐
久
性
を
高
め
た
り
す
る
工
事
か
、
そ
の
実
態
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　

屋
根
の
雨
漏
り
を
修
理
す
る
工
事
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
雨
漏
り
が
発
生
し
、
か
つ
建
物
が
建
築
さ
れ

て
か
ら
相
当
の
年
数
が
経
過
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
建
物
の
維
持
管
理
上
や
む
を
得
な
い
支
出
で

あ
っ
た
と
し
て
修
繕
費
に
該
当
す
る
、
と
判
断
さ
れ
た
事
例
が
あ
り
ま
す
。

　

反
面
、
亀
裂
が
生
じ
た
た
め
雨
漏
り
が
発
生
し
、
そ
の
亀
裂
を
個
別
に
修
理
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

屋
根
全
体
に
雨
漏
り
工
事
を
実
施
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
亀
裂
が
生
じ
た
箇
所
以
外
の
箇
所
も
含
め
て

工
事
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
屋
根
全
体
の
耐
久
性
が
高
ま
っ
て
い
る
と
し
て
、
資
本
的
支
出
に
な
る
と
さ

れ
た
事
例
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
同
じ
屋
根
の
雨
漏
り
の
修
理
工
事
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
実
態
に
応
じ
て
修
繕
費
に
も
資

本
的
支
出
に
も
な
り
う
る
た
め
、
工
事
の
実
態
を
確
認
し
な
い
限
り
、
確
た
る
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
た
だ
単
に
金
額
が
大
き
い
と
い
う
理
由
だ
け
で
資
本
的
支
出
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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【
Ｑ
12
】〈
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
に
関
す
る
費
用
の
取
扱
い
〉

ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
費
用
は
資
本
的
支
出
に
該
当
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？

【
Ａ
12
】〈
あ
く
ま
で
も
実
態
で
判
断
す
る
〉

ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
費
用
な
ど
、
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
に
つ
い
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

修
正
、
補
修
、
改
良
な
ど
を
行
っ
た
場
合
の
費
用
の
判
断
に
つ
い
て
も
、
実
態
に
応
じ
て
資
本

的
支
出
と
修
繕
費
を
区
分
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

【
解
説
】

　

ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
に
つ
い
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
修
正
、補
修
、改
良
な
ど
を
行
っ
た
場
合
の
費
用
は
、（
図
９
）

の
よ
う
な
基
準
で
修
繕
費
で
資
本
的
支
出
を
区
分
し
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
バ
グ
取
り
費
用
、
ウ
イ
ル
ス
防
止
費
用
な
ど
は
、「
機
能
上
の
障
害
の
除
去
や
現
状
の

効
用
の
維
持
な
ど
に
該
当
す
る
も
の
」
に
あ
た
り
、修
繕
費
に
該
当
し
ま
す
。
一
方
で
、バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ

プ
費
用
は
、
原
則
と
し
て
「
新
た
な
機
能
の
追
加
や
機
能
の
向
上
な
ど
に
該
当
す
る
も
の
」
に
あ
た
り
、

資
本
的
支
出
と
さ
れ
ま
す
。

◉  第  4  章　「資本的支出と修繕費の税務」91



　

も
ち
ろ
ん
、
資
本
的
支
出
と
修
繕
費
の
区
分
は
、
実
態

で
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
に
関

連
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
の
価
値
が
増

加
す
る
よ
う
な
コ
ス
ト
か
、
通
常
の
維
持
管
理
に
要
す
る

コ
ス
ト
か
、
専
門
家
の
意
見
も
聞
き
な
が
ら
慎
重
に
判
断

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

機能上の障害の除去や現状
の効用の維持などに該当す
るもの

新たな機能の追加や機能の
向上などに該当するもの

ソフトウエアの
プログラムの
修正・補修・改良
などの費用

修繕費

資本的支出

■（図９）ソフトウエア関連費用の取扱い
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「貸倒損失の税務」
第５章



Ⅰ　

貸
倒
損
失
の
原
則
的
取
扱
い

【
Ｑ
１
】〈
貸
倒
損
失
の
取
扱
い
〉

ど
の
よ
う
な
要
件
を
満
た
せ
ば
貸
倒
損
失
が
認
め
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

【
Ａ
１
】〈
法
律
上
の
貸
倒
れ
、
事
実
上
の
貸
倒
れ
、
形
式
上
の
貸
倒
れ
〉

貸
倒
損
失
の
計
上
が
で
き
る
場
合
は
、
①
法
律
上
の
貸
倒
れ
、
②
事
実
上
の
貸
倒
れ
、
③
形
式

上
の
貸
倒
れ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
解
説
】

　

法
人
税
は
貸
倒
損
失
の
計
上
を
非
常
に
限
定
し
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
①
法
律
上
の
貸
倒
れ
、
②

事
実
上
の
貸
倒
れ
、
③
形
式
上
の
貸
倒
れ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
貸
倒
損
失
の
計
上
が

認
め
ら
れ
ま
す
。

　

詳
細
は
後
述
し
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
事
由
に
該
当
し
た
と
し
て
も
、
貸
倒
損
失
が
無
条
件
に
認
め
ら
れ
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る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
の
う
ち
、
②
と
③
の
貸
倒
れ
に
つ
い

て
は
、
所
定
の
経
理
を
し
な
け
れ
ば
法
人
税
の
経
費
と
し
て
認
め
な

い
、
と
い
う
取
扱
い
も
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
（
図
1
参
照
）。

事　由 内　容 経理上の要件

法律上の貸倒れ 法的な手続きで切り捨て
られた場合 なし

事実上の貸倒れ 債務者の状況等に照らし
回収不能となった場合 貸倒損失として損金経理

形式上の貸倒れ 取引停止後、１年以上経
過した場合 備忘価額を残す

■（図１）法人税の貸倒損失の取扱い
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【
Ｑ
２
】〈
法
律
上
の
貸
倒
れ
の
意
義
〉

法
律
上
の
貸
倒
れ
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
内
容
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

【
Ａ
２
】〈
更
生
計
画
認
可
決
定
や
所
定
の
債
権
放
棄
な
ど
〉

法
律
上
の
貸
倒
れ
は
、
更
生
計
画
認
可
決
定
や
所
定
の
債
権
放
棄
に
よ
り
、
強
制
的
に
債
権
の

全
部
ま
た
は
一
部
が
切
り
捨
て
ら
れ
た
場
合
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
す
。

【
解
説
】

　

会
社
更
生
法
な
ど
の
法
律
の
規
定
や
、
所
定
の
債
権
放
棄
に
よ
り
、
債
権
が
強
制
的
に
切
り
捨
て
ら
れ

る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
認
め
ら
れ
る
の
が
法
律
上
の
貸
倒
れ
で
す
。
そ
の
事
実
が

発
生
し
た
時
点
で
無
条
件
に
、
そ
の
切
り
捨
て
ら
れ
た
金
額
を
貸
倒
損
失
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
図

2
参
照
）。

　

実
務
で
最
も
多
い
の
が「
書
面
に
よ
る
債
務
免
除
」（
図
３
参
照
）で
す
。こ
こ
で
い
う
書
面
に
つ
い
て
は
、

内
容
証
明
郵
便
等
に
よ
り
債
務
者
に
交
付
す
る
か
、
債
務
者
か
ら
受
領
書
を
受
け
取
る
こ
と
が
望
ま
し
い

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
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加
え
て
、
債
務
者
の
債
務
超
過
の
状
態
が
、
相
当
期
間
継
続
す
る
必
要
も
あ
り
ま
す
。
相
当
期
間
と
は
、

一
律
何
年
と
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
実
務
上
は
３
～
５
年
程
度
と
考
え
る
ケ
ー
ス
が

多
い
よ
う
で
す
。
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■（図２）法律上の貸倒れ

発生した事実等 貸倒損失の金額

更生計画認可の決定による切捨て

切り捨てられることと
なった部分の金額

再生計画認可の決定による切捨て

特別清算に係る協定の認可の決定による切捨て

以下の関係者間協議決定による切捨て
〇��債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者
の負債整理を定めたもの

〇�行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんに
よる当事者間の協議によりされた契約で合理的な基
準によるもの

書面による債務免除（債務者の債務超過の状態が相当
期間継続し、その弁済を受けられないと認められる場
合に限られます。）

債務免除の通知を
した金額

■（図３）書面による債務免除の注意点

書面による通知

債務者の債務超過が
相当期間継続

書面による債務免除

内容証明郵便等が
望ましい

３～５年程度が
一般的（※）

（※）債権が回収不能か否かを判断するための期間であり、例外も認められます。
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【
Ｑ
3
】〈
事
実
上
の
貸
倒
れ
の
意
義
〉

事
実
上
の
貸
倒
れ
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
内
容
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

【
Ａ
3
】〈
債
務
者
等
の
資
産
状
況
等
か
ら
全
額
回
収
不
能
が
明
ら
か
な
場
合
〉

事
実
上
の
貸
倒
れ
は
、
債
務
者
の
資
産
状
況
や
支
払
能
力
等
か
ら
見
て
、
債
権
の
全
額
が
回
収

不
能
で
あ
る
場
合
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
回
収
不
能
が
明
ら
か
に
な
っ
た
事
業
年
度
に

お
い
て
損
失
処
理
す
る
こ
と
で
経
費
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
解
説
】

　

法
律
上
強
制
的
に
債
権
が
切
り
捨
て
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
は
最
終
段
階
で
あ
り
、
債
務
者
の
資
金
繰
り

な
ど
を
見
れ
ば
、
債
権
の
全
額
が
回
収
で
き
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
、
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
の
方
が
実
務

上
は
多
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
所
定
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
で
認
め
ら
れ
る
の
が

事
実
上
の
貸
倒
れ
で
す
。

　

具
体
的
に
は
、
売
掛
金
等
の
①
債
務
者
の
資
産
状
況
や
支
払
能
力
か
ら
見
て
、
債
権
の
全
額
を
回
収
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
、
②
そ
の
明
ら
か
に
な
っ
た
事
業
年
度
に
お
い
て
、
そ
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の
債
権
の
全
額
を
貸
倒
損
失
と
し
て
経
理
処
理
す
る
こ
と
で
、
貸

倒
損
失
と
し
て
法
人
税
の
経
費
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
図
４

参
照
）。

　

①
の
債
権
の
全
額
を
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら

か
、
要
件
に
つ
い
て
は
、
客
観
的
に

4

4

4

4

債
権
の
全
額
を
回
収
で
き
な

い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ど
う
か
で
判
断
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、
事
実
上
の
貸
倒
れ
を
計
上
す
る
場
合
に
は
、
専
門

家
に
相
談
し
な
が
ら
判
断
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

■（図４）事実上の貸倒れ

債務者の資産状況や支払能力から見て、債権の全額を
回収することができないことが明らかであること

債権の全額を回収不能が明らかになった事業年度で貸
倒損失として経理処理すること

（※）�債権に担保物がある場合などは、原則として、その処分をするまでは事実上の貸倒れは認められま
せん。

事実上の
貸倒れ

経営者であれば知っておくべき税金知識のイロハ 100



【
Ｑ
4
】〈
担
保
物
が
あ
る
場
合
の
事
実
上
の
貸
倒
れ
〉

貸
付
先
で
あ
る
A
社
が
倒
産
の
危
機
に
あ
る
よ
う
で
、
今
後
の
返
済
が
非
常
に
難
し
い
と
A
社

の
社
長
か
ら
相
談
を
受
け
ま
し
た
。
A
社
は
、
当
社
が
抵
当
権
を
設
定
し
て
い
る
土
地
以
外
に

め
ぼ
し
い
資
産
は
な
い
よ
う
で
、
全
額
が
回
収
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
す
。
事
実
上
の
貸

倒
れ
は
認
め
ら
れ
ま
す
か
？

【
Ａ
4
】〈
原
則
、
担
保
物
を
処
分
す
る
ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い
〉

事
実
上
の
貸
倒
れ
は
、
債
権
の
全
額
が
回
収
で
き
な
い
と
客
観
的
に
認
め
ら
れ
る
場
合
に
認
め

ら
れ
ま
す
。
担
保
が
あ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
担
保
物
を
処
分
す
る
ま
で
事
実
上
の
貸
倒
れ
は
認

め
ら
れ
ま
せ
ん
。

【
解
説
】

　

事
実
上
の
貸
倒
れ
は
、
債
権
に
担
保
物
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
処
分
す
る
ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
い

う
の
が
原
則
で
す
。
債
権
の
全
額
が
回
収
不
能
で
あ
る
こ
と
が
客
観
的
に
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
事
実
上

の
貸
倒
れ
が
認
め
ら
れ
ま
す
の
で
、
担
保
物
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
処
分
後
の
状
況
に
よ
っ
て
回
収

不
能
か
ど
う
か
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
の
た
め
、
担
保
を
設
定
し
て
い
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る
債
権
に
つ
い
て
は
、
担
保
の
処
分
が
な
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
事
実
上
の
貸
倒
れ
は
原
則
と
し
て
認
め
ら

れ
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
債
権
に
つ
い
て
保
証
人
が
い
る
場
合
の
事
実
上
の
貸
倒
れ
も
、
原
則
と
し
て
担
保
を
設
定
し
て

い
る
場
合
と
同
様
の
取
扱
い
と
な
っ
て
い
ま
す
。
保
証
人
が
い
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
保
証
債

務
の
履
行
が
あ
り
、
か
つ
保
証
人
か
ら
も
債
権
の
回
収
が
で
き
な
い
と
き
に
初
め
て
、
事
実
上
の
貸
倒
れ

が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
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【
Ｑ
5
】　
〈
形
式
上
の
貸
倒
れ
の
意
義
〉

形
式
上
の
貸
倒
れ
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
内
容
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

	【
Ａ
5
】　
〈
取
引
停
止
後
、
一
年
以
上
経
過
し
た
場
合
等
〉

形
式
上
の
貸
倒
れ
は
、
売
掛
債
権
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
、
債
務
者
と
の
取
引
停
止
後

１
年
以
上
経
過
し
た
場
合
な
ど
に
認
め
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、形
式
上
の
貸
倒
れ
に
つ
い
て
は
、

１
円
以
上
の
備
忘
価
額
を
決
算
書
に
残
し
て
貸
倒
損
失
を
計
上
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
解
説
】

　

実
務
上
、
法
律
上
の
貸
倒
れ
が
発
生
す
る
こ
と
は
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
事
実
上
の
貸
倒
れ
に
つ
い

て
も
、
そ
の
要
件
が
厳
し
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
簡
便
的
な
方
法
と
し
て
、
形
式
上
の
貸
倒
れ
が
認
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

形
式
上
の
貸
倒
れ
は
、
一
定
の
売
掛
債
権
に
つ
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
も
の
で
、
①
債
務
者
と
の
取
引

停
止
後
１
年
以
上
経
過
し
、
又
は
、
②
同
一
地
域
の
売
掛
債
権
の
総
額
が
取
立
費
用
に
満
た
な
い
場
合
に

お
い
て
、
督
促
し
て
も
弁
済
が
な
い
と
き
に
、
③
決
算
書
に
１
円
以
上
の
備
忘
価
額
を
残
し
、
残
額
を
貸
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倒
損
失
と
す
る
経
理
処
理
を
行
う
こ
と
で
、
そ
の
１
年
以

上
経
過
し
た
日
又
は
そ
の
弁
済
が
な
い
と
き
以
後
の
事
業

年
度
に
お
い
て
、貸
倒
損
失
の
計
上
が
認
め
ら
れ
ま
す（
図

５
参
照
）。

　

な
お
、
形
式
上
の
貸
倒
れ
に
つ
い
て
も
、
そ
の
債
権
に

担
保
物
が
あ
る
場
合
に
は
、
現
実
に
担
保
物
の
処
分
が
な

さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
貸
倒
損
失
の
計
上
は
原
則
と
し
て
認

め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

■（図５）形式上の貸倒れ

債務者との取引停止後１年以上経過していること

決算書に１円以上の
備忘価額を残す
経理処理を行うこと

同一地域の売掛債権の総額が取立費用に満たない場
合において、督促しても弁済がないこと

（※１）�形式上の貸倒れは、一定の売掛債権などについてのみ認められま
す。

（※２）�担保物がある場合などは、原則としてその処分をするまでは形式
上の貸倒れは認められません。

形式上の
貸倒れ

又は
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「印紙税の税務」
第６章



印
紙
の
全
体
像

Ⅰ　

印
紙
税
額
一
覧
表
は
こ
う
見
る

（
１
）
印
紙
税
額
一
覧
表
に
載
っ
て
い
る
文
書
に
印
紙
が
か
か
る

　

会
社
が
作
る
書
類
の
全
部
に
印
紙
を
貼
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
税
金
が
か
か
る
文
書
を
作
っ
た
場
合

に
、
収
入
印
紙
を
貼
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

で
は
、具
体
的
に
ど
う
い
う
文
書
に
印
紙
を
貼
る
の
か
。そ
れ
は
、（
参
考
１
）に
載
っ
て
い
る
文
書
で
す
。

こ
の
資
料
は
、
印
紙
税
額
一
覧
表
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

印
紙
税
額
一
覧
表
を
見
て
見
ま
し
ょ
う
。
こ
の
資
料
は
、
①
番
号
、
②
文
書
の
種
類
、
③
印
紙
税
額
、

経営者であれば知っておくべき税金知識のイロハ 106



④
非
課
税
文
書
、
の
４
つ
の
項
目
が
あ
り
ま
す
。

　

①
に
つ
い
て
。
印
紙
を
貼
る
文
書
は
、「
○
号
文
書
」
の
よ
う
に
、番
号
で
呼
ぶ
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

印
紙
税
額
一
覧
表
の
番
号
が
１
で
あ
れ
ば
、「
１
号
文
書
」
と
呼
び
、「
１
号
文
書
」
の
よ
う
に
、
同
じ
番

号
の
中
に
複
数
あ
れ
ば
、「
１
号
の
４
文
書
」
な
ど
と
呼
ぶ
わ
け
で
す
。

　

②
に
つ
い
て
。
こ
こ
が
重
要
で
、
こ
の
内
容
に
当
て
は
ま
る
文
書
に
印
紙
を
貼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
載
っ
て
い
な
い
文
書
に
は
印
紙
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

③
に
つ
い
て
。
印
紙
は
、
契
約
書
等
に
記
載
さ
れ
た
取
引
金
額
（
以
下
、「
記
載
金
額
」
と
言
い
ま
す
）

に
応
じ
て
印
紙
の
金
額
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

④
に
つ
い
て
。
例
え
ば
、
領
収
書
は
記
載
金
額
が
5
万
円
未
満
で
あ
れ
ば
印
紙
を
貼
付
す
る
必
要
が
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
、
本
来
で
あ
れ
ば
印
紙
を
貼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
貼
る
必
要
が

な
い
文
書
を
非
課
税
文
書
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
②
の
文
書
で
、
か
つ
④
の
文
書
に
該
当
し
な
い

も
の
に
、
印
紙
を
貼
れ
ば
足
り
ま
す
。
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（
２
）
重
要
な
の
は
中
身

　

印
紙
税
額
一
覧
表
に
載
ら
な
い
文
書
は
印
紙
を
貼
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
タ
イ
ト
ル
で
は
な
く
、

問
題
と
な
る
文
書
に
「
印
紙
税
額
一
覧
表
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
が
１
つ
で
も
表
現
さ
れ
て
い
る
か
」

が
、
重
要
に
な
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
タ
イ
ト
ル
を
契
約
書
と
せ
ず
単
に
「
念
書
」
と
し
、
金
銭
消
費
貸
借
に
つ
い
て
取
り
決
め
が

行
わ
れ
た
文
書
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
消
費
貸
借
に
つ
い
て
取
り
決
め
た
（
契
約
し
た
）
も
の
で

す
か
ら
、
消
費
貸
借
契
約
（
１
号
の
３
文
書
）
に
該
当
し
、
印
紙
を
貼
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

機
械
の
売
買
契
約
に
お
い
て
、「
売
主
が
保
守
を
請
け
負
う
」
と
い
っ
た
条
項
が
あ
れ
ば
、
保
守
は
請
負

に
該
当
し
、
売
主
と
買
主
と
の
間
で
売
主
が
保
守
を
行
う
こ
と
を
合
意
（
契
約
）
し
て
い
ま
す
の
で
、
請

負
契
約
（
２
号
文
書
）
に
該
当
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
重
要
な
こ
と
は
、
相
手
方
と
取
り
交
わ
す
文
書
に
つ
い
て
、
何
を
そ
の
文
書
上
で
う
た
っ
て

い
る
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
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（
３
）
全
部
を
覚
え
る
必
要
は
な
い

　

印
紙
税
額
一
覧
表
を
ご
覧
に
な
ら
れ
た
方
は
、「
こ
の
20
個
、
す
べ
て
覚
え
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
？
」

と
思
わ
れ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
結
論
か
ら
申
し
上
げ
ま
す
と
、
そ
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

印
紙
が
問
題
に
な
る
文
書
は
、
こ
の
20
個
の
う
ち
、
１
号
文
書
（
不
動
産
の
譲
渡
等
の
契
約
書
）、
２

号
文
書
（
請
負
に
関
す
る
契
約
書
）、７
号
文
書
（
継
続
的
取
引
の
基
本
と
な
る
契
約
書
）、17
号
文
書
（
金

銭
又
は
有
価
証
券
の
受
取
書
）
の
４
つ
で
９
割
以
上
だ
か
ら
で
す
。

　

加
え
て
、
他
の
文
書
は
、
そ
れ
ほ
ど
作
成
す
る
機
会
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
仮
に
作
っ
た
と
し
て
も
、
一

覧
表
を
確
認
す
れ
ば
、
お
お
む
ね
迷
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
印
紙
に
詳
し
い
税
務
職
員
も
、
こ
れ
ら
４
つ
の
文
書
以
外
は
あ
ま
り
知
り
ま
せ
ん
か

ら
、
心
配
す
る
必
要
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
え
ま
す
。
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一 覧 表  
   

番号 文 書 の 種 類 印紙税額（１通又は１冊につき） 主な非課税文書 

４ 

株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸
付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託
の受益証券 
（注）１出資証券には、投資証券を含みます。 
   ２社債券には、特別の法律により法人の発

行する債券及び相互会社の社債券を含む
ものとする。 

記載された券面金額が 
  500万円以下のもの 200円 
  500万円を超え１千万円以下のもの １千円 
 １千万円を超え５千万円以下 〃 ２千円 
 ５千万円を超え １億円以下 〃 １万円 
  １億円を超えるもの ２万円 
 
(注) 株券、投資証券については、１株（１口）

当たりの払込金額に株数（口数）を掛けた金
額を券面金額とします。 

１ 日本銀行その他特定
の法人の作成する出
資証券 

２ 譲渡が禁止されてい
る特定の受益証券 

３ 一定の要件を満たし
ている額面株式の株券
の無効手続に伴い新た
に作成する株券 

５ 

合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割
計画書 
（注）１会社法又は保険業法に規定する合併契約

を証する文書に限ります。 
２会社法に規定する吸収分割契約又は新設
分割計画を証する文書に限ります。 

 
４万円 

 

６ 

定  款 
（注）株式会社、合名会社、合資会社、合同会社

又は相互会社の設立のときに作成される定
款の原本に限ります。 

 
４万円 

株式会社又は相互会社
の定款のうち公証人法
の規定により公証人の
保存するもの以外のも
の 

７ 

継続的取引の基本となる契約書 
（注）契約期間が３か月以内で、かつ更新の定め

のないものは除きます。 
（例）売買取引基本契約書、特約店契約書、代理

店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定
書など 

 
４千円 

 

８ 

預金証書、貯金証書 200円 信用金庫その他特定の
金融機関の作成するも
ので記載された預入額
が１万円未満のもの 

９ 

貨物引換証、倉庫証券、船荷証券 
（注）１法定記載事項の一部を欠く証書で類似の

効用があるものを含みます。 
   ２倉庫証券には農業倉庫証券及び連合農業

倉庫証券は含みません。 

 
200円 

船荷証券の謄本 
 

１０ 保険証券 200円  

１１ 信 用 状 200円  

１２ 信託行為に関する契約書 
（注）信託証書を含みます。 

 
200円 

 

１３ 
債務の保証に関する契約書 
（注）主たる債務の契約書に併記するものは除き

ます。 

 
200円 

身元保証ニ関スル法律
に定める身元保証に関
する契約書 

１４ 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書 200円  

１５ 
債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 記載された契約金額が１万円以上のもの 200円 

 
契約金額の記載のないもの 200円 

記載された契約金額が
１万円未満のもの 

１６ 
配当金領収証、配当金振込通知書 記載された配当金額が３千円以上のもの 200円 

 
配当金額の記載のないもの 200円 

記載された配当金額が
３千円未満のもの 

１７ 

１売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 
（注）１売上代金とは、資産を譲渡することによ

る対価、資産を使用させること（権利を
設定することを含みます。）による対価
及び役務を提供することによる対価をい
い、手付けを含みます。 

   ２株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び
預貯金の利子などは売上代金から除かれ
ます。 

（例）商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の
受取書、請負代金の受取書、広告料の受取
書など 

記載された受取金額が 
  100万円以下のもの 200円 
  100万円を超え 200万円以下のもの 400円 
  200万円を超え 300万円以下 〃 600円 
  300万円を超え 500万円以下 〃 １千円 
  500万円を超え１千万円以下 〃 ２千円 
 １千万円を超え２千万円以下 〃 ４千円 
 ２千万円を超え３千万円以下 〃 ６千円 
 ３千万円を超え５千万円以下 〃 １万円 
 ５千万円を超え １億円以下 〃 ２万円 
  １億円を超え ２億円以下 〃 ４万円 
  ２億円を超え ３億円以下 〃 ６万円 
  ３億円を超え ５億円以下 〃 10万円 
  ５億円を超え 10億円以下 〃 15万円 
  10億円を超えるもの 20万円 
 
受取金額の記載のないもの 200円 

次の受取書は非課税 
１ 記載された受取金額
が５万円未満（※）
のもの 

２ 営業に関しないもの 
３ 有価証券、預貯金証
書など特定の文書に追
記した受取書 
 
 
※ 平成26年３月31日

までに作成されたも
のについては、記載
さ れた受 取金額 が  
３万円未満のものが
非課税とされていま
した。 

２売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書 
（例）借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠

償金の受取書、補償金の受取書、返還金の
受取書など 

 
 200円 
 
 

１８ 

預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険
料通帳 

 
１年ごとに 200円 

１ 信用金庫など特定の
金融機関の作成する
預貯金通帳 

２ 所得税が非課税とな
る普通預金通帳など 

３ 納税準備預金通帳 

１９ 
消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、
金銭の受取通帳などの通帳 
（注）１８に該当する通帳を除きます。 

 
１年ごとに 400円 

 

２０ 判 取 帳 １年ごとに ４千円  
   

10万円以下又は10万円以上  ···· 10万円は含まれます。 
10万円を超え又は10万円未満  ·· 10万円は含まれません。 
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■（参考１）印紙税額一覧表 

                印 紙 税 額  
平成 27年４月現在 

番号 文 書 の 種 類 印紙税額（１通又は１冊につき） 主な非課税文書 

１ 

１不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航
空機又は営業の譲渡に関する契約書 

（注）無体財産権とは、特許権、実用新案権、商
標権、意匠権、回路配置利用権、育成者
権、商号及び著作権をいいます。 

（例）不動産売買契約書、不動産交換契約書、不
動産売渡証書など 

２地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関す
る契約書 

（例）土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書な
ど 

３消費貸借に関する契約書 
（例）金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など 
４運送に関する契約書 
（注）運送に関する契約書には、用船契約書を含

み、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は
含まれません。 

（例）運送契約書、貨物運送引受書など 

記載された契約金額が 
  １万円以上  10万円以下のもの 200円 
  10万円を超え 50万円以下 〃 400円 
  50万円を超え 100万円以下 〃 １千円 
  100万円を超え 500万円以下 〃 ２千円 
  500万円を超え１千万円以下 〃 １万円 
 １千万円を超え５千万円以下 〃 ２万円 
 ５千万円を超え １億円以下 〃 ６万円 
  １億円を超え ５億円以下 〃 10万円 
  ５億円を超え 10億円以下 〃 20万円 
  10億円を超え 50億円以下 〃 40万円 
  50億円を超えるもの 60万円 
 
契約金額の記載のないもの 200円 

記載された契約金額が
１万円未満のもの 
 

 上記の１に該当する「不動産の譲渡に関する契
約書」のうち、平成９年４月１日から平成30年３
月31日までの間に作成されるものについては、契
約書の作成年月日及び記載された契約金額に応
じ、右欄のとおり印紙税額が軽減されています。 
(注) 契約金額の記載のないものの印紙税額は、
本則どおり200円となります。 

【平成26年４月１日～平成30年３月31日】 
記載された契約金額が 

１万円以上  50万円以下のもの 200円 
  50万円を超え 100万円以下 〃 500円 
  100万円を超え 500万円以下 〃 １千円 
  500万円を超え１千万円以下 〃 ５千円 

１千万円を超え５千万円以下 〃 １万円 
 ５千万円を超え １億円以下 〃 ３万円 
 １億円を超え  ５億円以下 〃 ６万円 
 ５億円を超え  10億円以下 〃 16万円 
 10億円を超え  50億円以下 〃 32万円 
 50億円を超えるもの 48万円 
 
【平成９年４月１日～平成26年３月31日】 
記載された契約金額が 
 １千万円を超え５千万円以下のもの １万５千円 
 ５千万円を超え １億円以下 〃 ４万５千円 
 １億円を超え  ５億円以下 〃 ８万円 
 ５億円を超え  10億円以下 〃 18万円 
 10億円を超え  50億円以下 〃 36万円 
 50億円を超えるもの 54万円 

２ 

請負に関する契約書 
（注）請負には、職業野球の選手、映画（演劇）

の俳優（監督・演出家・プロデューサ
ー）、プロボクサー、プロレスラー、音楽
家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者
（演出家、プロデューサー）が、その者と
しての役務の提供を約することを内容とす
る契約を含みます。 

（例）工事請負契約書、工事注文請書、物品加工
注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約
書、請負金額変更契約書など 

 

記載された契約金額が 
   １万円以上  100万円以下のもの 200円 
  100万円を超え 200万円以下 〃 400円 
  200万円を超え 300万円以下 〃 １千円 
  300万円を超え 500万円以下 〃 ２千円 
  500万円を超え１千万円以下 〃 １万円 
 １千万円を超え５千万円以下 〃 ２万円 
 ５千万円を超え １億円以下 〃 ６万円 
  １億円を超え ５億円以下 〃 10万円 
  ５億円を超え 10億円以下 〃 20万円 
  10億円を超え 50億円以下 〃 40万円 
  50億円を超えるもの 60万円 
 
契約金額の記載のないもの 200円 

記載された契約金額が
１万円未満のもの 
 

 上記の「請負に関する契約書」のうち、建設業
法第２条第１項に規定する建設工事の請負に係る
契約に基づき作成されるもので、平成９年４月１
日から平成30年３月31日までの間に作成されるも
のについては、契約書の作成年月日及び記載され
た契約金額に応じ、右欄のとおり印紙税額が軽減
されています。 
(注) 契約金額の記載のないものの印紙税額は、
本則どおり200円となります。 

 

【平成26年４月１日～平成30年３月31日】 
記載された契約金額が 

 １万円以上  200万円以下のもの 200円 
  200万円を超え 300万円以下 〃 500円 
  300万円を超え 500万円以下 〃 １千円 
  500万円を超え１千万円以下 〃 ５千円 

１千万円を超え５千万円以下 〃 １万円 
 ５千万円を超え １億円以下 〃 ３万円 
 １億円を超え  ５億円以下 〃 ６万円 
 ５億円を超え  10億円以下 〃 16万円 
 10億円を超え  50億円以下 〃 32万円 
 50億円を超えるもの 48万円 
 
【平成９年４月１日～平成26年３月31日】 
記載された契約金額が 
 １千万円を超え５千万円以下のもの １万５千円 
 ５千万円を超え １億円以下 〃 ４万５千円 
  １億円を超え ５億円以下 〃 ８万円 
  ５億円を超え 10億円以下 〃 18万円 
  10億円を超え 50億円以下 〃 36万円 
  50億円を超えるもの 54万円 

３ 

約束手形、為替手形 
（注）１手形金額の記載のない手形は非課税とな

りますが、金額を補充したときは、その
補充をした人がその手形を作成したもの
とみなされ、納税義務者となります。 

   ２振出人の署名のない白地手形（手形金額
の記載のないものは除きます。）で、引
受人やその他の手形当事者の署名のある
ものは、引受人やその他の手形当事者が
その手形を作成したことになります。 

記載された手形金額が 
  10万円以上  100万円以下のもの 200円 
  100万円を超え 200万円以下 〃 400円 
  200万円を超え 300万円以下 〃 600円 
  300万円を超え 500万円以下 〃 １千円 
  500万円を超え１千万円以下 〃 ２千円 
 １千万円を超え２千万円以下 〃 ４千円 
 ２千万円を超え３千万円以下 〃 ６千円 
 ３千万円を超え５千万円以下 〃 １万円 
 ５千万円を超え １億円以下 〃 ２万円 
  １億円を超え ２億円以下 〃 ４万円 
  ２億円を超え ３億円以下 〃 ６万円 
  ３億円を超え ５億円以下 〃 10万円 
  ５億円を超え 10億円以下 〃 15万円 
  10億円を超えるもの 20万円 

１ 記載された手形金額
が10万円未満のもの 

２ 手形金額の記載のな
いもの 

３ 手形の複本又は謄本 

 ①一覧払のもの、②金融機関相互間のもの、③
外国通貨で金額を表示したもの、④非居住者円表
示のもの、⑤円建銀行引受手形 

 
200円 
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Ⅱ　

文
書
の
タ
イ
ト
ル
も
作
成
枚
数
も
関
係
な
い

（
１
）
契
約
書
・
領
収
書
の
意
義

　

先
に
述
べ
た
通
り
、
印
紙
を
貼
る
必
要
が
あ
る
書
類
は
、
印
紙
税
額
一
覧
表
の
文
書
で
す
。
こ
こ
に
は
、

「
契
約
書
」
や
「
受
取
書
」
と
い
っ
た
文
言
が
あ
り
ま
す
が
、
印
紙
税
額
一
覧
表
に
当
て
は
ま
る
事
項
が

そ
の
文
書
に
お
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
か
が
印
紙
が
必
要
か
否
か
判
断
す
る
基
準
で
す
の
で
、「
契
約
書
」

や
「
受
取
書
」
な
ど
、文
書
の
タ
イ
ト
ル
に
は
全
く
影
響
さ
れ
ま
せ
ん
。
ど
の
よ
う
な
文
書
が
「
契
約
書
」

や
「
受
取
書
」
と
さ
れ
る
の
か
、
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

①
契
約
書

　

印
紙
の
世
界
に
お
け
る
契
約
書
は
、「
意
思
の
合
致
を
証
す
る
書
類
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
即
ち
、
甲
と

乙
が
文
書
の
内
容
に
つ
き
、
合
意
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
が
、
契
約
書
と
な
り
ま
す
。
こ
の
た

め
、（
図
1
）
の
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
の
文
書
で
あ
っ
て
も
、
両
者
の
合
意
を
示
し
て
い
る
の
で
、
契
約
書

に
該
当
し
ま
す
。　
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（
図
1
）
中
、
ロ
の
「
取
引
相
手
に
対
し
て
交
付
す
る
文
書
」
に

つ
い
て
は
、
注
意
が
必
要
で
す
。「
契
約
書
」
は
、
契
約
当
事
者
で

あ
る
甲
乙
両
者
が
押
捺
す
る
こ
と
が
通
例
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す

が
、
請
書
の
よ
う
に
、
相
手
方
に
交
付
す
る
文
書
も
、
例
え
ば
注
文

請
書
で
あ
れ
ば
、
注
文
を
す
る
こ
と
（
注
文
者
）
と
注
文
を
受
け
る

こ
と
（
請
者
）
が
合
意
し
た
文
書
で
す
の
で
、「
契
約
書
」
に
該
当

し
ま
す
。

②
受
取
書

　

印
紙
の
世
界
に
お
け
る
受
取
書
は
、「（
金
銭
等
の
）
受
取
り
を
証
す

る
書
類
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、
領
収
書
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の

形
式
を
問
わ
ず
、
例
え
ば
白
紙
に
、「
○
○
円
領
収
し
ま
し
た
。」
な
ど

と
一
筆
を
書
く
だ
け
で
も
、
領
収
し
た
事
実
を
証
明
し
て
い
る
こ
と
に

は
相
違
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
受
取
書
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

■（図１）「契約書」となる文書

協定書

覚　書

念　書

約定書

請　書

イ
取引相手及び自分が捺印して作成する文書

ロ
取引相手に対して交付する文書
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（
２
）
枚
数
も
関
係
な
い

　

よ
く
あ
る
誤
り
と
し
て
、
レ
ジ
で
レ
シ
ー
ト
を
発
行
し
た
後
、
領
収
書
も
発
行
し
た
場
合
、
同
じ
売
上

だ
か
ら
１
枚
だ
け
印
紙
を
貼
れ
ば
い
い
、
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
印
紙
は
印
紙
税
額
一
覧
表
に
書
か
れ
た
文
書
に
貼
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、

同
じ
取
引
に
つ
い
て
、
何
枚
文
書
を
作
ろ
う
と
す
べ
て
印
紙
を
貼
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
と
同
じ
考
え
方
で
、
正
本
を
２
通
作
成
し
、
甲
乙
両
名
で
保
存
す
る
場
合
な
ど
も
、
印
紙
税
額
一

覧
表
に
書
か
れ
た
事
項
を
証
す
る
書
類
で
あ
る
こ
と
に
は
相
違
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
両
方
と
も
印
紙
を
貼

ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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実
務
で
問
題
に
な
る
４
種
類
の
文
書

Ⅰ　

１
号
文
書
は
単
純
明
快

（
１
）
種
類
と
内
容

　

１
号
文
書
は
種
類
こ
そ
多
い
で
す
が
、
内
容
は
、
シ
ン
プ
ル
で
す
。
範
囲
が
明
確
で
、
か
つ
そ
の
タ
イ

ト
ル
も
、「
契
約
書
」
と
名
が
つ
く
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
す
か
ら
、
判
断
に
迷
う
こ
と
は
あ
ま
り
あ
り
ま

せ
ん
。
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（
２
）
留
意
点

　

土
地
の
賃
貸
借
に
は
印
紙
が
必
要
で
す
が
、
建
物
の
賃
貸

借
に
は
印
紙
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
建
物
の
賃
貸
借
に
も
印

紙
が
必
要
と
勘
違
い
さ
れ
る
方
も
多
い
の
で
す
が
、
そ
れ
は

印
紙
税
額
一
覧
表
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
印
紙

を
貼
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

不動産、鉱業権、無体財産権、
船舶若しくは航空機

又は営業の譲渡に関する契約書

地上権又は土地の賃借権の設定
又は譲渡に関する契約書

消費貸借に関する契約書

運送に関する契約書
（用船契約書を含む。）

不動産売買契約書など

土地賃貸借契約書など

金銭消費貸借契約書など

運送契約書など

■（図2）1号文書の範囲
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Ⅱ　

２
号
文
書
は
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス

（
１
）
種
類
と
内
容

　

２
号
文
書
は
、
請
負
と
い
う
広
範
囲
に
及
ぶ
も
の
を
そ
の
対
象
と
し
て
い
ま
す
の
で
、
実
務
上
し
ば
し

ば
問
題
に
な
り
ま
す
。
請
負
は
、
建
物
の
建
築
な
ど
、
形
あ
る
も
の
を
作
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
サ
ー
ビ

ス
な
ど
形
の
な
い
も
の
を
提
供
す
る
場
合
も
含
み
ま
す
。

　

代
表
的
な
「
請
負
の
範
囲
」
は
、
以
下
の
通
り
で
す
。

　

工
事
、
建
設
、
修
理
、
保
守
、
清
掃
、
宿
泊
、
広
告
、
俳
優
等
の
出
演
、etc

（
２
）
留
意
点

　

２
号
文
書
に
つ
い
て
は
、
請
負
の
範
囲
が
、
往
々
に
し
て
問
題
に
な
り
ま
す
。

◉  第  6  章　「印紙税の税務」117



　

請
負
の
範
囲
に
つ
い
て
問
題
に
な
る
の
が
、「
委
任
か
請
負
か
」
と

い
う
問
題
で
す
。
委
任
契
約
か
請
負
契
約
か
、
非
常
に
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン

が
大
き
く
、
税
務
署
と
の
見
解
の
相
違
も
し
ば
し
ば
起
こ
り
ま
す
。

　

印
紙
税
額
一
覧
表
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
、
委
任
契
約
は
印
紙
を
貼

る
必
要
が
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
契
約
書
に
お
い
て

規
定
さ
れ
て
い
る
取
引
の
内
容
が
、委
任
に
な
る
か
請
負
に
な
る
か
で
、

印
紙
税
の
負
担
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
変
わ
る
の
で
す
。

　

委
任
か
請
負
か
の
判
定
で
す
が
、
記
載
さ
れ
て
い
る
取
引
の
内
容
に

つ
い
て
、
成
果
物
が
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
区
分
す
る
こ
と
と
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
成
果
物
で
す
が
、
非
常
に
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
で
、
イ
メ
ー

ジ
と
し
て
は
、
対
象
と
な
る
目
的
物
が
無
形
の
場
合
に
は
、
サ
ー
ビ
ス

の
完
了
時
点
が
明
確
で
あ
る
と
き
（
宿
泊
や
修
理
な
ど
）、
有
形
の
場

合
に
は
、
納
品
す
べ
き
も
の
が
あ
る
（
工
事
、
建
設
な
ど
）
と
き
に
つ

い
て
、
成
果
物
が
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。

■（図3）委任か請負か？

請負（印紙必要）

委任（印紙不要）

≪成果物≫
サービスの完了点が明確である場合
や、サービスの結果として納品すべ
きものがある場合

あり

なし
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Ⅲ　

７
号
文
書
は
超
要
注
意

（
１
）
種
類
と
内
容

　

７
号
文
書
は
、継
続
的
取
引
の
基
本
と
な
る
契
約
書
で
、（
図
4
）
の
通
り
範
囲
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
継
続
的
取
引
の
基
本
と
な
る
」
と
聞
く
と
混
乱
さ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
７
号
文
書
に
該
当
す

る
場
合
の
要
件
は
、（
図
5
）
の
５
つ
の
要
件
す
べ
て
を
満
た
す
場
合
で
あ
り
、
非
常
に
分
か
り
や
す
い

の
で
す
。

　（
２
）
注
意
点

　

実
務
上
問
題
に
な
る
の
は
、
１
号
の
４
文
書
（
運
送
に
関
す
る
契
約
書
）
及
び
２
号
文
書
（
請
負
に
関

す
る
契
約
書
）
に
該
当
す
る
文
書
で
、単
価
契
約
な
ど
の
記
載
金
額
の
な
い
契
約
書
に
当
た
る
も
の
で
す
。

こ
の
契
約
書
は
、
７
号
文
書
の
要
件
も
満
た
せ
ば
、
7
号
文
書
に
該
当
し
、
４
、0
0
0
円
の
印
紙
が
必
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要
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
７
号
文
書
の
５
つ
の
要
件
を
き
ち
ん
と
整
理
し
ま
し
ょ
う
。
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■（図4）7号文書の種類

売買等（運送及び請負を含む）の特約店契約書など

売買業務や金融機関業務等の代理店契約書など

銀行等に対する包括的基本契約書など

金融商品取引業者等との信用取引口座設定約諾書など

損保会社と保険契約者との保険特約書など

■（図5）7号文書の要件

営業者間取引であること

売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関するもの

2以上の取引を行うもの

目的物の種類、取扱数量、単価、支払方法、損害賠償又は再販売価格を定めるもの

契約期間が3か月以内かつ更新のさだめのないものではないこと
（契約期間の定めのあるものに限る）
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Ⅳ　

よ
く
目
に
す
る
17
号
文
書

（
１
）
内
容
と
種
類

　

17
号
文
書
は
、
い
わ
ゆ
る
領
収
書
で
、
売
上
代
金
を
領
収
す
る
場
合
（
17
号
の
１
文
書
）
と
、
そ
う
で

な
い
代
金
を
領
収
す
る
場
合
（
17
号
の
２
文
書
）
と
で
、
取
扱
い
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。

　

前
者
は
、
記
載
金
額
に
応
じ
て
異
な
る
税
額
が
か
か
る
一
方
で
、
後
者
は
一
律
2
0
0
円
と
な
っ
て
い

ま
す
（
5
万
円
未
満
は
同
等
に
非
課
税
で
す
）。

（
２
）　

留
意
点

　

17
号
文
書
は
、
記
載
金
額
に
応
じ
た
印
紙
を
貼
っ
て
い
る
か
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
決
済
の
処
理
（
ク
レ
ジ
ッ

ト
決
済
は
印
紙
が
い
ら
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
）
な
ど
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
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知
っ
て
お
き
た
い
印
紙
の
特
典

Ⅰ　

印
紙
も
還
付
請
求
で
き
る

　

印
紙
を
貼
り
間
違
え
た
場
合
、
そ
の
印
紙
に
つ
い
て
、
還
付
の
請
求
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
還
付
の
請
求
を
過
誤
納
確
認
申
請
と
い
い
、
印
紙
税
過
誤
納
確
認
申
請
書
を
提
出
す
れ
ば
、
還
付
が

認
め
ら
れ
ま
す
。
過
誤
納
確
認
申
請
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、（
図
6
）
の
通
り
で
す
。 

　

契
約
書
は
契
約
当
事
者
双
方
が
押
印
す
る
前
、
相
手
方
に
交
付
す
る
文
書
は
相
手
方
に
交
付
す
る
前
ま

で
で
あ
れ
ば
、
還
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

具
体
例
と
し
て
は
、
印
紙
を
貼
っ
た
領
収
書
を
書
き
間
違
え
た
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

書
き
間
違
え
た
た
め
相
手
に
交
付
を
し
て
い
な
い
が
、
印
紙
分
を
無
駄
に
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
場
合
、
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そ
の
領
収
書
を
税
務
署
に
も
っ
て
い
け
ば
、
印
紙
代
の
還
付
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

印紙がいらない文書に印紙を
貼付した場合

貼付した印紙の金額が
過大である場合

納税義務成立前の文書
に印紙を貼付等した場合

建物の賃貸契約書
に印紙を貼付等した場合

5万円の領収書に400円の
印紙を貼付した場合など

相手方に交付する前の領収書に
印紙を貼付した場合など

■（図6）過誤納確認申請が認められる場合
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Ⅱ　

印
紙
は
こ
う
節
約
す
る

　

印
紙
の
節
約
と
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
や
り
方
が
あ
り
ま
す
。

（
１
）
文
書
の
分
割

　

印
紙
税
は
文
書
の
記
載
金
額
に
応
じ
て
税
額
が
大
き
く
な
り
ま
す
。
こ
こ
を
う
ま
く
利
用
し
、
6
万
円

の
領
収
書
を
3
万
円
ず
つ
２
枚
に
分
け
て
作
成
す
れ
ば
、
領
収
書
（
17
号
文
書
）
の
取
引
金
額
が
5
万
円

未
満
で
あ
れ
ば
印
紙
税
は
非
課
税
で
す
の
で
、
通
常
は
2
0
0
円
か
か
る
印
紙
税
を
ゼ
ロ
に
で
き
ま
す
。

　

印
紙
の
世
界
に
お
い
て
は
、
記
載
内
容
を
形
式
的
に
判
断
し
ま
す
の
で
、
実
質
的
な
売
上
金
額
の
6
万

円
よ
り
も
、
形
式
的
な
記
載
金
額
3
万
円
を
、
売
上
代
金
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
す
。
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（
２
）
コ
ピ
ー
・
電
子
化
の
利
用

　

文
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
、印
紙
を
貼
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
文
書
と
は
紙
ベ
ー
ス
で
す
の
で
、

敢
え
て
紙
に
出
力
せ
ず
電
子
取
引
と
し
た
り
、
現
金
決
済
を
振
込
決
済
と
し
た
り
し
て
、
文
書
を
な
る
べ

く
作
成
し
な
い
、
と
い
う
や
り
方
が
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
後
日
の
ト
ラ
ブ
ル
に
備
え
る
た
め
、
契
約
書
は
紙
ベ
ー
ス
で
作
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど

で
す
。
こ
こ
で
押
さ
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
コ
ピ
ー
の
利
用
で
す
。

　

通
常
、
契
約
書
は
正
副
２
通
作
成
し
ま
す
。
す
で
に
述
べ
た
通
り
、
こ
の
場
合
両
方
の
契
約
書
に
印
紙

を
貼
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
コ
ピ
ー
の
文
書
は
、
そ
れ
が
何
も
別
記
さ
れ
な
い
純
然
た

る
コ
ピ
ー
で
あ
れ
ば
、
印
紙
を
貼
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
正
本
を
当
事
者
の
い

ず
れ
か
が
持
つ
こ
と
と
し
、
残
り
の
当
事
者
は
正
本
の
コ
ピ
ー
を
保
存
す
れ
ば
、
正
本
一
枚
分
の
印
紙
で

済
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
コ
ピ
ー
の
文
書
に
「
正
本
と
相
違
な
い
」、
と
い
っ
た
文
言
を
記
載
し
た
り
、
契
約
当
事
者
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間
で
証
明
の
証
拠
と
し
て
押
印
し
た
り
す
る
な
ど
す
れ
ば
、
コ
ピ
ー
で
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
正
本
と

同
等
と
取
り
扱
わ
れ
、
印
紙
を
貼
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
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本
当
は
怖
い
印
紙
調
査
と
そ
の
対
策

Ⅰ　

印
紙
税
と
税
務
職
員

　

印
紙
税
の
税
務
調
査
は
怖
く
な
い
と
い
う
誤
っ
た
認
識
が
あ
り
ま
す
が
、
実
は
税
務
署
に
は
印
紙
税
を

専
門
的
に
担
当
す
る
職
員
が
い
ま
す
。
彼
ら
の
飯
の
種
は
印
紙
税
で
す
か
ら
、
プ
ロ
級
に
詳
し
い
で
す
。

　

印
紙
税
の
調
査
を
行
う
際
、
こ
の
プ
ロ
級
に
詳
し
い
税
務
職
員
が
調
査
を
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
調
査
を
、「
印
紙
税
単
独
調
査
」
な
ど
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
の
印
紙
税
単
独
調
査
で
は
、

数
百
万
の
印
紙
税
の
追
徴
が
行
わ
れ
る
ケ
ー
ス
が
散
見
さ
れ
ま
す
。

　

印
紙
調
査
の
怖
さ
を
き
ち
ん
と
押
さ
え
、
慎
重
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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Ⅱ　

過
怠
税
と
い
う
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー

　

印
紙
は
、
文
書
に
収
入
印
紙
を
貼
付
す
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
こ
れ
に
消
印
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

消
印
す
る
、
と
い
う
の
が
ミ
ソ
で
、
×
点
で
も
い
い
の
で
、
印
紙
を
消
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
印
紙
を
貼
っ

た
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

印
紙
を
貼
付
し
て
い
な
か
っ
た
り
、
消
印
を
し
て
い
な
か
っ
た
り
し
た
場
合
に
は
、
貼
る
べ
き
印
紙
に

代
え
て
、過
怠
税
と
い
う
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
が
か
か
り
ま
す
。過
怠
税
は
、（
図
７
）の
通
り
３
種
類
あ
り
ま
す
。

①
不
納
付
事
実
申
出
書

　
（
図
7
）
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
、
不
納
付
事
実
申
出
書
を
提
出
す
る
か
否
か
に
よ
り
、
過
怠
税
の

倍
率
が
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。

　　

不
納
付
事
実
申
出
書
と
は
、
納
税
者
が
印
紙
を
貼
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
反
省
し
て
税
務
署
に
申
し

出
る
、
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
過
怠
税
の
倍
率
が
軽
減
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
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②
過
怠
税
は
経
費
に
な
ら
な
い

　

過
怠
税
で
重
要
な
の
は
、
貼
る
べ
き
印
紙
に
代
え
て
過
怠
税
が
課
さ

れ
る
と
い
う
点
と
、
過
怠
税
は
経
費
と
な
ら
な
い
、
と
い
う
点
で
す
。

　

過
怠
税
は
貼
る
べ
き
印
紙
に
代
え
て
課
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
過
怠
税
と
い
う
別
の
税
金
を
納
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の

た
め
、
ち
ゃ
ん
と
印
紙
を
貼
っ
て
い
れ
ば
、
問
題
な
く
経
費
と
す
る
こ

と
が
で
き
た
部
分
を
含
め
て
、
過
怠
税
が
課
税
さ
れ
れ
ば
す
べ
て
経
費

と
な
り
ま
せ
ん
。

不消印
（消印しなかった場合）

貼付もれかつ
不納付事実申出書の提出

上記以外の貼付もれ

1倍

1.1倍

3倍

■（図7）過怠税の種類
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「消費税の税務」
第７章



Ⅰ　

消
費
税
の
全
体
像

【
Ｑ
1
】〈
消
費
税
の
課
税
対
象
と
な
る
取
引
〉

消
費
税
が
か
か
る
取
引
と
か
か
ら
な
い
取
引
が
あ
る
と
聞
き
ま
し
た
が
、
そ
の
区
分
に
つ
い
て

教
え
て
く
だ
さ
い
。

【
Ａ
1
】〈
一
定
の
国
内
取
引
と
輸
入
取
引
が
対
象
〉

消
費
税
は
広
く
課
税
さ
れ
ま
す
が
、
す
べ
て
の
取
引
に
課
税
さ
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

消
費
税
の
課
税
対
象
と
な
る
取
引
は
、
所
定
の
要
件
を
満
た
す
国
内
取
引
と
、
輸
入
取
引
で
す
。

国
内
取
引
に
つ
い
て
は
、
①
国
内
に
お
い
て
、
②
事
業
者
が
、
③
対
価
性
の
あ
る
、
④
資
産
の

譲
渡
・
資
産
の
貸
付
け
・
役
務
の
提
供
を
行
う
場
合
に
消
費
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

輸
入
取
引
に
つ
い
て
は
、
保
税
地
域
か
ら
外
国
貨
物
を
引
き
取
る
際
、
税
関
に
消
費
税
を
納
税

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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【
解
説
】

　

商
品
や
サ
ー
ビ
ス
に
課
税
さ
れ
る
消
費
税
で
す
が
、
あ
ら
ゆ
る
取
引
に
対

し
て
消
費
税
が
課
税
さ
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
消
費
税
の
課
税
対
象

と
な
る
取
引
は
、
所
定
の
要
件
を
満
た
す
国
内
取
引
と
、
輸
入
取
引
で
す
。

　

消
費
税
の
課
税
対
象
と
な
る
国
内
取
引
は
、（
図
1
）
の
要
件
を
満
た
す

取
引
を
い
い
ま
す
。

①
国
内
に
お
い
て
行
う
取
引
で
あ
る
こ
と

　

消
費
税
は
日
本
の
税
金
で
す
の
で
、外
国
で
行
う
取
引
に
対
し
て
は
、（
日

本
の
）
消
費
税
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。
取
引
を
国
内
に
お
い
て
行
っ
た
か
否

か
、
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
原
則
と
し
て
（
図
2
）
の
場
所
が
国
内
か
否

か
で
判
断
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

②
事
業
者
が
事
業
と
し
て
行
う
取
引
で
あ
る
こ
と

　

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
マ
イ
カ
ー
を
下
取
り
に
出
し
た
場
合
な
ど
に
は
、
消
費

①　国内において行う取引であること
②　事業者が事業として行う取引であること
③　対価性がある取引であること�
④　資産の譲渡・資産の貸付け・役務の提供であること

■（図1）消費税の課税対象となる国内取引の要件
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税
は
か
か
り
ま
せ
ん
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
事
業
者
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
事

業
者
が
事
業
と
し
て
行
う
取
引
で
な
け
れ
ば
、
消
費
税
の
課
税
対
象
に
は
な

り
ま
せ
ん
。

　

事
業
者
と
は
、
個
人
事
業
者
と
法
人
を
い
い
ま
す
。
法
人
に
つ
い
て
は
、

全
て
の
取
引
が
「
事
業
と
し
て
行
う
取
引
」
と
な
り
ま
す
が
、
個
人
事
業
者

の
場
合
に
は
、
事
業
者
の
立
場
で
行
う
取
引
が
「
事
業
と
し
て
行
う
取
引
」

と
な
り
ま
す
。

③
対
価
性
が
あ
る
取
引
で
あ
る
こ
と

　

対
価
性
と
は
、
何
ら
か
の
見
返
り
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

商
品
を
販
売
す
れ
ば
、
そ
の
見
返
り
に
代
金
を
も
ら
い
ま
す
の
で
、
こ
の
場

合
に
は
対
価
性
が
あ
り
ま
す
。

　

一
方
で
、
国
か
ら
補
助
金
を
も
ら
う
場
合
に
は
、
も
ら
っ
た
補
助
金
に
対

し
て
何
か
見
返
り
を
支
払
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
こ
の
場
合

取引の種類 判断基準となる場所

資産の譲渡（商品の販売など） 譲渡時に資産が所在していた場所

資産の貸付け（建物の賃借など） 貸付け時に資産が所在していた場所

役務の提供（サービスの提供など） 役務の提供が行われた場所

■（図2）国内において行ったか否かの判断
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に
は
対
価
性
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

消
費
税
の
課
税
対
象
と
な
る
の
は
、
対
価
性
が
あ
る
取
引
に
限
ら
れ
ま
す
の
で
、

補
助
金
や
寄
附
金
な
ど
は
消
費
税
の
課
税
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
（
図
3
参
照
）。

④
資
産
の
譲
渡
・
資
産
の
貸
付
け
・
役
務
の
提
供
で
あ
る
こ
と

　

資
産
の
譲
渡
と
は
、
資
産
の
売
買
な
ど
を
い
い
、
役
務
の
提
供
と
は
、
請
負
な
ど

の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
意
味
し
ま
す
。
消
費
税
の
課
税
対
象
と
な
る
取
引
は
、
こ
れ

ら
３
つ
の
取
引
の
い
ず
れ
か
に
限
定
さ
れ
ま
す
。

　

そ
の
他
、
輸
入
取
引
に
つ
い
て
も
消
費
税
の
課
税
対
象
と
な
る
、
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
こ
で
い
う
輸
入
取
引
と
は
、
保
税
地
域
か
ら
外
国
貨
物
を
引
き
取
る
こ
と
を

い
い
ま
す
。

　

輸
入
す
る
場
合
、税
関
に
通
関
手
続
き
を
行
っ
て
か
ら
貨
物
を
引
き
取
り
ま
す
が
、

こ
の
輸
入
手
続
き
を
行
う
所
定
の
場
所
を
保
税
地
域
と
い
い
ま
す
。
加
え
て
、
そ
こ

国や地方からの補助金、寄附金、保険金、宝くじの当せん金、利益の配当、
税金 etc

■（図3）対価性のない取引の具体例
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か
ら
輸
入
手
続
き
に
よ
り
引
き
取
る
前
の
貨
物
を
外
国
貨
物
と
言
い
ま
す
。

　

輸
入
取
引
に
つ
い
て
は
、
通
関
手
続
き
を
行
う
際
、
消
費
税
を
税
関
に
納
税
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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【
Ｑ
2
】　
〈
課
税
対
象
な
の
に
消
費
税
が
か
か
ら
な
い
取
引
〉

病
院
で
治
療
を
受
け
ま
し
た
が
、
そ
の
際
受
け
た
領
収
書
に
は
消
費
税
が
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
治
療
も
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
で
す
か
ら
、
消
費
税
の
課
税
対
象
と
な
る
国
内
取
引
に
該

当
す
る
と
思
い
ま
す
が
、
問
題
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

【
Ａ
2
】〈
非
課
税
取
引
と
免
税
取
引
〉

消
費
税
の
課
税
対
象
と
な
る
取
引
で
も
、
消
費
税
が
か
か
ら
な
い
取
引
と
し
て
、
非
課
税
取
引

と
免
税
取
引
が
あ
り
ま
す
。

【
解
説
】

　

消
費
税
の
課
税
対
象
と
な
る
取
引
で
あ
っ
て
も
、
敢
え
て
消
費
税
を
か
け
な
い
と
さ
れ
て
い
る
取
引
が

あ
り
ま
す
。
非
課
税
取
引
と
言
わ
れ
る
も
の
で
す
。

　

非
課
税
取
引
と
は
、社
会
政
策
的
な
配
慮
な
ど
か
ら
消
費
税
を
課
税
す
べ
き
で
な
い
と
さ
れ
た
も
の
で
、

（
図
4
）
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
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そ
の
一
方
で
、
免
税
取
引
と
い
う
、
消
費
税
が
ゼ
ロ
円
課
税
さ
れ
る
取
引
が
あ
り
ま
す
。
具
体
例
と
し

て
は
、（
図
5
）
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

輸
出
業
者
の
消
費
税
は
優
遇
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
話
を
耳
に
さ
れ
た
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ

の
話
は
こ
の
免
税
取
引
に
あ
り
ま
す
。
免
税
取
引
も
非
課
税
取
引
も
消
費
税
が
か
か
ら
な
い
、
と
い
う
点

は
同
じ
で
す
が
、免
税
取
引
に
対
し
て
は
、原
則
と
し
て
消
費
税
の
還
付
が
認
め
ら
れ
る
、と
い
う
メ
リ
ッ

ト
が
あ
り
ま
す
。一
方
で
、非
課
税
取
引
に
対
し
て
は
、消
費
税
の
還
付
が
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
で
、
消
費
税
は
取
引
を
、「
課
税
取
引
」、「
非
課
税
取
引
」、「
免
税
取
引
」、
そ
し
て
課
税
対
象

と
な
ら
な
い
取
引
に
、
正
確
に
区
分
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
区
分
が
で
き
な
け
れ
ば

計
算
も
で
き
ま
せ
ん
。

　

1
4
0
頁
の
（
参
考
資
料
）
に
、
誤
り
易
い
判
断
に
つ
い
て
何
点
か
紹
介
し
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
を
参

考
に
し
な
が
ら
、
場
合
に
よ
っ
て
は
専
門
家
の
意
見
も
聞
き
な
が
ら
、
正
確
に
区
分
す
る
こ
と
と
し
て
く

だ
さ
い
。
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①　国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
②　国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便
③　外国貨物の運送や保管など
④　非居住者に対する営業権などの譲渡又は貸付け
⑤　以下のイ～ハを除く非居住者に対する役務の提供
　　イ　国内に所在する資産に係る運送又は保管
　　ロ　国内における飲食又は宿泊
　　ハ　イ又はロに準ずるもので国内において直接便益を享受するもの
⑥　その他一定の取引

■（図5）免税取引の具体例

①　土地や借地権などの譲渡や貸付け
②　有価証券や金銭債権などの譲渡
③　貸付金の利子や保険料など
④　郵便切手類、印紙、商品券などの譲渡
⑤　行政手数料や外国為替取引など
⑥　社会保険診療の対象となる医療（自由診療は課税されます）など
⑦　介護保険法の規定に基づく居宅サービスや一定の社会福祉事業など
⑧　助産
⑨　埋葬料、火葬料
⑩　身体障害者用物品（義肢や車椅子など）の譲渡や貸付けなど
⑪　一定の学校の入学金や授業料など
⑫　教科用図書の譲渡
⑬　住宅の貸付け　

■（図4）非課税取引の具体例

◉  第  7  章　「消費税の税務」139



内容 区分 理由や注意点

保険金の受取 対 象 外 何かの見返りとしてもらうものではなく、事故の
発生でもらうものですから、対価性がありません。

保険料の支払 非 課 税 保険サービスの対価になるため、課税対象です
が、非課税とされています。

賠償金や違約
金の支払い 原則対象外

原則として対価性がありませんが、商品に代え
て賠償金を支払う場合など、課税されることが
あります。

株式の配当金
の受領 対 象 外 株式投資をしても、必ず配当金はもらえるもの

ではないため、対価性がないとされています。
ゴルフ会員権
の売却 課 税 消費税の世界では、ゴルフ会員権は非課税とな

る有価証券ではないとされています。

駐車場の貸付け 課 税 駐車場の貸付けは、非課税となる土地の貸付け
から除かれています。

土地売買の仲介 課 税 土地の売却は非課税ですが、その仲介業務は課
税されます。

社宅の貸付け 非 課 税 社宅も住宅ですから、非課税となる住宅の貸付
けに該当します。

住居の礼金 非 課 税 礼金も住宅の貸付けに伴って必然的に支出するもの
ですから、非課税となる住宅の貸付けに含まれます。

住居の敷金 対 象 外 敷金は家主に預けるものですから、住宅の貸付け
の対価ではありませんし、対価性もありません。

事務所の貸付け 課 税 事務所は住宅ではありませんので、非課税には
なりません。

住宅を事務所
として利用 非 課 税 非課税となる住宅の貸付けに該当するかは、賃

貸借契約の内容によります。
国際電話の電
話料金 免 税 国際電話は、国をまたぐ通信ですから、免税と

されます。
海外旅行の旅費 免 税 国をまたぐ旅客になりますから、免税とされます。
海外送金の
手数料 非 課 税 海外送金は、非課税となる外国為替取引に該当

します。なお、国内送金の手数料は課税されます。
香典、祝い金
等の支払い 対 象 外 これらは見返りがあるとは言えませんので、対

価性はありません。
お歳暮の贈答
のための購入 原則課税 お歳暮を贈るという目的があっても、売主から

見れば商品を売ったことと同じです。

■（参考資料）消費税の誤り易い判断の代表例
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Ⅱ　

納
税
義
務
の
判
断

【
Ｑ
3
】〈
消
費
税
の
納
税
義
務
〉

売
上
が
小
さ
い
会
社
は
、
消
費
税
が
免
除
さ
れ
る
と
聞
き
ま
し
た
が
、
本
当
で
し
ょ
う
か
。

【
Ａ
3
】〈
原
則
と
し
て
、
二
期
前
の
売
上
が
１
千
万
円
以
下
は
免
除
〉

原
則
と
し
て
、
二
期
前
の
消
費
税
が
か
か
る
売
上
が
１
千
万
円
以
下
で
あ
れ
ば
、
消
費
税
は
免

除
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
近
年
の
税
制
改
正
で
判
定
が
多
少
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
注
意
が
必
要
で
す
。

【
解
説
】

　

消
費
税
の
納
税
義
務
は
、
基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
が
１
千
万
円
以
下
で
あ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
免
除

さ
れ
ま
す
。
基
準
期
間
と
は
、
１
年
決
算
法
人
の
場
合
、
原
則
と
し
て
二
期
前
の
事
業
年
度
を
い
い
ま
す

（
図
6
参
照
）。
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こ
こ
で
い
う
課
税
売
上
高
と
は
、
課
税
取
引
に
係
る
売
上
高
に
、
輸
出
取
引
な
ど
の
免
税
取
引
の
売
上

高
を
加
算
し
た
金
額
を
言
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
近
年
の
税
制
改
正
に
よ
り
、
基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
が
１
千
万
円
以
下
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
だ
け
で
は
消
費
税
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
前
期
上
半
期
６
月
間
の
課
税
売
上
高
な
ど
に

つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
生
じ
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
前
期
の
上
半
期
の
課
税
売
上
高
及
び
前
期
の

上
半
期
の
給
与
支
給
額
の
両
方
が
１
千
万
円
超
に
な
る
場
合
に
は
、
基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
が
１
千
万

円
以
下
で
も
消
費
税
は
免
除
さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
図
7
参
照
）。
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■（図6）基準期間の課税売上高と消費税の納税義務

■（図7）消費税の納税義務判断

当期基準期間
（原則二期前）

課税売上高
１千万円以下 当期は免税

×1.4.1 ×2.3.31 ×3.3.31 ×4.3.31

課税売上高
課税売上高（及び
給与支払額）

1千万円以下 1千万以下

1千万円以下 1千万超

1千万円超

当期は免税

（※）国税庁「消費税のあらまし」を基に作成
（https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/aramashi/01.htm）

×2年3月期
（基準期間）

×3年3月期
上半期

（4.1～9.30）

×4年3月期
（当期）

免税に
ならない！
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【
Ｑ
4
】　
〈
新
設
法
人
の
場
合
の
納
税
義
務
〉

新
設
法
人
の
場
合
、
基
準
期
間
や
前
事
業
年
度
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
納
税
義
務
は
ど
の
よ
う
に

判
断
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

	【
Ａ
4
】　
〈
原
則
と
し
て
資
本
金
で
見
る
〉

基
準
期
間
が
な
い
法
人
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
事
業
年
度
開
始
の
日
に
お
け
る
資
本
金
の

額
が
１
千
万
円
以
上
か
否
か
で
納
税
義
務
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
近
年
の
税
制
改
正
で
判
定
が
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
注
意
が
必
要
で
す
。

【
解
説
】

　

新
設
法
人
な
ど
の
基
準
期
間
が
な
い
法
人
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
事
業
年
度
開
始
の
日
に
お
け
る

資
本
金
の
額
で
納
税
義
務
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
基
準
期
間
の
な
い
法
人
に
つ

い
て
は
、
そ
の
日
に
お
け
る
資
本
金
が
１
千
万
円
未
満
で
あ
れ
ば
、
消
費
税
の
納
税
義
務
は
免
除
さ
れ
ま

す
。

　

新
設
法
人
の
第
二
期
目
に
つ
い
て
は
、
前
期
（
新
設
第
一
期
目
）
は
あ
り
ま
す
の
で
、
前
期
の
上
半
期
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の
課
税
売
上
高
等
の
判
定
が
で
き
ま
す
。
た

だ
し
、
基
準
期
間
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
資

本
金
が
１
千
万
円
未
満
か
否
か
の
判
定
も
行

い
ま
す
（
図
8
参
照
）。

　

注
意
点
で
す
が
、
近
年
の
税
制
改
正
に
よ

り
、
課
税
売
上
高
が
５
億
円
超
の
法
人
に
支

配
さ
れ
る
よ
う
な
特
定
の
新
設
法
人
に
つ
い

て
は
、
基
準
期
間
が
な
い
事
業
年
度
に
つ
い

て
、
資
本
金
の
額
に
関
係
な
く
、
消
費
税
が

免
除
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

■（図8）新設法人の納税義務判断

×1.4.1 ×2.4.1 ×3.4.1 ×4.3.31

◎ 新設第一期目

基準期間なし
基準期間がないため、
事業年度開始日（設立日）の
資本金の額が１千万円以上かを判断

×2.4.1 ×3.4.1 ×4.4.1×3.9.30 ×5.3.31

◎ 新設第二期目

基準期間なし
基準期間がないため、
事業年度開始日の
資本金の額が１千万円以上かを判断

課税売上高（及び給与支払額）の
判断も行う
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【
Ｑ
5
】〈
消
費
税
が
免
除
さ
れ
る
場
合
の
デ
メ
リ
ッ
ト
〉

消
費
税
が
免
除
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
上
乗
せ
で
も
ら
っ
た
消
費
税
だ
け
利
益
が
増
え
る
と
思

い
ま
す
が
、そ
の
理
解
で
大
丈
夫
で
し
ょ
う
か
。
加
え
て
、免
除
さ
れ
る
場
合
に
何
か
デ
メ
リ
ッ

ト
は
あ
り
ま
す
か
。

【
Ａ
5
】　
〈
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
〉

消
費
税
が
免
除
さ
れ
る
場
合
に
は
、
消
費
税
の
分
利
益
が
増
え
ま
す
の
で
、
い
わ
ゆ
る
益
税
が

発
生
し
ま
す
。

消
費
税
が
免
除
さ
れ
る
場
合
、
消
費
税
の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
デ
メ
リ
ッ

ト
が
あ
り
ま
す
。

【
解
説
】

　

消
費
税
の
益
税
と
い
う
言
葉
を
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
消
費
者
に

負
担
さ
せ
る
消
費
税
を
国
に
納
税
せ
ず
、
事
業
者
の
利
益
と
す
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。
消
費
税
が
免
除
さ

れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
消
費
者
か
ら
預
か
る
消
費
税
は
価
格
に
上
乗
せ
さ
れ
た
ま
ま
、
国
に
納
税
さ
れ
ま
せ

ん
の
で
、
そ
の
ま
ま
事
業
者
の
利
益
と
な
り
ま
す
。
こ
の
益
税
は
、
日
本
の
消
費
税
の
大
き
な
問
題
と
さ
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れ
て
い
ま
す
。

　

消
費
税
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
で
事
業
者
が
受
け
る
不
利
益
と
し
て
は
、
消
費
税
の
還
付
を
受
け
ら
れ
な

い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
消
費
税
は
事
業
者
に
支
払
っ
た
消
費
税
を
、
自
社
の
売
上
に
対
す
る
消
費
税

か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、支
払
っ
た
消
費
税
が
売
上
に
対
す
る
消
費
税
よ
り
も
大
き
け
れ
ば
、

差
額
の
消
費
税
の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

建
物
を
建
て
た
場
合
な
ど
、
支
払
っ
た
消
費
税
が
売
上
に
対
す
る
消
費
税
よ
り
も
大
き
く
な
り
、
還
付

を
受
け
る
ケ
ー
ス
は
多
く
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
消
費
税
が
免
除
さ
れ
る
と
、
こ
の
特
典
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

　

消
費
税
が
免
除
さ
れ
る
事
業
年
度
に
お
い
て
、
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
敢
え
て
免
除
を

受
け
な
い
た
め
、
消
費
税
課
税
事
業
者
選
択
届
出
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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【
Ｑ
6
】〈
消
費
税
課
税
事
業
者
選
択
届
出
書
の
手
続
き
〉

消
費
税
課
税
事
業
者
選
択
届
出
書
の
提
出
手
続
き
や
、
注
意
点
な
ど
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ

い
。

【
Ａ
6
】　
〈
事
業
年
度
開
始
日
前
日
ま
で
の
提
出
と
二
年
縛
り
〉

消
費
税
課
税
事
業
者
選
択
届
出
書
は
、
そ
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
年
度
の
開
始
日
の

前
日
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
消
費
税
の
免
除
を
受
け
な
い
こ
と
と

す
る
事
業
年
度
の
開
始
日
の
前
日
が
提
出
期
限
と
な
り
ま
す
。

こ
の
届
出
書
を
提
出
す
る
と
、
そ
の
後
最
低
で
も
二
年
間
は
消
費
税
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
は

で
き
な
い
た
め
、
注
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
解
説
】

　

消
費
税
が
免
除
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
消
費
税
課
税
事
業

者
選
択
届
出
書
を
税
務
署
に
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
届
出
書
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
事
業
年
度
の
開
始
日
の
前
日
ま
で
に
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
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適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
年
度
の
開
始
日
の
前
日
ま
で
に
提
出
す
る
た
め
、
当
期
の
実
績
を
見
て

か
ら
提
出
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
来
期
以
降
に
高
額
の
設
備
投
資
を
行
う
た
め
還
付
が

見
込
ま
れ
る
、
と
い
っ
た
予
測
を
立
て
た
上
で
、
あ
ら
か
じ
め
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
こ

の
た
め
、
見
込
み
を
誤
る
と
、
本
来
納
税
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
消
費
税
を
、
免
除
の
適
用
が
な
く
な
る

た
め
納
税
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
っ
た
不
利
益
を
受
け
る
リ
ス
ク
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
届
出
書
を
提
出
す
る
上
で
、
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、
最
低
で
も
二
年
間
（
一

定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
三
年
間
）
は
消
費
税
が
免
除
さ
れ
な
い
と
い
う
点
で
す
。
こ
の
た
め
、
還

付
を
受
け
た
い
事
業
年
度
だ
け
消
費
税
の
免
税
の
適
用
を
受
け
な
い
、
と
い
っ
た
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
こ
の
消
費
税
課
税
事
業
者
選
択
届
出
書
は
、
一
度
提
出
す
る
と
、
そ
の
適
用
を
受
け
な
い
と
す

る
「
消
費
税
課
税
事
業
者
選
択
不
適
用
届
出
書
」
を
提
出
し
な
い
限
り
、
そ
の
効
果
が
継
続
す
る
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
消
費
税
課
税
事
業
者
選
択
不
適
用
届
出
書
を
提
出
す
る
と
、
提
出
し
た
事
業
年
度
の
翌
期
か

ら
消
費
税
課
税
事
業
者
選
択
届
出
書
の
効
力
が
な
く
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
消
費
税
課
税
事
業
者
選
択
不
適
用
届
出
書
は
、
消
費
税
課
税
事
業
者
選
択
届
出
書
を
提
出
し
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て
消
費
税
の
免
税
の
適
用
を
受
け
な
い
と
し
た

事
業
年
度
の
開
始
日
か
ら
、
二
年
を
経
過
す
る

日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
開
始
日
以
後
（
１
年

決
算
法
人
で
あ
れ
ば
、
通
常
は
課
税
事
業
者
選

択
届
出
書
を
提
出
し
た
二
期
後
の
事
業
年
度
）

で
な
け
れ
ば
、
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

（
図
9
参
照
）。

■（図9）消費税課税事業者選択届出書等の提出時期

×1.4.1 ×2.4.1 ×3.4.1 ×4.3.31 ×5.3.31

最低でも二年間は消費税の免除は
受けられない

×2.4.1以降に受ける場合は、
×2.3.31までに提出

消費税
課税事業者
選択届出書

×3.4.1以後から提出可能
（効力発生はその翌期から）

消費税
課税事業者
選択不適用
届出書
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Ⅲ　

課
税
売
上
と
課
税
仕
入
れ

【
Ｑ
7
】〈
課
税
売
上
と
課
税
仕
入
れ
の
意
義
〉

消
費
税
は
、
課
税
売
上
に
対
す
る
消
費
税
か
ら
、
課
税
仕
入
れ
に
対
す
る
消
費
税
を
控
除
し
て

計
算
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、「
課
税
売
上
」と「
課
税
仕
入
れ
」に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

【
Ａ
7
】〈
消
費
税
が
か
か
る
売
上
と
消
費
税
が
か
か
る
支
出
〉

課
税
売
上
と
は
、
消
費
税
が
課
税
さ
れ
る
売
上
を
い
い
、
課
税
仕
入
れ
と
は
、
消
費
税
が
原
則

と
し
て
課
税
さ
れ
る
支
出
を
い
い
ま
す
。
両
者
に
係
る
消
費
税
の
差
額
を
原
則
と
し
て
国
に
納

税
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

【
解
説
】

　

消
費
税
の
計
算
上
、
他
の
業
者
に
支
払
っ
た
消
費
税
を
自
社
の
売
上
に
対
す
る
消
費
税
か
ら
控
除
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
支
払
っ
た
消
費
税
の
も
と
に
な
る
取
引
、
す
な
わ
ち
商
品
や
材
料
の
仕
入
、
固

定
資
産
の
購
入
、サ
ー
ビ
ス
の
購
入
な
ど
が
、課
税
仕
入
れ
と
な
り
ま
す
。
消
費
税
は
、「
国
内
に
お
い
て
、
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事
業
者
が
事
業
と
し
て
対
価
を
得
て
行
う
、
資
産
の
譲
渡
・
貸
付
け
・
役
務
の
提
供
」
に
課
税
さ
れ
ま
す

の
で
、
課
税
仕
入
れ
は
そ
の
逆
、
す
な
わ
ち
「
事
業
者
が
事
業
と
し
て
、
国
内
に
お
い
て
対
価
性
の
あ
る

資
産
の
譲
受
け
・
借
受
け
・
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
」
を
い
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
消
費
税
が
ゼ
ロ
円
課
税
さ
れ
る
と
い
う
免
税
取
引
や
、
消
費
税
を
課
税
し
な
い
と
い
う
非
課

税
取
引
に
該
当
す
る
支
払
い
に
つ
い
て
は
、
消
費
税
を
負
担
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
課
税

仕
入
れ
の
対
象
か
ら
は
除
か
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、海
外
へ
の
旅
費
（
免
税
取
引
）
や
、土
地
の
購
入
（
非

課
税
取
引
）
な
ど
は
、
課
税
仕
入
れ
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

一
方
で
、
課
税
売
上
と
は
消
費
税
が
か
か
る
売
上
を
い
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
消
費
税
が
か
か
ら
な

い
、
非
課
税
売
上
や
、
消
費
税
が
ゼ
ロ
円
課
税
さ
れ
る
免
税
売
上
以
外
の
、
消
費
税
が
実
際
に
課
税
さ
れ

る
取
引
に
係
る
売
上
で
す
。

　

各
事
業
年
度
に
お
い
て
納
付
す
べ
き
消
費
税
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
事
業
年
度
の
課
税
売
上
に
対
す
る

消
費
税
か
ら
、
同
じ
事
業
年
度
の
課
税
仕
入
れ
に
対
す
る
消
費
税
を
控
除
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
（
計
算
さ

れ
た
金
額
が
マ
イ
ナ
ス
の
場
合
に
は
、
消
費
税
が
還
付
さ
れ
ま
す
。）。
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な
お
、
輸
入
取
引
に
よ
り
税
関
に
申
告
納
税
し
た
消
費
税
に
つ
い
て
も
、
課
税
仕
入
れ
に
対
す
る
消
費

税
と
同
様
、
課
税
売
上
に
対
す
る
消
費
税
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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【
Ｑ
8
】〈
課
税
売
上
と
課
税
仕
入
れ
を
計
上
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
〉

課
税
売
上
や
課
税
仕
入
れ
を
計
上
す
べ
き
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

【
Ａ
8
】〈
原
則
と
し
て
法
人
税
と
同
様
〉

課
税
売
上
や
課
税
仕
入
れ
を
計
上
す
べ
き
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
原
則
と
し
て
法
人
税
の
収
益
や
費

用
を
計
上
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
と
同
様
で
す
。
資
産
の
譲
渡
な
ど
の
取
引
の
区
分
に
応
じ
て
、
計

上
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

【
解
説
】

　

課
税
売
上
や
課
税
仕
入
れ
を
認
識
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
法
人
税
の
収
益
や
費
用
を
計
上
す
る
タ
イ
ミ

ン
グ
と
概
ね
同
様
で
あ
り
、基
本
的
に
は
消
費
税
の
対
象
と
な
る
取
引
の
区
分
に
応
じ
て
、（
図
10
）
や
（
図

11
）
の
よ
う
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
課
税
売
上
や
課
税
仕
入
れ
を
認
識
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
法
人
税
の
収
益
や
費
用
と
同
様

に
考
え
れ
ば
原
則
と
し
て
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
法
人
税
の
収
益
や
費
用
と
大
き
く
異
な
る
も

の
と
し
て
、
固
定
資
産
の
購
入
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
消
費
税
に
は
法
人
税
の
減
価
償
却
の
よ
う
な
制
度
が
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あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
固
定
資
産
の
引
渡

し
を
受
け
た
段
階
で
、
そ
の
全
額
の
課

税
仕
入
れ
が
認
め
ら
れ
ま
す
（
図
12
参

照
）。

　

そ
の
他
、
給
与
の
支
払
い
は
、
対
価

性
の
あ
る
役
務
の
提
供
に
対
す
る
支
払

い
に
は
該
当
す
る
も
の
の
、
課
税
仕
入

れ
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
輸
入
取
引
に
つ
い
て
は
、
税

関
に
消
費
税
を
申
告
し
た
時
点
に
お
い

て
、
そ
の
申
告
し
た
消
費
税
を
控
除
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■（図10）課税売上を認識するタイミング

取引の種類 タイミング

資産の譲渡（商品の販売など） 資産の引渡しの時点

資産の貸付け（事務所の賃貸など） 対価の支払いを受けるべき期日など

役務の提供（工事の請負など） 役務の提供を完了した時点

■（図11）課税仕入れを認識するタイミング

取引の種類 タイミング

資産の譲受け（商品の仕入など） 資産の引渡しを受ける時点

資産の借受け（事務所の賃借など） 対価を支払うべき期日など

役務提供を受けること（固定資産の建
設など） 役務の提供が完了した時点
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■（図12）固定資産の購入と法人税・消費税の取扱い

◎ 法人税

取得価額を減価償却費として
各事業年度に割り振る

減価償却費

機械の
投資額

（4年使用）

×1年

減価償却費

×2年

減価償却費

×3年

減価償却費

×4年

費　　　用

◎ 消費税

取得時に一括して課税仕入れと
なる

機械の
投資額

（4年使用）

×1年 ×2年 ×3年 ×4年

課税仕入れ
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「税務調査手続きの
法的知識」

第８章



Ⅰ　

税
務
調
査
の
基
礎
知
識
と
対
応
方
法

【
Ｑ
１
】〈
任
意
調
査
の
意
義
〉

顧
問
税
理
士
か
ら
、「
税
務
調
査
は
任
意
調
査
な
の
で
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
わ
れ
ま
し

た
が
、
任
意
調
査
と
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
で
し
ょ
う
か
？

【
Ａ
１
】〈
拒
否
で
き
な
い
が
、
納
税
者
の
許
諾
を
得
て
行
わ
れ
る
〉

税
務
調
査
は
、
納
税
者
の
協
力
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
調
査
と
い
う
意
味
で
任
意
調
査
と
言
わ

れ
ま
す
。
協
力
に
基
づ
く
た
め
、
調
査
官
が
資
料
を
確
認
す
る
場
合
に
は
納
税
者
の
許
可
が
必

要
に
な
り
ま
す
し
、
日
程
や
場
所
な
ど
も
納
税
者
の
都
合
を
優
先
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
税
務
調
査
を
断
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

【
解
説
】

　

税
務
調
査
は
任
意
調
査
と
言
わ
れ
ま
す
。
税
務
調
査
は
、
犯
罪
捜
査
の
よ
う
な
強
硬
的
な
調
査
で
は
な

く
、
納
税
者
の
協
力
に
基
づ
い
て
、
申
告
内
容
を
確
認
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
調
査
で
す
。
税
務
調
査
と
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聞
く
と
、
多
く
の
方
が
「
マ
ル
サ
」
を
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
、
非
常
に
強
硬
的
な
も
の
と
お
考
え
に
な
り
ま
す

が
、
マ
ル
サ
は
裁
判
所
の
令
状
に
基
づ
き
、
犯
罪
に
当
た
る
脱
税
捜
査
を
行
う
も
の
で
一
般
の
税
務
調
査

と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
す
。

　

協
力
に
基
づ
く
調
査
で
す
か
ら
、
有
無
を
言
わ
さ
ず
資
料
を
押
収
す
る
、
と
い
っ
た
強
硬
的
な
こ
と
は

税
務
調
査
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
調
査
官
が
資
料
を
確
認
す
る
場
合
に
は
納
税
者
の
許
可
が
必
要
に
な
り
ま

す
し
、
税
務
調
査
の
日
程
や
場
所
な
ど
も
納
税
者
の
都
合
を
優
先
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
税
務
調
査
の
実
施
そ
の
も
の
を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
日
程
を
先
延
ば
し
に

し
て
も
、
い
ず
れ
か
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
必
ず
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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【
Ｑ
２
】〈
税
務
調
査
で
確
認
さ
れ
る
資
料
〉

税
務
調
査
で
は
ど
の
よ
う
な
資
料
を
確
認
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
個
人
的
な
私
物
は
見
せ
た

く
な
い
の
で
す
が
。

【
Ａ
２
】〈
税
額
計
算
に
関
係
あ
る
資
料
〉

税
務
調
査
は
申
告
し
た
税
額
が
正
し
い
か
を
確
認
す
る
た
め
に
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
税
金
の
計

算
に
関
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
ビ
ジ
ネ
ス
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
税
務
署
の
質
問
に
回

答
し
た
り
、
関
係
資
料
を
提
示
し
た
り
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
と
は
関
係
の

な
い
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
質
問
に
回
答
し
た
り
、私
物
を
提
示
し
た
り
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
解
説
】

　

税
務
調
査
は
、
会
社
が
提
出
し
た
申
告
書
の
税
額
な
ど
に
つ
い
て
、
計
算
誤
り
が
な
い
か
を
確
認
す
る

た
め
に
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、
税
金
の
計
算
に
関
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
ビ
ジ
ネ
ス
に
関
す
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
税
務
署
の
質
問
に
回
答
し
た
り
、
請
求
書
な
ど
の
関
係
資
料
を
提
示
し
た
り
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
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一
方
で
、
経
営
者
の
個
人
預
金
通
帳
な
ど
、
ビ
ジ
ネ
ス
に
関
係
な
い
私
物
を
調
査
官
に
見
せ
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。
会
社
の
税
金
の
計
算
に
、プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
私
物
は
関
係
な
い
か
ら
で
す
。
同
じ
よ
う
に
、

調
査
官
か
ら
個
人
的
な
趣
味
に
つ
い
て
質
問
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
趣
味
は
税
金
の
計
算
に
関

係
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
答
え
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

あ
く
ま
で
も
、
税
金
の
計
算
に
関
係
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
資
料
を
見
せ
た
り
質
問
に
回
答
し
た
り
す

る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

◉  第  8  章　「税務調査手続きの法的知識」161



【
Ｑ
3
】〈
税
務
調
査
の
流
れ
〉

税
務
調
査
が
ス
タ
ー
ト
し
て
か
ら
終
わ
る
ま
で
の
一
連
の
流
れ
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

【
Ａ
3
】〈
事
前
通
知
、
実
地
調
査
、
結
果
説
明
〉

税
務
調
査
は
、
原
則
と
し
て
①
税
務
調
査
を
実
施
す
る
旨
の
予
告
（
事
前
通
知
）
が
な
さ
れ
た

上
で
、
②
実
際
に
会
社
な
ど
で
税
務
調
査
が
行
わ
れ
（
実
地
調
査
）、
③
そ
の
結
果
に
つ
い
て

の
説
明
が
な
さ
れ
る
（
結
果
説
明
）
と
い
う
ス
テ
ッ
プ
で
行
わ
れ
ま
す
。

【
解
説
】

　

税
務
調
査
が
実
施
さ
れ
る
場
合
、
以
下
の
よ
う
な
流
れ
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
通
例
で
す
。

　

ま
ず
、
税
務
調
査
を
実
施
す
る
旨
の
予
告
（
事
前
通
知
）
が
行
わ
れ
ま
す
。
事
前
通
知
に
よ
り
、
納
税

者
と
日
程
調
整
を
し
た
上
で
、
実
際
に
税
務
調
査
が
行
わ
れ
る
日
時
や
場
所
が
決
め
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
後
、
打
ち
合
わ
せ
を
し
た
日
時
に
税
務
署
の
調
査
官
が
会
社
な
ど
に
臨
場
し
て
実
際
の
税
務
調
査

が
行
わ
れ
ま
す
（
実
地
調
査
）。
実
地
調
査
で
は
、
ま
ず
会
社
の
概
況
な
ど
に
つ
い
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
な
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さ
れ
、
そ
の
後
帳
簿
や
経
理
資
料
の
確
認
が
行
わ
れ
ま
す
。
な
お
、
実
地
調
査
は
中
小
企
業
で
あ
れ
ば
２

～
３
日
間
の
日
程
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
通
例
で
す
。

　

実
地
調
査
が
行
わ
れ
た
後
、
税
務
署
の
内
部
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
検
討
が
な
さ
れ
、
後
日
税
務
調
査

の
結
果
に
つ
い
て
調
査
官
か
ら
連
絡
さ
れ
ま
す
（
結
果
説
明
）。
税
務
調
査
の
結
果
、
申
告
が
間
違
っ
て

い
た
場
合
に
は
、
修
正
申
告
書
を
提
出
す
る
な
ど
し
て
、
不
足
し
て
い
る
税
金
を
納
め
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
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【
Ｑ
4
】〈
事
前
通
知
の
注
意
点
〉

税
務
調
査
は
ま
ず
事
前
通
知
か
ら
始
ま
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
事
前
通
知
の
際
は
ど
の
よ
う

な
ポ
イ
ン
ト
に
注
意
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

	【
Ａ
4
】〈
負
担
に
な
ら
な
い
範
囲
で
日
程
調
整
し
、
準
備
資
料
を
正
確
に
聴
き
取
る
〉

税
務
調
査
は
任
意
調
査
で
す
の
で
、
日
時
や
場
所
に
つ
い
て
税
務
署
の
希
望
に
合
わ
せ
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。
負
担
に
な
ら
な
い
日
程
や
場
所
を
申
し
出
て
調
整
し
て
く
だ
さ
い
。

加
え
て
、
税
務
調
査
で
準
備
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
調
査
官
か
ら
指
導
が
あ
り
ま
す
の
で
、

で
き
る
限
り
正
確
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
て
く
だ
さ
い
。

【
解
説
】

　

税
務
調
査
は
、
事
前
通
知
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
が
、
原
則
と
し
て
顧
問
税
理
士
に
対
し
、
電
話
で
行

わ
れ
ま
す
。
事
前
通
知
に
お
い
て
は
、
税
務
署
か
ら
以
下
の
よ
う
な
事
項
に
つ
い
て
、
連
絡
さ
れ
ま
す
。

①
（
税
務
署
が
希
望
す
る
）
税
務
調
査
の
日
程

②
（
税
務
署
が
希
望
す
る
）
実
地
調
査
を
実
施
す
る
場
所
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③
税
務
調
査
の
対
象
と
な
る
事
業
年
度

④
税
務
調
査
で
準
備
す
る
資
料

⑤
税
務
調
査
を
担
当
す
る
調
査
官
の
氏
名
な
ど

　

顧
問
税
理
士
が
い
る
会
社
で
あ
れ
ば
、
顧
問
税
理
士
を
通
じ
て
内
容
を
聞
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
以

下
の
よ
う
な
ポ
イ
ン
ト
に
注
意
し
て
下
さ
い
。

①
日
程
調
整
や
調
査
場
所
は
自
分
の
都
合
を
優
先
さ
せ
て
問
題
な
い

　

税
務
調
査
は
「
納
税
者
の
協
力
の
も
と
に
行
う
」
任
意
調
査
で
す
の
で
、
税
務
署
の
都
合
よ
り
も
納
税

者
の
都
合
を
優
先
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
般
的
に
、
事
前
通
知
は
実
地
調
査
の
予
定
日
の
２
週
間

程
度
前
に
行
わ
れ
ま
す
が
、
調
査
官
か
ら
打
診
さ
れ
た
日
程
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　

逆
に
余
裕
を
も
っ
て
対
応
で
き
る
日
時
を
指
定
し
て
も
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、「
税
務
調
査

を
断
る
こ
と
は
違
法
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
断
ら
ず
、
常
識
的
な
範
囲
内
で
、
都
合
の
い
い

日
時
を
指
定
し
て
く
だ
さ
い
。
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加
え
て
、
実
地
調
査
の
場
所
に
つ
い
て
も
、
調
査
官
は
会
社
の
本
店
を
指
定
す
る
こ
と
が
通
例
で
す
が
、

本
店
で
受
け
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
税
務
調
査
で
確
認
す
る
資
料
を
顧
問
税
理
士
の
事
務
所
に
郵
送
す

る
な
ど
し
て
、
顧
問
税
理
士
の
事
務
所
で
対
応
し
て
も
原
則
と
し
て
は
問
題
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

②
用
意
す
る
資
料
は
正
確
に
聴
き
取
る

　

税
務
調
査
の
際
、
ど
の
よ
う
な
資
料
を
用
意
す
べ
き
か
、
非
常
に
質
問
が
多
い
で
す
。
法
律
上
は
調
査

官
が
確
認
す
べ
き
資
料
を
あ
ら
か
じ
め
通
知
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
の
で
、
分
か
ら
な
け
れ
ば
調
査
官
に

質
問
し
て
下
さ
い
。
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【
Ｑ
5
】　
〈
実
地
調
査
の
注
意
点
〉

来
週
、
２
日
間
の
予
定
で
実
地
調
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
ポ

イ
ン
ト
に
注
意
す
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
か
。

【
Ａ
5
】〈
極
力
税
理
士
に
任
せ
る
〉

調
査
官
と
の
対
応
は
、
専
門
知
識
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
税
理
士
な
ど
の
専
門
家
に
極
力

任
せ
ま
し
ょ
う
。
こ
の
た
め
、
経
営
者
で
し
か
知
り
え
な
い
、
事
業
概
況
ヒ
ア
リ
ン
グ
だ
け
を

経
営
者
が
対
応
す
る
こ
と
と
し
、
残
り
の
帳
簿
調
査
は
、
税
理
士
や
経
理
に
一
任
す
る
こ
と
と

し
ま
し
ょ
う
。

【
解
説
】

　

実
地
調
査
は
、
大
き
く
２
つ
の
ス
テ
ッ
プ
か
ら
な
り
ま
す
。
一
つ
は
、「
事
業
概
況
ヒ
ア
リ
ン
グ
」
と

言
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
し
な
が
ら
、
帳
簿
や
経
理
資
料
の
確
認
を
行
う

「
帳
簿
調
査
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
す
。

　

事
業
概
況
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
は
、
会
社
の
沿
革
や
会
社
組
織
の
概
要
な
ど
に
つ
い
て
、
ヒ
ア
リ
ン
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グ
さ
れ
ま
す
。
事
業
概
況
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
、
原
則
と
し
て
実
地
調
査
一
日
目
の
午
前
中
に
行
わ
れ
ま
す
。

　

帳
簿
調
査
は
、
調
査
官
が
会
社
の
帳
簿
は
も
ち
ろ
ん
、
会
社
が
取
引
先
か
ら
交
付
を
受
け
る
資
料
（
領

収
書
や
請
求
書
な
ど
）
や
、
会
社
が
取
引
先
に
交
付
す
る
資
料
（
領
収
書
や
請
求
書
の
控
え
な
ど
）、
そ

し
て
会
社
が
経
理
処
理
上
作
成
し
て
い
る
資
料
（
棚
卸
表
な
ど
）
を
確
認
す
る
も
の
で
す
。
事
業
概
況
ヒ

ア
リ
ン
グ
以
外
の
時
間
は
、
こ
の
帳
簿
調
査
に
当
て
ら
れ
ま
す
。

　

実
地
調
査
に
お
い
て
は
、
極
力
税
理
士
に
任
せ
る
、
と
い
う
考
え
が
重
要
に
な
り
ま
す
。
帳
簿
調
査
は

経
理
や
税
理
士
だ
け
で
十
分
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
経
営
者
は
立
ち
会
う
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
の
た
め
、
税
理
士
や
経
理
に
調
査
官
の
対
応
を
任
せ
、
出
張
し
た
り
別
の
仕
事
を
し
た
り
し
て

も
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

調
査
官
と
の
対
応
は
、
専
門
知
識
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
経
営
者
で
は
な
く
税
理
士
な
ど
の
専
門

家
に
任
せ
た
ほ
う
が
好
都
合
で
す
。
こ
の
た
め
、
経
営
者
で
し
か
知
り
え
な
い
、
事
業
概
況
ヒ
ア
リ
ン
グ

だ
け
を
対
応
し
、
残
り
の
帳
簿
調
査
は
、
税
理
士
や
経
理
に
一
任
す
る
こ
と
と
し
ま
し
ょ
う
。
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【
Ｑ
6
】〈
税
務
調
査
の
結
果
説
明
〉

２
日
間
の
実
地
調
査
を
終
え
た
後
、
一
ヶ
月
ほ
ど
し
て
、
税
務
署
か
ら
税
務
調
査
の
結
果
を
説

明
し
た
い
の
で
来
署
し
て
欲
し
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
注
意
す
れ
ば
よ

ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

【
Ａ
6
】〈
安
易
に
修
正
申
告
書
を
出
さ
な
い
〉

税
務
調
査
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
税
務
署
の
指
導
に
納
得
し
た
場
合
は
修
正
申
告
書
を
提
出
し

て
も
問
題
あ
り
ま
せ
ん
が
、
納
得
で
き
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
安
易
に
修
正
申
告
書
を
提
出
し

て
は
い
け
ま
せ
ん
。

【
解
説
】

　

税
務
調
査
の
結
果
説
明
と
し
て
は
、
以
下
の
３
つ
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
が
行
わ
れ
ま
す
。

①
申
告
是
認

　

申
告
是
認
と
は
、
税
務
調
査
の
結
果
、
何
も
問
題
が
な
い
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
こ
の
場
合
に
は
、
後

日
税
務
署
か
ら
そ
の
旨
を
記
載
し
た
是
認
通
知
が
郵
送
さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
取
れ
ば
税
務
調
査
は
終
了
し
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ま
す
。

②
修
正
申
告
書
の
提
出

　

税
務
調
査
の
結
果
、
問
題
が
あ
る
た
め
申
告
内
容
を
訂
正
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
、
修

正
申
告
書
を
提
出
す
る
か
、
後
述
す
る
更
正
処
分
を
受
け
る
か
、
い
ず
れ
か
の
処
理
が
行
わ
れ
ま
す
。
税

務
署
の
指
導
内
容
に
納
得
し
た
場
合
に
は
、
修
正
申
告
書
を
提
出
し
ま
す
。

　

修
正
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
、
更
正
処
分
に
比
し
て
、
税
務
調
査
は
早
く
終
わ
り
ま
す
。
し
か
し
、

修
正
申
告
は
納
税
者
が
納
得
し
て
提
出
す
る
も
の
で
す
か
ら
、
後
日
内
容
を
見
直
し
た
結
果
、
税
務
署
の

指
導
に
納
得
で
き
な
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

修
正
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
提
出
日
ま
で
に
不
足
す
る
税
金
を
納
税
し
、
後
日
ペ
ナ
ル

テ
ィ
ー
に
当
た
る
加
算
税
を
納
税
し
ま
す
。

③
更
正
処
分

　

修
正
申
告
書
は
、
税
務
署
の
指
導
内
容
に
納
得
し
た
場
合
、
自
発
的
に
提
出
す
る
も
の
で
す
が
、
税
務
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署
の
指
導
内
容
に
納
得
で
き
な
け
れ
ば
、
更
正
処
分
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
納
得
で
き
な
い
場
合

に
受
け
る
も
の
で
す
か
ら
、
後
日
税
務
署
の
指
導
内
容
が
正
し
い
の
か
、
裁
判
な
ど
で
争
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

税
務
調
査
の
結
果
に
応
じ
て
３
つ
の
終
わ
り
方
が
あ
る
の
で
す
が
、
注
意
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
安
易

に
修
正
申
告
書
を
提
出
し
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
修
正
申
告
書
を
提
出
し
て
し
ま
う
と
、

原
則
と
し
て
税
務
署
に
抗
議
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
気
づ
か
な
い
う
ち
に
大
き
な
不
利
益
を
こ

う
む
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
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【
Ｑ
7
】〈
加
算
税
の
内
容
〉

税
務
署
の
指
導
に
納
得
し
ま
し
た
の
で
、
修
正
申
告
書
を
提
出
し
よ
う
と
思
い
ま
す
が
、
税
務

署
か
ら
10
％
の
加
算
税
も
か
か
る
と
言
わ
れ
ま
し
た
。加
算
税
と
は
一
体
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。

【
Ａ
7
】〈
申
告
も
れ
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
〉

税
務
調
査
で
問
題
が
あ
っ
た
場
合
、
申
告
も
れ
に
対
す
る
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
と
し
て
、
追
徴
税
額

に
対
し
て
所
定
の
割
合
の
加
算
税
が
か
か
り
ま
す
。
申
告
も
れ
の
原
因
に
応
じ
て
、
い
く
つ
か

の
種
類
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
他
、
遅
延
利
息
に
相
当
す
る
延
滞
税
が
か
か
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

【
解
説
】

　

税
務
調
査
で
問
題
が
あ
っ
た
場
合
、
申
告
も
れ
に
対
す
る
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
と
し
て
、
追
徴
さ
れ
る
税
額

に
対
し
、
加
算
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。
法
人
税
の
場
合
、
加
算
税
は
申
告
も
れ
と
な
っ
た
原
因
に
応
じ
て
、

①
過
少
申
告
加
算
税
（
原
則
10
％
）、
②
無
申
告
加
算
税
（
原
則
15
％
）、
③
重
加
算
税
（
原
則
35
％
）
の

３
種
類
あ
り
ま
す
。
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過
少
申
告
加
算
税
は
、単
純
な
計
算
ミ
ス
な
ど
に
対
し
て
課
税
さ
れ
る
も
の
で
す
。
無
申
告
加
算
税
は
、

申
告
を
し
て
い
な
い
場
合
な
ど
に
か
か
る
も
の
で
す
。
重
加
算
税
は
、
不
正
取
引
に
よ
り
税
金
を
ご
ま
か

し
て
い
た
場
合
な
ど
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
税
務
調
査
の
結
果
納
め
る
税
金
は
、
加
算
税
の
ほ
か
、
遅
延
利
息
に
相
当
す
る
延
滞
税
が
か
か

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
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読
者
の
皆
様
へ

　

本
書
の
内
容
は
原
稿
執
筆
ま
た
は
編
集
時
点
で
の
情
報
で
す
。
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
情
報
の
制
度
や

方
法
論
、
慣
習
や
対
象
分
野
の
各
種
制
度
、
法
律
や
通
達
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
に
変
更
が
生
じ
る
可
能
性
が

あ
り
、
新
た
な
判
例
が
出
さ
れ
る
可
能
性
も
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
本
書
は
、
皆
様
の
個
別
具
体
的
な
要
望

や
課
題
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
た
内
容
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
本
書
記
載
の
内
容
に
よ
り
生
じ

る
損
害
や
精
神
的
苦
痛
、
そ
の
他
の
金
銭
的
損
失
を
含
む
一
切
の
不
利
益
に
つ
い
て
の
補
償
等
は
行
わ
れ

ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

尚
、
本
書
の
内
容
は
著
者
や
編
集
者
等
制
作
側
の
主
観
も
多
く
含
ん
で
お
り
ま
す
の
で
、
必
要
に
応
じ

て
担
当
省
庁
や
専
門
家
に
最
新
の
情
報
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、
読
者
の
皆
様
ご
自
身
の
責
任
に
お
い
て
ご

判
断
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

【
本
書
の
内
容
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
】

　

図
版
も
含
む
本
書
の
文
責
は
久
保
憂
希
也
に
ご
ざ
い
ま
す
。
本
書
の
内
容
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は

下
記
ま
で
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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経
営
者
に
税
務
を
広
め
る
税
理
士
の
会
（
株
式
会
社 InspireConsulting 

内
）

電
話 

０
３
︱
６
４
１
８
︱
６
１
８
２　

F
A
X 

０
３
︱
６
４
１
８
︱
６
１
８
４
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