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9月の税務と労務9月 （長月）SEPTEMBER
18日・敬老の日
23日・秋分の日

国　税／�8月分源泉所得税の納付�
� 9月11日

国　税／�7月決算法人の確定申告（法
人税・消費税等）� 10月2日

国　税／�1月決算法人の中間申告�
� 10月2日

国　税／�10月、1月、4月決算法人
の消費税等の中間申告（年
3回の場合）� 10月2日

　10月から酒類の税率が見直されます。これは類似する酒類間の
税負担の公平性を回復することなどが目的で、令和8年10月まで
段階的に実施されます。今年10月の見直しでは、ビール系飲料（350
㎖）は、ビールが6.65円引き下げられる一方、新ジャンルは9.19円
引き上げられ発泡酒と同額となります。



9 月号─2

　

固
定
資
産
の
修
理
や
改
良
な
ど
の

た
め
に
支
出
し
た
金
額
に
つ
い
て
は
、

「
修
繕
費
」
と
し
て
支
出
し
た
際
の

費
用
と
し
て
計
上
す
る
か
、
ま
た
修

繕
費
に
該
当
し
な
い
支
出
は
「
資
本

的
支
出
」と
し
て
資
産
計
上
を
行
い
、

そ
の
後
、
耐
用
年
数
に
応
じ
て
減
価

償
却
費
と
し
て
費
用
化
さ
れ
て
い
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

今
回
は
修
繕
費
と
資
本
的
支
出
の

判
断
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
、
事
例

も
踏
ま
え
て
確
認
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

一
　
修
繕
費
に
該
当
す
る
も
の

　

固
定
資
産
の
維
持
管
理
や
原
状
回

復
の
た
め
に
要
し
た
と
認
め
ら
れ
る

消
極
的
な
支
出
の
金
額
が
修
繕
費
に

該
当
し
ま
す
。

　

例
え
ば
、
機
械
装
置
の
移
設
（
集

中
生
産
を
行
う
な
ど
の
た
め
の
移
設

を
除
く
）
に
要
し
た
費
用
は
、
解
体

費
を
含
め
て
修
繕
費
に
該
当
し
ま

す
。

二
　
資
本
的
支
出
に
該
当
す
る
も
の

　

固
定
資
産
の
使
用
可
能
期
間
を
延

長
さ
せ
、
ま
た
は
価
値
を
増
加
さ
せ

る
等
の
積
極
的
な
支
出
の
金
額
が
資

本
的
支
出
に
該
当
し
ま
す（
下
記「
例

示
」参
照
）。

　

前
述
の
修
繕
費
に
な
る
か
ど
う
か

の
判
断
は
、「
修
繕
費
」、「
改
良
費
」

な
ど
の
名
目
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
実
質
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
建
物
の
増
築
、
構
築
物
の

拡
張
、
延
長
な
ど
は
、
資
産
の
取
得

そ
の
も
の
に
該
当
し
ま
す
。

三
　�

少
額
ま
た
は
周
期
の
短
い
支
出

の
取
扱
い

　

一
つ
の
修
理
や
改
良
な
ど
の
金
額

が
20
万
円
未
満
の
場
合
、
ま
た
は
、

お
お
む
ね
３
年
以
内
の
期
間
を
周
期

と
し
て
行
わ
れ
る
修
理
、
改
良
な
ど

で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
支
出
し
た
金

額
を
修
繕
費
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

四
　�

修
繕
費
で
あ
る
か
資
本
的
支
出

で
あ
る
か
が
明
ら
か
で
な
い
金

額
が
あ
る
場
合
の
取
扱
い

　

一
つ
の
修
理
や
改
良
な
ど
の
支
出

の
う
ち
に
、
修
繕
費
で
あ
る
か
資
本

的
支
出
で
あ
る
か
が
明
ら
か
で
な
い

金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
基
準

に
よ
り
、
そ
の
区
分
を
行
う
こ
と
が

可
能
で
す
。

①　

そ
の
支
出
し
た
金
額
が
60
万
円

未
満
の
と
き
、
ま
た
は
そ
の
支
出

し
た
金
額
が
、
そ
の
固
定
資
産
の

前
事
業
年
度
終
了
の
時
に
お
け
る

取
得
価
額
の
お
お
む
ね
10
パ
ー
セ

ン
ト
相
当
額
以
下
で
あ
る
と
き
は
、

修
繕
費
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

②　

継
続
し
て
そ
の
支
出
し
た
金
額

の
30
パ
ー
セ
ン
ト
相
当
額
と
そ
の

固
定
資
産
の
前
事
業
年
度
終
了
の

時
に
お
け
る
取
得
価
額
の
10
パ
ー

セ
ン
ト
相
当
額
と
の
い
ず
れ
か
少

な
い
金
額
を
修
繕
費
と
し
、
残
額

を
資
本
的
支
出
と
し
て
い
る
と
き

は
、そ
の
処
理
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

五
　�

災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
場

合
の
取
扱
い

　

被
災
資
産
の
被
災
前
の
効
用
を
維

持
す
る
た
め
に
行
う
補
強
工
事
、
排

水
ま
た
は
土
砂
崩
れ
の
防
止
な
ど
の

た
め
に
支
出
し
た
金
額
に
つ
い
て
は
、

そ
の
金
額
を
修
繕
費
と
し
て
計
上
す

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
被
災
資
産
の
復
旧
に
代

え
て
新
規
に
資
産
を
取
得
し
た
場
合

は
、
新
た
な
資
産
の
取
得
に
な
る
た

め
、
修
繕
費
と
し
て
の
処
理
は
認
め

ら
れ
ま
せ
ん
。

【資本的支出の例示】

建物の避難階段の取付けなど、物理
的に付け加えた部分の金額

用途変更のための模様替えなど、改
造や改装に直接要した金額

機械の部分品を特に品質や性能の高
いものに取り替えた場合で、その取
替えの金額のうち通常の取替えの金
額を超える部分の金額

修繕費と資本的支出
判断のポイント



3─9月号

す
か
。

A　
「
資
本
的
支
出
」
と
は
、
前

述
の
と
お
り
、
固
定
資
産
の
使

用
可
能
期
間
を
延
長
す
る
た
め
の
支

出
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
法
定
耐
用
年

数
を
経
過
し
た
資
産
に
修
理
、
改
良

等
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
資
産

の
使
用
可
能
期
間
を
延
長
さ
せ
る
も

の
と
し
て
、
す
べ
て
資
本
的
支
出
に

該
当
す
る
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
法
定
耐
用
年
数
は
減
価

償
却
制
度
に
お
け
る
計
算
要
素
で
は

あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
そ

の
資
産
の
絶
対
的
な
使
用
可
能
期
間

を
表
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　

し
た
が
っ
て
、
既
に
法
定
耐
用
年

数
を
経
過
し
た
固
定
資
産
で
あ
っ
て

も
、
現
に
使
用
し
て
い
る
限
り
は
、

前
述
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
修
繕
費

と
資
本
的
支
出
の
判
断
を
行
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
修
繕
費
か
資
本
的
支
出
か

明
ら
か
で
な
い
も
の
が
あ
る
場
合
に

お
い
て
は
、
そ
の
金
額
の
30
パ
ー
セ

ン
ト
相
当
額
を
修
繕
費
と
し
、
残
額

を
資
本
的
支
出
と
し
て
計
上
す
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

六
　
事
例
確
認

　

修
繕
費
と
資
本
的
支
出
の
判
断
に

つ
い
て
、
事
例
を
見
な
が
ら
確
認
し

て
い
き
ま
す
。

Q　
節
電
対
策
と
し
て
、
す

べ
て
の
蛍
光
灯
管
を
蛍
光

灯
型
L
E
D
ラ
ン
プ
に
取
り
替

え
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
照
明

設
備
自
体
に
つ
い
て
の
工
事
は

行
い
ま
せ
ん
が
、
修
繕
費
と
し

て
処
理
し
て
も
問
題
あ
り
ま
せ

ん
か
。

A　
L
E
D
ラ
ン
プ
に
取
り
替

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
節
電
効
果

や
使
用
可
能
期
間
な
ど
が
向
上
す
る

こ
と
か
ら
、
資
本
的
支
出
に
該
当
す

る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
ま

す
が
、
一
方
で
L
E
D
ラ
ン
プ
は

照
明
設
備
（
建
物
附
属
設
備
）
が
そ

の
効
用
を
発
揮
す
る
た
め
の
一
つ
の

部
品
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
部
品
の

性
能
が
高
ま
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、

建
物
附
属
設
備
と
し
て
の
価
値
が
高

ま
っ
た
と
ま
で
は
い
え
な
い
と
考
え

ら
れ
る
た
め
、
修
繕
費
と
し
て
処
理

す
る
こ
と
が
相
当
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

Q　
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
対

応
す
る
た
め
、
固
定
資
産

で
あ
る
P
O
S
の
レ
ジ
シ
ス
テ

ム
、
商
品
の
受
発
注
シ
ス
テ
ム

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
、
現
行

の
請
求
書
等
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト

に
登
録
番
号
等
制
度
に
対
応
す

る
仕
様
変
更
を
行
う
こ
と
を
検

討
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
修
正
に
要
す
る
費

用
は
、
修
繕
費
と
し
て
問
題
あ

り
ま
せ
ん
か
。

A　
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
修
正
が
、
ソ

フ
ト
ウ
エ
ア
の
機
能
の
追
加
、

機
能
の
向
上
等
に
該
当
す
る
場
合

は
、
そ
の
修
正
に
要
す
る
費
用
は
資

本
的
支
出
に
該
当
し
、
現
状
の
効
用

の
維
持
等
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ

の
費
用
は
修
繕
費
に
該
当
し
ま
す
。

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
実
施
に
伴

い
、
シ
ス
テ
ム
に
従
来
備
わ
っ
て
い

た
機
能
の
効
用
を
維
持
す
る
た
め
に

必
要
な
修
正
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ

と
が
作
業
指
図
書
等
か
ら
明
確
で
あ

る
場
合
に
は
、新
た
な
機
能
の
追
加
、

向
上
等
に
該
当
せ
ず
、
こ
れ
ら
の
修

正
に
要
す
る
費
用
は
修
繕
費
と
し
て

取
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
シ

ス
テ
ム
の
修
正
は
、
現
状
の
効
用
の

維
持
等
に
該
当
し
ま
せ
ん
の
で
、
そ

の
修
正
に
要
す
る
費
用
は
修
繕
費
と

は
な
ら
な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で

す
。

・　

受
発
注
シ
ス
テ
ム
上
で
受
領
し
、

ま
た
は
取
り
込
ん
だ
請
求
書
に
記

載
さ
れ
た
取
引
先
の
登
録
番
号
と

国
税
庁
の
適
格
請
求
書
発
行
事
業

者
公
表
サ
イ
ト
に
公
表
さ
れ
て
い

る
情
報
を
自
動
で
照
合
し
、
確
認

す
る
機
能
を
新
た
に
搭
載
す
る
も

の
・　

こ
れ
ま
で
シ
ス
テ
ム
で
作
成
し

た
請
求
書
等
を
紙
媒
体
で
出
力
し

交
付
し
て
い
た
も
の
を
、
電
子
交

付
ま
で
自
動
で
行
え
る
よ
う
仕
様

変
更
す
る
も
の

Q　
既
に
法
定
耐
用
年
数

を
経
過
し
た
固
定
資
産
に

修
理
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
こ

の
場
合
の
費
用
は
、
資
本
的
支

出
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま

【参考資料】
国税庁

「�資本的支出
と修繕費」



9 月号─4

■□□□□

　固定資産税及び都市計画税は、各年ごと
に、その年の1月1日における土地又は家
屋の所有者を納税義務者として課されるも
のであり、その年の賦課期日後に所有者の
異動が生じたとしても、新たに所有者とな
った方が改めて固定資産税等の納税義務を
負担することはありません。
　ただし、年の中途において土地建物の売
買契約を締結するに際し、買主が売主に対
し、未経過固定資産税等に相当する額を支
払う慣習がありますが、これは、売主が負
担する固定資産税等を、当事者間で所有期
間に応じた負担とする調整を行うものであ
り、実質的にはその土地及び家屋の譲渡の
対価の一部を構成するものと解すると考え
られます。
　したがって、不動産を譲渡した場合に、
その不動産の未経過固定資産税等に相当す
る額を受け取ったときは、その金額は譲渡
所得の収入金額に算入します。

KEY WORD  
固定資産税等の精算と譲渡収入

　時代劇で有名なキャラクター「座頭
市」は、劇中ではマッサージ師（按摩）
として生計を立てている姿が描かれて
いますが、彼は今でいうところのどの
ような租税を納めていたのでしょうか？
①売上税　②無税　③免許税

【解説】��
　江戸時代の按摩の営業は、当道座（とう
どうざ）という盲人が組織する座（職能集団）
が管理していました。座には、男性の盲人
だけが加入することができ、座に金銭を納
めることで、技術を習得し、営業すること
ができました。
　当道座の本所（支配者）は、久我家とい
う公家でした。朝廷の中で摂関家に次ぐ高
い家格（清華家）を持ち、朝廷内で政治の
中心を担う大臣になる家柄でした。武士と

同様に、領主として石高700石の所領を
支配し、所領からの年貢のほか、当道座か
らの上納金も大きな財源となっていました。
　このような久我家の権威の下で、座は盲
人の合議による自治的な運営が行われてい
ました。座内部の職階は、検校・別当・勾
当・座頭の四官に分かれ、さらに16階73
刻に細分化されていました。内部の犯罪に
対しては、裁判を行い、死刑や遠島などの
重い刑罰も課すことができました。盲人は
元の身分を抜けて座に加入することで、座
から人身と営業の支配を受けたのです。
　江戸時代には、当道座の他にも、公家や
有力寺院などを本所とし、さまざまな芸能
や宗教を生業とする人々が独自の組織を作
り、自分たちの権益を確保していました。
そのため、江戸時代には、雑多な免許税が
存在していたのです。

　 �正解は、③免許税でした。
� （出典：税務大学校税務情報センター）

税 金 ク イ ズ

　

国
税
庁
で
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

納
付
の
利
用
拡
大
に
取
り
組
ん
で
お

り
、
令
和
6
年
5
月
以
降
に
送
付
す

る
分
か
ら
、
次
の
方
を
対
象
に
納
付

書
の
事
前
の
送
付
を
取
り
や
め
ま

す
。

・　

e

−

T
a
x
に
よ
り
申
告
書
を

提
出
し
て
い
る
法
人
（
義
務
化
さ

れ
て
い
る
法
人
を
含
む
）

・　

e

−

T
a
x
で
「
予
定
納
税
額

の
通
知
書
」
の
通
知
を
希
望
し
た

個
人

・　

ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
、
振
替
納
税
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
等

に
よ
る
納
付
な
ど
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
決
済
の
手
段
に
よ
り
納
付
し

て
い
る
法
人
・
個
人

　

な
お
、
源
泉
所
得
税
の
徴
収
高
計

算
書
は
、
引
き
続
き
納
付
書
の
送
付

が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
未
対
応
の

方
は
、
こ
の
機
会
に
導
入
を
検
討
し

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

納
付
書
の
事
前
送
付
が
取

り
や
め
に


