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3日・文化の日　23日・勤労感謝の日

日 月 火 水 木 金 土

（霜月）NOVEMBER

11 2023（令和5年）

◆  11 月 の 税 務 と 労 務 11月

郵便料金の改定　燃料価格をはじめとする物価や人件費などのコスト上昇を受けて10
月から郵便物の特殊取扱料金が値上げされました。主なものは、一般書留料及び現金
書留料が435円→480円、簡易書留料が320円→350円、内容証明料（謄本1枚）が440円
→480円。「ゆうパック」の基本運賃も平均で約1割値上げされています。

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

� 11月15日
国　税／�所得税予定納税額第2期分の納付

� 11月30日
国　税／�9月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 11月30日
国　税／�12月、3月、6月決算法人の消費税等の

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

（年3回の場合）� 11月30日
地方税／�個人事業税第2期分の納付�

� 都道府県の条例で定める日
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11 月号─2

た
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
取
得
価

額
を
資
産
計
上
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
し
か
し
、
も
と
も
と
そ
の
建
物

を
利
用
す
る
つ
も
り
が
な
く
、
例
え

ば
、
そ
の
土
地
の
上
に
新
た
に
新
社

屋
を
建
築
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
場
合
な
ど
は
、
最
初
か
ら
必
要
で

あ
っ
た
の
は
土
地
の
み
で
あ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
場
合
、
そ
の
建
物
部
分
の
取

得
価
額
と
取
壊
し
費
用
は
、
土
地
の

取
得
価
額
に
算
入
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
す
ぐ
に
建
物
を
取

り
壊
し
た
場
合
以
外
で
あ
っ
て
も
、

購
入
後
お
お
む
ね
1
年
以
内
に
取
り

壊
し
に
着
手
す
る
な
ど
、
や
は
り
当

初
か
ら
そ
の
土
地
を
利
用
す
る
目
的

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
も
、

土
地
の
取
得
価
額
に
算
入
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
購
入

し
た
事
業
年
度
に
お
い
て
、
取
り
壊

す
前
ま
で
そ
の
建
物
を
事
業
の
用
に

供
し
て
い
た
場
合
は
、
そ
の
年
度
で

の
減
価
償
却
費
の
計
上
は
認
め
ら
れ

ま
す
。

五
　
借
地
権
の
取
得
価
額

　
借
地
権
の
取
得
価
額
に
は
、
原
則

と
し
て
、
当
初
の
借
地
契
約
に
あ
た

り
地
主
に
支
払
っ
た
対
価
の
額
（
一

　
不
動
産
を
取
得
す
る
際
に
は
、
仲

介
業
者
に
支
払
う
手
数
料
を
始
め
、

登
記
費
用
な
ど
様
々
な
支
出
が
伴
い

ま
す
。

　
取
得
し
た
固
定
資
産
の
取
得
価
額

に
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
資
産
の
購

入
（
建
築
）
代
価
、
そ
の
付
随
費
用

及
び
取
得
の
た
め
に
直
接
要
し
た
費

用
の
額
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
選
択
に
よ
り
、
費
用
計
上
が

認
め
ら
れ
て
い
る
支
出
も
あ
り
ま
す
。

　
今
回
は
不
動
産
取
得
に
伴
う
支
出

の
金
額
が
費
用
と
し
て
計
上
で
き
る

も
の
か
、
ま
た
は
不
動
産
の
取
得
価

額
に
算
入
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
を
、

個
別
に
確
認
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

一
　
仲
介
手
数
料

　
仲
介
業
者
に
支
払
う
仲
介
手
数
料

は
、
ま
さ
に
取
得
の
た
め
に
直
接
要

し
た
支
出
で
あ
る
た
め
、
取
得
価
額

に
算
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た

だ
し
、
土
地
と
建
物
を
一
括
し
て
購

入
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
仲
介
手
数

料
も
そ
れ
ぞ
れ
の
購
入
代
価
な
ど
を

基
準
に
し
て
、
土
地
に
係
る
部
分
と

建
物
に
係
る
部
分
を
合
理
的
に
按
分

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
上
で
建
物
に
係
る
仲
介
手
数

料
相
当
額
は
、
減
価
償
却
に
よ
っ
て

各
事
業
年
度
に
費
用
化
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

二
　
登
録
免
許
税
（
登
記
費
用
）、

不
動
産
取
得
税

　
い
ず
れ
も
不
動
産
の
取
得
に
関
し

て
支
出
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
ら
は
事
後
的
な
費
用
で
あ
る
う

え
、
流
通
税
的
な
も
の
、
第
三
者
対

抗
要
件
を
備
え
る
た
め
の
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
取
得
価
額
に
算
入
し

な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
売
買
契
約
書
に
貼
付
す
る
印

紙（
税
）も
同
様
で
す
。

　
た
だ
し
、
個
人
が
自
宅
を
取
得
し

た
場
合
な
ど
、
事
業
の
用
に
供
す
る

も
の
で
な
い
場
合
は
、
売
却
時
に
取

得
費
と
し
て
控
除
で
き
ま
す
。

三
　
未
経
過
固
定
資
産
税
精
算
金

　
不
動
産
売
買
に
伴
い
、
売
買
代
金

の
ほ
か
に
、
譲
渡
の
日
か
ら
そ
の
年

の
年
末
ま
で
の
固
定
資
産
税
（
未
経

過
固
定
資
産
税
）
を
精
算
す
る
こ
と

が
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
、
購
入
者
に
も
固
定
資
産
税
の

負
担
を
求
め
る
た
め
の
も
の
で
す
が
、

そ
も
そ
も
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
1

月
1
日
に
お
け
る
所
有
者
が
納
税
義

務
者
と
な
り
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
購
入
者
が
地
方
公

共
団
体
に
対
し
て
納
付
す
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
不
動
産

の
購
入
代
価
の
一
部
と
し
て
取
り
扱

わ
れ
る
た
め
、
取
得
価
額
に
算
入
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

四
　
土
地
と
と
も
に
取
得
し
た
建
物

の
取
壊
し
費
用
等

　
土
地
と
建
物
を
一
括
し
て
購
入
し

不動産の取得に伴う
諸費用の取扱い　　



3─11月号

般
的
に
権
利
金
と
し
て
支
払
い
、
返

還
さ
れ
な
い
も
の
な
ど
）
が
該
当
し

ま
す
。
ま
た
、
土
地
の
上
に
あ
る
建

物
（
借
地
権
付
建
物
）
を
取
得
し
た

場
合
に
、
そ
の
建
物
な
ど
の
購
入
価

額
の
う
ち
に
借
地
権
の
対
価
が
含
ま

れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
金
額
も
借

地
権
の
取
得
価
額
と
な
り
ま
す
。

　
更
に
、
借
地
契
約
に
伴
い
不
動
産

業
者
に
支
払
っ
た
手
数
料
も
取
得
価

額
に
算
入
さ
れ
ま

す
。

　
な
お
、
借
地
契

約
の
更
新
に
伴
い

支
払
う
更
新
料
に

つ
い
て
も
取
得
価

額
に
加
算
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、

こ
の
場
合
、
更
新

直
前
の
借
地
権
の

帳
簿
価
額
の
う

ち
、
一
定
の
金
額

を
費
用
計
上
す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

六
　
借
入
金
の
利
息

　
不
動
産
を
取
得
す
る
た
め
に
借
入

れ
た
借
入
金
の
利
息
に
つ
い
て
は
、

た
と
え
そ
の
不
動
産
の
使
用
開
始
前

し
て
い
る
賃
貸
建
物
の
賃
借
人
に
立

ち
退
い
て
も
ら
い
、
引
き
続
き
自
己

で
使
用
す
る
場
合
や
、
ま
た
は
そ
の

建
物
を
取
り
壊
し
て
新
た
な
建
物
を

建
築
す
る
場
合
は
、
費
用
と
し
て
計

上
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

八
　
地
鎮
祭
・
上
棟
式
・
落
成
式
（
竣

工
式
）
の
費
用

　
建
物
建
築
の
祭
事
に
係
る
支
出

は
、
建
物
の
取
得
の
た
め
に
直
接
要

し
た
費
用
の
額
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

取
得
価
額
に
算
入
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
う
ち
落
成
式

（
竣
工
式
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
建

物
の
完
成
後
に
行
わ
れ
る
式
典
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
事
後
的
な
費
用
と
し

て
費
用
計
上
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

九
　
法
人
が
役
員
よ
り
不
当
に
高
い

価
額
で
購
入
し
た
不
動
産

　
法
人
が
、
役
員
よ
り
購
入
し
た
不

動
産
の
価
額
が
不
当
に
高
い
場
合

は
、
そ
の
不
動
産
の
時
価
が
取
得
価

額
と
な
り
、
差
額
に
つ
い
て
は
、
そ

の
役
員
に
対
す
る
給
与
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
る
た
め
、
損
金
算
入
が
認
め

ら
れ
な
い
ケ
ー
ス
が
生
じ
ま
す
。

　
ま
た
、
逆
に
著
し
く
低
い
価
額
で

の
期
間
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、

取
得
価
額
に
算
入
し
な
い
こ
と
が
認

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
個
人
で
今
ま
で
事
業
を

営
ん
で
い
な
か
っ
た
方
が
、
新
規
に

事
業
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
借
入

を
行
っ
た
場
合
に
は
、
家
事
費
と
し

て
必
要
経
費
に
算
入
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い（
こ

の
場
合
で
も
取
得
価
額
に
算
入
す
る

こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、

建
物
部
分
に
つ
い
て
は
事
業
開
始
後

に
減
価
償
却
費
と
し
て
費
用
化
す
る

こ
と
が
可
能
で
す
）。

七
　
立
退
料
の
支
払
い

　
土
地
、
建
物
を
購
入
し
、
そ
の
際

自
己
で
使
用
す
る
た
め
に
、
も
と
も

と
そ
の
土
地
、
建
物
を
使
用
し
て
い

た
賃
借
人
に
対
し
て
支
払
っ
た
立
退

料
は
、
土
地
、
建
物
の
取
得
価
額
に

算
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、
従
前
か
ら
土
地
を
賃
貸
し
て
い

た
場
合
で
、
建
物
の
所
有
者
で
あ
る

借
地
人
に
立
ち
退
い
て
も
ら
う
た
め

に
支
払
う
立
退
料
は
、
通
常
、
借
地

権
の
買
い
戻
し
の
対
価
と
な
り
ま
す

の
で
、
土
地
の
取
得
価
額
に
加
算
さ

れ
ま
す
。

　
一
方
で
、
例
え
ば
従
前
か
ら
所
有

購
入
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
時
価
が

取
得
価
額
と
な
る
た
め
、
差
額
に
つ

い
て
は
「
受
贈
益
」
と
し
て
収
入
計

上
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
更
に
、

そ
の
価
額
が
時
価
の
2
分
の
1
未
満

で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
役
員
は
時

価
で
売
却
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、

譲
渡
税
が
課
さ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

十
　
そ
の
他
取
得
価
額
に
算
入
し
な

い
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の

　
①
建
物
の
建
築
の
た
め
に
行
っ
た

調
査
や
測
量
、
設
計
費
用
等
で
、
そ

の
建
築
計
画
を
変
更
し
た
こ
と
に
よ

り
不
要
と
な
っ
た
費
用
や
、
②
一
度

締
結
し
た
売
買
契
約
を
解
除
し
て
、

他
の
不
動
産
を
取
得
す
る
場
合
の
違

約
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
取

得
す
る
不
動
産
の
取
得
価
額
に
算
入

す
る
こ
と
を
強
制
す
る
の
は
実
情
に

合
わ
な
い
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い

て
、
費
用
計
上
が
認
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

【参考資料】
国税庁

「基本通達･
法人税法」

【費用計上が認められる金額】

更新直前の借地
権の帳簿価額　 ×

更新料の額

更新時の借地権の価額



11 月号─4

　納税者に所得税法上の控除対象扶養親族
となる人がいる場合には、一定の金額の所
得控除が受けられます。これを扶養控除と
いいます。
　例えば、同居している親が老人扶養親族
（「同居老親等」）に該当する場合の所得控
除額は58万円です。
　同居老親等の「同居」については、例えば、
病気の治療のため1年以上の長期間にわ
たって病院に入院していることにより、所
得者等と別居している場合であっても、「同
居老親等」に該当します。
　すなわち、病気の治療のための入院であ
る限り、その期間が結果として1年以上と
いった長期にわたるような場合であっても、
同居に該当するものとして取り扱って差し
支えないことになります。
　ただし、老人ホームなどへ入所している
場合には、その老人ホームが居所となり、
同居しているとはいえません。

KEY WORD  
同居老親の長期入院と扶養控除

　

法
人
版
事
業
承
継
税
制
は
、
後
継

者
で
あ
る
受
贈
者
・
相
続
人
等
が
、

経
営
承
継
円
滑
化
法
の
認
定
を
受
け

て
い
る
非
上
場
会
社
の
株
式
等
を
贈

与
又
は
相
続
等
に
よ
り
取
得
し
た
場

合
に
、
そ
の
非
上
場
株
式
等
に
係
る

贈
与
税
・
相
続
税
の
納
税
を
、
一
定

の
要
件
の
も
と
で
猶
予
し
、
後
継
者

の
死
亡
等
に
よ
り
、
納
税
が
猶
予
さ

れ
て
い
る
贈
与
税
・
相
続
税
の
納
付

が
免
除
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　

平
成
30
年
度
税
制
改
正
で
は
、
対

象
と
な
る
株
式
全
株
に
係
る
贈
与

税
・
相
続
税
の
全
て
（
１
０
０
％
）

を
猶
予
す
る
特
例
措
置
が
設
け
ら
れ

ま
し
た
が
、こ
の
措
置
の
適
用
に
は
、

令
和
6
年
3
月
31
日
ま
で
に
、
事
業

承
継
計
画
を
都
道
府
県
に
提
出
し
、

確
認
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

特
例
措
置
の
適
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■□□□□
　明治時代の終わりから昭和の初めに
かけて日本でも映画産業が大きく発展
し、常設の映画館は、昭和6（1931）
年には全国で1,300館を超えました。
　この頃には、業種を指定し、営業（収
益）税という国税が課されていました
が、当時の映画会社は、どの業種に分
類されていたでしょうか？
①　物品貸付業
②　写真業
③　席貸業

【解説】��
　映画会社の主な業務は、映画の制作（撮
影所）、映画の興行（映画館・巡業）、映画
の貸付（配給）などに分かれていますが、「営
業（収益）税」は、制作と興行には課されず、
配給のみ物品貸付業として課税の対象とさ

れていました。
　その一方で、映画の制作や興行には、「演
劇興行税」という地方税が課税されていま
した。演劇興行税などの地方税は、江戸時
代以来の小物成の系譜を引く税目で、明治
11（1878）年の地方税則で創設されました。
　営業税は、大正15（1926）年に営業収
益税となります。そして、昭和15（1940）
年の税制改正で営業税の名称に戻ります
が、このときに地方税の演劇興行税は廃止
され、演劇興行にも国税の営業税が課税さ
れることとなりました。
　ちなみに、営業税（国税）が創設された
明治29（1896）年は、日本で初めて映画
が上映された年に当たります。11月25日
から29日に神戸倶楽部で公開され、スク
リーン上に映写するのではなく、トーマス・
エジソンが1891年に発明した「キネトスコー
プ」で、一人ずつ箱を覗き込む形でした。

� 	正解は、①物品貸付業でした。
（出典：税務大学校税務情報センター）

税 金 ク イ ズ


