
2月 11日・建国記念の日

（如月） FEBRUARY

豪雪地では積もった雪の重みで家がつぶされる恐れもあること
から、屋根の雪下ろしは冬の作業として欠かすことができません。
この雪下ろしを業者に依頼した場合、雪下ろし費用は、雪による
被害の発生を防止するためのやむを得ない支出として、雑損控除
の対象となります。
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2 2010

ワンポイント

2月の税務と労務

雑損控除になる雪下ろし費用

国　税／平成21年分所得税の確定

申告 2月16日～3月15日

（還付申告は申告期間前で

も受け付けられます）

国　税／贈与税の申告

2月1日～3月15日

国　税／1月分源泉所得税の納付

2月10日

国　税／12月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 3月1日

国　税／6月決算法人の中間申告

3月1日

国　税／3月、6月、9月決算法人の

消費税等の中間申告

（年3回の場合） 3月1日

国　税／決算期の定めのない人格

なき社団等の法人税の申

告及び納付 3月1日

地方税／固定資産税の第 4期分の

納付

市町村の条例で定める日
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企
業
が
行
う
人
材
育
成
は
大
き
く

分
け
て
①
Ｏ
Ｊ
Ｔ
（
職
場
内
教
育
）、

②
Ｏ
Ｆ
Ｆ
Ｊ
Ｔ
（
集
合
教
育
）、
③
自

己
啓
発
の
三
つ
で
す
が
、
ど
の
企
業

で
も
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
①
の
Ｏ

Ｊ
Ｔ
が
九
割
以
上
を
占
め
て
い
ま
す
。

Ｏ
Ｊ
Ｔ
と
は
、「
上
司
が
、
部
下
に

対
し
て
、
仕
事
を
通
じ
て
、
仕
事
に

必
要
な
能
力
を
意
図
的
、
計
画
的
に

高
め
て
い
く
活
動
」
の
こ
と
。
上
司

が
部
下
に
指
導
を
行
わ
な
か
っ
た
ら
、

事
実
上
、
企
業
は
人
材
育
成
活
動
を

し
て
い
な
い
こ
と
と
同
じ
で
す
。
上

司
に
と
っ
て
部
下
指
導
は
、
実
務
を

こ
な
す
の
と
同
じ
く
ら
い
大
事
な
仕

事
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

指
導
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
り
部
下

が
育
た
な
け
れ
ば
、
仕
事
の
レ
ベ
ル

が
上
が
ら
ず
顧
客
の
要
求
に
応
え
ら

れ
な
か
っ
た
り
、
作
業
ミ
ス
で
や
り

直
し
等
が
発
生
し
余
計
な
経
費
が
か

か
っ
た
り
し
て
し
ま
い
ま
す
。
上
司

だ
け
が
走
り
回
る
こ
と
に
な
り
、
疲

労
と
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
り
ま
す
。

こ
の
結
果
、
上
司
本
来
の
業
務

（
目
標
管
理
、
戦
略
立
案
、
労
務
管
理
、

対
顧
客
活
動
等
）
が
疎
か
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。「
良
い
仕
事
」
を
す
る

た
め
の
創
意
工
夫
が
な
い
集
団
に
な

り
、
や
る
気
の
あ
る
人
も
や
る
気
を

な
く
し
、
優
秀
な
人
材
が
辞
め
使
え

な
い
人
材
し
か
残
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
顧
客
が
減
っ
て
経
営

不
振
と
な
り
新
し
い
戦
略
も
打
ち
出

せ
ず
、
現
状
脱
出
で
き
な
い
状
況
に

陥
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
以
下
に
部
下

育
成
の
方
法
を
掲
げ
て
み
ま
す
。

Ⅰ
　
部
下
育
成
の
基
本
的
な
考
え
方

＊
指
導
・
育
成
と
い
う
仕
事
は
自

分
に
と
っ
て
一
番
大
事
な
仕
事

だ
と
思
う

＊
こ
う
な
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い

う
理
想
像
を
持
つ

＊
一
貫
し
た
方
針
を
持
つ

＊
部
下
の
成
長
を
共
に
喜
ぶ

＊
部
下
の
業
績
と
人
柄
に
関
心
を

持
つ

＊
部
下
の
悪
い
と
こ
ろ
ば
か
り
見

ず
に
良
い
と
こ
ろ
を
見
る
よ
う

に
す
る

＊
嫌
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
ず
に
信

念
を
持
っ
て
指
導
す
る

＊
自
分
が
模
範
を
示
す

＊
や
っ
て
ほ
し
い
こ
と
を
具
体
的

に
指
示
す
る

＊
自
分
が
や
っ
た
ほ
う
が
早
い
と

思
っ
て
も
や
ら
せ
て
み
る

＊
小
さ
な
成
功
を
ほ
め
る

＊
不
注
意
・
怠
惰
・
無
責
任
を
叱

り
、
前
向
き
な
失
敗
は
叱
ら
な

い
＊
能
力
に
応
じ
て
思
い
切
っ
て
権

限
を
委
譲
し
、
大
き
な
仕
事
を

任
せ
て
み
る
。
こ
の
際
、
教
え

過
ぎ
ず
考
え
さ
せ
る

＊
失
敗
し
て
、
落
ち
込
ん
で
い
た

り
悩
ん
で
い
た
ら
励
ま
す

＊
業
務
だ
け
の
指
示
で
は
な
く
仕

事
の
意
義
・
目
的
を
教
え
る

＊
よ
く
話
し
、
よ
く
聴
く

＊
会
社
批
判
は
し
な
い

＊
必
要
で
あ
れ
ば
私
生
活
の
こ
と

で
も
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る

＊
新
し
い
仕
事
を
教
え
る
時
　
仕

事
を
説
明
す
る→

や
っ
て
み
せ

る→

や
ら
せ
て
み
る→

チ
ェ
ッ

ク
す
る→

再
度
説
明
し
や
っ
て

み
せ
る→

や
ら
せ
て
み
る→

チ

ェ
ッ
ク
す
る

＊
失
敗
し
た
時
　
そ
の
場
で
注
意

し
原
因
・
対
策
を
考
え
さ
せ
る

＊
う
ま
く
い
っ
た
時
　
ほ
め
る
・

次
の
課
題
を
与
え
る
等

＊
勉
強
会
を
行
う

＊
個
別
面
談
や
会
議
の
場
で
指
導

す
る

Ⅱ
　
部
下
育
成
の
技
法

﹇
対
新
人
﹈

①

ま
ず
、
や
っ
て
も
ら
い
た
い

こ
と
の
全
体
像
を
簡
単
に
説
明

す
る

2月号 2

１
●

育
成
の
心
構
え

１
●

指
示
の
仕
方

２
●

ど
ん
な
働
き
か
け
が
良
い
か

３
●

ど
ん
な
機
会
に
指
導
す
る
の
か



②

理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
確

認
し
な
が
ら
（
複
雑
な
内
容
の

場
合
は
資
料
を
見
せ
な
が
ら
）

説
明
す
る

③

具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
動
く

の
か
指
示
す
る

④

実
際
に
や
ら
せ
て
み
て
チ
ェ

ッ
ク
す
る

﹇
対
ベ
テ
ラ
ン
﹈

①

や
っ
て
も
ら
い
た
い
こ
と
の

全
体
像
を
簡
単
に
伝
え
る

②
　
質
問
し
て
き
た
ら
受
け
る

③

も
っ
と
良
い
や
り
方
を
提
案

し
て
き
た
ら
聴
い
て
み
て
、
良

け
れ
ば
受
け
入
れ
る

④

細
か
い
指
示
は
せ
ず
本
人
に

ま
か
せ
る

⑤

当
初
の
方
針
と
違
う
こ
と
が

発
生
す
る
よ
う
な
ら
報
告
さ
せ

る
⑥

報
告
・
連
絡
・
相
談
が
全
く

な
さ
れ
な
い
よ
う
な
ら
注
意
す

る
＊
そ
の
場
で
す
ぐ
に
ほ
め
る

＊
外
見
等
で
は
な
く
行
動
や
発
言

を
ほ
め
る

＊
自
分
が
機
嫌
が
良
い
時
だ
け
ほ

め
る
の
で
は
な
く
、
機
嫌
が
悪

い
時
も
部
下
が
良
い
こ
と
を
し

た
ら
ほ
め
る

＊
「
す
ば
ら
し
い
意
見
だ
ね
。
声

は
小
さ
い
け
ど
」
な
ど
条
件
付

の
ほ
め
方
は
し
な
い

＊
特
定
の
部
下
だ
け
連
続
し
て
ほ

め
る
場
合
は
時
と
場
所
に
注
意

す
る

＊
教
え
て
い
な
い
こ
と
を
叱
っ
て

は
な
ら
な
い

＊
段
階
を
踏
ん
で
叱
る
　
模
範
を

示
す→

正
し
い
姿
勢
を
促
す→

そ
っ
と
注
意
す
る→

注
意
す
る

→

叱
る→
怒
る→

罰
す
る

＊
個
性
に
合
わ
せ
て
叱
る

＊
事
実
に
基
づ
い
て
叱
る

＊
人
格
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
言
葉

は
使
わ
な
い

＊
短
時
間
で
簡
潔
に

＊
叱
っ
た
ら
後
で
必
ず
フ
ォ
ロ
ー

を
す
る

＊
勇
気
を
も
っ
て
叱
る

＊
姿
勢
正
し
く
相
手
の
方
に
体
を

向
け
顔
を
見
な
が
ら
聴
く

＊
相
手
の
発
言
の
要
所
要
所
で
頷

き
相
槌
を
打
つ

＊
最
後
ま
で
聴
く

＊
間
が
あ
い
た
ら
、
相
手
の
言
葉

を
自
分
の
言
葉
で
言
い
換
え
る
、

適
切
な
質
問
を
す
る
等
を
行
い

相
手
の
発
言
を
促
す

＊
相
手
の
話
に
対
し
て
批
判
し
た

り
反
論
し
た
り
し
な
い

＊
必
要
に
応
じ
て
メ
モ
を
と
る

＊
相
手
と
共
に
考
え
理
解
し
よ
う

と
努
め
共
感
的
態
度
を
と
る

Ⅲ
　
計
画
的
育
成
の
流
れ

「
あ
る
べ
き
姿
」
と
「
現
実
の

姿
」
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
把
握

→

そ
の
う
ち
職
場
内
教
育
で
解
決

で
き
る
も
の
を
掴
む

→

そ
の
項
目
を
列
挙
し
優
先
順
位

を
つ
け
る

優
先
順
位
の
高
い
項
目
に
つ
い

て
「
い
つ
ま
で
に
」「
ど
の
レ
ベ
ル
」

に
な
っ
て
欲
し
い
の
か
指
導
目
標

を
決
め
る

→

指
導
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、

ど
の
よ
う
な
方
法
で
行
う
の
か

指
導
計
画
を
立
案
す
る

→

こ
の
２
つ
に
つ
い
て
部
下
と
話

し
合
い
、
合
意
を
得
て
お
く

指
導
計
画
に
沿
っ
て
意
図
的
に

説
明
・
指
示
・
権
限
移
譲
・
仕
事

の
進
捗
状
況
の
チ
ェ
ッ
ク
・
助

言
・
援
助
な
ど
の
指
導
活
動
を
行

う

→

定
期
的
に
能
力
の
伸
長
度
合
い

を
部
下
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す

る

→

指
導
の
内
容
や
経
過
に
つ
い
て

は
記
憶
し
て
お
く

所
定
の
期
間
経
過
後
、
部
下
に

目
標
の
達
成
度
を
自
己
評
価
さ
せ

る
と
同
時
に
上
司
も
そ
の
努
力
と

成
果
を
正
し
く
評
価
し
、
確
認
し

合
う
。

→

次
の
目
標
検
討
と
そ
の
チ
ャ
レ

ン
ジ
へ
の
動
機
づ
け
を
行
う
。

3 2月号

２
●

ほ
め
方

３
●

叱
り
方

４
●

話
の
聴
き
方

４
●

日
常
の
仕
事
を
行
う

１
●

ど
ん
な
仕
事
を
し
て
ほ
し
い
の

か
を
は
っ
き
り
さ
せ
る

３
●

指
導
目
標
の
設
定
と
指
導
計
画

の
立
案

５
●

成
果
の
相
互
確
認
と
新
し
い
課

題
の
検
討
を
行
う

２
●

育
成
の
必
要
な
項
目
を
把
握
す

る



貸倒れ－売掛債権の特例

法人の金銭債権について、貸倒損失と
して処理できるのは、大きく分けて、1.
法律上の貸倒れ、2.会計認識上（事実上）
の貸倒れ、3.売掛債権の特例、の３つの
場合です。
このうち、売掛債権の特例とは、売掛

債権（売掛金、未収請負金その他これら
に準ずる債権をいい、貸付金や固定資産
の譲渡による未収金その他これに準ずる
債権は含まれない）について、次の事実
が発生した場合には、備忘価額を差し引
いた残額を貸倒れとして損金経理するこ
とを認めるものです。
① 債務者との継続的な取引停止または
最終弁済とのいずれか遅い時から一年
以上経過した場合。ただし、その売掛
債権について担保がある場合は除かれ
ます。
② 同一地域の債務者について、売掛債
権総額が取立費用に満たない場合で、
支払を督促しても弁済がない場合。

2月号 4

個
人
事
業
税
は
、
個
人
が
営
ん
で

い
る
事
業
の
う
ち
、
地
方
税
法
で
定

め
ら
れ
た
事
業
（
法
定
事
業
）
に
対

し
て
課
税
さ
れ
る
都
道
府
県
税
（
地

方
税
）
で
す
。

個
人
事
業
税
は
、
事
務
所
・
事
業

所
（
事
務
所
等
を
設
け
な
い
で
事
業

を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
住
所
・

居
所
の
う
ち
そ
の
事
業
と
最
も
関
係

の
深
い
場
所
）
の
所
在
地
の
都
道
府

県
が
課
税
し
ま
す
。

法
人
事
業
税
と
異
な
り
、
事
業
を

営
ん
で
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ

の
事
業
が
法
定
事
業
に
該
当
し
な
い

場
合
に
は
、
個
人
事
業
税
は
課
税
さ

れ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

事
業
税
の
課
税
対
象
と
さ
れ
る
法

定
事
業
は
、
第
一
種
事
業
（
物
品
販

売
業
、
飲
食
店
業
な
ど
の
三
七
業

種
）、
第
二
種
事
業
（
畜
産
業
な
ど

の
三
業
種
）、
第
三
種
事
業
（
医
業
、

税
理
士
業
な
ど
の
三
〇
業
種
）
の
七

〇
業
種
で
す
。

創業記念品等

当社では、このたび創業30周年
を迎えるため、全社員に対して、
記念品または商品券を支給する

予定ですが、税務上の問題はあるでしょう
か。

会社が創業記念品等を支給す
る場合の経済的利益については、
｢役員または使用人に対し創業記

念、増資記念、工事完成記念または合併記
念等に際し、その記念として支給する記念
品（現物に代えて支給する金銭は含まな
い。）で、次のいずれにも該当するものに
ついては、課税しなくて差し支えない｣と
されています。
① その支給する記念品が社会通念上記念
品としてふさわしいものであり、かつ、
そのものの処分見込額が１万円以下のも
のであること

② 創業○周年記念のように一定期間ごと
に到来するものについては、創業後おお
むね5年以上の期間ごとであること
したがって、「○○株式会社創業30周年

記念」のように社名等を入れるなどして、
記念品であることを明確にするとよいでし
ょう。
なお、その記念品の処分見込額が1万円

以下であるかどうかの判定に当たっては、
消費税抜きの金額を用いることとされてい
ます。
この「課税しなくて差し支えない」とす

る取扱いは、あくまでも創業記念品等に対
するものですから、記念品に代えて現金を
支給する場合には、金額の多寡に関わらず、
所得税の課税対象となります。商品券につ
いても、現金と同様に課税対象となると考
えられます。
なお、経済的利益が、所得税の課税対象

となる場合には、当然、源泉徴収も必要と
なります。

個
人
事
業
税




