
8月
（葉月）AUGUST

納税者の税務に関する権利・義務をわかりやすい言葉で説明し
た公文書。現在、OECD加盟国中、英米仏や韓国など24カ国が制
定しており、納税者憲章、納税者権利宣言などの呼び方がありま
す。我が国でも政府税制調査会が平成22年度税制改正で、その制
定について１年以内を目途に結論を出すとしています。
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8月の税務と労務

納税者権利憲章

国　税／7月分源泉所得税の納付
                                     8月10日
国　税／6月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等）8月31日
国　税／12月決算法人の中間申告
                                     8月31日
国　税／9月、12月、3月決算法人
            の消費税等の中間申告
            （年3回の場合）  8月31日

国　税／個人事業者の消費税等の中
            間申告                8月31日
地方税／個人事業税第 1 期分の納付
            都道府県の条例で定める日
地方税／個人住民税第2期分の納付
               市町村の条例で定める日
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「
百
年
に
一
度
」
と
い
わ
れ
る
不

況
の
時
代
に
お
い
て
も
た
く
ま
し
く

生
き
抜
い
て
い
る
小
企
業
が
存
在
し

ま
す
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
日
本
政
策

金
融
公
庫
総
合
研
究
所
の
調
査
資
料

に
基
づ
い
て
説
明
い
た
し
ま
す
。

      企
業
に
求
め
ら
れ
る

      環
境
適
応
力

①
　
急
転
し
た
経
営
環
境

い
ざ
な
ぎ
景
気
を
超
え
て
戦
後
最

長
と
な
っ
た
景
気
も
二
〇
〇
七
年
十

一
月
に
後
退
局
面
に
入
り
ま
し
た
。

し
か
も
、
そ
れ
は
急
激
で
長
期
的
な

景
気
後
退
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
第
一
に
、

変
化
の
振
れ
が
大
き
く
、
ス
ピ
ー
ド

が
速
い
こ
と
で
す
。
第
二
に
、
変
化

の
要
因
が
複
雑
化
し
て
い
ま
す
。
第

三
に
、
変
化
の
波
及
効
果
が
大
き
く

な
っ
て
い
ま
す
。

②
　
予
測
不
能
な
時
代
の
到
来

こ
う
し
た
変
化
の
特
徴
が
見
ら
れ

る
背
景
と
し
て
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化

や
Ｉ
Ｔ
化
、
技
術
革
新
の
進
展
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
等
の
要
因
が

あ
り
ま
す
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
要

因
は
、
今
後
一
層
進
ん
で
い
く
と
見

ら
れ
、
予
測
不
能
な
時
代
が
到
来
し

た
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

③

環
境
適
応
し
た
も
の
が
生
き
残
る

環
境
が
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
、

予
測
不
能
な
時
代
の
中
、
小
企
業
は

ど
の
よ
う
に
し
て
生
き
残
り
を
図
れ

ば
よ
い
の
か
。
生
き
残
り
の
鍵
を
握

る
の
は
、
企
業
規
模
の
大
小
や
現
在

の
成
否
で
は
な
く
、
変
化
す
る
環
境

に
う
ま
く
適
応
で
き
る
か
ど
う
か
に

か
か
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

中
小
企
業
白
書
か
ら
も
経
営
方
針

を
転
換
し
た
企
業
の
ほ
う
が
、
そ
う

で
な
い
企
業
よ
り
も
経
営
利
益
率
が

改
善
し
た
と
回
答
す
る
企
業
の
割
合

が
高
い
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
そ

の
上
で
、
「
企
業
が
競
争
力
を
維
持

し
、
持
続
的
な
発
展
を
遂
げ
て
い
く

た
め
に
は
、
事
業
環
境
の
変
化
に
適

応
し
な
が
ら
、
最
善
の
戦
略
を
選
択

し
て
い
く
こ
と
が
重
要
」
と
分
析
し

て
い
ま
す
。

同
研
究
所
の
調
査
で
は
、
環
境
適

応
力
を
持
っ
た
企
業
を
「
進
化
し
た

企
業
」
と
定
義
し
、
小
企
業
が
予
測

不
能
な
時
代
を
生
き
抜
く
方
策
を
示

し
て
い
ま
す
。

④
　
小
企
業
に
と
っ
て
の
環
境
適
応

進
化
し
た
小
企
業
の
軌
跡
を
た
ど
る

と
一
つ
の
共
通
点
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

は
、
い
ず
れ
も
徹
底
し
て
顧
客
ニ
ー
ズ

に
応
え
て
い
る
こ
と
で
す
。
消
費
者
や

取
引
先
の
ニ
ー
ズ
が
全
く
な
く
な
る
こ

と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
し
、
仮
に
ニ
ー
ズ

が
変
わ
っ
て
も
そ
の
変
化
を
と
ら
え
、

そ
れ
に
応
え
る
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
れ
ば
売
上
や
収
益
も
上
が
っ
て
い

く
、
小
企
業
に
と
っ
て
環
境
適
応
と

は
、
顧
客
に
向
き
合
う
こ
と
を
意
味
し

て
い
ま
す
。

      進
化
の
三
つ
の
方
向
性

顧
客
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
重
要
性

を
認
識
し
た
な
ら
ば
、
次
は
自
ら
が

変
わ
る
番
で
す
。
潜
在
的
な
ニ
ー
ズ

を
掘
り
起
こ
す
た
め
既
存
の
ノ
ウ
ハ

ウ
を
高
度
化
し
た
り
、
ど
ん
な
小
さ

な
ニ
ー
ズ
に
も
応
え
る
た
め
に
、
き

め
こ
ま
や
か
な
サ
ー
ビ
ス
を
広
く
提

供
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
既
存
の
事

業
を
捨
て
去
っ
て
未
知
の
領
域
に
踏

み
出
し
た
り
と
、
今
あ
る
ニ
ー
ズ
に

即
し
た
形
へ
と
自
ら
が
変
わ
っ
て
い

く
こ
と
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
一
般

に
、
企
業
の
活
動
領
域
は
、
既
存
の

顧
客
層
、
社
内
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
提
供

す
る
機
能
で
構
成
さ
れ
、
こ
れ
ら
の

要
素
は
、
事
業
の
方
向
性
を
決
め
る

上
で
の
指
針
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て

い
ま
す
。

方
向
性
の
第
一
と
し
て
、
自
ら
が

得
意
と
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
に
さ
ら
に
磨

き
を
掛
け
、
既
存
の
顧
客
層
の
ニ
ー

ズ
を
掘
り
起
こ
し
て
い
く
パ
タ
ー
ン

で
す
。
既
存
の
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
に

対
し
て
顧
客
が
抱
え
る
不
満
や
、
顧

客
自
身
も
気
付
い
て
い
な
い
真
の
ニ

ー
ズ
に
着
目
し
、
そ
れ
に
応
え
る
商

品
や
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
れ
ば
、
需

要
を
掘
り
起
こ
せ
る
チ
ャ
ン
ス
は
十

分
に
あ
り
ま
す
。

あ
る
Ｉ
Ｔ
企
業
で
は
、
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
の
制
作
や
デ
ザ
イ
ン
を
受
託
す

る
こ
と
で
業
績
を
伸
ば
し
て
い
ま
し

た
が
、
競
争
が
激
し
く
受
注
は
頭
打

ち
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
打
開
す

る
た
め
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
本
当
に

売
上
増
加
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
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と
い
う
顧
客
か
ら
の
疑
問
を
耳
に

し
、
単
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
作
る
だ

け
で
は
、
宣
伝
効
果
が
は
っ
き
り
見

え
な
い
こ
と
が
判
明
。

そ
こ
で
始
め
た
の
が
、
電
子
商
取

引
サ
イ
ト
の
制
作
か
ら
運
営
ま
で
を

行
う
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
サ
イ
ト
の
制

作
は
無
料
で
引
き
受
け
、
代
わ
り
に

売
上
に
応
じ
て
運
営
費
を
受
け
取
る

こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
支
援
内
容
を

深
み
の
あ
る
も
の
と
し
、
着
実
に
受

注
を
増
や
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
方
向
を
選
ん
だ
企
業

は
、
活
動
領
域
を
大
き
く
変
え
な
い
た

め
、
既
存
の
技
術
や
販
路
を
生
か
せ
る

と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
　
反

面
、
成
熟
市
場
で
需
要
を
掘
り
起
こ
す

に
は
、
従
来
に
な
い
魅
力
を
持
っ
た
商

品
・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
大

切
で
す
。
こ
の
た
め
、
既
存
の
技
術
・

ノ
ウ
ハ
ウ
を
よ
り
高
次
元
の
も
の
に
す

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

方
向
性
の
第
二
と
し
て
は
、
既
存

の
顧
客
層
が
抱
く
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ー

ズ
に
広
く
応
え
、
事
業
内
容
を
拡
大

し
て
い
く
パ
タ
ー
ン
で
す
。
レ
ス
ト

ラ
ン
で
顧
客
の
持
ち
帰
り
た
い
と
い

う
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
、
テ
イ
ク
ア
ウ

ト
を
始
め
る
と
か
、
タ
ク
シ
ー
会
社

が
高
齢
者
の
た
め
に
買
い
物
代
行
す

る
等
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
提
供
す
る

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
機
能
を
拡
充
さ

せ
、
活
動
領
域
を
伸
ば
す
パ
タ
ー
ン

で
、
環
境
変
化
に
伴
う
脅
威
に
ば
か

り
目
を
奪
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の

裏
で
芽
生
え
つ
つ
あ
る
要
望
に
も
目

を
配
れ
ば
、
意
外
と
チ
ャ
ン
ス
は
転

が
っ
て
い
ま
す
。

事
業
そ
の
も
の
の
新
規
性
を
競
う
と

い
う
よ
り
、
従
来
の
活
動
領
域
の
延
長

線
上
で
提
供
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
を
付
加

す
る
こ
と
で
他
社
と
の
差
別
化
を
図
る

と
い
っ
た
ケ
ー
ス
が
多
く
、
顕
在
化
し

た
ニ
ー
ズ
を
い
ち
早
く
掴
み
、
い
か
に

そ
の
ニ
ー
ズ
に
き
め
細
か
く
応
え
ら
れ

る
か
が
重
要
で
す
。

方
向
性
の
第
三
と
し
て
は
、
た
と

え
従
来
と
は
異
な
る
分
野
で
あ
っ
て

も
、
新
た
に
生
ま
れ
て
き
た
ニ
ー
ズ

に
応
え
る
パ
タ
ー
ン
で
す
。
培
っ
て

き
た
ノ
ウ
ハ
ウ
や
機
能
、
既
存
の
顧

客
層
に
と
ら
わ
れ
ず
、
新
市
場
に
進

出
す
る
、
あ
る
い
は
市
場
を
自
ら
創

造
す
る
と
い
う
よ
う
に
活
動
領
域
を

一
新
す
る
ケ
ー
ス
が
多
く
な
っ
て
い

ま
す
。

環
境
変
化
に
よ
っ
て
市
場
が
急
激
に

縮
小
し
て
い
る
場
合
な
ど
に
有
効
で

す
。
当
然
、
狙
い
の
分
野
は
成
長
性
が

見
込
め
る
と
こ
ろ
で
す
。
蜂
蜜
の
輸
入

業
者
が
中
国
の
問
題
や
蜂
蜜
に
混
ぜ
物

が
あ
る
等
、
自
社
以
外
の
要
因
で
売
上

が
低
下
し
た
時
、
取
引
先
の
ニ
ー
ズ
も

考
慮
し
て
医
薬
品
の
販
売
も
手
掛
け
、

現
在
は
こ
の
売
上
が
主
体
と
な
っ
て
き

て
い
る
等
が
あ
り
ま
す
。
成
長
性
の
高

い
市
場
に
参
入
し
て
も
事
業
を
大
幅
に

転
換
す
る
た
め
に
大
き
な
リ
ス
ク
が
伴

い
ま
す
。

提
供
す
る
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
新

規
性
に
加
え
、
不
足
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ

な
ど
を
う
ま
く
補
え
る
か
ど
う
か
。

ま
た
、
新
し
い
分
野
へ
と
進
出
す
る

に
当
た
っ
て
、
ど
れ
だ
け
合
理
的
に

進
出
先
を
選
択
で
き
る
か
と
い
っ
た

こ
と
が
重
要
で
す
。

進
化
の
定
着
に
向
け
た

五
つ
の
取
り
組
み

進
化
の
方
向
に
つ
い
て
、
三
つ
の

う
ち
い
ず
れ
の
方
向
を
選
ぶ
場
合
も

ラ
イ
バ
ル
と
の
競
争
が
あ
り
、
そ
の

生
存
競
争
に
勝
っ
て
、
は
じ
め
て
企

業
は
生
き
残
れ
ま
す
。

こ
の
た
め
に
、
企
業
に
お
い
て
、
顧

客
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
に
最
適
な
形

へ
と
組
織
を
変
え
て
い
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。
進
化
す
る
企
業
は
、
こ
の
取
り

組
み
に
よ
り
、
組
織
を
根
本
的
に
変
え

る
こ
と
で
生
存
し
て
い
ま
す
。
そ
の
取

り
組
み
と
は
、
「
進
む
方
向
を
定
め

る
」
「
方
向
を
示
す
」
「
意
識
改
革
を

推
進
す
る
」
「
社
内
を
整
備
す
る
」

「
社
員
を
育
て
る
」
と
い
う
５
つ
の
ス

テ
ッ
プ
で
す
。

進
化
し
た
小
企
業
こ
そ

激
変
す
る
環
境
下
を

生
き
抜
け
る
存
在

新
商
品
の
開
発
や
新
分
野
へ
の
進

出
は
、
進
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
す
ぎ

ず
、
む
し
ろ
そ
の
軌
跡
で
際
立
つ
の

は
、
経
営
者
が
従
業
員
と
一
体
に
な

り
環
境
変
化
に
立
ち
向
か
っ
て
い
る

姿
で
す
。
小
企
業
は
、
ち
ょ
っ
と
し

た
環
境
変
化
に
も
大
き
な
影
響
を
受

け
や
す
い
も
の
で
す
。

一
方
、
こ
の
変
化
に
従
業
員
も
一

体
化
し
て
、
正
面
か
ら
対
応
す
る
こ

と
で
、
組
織
を
た
く
ま
し
く
す
る
絶

好
の
機
会
と
も
な
り
ま
す
。
環
境
変

化
と
い
う
チ
ャ
ン
ス
に
何
度
も
恵
ま

れ
、
そ
の
チ
ャ
ン
ス
を
よ
り
活
か
し

た
「
進
化
し
た
企
業
」
こ
そ
、
激
変

す
る
環
境
下
を
生
き
抜
く
の
に
最
も

適
し
た
存
在
と
も
言
え
ま
す
。
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児
童
扶
養
手
当
は
、
父
親
と
生
計

を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童
（
一
八

歳
に
達
す
る
日
以
後
、
最
初
の
三
月

三
十
一
日
ま
で
に
あ
る
児
童
を
い

う
）
の
母
や
母
に
か
わ
っ
て
児
童
を

養
育
し
て
い
る
人
に
対
し
、
児
童
の

心
身
の
健
や
か
な
成
長
に
寄
与
す
る

こ
と
を
趣
旨
と
し
て
創
設
さ
れ
た
手

当
で
す
。

本
手
当
は
、
父
母
が
離
婚
し
た
児

童
、
父
が
死
亡
し
た
児
童
、
父
が
一

定
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
児

童
、
父
が
生
死
不
明
で
あ
る
児
童
な

ど
の
母
等
が
そ
の
児
童
を
監
護
す
る

と
き
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

こ
の
対
象
が
拡
大
さ
れ
、
従
来
は

支
給
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
「
子
と

生
計
を
同
じ
く
す
る
父
」
（
父
子
家

庭
の
父
）
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二

年
八
月
一
日
以
後
支
給
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
、
今
年
度
は
十
二
月
に
八
月

〜
十
一
月
分
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
児
童
扶
養
手
当
は
、
子
ど

も
手
当
と
併
給
さ
れ
ま
す
。

雇用保険の手続きが変更
事業主が、労働者を雇い入れたときに

は、翌月10日までに「雇用保険被保険者
資格取得届」に、労働契約書、労働者名
簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係
る被保険者となったことの事実及びその
事実のあった年月日を証明することがで
きる書類を添付して、所轄ハローワーク
に届け出なければなりませんでしたが、
平成22年４月１日以降の届出について
は、これらの添付書類は不要となりまし
た。

ただし、①事業主が初めて資格取得届
を提出する場合、②法定の提出期限を過
ぎて資格取得届を提出する場合、③法定
の提出期限から起算して過去３年間に失
業等給付の返還または納付を命ぜられた
ことなどがあったと認められる場合、④
①〜③のほか取得届に疑義がある場合等
については、従来どおり前記の書類を添
付しなければなりません。

患者の負担割合の判定基準
健康保険の被保険者が75歳になり、後

期高齢者医療制度の被保険者になると、給
料（標準報酬月額）は変わらないのに、一
部負担金の割合が引き上げられることがあ
ります。

これは、①70歳以上75歳未満の健康保
険の被保険者と②後期高齢者医療制度の被
保険者とでは自己負担割合の区分に係る判
定基準が異なるためです。

①の自己負担割合は、標準報酬月額を基
準に定められていて、28万円以上の被保
険者（現役並み所得者）については３割、
26万円以下の被保険者は、他に老齢給
付、家賃収入など定期的な収入があった
り、養老年金など一時的に高額の収入があ
った場合であっても１割です。

なお、標準報酬月額が28万円以上であ
っても年収額が一定額（単身者は383万
円、夫婦の場合は520万円）未満であれ

ば、申請することにより１割負担となる特
例が設けられています。

一方、後期高齢者医療制度の自己負担割
合の区分に係る判定は、課税所得額に基づ
き行われます。
a 現役並み所得者（住民税の課税所得が

145万円以上の被保険者とその被保険者
と同一世帯にいる被保険者）

３割負担が原則ですが、同一世帯にお
ける被保険者数と年収（金額は①と同
じ）により１割負担となることがありま
す。この場合は、市町村の窓口に１割負
担の申請をする必要があります。

s 一般（現役並み所得者及び住民税非課
税世帯以外の人）

負担割合は１割です。
ちなみに、収入とは、前年（１月〜12

月）の所得税法上の収入金額のことで、必
要経費（公的年金等控除や給与所得控除な
ど）や所得控除を差し引く前の金額をいい
ます。
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