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（如月）FEBRUARY

日 月 火 水 木 金 土

2月 11日・建国記念の日  12日・振替休日  23日・天皇誕生日
◆  2 月 の 税 務 と 労 務

2 2024（令和6年）

配当集計フォーム　国税庁HPの確定申告書等作成コーナーにある配当等の内容を表計算
ソフト等で入力するためのフォーマット。入力・保存したデータは、作成コーナーの配当所得、
配当控除の入力画面でデータ読込の操作を行えば、その内容が作成コーナーに反映されま
す。なお、特定口座での受入分、特定公社債の利子等は集計対象外です。

国　税／ 令和5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13日
国　税／ 12月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

 2月29日
国　税／ 6月決算法人の中間申告 2月29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） 2月29日
国　税／ 決算期の定めのない人格なき社団等の法人

税の確定申告及び納付 2月29日
地方税／ 固定資産税（都市計画税）の第4期分の納付

 市町村の条例で定める日
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2 月号─2

　

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
で
働
く
方

が
「
年
収
の
壁
」
を
意
識
せ
ず
に
働

け
る
環
境
づ
く
り
を
支
援
す
る
た
め
、

令
和
５
年
10
月
に
「
年
収
の
壁
・
支

援
強
化
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
が
厚
生
労
働

省
よ
り
公
表
・
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
そ
の
概
要
と
活
用
方
法

や
注
意
点
を
解
説
し
ま
す
。

一
　「
年
収
の
壁
」
を
巡
る
現
状
▪
▪

　

会
社
員
・
公
務
員
の
配
偶
者
で
、

扶
養
さ
れ
保
険
料
負
担
が
な
い
「
第

3
号
被
保
険
者
」
の
う
ち
約
４
割
が

就
労
し
、
そ
の
中
に
は
、
社
会
保
険

料
負
担
等
に
よ
る
手
取
収
入
の
減
少

を
理
由
に
、
就
業
調
整
を
す
る
方
が

一
定
程
度
存
在
し
て
い
ま
す
。

　

就
業
調
整
の
理
由
に
は
、
次
の
よ

う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
（
厚
生
労
働

省
「
令
和
3
年
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有

期
雇
用
労
働
者
総
合
実
態
調
査
」・

複
数
回
答
）。

⑴　

被
扶
養
者
の
認
定
基
準
（
１
３

０
万
円
の
壁
）

・　

年
収
１
３
０
万
円
を
上
回
る
と

配
偶
者
の
健
康
保
険
、
厚
生
年
金

保
険
の
被
扶
養
者
か
ら
は
ず
れ
、

国
民
健
康
保
険
・
国
民
年
金
に
自

分
で
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
る
か
ら
…
約
57
％

⑵　

被
用
者
保
険
加
入
（
１
０
６
万

円
の
壁
）

・　

労
働
時
間
が
週
20
時
間
を
超
え

る
と
雇
用
保
険
、
健
康
保
険
、
厚

生
年
金
保
険
の
保
険
料
を
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
…
約
21
％

※　

従
業
員
数
１
０
０
人
超
の
企

業
で
は
、
一
定
要
件
を
満
た
す

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
の
方
も
、

健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険
の

加
入
対
象
と
な
り
ま
す
。

⑶　

配
偶
者
の
会
社
の
配
偶
者
手
当

・　

一
定
額
を
超
え
る
と
配
偶
者
の

会
社
の
配
偶
者
手
当
が
も
ら
え
な

く
な
る
か
ら
…
約
15
％

二
　
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
概
要
▪
▪
▪
▪

　

公
表
さ
れ
た
「
年
収
の
壁
・
支
援

強
化
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
は
、
次
の
も
の

で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

〈
１
０
６
万
円
の
壁
へ
の
対
応
〉

・　

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金

・　

社
会
保
険
適
用
促
進
手
当

〈
１
３
０
万
円
の
壁
へ
の
対
応
〉

・　

事
業
主
の
証
明
に
よ
る
被
扶
養

者
認
定
の
円
滑
化

〈
配
偶
者
手
当
へ
の
対
応
〉

・　

企
業
の
配
偶
者
手
当
の
見
直
し

の
促
進

　

次
に
、
具
体
的
な
施
策
を
見
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

⑴　

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金

　
「
社
会
保
険
適
用
時
処
遇
改
善

コ
ー
ス
」が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

労
働
者
本
人
負
担
分
の
保
険
料
相

当
額
の
手
当
（
社
会
保
険
適
用
促
進

手
当
）
の
支
給
や
賃
上
げ
な
ど
に
よ

り
、
年
収
の
壁
を
意
識
せ
ず
働
け
る

環
境
づ
く
り
を
行
う
企
業
を
後
押
し

す
る
コ
ー
ス
で
、2
種
類
の
メ
ニ
ュ
ー

が
あ
り
ま
す
。

①　

手
当
等
支
給
メ
ニ
ュ
ー
（
手
当

等
に
よ
り
収
入
を
増
加
さ
せ
る
）

　
　

賃
金
の
15
％
以
上
を
追
加
支
給

す
る
こ
と
等
の
要
件
を
満
た
す
と

き
に
、
１
人
あ
た
り
３
年
間
で
最

大
50
万
円
（
大
企
業
は
３
／
４
の

額
）を
支
給

②　

労
働
時
間
延
長
メ
ニ
ュ
ー
（
①

に
労
働
時
間
延
長
メ
ニ
ュ
ー
を
組

み
合
わ
せ
る
こ
と
も
可
能
）

　
　

一
定
以
上
の
所
定
労
働
時
間
の

延
長
・
賃
金
の
増
額
を
し
た
場
合

に
、
一
人
あ
た
り
30
万
円
を
支
給

　

対
象
と
な
る
労
働
者
の
要
件
（
例

え
ば
、「
社
会
保
険
加
入
日
の
６
か

月
前
の
日
以
前
か
ら
継
続
し
て
雇
用

さ
れ
て
い
る
。」「
社
会
保
険
加
入
日

か
ら
過
去
２
年
以
内
に
同
事
業
所
で

社
会
保
険
に
加
入
し
て
い
な
か
っ

た
。」
等
）
が
あ
り
ま
す
の
で
、
実
施

前
に
確
認
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

⑵　

社
会
保
険
適
用
促
進
手
当

　

短
時
間
労
働
者
へ
の
社
会
保
険
の

適
用
を
促
進
す
る
た
め
、
労
働
者
が

社
会
保
険
に
加
入
す
る
に
あ
た
り
、

事
業
主
が
労
働
者
の
保
険
料
負
担
を

軽
減
す
る
た
め
に
支
給
す
る
も
の
で

す
。
新
た
に
発
生
し
た
本
人
負
担
分

の
保
険
料
相
当
額
を
上
限
と
し
て
、

保
険
料
算
定
の
基
礎
と
な
る
標
準
報

酬
月
額
・
標
準
賞
与
額
の
算
定
に
考

慮
し
な
い
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
事
業
所
内
で
の
バ
ラ
ン
ス

を
考
慮
し
、
事
業
主
が
同
一
事
業
所

年収の壁・支援強化
パッケージの活用　



3─2月号

内
で
同
じ
条
件
で
働
く
他
の
労
働
者

に
も
同
水
準
の
手
当
を
特
例
的
に
支

給
す
る
場
合
に
は
、
同
様
の
取
扱
い

と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
よ
り
、
Q
＆
A
が
出

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
一
部
を
抜
粋

し
ま
す
。

　

社
会
保
険
適
用
促
進
手
当

の
標
準
報
酬
算
定
除
外
は
、

ど
の
よ
う
な
方
が
対
象
と
な
る
か
。

　

新
た
に
社
会
保
険
の
適
用

と
な
っ
た
労
働
者
で
あ
っ
て
、

標
準
報
酬
月
額
が
10
万
４
千
円
以
下

の
者
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

事
業
所
内
で
の
労
働
者
間
の
公
平
性

を
考
慮
し
、
事
業
主
が
同
一
事
業
所

内
で
同
じ
条
件
で
働
く
、
既
に
社
会

保
険
が
適
用
さ
れ
て
い
る
他
の
労
働

者
に
も
同
水
準
の
手
当
を
特
例
的
に

支
給
す
る
場
合
に
は
、
同
様
に
、
保

険
料
算
定
の
基
礎
と
な
る
標
準
報
酬

月
額
・
標
準
賞
与
額
の
算
定
に
考
慮

し
な
い
措
置
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

標
準
報
酬
等
の
算
定
か
ら

除
外
で
き
る
期
間
の
上
限
は

あ
る
か
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
労
働
者
に
つ

い
て
、
最
大
２
年
間
、
標
準

報
酬
月
額
・
標
準
賞
与
額
の
算
定
に

お
い
て
考
慮
し
な
い
こ
と
と
し
ま
す
。

　

各
労
働
者
に
つ
い
て
、
２
年
が
経

過
し
た
後
は
、
標
準
報
酬
月
額
・
標

準
賞
与
額
の
算
定
に
含
め
て
保
険
料

が
計
算
さ
れ
ま
す
。

　

社
会
保
険
適
用
促
進
手
当

は
労
働
者
に
毎
月
支
払
う
必

要
が
あ
る
か
。
複
数
月
分
の
本
人
負

担
分
保
険
料
相
当
額
に
つ
い
て
、
ま

と
め
て
社
会
保
険
適
用
促
進
手
当
を

支
払
う
こ
と
は
可
能
か
。

　

社
会
保
険
適
用
促
進
手
当

は
、
あ
く
ま
で
も
事
業
主
が

労
働
者
に
対
し
、
労
働
者
の
社
会
保

険
料
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
自
ら

の
ご
判
断
で
支
給
い
た
だ
く
も
の
で

あ
り
、
支
給
の
タ
イ
ミ
ン
グ
や
方
法

に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
主
ご

と
に
決
定
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま

す
。

　

社
会
保
険
適
用
促
進
手
当

を
支
給
す
る
場
合
、
就
業
規

則（
又
は
賃
金
規
程
）の
変
更
と
労
働

基
準
監
督
署
へ
の
届
出
が
必
要
か
。

　

常
時
10
人
以
上
の
労
働
者

を
使
用
す
る
事
業
場
に
お
い

て
は
、
就
業
規
則（
又
は
賃
金
規
程
）

の
変
更
と
届
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

⑶　

事
業
主
の
証
明
に
よ
る
被
扶
養

者
認
定
の
円
滑
化

　

今
回
の
措
置
は
、
一
時
的
に
収
入

増
（
１
３
０
万
円
以
上
）
に
な
っ
た

方
に
つ
い
て
、
事
業
主
が
証
明
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
引
き
続
き
被
用
者

保
険
の
被
扶
養
者
と
な
る
こ
と
を
可

能
と
す
る
措
置
で
す
。
こ
ち
ら
も
厚

生
労
働
省
よ
り
具
体
的
な
取
り
扱
い

を
示
し
た
Q
＆
A
が
出
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
一
部
を
抜
粋
し
ま
す
。

　

事
業
主
の
証
明
に
よ
る
被

扶
養
者
認
定
の
円
滑
化
は
、

あ
く
ま
で
も
「
一
時
的
な
事
情
」
と

し
て
認
定
を
行
う
こ
と
か
ら
、
同
一

の
者
に
つ
い
て
原
則
と
し
て
連
続
２

回
ま
で
を
上
限
と
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
が
、
具
体
的
に
は
何
を
も
っ

て
「
１
回
」「
連
続
２
回
」
と
数
え
る

の
か
。　

新
た
に
被
扶
養
者
を
認
定

す
る
場
合
を
含
む
被
扶
養
者

の
収
入
確
認
に
当
た
っ
て
事
業
主
の

証
明
を
用
い
て
一
時
的
な
収
入
変
動

で
あ
る
旨
を
保
険
者
が
確
認
し
た
場

合
に
は
、「
１
回
」と
数
え
ま
す
。

　

被
扶
養
者
の
収
入
確
認
を
年
１
回

実
施
す
る
場
合
は
、「
連
続
２
回
」

と
は
連
続
す
る
２
年
間
の
各
年
に
お

け
る
収
入
確
認
に
お
い
て
事
業
主
の

証
明
を
用
い
る
こ
と
が「
連
続
２
回
」

に
な
り
ま
す
。

　

ど
の
よ
う
な
事
情
が
「
一

時
的
な
収
入
変
動
」
と
し
て

認
め
ら
れ
る
か
。

　

一
時
的
な
収
入
増
加
の
要

因
と
し
て
は
、
主
に
時
間
外

勤
務
（
残
業
）
手
当
や
臨
時
的
に
支

払
わ
れ
る
繁
忙
手
当
等
が
想
定
さ

れ
、
一
時
的
な
収
入
変
動
に
該
当
す

る
主
な
ケ
ー
ス
と
し
て
は
、

・　

他
の
従
業
員
が
退
職
し
た
こ
と

に
よ
り
業
務
量
が
増
加

・　

受
注
が
好
調
だ
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
事
業
所
全
体
の
業
務
量
が
増

加
・　

突
発
的
な
大
口
案
件
に
よ
り
、

当
該
事
業
所
全
体
の
業
務
量
が
増

加
な
ど
が
、
想
定
さ
れ
ま
す
。

⑷　

企
業
の
配
偶
者
手
当
の
見
直
し

の
促
進

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
で
働
く
配
偶

者
の
就
業
調
整
に
つ
な
が
る
配
偶
者

手
当
（
配
偶
者
の
収
入
要
件
が
あ
る

配
偶
者
手
当
）
に
つ
い
て
は
、
企
業

の
配
偶
者
手
当
の
見
直
し
が
進
む
よ

う
、見
直
し
の
手
順
を
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー

ト
で
示
す
等
、
わ
か
り
や
す
い
資
料

が
厚
生
労
働
省
か
ら
公
表
さ
れ
て
い

ま
す
。

Q1Q2

Q3Q4

Q1

Q 2

A1A2

A3A4

A1

A2



2 月号─4

　日本の法人の海外支店などに1年以上の
予定で勤務する給与所得者は、一般的には、
日本国内に住所を有しない者と推定され、
所得税法上の非居住者となります。
　非居住者は、その所得のうち日本国内で
発生したもの（国内源泉所得）についての
み日本の所得税が課税されることから、非
居住者が日本国内にある不動産を売却した
ときの所得に対しては、日本で所得税が課
税されます。この不動産を売却したときの
所得は譲渡所得とされ、原則として確定申
告が必要です。
　また、譲渡対価は、原則として10.21％
の税率で源泉徴収されます。
　ただし、その譲渡対価が1億円以下で、
その土地等を購入した人が自己またはその
親族の居住用に購入した場合は、源泉徴収
されません。

海外勤務中に不動産を売却した
ときま

り
、
買
い
手
が
仕
入
税
額
控
除
を

適
用
す
る
た
め
に
は
、
原
則
売
り
手

か
ら
交
付
を
受
け
た
イ
ン
ボ
イ
ス
の

保
存
等
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
返
品
や
値
引
な
ど
の
売
上
に
係
る

対
価
の
返
還
等
を
行
っ
た
場
合
に

は
、
売
り
手
は
買
い
手
に
対
し
返
還

イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
義
務
が
あ
り
ま

す
が
、
売
上
に
係
る
対
価
の
返
還
等

の
金
額
が
税
込
で
1
万
円
未
満
で
あ

る
場
合
に
は
、
返
還
イ
ン
ボ
イ
ス
の

交
付
義
務
が
免
除
さ
れ
ま
す
。
売
り

手
が
振
込
手
数
料
相
当
額
を
負
担
す

る
場
合
、
そ
の
負
担
額
を
売
上
値
引

と
し
て
処
理
す
る
場
合
は
、
通
常

1
万
円
未
満
に
な
り
ま
す
の
で
返
還

イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
義
務
が
免
除
さ

れ
ま
す
。

　
な
お
売
り
手
が
負
担
す
る
振
込
手

数
料
相
当
額
に
つ
い
て
売
上
値
引
処

理
を
す
る
場
合
の
適
用
税
率
は
、
そ

の
値
引
の
基
と
な
る
売
り
上
げ
の
適

用
税
率
に
従
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

返
還
イ
ン
ボ
イ
ス
の
取
扱

　
消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
始

　1年間の各種所得の金額の合計額（退職
所得を除く）が2000万円を超える方が、
その年の12月31日に合計額で3億円以上
の財産又は1億円以上の国外転出特例対象
財産を所有している場合は、財産債務調書
を提出する必要があります。
　財産債務調書には、所有している財産や
債務の種類や用途、所在地、その財産の価
額や債務の金額などを記載します。調書に
記入する財産の価額は、財産の「時価」又
は時価に準ずるものとして「見積価額」に
よることとされています。一定の価額以上
の財産については、所在別に区分して記載
する必要があります。
　令和4年度の税制改正で、財産債務調書
の提出義務者や提出期限などが見直され、
令和5年分以降の財産債務調書から適用さ
れるようになりました。まず、財産債務調
書の提出義務者の範囲が広がります。上記

の提出義務者に加えて、各種所得の金額の
合計額に関わらず、その年の12月31日に
合計額で10億円以上の財産を所有してい
る人も、提出義務者になりました。次に、
提出期限については、今までは所得税の確
定申告書の期限と同じで、その年の翌年3
月15日でした。それが令和5年分以降は、
その年の翌年6月30日が提出期限になり
ます。さらに、所在別に区分して記載する
ものについて、従来はその年の12月31日
における価額が100万円以上のものでした
が、改正により300万円以上になりました。
　その他、その年の12月31日における預
入高が50万円未満の預貯金については、
その預入高の記載を省略できることになり
ました。預入高の記載を省略する場合は、
「所在」欄又は「備考」欄に口座番号を記載
します。また、青色申告決算書や収支内訳
書の「減価償却費の計算」欄に記載された
減価償却資産については、資産ごとに区分
せず総額で記載しても良いことになりまし
た。

財産債務調書


