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確定拠出年金の加入可能年齢の引き上げ
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6月の税務と労務6月 （水無月）JUNE
21日・春分の日

国　税／5月分源泉所得税の納付 
 6月10日
国　税／所得税の予定納税額の通知 
 6月15日
国　税／ 4月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 6月30日
国　税／10月決算法人の中間申告 
 6月30日
国　税／ 7月、10月、1月決算法人の

消費税等の中間申告
（年3回の場合） 6月30日

地方税／ 個人の道府県民税及び市町
村民税の納付（第1期分） 
 市町村の条例で定める日

労　務／ 健康保険・厚生年金保険被
保険者賞与支払届 
 支払後5日以内

労　務／ 児童手当現況届
（市町村役場に提出） 6月30日

　企業の高齢者雇用の状況に応じたより柔軟な制度運営を可能と
するなどの観点から、令和4年5月より加入可能年齢が変わりました。
企業型DC（企業型確定拠出年金）は70歳未満であれば加入者とす
ることができ、またiDeCo（個人型確定拠出年金）は65歳未満にそ
れぞれ引き上げられています。
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「
政
府
月
例
報
告
」
は
、
別
名
「
月

例
経
済
報
告
」と
呼
ば
れ
ま
す
。

　

端
的
に
言
い
ま
す
と
、
景
気
に
関

す
る
政
府
の
公
式
見
解
資
料
で
す
。

様
々
な
経
済
指
標
を
基
に
毎
月
、
内

閣
府
が
取
り
ま
と
め
、
経
済
財
政
担

当
大
臣
が
関
係
閣
僚
会
議
に
提
出

し
、
了
承
を
得
て
対
外
公
表
を
す
る

と
い
う
流
れ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

内
容
は
、
景
気
の
現
状
、
先
行
き

に
関
す
る
基
調
判
断
、
そ
れ
か
ら
消

費
、
設
備
投
資
な
ど
の
個
別
分
野
の

判
断
、
さ
ら
に
海
外
の
景
気
に
対
す

る
判
断
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

月
例
経
済
報
告
（
以
下
、
月
例
報

告
）
が
市
場
関
係
者
な
ど
の
間
で
注

目
度
が
高
い
の
は
、
民
間
の
調
査
と

異
な
り
、
政
府
の
判
断
と
い
う
と
こ

ろ
に
あ
り
ま
す
、
す
な
わ
ち
、
資
料

の
信
頼
性
と
い
う
こ
と
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
政
策
の
方
向
性
に
繋
が
る
と

い
う
こ
と
か
ら
で
す
。

　

例
え
ば
、
基
調
判
断
が「
厳
し
い
」

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
れ
ば
、
政

府
が
何
ら
か
の
対
策
を
と
っ
て
く
る

と
判
断
し
、
そ
れ
を
先
取
り
し
株
価

が
上
が
っ
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

な
お
、
月
例
報
告
は
通
常
の
人
に

は
内
容
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
か
ら
み
て
、

つ
ぶ
さ
に
見
る
に
は
難
し
い
と
思
い

ま
す
。
先
程
、
触
れ
ま
し
た
が
、
当

報
告
は
「
関
係
閣
僚
会
議
を
経
て
」

の
資
料
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
内
閣
府
は
関
係
閣

僚
に
分
か
り
易
く
す
る
た
め
「
月
例

経
済
報
告
等
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会

議
資
料
」（
以
下
、
閣
僚
会
議
資
料
）

を
作
成
し
て
い
ま
す
。
忙
し
い
皆
様

に
は
、
こ
の
閣
僚
会
議
資
料
を
読
む

こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

一
　
景
気
の
基
調
判
断 �

　

月
次
の
基
調
判
断
は
「
景
気
の
基

調
判
断
」で
示
さ
れ
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
前
月
か
ら
の
変
化

を「
上
方
修
正
」「
据
え
置
き
」「
下
方

修
正
」の
三
方
向
で
提
示
し
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
表
現
は
、
単
純
に

三
方
向
の
一
つ
を
判
断
す
る
と
は
言

う
も
の
の
、
次
に
紹
介
し
ま
す
令
和

３
年
12
月
の
閣
僚
会
議
資
料
を
見
て

も
、
な
か
な
か
一
読
し
た
だ
け
で
分

か
る
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
11
月
の
表
記
）

　

景
気
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
よ
る
厳
し
い
状
況
が
徐
々

に
緩
和
さ
れ
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
引

き
続
き
持
ち
直
し
の
動
き
に
弱
さ
が

み
ら
れ
る
。

（
12
月
の
表
記
）

　

景
気
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
よ
る
厳
し
い
状
況
が
徐
々

に
緩
和
さ
れ
る
中
で
、
こ
の
と
こ
ろ

持
ち
直
し
の
動
き
が
み
ら
れ
る
。

　

11
月
の
判
断
で
は
、
持
ち
直
し
の

動
き
に
弱
さ
が
み
ら
れ
る
と
あ
り
ま

す
が
、
12
月
で
は
、
こ
の
と
こ
ろ
持

ち
直
し
の
動
き
が
み
ら
れ
る
と
し
て

い
ま
す
。〝
弱
さ
〟
を
削
除
し
、
持

ち
直
し
と
言
い
切
っ
て
い
ま
す
。
従

っ
て
、
12
月
の
現
状
で
は
「
上
方
修

正
」と
い
う
こ
と
で
す
。

　

で
は
、
令
和
３
年
12
月
の
景
気
の

基
調
判
断
で
方
向
を
見
る
と
、
表
１

に
同
年
11
月
と
12
月
の
景
気
判
断
が

並
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
章
の
横
線

の
引
い
て
あ
る
部
分
が
判
断
の
根
拠

に
な
り
ま
す
。

　

景
気
は
、
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
る
わ
け

で
な
く
、
微
妙
な
動
き
を
表
現
す
る

た
め
に
ど
う
し
て
も
分
り
難
い
文
章

に
な
っ
て
い
ま
す
。

二
　
景
気
判
断
の
各
論 �

　

景
気
と
は
、
そ
も
そ
も
経
済
状
態

の
良
し
悪
し
を
言
う
の
で
す
が
、
一

般
的
に
短
期
的
な
変
動
（
２
〜
３

年
、
長
く
て
も
５
年
）
を
と
ら
え
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
10
年
、
20
年
の
景
気
の

変
動
は
〝
成
長
〟
と
呼
び
経
済
の
枠

組
み
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

さ
て
、
短
期
的
な
景
気
の
見
方
に

な
る
と
、
需
要
と
供
給
で
は
、
需
要

が
主
導
的
な
役
割
を
し
ま
す
。
つ
ま

り
、
景
気
を
把
握
す
る
に
は
G
D

P
（
国
内
総
生
産
）
に
お
け
る
個
人

景
気
指
標
と
し
て
の

月
例
経
済
報
告
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消
費
、
設
備
投
資
、
公
共
投
資
、
輸

出
等
の
需
要
要
因
を
注
目
し
て
見
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

次
に
、
各
論
（
表
２
を
参
照
）
を

見
る
こ
と
に
し
ま
す
。

◎
個
人
消
費

（
11
月
）　

一
部
に
弱
さ
が
残
る
も
の

の
、
持
ち
直
し
の
動
き
が
み
ら
れ

る
（
12
月
）　

こ
の
と
こ
ろ
持
ち
直
し
て

い
る

　

つ
ま
り
、
持
ち
直
し
の
動
き
が
み

ら
れ
る
を
、
持
ち
直
し
て
い
る
と
し

て
、
明
確
に
上
向
い
て
い
る
と
捉
え

て
い
ま
す
。

◎
設
備
投
資

（
11
月
）　

持
ち
直
し
て
い
る

（
12
月
）　

持
ち
直
し
に
足
踏
み
が
み

ら
れ
る

　

設
備
投
資
は
、
足
踏
み
と
慎
重
な

判
断
を
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
設

備
投
資
の
場
合
、
企
業
は
年
度
に
お

い
て
計
画
を
立
て
、
そ
れ
に
沿
っ
て

実
施
し
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
点
に
つ
き
閣
僚
会
議
資
料
は

景
気
判
断
の
各
論
の
項
目
（
表
２
の

個
別
項
目
で
あ
る
個
人
消
費
、
設
備

投
資
、
公
共
投
資
等
々
）
に
つ
い
て

グ
ラ
フ
を
交
え
解
説
し
て
い
ま
す
。

　

各
論
の
設
備
投
資
は
「
引
き
続
き

前
年
よ
り
増
加
す
る
見
込
み

で
あ
る
も
の
の
、
７

−

９
月

期
は
、
供
給
面
で
の
制
約
や

緊
急
事
態
宣
言
等
の
影
響
も

あ
り
、
前
期
比
マ
イ
ナ
ス
」。

つ
ま
り
、
感
染
拡
大
に
よ
り

足
踏
み
が
見
ら
れ
る
と
あ
り
、

設
備
投
資
の
動
き
は
11
月
と

同
様
、
持
ち
直
し
に
向
か
っ

て
い
る
と
判
断
し
て
い
ま
す
。

◎
公
共
投
資

　

11
月
及
び
12
月
と
も
に
高

水
準
に
あ
る
も
の
の
、
こ
の

と
こ
ろ
弱
含
ん
で
い
る
。

◎
輸
出

　

11
月
及
び
12
月
の
両
月

は
、
お
お
む
ね
横
ば
い
と
な

っ
て
い
る
。

　

冒
頭
に
述
べ
ま
し
た
が
、

月
例
報
告
は
、
景
気
に
対
す

る
政
府
の
判
断
で
す
か
ら
、

当
報
告
書
は
基
調
判
断
（
総

論
）
と
政
策
態
度
（
政
策
の

基
本
的
態
度
）
及
び
個
別
の

項
目
（
各
論
）
が
述
べ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

な
お
、今
回
の
説
明
で
は
、

政
策
態
度
に
つ
き
ま
し
て
は

割
愛
し
ま
す
。

表 1　総論
11 月月例 12 月月例

基
調
判
断

　景気は、新型コロナウイルス感染症による厳
しい状況が徐々に緩和されつつあるものの、引
き続き持ち直しの動きに弱さがみられる。
　先行きについては、経済社会活動が正常化に
向かう中で、各種政策の効果や海外経済の改善
もあって、景気が持ち直していくことが期待さ
れる。ただし、供給面での制約や原材料価格の
動向による下振れリスクに十分注意する必要が
ある。また、感染症による内外経済への影響や
金融資本市場の変動等の影響を注視する必要が
ある。

　景気は、新型コロナウイルス感染症の影響に
よる厳しい状況が徐々に緩和される中で、この
ところ持ち直しの動きがみられる。
　先行きについては、経済社会活動が正常化に
向かう中で、各種政策の効果や海外経済の改善
もあって、景気が持ち直していくことが期待さ
れる。ただし、供給面での制約や原材料価格の
動向による下振れリスクに十分注意する必要が
ある。また、変異株をはじめ感染症による内外
経済への影響や金融資本市場の変動等の影響を
注視する必要がある。

※　下線部分は前月からの変更箇所

表 2　各論（抜粋）
11月月例 12 月月例

個人消費 一部に弱さが残るものの、持ち直しの動きが
みられる このところ持ち直している

設備投資 持ち直している 持ち直しに足踏みがみられる
住宅建設 このところ持ち直しの動きがみられる おおむね横ばいとなっている
公共投資 高水準にあるものの、このところ弱含んでいる 高水準にあるものの、このところ弱含んでいる
輸出 おおむね横ばいとなっている おおむね横ばいとなっている
輸入 このところ弱含んでいる このところ弱含んでいる
貿易・
サービス収支 赤字となっている 赤字となっている

生産 持ち直しに足踏みがみられる 持ち直しに足踏みがみられる

企業収益 感染症の影響が残るなかで、非製造業の一部
に弱さがみられるものの、持ち直している

感染症の影響が残る中で、非製造業の一部に
弱さがみられるものの、持ち直している
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　現政権下では「分配、所得」という課題
に焦点が当てられ意見が活発化しています。
　こうした再分配の背景には「日本経済は
若干ながら成長をしているけれども成長の
果実は労働側に及んでいないのではないか」
という認識があるようです。
　経済学の原理では、一国の生活水準は、
財・サービスの生産能力に依存する、とい
います。つまり、まずは生産があり、その
次に分配があるのです。
　経済学の認識では、生産を強化しない限
り国の生活水準は豊かにならないのですか
ら、最近の政治、マスコミは間違った捉え
方をしているのではないか、疑問視すると
ころです。
労働分配率の問題
　政治、マスコミ間では、分配の問題にお
いて、日本は格差が拡大しているのだから
再配分をする必要がある。この課題につい

ては、中小企業にも担ってほしいと踏み込
んでいるのですから、この誤認について検
証したいと思います。
　労働の所得は、企業の付加価値“儲け”
によるものであり、所得の偏りは分配率が
不公平であると捉えるならば経営者が儲け
を独り占めしていると言えるのではないで
しょうか。
　ここで、労働分配率を企業の規模別の費
用構造で押さえてみましょう。
　労働分配率は大企業（51.3％）、中小企
業（76.3％）、小規模企業（78.5％）という
結果が出ています（2020年中小企業白書）。
中小企業は、8割くらいを人件費に回して
いる。しかも、赤字になりかねないにも拘
らず雇用を維持しているところも多いのが
現状です。所得分布の問題は格差拡大の問
題というより、皆がいっせいに貧しくなっ
ているという事実です。
　政府、マスコミ関係者は、もっと新規産
業や企業の成長の環境等に目を向けてもら
いたいものです。

分配の問題

　黒字に対して執念を持っている社長は、
口やかましい上に、細かいことを何度も注
意する傾向があるようです。
　プラスチック工業I社のN社長（社員27名）
は、会社経営の知識と経験を積み重ねてい
ることで、勘と閃きを持っています。
　ベテラン社員ですら工場内で社長の声が
すると緊張すると言います。
　某日、始業開始の10分後、2人の社員
が話しをしているとN社長が「何を話しし
ている」の大声。「段取りの打ち合わせです」
と答えると「就業時間は生産のための時間
だ、打ち合わせは、時間前にやっておけ」
と注意します。
　一方で、N社長は社員の改善策の案など
については真剣に聞き、取り入れようとし
ます。
　この様なN社長ですが、I社を辞める社
員はいません。全員がI社はどんな事があっ
ても潰れない会社と思っているからです。

口やかましい社長　

段
ボ
ー
ル
メ
ー
カ
ー
A
社
の
M
社

長（
社
員
１
２
０
名
）は
、
先
代
の
社

長（
M
さ
ん
の
父
親
）の
急
死
に
よ
り
、

28
歳
で
社
長
に
就
任
し
ま
し
た
。

　

こ
の
様
な
承
継
の
た
め
先
代
か
ら

教
え
て
も
ら
っ
た
事
は
、「
会
議
の

時
は
、
ピ
ン
チ
の
時
で
も
平
然
と
し

て
い
ろ
」だ
け
で
す
。

　

会
議
の
出
席
者
は
常
に
M
社
長

の
顔
色
を
伺
い
ま
す
。
困
っ
た
顔
を

し
て
い
れ
ば
「
う
ち
は
業
績
、
相
当

悪
い
の
か
」
な
ど
、
動
揺
し
ま
す
。

ま
た
、
M
社
長
が
会
議
で
発
言
す

る
と「
社
長
の
お
考
え
ど
お
り
で
す
」

と
ば
か
り
に
決
ま
っ
て
し
ま
う
。

　

そ
こ
で
、
M
社
長
は
社
員
の
意

見
を
促
す
役
に
努
め
て
、
そ
の
後
に

経
営
の
在
り
方
を
含
め
た
発
言
を
す

る
そ
う
で
す
。

　

後
継
者
セ
ミ
ナ
ー
で
教
え
る
経
営

テ
ク
ニ
ッ
ク
も
大
切
で
す
が
、
後
継

者
社
長
に
は
我
慢
強
さ
を
身
に
つ
け

て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考

え
ま
す
。

我
慢
強
さ


