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「
月
刊
経
理
ウ
ー
マ
ン
」２
０
２
１
年
３
月
号
の
内
容
紹
介
で
す
！

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
は
、
少
子
高
齢
化
が

進
む
な
か
で
高
齢
者
が
働
き
続
け
ら
れ
る
環

境
整
備
を
目
的
と
し
た
法
律
で
す
。
具
体
的

に
は
、
60
歳
未
満
定
年
の
禁
止
や
65
歳
ま
で

の
雇
用
確
保
等
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
法
律

に
違
反
す
る
と
勧
告
の
対
象
と
な
っ
た
り
、

企
業
名
が
公
表
さ
れ
る
と
い
っ
た
ペ
ナ
ル

テ
ィ
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
令
和
３
年
４

月
か
ら
の
改
正
内
容
と
あ
わ
せ
て
、「
高
年
齢

者
雇
用
安
定
法
」
へ
の
労
務
対
策
の
ポ
イ
ン

ト
を
分
か
り
や
す
く
解
説
し
ま
す
。

Ｑ
　そ
も
そ
も
「
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
」

と
は
ど
ん
な
法
律
な
の
で
す
か
？

　高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
で
は
、
６
０
歳
を

下
回
る
定
年
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。
事
業
主

は
定
年
を
定
め
る
場
合
に
は
６
０
歳
以
上
で

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　ま
た
、「
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
」
と

い
っ
て
、
６
５
歳
未
満
の
定
年
を
定
め
て
い

歳
以
上
の
場
合
は
、
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措

置
の
導
入
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
で
は
、
６
０
歳
を

下
回
る
定
年
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。
事
業
主

は
定
年
を
定
め
る
場
合
に
は
６
０
歳
以
上
で

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　ま
た
、「
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
」
と

い
っ
て
、
６
５
歳
未
満
の
定
年
を
定
め
て
い

る
場
合
、
事
業
主
は
定
年
の
年
齢
か
ら
６
５

歳
ま
で
の
雇
用
を
確
保
す
る
た
め
の
次
の
い

ず
れ
か
の
措
置
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
れ

は
「
定
年
制
の
廃
止
」、「
６
５
歳
ま
で
の
継

続
雇
用
制
度
を
導
入
す
る
」、「
６
５
歳
ま
で

定
年
年
齢
を
引
き
上
げ
」
の
い
ず
れ
か
の
導

入
が
必
要
で
す
。

　継
続
雇
用
制
度
は
、
現
在
雇
用
し
て
い
る

対
象
者
の
希
望
に
よ
っ
て
、
定
年
後
も
引
き

続
き
雇
用
す
る
制
度
で
す
。「
再
雇
用
制
度
」

「
勤
務
延
長
制
度
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
場
合
は
原
則
「
定
年
後
も
引
き
続

き
働
き
た
い
」
と
希
望
す
る
希
望
者
全
員
を

対
象
と
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

る
場
合
、
事
業
主
は
定
年
の
年
齢
か
ら
６
５

歳
ま
で
の
雇
用
を
確
保
す
る
た
め
の
次
の
い

ず
れ
か
の
措
置
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
れ

は
「
定
年
制
の
廃
止
」、「
６
５
歳
ま
で
の
継

続
雇
用
制
度
を
導
入
す
る
」、「
６
５
歳
ま
で

定
年
年
齢
を
引
き
上
げ
」
の
い
ず
れ
か
の
導

入
が
必
要
で
す
。

　継
続
雇
用
制
度
は
、
現
在
雇
用
し
て
い
る

対
象
者
の
希
望
に
よ
っ
て
、
定
年
後
も
引
き

続
き
雇
用
す
る
制
度
で
す
。「
再
雇
用
制
度
」

「
勤
務
延
長
制
度
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
場
合
は
原
則
「
定
年
後
も
引
き
続

き
働
き
た
い
」
と
希
望
す
る
希
望
者
全
員
を

対
象
と
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　就
業
規
則
に
定
め
れ
て
い
る
定
年
が
６
５

歳
以
上
の
場
合
は
、
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措

置
の
導
入
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

Ｑ
　「高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
」に
は
ど
ん
な

こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
か
？

「高年齢者雇用安定法」

改正法は令和３年４月から適用に
会社としての対応を検討しておこう

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
で
は
、
６
０
歳
を
下

回
る
定
年
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。
事
業
主
は

定
年
を
定
め
る
場
合
に
は
６
０
歳
以
上
で
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　ま
た
、「
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
」
と

い
っ
て
、
６
５
歳
未
満
の
定
年
を
定
め
て
い

る
場
合
、
事
業
主
は
定
年
の
年
齢
か
ら
６
５

歳
ま
で
の
雇
用
を
確
保
す
る
た
め
の
次
の
い

ず
れ
か
の
措
置
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
れ

は
「
定
年
制
の
廃
止
」、「
６
５
歳
ま
で
の
継

続
雇
用
制
度
を
導
入
す
る
」、「
６
５
歳
ま
で

定
年
年
齢
を
引
き
上
げ
」
の
い
ず
れ
か
の
導

入
が
必
要
で
す
。

　継
続
雇
用
制
度
は
、
現
在
雇
用
し
て
い
る

対
象
者
の
希
望
に
よ
っ
て
、
定
年
後
も
引
き

続
き
雇
用
す
る
制
度
で
す
。「
再
雇
用
制
度
」

「
勤
務
延
長
制
度
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
場
合
は
原
則
と
し
て
「
定
年
後
も

引
き
続
き
働
き
た
い
」
と
希
望
す
る
希
望
者

全
員
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま

す
。　就

業
規
則
に
定
め
れ
て
い
る
定
年
が
６
５

の内容と労務対策の
ポイントが分かる
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書
を
提
出
し
て
い
な
い
場
合
は
乙
欄
の
金
額

と
な
り
ま
す
。

源
泉
所
得
税
は
所
得
税
の
一
種
で
、
税
金
の

納
め
方
が
違
う
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う

か
。
源
泉
徴
収
税
と
な
る
の
は
、
利
子
、
配

当
、
給
与
、
退
職
手
当
、
公
的
年
金
、
報
酬

な
ど
。
そ
れ
ぞ
れ
、
源
泉
徴
収
す
る
税
額
の

決
め
方
が
細
か
く
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
中
で
、
給
与
、
退
職
手
当
、
報
酬
の

源
泉
徴
収
所
得
税
が
ど
の
よ
う
に
決
ま
る
か

を
簡
単
に
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
税
額
表
は
、
毎
月
支
払
わ
れ
る
給
料
か
ら

控
除
さ
れ
る
源
泉
所
得
税
を
決
め
る
た
め
の

も
の
で
す
。
そ
の
月
の
給
与
（
社
会
保
険
料

等
を
控
除
し
た
後
の
も
の
）
と
、
扶
養
親
族

の
人
数
で
税
額
が
自
動
的
に
決
ま
り
ま
す

（
甲
欄
よ
り
）。
こ
の
扶
養
人
数
の
数
は
、
年

末
調
整
な
ど
で
会
社
に
提
出
し
た
「
扶
養
控

除
等
申
告
書
」
か
ら
決
め
ら
れ
ま
す
。
申
告

書
を
提
出
し
て
い
な
い
場
合
は
乙
欄
の
金
額

と
な
り
ま
す
。

の
納
め
方
が
違
う
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ

う
か
。
源
泉
徴
収
税
と
な
る
の
は
、利
子
、配

当
、
給
与
、
退
職
手
当
、
公
的
年
金
、
報
酬

な
ど
。
そ
れ
ぞ
れ
、
源
泉
徴
収
す
る
税
額
の

決
め
方
が
細
か
く
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
中
で
、
給
与
、
退
職
手
当
、
報
酬
の

源
泉
徴
収
所
得
税
が
ど
の
よ
う
に
決
ま
る
か

を
簡
単
に
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
税
額
表
は
、
毎
月
支
払
わ
れ
る
給
料
か
ら

控
除
さ
れ
る
源
泉
所
得
税
を
決
め
る
た
め
の

も
の
で
す
。
そ
の
月
の
給
与
（
社
会
保
険
料

等
を
控
除
し
た
後
の
も
の
）
と
、
扶
養
親
族

の
人
数
で
税
額
が
自
動
的
に
決
ま
り
ま
す

（
甲
欄
よ
り
）。
こ
の
扶
養
人
数
の
数
は
、
年

末
調
整
な
ど
で
会
社
に
提
出
し
た
「
扶
養
控

除
等
申
告
書
」
か
ら
決
め
ら
れ
ま
す
。
申
告

書
を
提
出
し
て
い
な
い
場
合
は
乙
欄
の
金
額

と
な
り
ま
す
。

同
様
に
ボ
ー
ナ
ス
（
賞
与
）
分
も
税
額
表

が
あ
り
、
同
様
に
源
泉
所
得
税
が
決
め
ら
れ
、

ボ
ー
ナ
ス
（
賞
与
）
か
ら
控
除
さ
れ
て
納
税

し
て
い
ま
す
。

経
理
担
当
者
に
と
っ
て
お
な
じ
み
の
「
源
泉

所
得
税
」。社
員
へ
の
給
与
や
賞
与
の
源
泉
徴

収
に
つ
い
て
は
理
解
し
て
い
て
も
、
そ
の
他

の
報
酬
等
の
源
泉
徴
収
に
つ
い
て
は
疑
問
に

感
じ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
？

　た
と
え
ば
支
払
先
が
個
人
か
法
人
か

不
明
の
と
き
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ

う
か
？

　こ
こ
で
は
ビ
ギ
ナ
ー
経
理
に
あ
り
が
ち
な

源
泉
徴
収
事
務
の
疑
問
に
Ｑ
＆
Ａ
で
お
答
え

し
ま
す
。

こ
れ
を
「
申
告
納
税
制
度
」
と
い
い
ま
す
。

　
た
だ
、
特
定
の
所
得
に
対
し
て
、
所
得
が

支
払
わ
れ
る
時
に
、
所
得
を
支
払
う
側
が
所

定
の
方
法
で
所
得
税
額
を
計
算
し
、
支
払
額

か
ら
所
得
税
額
を
差
し
引
き
国
に
納
付
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
「
源
泉
徴

収
制
度
」
と
い
い
ま
す
。
例
え
ば
、
給
料
の

場
合
は
給
料
を
支
払
う
会
社
が
従
業
員
の
代

わ
り
に
税
金
を
納
め
る
と
い
う
こ
と
。
こ
れ

ら
の
税
金
を
「
源
泉
所
得
税
」
と
い
い
ま
す
。

　
源
泉
所
得
税
は
所
得
税
の
一
種
で
、
税
金

　
源
泉
所
得
税
は
所
得
税
の
一
種
で
、
税
金

の
納
め
方
が
違
う
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ

う
か
。
源
泉
徴
収
税
と
な
る
の
は
、利
子
、配

当
、
給
与
、
退
職
手
当
、
公
的
年
金
、
報
酬

な
ど
。
そ
れ
ぞ
れ
、
源
泉
徴
収
す
る
税
額
の

決
め
方
が
細
か
く
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
中
で
、
給
与
、
退
職
手
当
、
報
酬
の

源
泉
徴
収
所
得
税
が
ど
の
よ
う
に
決
ま
る
か

を
簡
単
に
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
税
額
表
は
、
毎
月
支
払
わ
れ
る
給
料
か
ら

控
除
さ
れ
る
源
泉
所
得
税
を
決
め
る
た
め
の

も
の
で
す
。
そ
の
月
の
給
与
（
社
会
保
険
料

等
を
控
除
し
た
後
の
も
の
）
と
、
扶
養
親
族

の
人
数
で
税
額
が
自
動
的
に
決
ま
り
ま
す

（
甲
欄
よ
り
）。
こ
の
扶
養
人
数
の
数
は
、
年

末
調
整
な
ど
で
会
社
に
提
出
し
た
「
扶
養
控

除
等
申
告
書
」
か
ら
決
め
ら
れ
ま
す
。
申
告

　
源
泉
所
得
税
は
支
払
う
側
が
差
し
引
い
て

納
税
す
る
仕
組
み
で
す
。
個
人
の
所
得
に
対

し
て
国
に
納
め
る
の
が
所
得
税
。
こ
の
所
得

税
は
、
原
則
と
し
て
所
得
を
得
た
本
人
が
そ

の
年
の
所
得
金
額
と
そ
の
税
額
を
計
算
し
て
、

申
告
し
て
納
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

税
理
士

　
脇
田
弥
輝

源
泉
徴
収
所
得
税
が
ど
の
よ
う
に
決
ま
る
か

　
税
額
表
は
、
毎
月
支
払
わ
れ
る
給
料
か
ら

控
除
さ
れ
る
源
泉
所
得
税
を
決
め
る
た
め
の

も
の
で
す
。
そ
の
月
の
給
与
（
社
会
保
険
料

「
源
泉
所
得
税
」

ー
ビ
ギ
ナ
ー
経
理
に
あ
り
が
ち
な

　
疑
問
に
答
え
る
Ｑ
＆
Ａ

源
泉
徴
収
が
必
要
な
報
酬
・
料
金
か
ら
１
円
未
満
の
端
数
処
理
ま
で

Ｑ

　そ
も
そ
も
「
源
泉
所
得
税
」
と

「
所
得
税
」
は
ど
う
違
う
の
で
す
か
？

Ｑ

　源
泉
徴
収
が
必
要
な
報
酬
・
料
金

等
に
は
ど
ん
な
も
の
が
あ
り
ま
す
か
？

Ｑ
＆
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＆
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２０２１年3月号のオススメ記事 ❶

２０２１年3月号のオススメ記事 ❷

高年齢者雇用安定法は、少子高齢化が進むなかで高齢者が働き続けられる環境整備を目的とし
た法律です。具体的には、60歳未満定年の禁止や65歳までの雇用確保等が定められており、
法律に違反すると勧告の対象となったり、企業名が公表されるといったペナルティがあります。
ここでは令和３年４月からの改正内容とあわせて、「高年齢者雇用安定法」への労務対策のポイ
ントを分かりやすく解説します。

改正法は令和３年４月から適用に　会社としての対応を検討しておこう
「高年齢者雇用安定法」の内容と労務対策のポイント

◎この記事で理解できること…そもそも「高年齢者雇用安定法」とはどんな法律か／具体的に「高年齢者
雇用安定法」にはどんなことが定められているのか／法律に違反したときのペナルティとは／令和３年４月
に施行される改正法の内容とは／「高年齢者雇用安定法」に対応するために会社としてやるべきこと／中
小企業の労務担当者の心得　ほか

経理担当者にとっておなじみの「源泉所得税」。社員への給与や賞与の源泉徴収については理
解していても、その他の報酬等の源泉徴収については疑問に感じることもあるのではないで
しょうか？　たとえば支払先が個人か法人か不明のときはどうすればいいのでしょうか？　ここ
ではビギナー経理にありがちな源泉徴収事務の疑問にＱ＆Ａでお答えします。

源泉徴収が必要な報酬・料金から１円未満の端数処理まで
「源泉所得税」―ビギナー経理にありがちな疑問に答えるＱ＆Ａ

◎この記事で理解できること…源泉徴収が必要な報酬・料金等にはどんなものがあるか／源泉所得税
の納付の仕組み／支払先が個人か法人か不明のときの処理／金銭ではなく物品で支払う場合の源泉徴
収／報酬・料金等に消費税等が含まれている場合の源泉徴収／源泉所得税を間違えて納付してしまっ
た場合の処理／源泉所得税に関連して税務調査でチェックされる点とは　ほか

海
外
の
取
引
先
に
対
し
て
自
社
の
商
品
を
販

売
し
た
り
、
逆
に
海
外
の
取
引
先
か
ら
商
品

を
仕
入
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た

ケ
ー
ス
で
は
売
買
代
金
が
米
ド
ル
な
ど
の
外

国
通
貨
で
表
示
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
す

（
外
貨
建
取
引
）。
た
だ
そ
の
場
合
で
も
、
会

計
処
理
に
際
し
て
は
外
貨
を
円
に
換
算
し
て

行
な
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
で
は
外
貨
建
取

引
に
つ
い
て
円
換
算
す
る
場
合
の
為
替
レ
ー

ト
は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　ま
た
為

替
に
関
連
し
て
よ
く
耳
に
す
る
Ｔ
Ｔ
Ｓ
、
Ｔ

Ｔ
Ｂ
、
Ｔ
Ｔ
Ｍ
と
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
で

し
ょ
う
か
？

　外
貨
建
取
引
の
初
心
者
の
た

め
に
そ
の
会
計
処
理
の
基
本
知
識
を
レ
ク

チ
ャ
ー
し
ま
す
。

外
貨
を
円
に
換
算
す
る

　輸
出
や
輸
入
な
ど
外
貨
建
て
で
取
引
を
行

う
と
き
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
場

表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

場
合
、
ど
れ
を
使
え
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
？

　例
え
ば
、
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｇ
銀
行
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
はTTS

とTTB

の
二
つ
が
表

示
さ
れ
て
い
ま
す
。
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｇ
銀
行
の
よ

う
にTTS

とTTB

し
か
表
示
さ
れ
て
い
な

い
と
き
は
、
そ
の
平
均
がTTM

と
な
り
ま

す
。　こ

の
よ
う
に
外
貨
建
取
引
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
、
取
引
の
都
度
、
そ
の
と
き
の

為
替
レ
ー
ト
で
円
換
算
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

簡
便
的
な
方
法
も
あ
る

　し
か
し
、
外
貨
建
取
引
が
多
い
場
合
、
毎

日
変
わ
る
為
替
レ
ー
ト
を
調
べ
て
換
算
し
て

と
い
う
の
は
大
き
な
事
務
負
担
と
な
り
大
変

で
す
よ
ね
。
そ
の
た
め
、
次
の
よ
う
な
方
法

で
簡
便
的
に
会
計
処
理
を
す
る
こ
と
も
認
め

合
で
も
、
会
社
の
帳
簿
は
円
で
作
成
し
ま
す

の
で
、
外
貨
を
円
に
換
算
し
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
そ
の
換
算
の
方
法
に
も
ル
ー
ル
が

あ
る
の
で
す
。
今
回
は
外
貨
建
取
引
を
行
っ

た
と
き
の
会
計
処
理
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

　輸
出
や
輸
入
な
ど
外
貨
建
て
で
取
引
を
行

う
と
き
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
場

合
で
も
、
会
社
の
帳
簿
は
円
で
作
成
し
ま
す

の
で
、
外
貨
を
円
に
換
算
し
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
そ
の
換
算
の
方
法
に
も
ル
ー
ル
が

あ
る
の
で
す
。
今
回
は
外
貨
建
取
引
を
行
っ

た
と
き
の
会
計
処
理
に
つ
い
て
、
税
理
士
が

ポ
イ
ン
ト
を
解
説
し
ま
す
。

　海
外
の
取
引
先
に
対
し
て
、
商
品
を
販
売

し
そ
の
代
金
を
外
貨
で
受
け
取
っ
た
り
、
逆

に
外
貨
建
て
で
仕
入
を
し
た
り
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
決
算

書
や
申
告
書
は
円
貨
で
作
成
し
ま
す
か
ら
、

円
貨
に
換
算
し
て
会
計
処
理
を
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　こ
の
よ
う
に
外
貨
建
取
引
を
行
っ
た
と
き

は
、
原
則
と
し
て
、
外
貨
建
取
引
を
行
っ
た 「外貨建取引」

と
き
の
為
替
レ
ー
ト
を
使
っ
て
円
換
算
し
た

金
額
で
会
計
処
理
を
し
ま
す
。

　外
貨
建
売
上
を
計
上
す
る
と
き
の
仕
訳
は

次
の
通
り
で
す
。

100

ド
ル
の
売
上
を
計
上
す
る
と
き
（
当
日

の
為
替
レ
ー
ト
：
1
ド
ル
＝110

円
）
の
仕

訳
は
次
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

（
借
）
売
掛
金

　

110,000 （
貸
）
売
上
高

　

110,000 

　で
は
、
外
貨
建
取
引
を
行
っ
た
と
き
の
為

替
レ
ー
ト
は
ど
れ
を
使
え
ば
よ
い
の
で
し
ょ

う
か
？

　外
貨
建
取
引
を
行
っ
た
場
合
、
為
替
レ
ー

ト
が
わ
か
ら
な
い
と
会
計
処
理
が
で
き
な
い

こ
と
と
な
り
ま
す
。こ
の
為
替
レ
ー
ト
は
、銀

行
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
も
調
べ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
の
で
、
毎
日
メ
モ
し
て
お
く
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　銀
行
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
為
替
レ
ー
ト
を
調

べ
る
と
、
同
じ
通
貨
で
も
複
数
の
レ
ー
ト
が

―会計処理の
　基本知識が
　身に付く講座
公認会計士・税理士　大西康記

円換算の為替レー
トは

どうする？

「外貨建取引」

円換算の為替レー
トは 決算期末の外貨建売掛金・買掛金の計上方法は？

２０２１年3月号のオススメ記事 ❹

海外の取引先に対して自社の商品を販売したり、逆に海外の取引先から商品を仕入れることが
あります。こうしたケースでは売買代金が米ドルなどの外国通貨で表示されるのが一般的です
（外貨建取引）。ただその場合でも、会計処理に際しては外貨を円に換算して行なう必要があり
ます。では外貨建取引について円換算する場合の為替レートはどうなるのでしょうか？　また、
為替に関連してよく耳にするＴＴＳ、ＴＴＢ、ＴＴＭとはどういう意味なのでしょうか？　外貨建取引
の初心者のためにその会計処理の基本知識をレクチャーします。

円換算の為替レートはどうする？　決算期末の外貨建売掛金・買掛金の計上方法は？ 
「外貨建取引」を行なったときの会計処理の基本知識

◎この記事で理解できること…そもそも「外貨建取引」とはどういうものか／外貨建売上を計上するときの
仕訳について／円換算するときの為替レートはどれを使うか／簡便的に会計処理する方法／売掛金・買掛
金で為替レートが変動した場合の会計処理／決算期末に残った外貨建売掛金・買掛金の会計処理　ほか

法
定
福
利
費
は
従
業
員
の
福
利
厚
生
の
た
め

に
法
律
で
定
め
ら
れ
た
額
を
支
出
す
る
費
用

の
こ
と
で
す
。
具
体
的
に
は
社
会
保
険(

健

康
保
険
と
厚
生
年
金
保
険)

や
労
働
保
険

(

雇
用
保
険
や
労
災
保
険)

な
ど
が
含
ま
れ

ま
す
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
「
健
康
保
険
料
」

「
厚
生
年
金
保
険
料
」等
は
会
社
と
従
業
員
の

双
方
で
折
半
し
、
負
担
し
ま
す
が
、
従
業
員

の
給
与
か
ら
社
会
保
険
料
を
控
除
し
た
と
き
、

会
社
負
担
分
と
合
わ
せ
て
納
付
し
た
と
き
等

の
仕
訳
は
ど
う
す
る
の
が
正
し
い
で
し
ょ
う

か
。
ま
た
、
社
会
保
険
料
の
会
社
負
担
分
が

損
金
に
な
ら
な
い
ケ
ー
ス
は
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
。
こ
こ
で
は
法
定
福
利
費
の
会
計
処
理

と
税
務
に
つ
い
て
お
さ
ら
い
し
ま
す
。

　
そ
も
そ
も
法
定
福
利
費
と
は

　
法
定
福
利
費
と
は
企
業
が
負
担
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
福
利
厚
生
の
費
用
の
こ
と
。

幅
広
い
範
囲
の
福
利
厚
生
が
該
当
し
ま
す
。

　
ゆ
え
に
一
般
的
な
福
利
厚
生
費
は
、「
法
定

外
福
利
費
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
す
。
た
だ
し
、

実
際
に
非
課
税
と
し
て
計
上
で
き
る
か
ど
う

か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
を
満
た
す
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　
法
定
福
利
費
の
６
種
類
と
は

　
健
康
保
険
は
、
従
業
員
と
そ
の
家
族
が
ケ

ガ
や
病
気
、
出
産
、
死
亡
な
ど
を
生
じ
た
際

に
、
医
療
費
や
そ
の
一
部
を
必
要
に
応
じ
て

支
給
す
る
保
険
で
す
。

　
給
与
明
細
に
書
か
れ
て
い
る
「
健
康
保
険

料
」
の
支
払
い
先
は
、
加
入
す
る
「
健
保
組

合
」
な
ど
医
療
保
険
者
で
す
。
厚
生
年
金
保

険
は
、
受
給
時
に
国
民
年
金
の
額
に
上
乗
せ

し
て
給
付
さ
れ
る
年
金
。
受
給
対
象
者
は
主

に
会
社
員
で
す
。

そ
し
て
、
企
業
は
法
定
福
利
費
を
支
払
う
こ

と
が
、
法
律
で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
あ
る
一
定
以
上
の
規
模
の
企
業
に
は
、
法

定
福
利
費
を
支
払
う
義
務
あ
る
の
で
す
。
具

体
的
に
は
、
下
記
が
法
定
福
利
費
に
あ
た
り

ま
す
。

・
健
康
保
険

・
厚
生
年
金
保
険

・
介
護
保
険

・
雇
用
保
険

・
労
働
者
災
害
補
償
保
険

・
そ
の
他

　
法
定
福
利
費
は
必
要
経
費
だ

　
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
は
後
述
し
ま

す
。
法
定
福
利
費
は
会
社
に
と
っ
て
、
従
業

員
の
健
康
で
安
心
し
た
生
活
を
守
る
た
め
の

必
要
経
費
と
も
い
え
る
の
で
す
。 「法定福利費」

　
法
定
福
利
費
と
一
般
的
な
福
利
厚
生
費

（
法
定
外
福
利
費
）の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
。「
法
定
福
利
費
」
と
「
福
利
厚

生
費
」
は
、
意
味
も
違
え
ば
費
用
の
計
上
方

法
も
異
な
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
を
確

認
し
ま
し
ょ
う
。

　
法
定
福
利
費
と
は
、
法
律
で
決
め
ら
れ
て

い
る
福
利
に
支
払
う
費
用
の
こ
と
。
た
と
え

ば
健
康
保
険
、
厚
生
年
金
保
険
、
介
護
保
険

と
い
っ
た
社
会
保
険
料
の
ほ
か
、
雇
用
保
険
、

労
災
保
険
と
い
っ
た
労
働
保
険
料
が
該
当
し

ま
す
。（
詳
細
は
後
述
し
ま
す
）

　
こ
れ
ら
の
保
険
料
で
、
企
業
が
負
担
し
て

い
る
一
部
も
し
く
は
全
額
費
用
に
つ
い
て
は

法
定
福
利
費
と
し
て
計
上
で
き
、
い
ず
れ
も

非
課
税
と
な
り
ま
す
。

　
福
利
厚
生
費
（
法
定
外
福
利
費
）
と
は
、

「
法
律
で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
福
利
厚

生
に
か
か
る
費
用
」
の
こ
と
。

た
と
え
ば
住
宅
手
当
や
家
賃
補
助
、
健
康
診

断
の
費
用
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
か
か
る

費
用
の
よ
う
に
、
企
業
が
独
自
に
設
定
し
た

の会計処理＆税務が
わかるセミナー

税理士
永井智子

社会保険料を預かったとき・納付したときの仕訳から損金にならないケースまで

２０２１年3月号のオススメ記事 ❸

法定福利費は従業員の福利厚生のために法律で定められた額を支出する費用のことです。具
体的には社会保険（健康保険と厚生年金保険）や労働保険（雇用保険や労災保険）などが含まれ
ます。ご存じのように「健康保険料」「厚生年金保険料」等は会社と従業員の双方で折半し、負担
しますが、従業員の給与から社会保険料を控除したとき、会社負担分と合わせて納付したとき等
の仕訳はどうするのが正しいでしょうか。また、社会保険料の会社負担分が損金にならないケー
スはあるのでしょうか。ここでは法定福利費の会計処理と税務についておさらいします。

社会保険料を預かったとき・納付したときの仕訳から損金にならないケースまで
「法定福利費」の会計処理＆税務がわかるセミナー

◎この記事で理解できること…法定福利費と福利厚生費はどう違うのか／給与支払い時に預かった社会
保険料の会計処理／社会保険料を納付したときの会計処理／労働保険の概算保険料を納付したときの
会計処理／社会保険料を支払った際に全額を法定福利費として計上する方法／社会保険料の会社負担
分が損金にならないケース　ほか


