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〈今治法人会のご案内〉

今治法人会は平成25年４月１日に新法による
公益社団法人となり、本年度は９年目を迎えました。
　私たちの活動は、今治税務署管内の法人会員、並びに会の目的と事業を賛助するために入会された法人
の事業所・個人会員の方に支えられています。
　又、全国には440の単位法人会があり、80万社の法人企業が加入しています。それぞれの法人会が地域
に欠かせない団体として様々な活動を行っております。

　今治法人会では、会員の皆様の会費及び公益財団法人全国法人会総連合からの助成金等、会員の皆様の
ご支援金により運営を行っており、下記の公益認定事業等を実施しています。
　令和３年３月末の会員数は1538社です。１社でも多く会員になっていただくことが最終、法人会の事
業目的を達成することに繋がるとして、地域の未加入法人に対する会員勧奨を推進しております。

今治法人会の事業

１．公益目的事業
　どなたでも参加できますが、参加費用が必要な場合があります。

　

　具体的には認定された次の事業を実施します。
　（１）税知識の普及を目的とする事業
　（２）納税意識の高揚を目的とする事業
　（３）税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業
　（４）地域企業の健全な発展に資する事業
　（５）地域社会への貢献を目的とする事業

２．共益事業
　公益目的事業以外の会員限定の事業も実施しています。
　事業によっては参加費が必要な場合があります。会員になると様々な特典があります。
　（１）会員の交流に資するための事業
　（２）会員の福利厚生等に資する事業

［法人会の会員］

正 会 員 今治税務署管内〈越智郡上島町及び今治市〉に所在する法人で、本会の目的及び事業に賛同して入
会した者

賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した法人の事業所または個人の方

今治法人会は公益法人認定法に掲げる23の事業の中から、下記の事業を行うことを申請し公益認定を受け
実施しています。
　①　国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
　②　地域社会の健全な発展を目的とする事業

〈法人会の理念〉
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〈研修会〉

税について理解を深め　仕事に生かしましょう！税について理解を深め　仕事に生かしましょう！

令和３年度の予定です
（順次ホームページでお知らせしますhttp://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/imabari/）

〈決算期別研修会〉
決算期の留意事項や税法および通達などの改正についての研修会
です。
経営や税務に関する最新の情報をお伝えし、有益な資料をお渡し
しています。

（講師：今治税務署法人課税部門担当官）

本年度の開催日予定
　　令和３年　６月２日（水）／８月４日（水）
　　　　　　　11月４日（木）
　　令和４年　１月26日（水）

無料

〈簿記講座〉　９～10月
記帳から決算まで短時間でマスターできる複式簿記
初級コースです。現役の税理士の先生が豊富な実例
を挙げて指導してくださるので実務に役立つ内容です。

（今治商工会議所共催）
令和２年度は
　９月６日～10月30日（毎週火・金）18：30～20：30
　15回の研修でした。

無料

〈自主点検チェックシート説明会〉　年４回
法人会自主点検チェックシート（国税庁後援）は、
企業自らが自主的に点検することにより、税務コン
プライアンスを向上させ、税務に関するリスクの軽
減に役立つものです。活用方法について説明します。

（講師：今治税務署法人課税部門担当官）

無料 ※別途テキスト代が必要です
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〈年末調整説明会〉　11月
「年末調整説明会」は毎年１１月に今治税務署が行っ
ています（令和２年度は中止）
法人会では税務署主催の説明会に出席できなかった
方・もう一度確認をしたい方を対象に、再度開催し
作成中の疑問解決のお手伝いをします。

（講師：今治税務署法人課税部門担当官）

無料

＊やむを得ない事情により、日時・会場が変更になる場合があります。
＊お問い合わせ　公益社団法人今治法人会（TEL 0898-31-8191）

〈新設法人研修会〉　１月
会社等を設立されて間もない経営者の皆様を対象に
事業の開始に際しての法人税務上の留意点等につい
て説明します。

（講師：今治税務署法人課税部門担当官）

無料

〈青年部会・女性部会主催　税務研修会〉　１月
今治税務署管内事業所の青年経営者・女性経営者お
よび従業員を対象に、様々な税をテーマに取り上げ、
税に関する理解と知識を深めるとともに、正しい税
知識を身につけるための研修会です

無料

〈経理担当者養成講座〉　11月
経理（実務）担当者の日常業務及び決算業務の処理
に関して必要不可欠な知識を、税理士の先生をお迎
えし、わかりやすく解説していただきます。
日常会計実務（注意点）を集中して学べます。

〈受講料　会員：無料　非会員：有料〉

令和２年度は
　今治税務署　西村税務署長をお招きして
　�『消費税「税別表示　近づく期限（総額表示義務）」
等について』
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〈研修会・税に関する広報活動〉

【税に関する広報活動】

無料

〈「会社役員のための確定申告」資料配布〉　１月

　役員の方に納税行政の円滑な運用に役立つ「確定申告」の
資料を配布します。

今治法人会では企業経営に役立つ資料・冊子を無料で配布しています。ぜひご活用下さい。

成　人　式
　新成人（今治市内1，800人）に、納
税義務や税の役割についての冊子
「もっと知りたい税のこと」（財務省）
を送付しました。

確定申告の広報活動
　今年の確定申告の今治税務署窓口での相談・申告書
の受付は令和３年２月16日（火）から４月15日（木）でし
た。（今年度は新型コロナウイルスの緊急事態宣言の
延長を受けて申告・納付期限が延長されました）
　毎年この時期に女性部会は、今治税務署玄関前に花
のプランターを設置しています。
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今治税務署内「今治法人会コーナー」紹介今治税務署内「今治法人会コーナー」紹介

　今治税務署正面入り口から入ると右側に今治法人会コーナーがあ
ります。
　こちらにも、国税庁後援の「法人会 自主点検チェックシート」
を設置しておりますのでぜひ一度ご覧いただき、ご活用ください。
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〈租税教室〉

租　税　教　室租　税　教　室
　『今治市・越智郡租税教育推進協議会』は今治税務署、今治市・上島町の教育委員会、県市町の税務関
係機関、納税関連団体（四国税理士会今治支部・今治法人会・今治間税会）などで構成された、「租税教
育の推進と充実」を目的に租税教室への講師派遣や副教材の作成などの活動をしている団体です。今治法
人会は協力団体として、今治市や上島町の学校で租税教室の授業を行っています。
　令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大防止策として学校の臨時休校等があり、１学期の開催はあり
ませんでした。

〈令和２年度〉中学校６校
　今治市立日吉中学校（10月６日）　　今治市立西中学校（10月13日）　　今治市立玉川中学校（10月14日）

　今治市立桜井中学校（10月28日）　　今治市立朝倉中学校（12月２日）　　今治市立菊間中学校（12月10日）
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〈令和２年度〉小学校13校
　今治市立立花小学校（９月18日）　　今治市立日高小学校（10月１日）　　今治市立乃万小学校（10月２日）

　今治市立清水小学校（10月22日）　　今治市立吹揚小学校（11月12日）　　今治市立常盤小学校（11月13日）

　今治市立伯方小学校（11月16日）　　今治市立国分小学校（11月17日）　　今治市立鳥生小学校（11月19日）

　今治市立波止浜小学校（１月15日）　　今治市立桜井小学校（１月20日）　　今治市立宮窪小学校（１月25日）

　今治市立富田小学校（２月１日）
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〈社会貢献活動〉

　国税庁が毎年実施している『税を考える週間』に、税の意義や役割について理解を深めていただくため
一般の方も参加していただける講演会を開催しています。

これまでの「税を考える週間講演会」実績
平成21年度　　江　口　克　彦�氏　（地域主権型道州制とは何か）
平成22年度　　見　城　美枝子�氏　（21世紀は水と土の時代）
平成23年度　　五　木　寛　之�氏　（いまを生きる力）
平成24年度　　岸　　　博　幸�氏　（政治の混迷と日本経済の展望）
平成25年度　　石　原　良　純�氏　（石原家の家族愛＆自然への想い）
平成26年度　　伏　見　俊　行�氏　（朗読劇「未来へ」、中国・アジアでの税務対応）
平成27年度　　永　濱　利　廣�氏　（日本の財政・現状と展望）
平成28年度　　須　田　慎一郎�氏　（いま起こっていることこれから起こること）
平成29年度　　長谷川　幸　洋�氏　（激動する世界　～日本の針路を考える）
平成30年度　　池　谷　裕　二�氏　（AI と脳の未来）
令和元年度　　飯　田　泰　之�氏　（日本経済の今後と地域経済の課題）

令和２年度「税を考える週間講演会」は
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止となりました。

税を考える週間講演会税を考える週間講演会

　本年度も「税を考える週間講演会」（11月）を予定しています。
　「地域社会への貢献を目的とする事業」として一般の方にも聴講していただける講演会・セミ
ナーを開催する予定です。詳細は「今治法人会ホームページ」でご案内いたします。

写真は令和元年度の様子
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〈私達の主張〉

私達の主張
－「税の作文」－

　今治法人会では、今治市及び越智郡上島町内の小学６年生を対象
に「小学生の税に関する作文」を募集しています。税の作文を書く
ことを通して税の大切さを知り、税への関心を持っていただきたい
と平成20年度より始めました。第13回（令和２年度）は974作品
の応募がありました。

今
治
税
務
署
長
賞

　「
当
た
り
前
」
を
支
え
る
税

乃
万
小
学
校
６
年
（
当
時
）　

秋あ
き

　
山や
ま

　
　
　
陽
ひ
な
た

　

　

僕
は
目
が
悪
い
の
で
眼
科
に
よ
く
行
く
。
あ
る
日
の
診
察
後
、
父
が
三
千
円

く
ら
い
の
お
金
を
払
っ
て
い
る
と
き
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
見
て
、僕
が「
高
い
ね
。」

と
つ
ぶ
や
く
と
、
父
が
本
当
は
一
万
円
く
ら
い
の
お
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
、
そ
の
残
り
の
お
金
は
税
金
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
教
え

て
く
れ
た
。
そ
の
こ
と
を
知
り
、
僕
は
と
て
も
驚
い
た
。
さ
ら
に
、
今
治
市
で

は
通
院
医
療
費
助
成
と
い
う
制
度
が
今
年
に
な
っ
て
ス
タ
ー
ト
し
、
十
五
才
ま

で
は
医
療
費
を
支
払
わ
な
く
て
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
た
。
病
気
に
か
か
っ
た
り
、

け
が
を
し
た
り
し
て
も
、
誰
も
が
手
厚
い
診
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

を
あ
り
が
た
い
と
思
っ
た
し
、そ
れ
を
支
え
て
い
る
税
金
は
す
ご
い
な
と
思
っ
た
。

　

調
べ
て
み
る
と
、
ご
み
の
収
集
や
道
路
の
整
備
、
パ
ト
カ
ー
や
消
防
車
、
救

急
車
が
す
ぐ
来
て
く
れ
る
の
も
税
金
の
お
か
げ
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。

し
か
も
僕
が
毎
日
通
っ
て
い
る
小
学
校
の
校
舎
や
、
普
段
使
っ
て
い
る
教
科
書

や
机
、
い
す
、
用
具
な
ど
も
税
金
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
と
知
っ
た
。
小
学
生

の
一
年
間
の
教
育
費
は
約
九
十
万
円
な
の
で
、小
学
六
年
生
の
僕
に
こ
れ
ま
で
、

約
五
百
五
十
万
円
も
の
税
金
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
ら
し
い
。
僕
た
ち

の
未
来
の
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
の
税
金
を
む
だ
に
し
て
は
い
け
な
い
と
改

め
て
強
く
思
っ
た
。

　

こ
の
作
文
を
書
く
ま
で
は
、
税
金
な
ん
て
僕
の
生
活
に
は
、
ほ
と
ん
ど
関
係

が
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
僕
が
当
た
り
前
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
実

は
当
た
り
前
で
は
な
く
、
安
心
し
て
健
康
に
生
活
が
で
き
た
り
、
学
べ
た
り
で

き
る
の
も
税
金
の
お
か
げ
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

僕
は
ま
だ
消
費
税
し
か
払
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
、「
大
事
な
お
金
だ
か
ら
、

で
き
る
だ
け
払
い
た
く
な
い
な
」
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
僕
が
払
っ
た
税

金
は
、
僕
の
た
め
、
み
ん
な
の
暮
ら
し
の
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
。
大
事
な
お

金
だ
か
ら
こ
そ
、
み
ん
な
の
暮
ら
し
を
支
え
る
た
め
に
、
し
っ
か
り
税
金
を
納

め
ら
れ
る
人
に
な
っ
て
い
き
た
い
。

愛
媛
県
東
予
地
方
局
長
賞

　
未
来
を
変
え
よ
う

乃
万
小
学
校
６
年
（
当
時
）　

斎さ
い

　
藤と
う

　
大だ
い

　
輝き

　

　

税
金
と
は
、
僕
た
ち
国
民
が
納
め
る
お
金
の
こ
と
で
す
。
働
い
て
稼
い
だ
お

金
か
ら
納
め
る
の
が
所
得
税
、
僕
た
ち
子
供
で
も
払
っ
て
い
る
お
金
は
消
費
税

で
す
。
消
費
税
は
、
買
い
物
を
し
て
品
物
の
代
金
を
支
払
う
と
き
に
い
っ
し
ょ

に
納
め
る
税
金
の
こ
と
で
す
。
今
の
日
本
は
、
商
品
の
値
段
の
十
％
を
納
め
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
税
金
は
国
民
み
ん
な
の
大
切
な
お
金
か
ら

納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

税
金
は
ど
ん
な
こ
と
に
使
わ
れ
て
い
る
の
か
。
例
え
ば
、
健
康
や
生
活
を
守

る
た
め
、
教
育
や
福
祉
の
充
実
の
た
め
な
ど
、
国
民
の
た
め
に
使
わ
れ
ま
す
。

　

問
題
点
も
あ
り
ま
す
。
今
の
日
本
は
少
子
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
た
め
、
結

婚
す
る
人
が
減
り
、
子
供
の
数
が
減
っ
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
医
療
の
発
達
に

よ
り
、
高
齢
者
が
増
え
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
働
く
人
が
減
り
、
税
収
も
減

り
ま
す
。
税
収
が
減
る
と
み
ん
な
の
暮
ら
し
を
支
え
る
費
用
が
足
り
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

　

僕
が
考
え
る
税
金
の
有
効
な
使
い
道
と
は
、
特
に
次
の
よ
う
な
こ
と
で
す
。

①
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策

　

も
っ
と
医
療
現
場
に
税
金
を
使
っ
て
ほ
し
い
で
す
。
例
え
ば
、
足
り
て
い
な

い
防
護
服
や
フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル
ド
、
人
工
呼
吸
器
な
ど
を
必
要
と
し
て
い
る
病

院
に
送
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
医
療
現
場
で
働
い
て
く
れ
て
い
る
人

た
ち
の
た
め
に
使
っ
て
ほ
し
い
で
す
。

②
災
害
対
策

　

最
近
、日
本
は
毎
年
の
よ
う
に
各
地
で
災
害
に
苦
し
ん
で
い
る
人
が
い
ま
す
。

災
害
の
後
片
付
け
や
仮
設
住
宅
、
生
活
支
援
な
ど
に
使
っ
て
ほ
し
い
で
す
。

③
福
祉
対
策　

ホ
ー
ム
ド
ア
の
設
置

　

駅
の
ホ
ー
ム
で
、
目
の
不
自
由
な
人
が
転
落
死
す
る
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
を
よ

く
耳
に
し
ま
す
。
税
金
を
使
っ
て
少
し
で
も
多
く
、
ホ
ー
ム
ド
ア
を
設
置
し
て

悲
し
い
事
故
が
起
こ
ら
な
い
社
会
に
し
た
い
で
す
。

　

税
金
は
、
国
民
の
大
切
な
お
金
で
す
。
み
ん
な
が
幸
せ
に
な
る
よ
う
有
効
に

使
っ
て
ほ
し
い
で
す
。
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　令和３年１月23日（土）に予定されていた「小学生の税に関する作文表彰式」は、新型コロナウイルス
感染症の拡大防止のため中止いたしました。
　例年、今治CATVで表彰式の様子と特選受賞者（８名）の朗読を放映していましたが、今年度は中止
となりましたので、特選各賞８作品をご紹介します。

今
治
市
長
賞

　
税
金
の
大
切
さ

日
高
小
学
校
６
年
（
当
時
）　

宇う

　
髙だ
か

　
成な
る

　
彦ひ
こ

　

　

税
金
に
つ
い
て
、
正
直
よ
く
わ
か
ら
な
い
し
深
く
考
え
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
お
父
さ
ん
が
、
所
得
税
や
住
民
税
な
ど
給
料
を
も
ら
っ
た
人
が
納

め
る
税
金
、
住
ん
で
い
る
人
が
市
町
村
に
納
め
る
税
金
そ
の
他
、
た
く
さ
ん
の

種
類
の
税
金
が
あ
る
こ
と
を
く
わ
し
く
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

「
一
生
け
ん
命
働
い
た
お
金
や
の
に
何
か
損
し
と
る
ね
。」

と
言
う
と
お
母
さ
ん
が
、

「
そ
の
分
い
っ
ぱ
い
返
っ
て
き
と
る
ん
よ
。
み
ん
な
が
必
要
な
も
の
を
同
じ
よ

う
に
使
う
た
め
に
税
金
を
納
め
よ
ん
よ
。」

と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

ぼ
く
に
と
っ
て
、
一
番
身
近
な
税
金
と
言
え
ば
消
費
税
だ
と
思
い
ま
す
。
手

伝
い
を
し
て
、
だ
が
し
屋
へ
行
く
た
め
に
お
こ
づ
か
い
を
た
め
て
い
ま
す
。
お

店
で
お
金
を
払
う
時
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
、

「
ぼ
く
ら
と
お
話
し
て
元
気
を
も
ら
う
ん
よ
。
お
店
を
続
け
る
た
め
に
も
消
費

税
を
も
ら
わ
ん
と
い
か
ん
の
よ
。
ご
め
ん
ね
。」

と
言
っ
て
き
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
の
話
を
聞
い
て
、

ぼ
く
も
納
税
者
の
一
人
で
、
小
さ
な
数
十
円
の
税
金
を
き
ち
ん
と
納
め
る
こ
と

で
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
大
切
な
お
店
を
守
っ
て
い
る
ん
だ
と
思

う
と
少
し
大
人
に
な
っ
た
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。
ぼ
く
の
お
こ
づ
か
い
か
ら

出
て
行
っ
た
そ
の
税
金
は
、社
会
の
役
に
立
つ
存
在
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
と「
税

金
を
納
め
る
」
と
い
う
こ
と
は
と
て
も
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。
出
て

行
っ
た
お
金
は
、
何
か
の
形
で
必
ず
自
分
に
返
っ
て
く
る
の
で
、
ぼ
く
が
お
こ

づ
か
い
を
貯
金
し
て
い
る
よ
う
に
、
税
金
も
将
来
の
た
め
に
大
き
な
貯
金
を
し

て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

　

今
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
お
店
を
閉
め
て
い
ま
す
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
元
気

に
し
て
い
る
か
心
配
で
す
。
ま
た
、
お
店
へ
行
っ
た
時
に
は
消
費
税
分
の
お
こ

づ
か
い
に
「
い
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
」
と
思
い
な
が
ら
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
手
に
渡

そ
う
と
思
い
ま
す
。

租
税
教
育
推
進
協
議
会
会
長
賞

　
地
球
温
暖
化
を
止
め
る
税
金

日
高
小
学
校
６
年
（
当
時
）　

髙た
か

　
瀬せ

　
匡ま
さ

　
晃あ
き

　

　

ぼ
く
達
の
生
活
に
は
、
学
校
や
病
院
、
公
園
な
ど
色
々
な
と
こ
ろ
で
税
金
が

使
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
税
金
は
、物
を
買
う
と
き
に
納
め
る
消
費
税
や
、

働
い
て
得
た
お
金
か
ら
納
め
る
所
得
税
な
ど
、
国
民
が
納
め
た
税
に
よ
り
成
り

立
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
税
金
の
使
い
道
は
、
国
会
や
地
方
の
議
会
で

話
し
合
っ
て
決
め
ら
れ
ま
す
。
税
金
は
、
ぼ
く
達
の
暮
ら
し
を
支
え
る
、
大
切

な
お
金
な
の
で
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
税
金
が
む
だ
に
使
わ
れ
た
り
、
国
民
の
意
見
と
ち
が
う
使
い

方
を
さ
れ
る
と
困
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
み
ん
な
の
役
に
立
つ
使
い
方
を
し
て
ほ

し
い
で
す
。
ぼ
く
は
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
税
金
を
使
っ

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル
の
設
置
料
を
、
税
金
で
少
し
ま
か
な
っ
て
安
く

し
た
り
、
緑
地
化
計
画
な
ど
に
も
税
金
を
使
っ
て
ほ
し
い
で
す
。

　

ま
た
、
そ
の
た
め
に
使
う
税
金
も
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
な
る
方
法
で
集
め

た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
は
、
ご
み
と
し
て
燃
や
す

と
き
、
た
く
さ
ん
の
熱
量
が
出
ま
す
。
す
る
と
、
排
出
す
る
二
酸
化
炭
素
な
ど

の
温
室
効
果
ガ
ス
も
多
く
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
お
店
な
ど
で
、
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
商
品
を
買
っ
た
と
き
に
、
消
費
税
と
い
っ
し
ょ
に
払

う
、「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
税
」と
い
う
税
金
を
つ
く
っ
て
み
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。

そ
う
す
れ
ば
、
二
酸
化
炭
素
が
削
減
で
き
る
し
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
た
め
の

税
金
も
、
集
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
税
金
の
使
い
方
は
、
み
ん
な
の
た
め
に
社
会
を
よ
り
良
く
し
て

い
く
と
い
う
点
で
は
、
正
し
い
使
い
方
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
、
社
会

を
よ
り
良
く
で
き
る
よ
う
な
税
金
の
使
い
方
を
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
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〈私達の主張〉

本年度も第14回目の募集を行います。

児童の皆さんと共に、世代をこえてみんなで税と社会の仕組みについて考えましょう。

四
国
税
理
士
会
今
治
支
部
長
賞

　
未
来
を
幸
せ
に
す
る
税
金

波
止
浜
小
学
校
６
年
（
当
時
）　

花は
な

　
野の

　
友ゆ

　
彩い

　

　

私
た
ち
は
、
年
齢
な
ど
に
関
係
な
く
買
い
物
を
す
る
と
き
に
消
費
税
を
納
め

て
い
ま
す
。
そ
の
他
に
も
所
得
税
や
住
民
税
、
固
定
資
産
税
な
ど
、
私
た
ち
は

さ
ま
ざ
ま
な
税
金
を
納
め
て
い
る
こ
と
を
社
会
の
授
業
で
学
習
し
ま
し
た
。
税

金
は
、
社
会
保
障
や
公
共
事
業
、
教
育
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

今
の
ま
ま
、
税
金
を
使
い
続
け
て
い
る
と
、
未
来
を
幸
せ
に
で
き
な
く
な
っ
て

し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

今
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
、
一
人
一
律
十
万
円
を
給
付

し
た
り
、
ガ
ー
ゼ
マ
ス
ク
を
一
世
帯
二
枚
配
布
し
た
り
、
老
人
ホ
ー
ム
の
人
た

ち
に
も
配
布
し
た
り
し
て
、
税
金
で
集
め
た
国
の
お
金
が
た
く
さ
ん
使
わ
れ
ま

し
た
。
し
か
し
、
ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
い
る
と
、
不
満
の
声
や
、
も
っ
と
別
の
使

い
方
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
声
も
あ
り
ま
し
た
。
私
は
、
税
金
の
使
い

方
を
よ
く
考
え
、
税
金
の
使
い
方
を
見
直
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
少
子
高
齢
化
は
生
ま
れ
て
く
る
子
ど
も
の
数
が
減
り
、
高
齢
者
の
数

が
増
え
て
い
く
こ
と
が
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
将
来
、
働
い
て
税
金
を

納
め
る
世
代
が
減
り
、
高
齢
者
の
健
康
を
守
る
た
め
な
ど
に
使
わ
れ
る
社
会
保

障
の
お
金
が
増
え
て
し
ま
う
そ
う
で
す
。
す
る
と
、
公
共
事
業
や
教
育
な
ど
未

来
の
た
め
に
必
要
と
す
る
お
金
が
減
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
今

の
う
ち
か
ら
、
こ
う
し
た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
対
策
を
考
え
、
私
た
ち
が

で
き
る
こ
と
を
行
う
こ
と
は
と
て
も
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

　

税
金
は
、
今
の
私
た
ち
の
生
活
に
必
要
な
こ
と
に
多
く
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
道
路
や
公
園
な
ど
を
作
っ
た
り
す
る
公
共
事
業
の
よ
う
に
未
来
の
生

活
を
幸
せ
に
す
る
お
金
も
欠
か
せ
な
い
も
の
で
す
。
私
は
、
今
だ
け
で
は
な
く

未
来
も
幸
せ
に
な
っ
て
ほ
し
い
の
で
、
税
金
の
こ
と
を
も
っ
と
く
わ
し
く
知
っ

た
り
調
べ
た
り
、
小
学
生
と
し
て
で
き
る
こ
と
を
し
た
い
で
す
。

今
治
間
税
会
会
長
賞

　
税
金
に
つ
い
て
学
ん
で
考
え
た
こ
と

鳥
生
小
学
校
６
年
（
当
時
）　

浅あ
さ

　
原は
ら

　
徹て
っ

　
平ぺ
い

　

　

昨
年
の
秋
、
ぼ
く
の
家
の
車
を
買
い
換
え
た
。
納
車
は
十
月
に
な
っ
て
ず
い

ぶ
ん
待
っ
た
け
ど
、
支
払
い
は
九
月
中
に
終
わ
ら
せ
て
い
た
。
お
母
さ
ん
に
聞

く
と
、

「
消
費
税
が
十
月
か
ら
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
る
か
ら
よ
。」

と
言
っ
て
い
た
。
こ
の
時
ぼ
く
は
、
初
め
て
消
費
税
を
意
識
し
た
。

　

消
費
税
は
買
い
物
を
し
て
品
物
の
代
金
を
払
う
時
に
い
っ
し
ょ
に
納
め
る
税

金
の
こ
と
で
、
ぼ
く
の
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
や
マ
ン
ガ
に
も
十
パ
ー
セ
ン
ト
か
か
っ

て
い
る
。
食
品
な
ど
く
ら
し
に
必
要
な
物
は
、
み
ん
な
が
買
う
か
ら
景
気
に
あ

ま
り
左
右
さ
れ
ず
に
、
安
定
し
て
集
め
ら
れ
る
。
す
べ
て
の
税
金
は
街
の
施
設

や
設
備
を
整
え
た
り
、み
ん
な
の
く
ら
し
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
使
わ
れ
る
が
、

消
費
税
で
集
め
た
お
金
は
、
国
の
借
金
返
済
や
社
会
保
障
サ
ー
ビ
ス
、
子
育
て

支
援
な
ど
に
あ
て
て
い
る
。

　

日
本
の
社
会
は
、
少
子
高
齢
化
が
進
ん
で
い
て
今
後
働
い
て
税
金
を
納
め
る

人
が
少
な
く
な
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
社
会
の
変
化
に
合
わ
せ
て
、
税
の
し
く

み
を
変
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
う
。

　

そ
こ
で
ぼ
く
も
新
し
い
税
を
考
え
て
み
た
。
そ
れ
は
、『
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
税
』。

今
、
世
界
中
で
マ
イ
ク
ロ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
汚
染
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
製
品
に
税
を
か
け
、
集
め
た
お
金
は
、
環
境
問
題
を
解
決
す
る
た
め

に
使
う
の
だ
。

　

今
回
こ
の
作
文
を
書
く
に
あ
た
っ
て
調
べ
て
お
ど
ろ
い
た
こ
と
は
、
借
金
の

多
さ
で
あ
る
。
借
金
を
返
し
な
が
ら
も
新
し
い
借
金
を
し
て
い
る
悪
じ
ゅ
ん
か

ん
を
変
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
う
。
増
税
ば
か
り
で
は
、
不
景
気
に
な
り

か
ね
ず
、
税
金
の
ム
ダ
の
無
い
正
し
い
使
い
方
を
も
っ
と
考
え
る
べ
き
だ
と
思

う
。
み
ん
な
が
も
っ
と
税
金
に
関
心
を
持
っ
て
、
税
金
の
使
い
道
を
見
守
る
必

要
が
あ
る
と
思
う
。
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今
治
法
人
会
会
長
賞

　
日
本
の
未
来
の
た
め
に

日
高
小
学
校
６
年
（
当
時
）　

山や
ま

　
脇わ
き

　
吉よ
し

　
乃の

　

　

私
は
税
金
と
聞
い
て
思
い
つ
く
こ
と
は
消
費
税
く
ら
い
で
し
た
。
そ
こ
で
税

金
が
ど
こ
で
ど
ん
な
こ
と
に
使
わ
れ
て
い
る
の
か
調
べ
て
み
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
、
農
業
・
林
業
・
水
産
業
の
た
め
に
使
わ
れ
て

い
ま
す
。
次
に
住
民
の
安
全
を
守
る
た
め
、
警
察
や
消
防
に
も
使
わ
れ
て
い
ま

す
。
次
に
教
育
の
た
め
、
教
科
書
の
無
料
配
布
や
学
校
設
備
の
充
実
の
た
め
に

使
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
健
康
な
暮
ら
し
の
た
め
、
お
年
寄
り
や
身
体
の
不

自
由
な
人
へ
の
施
設
整
備
の
た
め
に
使
わ
れ
ま
す
。
最
後
に
快
適
な
暮
ら
し
の

た
め
に
、
ご
み
収
集
や
道
路
、
川
、
上
下
水
道
の
整
備
に
も
使
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
中
で
私
が
一
番
気
に
な
っ
た
の
は
上
下
水
道
の
整
備
に
税
金
が
使
わ
れ

て
い
る
こ
と
で
す
。
今
ま
で
私
は
ト
イ
レ
が
す
ぐ
に
使
え
る
こ
と
、
じ
ゃ
口
を

ひ
ね
れ
ば
水
が
出
て
く
る
の
が
当
た
り
前
だ
、
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

私
は
ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
で
す
。
ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
活
動
の
中
で
「
ウ
ォ
ー
ク

イ
ン
ハ
ー
シ
ュ
ー
ズ
」
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
途
上
国
で
は
、
女
の
子
は
生
活

に
必
要
な
水
を
毎
日
歩
い
て
汲
み
に
い
き
ま
す
。
世
界
で
は
約
八
億
四
千
万
人

も
の
人
々
が
安
全
な
水
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
困
難
に
し
て
い
ま
す
。
彼
女
た
ち
は
、

教
育
や
人
生
の
チ
ャ
ン
ス
な
ど
を
ぎ
せ
い
に
し
て
毎
日
水
汲
み
に
時
間
を
費
や

さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
毎
日
約
八
千
歩
（
約
六
キ
ロ
）
を
歩
く
彼
女
た
ち

の
気
持
ち
を
想
像
し
な
が
ら
、
私
も
八
千
歩
歩
い
て
み
ま
し
た
。
暑
い
中
何
時

間
も
歩
き
と
て
も
し
ん
ど
か
っ
た
で
す
。
日
本
で
は
、
水
道
を
ひ
ね
れ
ば
、
い

つ
で
も
き
れ
い
な
水
が
使
え
る
の
で
、そ
の
こ
と
に
感
謝
し
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。

　

小
学
生
の
私
が
払
え
る
の
は
、
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
消
費
税
だ
け
で
す
が
、
税

金
の
お
か
げ
で
私
た
ち
は
毎
日
幸
せ
に
生
活
で
き
て
い
ま
す
。
大
人
に
な
っ
た

ら
一
生
懸
命
働
い
て
納
税
し
、
将
来
の
子
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
日

本
を
守
り
続
け
て
い
き
た
い
で
す
。

今
治
法
人
会
会
長
賞

　
私
の
身
近
に
あ
る
「
税
金
」
の
使
わ
れ
方

九
和
小
学
校
６
年
（
当
時
）　

髙た
か

　
野の

　
未み

佳か

子こ

　

　

今
ま
で
、
税
に
つ
い
て
あ
ま
り
考
え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
私
は
、
母
に
「
税

金
」
に
つ
い
て
質
問
し
て
み
ま
し
た
。
公
園
や
小
学
校
、
病
院
、
プ
ー
ル
、
バ

ス
ケ
で
使
っ
て
い
る
体
育
館
な
ど
、
私
の
身
の
周
り
に
た
く
さ
ん
「
税
金
」
が

使
わ
れ
て
い
る
と
知
り
、
お
ど
ろ
き
ま
し
た
。

　

私
は
、
図
書
館
に
行
く
の
が
大
好
き
で
、
日
曜
日
は
、
毎
週
図
書
館
に
行
き

ま
す
。
公
民
館
に
も
図
書
室
が
あ
り
ま
す
が
、
今
治
市
に
は
中
央
・
大
西
・
波

方
・
大
三
島
と
四
つ
の
大
き
な
図
書
館
が
あ
り
ま
す
。
図
書
館
間
で
は
、
読
み

た
い
本
を
ネ
ッ
ト
で
予
約
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
希
望
す
る
近
く
の
図
書
館

に
、
本
を
取
り
よ
せ
て
も
ら
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
私
は
、
一
日
で
三
つ
の
図

書
館
を
は
し
ご
す
る
こ
と
も
あ
る
位
で
、図
書
館
に
三
時
間
で
も
四
時
間
で
も
、

い
ら
れ
る
く
ら
い
大
好
き
で
す
。

　

そ
の
図
書
館
の
本
が
「
税
金
」
だ
っ
た
な
ん
て
。
本
当
に
お
ど
ろ
き
ま
し
た
。

私
は
一
ヶ
月
に
十
冊
〜
二
十
冊
の
本
を
読
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
を
自
分
で
全
部

買
う
と
し
た
ら
、
ぼ
う
大
な
お
金
が
か
か
り
ま
す
。
一
冊
千
円
だ
と
し
て
一
ヶ

月
二
十
冊
読
む
と
し
た
ら
二
万
円
。
一
年
間
で
二
十
四
万
円
分
の
図
書
を
自
分

で
こ
う
入
す
る
こ
と
は
絶
対
に
無
理
で
す
。
し
か
し
、
図
書
館
の
利
用
は
無
料

で
す
。
税
金
の
お
か
げ
で
、
読
み
た
い
本
が
た
く
さ
ん
読
め
て
私
は
本
当
に
幸

せ
で
す
。

　

今
ま
で
も
図
書
館
で
は
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
が
あ
り
ま
し
た
が
、
今
は
コ
ロ
ナ

の
影
響
で
中
止
に
な
っ
て
い
ま
す
。
小
さ
い
子
ど
も
か
ら
お
年
よ
り
の
人
ま
で
、

広
い
世
代
で
楽
し
め
る
イ
ベ
ン
ト
を
今
後
開
催
し
た
り
、
読
み
た
い
と
思
え
る

楽
し
い
本
や
勉
強
で
役
に
立
つ
本
、
写
真
集
や
新
し
い
こ
と
を
始
め
よ
う
と
し

た
と
き
に
参
考
に
な
る
本
な
ど
を
た
く
さ
ん
買
っ
た
り
し
て
、
み
ん
な
の
笑
顔

が
あ
ふ
れ
る
夢
の
図
書
館
に
な
る
よ
う
に
、税
金
を
使
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
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●蛸釣陶器の由来

　明治25（1892）年２月３日付の海南新聞に「章
た

魚
こ

釣陶器の由来記」が掲載されています。この波
は

方
がた

村宮崎沖海底

から揚がった蛸釣（鱆
たこ

釣
つり

）陶器は、かつて波止浜村の珍品として衆目を集め、愛媛考古学界の先達・犬塚又
また

兵
べい

（甘
かん

古
こ

）も八木亀三郎への書簡で興味を示すほどでした。しかし、この記事掲載から間もなく波止浜商人が潜水夫を雇っ

て取り尽くされたようです。

　由来記を要約すると、江戸後期の文政10（1827）

年５月、来島村の漁師が宮崎沖で陶器を抱えたタ

コを釣り揚げたことがありました。不思議に思っ

て古老に訊けば、茶人の織田有
う

楽
らく

斎
さい

が豊臣秀吉の

命を受け、珍しい茶器を九州の陶
とう

窯
よう

から船で取り

寄せようとしたようです。途中、その船は荒天で

宮崎の小湾へ避難し、有楽斎家臣の上田藤右衛門

は陸の民家で天候の回復を待つことになります。

そうしたところ、秀吉の死を伝え聞いた船頭が積

荷を盗み、船を沈めて失踪してしまいました。責

任を感じた藤右衛門は慶長３（1598）年10月切腹

して果て、これを哀れんだ村人がその霊を唐津明

神（唐津崎神社）として祀
まつ

ったとされます。

　この一件以来、その海域は唐
から

津
つ

磯
いそ

と呼ばれ、タ

コに細縄を括りつけて海底に放ち、その習性を活

かして陶器を釣り上げる珍しい漁が行われたそう

です。現在も、宮崎地区の波方国家石油ガス備蓄

基地内に唐津崎という地名が残され、唐津明神は

同地区の御崎神社境内に合
ごう

祀
し

されています。

●古記録が伝える海難事例

　後になって、この蛸釣陶器を専門家が鑑定した

ところ、17世紀後半から19世紀にかけて生産され

た肥
ひ

前
ぜん

（現、佐賀県）の陶磁器と分かりました。

　今治の埋もれた、魅力ある歴史文化を紹介するコーナーです。第29回は、タコ（蛸）

で陶器を釣り揚げる〝蛸釣陶器〟の伝承を紹介し、江戸時代の来島海峡の海上交通史を

歴史散歩したいと思います。

大　成　経　凡

第29回　江戸期の海難と蛸
たこ

釣
つり

陶器

唐津磯付近にある波方ターミナル（中央）と波方国家石油ガス
備蓄基地（右下）　　　　　　　　〈波方ターミナル㈱提供〉

蛸釣陶器の絵葉書（犬塚甘古讃／八木商店本店資料館所蔵）
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有楽斎が取り寄せようとした逸品ではないようです。江戸後期になると、今治地方では桜井商人の椀
わん

舟
ぶね

行商が盛ん

に行われ、彼らは紀州黒
くろ

江
え

の漆器だけでなく、肥前伊万里の陶器も頻繁に積載し、瀬戸内海を盛んに帆走しました。

そうした商船の一つが唐津磯で座礁し、積荷とともに沈んだのでしょうか。

　今日でも座礁などの海難事故が起きた際、船主は海難報告書を作成し、公的機関の認証を受ける必要があります。

これは室町末期成立の船法「廻船式目」の慣習に通じるようで、これは江戸期の瀬戸内海沿岸でも同様でした。船

が難破して積荷に損害が生じたり、救難を受けたりした際は、必ず現地の浦村や港町で証明書「浦
うら

証
しょう

文
もん

」の交付

を願い、事故処理（浦
うら

仕
じ

舞
まい

）を済ませないと船は出航できなかったのです。

　藩政時代の今治地方の記録では、今治藩大浜村庄屋の「柳原家文書」と松山藩港町波
は

止
し

町
まち

の「町
まち

方
かた

覚
おぼえ

日
にっ

記
き

」に

約40件の海難事故を確認できます。多いのは潮汐・潮流・強風が原因の座礁事故で、遭難時は近隣から救難船が加

勢し、積荷の載せ替えや人命救助を行いました。西
にし

水
すい

道
どう

の海
あ

士
ま

瀬
せ

磯・広瀬、小浦の弁才島磯、来島瀬戸の間磯、波

方村沖の磯での座礁が多かったようです。船体が傷つけば近隣のタデ場で修繕を行い、濡
ぬ

れた積荷は現地で廉
れん

販
ばい

さ

れたものもあります。残念ながら、それらの記録に唐津磯での沈没事故は確認できませんでした。

●渦に巻き込まれた遭難事故

　一方、船頭や水主が海に転落して行方不明の場合は、近隣住民に依頼して捜索も行われました。事故処理を終え

ると、船主や荷主は必要に応じて金銭や積荷をお礼の対価として関係者に提供しています。

　今治藩政史の「今治拾
しゅ

遺
うい

」には、海難の記録があまり見当たりません。最も目を引くのは、宝暦７（1757）年12

月に来島海峡で起きた６名の死者を出す遭難で、このうち２名は今治藩士でした。当時、船には勘定目付・松村治

左衛門を含む13名が乗船し、大島 幸
さいわい

新
しん

田
でん

村（吉海地域）の普
ふ

請
しん

視察を終えて帰帆途上にありました。中
なか

渡
と

島
しま

・武
む

志
し

島
しま

間で渦に巻き込まれて難破し、目撃者

が救助に急行しています。８人を引揚げる

も５人は行方不明で、救出された治左衛門

もやがて息を引き取りました。

　中
なか

水
すい

道
どう

の中渡島付近は、来島海峡で最も

潮流が速い場所で知られ、最速10.0ノット

（時速約18.5km）を記録することがありま

す。直径10ｍ以上に達する渦は〝八
はち

幡
まん

渦
ごう

〟

とも呼ばれ、かつて大浜八幡神社の神輿が

海上渡
と

御
ぎょ

の際に巻き込まれた海難に由来す

るそうです。

潜水夫が引き揚げた陶器（原晃一氏所蔵）

急潮流の中水道・中渡島灯台下（熊木勉氏撮影）

瓢箪型胴締水指 染付大平鉢手付水指
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〈愛媛県からのお知らせ〉

令和３年度の自動車税種別割の納期限は、

令和３年５月31日（月）です！

　自動車税種別割のＱ＆Ａ

Ｑ１　�他人に譲った自動車の自動車税種別割納
税通知書（以下「納税通知書」）が届い
たのですが？

　Ａ　�自動車税種別割は、４月１日現在の所有者が
その年度分を全額納めることになります。３
月31日までに名義変更されていないと翌年度
も課税されますので、運輸支局で移転登録を
してください。

Ｑ２　�車検が切れている自動車にも税金はかか
るのですか？

　Ａ　�運輸支局で抹消登録の手続きをしないと、い
つまでも自動車税種別割がかかります。抹消
登録をすると、翌月以降の税金が月割りで還
付されます。

Ｑ４　�どのような支払方法がありますか？

　Ａ　�以下の支払方法が選択できます。

①クレジットカードによる納付
（１台につき330円（税込）の手数料が発生します。）

②スマートフォン決済アプリ「PayB」、
　「PayPay」及び「LINE�Pay」での納付
（通信費は利用者のご負担となります。）

③口座振替による納付
（口座振替による納付手続きをされている方は①，
②での納付は利用できません。）

④�納税通知書裏面に記載のある金融機関、
コンビニエンスストア及び各地方局（支局）
県税窓口での納付

※�納付確認の電子化により、車検時の納税証明書
の提示が省略できることから、①～③の方法で
納付した場合、納税証明書は送付されません。
納付確認に３週間程度かかりますので、納付後
すぐに車検を受ける方は④の方法で納付をお願
いします。
　�詳しい支払方法は県ホームページをご覧ください。
　�https://www.pref.ehime.jp/kurashi/zekin/
noufu/index.html

Ｑ３　�納期限を過ぎたらどうなるのですか？

　Ａ　�納期限を過ぎますと、納める税額のほかに原
則として延滞金がかかります。納付に応じて
いただけない場合は、地方税法に基づき差押
等の厳正な滞納処分を行うこととなりますので、
十分注意してください。

  納期限までに忘れずに
納付してください！

忘れんとってね！
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自動車税種別割の住所変更がより便利に！ ～いつでも・どこでも・かんたんに～

LINEを利用した自動車税種別割住所変更届の手続きが可能となりました。
愛媛県と LINE 株式会社及びワークスモバイルジャパン株式会社は、包括連携協定を
締結し、同協定のもと、令和３年２月から転居に伴う納税通知書の送付先の変更手続
きが LINEで行えるようになりました。

【手続きができる方】

自動車所有者又は使用者（個人の方の普通自動車に限ります。
法人が所有する自動車の住所変更は、運輸支局にて車検証の
変更手続きをお願いします。）

【ご利用の流れ】
※�ご利用にあたっては、お手元に納税通知書（お持ちでない方は

車検証）をご準備ください。

１．�LINE から右のQRコードを読み取って県が開設してい
る公式アカウント「愛媛県」を友達追加！（すでに追加
されている方もQRコードの読み取りをお願いします。）

２．�LINEのリッチメニューから「自動車税種別割住所変更届」　
メニューを押下。

３．�表示される回答フォームに必要事項を入力し、申請内容
を送信。

４．�送信完了後、トーク画面に申請受付のトークが送信され
たことを確認し、終了。

【注意事項】

◦�納税通知書は、原則として車検証の住所に
送付されます。
◦�この届出は、納税通知書の送付先を一時的

に変更するものです。
◦�この届出では、車検証の住所は変更されま

せん。納税通知書に記載されている住所と
現在の住所が異なっている場合は、速やか
に運輸支局で住所変更手続きを行ってくだ
さい。
◦�住所変更届は、愛媛運輸支局に登録されて

いる（愛媛ナンバーの）自動車のみが対象
です。

　�軽自動車については、住所地の市町役場へ
ご連絡ください。

【LINE公式アカウント：愛媛県QRコード】

　詳しい操作方法は県ホームページをご覧ください。また、送付先変更手続きは、上記のほか、地方局（勤務時間
中：平日 8：30～17：15）に連絡していただくか、インターネットで電子申請することも可能です。
LINE による住所変更手続き：https://www.pref.ehime.jp/h10500/line/line1.html
他の送付先変更手続き：https://www.pref.ehime.jp/h10500/jidousha/juusho.html

○自動車税種別割に関すること
東予地方局　課税課　☎０８９７－５６－１３００

○納付及び納税証明書に関すること
今治支局　税務室　　☎０８９８－２３－２５００

○自動車税環境性能割に関すること
中予地方局　課税課　☎０８9－９５７－６６２１

○自動車の登録等に関すること
愛媛運輸支局　　　☎０５０－５５４０－２０７６

【お問い合わせ先】
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〈今治市からのお知らせ〉

今治市の市税賦課徴収状況

　今治市の市税の徴収状況は以下のようになっています。

　　　　年度

税目　　　　

平成29年度 平成30年度 令和元年度

収入済額 収 納 率 収入済額 収 納 率 収入済額 収 納 率

個人市民税 6,981,457 96.23% 6,843,788 97.30% 7,004,301 98.23%

法人市民税 3,036,654 99.46% 2,954,692 99.60% 2,869,336 99.59%

固定資産税 10,826,104 96.76% 10,637,769 97.46% 10,611,291 97.91%

軽自動車税 529,213 94.59% 548,393 95.49% 566,179 96.12%

市たばこ税 1,146,726 100.00% 1,031,861 100.00% 1,026,808 100.00%

入　湯　税 9,391 100.00% 8,370 100.00% 8,094 100.00%

一般市税計 22,429,545 97.05% 22,024,873 97.76% 22,081,368 98.28%

現年課税分 22,247,564 99.14% 21,795,791 99.28% 21,901,352 99.36%

滞納繰越分 181,981 27.06% 229,082 39.78% 180,017 42.35%

（単位：千円）

（固定資産税には国有資産等所在地交付金を含む）

　令和元年度の税収について、個人市民税を除き減少傾向でした。主な税の調定額の推移は以下のとおりです。な

お、収納率は毎年向上しており令和元年度の収納率は過去最高となりました。

　個人市民税調定額 （単位：人・千円）

　　　　　区分

年度　　　　　

均等割のみを納めるもの 均等割と所得割を納めるもの

納税義務者数 均 等 割 額 納税義務者数 均 等 割 額 所 得 割 額

平成29年度 8,867 31,036 62,954 220,338 6,491,023

平成30年度 9,041 31,645 62,724 219,533 6,447,798

令和元年度 8,994 31,480 62,867 220,034 6,662,744

令和２年度 8,994 31,480 62,868 220,038 6,559,075

課税状況調（各年７月１日現在）による

　法人市民税調定額 （単位：千円）

年　　　度 申告件数（件） 法 人 税 割 均　等　割 計

平成29年度 6,185 2,515,434 523,162 3,038,596

平成30年度 6,145 2,434,371 521,162 2,955,533

令和２年度 6,171 2,354,432 516,078 2,870,510
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　より詳しい内容は今治市ホームページに「市税概要」を掲載しておりますので、そちらをご覧ください。今治市

役所市民税課のホームページの新着情報２月１日に掲載しています。

　市税に関するお問い合わせ先は下記のとおりです。

　　市税のお支払いに関すること　　　　　　　　　　　　　　納税課　　0898−36−1512

　　固定資産税の課税に関すること　　　　　　　　　　　　　資産税課　0898−36−1511

　　住民税・軽自動車税その他市税の課税に関すること　　　　市民税課　0898−36−1510

　固定資産税調定額 （単位：円）

年　　　度 土　　　地 家　　　屋 償 却 資 産 計

平成29年度 3,177,712,500 4,110,246,900 1,978,049,800 9,266,009,200

平成30年度 3,133,901,500 4,076,036,900 1,957,998,700 9,167,937,100

令和�元年度 3,114,282,800 4,172,287,800 2,014,926,600 9,301,497,200

令和２年度 3,092,910,400 4,260,098,800 1,952,872,800 9,035,882,000

（上記には国有資産等所在地交付金は含まない。令和２年度分は10月末現在）

（各年度４月１日現在）

　　　　　　　区分

年度　　　　　　　

平成30年度 令和元年度 令和２年度

課税台数 調 定 額 課税台数 調 定 額 課税台数 調 定 額

原動機付自転車 18,168 37,758 17,519 36,488 16,856 35,202

軽　 自　 動　 車 66,203 505,622 66,276 520,664 66,263 535,492

小　 型　 特　 殊 812 3,737 836 3,819 853 3,853

二輪の小型自動車 1,634 9,804 1,630 9,780 1,681 10,086

合　　計 86,817 556,922 86,261 570,751 85,653 584,634

（単位：台・千円）　軽自動車税課税状況

　市たばこ税調定額

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

売 渡 本 数　（本） 216,776,252 203,440,521 192,031,724 181,745,971

調　定　額（千円） 1,104,797 1,046,726 1,031,861 1,026,808

　入湯税調定額

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

人　　　数　（人） 61,861 62,605 55,801 53,959

調　定　額（千円） 9,279 9,391 8,370 8,094



I'm Into IMABARI.
私、今治に夢中です。

意味は、「I m  Into  IMABARI」( 今治にハマってます )。
市民が一丸となって今治を盛り上げるシンボルです。

アイアイいまばり。
今治の新しいアイ言葉です。




