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〈今治法人会のご案内〉

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

今治法人会の事業

［法人会の会員］

法人会は税のオピニオンリーダーとして
企業の発展を支援し
地域の振興に寄与し

国と社会の繁栄に貢献する
経営者の団体である

〈法人会の理念〉

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10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

の事務所・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、75万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４年３月末の会員数は1551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

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
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〈研修会〉

〈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３年度は
　９月７日～ 10月29日（毎週火・金）
　18：30 ～ 20：30　15回の研修でした。

※別途テキスト代が必要です

〈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）

〈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４．６．１（水）

　 ８．３（水）

　 11．２（水）

令和５．１．26（木）

無料

無料 無料

令和４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/）

税について理解を深め　仕事に生かしましょう！
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＊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）

〈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。

〈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）

〈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〉

〈年末調整説明会〉　　　　　　　   　11月
税務署が行っていた「年末調整説明会」は、今
治法人会で開催しております。
法人会では、年末調整事務等の疑問・質問の解
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）

写真は令和２年度
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』
※令和３年度は新型コロナウイルス感染症
　拡大防止のため中止

無料

無料
無料
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〈研修会・税に関する広報活動〉

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。

【税に関する広報活動】

新成人（今治市内1800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。

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４年２月16日（水）から３月15日（火）でした。
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。

〈「会社役員のための確定申告」資料配布〉　１月

成　人　式 確定申告の広報活動

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。

無料
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今治税務署内「今治法人会コーナー」ご紹介今治税務署内「今治法人会コーナー」ご紹介
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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。

　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。

令和３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拡大防止のため中止となりました。

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　コロナウイルス感染症拡大防止のため中止）　

これまでの「税を考える週間講演会」実績

写真は令和元年度の様子

税を考える週間講演会
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〈社会貢献活動〉

　公益社団法人今治法人会では、令和３年11月、今治市・越智郡上島町の全小学校30校に対し、１校あ

たり５万円の図書カードを贈呈しました。今治法人会の主要な公益事業である「租税教室」や「小学生

の税に関する作文」事業でご協力いただいている今治税務署管内の全小学校に対し、教育振興・地域社

会貢献を目的に贈呈したものです。新型コロナウイルス感染症の影響で、昨年に引き続き、税を考える

週間講演会を実施しなかったため、その代替としての社会貢献事業です。

　贈呈式は、11月10日に今治市役所、11月25日に上島町役場にて行われ、今治市役所では菅会長から徳

永市長に26校分の図書カード、上島町役場では菅会長から上村町長に４校分の図書カードを贈呈しまし

た。

　この贈呈に対し、徳永今治市長、上村上島町長から、こどもたちの今後の成長につながるよう有効に

活用させていただくとのお礼がありました。

図書カードを贈呈しました
今治市・越智郡上島町の小学校へ

BOOK
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〈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３年度〉中学校７校
今治市立菊間中学校（７月14日） 今治市立玉川中学校（10月７日） 今治市立西中学校（10月12日）

今治市立日吉中学校（10月14日） 今治市立桜井中学校（10月22日） 今治市立朝倉中学校（11月18日） 

今治市立南中学校（12月３日）
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〈租税教室〉

〈令和３年度〉小学校11校
今治市立吹揚小学校（６月22日） 今治市立乃万小学校（７月５日） 今治市立日高小学校（７月８日）

今治市立清水小学校（７月15日） 今治市立立花小学校（７月16日） 今治市立国分小学校（10月６日）

今治市立富田小学校（10月15日） 今治市立波止浜小学校（10月21日） 今治市立近見小学校（11月５日）

今治市立常盤小学校（11月８日） 今治市立鳥生小学校（11月９日）

※３学期の開催予定校（今治市立桜井小学校・今治市立宮窪小学校）は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

中止となりました。
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〈私達の主張〉

今
治
税
務
署
長
賞

愛
媛
県
東
予
地
方
局
長
賞

第14回小学生の税に関する作文　特選各賞受賞作品

笑
顔
を
守
る
税

	

近
見
小
学
校
６
年
（
当
時
）　

森も
り

　
　
　
小こ

　
春は
る

税
金
の
使
い
方

	

吉
海
小
学
校
６
年
（
当
時
）　

藤ふ
じ

　
岡お
か

　
宗そ
う

　
士し

　
税
は
、
こ
の
世
界
を
め
ぐ
る
よ
う
に
し
み
渡
り
、
今
日
も
私
た
ち
の
笑
顔
を

守
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　
私
の
祖
父
は
、
病
気
の
後
遺
症
の
た
め
、
体
を
自
由
に
動
か
す
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
家
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
時
間
を
ベ
ッ
ド
の
上
で
過
ご
し
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
祖
父
の
ベ
ッ
ド
は
、
私
の
も
の
と
は
ち
が
っ
て
い
ま
す
。
手
元
の
ボ
タ

ン
を
押
す
と
高
さ
が
変
わ
っ
た
り
、
背
も
た
れ
が
動
い
た
り
し
ま
す
。
き
っ
と

高
価
な
も
の
だ
ろ
う
と
思
い
、
祖
母
に
聞
い
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
、
こ
う
し

た
福
し
用
具
を
レ
ン
タ
ル
す
る
会
社
が
あ
る
こ
と
や
、
利
用
料
金
の
一
割
を
祖

父
母
が
負
担
し
て
い
る
こ
と
、
残
り
の
九
割
は
税
金
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
こ

と
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
学
校
や
道
路
だ
け
で
な
く
、
家
庭
に
あ
る
こ
う
し

た
用
具
に
も
税
金
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
私
は
初
め
て
知
り
ま
し
た
。
も

し
、
自
分
た
ち
だ
け
で
費
用
を
負
担
す
る
な
ら
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
は
裕
福
な
人

し
か
利
用
で
き
な
い
な
、
と
不
安
に
も
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
こ
う
し
た
用
具
以
外
に
も
、
祖
父
は
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
や
訪
問
リ
ハ
ビ

リ
を
利
用
し
て
い
ま
す
。

「
こ
ん
な
も
の
も
あ
る
よ
。」

と
言
っ
て
、
祖
母
は
一
冊
の
ノ
ー
ト
を
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
祖
父
の
様
子
が

丁
ね
い
に
書
き
込
ま
れ
た
そ
れ
は
、
祖
母
と
職
員
さ
ん
の
連
ら
く
帳
で
し
た
。

祖
父
の
一
日
一
日
が
大
切
に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
小
さ
い
こ
ろ
は
、
ま
る
で
遊
具
の
よ
う
で
お
も
し
ろ
く
見
え
て
い
た
祖
父
の

身
の
回
り
に
あ
る
用
具
や
生
活
の
仕
方
が
、
税
の
こ
と
を
知
っ
た
今
で
は
、
多

く
の
人
た
ち
の
思
い
や
り
か
ら
で
き
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
大
好
き
な
祖

父
母
の
笑
顔
が
ず
っ
と
続
く
よ
う
に
、
私
も
笑
顔
を
支
え
ら
れ
る
人
に
な
り
た

い
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
勉
強
や
運
動
だ
け
で
な
く
、
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
の
練
習

や
、
下
級
生
の
お
世
話
も
全
力
で
頑
張
り
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
が
、
私
た
ち

に
出
さ
れ
た
宿
題
な
の
だ
と
気
づ
い
た
か
ら
で
す
。

　
私
は
将
来
、
法
律
に
関
わ
る
仕
事
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
社

会
の
ど
ん
な
立
場
の
人
も
、
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
役
立
ち

た
い
で
す
。
し
っ
か
り
税
を
納
め
、
次
に
必
要
と
す
る
人
の
も
と
へ
、
笑
顔
の

恩
送
り
を
で
き
る
よ
う
に
。

　
ぼ
く
は
、
今
ま
で
税
金
の
事
を
気
に
も
と
め
て
い
な
か
っ
た
。
で
も
、
今
回
、

税
金
に
つ
い
て
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
読
ん
だ
り
、
家
の
人
の
話
を
聞
い
た
り
し

て
、
ど
ん
な
税
金
が
あ
る
か
や
、
税
金
が
何
に
使
わ
れ
て
い
る
か
な
ど
が
わ
か
っ

た
。
税
金
は
、
ぼ
く
た
ち
の
生
活
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ
と
感
じ
た
。

　
税
金
は
、
学
校
や
体
育
館
、
消
防
署
、
公
園
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
場
所
を
支

え
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
便
利
だ
と
思
っ
た
。
だ
け
ど
、
そ
の
税
金
の
使
い

方
で
考
え
て
ほ
し
い
こ
と
が
あ
る
。

　
ぼ
く
は
、
島
に
住
ん
で
い
る
。
何
年
か
前
は
、
フ
ェ
リ
ー
や
高
速
て
い
が
あ
っ

た
が
、
今
は
島
外
に
行
く
に
は
、
橋
を
通
る
し
か
な
い
。
島
の
人
た
ち
に
と
っ

て
、
橋
は
、
生
活
に
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
生
活
道
な
の
だ
。
そ
れ
な
の

に
、
橋
の
通
行
料
が
高
す
ぎ
る
と
思
う
。
生
活
道
を
通
る
ぼ
く
た
ち
と
、
旅
行

な
ど
で
た
ま
に
し
か
通
ら
な
い
人
た
ち
の
通
行
料
が
同
じ
な
の
は
、
お
か
し
い

と
思
う
。
そ
こ
で
、
ぼ
く
は
、
大
切
な
税
金
を
、
ぜ
ひ
、
橋
代
の
補
助
に
使
っ

て
ほ
し
い
の
だ
。「
島
民
は
無
料
」
に
な
る
の
が
一
番
い
い
が
、
そ
こ
ま
で
す

る
の
は
難
し
い
と
思
う
。
だ
か
ら
、
島
の
人
た
ち
は
、
他
の
人
た
ち
に
比
べ
て

橋
の
通
行
料
を
安
く
す
る
の
が
い
い
と
思
う
。
だ
っ
て
、
い
つ
も
通
っ
て
い
る

道
に
毎
回
高
い
お
金
を
は
ら
う
の
は
、
か
な
り
の
負
担
に
な
る
。
仕
事
で
毎
日

通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
、
病
院
へ
行
く
た
め
に
通
る
人
、
橋
を
通
ら
な
け

れ
ば
行
け
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
考
え
て
も
ら
い
た
い
。
そ
れ
に
、
こ

う
い
う
気
持
ち
は
、
ぼ
く
だ
け
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。
も
し
少
し
で

も
安
く
な
れ
ば
、
橋
を
使
い
や
す
く
な
っ
て
い
っ
て
、
島
民
み
ん
な
が
助
か
る

と
思
う
。
ま
た
、
島
に
住
み
た
い
と
思
う
人
が
増
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
島
に

仕
事
で
来
て
い
る
人
も
同
様
に
安
く
す
る
べ
き
だ
と
思
う
。
島
の
活
性
化
に
つ

な
が
れ
ば
い
い
と
思
う
。

　
税
金
は
、
み
ん
な
が
よ
り
住
み
や
す
い
町
に
な
る
た
め
に
使
わ
れ
る
べ
き
だ
。
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今
治
市
長
賞

租
税
教
育
推
進
協
議
会
会
長
賞

僕
と
税
金

	

日
高
小
学
校
６
年
（
当
時
）　

青あ
お

　
野の

　
央お
う

　
甫す
け

支
え
合
う
税
金

	

吉
海
小
学
校
６
年
（
当
時
）　

山や
ま

　
口ぐ
ち

　
美み

　
桜お

　
僕
の
父
は
大
工
で
す
。
新
し
い
家
を
建
て
た
り
、
古
く
な
っ
た
家
を
直
し
た

り
、
忙
し
く
働
い
て
、
家
を
さ
さ
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。
家
を
建
て
る
と
き
は

お
客
さ
ん
は
た
く
さ
ん
の
お
金
を
払
っ
て
く
れ
て
、
お
金
で
僕
た
ち
家
族
は
生

活
で
き
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
父
は
お
客
さ
ん
の
希
望
を
し
っ
か
り
聞
い
て
、

お
客
さ
ん
の
希
望
に
一
生
懸
命
こ
た
え
る
よ
う
に
責
任
を
持
っ
て
大
工
の
仕
事

を
し
て
い
ま
す
。
大
変
そ
う
で
す
が
、
す
ご
く
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
だ
と
思

い
ま
す
。

　
僕
は
授
業
で
税
金
の
勉
強
を
し
て
、
大
工
の
仕
事
に
関
係
の
あ
る
税
金
が
あ

る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
固
定
資
産
税
と
い
う
、家
や
土
地
な
ど
の
資
産
を
持
っ

て
い
る
人
が
納
め
る
税
金
で
す
。
家
や
土
地
な
ど
に
税
金
が
か
か
る
こ
と
を
初

め
て
知
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
固
定
資
産
税
は
今
治
市
に
払
っ
て
い
る
地

方
税
で
、
し
か
も
今
治
市
の
市
税
の
歳
入
の
四
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
な
る
く

ら
い
、
す
ご
く
た
く
さ
ん
の
人
が
払
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。

　
家
を
た
く
さ
ん
建
て
る
と
、
そ
れ
だ
け
固
定
資
産
税
が
市
に
入
っ
て
そ
の
税

金
が
市
民
の
健
康
や
生
活
を
守
っ
た
り
、
街
の
施
設
や
設
備
を
整
え
た
り
す
る

こ
と
に
使
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
僕
た
ち
が
学
校
で
使
っ
て
い
る
机
、

椅
子
、
黒
板
や
ボ
ー
ル
な
ど
を
そ
ろ
え
た
り
、
給
食
費
の
補
助
や
病
気
や
け
が

で
病
院
に
行
っ
た
と
き
の
補
助
に
使
わ
れ
た
り
し
て
、
僕
た
ち
も
た
い
へ
ん
助

か
っ
て
い
ま
す
。

　
僕
は
将
来
、
父
の
あ
と
を
つ
い
で
大
工
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
お
客

さ
ん
が
す
ご
く
気
に
入
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
家
を
た
く
さ
ん
建
て
て
、
固
定
資

産
税
だ
け
で
な
く
、
た
く
さ
ん
働
い
て
所
得
税
、
物
を
買
っ
て
消
費
税
な
ど
の

他
の
税
金
も
た
く
さ
ん
払
い
た
い
で
す
。

　
税
金
の
勉
強
を
し
て
み
て
、
税
金
を
払
う
こ
と
は
、
結
局
自
分
や
家
族
、
そ

し
て
社
会
を
助
け
る
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。

　
遠
足
の
二
日
前
、
私
は
ス
ー
パ
ー
に
三
百
円
分
の
お
や
つ
を
買
い
に
行
っ
た
。

金
額
を
計
算
し
、
意
気
込
ん
で
レ
ジ
に
行
く
と
、
消
費
税
の
分
を
計
算
し
忘
れ

て
、
は
ず
か
し
い
思
い
を
し
た
事
が
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
税
金
は
な
ぜ
は
ら
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
？
私
は
疑

問
に
思
い
、
調
べ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

　
調
べ
て
い
く
と
、「
再
分
配
」
と
い
う
言
葉
に
出
会
っ
た
。「
再
分
配
」
は
、

利
益
の
多
い
人
か
ら
多
く
税
金
を
と
り
、
利
益
の
少
な
い
人
の
生
活
の
た
め
に

活
用
す
る
と
い
う
制
度
の
こ
と
。
ま
た
、
税
金
に
は
様
々
な
種
類
が
あ
り
、
私

た
ち
は
国
に
、
地
方
に
、
多
く
の
税
金
を
納
め
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。

　
私
は
、
様
々
な
税
を
納
め
て
い
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
が
、「
再
分
配
」
の

制
度
は
初
め
て
知
っ
た
。
今
ま
で
、
物
を
買
っ
た
り
、
外
食
を
し
た
り
す
る
度

に
、「
い
や
だ
な
ぁ
」
と
思
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
税
金
。
け
れ
ど
、
私

た
ち
が
は
ら
う
税
金
が
、
誰
か
の
た
め
に
な
っ
て
い
る
と
改
め
て
知
る
と
、
心

が
温
か
く
な
っ
た
。

　
生
活
を
す
る
た
め
に
、
税
金
は
か
か
せ
な
い
。
私
が
学
校
で
勉
強
で
き
る
の

も
、
図
書
館
で
本
が
読
め
る
の
も
、
税
金
の
お
か
げ
だ
。
た
く
さ
ん
の
人
が
納

め
て
く
れ
た
税
金
が
、
め
ぐ
り
め
ぐ
っ
て
、
今
の
私
の
毎
日
を
作
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
私
の
喜
び
や
幸
せ
を
作
っ
て
く
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の

だ
。
税
金
は
、
上
手
に
使
え
ば
、
た
く
さ
ん
の
人
の
笑
顔
を
増
や
す
こ
と
が
で

き
る
。

　
最
近
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
、
困
っ
て
い
る
人
た
ち
を
支
え
る
た

め
に
も
、
多
く
の
税
金
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
税
金
は
、
た
く
さ

ん
の
人
々
の
生
活
を
支
え
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
か
ら
重
要
な
の
は
、「
再
分
配
」

を
大
切
に
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
私
た
ち
の
世
代
が
税
金
に
つ
い
て
し
っ
か
り

考
え
る
こ
と
だ
と
強
く
感
じ
た
。

　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14回（令和３年度）は1080作品の応募がありました。
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〈私達の主張〉

四
国
税
理
士
会
今
治
支
部
長
賞

今
治
間
税
会
会
長
賞

心
か
ら
の
あ
り
が
と
う

	

九
和
小
学
校
６
年
（
当
時
）　

秋あ
き

　
山や
ま

　
透と

和お

子こ

　
私
は
小
さ
い
時
か
ら
、
病
院
が
身
近
だ
っ
た
。
今
で
も
二
ヵ
月
に
一
回
く
ら

い
通
院
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
医
療
費
の
こ
と
は
一
応
知
っ
て
い
た
。
七
割
は

保
険
で
ま
か
な
っ
て
く
れ
、
三
割
は
自
己
負
担
だ
っ
た
。
で
も
な
ぜ
か
去
年
か

ら
、
医
療
費
が
無
料
に
な
り
、
病
院
で
お
金
を
支
払
う
こ
と
が
な
く
な
り
窓
口

で
待
つ
こ
と
が
な
く
な
っ
た
。
ラ
ッ
キ
ー
と
思
う
く
ら
い
で
ほ
と
ん
ど
関
心
が

な
か
っ
た
。
夏
休
み
、
税
に
関
す
る
作
文
を
書
く
こ
と
に
し
た
。
そ
の
時
ふ
と

思
い
た
ち
「
医
療
費
」
に
つ
い
て
、
調
べ
て
み
た
。

　
子
供
の
医
療
費
の
仕
組
み
は
小
学
生
か
ら
七
割
が
健
康
保
険
の
補
助
で
、
三

割
が
自
己
負
担
。
令
和
二
年
一
月
か
ら
七
割
は
健
康
保
険
の
補
助
、
三
割
が
今

治
市
の
補
助
に
な
っ
た
。
今
治
市
の
補
助
と
は
、
税
金
の
こ
と
ら
し
い
。
み
ん

な
が
「
支
払
い
が
な
い
か
ら
」
と
気
軽
に
受
診
し
て
い
る
と
結
果
、
市
の
負
担

が
増
え
て
し
ま
い
、
保
険
料
の
引
き
上
げ
や
増
税
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ

う
な
る
と
他
の
家
庭
に
も
負
担
が
増
え
て
し
ま
う
。
大
切
な
保
険
料
や
税
金
を

む
だ
づ
か
い
し
な
い
よ
う
、
加
算
の
つ
か
な
い
平
日
や
昼
間
の
受
診
を
心
が
け

た
り
、
薬
は
値
段
の
安
い
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
選
ぶ
等
、
医
療
費
の
節
減

を
心
が
け
る
こ
と
が
大
切
だ
そ
う
だ
。
私
は
初
め
、
税
っ
て
何
の
た
め
に
あ
る

ん
だ
ろ
う
、
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
税
が
み
ん
な
の
暮
ら
し
を
支
え
て
い

る
、
と
思
う
と
、
税
が
高
い
、
と
思
わ
な
く
な
っ
た
。

　
少
子
高
齢
化
で
医
療
費
や
介
護
費
が
毎
年
増
え
て
い
く
中
、
さ
ら
に
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
よ
り
医
療
費
が
増
え
、
ワ
ク
チ
ン
の
費
用
も
必
要
で

あ
る
。
税
金
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
も
の
は
身
の
周
り
に
沢
山
あ
る
。
よ
り
よ

い
世
の
中
に
な
る
た
め
に
、
税
に
つ
い
て
や
、
税
金
の
使
い
道
を
知
っ
た
り
考

え
た
り
す
る
こ
と
が
と
て
も
大
切
だ
と
思
っ
た
。
今
、
私
が
払
え
る
の
は
消
費

税
だ
け
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
買
い
物
を
し
た
時
、
た
っ
た
十
、八
％
の
税
だ
け

ど
私
の
払
っ
た
税
が
別
の
姿
に
な
っ
て
み
ん
な
の
く
ら
し
を
支
え
て
ね
。
又
、

税
金
あ
り
が
と
う
。
と
、
心
か
ら
思
え
る
よ
う
に
な
り
た
い
。

本年度も第15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。

消
費
税
は
必
要

	

乃
万
小
学
校
６
年
（
当
時
）　

橋は
し

　
田だ

　
祐ゆ
う

　
見み

　「
消
費
税
高
い
な
ぁ
」
二
〇
一
九
年
消
費
税
が
八
％
か
ら
十
％
に
増
税
さ
れ

た
。

　
消
費
税
を
増
税
す
る
Ａ
党
か
、
現
在
の
消
費
税
の
ま
ま
の
Ｂ
党
ど
ち
ら
の
意

見
に
賛
成
す
る
か
先
生
が
聞
き
ま
し
た
。
私
は
、
迷
わ
ず
Ｂ
党
に
賛
成
と
手
を

挙
げ
ま
し
た
。
結
果
は
Ａ
党
二
人
、
Ｂ
党
二
十
四
人
。
ほ
と
ん
ど
が
私
と
同
じ

意
見
で
し
た
。

　
し
か
し
、
今
で
は
私
の
考
え
は
変
わ
り
ま
し
た
。
そ
の
き
っ
か
け
は
、
租
税

教
室
で
の
税
金
が
な
い
世
界
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
を
ま
と
め
た
ビ
デ
オ
で

す
。
私
は
税
金
が
な
く
な
れ
ば
、
食
べ
物
や
洋
服
を
も
っ
と
安
く
手
に
入
れ
る

こ
と
が
で
き
、
幸
せ
に
な
れ
る
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
な
の
に
、
ビ
デ
オ

を
見
る
と
税
金
が
な
く
な
っ
た
世
界
は
と
て
も
ひ
ど
い
も
の
で
し
た
。
火
事
に

な
っ
て
消
火
し
て
も
ら
う
の
に
も
お
金
が
必
要
だ
っ
た
り
、
税
金
が
な
い
と
壊

れ
た
橋
や
道
路
が
そ
の
ま
ま
に
な
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
他
に
も
税
金
が

な
い
と
、
私
た
ち
小
学
生
に
も
大
き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

小
学
校
は
税
金
で
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
教
科
書
も
い
す
も
黒
板
も
全
て
税
金
が

使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
税
金
は
、
私
た
ち
の
生
活
を
守
る
た
め
の
社
会
保
障
や
教
育
の
た
め
に
使
わ

れ
る
重
要
な
資
金
な
の
で
す
。

　
今
問
題
と
な
っ
て
い
る
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
に
歯
止
め
を
か
け
る
と
い

わ
れ
て
い
る
ワ
ク
チ
ン
。
こ
の
ワ
ク
チ
ン
が
無
償
で
受
け
ら
れ
る
の
も
税
金
の

お
か
げ
な
の
で
す
。

　
税
金
の
大
切
さ
が
わ
か
っ
た
と
こ
ろ
で
大
き
な
問
題
も
わ
か
り
ま
し
た
。
そ

れ
は
、
少
子
高
齢
化
に
よ
る
税
金
の
減
収
で
す
。
少
子
高
齢
化
が
進
む
と
税
金

の
収
入
が
減
り
今
の
ま
ま
の
生
活
が
保
障
さ
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

高
齢
者
を
支
え
る
に
は
、
た
く
さ
ん
の
若
い
人
の
力
が
必
要
な
の
で
す
。

　
私
は
こ
れ
か
ら
の
社
会
の
た
め
に
税
の
使
い
道
や
少
子
高
齢
化
を
防
ぐ
た
め

に
自
分
に
で
き
る
こ
と
を
考
え
て
、
実
行
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し

て
関
心
を
持
ち
続
け
て
い
き
ま
す
。
私
が
大
人
に
な
っ
た
時
に
幸
せ
だ
と
感
じ

る
た
め
に
。
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今
治
法
人
会
会
長
賞

税
金
と
社
会
保
障

	

乃
万
小
学
校
６
年
（
当
時
）　

松ま
つ

　
井い

　
あ
か
り

　
私
の
弟
は
、
発
達
障
害
で
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
「
ひ
よ
こ
園
」
に
通
っ

て
い
て
、
療
育
支
援
を
受
け
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
弟
の
よ
う
な
発
達
障
害
の

子
や
ひ
よ
こ
園
の
運
営
に
は
税
金
が
使
わ
れ
て
い
る
と
お
父
さ
ん
か
ら
聞
き
ま

し
た
。
そ
こ
で
、
税
金
に
よ
る
発
達
障
害
の
支
援
と
社
会
保
障
に
つ
い
て
調
べ

ま
し
た
。

　
障
害
児
に
は
、
障
害
児
施
設
措
置
（
給
付
費
等
）
国
庫
負
担
金
と
い
う
も
の

が
あ
り
ま
す
。
市
が
、
児
童
が
こ
の
制
度
に
当
て
は
ま
っ
て
い
る
と
判
断
し
た

場
合
に
、
負
担
金
が
国
か
ら
市
に
送
ら
れ
ま
す
。
こ
の
負
担
金
で
、
ひ
よ
こ
園

な
ど
の
施
設
の
通
園
代
を
保
護
者
の
か
わ
り
に
市
が
払
っ
て
く
れ
ま
す
。
小
学

生
以
上
に
な
る
と
、
特
別
支
援
学
校
に
通
う
子
に
は
、
特
別
支
援
教
育
就
学
励

費
と
い
う
も
の
が
、
教
育
費
と
し
て
使
わ
れ
る
税
金
か
ら
出
て
い
て
、
教
科
書

や
学
用
品
な
ど
の
代
金
を
補
助
し
て
く
れ
る
よ
う
で
す
。

　
障
害
児
施
設
措
置
（
給
付
費
等
）
国
庫
負
担
金
は
使
わ
れ
る
税
金
の
内
の
、

社
会
保
障
関
係
費
か
ら
出
て
い
ま
す
。
社
会
保
障
関
係
費
は
、
生
活
保
護
費
、

社
会
福
祉
費
、
社
会
保
険
費
、
保
健
衛
生
対
策
費
、
失
業
対
策
費
を
合
わ
せ
た

も
の
の
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
失
業
対
策
費
は
失
業
者
を
助
け
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
が
支
出
す
る
経
費
で
す
。
そ
の
他
の
も
の

は
、
私
た
ち
が
安
心
し
て
生
活
し
て
い
く
た
め
に
、
必
要
な
医
療
、
年
金
、
介

護
、
福
祉
な
ど
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
社
会
保
障
は
、
普
通
に
暮
ら
し
て
い
る
人
だ
け
、
逆
に
障
害
者
、
失
業
者
と

い
っ
た
一
部
の
人
だ
け
、
と
い
う
こ
と
も
な
く
、
み
ん
な
の
生
活
を
支
え
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
社
会
保
障
を
実
現
す
る
た
め
に
使
わ
れ
る
の
が
税
金
で
、
そ

の
税
金
を
国
民
み
ん
な
が
払
っ
て
い
ま
す
。
社
会
保
障
を
含
め
て
国
が
私
た
ち

国
民
に
し
て
く
れ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
は
、
国
と
国
民
と
の
つ
な
が
り
を
実
感
で

き
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　令和４年１月22日（土）今治国際ホテルにて予定されていた「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。

１月24日
日高小学校（学校賞：最優秀校）に賞状と
記念品を贈呈
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〈コラム〉

　中国から伝わったとも言われる、この「四文字言葉」を聞いたことのある人は多いでしょう。意
味はまさに読んで字のごとしで、「医」と「食」は根っこが同じなのだから、きちんと食事をしてい
れば病気の治療にも予防にもなる。つまり、毎日の食生活がいかに大切であるかを知らしめる先人
の教えなのです。
　こうした四文字言葉は中国からの伝来が多いので、これもそう思われていたようですが、日本の
研究者の間で否定派と肯定派に分かれ、その後も結論は出ていません。では２つの説はどのように
違うかを説明しましょう。
　否定派の根拠は、中国には古くから「薬食同源」という言葉が定着していることです。これは「食
べ物は薬にもなる」という意味ですが、本場の中国で「薬」が「医」に代わった形跡は無いため、
中国の着想に準じて、間違いなく日本で作られた造語だと主張しています。
　一方の肯定派は、薬と医は肉親のようなもので、双方の専門家でも区別は極めて難しいことを強
調します。さらに中国の古書にも２つを同一視した記述があり、薬でも医でも本質は同じで、言わ
んとすることは同じではないか、と反論しています。
　皆さんは、漢方薬についても、中国からの伝来説と日本での処方説のあるのをご存じでしょうか。
漢方薬が中国から伝わってきたのは間違いありませんが、日本では長い歴史の中で動植物や鉱物も
対象にした生薬（しょうやく）の研究が進みました。それらの量や組み合わせも細かく工夫され、
薬として確立されたものの多くは、「処方」されたと呼ばれています。中国から伝わったものも「処
方」されたと呼ばれることはありますが、それらは江戸時代に使われたものが中心です。日本の漢
方薬は江戸時代以降に急速に研究が進んでいるので、現在使われている漢方薬は中国伝統医学と一
線を画する状況になっています。双方を同一視すべきではない、との意見は強いのです。

中国には「薬食同源」と同格のような伝統料理「薬膳」も
　中国を旅行した際に「体に良い食べ物」として古くから存在する「薬膳」を食した経験がある方
もいるでしょう。そもそも薬膳とは、薬のようなお膳という意味ですから、薬食同源を地で行く飛
び切りの健康食です。「薬膳」とは、簡単に言うと病気を予防するパワーのある食材を集めて作られ
る料理のことで、具体的には、穀類は五穀、肉類は五畜、野菜は五菜、果物は五果が選ばれます。
　中国の健康食は「未病の段階で治す」を前提に、病気に進まないよう、少し体調が悪くても発病
しないよう、細心の配慮がされています。薬膳には店に来てくれた人の体調にマッチした食材が選

古くから伝わる日中両国の健康法
　　　　　　　　「医食同源」のその後

医療ジャーナリスト　大谷　克弥
コラム
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ばれ、「おいしかった、また来るね」と、お客さまが笑顔で引き上げるのを見送るのが基本中の基本
です。
　日本にも近年は薬膳料理の店が増えてきましたが、中国に薬膳料理という言葉はありません。そ
れは膳には料理の意味があるからで、薬膳にとどめるのです。本場の誇り、と言えます。
　ここで、日本の自慢話も少ししましょう。日本の和食は近年、見事な健康食として欧米から注目
されていることはご存じですよね。その和食は2013年に、ユネスコ無形文化遺産に登録されました。
新鮮な食材の活用、栄養のバランスのとれた調理法が高く評価されたのです。中でも人気が高かっ
たのは、主食に一汁三菜という食事法でした。例えば、ご飯に味噌汁、肉か魚の主菜、納豆や豆腐
など大豆製品と野菜の副菜、そして香の物。これぞ医食同源、薬食同源と、アジアの各国からも熱
い視線が注がれました。

医食同源どころか肝心の食事をしなくなった現代の若者たち
　このように日本には昔から医食同源、薬食同源の教えがあり、近年では和食が世界の誇りと称賛
されているのに、それらが生かされない状況になってきました。それは、肝心要の食事がソッポを
向かれ、食べられなくなってきたからです。
　始まりは、若者たちの朝食離れでした。パソコンやゲームで夜更かしをして、朝食を食べる時間
があれば寝る方を選び、職場や学校に出かけます。スマホ時代になり朝食離れはさらに進みました
が、何よりも「食べるのが面倒になった」という感じです。いや、それよりも食べる元気というか、
気力がなくなったとしか思えません。ダイエットをしている訳でもないのに、食べ盛りの若者がど
うして、と不思議になります。
　ある集まりで「朝食を食べているかどうか」を調査すると、食べている人の１位は定年退職者の
男性で、２位は専業主婦だったそうです。食べない人に理由を聞くと、食べるより寝る時間を大事
にしたい、が一番多かったとのことでした。
　結論として、こんな食生活では医にも薬にもなりません。医食同源に無関心な若者たちは、三大
栄養素（タンパク質、炭水化物、脂質）も知らないでしょうね。それにビタミンとミネラルが加わ
ると五大栄養素、さらに食物繊維が入ると六大栄養素。せめてそれだけは覚え、明日の日本を支え
てほしいものです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【筆者紹介】大谷克弥（おおたに・かつや）　医療ジャーナリスト。東北福祉大学講師。日本医学ジャー
ナリスト協会会員。読売新聞社出身、在職中に長期連載『医療ルネサンス』を創設。現在はフリーで、
著作、講演活動などに従事。
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〈今治歴史散歩〉

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31回は、今治市桜

井地区に二つある綱敷天満神社（古
ふるてんじん

天神・新
しんてんじん

天神）を紹介し、その由来を歴史散歩

したいと思います。

●今治地方の道真伝説
　『愛媛県神社誌』によると、菅

すが

原
わら

道
みち

真
ざね

を祭

神とする神社は今治市内で27社を数え、この

うち７社は道真が訪れた伝説に基づき創建さ

れています。

　道真（845 ～ 903年）は平安時代の貴族・

政治家で、30歳代で学者最高位の文
もんじょうはかせ

章博士に

就くなど聡
そうめい

明だったことから、後に〝学問の

神様〟と称されます。地方官として讃岐国の

国司に就いた際は、隣国伊予の視察で今治地

方にも立ち寄ったようです（888年）。玉川町

葛
かずらたに

谷と別
べつみょう

名・片山の天満神社、大西町星
ほしのうら

浦と

延
えん

喜
ぎ

の天満宮は、この時の訪問を由
ゆいしょ

緒に創建

されています。星浦は、視察団が風待ちなど

で碇
てい

泊
はく

したことから碇
いかりがけ

掛天満宮とも称されます。

　その後、道真は京に戻って宇
う だ

多天皇に重
ちょうよう

用され、右大臣にまで昇進しました。

彼の政策は、遣唐使の廃止（894年）がよく知られています。しかし、左大臣・

藤原時
とき

平
ひら

らの陰
いん

謀
ぼう

で失脚し（901年）、京の都から九州の大
だ

宰
ざい

府
ふ

へ左
さ

遷
せん

となり、

そこで亡くなりました（903年）。

　桜井浦に立ち寄ったのは、左遷途中の海上が時
し

化
け

に遭った時とされます。村

人が丁重にもてなそうと船具の綱を敷物にしてお迎えしたことが、後に社名の

由来となります。また、避難中に濡
ぬ

れた衣服を乾かした岩は、衣
きぬ

干
ぼし

岩
いわ

の名で今

に伝わります。左遷中に時化で避難した伝説は、県内では四国中央市や松山市

などに数か所あります。

●今治藩庇
ひ
護
ご
の古
ふる
国
こく
分
ぶ
村天満宮

　道真の死後、天皇家は不幸事が続き、時平の子孫も断絶。皇居にあたる清
せいりょうでん

涼殿

は落雷に遭い、多数の死傷者が出ました。人々はこれを道真の怨
おんりょう

霊と信じ、道

第31回　二つの綱
つな

敷
しき

天満神社

今治歴史散歩

松平定
さだ

芝
しげ

揮
き

毫
ごう

の社号額
　(古天神の社殿内
／定芝は８代藩主)　　

梅が咲き誇る古天神の境内（桜井１丁目／天神ケ原）
※かつて住所表記は古国分でした

大　成　経　凡
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真を天
てん

神
じん

に神格化してこれを鎮
しず

めようと、

京に北野天満宮を建立しました。これにあ

やかるかのように、道真ゆかりの土地には天

満神社が後世になって創建されていきます。

　もともと桜井地区には、古国分村の天
てん

神
じん

ケ
が

原
はら

に天満神社はあり、国分・古国分・桜井・

旦
だん

の４村の氏神でした。江戸時代に今治藩

主となった久松松平氏は道真の子孫にあた

るため、藩主霊
れいびょう

廟にも近い同村天満神社の

庇護に努めます。今治藩政史を記した『今

治拾
しゅう

遺
い

』や『国府叢
そう

書
しょ

』などによると、藩

主が霊廟参りに併せて同村天満神社を参詣

し、式
しき

年
ねん

祭
さい

や社殿修繕の経費を藩費で賄
まかな

っ

たことが分かります。〝綱敷〟の呼称は、江

戸後期以降に見られるようになります。

●古天神と新天神の誕生
　宮出しは宝永７（1710）年からが始まったようですが、正徳３（1713）年の祭礼で神

しんぶつしゅうごう

仏習合を背景とする

奇妙なトラブルが発生します。神主が神前に魚類の鰡
ぼら

を供えたことが、同社を監督する立場の国分寺との間で

争論を引き起こし、享保４（1719）年までの７年間は宮出しが禁止となったのです。

　これに困ったのは、松山藩領に住む桜井村と旦村の氏子らです。引き続き祭礼を行うため、古国分村の天満

神社から分離。志
し

島
しま

ケ
が

原
はら

にあった荒
こう

神社へ、太宰府天満宮から分
ぶんれい

霊を勧
かんじょう

請し、荒神天神として祀るようになり

ました。そもそも桜井地区は、関ヶ原合戦後の領地再編など

で、国分村と古国分村は今治領、桜井・旦・登畑・宮
みやがさき

崎・長沢・

孫
まご

兵
べ

衛
え

作
さく

の村々は松山領となっていました。松山藩主も道真

子孫の久松松平氏で、こちらは３万５千石の今治藩に対して

大藩の15万石を誇りました。

　ところが、明和２（1765）年に藩主の不祥事で領内１万石

を幕府に収公されることになり、これに該当したのが越智郡・

周桑郡の村々でした。越智郡は桜井地区の６村と朝倉地区の

２村がこれに該当し、港湾をもつ桜井村が１万石天領の年貢

米積出港となりました。文化15（1815）年には松山藩に管

理を委
ゆだ

ねる松山藩預
あずかりち

地となりますが、天領の拠点となった桜

井は廻船の往来など経済活動が活発となります。そして、松

山藩の庇護と椀
わん

舟
ぶね

行商人らの寄進によって、境内には立派な

社殿・絵馬堂・石造物・文学碑などが建立されていくのでした。

　こうして、２つある綱敷天満神社は、前者を古天神、後者

を新天神と称するようになり、古天神は郷社、新天神は県社

の社格を有して今日に至ります。両社とも、境内には道真が

愛した梅林を有し、神紋は久松松平家の家紋と同じ星
ほし

梅
うめ

鉢
ばち

紋
もん

であります。

文学碑が多い新天神の境内（桜井６丁目／志島ケ原）
※江戸後期・幕末期の皇族・公卿の歌碑、江戸後期の俳人の句碑な
ど、同地ゆかりの作品を楽しめます

衣干岩と記念碑（桜井河口港そば）

※揮
き

毫
ごう

は太宰府天満宮ゆかりの書家・宮
みや

小
こう

路
じ

康文
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〈税務署からのお知らせ〉
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〈税務署からのお知らせ〉
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〈税務署からのお知らせ〉
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〈愛媛県からのお知らせ〉
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〈今治市からのお知らせ〉

　今治市の市税の徴収状況は以下のようになっています。

　令和２年度の税収について、軽自動車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２年度の収納率は過去最高となりました。

年度

税目

平成30年度 令和元年度 令和２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 6,843,788 97.30% 7,004,300 98.23% 6,948,624 98.73%

法人市民税 2,954,692 99.60% 2,869,335 99.59% 1,584,430 99.24%

固定資産税 10,637,769 97.46% 10,611,293 97.91% 10,487,536 97.96%

軽自動車税 548,393 95.49% 561,539 96.12% 575,684 96.68%

市たばこ税 1,031,861 100.00% 1,026,808 100.00% 979,829 99.997%

入 湯 税 8,370 100.00% 8,094 100.00% 3,748 100.00%

一般市税計 22,024,873 97.76% 22,081,369 98.28% 20,579,851 98.37%

現年課税分 21,795,791 99.28% 21,901,352 99.36% 20,434,719 99.28%

滞納繰越分 229,082 39.78% 180,017 42.35% 145,132 43.15%

（単位：千円）

個人市民税調定額
（単位：人・千円）

法人市民税調定額
（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）

課税状況調（各年７月１日現在）による

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

令和３年度 9,002 31,508 62,434 218,519 6,333,256

年　　　度 申告件数（件） 法人税割 均等割 計

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

令和元年度 6,171 2,354,432 516,078 2,870,510

令和２年度 5,886 1,086,238 499,092 1,585,330

今治市の市税賦課徴収状況
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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）

軽自動車税課税状況
（単位：台・千円）

（上記には国有資産等所在地交付金は含まない。令和３年度分は10月末現在）

（各年度４月１日現在）

年度 土地 家屋 償却資産 計

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 3,114,192,300 4,172,384,000 2,015,095,100 9,301,497,200

令和２年度 3,092,851,500 4,269,735,600 1,976,932,400 9,339,519,500

令和３年度 3,042,131,300 4,003,437,300 1,909,607,000 8,955,175,600

区分

年度

令和元年度 令和２年度 令和３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 17,519 36,488 16,856 35,202 16,379 34,298

軽 自 動 車 66,276 520,664 66,263 535,492 66,284 548,689

小 型 特 殊 836 3,819 853 3,853 958 4,165

二輪の小型自動車 1,630 9,780 1,681 10,086 1,788 10,728

合　　計 86,261 570,751 85,653 584,634 85,409 597,879

市たばこ税調定額

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

売 渡 本 数　　（本） 203,440,521 192,031,724 181,745,971 166,811,543

調　定　額　（千円） 1,046,726 1,031,861 1,026,808 979,858

入湯税調定額

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

人　　　数　　（人） 62,605 55,801 53,959 24,990

調　定　額　（千円） 9,391 8,370 8,094 3,748

お
さ
め
ら
れ
た
税
金
は

今
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市
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よ
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