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新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が

減少している中小事業者等に対して所有する建物

や設備に係る固定資産税等の減免が行われます。

令和 2年 2月から 10月までの任意の連続する 3ヶ

月間の事業収入の対前年同期比減少率が 50％以上

減少した場合は全額、30％以上 50％未満の場合は

1/2 の減免となります。認定経営革新等支援機関等

に確認・認定を受けてから申告期限である令和3年

1 月末までに申告をします。申告書様式は、対象設

備の所在する各地方自治体が定める申告書様式を

使用することになりますので、市区町村のホーム

ページで確認する必要があります。 

令和 2年 10 月号 VOL 121 

【未婚のひとり親控除の見直しについて】 

死別や離婚により夫のいない女性を「寡婦（かふ）」、妻のいない男

性を「寡夫（かふ）」といいます。２０２０年度の税制改正により未

婚のひとり親に対する寡婦（寡夫）控除の見直しが行われました。

従来は離婚や死別であれば寡婦（寡夫） 

控除が適用されていましたが、未婚の場 

合は婚姻暦の有無によって控除が異なっ 

ていました。また男性のひとり親と女性 

のひとり親とでは控除額に差がありまし 

た。これらを公平にすべく見直しが行わ 

れ、２０２０年分の年末調整から全てのひとり親に適用されます。

具体的には婚姻暦や性別にかかわらず、生計を同じとする「総所得

金額が 48 万円以下」の子を持つ「所得金額が 500 万円以下」のひ

とり親について「ひとり親控除（35 万円）」が適用されます。 

子以外の扶養親族を持つひとり親控除に該当しない寡婦について

は、従前の控除額 27 万円が適用されますが「500万円以下の所得制

限」が設けられました。ただし住民票に事実婚の記載がある場合に

は控除は受けられません。総括すると、男女を問わず「所得金額が

500 万円以下」の未婚のひとり親は、新たに 35 万円の控除が適用さ

れます。また従来は 27万円だった寡夫控除は 35万円となります。

しかし、寡婦控除については所得制限が加わったため所得金額が

500 万円を超えると 27万円の寡婦控除の適用がなくなります。 



運勢の変化の影響を受

けて動揺しやすいもの

の、現状維持に努めれ

ば月の後半から吉運が

アップするでしょう。

運気が徐々に回復に向

かうためチャンスとみ

たら一気に取り掛かり

ましょう。何事も粘り

強く進めばさらに吉！

多忙な１カ月となりそ

うです。悩みや迷いが

あれば目上の知人や友

達に相談すると良い解

決策が見つかります。

レジャー運が良好で趣

味の時間が増えそうで

す。生活のリズムを乱

さぬようメリハリをつ

けて楽しみましょう。

今月の商売のヒント：【シンプルなごちそう】 

優れた経営者の中には、ひそかに茶道の心得のある人が少なくないと聞きます。400 年以上も続く究極のおも

てなしの心として世界にも知られている茶道。その本質は、亭主（主催する人）が一期一会の精神で正客を 

おもてなしすることです。茶道の世界観に経営者としての道を求めるのは、ごく 

自然なことかもしれません。茶道の創始者ともいえる千利休が説いた茶道の在り 

方に「利休七則」があります。 

一則、茶は服のよきように点（た）て（相手の状況や気持ちを考えながら心を込 

めて茶を点て） 二則、炭は湯のわくように置き（的確に誠実に準備を行い） 

三則、夏は涼しく冬は暖かに（相手が心地良いと感じるようにもてなし） 

四則、花は野にあるように（本質を見極め） 五則、刻限は早めに（心にゆとりを持ち） 六則、降らずとも

雨の用意（万全に備え） 七則、相客に心せよ（お互いを尊重しあう） 

つまり利休七則とは人をもてなすときの心得です。今さらと思った人もいるでしょ 

うか。まさにそんな逸話があります。ある日、弟子が茶の湯の極意を求めてきたの 

で、千利休はこの七則で答えたそうです。すると弟子は「それくらいのことなら私 

もよく知っています」と言ったそうですが、それに対して千利休は「七則ができる 

なら、私はあなたの弟子になりましょう」と返したそうです。日本人は古来より 

「和の心」を大切にしてきました。けれど「相手のため」や「尊重しあう」といったことは、ただ自分を相手

に合わせていればいいというものではありません。例えば、炊きたての白いご飯、おみそ汁、お漬け物の組み

合わせはシンプルにしてある意味、最高のごちそうです。とはいえ、この３つを全て混ぜてしまったら、それ

ぞれの味も組み合わせのバランスも台無しです。ご飯はお茶わんに、おみそ汁はおわんに、お漬け物は小鉢に

入れて、それぞれの器がひとつのお膳に収まってこその「ごちそう」です。大上段に構えなくても、身の回り

に今すぐできる小さなことはありませんか。商売は「シンプルなごちそう」でありたいものですね。

ラルなど栄養価が高く、欧米では健康食品として認知されているとか。人口増加による

世界の食糧難を解決する策のひとつとしても、食肉の家畜と比較すると環境負荷が低く、

安定供給が可能な昆虫食に期待が高まっています。日本ではバッタの養殖やコオロギを

使った調味料などの開発に多くの企業が参入し、食料源としての可能性を探っています。

次世代の食材として「昆虫食」が注目を浴びています。グロテス

クな見た目に対する抵抗感は強いですが、タンパク質やミネ 

今月の商売のヒント：【地に足のついた商売】 

江戸時代の城下町では草履（ぞうり）が普段履きでした。一方、遠路を旅するときは、普段の草履よりも丈夫

な履き物を使っていたそうです。それは今でいう靴下と草履を合わせたようなもので、山道を歩くときはさ

らに虫除けがついたものを用意する旅人もいたようです。昔の旅がほとんど徒 

歩だったことを思えば、旅には旅用の履き物を用意したのでしょう。それが転じ 

て「状況によって履き物（靴）を替えられる人」とは、つまり「臨機応変な対応 

ができる人」を指すようになったという説があります。「おしゃれは足元から」と 

か「靴にこだわる人こそ本当のおしゃれ」といった俗言もこの説に由来するもの 

かもしれません。たしかに「足元」は、全体に占める分量が少ない割には人目を 

引く部分です。足元にはその人のセンスが凝縮されるのでしょうか。また禅宗に 

は「脚下照顧（きゃっかしょうこ）」という言葉があります。その意味は「足元に気を付けよ」。自己反省、ま

たは日常生活の直視を促す語だそうです。「足元」は、実にさまざまな意味を含み持つ言葉です。「立っている

足の下」という意味はもちろん、「縁の下や土台」「履き物」も足元といいます。さらには「身辺」「足取 

り」「弱点」「足がかり」「足場」など今、置かれている状況も「足元」という言葉

で比喩的に表現されます。「あの人は地に足がついた人だ」とか「人の足元を見る」

などの言い回しがありますが、足元は無言のうちに「人となり」も物語っている 

ようです。どんなに高価な靴を履いていても、その靴が泥やホコリで汚れていて 

は、靴どころか本人の品格まで台無しです。逆に、多少くたびれた靴でも手入れ 

が行き届いていれば、愛用品を大事にする心持ちが好感を呼ぶでしょう。足元に 

は本質が見え隠れします。人の足元を見た商売はなかなかうまくいきません。日

常を直視して、変化をいとわず、状況によって履き物を替えながら足場を固めていく。明日、何が起こっても

不思議ではない今の時代には、地に足のついた商売こそが王道ではないかと思います。


