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は
じ
め
に

現
在
、
日
本
の
国
と
地
方
を
合
わ

せ
た
長
期
債
務
残
高
は
平
成
二
十
一

年
度
末
で
八
二
六
兆
円
、
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ

比
で
一
六
八
％
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

今
後
、
景
気
の
後
退
や
少
子
化
が
進

み
勤
労
世
代
が
減
少
す
る
こ
と
に
よ

り
、
さ
ら
に
財
政
赤
字
が
拡
大
す
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
対
応
策

と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
消
費

税
で
す
。
最
近
の
消
費
動
向
を
前
提

と
す
る
と
、
消
費
税
を
一
％
上
げ
る

と
二
・
五
兆
円
税
収
が
上
が
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
現
在
の
消
費
税
、
す
な
わ
ち

付
加
価
値
税
は
益
税
の
問
題
や
逆
進

性
の
問
題
な
ど
多
く
の
問
題
を
抱
え

て
い
ま
す
。
本
研
究
で
は
、
消
費
税

率
が
上
が
る
と
さ
ら
に
問
題
が
大
き

く
な
る
と
思
わ
れ
る
税
負
担
の
逆
進

性
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。

公
平
性
の
原
則
は
、
租
税
原
則
の

基
本
で
、
租
税
公
平
主
義
は
租
税
法

の
根
幹
を
な
す
も
の
で
す
。
担
税
力

に
応
じ
た
課
税
を
実
現
す
る
公
平
な

税
制
を
構
築
す
る
こ
と
は
、
租
税
正

義
に
直
結
し
ま
す
。
消
費
課
税
に
お

け
る
税
負
担
の
逆
進
性
の
存
在
は
、

各
人
の
担
税
力
に
応
じ
た
公
平
な
課

税
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
り
、
租
税

正
義
に
反
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
よ
う
な
税
負
担
の
逆
進
性
は
、
何

ら
か
の
形
で
解
消
す
べ
き
課
題
で
す
。

本
研
究
は
、
消
費
税
の
税
負
担
の

逆
進
性
の
解
消
と
仕
入
税
額
控
除
方

式
の
あ
り
方
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。

消
費
税
の
逆
進
性
と
租
税
正
義

租
税
負
担
配
分
に
お
け
る
公
平
性

の
原
則
と
し
て
、
応
益
原
則
と
応
能

原
則
が
あ
り
ま
す
。

日
本
の
「
消
費
税
」
は
、
付
加
価

値
税
と
し
て
の
性
質
を
も
つ
多
段
階

一
般
消
費
税
で
す
。
最
終
消
費
一
般

お
よ
び
消
費
者
全
般
に
課
税
す
る
こ

と
を
そ
の
理
念
と
す
る
付
加
価
値
税

に
は
、
応
益
原
則
は
そ
ぐ
わ
な
い
と

い
え
ま
す
。

次
に
、
応
能
原
則
の
観
点
か
ら
み

た
場
合
は
、
付
加
価
値
税
は
最
終
消

費
全
般
に
対
し
て
均
一
課
税
を
施
す

近畿京滋会の研究グループは、消費税負担の逆進性の緩和策について検討した。その結果、 
カナダで採用されている給付付き税額控除制度の方が複数税率制度よりも効果が高く、仕入税
額控除については、現在の帳簿方式で十分に対応可能と結論づけた。  　　　　とき：平成22年6月18日㈮

近畿京滋会の研究グループは、消費税負担の逆進性の緩和策について検討した。その結果、 
カナダで採用されている給付付き税額控除制度の方が複数税率制度よりも効果が高く、仕入税
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■研究グループ◆ＴＫＣ近畿京滋会
発表者：垣木英宏・村田裕人・角谷雅子・久乘　哲・横田　聡・熊谷宏臣

来るべき消費税率アップに
向けての提言

～複数税率、インボイス制度は必要か？～
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た
め
、
水
平
的
公
平
を
充
足
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
所
得
水
準
に
よ
る

消
費
水
準
の
違
い
に
応
じ
て
税
率
を

変
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
累

進
的
税
負
担
を
実
現
で
き
な
い
た
め
、

垂
直
的
公
平
性
を
充
足
で
き
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
、
応
能
原
則
の
垂
直

的
公
平
性
を
目
指
す
こ
と
が
で
き
な

い
付
加
価
値
税
は
、
担
税
力
に
応
じ

た
課
税
を
実
現
す
る
こ
と
が
容
易
で

な
い
と
い
え
ま
す
。

逆
進
性
の
問
題
を
整
理
す
る
と
、

伝
統
的
に
租
税
原
則
に
お
い
て
は
課

税
の
公
平
性
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、

公
平
な
課
税
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、

「
担
税
力
に
応
じ
た
課
税
」
こ
そ
、

最
も
重
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
よ
っ
て
、
担
税
力
を
適
正
に
測

定
し
た
上
で
、
課
税
を
行
う
こ
と
が
、

公
平
な
課
税
の
実
現
に
資
す
る
と
い

え
ま
す
。

担
税
力
を
測
定
す
る
基
準
と
し
て

は
、
①
所
得
、
②
資
産
、
③
消
費
の

三
つ
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
測
定

基
準
に
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
消
費
課
税
の

メ
リ
ッ
ト
は
、
水
平
的
公
平
性
に
優

れ
、
安
定
し
た
税
収
が
期
待
で
き
る

一
方
、
デ
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
逆
進
性

の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
日
本
の
将
来
を
考

え
る
な
ら
ば
、
世
代
を
問
わ
ず
広
く

薄
く
租
税
を
負
担
す
る
よ
う
に
し
て

い
く
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
※
1
。

消
費
税
は
、
あ
ら
ゆ
る
世
代
に
広

く
公
平
に
負
担
を

求
め
る
こ
と
が
で

き
、
ラ
イ
フ
サ
イ

ク
ル
の
一
時
期
に

負
担
が
大
き
く
偏

ら
な
い
と
い
う
メ

リ
ッ
ト
が
あ
り
、

急
速
に
少
子
・
高

齢
化
が
進
展
し
て

い
る
中
で
、そ
の
役
割
は
重
要
で
す
※
2
。

デ
ー
タ
を
利
用
し
、
消
費
税
の
逆

進
性
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
か

消
費
税
の
税
率
を
一
五
％
と
仮
定
し

て
試
算
し
ま
し
た
（
図
１
）。
現
在

の
五
％
に
比
べ
て
税
率
が
ア
ッ
プ
す

る
こ
と
に
よ
り
、
各
所
得
階
級
に
お

い
て
、
消
費
税
の
負
担
額
の
増
加
が

見
ら
れ
ま
す
が
、
特
に
折
れ
線
グ
ラ

フ
の
右
肩
下
が
り
の
角
度
が
大
き
く

な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

税
負
担
の
逆
進
性
に
つ
い
て
は
、
現

在
の
五
％
で
試
算
す
る
よ
り
拡
大
し

ま
す
。

実
証
デ
ー
タ
を
使
用
し
た
分
析
結

果
に
よ
っ
て
消
費
税
の
税
負
担
の
逆

進
性
が
実
際
に
存
在
す
る
こ
と
と
、

消
費
税
の
税
率
の
上
昇
に
よ
り
、
逆

進
性
が
さ
ら
に
拡
大
す
る
こ
と
を
確

認
し
ま
し
た
。

垣木英宏会員

　
■図1　消費税増税による逆進性の拡大

ａ	総務省「家計調査年報」（平成20年）を使用。
ｂ	収入と消費の関係を明確にするため、数値データは全世帯ではなく、勤労者世
帯のデータを採用。

ｃ	所得分位は五分位。
		第Ⅰ階級は年間収入367万円まで、第Ⅱ階級は年間収入367万円から504万円
まで、第Ⅲ階級は504万円から655万円まで、第Ⅳ階級は655万円から879万円
まで、第Ⅴ階級は879万円以上。

ｄ	消費支出データには、非課税や不課税となる支出項目を除いて税額を試算。

◆検証結果（税率１５％で試算）
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消
費
税
導
入
の
経
緯

現
在
導
入
さ
れ
て
い
る
日
本
の
消

費
税
は
、
消
費
税
導
入
前
の
物
品
税

等
の
よ
う
に
、
特
定
の
物
品
・
サ
ー

ビ
ス
に
対
し
て
課
税
す
る
も
の
で
は

な
く
、
原
則
と
し
て
す
べ
て
の
財

貨
・
サ
ー
ビ
ス
を
課
税
対
象
と
し
て

い
ま
す
。

つ
ま
り
、
消
費
税
導
入
時
の
税
制

改
革
法
案
（
昭
和
六
十
三
年
）
は
「
消

費
に
広
く
薄
く
負
担
を
求
め
る
」
と

い
う
基
本
的
な
課
税
客
体
を
定
め
、

「
事
業
者
に
よ
る
商
品
の
販
売
、
役

務
の
提
供
等
の
各
段
階
に
お
い
て
課

税
」（
税
制
改
革
法
第
十
条
）
す
る

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
納
税
義
務
者
は

事
業
者
だ
と
定
め
、
さ
ら
に
「
消
費

税
を
円
滑
か
つ
適
正
に
」（
税
制
改

革
法
第
十
一
条
）
消
費
者
に
転
嫁
す

る
も
の
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

担
税
者
は
消
費
者
で
あ
る
と
定
め
て

い
ま
す
。

こ
れ
を
上
記
の
要
件
に
当
て
は
め

る
と
、
日
本
の
消
費
税
は
納
税
義
務

者
が
事
業
者
で
、
税
の
転
嫁
を
立
法

者
が
予
定
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
、

消
費
を
す
る
と
い
う
行
為
に
担
税
力

を
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
間
接

税
に
分
類
さ
れ
る
と
い
え
ま
す
。

日
本
の
消
費
税
は
、
多
段
階
一
般

消
費
税
の
中
の
付
加
価
値
税
で
あ
り
、

課
税
対
象
と
す
る
付
加
価
値
は
、
消

費
財
購
入
費
を
一
括
し
て
控
除
す
る

消
費
型
の
付
加
価
値
で
す
。

日
本
に
お
い
て
、
消
費
税
の
よ
う

な
多
段
階
累
積
排
除
型
の
付
加
価
値

税
が
検
討
さ
れ
た
の
は
、
現
在
の
消

費
税
が
最
初
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
昭

和
四
十
年
代
に
は
大
蔵
省
の
若
手
官

僚
が
新
し
い
間
接
税
の
効
果
や
諸
問

題
を
調
査
す
る
た
め
に
欧
州
に
派
遣

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
昭
和
四
十
五

年
に
は
自
民
党
水
田
三
喜
男
政
調
会

長
を
団
長
に
欧
州
税
制
調
査
団
が
同

じ
く
欧
州
で
の
調
査
を
行
い
、政
治
・

政
府
の
双
方
で
の
付
加
価
値
税
論
議

が
高
ま
っ
た
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
調
査
の
結
果
を
受
け
て
昭
和

四
十
六
年
八
月
に
政
府
税
制
調
査
会

が
「
長
期
税
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て

の
答
申
」（
昭
和
四
十
六
年
長
期
答

申
）
を
発
表
し
、
日
本
の
消
費
税
の

導
入
に
向
け
た
本
格
的
な
議
論
が
始

ま
り
ま
し
た
。

政
府
税
調
は
、
昭
和
五
十
二
年
十

月
に
「
今
後
の
税
制
の
あ
り
方
に
つ

い
て
の
答
申
」
※
3
を
取
り
ま
と
め
、

当
該
答
申
の
な
か
で
、「
今
後
、
福

祉
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
確
保

を
図
り
つ
つ
、
大
量
公
債
等
へ
の
依

存
か
ら
脱
却
し
、
も
っ
て
国
民
生
活

の
安
定
向
上
と
国
民
経
済
の
健
全
な

発
展
を
図
る
た
め

に
は
、
国
民
に
対

し
て
一
般
的
な
税

負
担
の
引
上
げ
を

求
め
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
」
と
し

ま
し
た
。

昭
和
五
十
三
年

十
二
月
に
は
政
府

税
調
の
昭
和
五
十
四
年
度
改
正
答
申

※
4
に
お
い
て
、
多
段
階
累
積
排
除

型
の
付
加
価
値
税
で
あ
る
新
税
の
骨

格
を
定
め
た
「
一
般
消
費
税
大
綱
」

が
公
表
さ
れ
、
年
明
け
に
は
、「
一

般
消
費
税
（
仮
称
）」
に
つ
い
て
は
、

昭
和
五
十
五
年
度
中
に
実
現
で
き
る

よ
う
諸
般
の
準
備
を
進
め
る
と
い
っ
た

方
針
が
盛
り
込
ま
れ
た
「
昭
和
五
十

四
年
度
税
制
改
正
の
要
綱
」
※
5
が

閣
議
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

昭
和
五
十
五
年
度
以
降
に
お
い
て

は
、
一
般
消
費
税
に
よ
ら
な
い
財
政

再
建
が
大
き
な
政
策
課
題
と
さ
れ
ま

し
た
が
、
政
治
的
に
不
安
定
な
体
制

の
も
と
大
き
な
変
革
を
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
比
較
的
小
規
模
な
税
制
改

正
が
行
わ
れ
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
で
し

た
。
当
時
の
竹
下
登
大
蔵
大
臣
が
「
財

政
再
建
の
元
年
の
前
年
」
と
言
っ
た

の
が
五
十
五
年
予
算
の
姿
※
6
だ
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
五
十
八
年
十
一
月
の
答
申
の

考
え
方
を
受
け
て
、
昭
和
五
十
九
年

度
税
制
改
正
論
議
に
お
い
て
、
Ｏ
Ａ

機
器
に
対
す
る
物
品
税
の
課
題
問
題

に
つ
い
て
、
様
々
な
議
論
が
展
開
さ

村田裕人会員
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れ
ま
し
た
が
、
ワ
ー
プ
ロ
、
パ
ソ
コ

ン
な
ど
の
Ｏ
Ａ
機
器
に
つ
い
て
は
課

税
が
見
送
ら
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
政
府
税
調
昭
和
六
十
二

年
度
改
正
答
申
※
7
、
さ
ら
に
昭
和

六
十
二
年
度
税
制
改
正
の
要
綱
※
8

を
経
て
、
昭
和
六
十
二
年
二
月
四
日

に
売
上
税
法
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ

ま
し
た
。

売
上
税
の
概
要
は
、
前
述
の
基
本

方
針
を
踏
ま
え
て
、
税
率
五
％
、
税

額
表
に
よ
る
前
段
階
税
額
控
除
方
式

を
採
用
、
課
税
売
上
高
一
億
円
以
下

の
事
業
者
を
非
課
税
（
課
税
選
択
を

し
た
場
合
に
は
簡
易
課
税
制
度
の
対

象
）
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
非
課
税
品
目
は
五
一
項
目
に
の

ぼ
る
も
の
で
し
た
。

し
か
し
、
売
上
税
法
案
は
、
国
会

で
の
委
員
会
審
議
が
一
回
も
行
わ
れ

な
い
ま
ま
、
五
月
二
十
七
日
に
国
会

の
閉
会
と
と
も
に
廃
案
と
な
り
ま
し

た
。大

平
正
芳
内
閣
が
昭
和
五
十
年
代

に
導
入
を
企
図
し
た
一
般
消
費
税
構

想
、
そ
し
て
中
曽
根
康
弘
内
閣
が
昭

和
六
十
年
代
初
頭
に
導
入
を
目
指
し

た
売
上
税
構
想
は
、
そ
の
両
構
想
と

も
に
そ
の
導
入
を
断
念
す
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
が
、
昭
和
六
十
三
年
四

月
の
税
制
改
正
に
つ
い
て
の
中
間
答

申
に
お
い
て
消
費
に
対
し
て
薄
く
広

く
課
税
す
る
制
度
の
導
入
を
改
め
て

訴
え
、
国
民
の
納
得
を
得
ら
れ
る
も

の
を
目
指
す
と
の
文
言
が
盛
り
込
ま

れ
ま
し
た
。

以
上
の
よ
う
な
議
論
を
経
験
し
た

消
費
税
は
、
昭
和
六
十
三
年
末
に
そ

の
法
案
を
含
む
税
制
改
革
関
連
法
案

が
成
立
し
、
平
成
元
年
四
月
一
日
よ

り
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

平
成
元
年
度
の
税
制
改
正
は
消
費

税
の
円
滑
な
実
施
が
中
心
的
な
施
策

と
さ
れ
、
そ
れ
は
元
年
度
の
税
制
改

正
大
綱
の
柱
が
「
税
制
の
抜
本
改
革

の
円
滑
な
実
施
」
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
そ
の
混
乱
と
導
入
へ
の

抵
抗
が
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
ま

す
。新

た
に
導
入
が
決
ま
っ
た
消
費
税

に
つ
い
て
は
、
政
府
自
民
党
は
売
上

税
廃
案
の
経
験
を
反
省
し
、
納
税
義

務
者
で
あ
る
事
業
者
に
受
け
入
れ
や

す
い
税
と
す
る
た
め
、
各
事
業
者
団

体
か
ら
の
意
見
聴
取
を
行
う
な
ど
し

て
各
種
の
制
度
を
取
り
入
れ
る
な
ど
、

次
の
基
準
に
沿
っ
た
法
案
を
準
備
し

ま
し
た
。

①
消
費
に
対
し
て
広
く
薄
く
公
平
に

負
担
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

②
簡
素
で
分
か
り
や
す
く
、
取
引
慣

行
に
も
配
慮
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
。

③
納
税
者
・
税
務
関
係
者
の
事
務
負

担
に
配
慮
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

④
産
業
経
済
に
対
し
て
中
立
的
で
あ

り
、
国
際
的
な
摩
擦
を
招
か
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
。

こ
れ
ら
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、

幾
多
の
挫
折
を
経
験
し
た
消
費
税
の

導
入
は
、
取
引
慣
行
や
納
税
者
だ
け

で
は
な
く
、
税
務
関
係
者
に
対
す
る

配
慮
ま
で
を
も
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な

く
な
り
、
そ
の
導
入
時
か
ら
、
世
論

の
反
対
を
抑
え
る
為
の
妥
協
的
な
規

定
を
内
包
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た

の
で
す
。

な
お
、
消
費
税
の
仕
入
税
額
控
除

の
要
件
と
し
て
売
上
税
構
想
で
は
イ

ン
ボ
イ
ス
方
式
と
さ
れ
て
い
た
も
の

が
消
費
税
で
は
帳
簿
方
式
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

諸
外
国
の
付
加
価
値
税

日
本
よ
り
早
く
か
ら
付
加
価
値
税

を
導
入
し
て
い
る
諸
外
国
の
付
加
価

値
税
に
つ
い
て
、
そ
の
現
状
と
問
題

点
を
見
て
い
き
ま
す
。

直
接
税
は
担
税
力
に
応
じ
た
税
負

担
と
な
る
累
進
課
税
の
形
態
が
多
く

と
ら
れ
て
い
る
た
め
、
景
気
の
悪
化

な
ど
で
所
得
が
減
少
す
る
と
税
収
も

減
少
し
ま
す
。
従
っ
て
直
接
税
に
依

存
し
た
場
合
、
税
収
が
景
気
変
動
に

左
右
さ
れ
や
す
い
傾
向
に
あ
る
と
い

え
る
の
で
す
。

一
方
、
消
費
税
を
代
表
と
す
る
間

接
税
は
全
て
の
所
得
階
層
に
対
し
て

同
率
の
税
率
が
課
せ
ら
れ
る
た
め
、

税
率
を
あ
げ
る
と
低
所
得
者
に
対
す

る
負
担
が
多
く
な
り
、
逆
進
性
の
問

題
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
の
諸
外
国
の
直
間
比
率
を
比

較
す
る
と
日
本
と
ア
メ
リ
カ
は
直
接

税
の
比
率
が
高
い
の
に
対
し
、
フ
ラ

ン
ス
に
代
表
さ
れ
る
欧
州
諸
国
は
間

接
税
の
比
率
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
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付
加
価
値
税
は
フ
ラ
ン
ス
で
初
め

て
導
入
さ
れ
ま
し
た
。「
付
加
価
値

税
の
父
」
と
呼
ば
れ
る
モ
ー
リ
ス
・

ロ
ー
レ
の
提
案
を
受
け
て
一
九
五
四

年
四
月
十
日
法
律
発
布
に
よ
り
付
加

価
値
税
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

一
方
、
Ｅ
Ｕ
で
は
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の

間
に
お
け
る
政
策
や
法
制
度
の
違
い

は
、
貿
易
の
自
由
化
を
妨
げ
る
た
め
、

単
一
市
場
と
い
う
構
想
が
持
ち
上
が

っ
て
い
ま
し
た
。
Ｅ
Ｕ
で
は
、
従
来

か
ら
税
制
の
調
整
を
進
め
て
お
り
、

一
九
七
七
年
に
第
六
次
指
令
に
よ
り
、

Ｅ
Ｕ
共
通
の
付
加
価
値
税
制
を
確
立

し
よ
う
と
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
付
加
価
値
税
制
は
そ
れ

ぞ
れ
の
国
で
既
に
実
施
さ
れ
て
い
た

の
で
、
そ
れ
を
統
一
す
る
こ
と
は
難

し
い
状
況
が
続
き

ま
し
た
が
、
一
九

九
二
年
の
第
六
次

修
正
指
令
に
よ
り
、

多
少
の
税
率
構
造

の
簡
素
化
が
で
き
、

標
準
税
率
の
接
近

は
図
ら
れ
ま
し
た
。

結
局
、
経
過
措

置
を
認
め
て
ゼ
ロ
税
率
の
適
用
や
軽

減
税
率
の
適
用
品
目
も
拡
大
す
る
な

ど
し
ま
し
た
が
、
な
か
な
か
統
一
は

難
し
い
状
況
で
、
実
は
現
在
に
お
い

て
も
統
一
は
実
現
さ
れ
て
い
な
い
状

況
で
す
。

逆
進
性
の
緩
和
措
置
と
し
て
、
諸

外
国
で
採
用
さ
れ
て
い
る
主
な
方
法

は
次
の
三
つ
で
す
。

１　

軽
減
税
率
の
適
用
に
よ
る
逆
進

性
の
緩
和

軽
減
税
率
の
適
用
で
、
標
準
税
率

の
他
に
、
生
活
に
必
要
と
思
わ
れ
る

も
の
な
ど
は
、
低
い
税
率
を
適
用
す

る
も
の
で
す
。
中
国
以
外
の
国
で
は
、

軽
減
税
率
は
標
準
税
率
の
半
分
以
下

で
す
。
そ
し
て
、
食
料
品
は
ほ
と
ん

ど
の
国
で
、
軽
減
税
率
の
対
象
に
な

っ
て
い
ま
す
。

２　

ゼ
ロ
税
率
、
非
課
税
品
目
の
適

用
に
よ
る
逆
進
性
の
緩
和

こ
れ
ら
を
適
用
し
て
い
る
国
は
、

イ
ギ
リ
ス
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
韓

国
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
の

非
課
税
適
用
の
品
目
は
か
な
り
広
く
、

こ
れ
に
近
因
す
る
税
収
減
も
多
い
の

が
現
状
で
す
。

３　

税
額
控
除
方
式
に
よ
る
逆
進
性

の
緩
和

こ
れ
に
よ
り
逆
進
性
に
配
慮
し
て

い
る
国
は
カ
ナ
ダ
が
あ
り
ま
す
。
カ

ナ
ダ
は
、
食
糧
品
に
対
し
て
ゼ
ロ
税

率
を
採
用
し
て
い
ま
す
が
、
所
得
税

制
の
中
に
Ｇ
Ｓ
Ｔ
税
額
控
除
を
設
け

て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。

ま
た
、
複
数
税
率
を
採
用
し
た
場

合
の
問
題
点
は
次
の
二
つ
で
す
。

１　

効
率
性

効
率
性
を
表
す
指
標
と
し
て
、
Ｃ

効
率
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、「
全

て
の
国
内
消
費
が
標
準
課
税
で
課
税

さ
れ
た
場
合
に
得
ら
れ
る
理
念
的
な

税
収
に
対
す
る
、
実
際
の
税
収
の
比

率
」
と
し
て
定
義
さ
れ
ま
す
。
Ｅ
Ｕ

主
要
国
の
Ｃ
効
率
性
は
、
概
ね
五
〇

％
前
後
で
す
。
日
本
は
六
五
・
三
％

で
、
カ
ナ
ダ
、
韓
国
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
な
ど
と
と
も
に
効
率
性
の
高

い
国
に
属
し
て
い
ま
す
。

複
数
税
率
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ

る
行
政
コ
ス
ト
や
企
業
の
事
務
負
担

コ
ス
ト
を
考
慮
す
る
と
、
や
は
り
効

率
性
と
い
う
観
点
か
ら
は
問
題
が
生

じ
る
と
い
え
ま
す
。

２　

軽
減
税
率
の
適
用
範
囲

軽
減
税
率
の
適
用
は
逆
進
性
緩
和

と
い
う
目
的
で
、
ほ
と
ん
ど
の
国
で

生
活
必
需
品
を
そ
の
対
象
と
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
生
活
必
需
品
と
は

何
な
の
か
、
食
料
品
と
い
っ
て
も
そ

の
対
象
は
何
か
な
ど
の
合
理
的
な
区

別
が
難
し
い
の
で
す
。

逆
進
性
緩
和
目
的
以
外
に
も
軽
減

税
率
が
適
用
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
も

考
え
ら
れ
、
公
平
性
の
観
点
か
ら
み

て
も
問
題
で
す
。

角谷雅子会員
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最
後
に
イ
ン
ボ
イ
ス
の
問
題
で
す

が
、
イ
ン
ボ
イ
ス
方
式
の
も
と
で
は
、

納
税
者
間
に
相
互
チ
ェ
ッ
ク
が
働
き
、

そ
の
こ
と
が
脱
税
防
止
に
役
立
つ
と

い
う
、
い
わ
ゆ
る
イ
ン
ボ
イ
ス
神
話

が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｕ
で
は

イ
ン
ボ
イ
ス
を
偽
造
す
る
こ
と
の
み

を
目
的
と
し
た
会
社
も
で
き
て
い
る

よ
う
で
す
。

ま
た
、
現
在
帳
簿
方
式
を
採
用
し

て
い
る
日
本
が
イ
ン
ボ
イ
ス
方
式
に

変
更
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
偽
造
の

問
題
以
前
に
納
税
者
に
か
な
り
の
負

担
が
か
か
る
と
思
い
ま
す
。

果
た
し
て
複
数
税
率
を
採
用
し
た

場
合
、
公
平
な
課
税
が
可
能
な
の
か
、

十
分
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

逆
進
性
緩
和
に
関
す
る
提
案

複
数
税
率
を
導
入
し
た
場
合
、
逆

進
性
を
ど
の
程
度
緩
和
で
き
る
か
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
ま
し
た
。
ま
ず
、

逆
進
性
緩
和
に
関
す
る
手
法
に
つ
い

て
は
、
①
付
加
価
値
税
採
用
の
先
進

国
の
多
く
が
採
用
し
て
い
る
複
数
税

率
、
②
社
会
福
祉
施
策
と
し
て
税
制

と
は
別
途
、
社
会
福
祉
的
な
歳
出
に

よ
る
方
法
、
③
消
費
税
以
外
の
税
制
、

例
え
ば
所
得
税
に
よ
り
調
整
を
行
う

方
法
の
三
つ
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
こ
で
、
複
数
税
率
を
導
入
し
た

場
合
、
逆
進
性
を
ど
の
程
度
緩
和
で

き
る
か
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
ま
す
。

こ
の
結
果
、
複
数
税
率
制
度
を
採

用
す
る
と
、
消
費
税
の
逆
進
性
に
つ

い
て
は
一
定
の
緩
和
が
で
き
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
（
図
２
）。

民
主
党
が
平
成
二
十
年
十
二
月
二

十
四
日
に
公
表
し
た
税
制
抜
本
改
革

の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
給

付
付
き
税
額
控
除
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

給
付
付
き
税
額
控
除
は
、
一
定
額

以
上
の
勤
労
所
得
の
あ
る
世
帯
に
対

し
て
、
勤
労
を
条
件
に
税
額
控
除
を

与
え
、
所
得
が
低
く
控
除
し
き
れ
な

い
場
合
に
は
還
付
（
社
会
保
障
給
付
）

し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
低
所
得
者
の

勤
労
促
進
を
図
る
効
果
が
あ
り
ま
す
。

次
に
、
給
付
付
き
税
額
控
除
の
類

■図2　複数税率導入による税負担の逆進性緩和のシミュレーション
　 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

平均月収 247,471 350,704 456,509 555,728 823,614
平均年収 2,969,652 4,208,448 5,478,108 6,668,736 9,883,368
消費支出（月額） 178,512 228,918 283,168 331,281 435,610
　うち保健医療 6,363 7,494 9,650 11,687 14,289
　うち住居 27,468 26,199 23,145 19,163 16,575
　うち教育 3,023 6,783 11,144 18,043 30,787
　うち仕送り金 1,317 2,302 6,299 7,871 21,792
課税消費支出 140,341 186,140 232,930 274,517 352,167
消費支出（年額） 2,142,144 2,747,016 3,398,016 3,975,372 5,227,320
課税消費支出（年額） 1,684,092 2,233,680 2,795,160 3,294,204 4,226,004
食料支出（月額） 41,899 54,633 65,272 73,199 87,735
食料支出／消費支出 23.5% 23.9% 23.1% 22.1% 20.1%
消費税 80,194 106,365 133,102 156,866 201,238
消費税／平均年収 2.7% 2.5% 2.4% 2.4% 2.0%
消費税／消費支出 3.7% 3.9% 3.9% 3.9% 3.8%
食料を０％
食料支出（年額） 502,788 655,596 783,264 878,388 1,052,820
課税消費支出（年額） 1,181,304 1,578,084 2,011,896 2,415,816 3,173,184
消費税 56,252 75,146 95,804 115,038 151,104
消費税／平均年収 1.9% 1.8% 1.8% 1.7% 1.5%

ａ	総務省「家計調査年報」（平成20年）を使用。
ｂ	食料品を0％、それ以外の財・サービスを5％とする。
ｃ	消費支出から保健医療、住居、教育、仕送り金を減じた課税消費支出に5％を乗じた金
額から、食料支出に5％を乗じた金額を控除した金額を年間の負担消費税額とする。
なお、複数税率制度導入により、マクロ経済に及ぼす影響については考慮しないものとし
ます。

円

世帯当り消費税負担の税制別比較
250,000 2.8%

収入五分位
Ⅰ

現行（５％）消費税負担（年間）　　　食料を０％消費税負担（年間）
現行（５％）消費税／平均年収　　　食料を０％消費税／平均年収
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型
に
は
、
①
勤
労
税
額
控
除
、
②
児

童
税
額
控
除
、
③
社
会
保
険
料
負
担

軽
減
税
額
控
除
、
④
消
費
税
逆
進
性

対
策
税
額
控
除
の
四
つ
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
給
付
付
き
税
額
控
除
を

採
用
す
る
た
め
の
問
題
点
も
存
在
し

ま
す
。
中
里
実
東
京
大
学
法
学
部
教

授
は
、
こ
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
①

誰
に
い
く
ら
給
付
す
る
の
か
、
②
ど

の
よ
う
な
人
的
単
位
で
給
付
す
る
の

か
、
③
不
正
還
付
と
い
う
三
つ
を
指

摘
し
て
い
ま
す
※
9
。

ま
た
、
中
里
教
授
は
こ
れ
ら
の
改

善
方
法
に
つ
い
て
は
、
①
納
税
者
番

号
制
度
の
導
入
、
②
納
税
者
番
号
制

度
の
下
の
全
員
申
告
及
び
全
員
名
寄

せ
、
③
国
税
職
員
の
増
員
、
④
様
々
な

支
出
項
目
の
整
理
、
⑤
憲
法
と
の
調

整
と
い
う
五
つ
を
あ
げ
て
い
ま
す
※
9
。

以
上
が
、
給
付
付
き
税
額
控
除
の

問
題
点
と
そ
の
解
決
方
法
で
す
。
給

付
付
き
税
額
控
除
の
導
入
に
つ
い
て
、

単
純
に
実
行
で
き
る
問
題
で
な
い
こ

と
は
、
中
里
教
授
の
指
摘
か
ら
も
明

ら
か
で
す
。

次
に
、
逆
進
性
を
ど
の
程
度
緩
和

で
き
る
か
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し

ま
す
。

こ
の
結
果
、
給
付
付
き
税
額
控
除

制
度
を
採
用
す
る
方
が
有
効
で
あ
る

こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
（
図
3
）。

消
費
税
の
逆
進
性
の
緩
和
に
つ
い

て
は
、
複
数
税
率
制
度
よ
り
も
、
給

付
付
き
税
額
控
除
制
度
の
方
が
、
そ

の
有
効
性
が
高
い
こ
と
が
確
認
で
き

ま
し
た
。

複
数
税
率
採
用
と

帳
簿
方
式
の
可
能
性

逆
進
性
の
緩
和
の
措
置
と
し
て
、

仮
に
複
数
税
率
を
導
入
し
た
場
合
に
、

「
現
行
の
請
求
書
等
保
存
方
式
の
導

入
か
ら
、
イ
ン
ボ
イ
ス
方
式
へ
の
移

行
が
不
可
欠
」
と
の
意
見
が
あ
り
ま

す
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
仮
に
複
数
税

率
を
導
入
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、

計
算
技
術
的
な
問
題
を
帳
簿
方
式
で

は
解
決
で
き
な
い
と
の
指
摘
や
、
消

費
税
導
入
当
初
よ
り
指
摘
さ
れ
て
き

た
帳
簿
方
式
に
よ
る
益
税
の
問
題
な

ど
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
仮
に
複
数
税
率
が
導
入

さ
れ
た
と
し
て
、
日
本
に
お
い
て
も

■図3　給付付き税額控除による逆進性緩和のシミュレーション
食料を０％

食料支出（年額） 502,788 655,596 783,264 878,388 1,052,820

課税消費支出（年額） 1,181,304 1,578,084 2,011,896 2,415,816 3,173,184

消費税 56,252 75,146 95,804 115,038 151,104

消費税／平均年収 1.9% 1.8% 1.8% 1.7% 1.5%

最低限食料分還付

食料支出（年額） 502,788 655,596 783,264 878,388 1,052,820

食料の消費税 23,942 23,942 23,942 23,942 23,942

消費税 56,252 82,423 109,160 132,924 177,296

消費税／平均年収 1.9% 2.0% 2.0% 2.0% 1.8%

a	総務省「家計調査年報」（平成20年）を使用する。
b	第Ⅰ階層（年間収入367万円未満）の食料支出50万2788円に対する消費税額2万
3942円を給付付き税額控除の金額とする。
c	消費支出から保健医療、住居、教育、仕送り金を減じた課税消費支出に5%を乗じ
た金額から、bにより計算した給付付き税額控除の金額である2万3942円を減じた
金額を年間の負担消費税額とする。
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イ
ン
ボ
イ
ス
方
式
の
導
入
は
本
当
に

必
要
な
の
で
し
ょ
う
か
。
イ
ン
ボ
イ

ス
方
式
に
移
行
し
た
場
合
の
問
題
点

を
検
討
し
、
併
せ
て
帳
簿
方
式
の
利

点
を
今
一
度
見
直
し
ま
す
。

【
イ
ン
ボ
イ
ス
方
式
の
問
題
点
】

１　

免
税
事
業
者
の
取
引
排
除

イ
ン
ボ
イ
ス
方
式
は
仕
入
税
額
控

除
の
要
件
と
し
て
イ
ン
ボ
イ
ス
の
交

付
を
受
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

こ
の
場
合
、
免
税
事
業
者
は
イ
ン
ボ

イ
ス
を
発
行
で
き
な
い
た
め
、
免
税

事
業
者
か
ら
購
入
し
た
事
業
者
は
そ

の
仕
入
れ
に
つ
い
て
仕
入
税
額
控
除

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ

の
た
め
事
業
者
は
免
税
事
業
者
か
ら

の
仕
入
れ
を
避
け
、
結
果
と
し
て
免

税
事
業
者
が
取
引
か
ら
排
除
さ
れ
る

こ
と
が
危
惧
さ
れ
ま
す
。

２　

事
務
負
担
の
増
大

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
で
は
税
額
控
除

の
要
件
と
し
て
発
行
者
、
受
領
者
の

双
方
に
お
い
て
所
定
の
様
式
の
イ
ン

ボ
イ
ス
の
保
存
が
義
務
付
け
ら
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。

３　

イ
ン
ボ
イ
ス
の
偽
造

実
際
に
イ
ン
ボ
イ
ス
が
導
入
さ
れ

て
い
る
Ｅ
Ｕ
諸
国
に
お
い
て
も
イ
ン

ボ
イ
ス
の
偽
造
に
よ
る
不
正
控
除
の

問
題
が
散
見
さ
れ
ま
す
。

次
に
、
日
本
に
お
い
て
は
、
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
加
盟
国
で
唯
一
仕
入
れ
に
か
か

る
税
額
を
控
除
す

る
方
法
と
し
て
、

帳
簿
方
式
を
採
用

し
て
い
ま
す
。

日
本
で
は
、

「
請
求
書
等
保
存

方
式
」
が
採
用
さ

れ
て
い
て
、
消
費

税
法
第
三
〇
条
第

七
項
、
同
第
八
項
に
お
い
て
規
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
消
費
税
法
第
三
〇

条
第
七
項
に
お
い
て
、「
第
一
項
の

規
定
は
、
事
業
者
が
当
該
課
税
期
間

の
課
税
仕
入
れ
等
の
税
額
の
控
除
に

係
る
帳
簿
及
び
請
求
書
等
（
同
項
に

規
定
す
る
課
税
仕
入
れ
に
係
る
支
払

対
価
の
額
の
合
計
額
が
少
額
で
あ
る

場
合
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
場
合

に
お
け
る
当
該
課
税
仕
入
れ
等
の
税

額
に
つ
い
て
は
、
帳
簿
）
を
保
存
し

な
い
場
合
に
は
、
当
該
保
存
が
な
い

課
税
仕
入
れ
又
は
課
税
貨
物
に
係
る

課
税
仕
入
れ
等
の
税
額
に
つ
い
て
は
、

適
用
し
な
い
。」
と
さ
れ
て
お
り
、

同
第
八
項
に
お
い
て
、
そ
の
帳
簿
の

記
載
要
件
が
次
の
よ
う
に
詳
細
に
規

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
前
項
に
規
定
す
る
帳
簿
と
は
、
次

に
掲
げ
る
帳
簿
を
い
う
。 

一　

課
税
仕
入
れ
等
の
税
額
が
課

税
仕
入
れ
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ

れ
て
い
る
も
の 

イ　

課
税
仕
入
れ
の
相
手
方
の
氏
名

又
は
名
称

ロ　

課
税
仕
入
れ
を
行
っ
た
年
月
日

ハ　

課
税
仕
入
れ
に
係
る
資
産
又
は

役
務
の
内
容

ニ　

第
一
項
に
規
定
す
る
課
税
仕
入

れ
に
係
る
支
払
対
価
の
額
」

こ
の
よ
う
に
仕
入
税
額
控
除
に
際

し
て
帳
簿
の
記
載
内
容
と
保
存
に
関

し
詳
細
な
要
件
を
定
め
て
い
る
と
こ

ろ
が
「
簡
易
イ
ン
ボ
イ
ス
」
と
も
称

さ
れ
ま
す
。

我
が
国
の
消
費
税
は
導
入
当
時
、

「
消
費
税
導
入
の
経
緯
」
の
中
で
説

明
し
た
よ
う
な
背
景
か
ら
イ
ン
ボ
イ

ス
方
式
を
見
送
っ
た
経
緯
が
あ
り
ま

す
。し

か
し
な
が
ら
、
帳
簿
方
式
と
は

言
っ
て
も
単
に
課
税
仕
入
れ
な
ど
の

事
実
を
記
載
し
た
帳
簿
を
保
存
す
る

こ
と
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
に
加
え
て

請
求
書
な
ど
個
々
の
取
引
の
事
実
を

証
す
る
書
類
の
保
存
を
仕
入
税
額
控

除
の
要
件
と
す
る
「
請
求
書
等
保
存

方
式
」
が
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

帳
簿
方
式
の
現
状
と
、
職
業
会
計

人
が
果
た
し
て
い
る
役
割
に
つ
い
て

考
え
る
と
、
日
本
の
税
務
行
政
の
執

行
に
お
い
て
他
国
と
比
べ
特
筆
す
べ

久乘  哲会員
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き
点
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
①
青
色
申
告
制
度
の
存

在
に
よ
り
納
税
者
の
記
帳
の
レ
ベ
ル

が
高
い
こ
と
、
②
税
理
士
制
度
が
存

在
す
る
こ
と
で
す
。

消
費
税
の
税
額
計
算
に
お
い
て
、

帳
簿
方
式
に
よ
る
仕
入
税
額
控
除
に

よ
り
適
正
に
税
額
計
算
が
行
わ
れ
て

い
る
の
は
、
こ
れ
ら
二
点
の
果
た
す

役
割
が
と
て
も
大
き
い
の
で
す
。

個
人
の
事
業
所
得
（
営
業
）
確
定

申
告
件
数
に
占
め
る
青
色
申
告
者
の

割
合
は
五
五
・
八
％
で
あ
り
、
法
人

に
つ
い
て
は
概
ね
九
〇
％
前
後
（
稼

働
中
の
普
通
法
人
で
み
る
と
九
八

％
）
の
水
準
に
至
っ
て
い
ま
す
（
平

成
十
九
年
度
国
税
庁
統
計
に
よ
る
）。

こ
の
青
色
申
告
制
度
の
普
及
が
日

本
の
中
小
零
細
事
業
者
を
含
め
た
記

帳
技
術
が
諸
外
国
に
比
べ
高
い
水
準

に
あ
る
こ
と
に
大
き
く
寄
与
し
て
い

ま
す
。

続
い
て
、
経
理
実
務
の
現
状
を
考

え
る
と
き
に
、
日
本
商
工
会
議
所
よ

り
平
成
二
十
年
三
月
に
「
中
小
企
業

の
Ｉ
Ｔ
活
用
に
関
す
る
実
態
調
査
」

の
統
計
結
果
が
公
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
カ
テ
ゴ
リ
に
該
当
す
る
多
く

の
企
業
が
会
計
事
務
所
の
経
理
業
務

を
委
託
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

高
い
水
準
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る

経
理
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ

れ
ま
す
。

帳
簿
方
式
の
申
告
の
適
正
は

税
理
士
制
度
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る

現
在
、
日
本
で
は
法
人
に
お
け
る

税
理
士
関
与
の
割
合
は
八
六
・
四
％

と
な
っ
て
お
り
、
税
務
行
政
の
執
行

面
で
税
理
士
の
果
た
し
て
い
る
役
割

は
非
常
に
大
き
い
の
で
す
。

こ
こ
で
Ｔ
Ｋ
Ｃ
会
計
人
に
視
点
を

移
し
て
み
ま
す
。
Ｔ
Ｋ
Ｃ
会
計
人
の

理
念
は
、
巡
回
監
査
を
通
じ
て
税
理

士
が
帳
簿
の
真
実
性
を
担
保
す
る
役

割
を
具
現
化
し
て
い
ま
す
。
飯
塚
毅

Ｔ
Ｋ
Ｃ
全
国
会
初
代
会
長
は
、
そ
の

第
一
条
件
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
ま
す
。

「
と
こ
ろ
で
Ｔ
Ｋ
Ｃ
会
計
人
の
第
一

条
件
は
何
か
」
の
中
で
「
そ
れ
は
毎

月
確
実
に
顧
問
先
に
対
し
巡
回
監
査

を
実
施
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
れ

を
怠
っ
て
い
る
会
員
は
形
式
上
は
兎

も
角
、
実
質
上
の
会
員
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
会
計
に
お
け
る
真
正
の
事
実

4

4

4

4

4

（
税
理
士
法
第
四
五
条
第
一
項
）
の

確
証
行
為
を
怠
る
者
は
、
職
業
会
計

人
の
責
任

4

4

を
放
棄
す
る
者
だ
か
ら
で

す
※

			10

。」
つ
ま
り
、
税
理
士
の
行
う
べ
き
巡

回
監
査
は
原
則
と
し
て「
全
部
監
査
」

が
要
求
さ
れ
ま
す
。「
全
部
監
査
」

は
試
査
で
は
な
く
精
密
監
査
で
あ
る

こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

ま
た
、
飯
塚
毅
Ｔ
Ｋ
Ｃ
全
国
会
初

代
会
長
は
、「
こ
の
内
の
一
つ
で
も
欠

け
て
い
れ
ば
、
関
与
先
の
会
計
資
料

は
、
誤
処
理
、
不
正
経
理
、
脱
漏
の
穴

だ
ら
け
だ
と
見
て
よ
か
ろ
う
。（
中

略
）
と
す
れ
ば
、
巡
回
監
査
の
不
実

施
は
、
イ
コ
ー
ル
、
会
計
資
料
の
不

備
不
正
を
承
知
の
上
で
、
税
理
士
業

を
営
む
こ
と
を
意
味
し
、
明
ら
か
に

専
門
家
と
し
て
の
義
務
（
税
理
士
法

第
四
五
条
第
二
項
）
に
抵
触
し
て
違

法
だ
。※
			11
」
と
断
じ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
イ
ン
ボ
イ
ス
方
式
で
な
い

と
仕
入
控
除
税
額
が
正
確
に
計
算
で

き
な
い
と
い
う
意
見
に
対
し
て
は
、

巡
回
監
査
を
適
切
に
実
施
し
て
い
る

限
り
帳
簿
方
式
に
よ
っ
て
仕
入
税
額

控
除
の
計
算
は
正
確
か
つ
検
証
可
能

な
形
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
の
反

論
が
完
全
に
成
り
立
ち
ま
す
。

こ
こ
で
、
仕
入
税
額
控
除
に
関
し

て
帳
簿
方
式
が
論
点
と
な
っ
た
判
例

よ
り
問
題
点
を
洗
い
出
し
て
み
ま
す
。
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【
略
称
仕
入
れ
が
一
般
的
な
浜
取
引

の
仕
入
税
額
控
除
を
否
認
さ
れ
た
事

例
】

『
本
判
例
は
、
潜
水
漁
業
者
か
ら
浜

辺
で
直
接
魚
介
類
を
現
金
で
仕
入
れ

る
、
い
わ
ゆ
る
浜
取
引
を
め
ぐ
り
消

費
の
仕
入
税
額
控
除
の
可
否
が
争
わ

れ
て
い
た
事
件
で
、
高
松
地
裁
（
馬
渕

勉
裁
判
長
）
は
略
称
仕
入
れ
に
よ
る

浜
取
引
は
消
費
税
法
施
行
令
四
九
条

二
項
が
定
め
る
「
や
む
を
得
な
い
事

情
」
に
あ
た
ら
な
い
と
判
示
、
納
税

者
が
求
め
て
い
た
課
税
処
分
の
取
消

請
求
を
棄
却
し
た
。（
高
松
地
裁
判

決
、
平
成
八
年
（
行
ウ
）
第
一
号
）』

本
判
例
は
、
仕
入
税
額
控
除
の
根
拠

と
な
る
課
税
仕
入
れ
の
存
在
が
明
ら

か
で
も
、
帳
簿
の
記
載
内
容
の
形
式

的
不
備
が
あ
れ
ば
仕
入
税
額
控
除
を

認
め
な
い
と
い
う
立
場
を
鮮
明
に
し

た
も
の
で
す
。
こ
の
意
味
で
日
本
の

帳
簿
方
式
は
帳
簿
に
イ
ン
ボ
イ
ス
に

類
似
し
た
機
能
を
付
与
し
た
も
の
と

い
え
、
イ
ン
ボ
イ
ス
に
よ
ら
ず
と
も

そ
の
取
引
の
真
実
性
が
担
保
さ
れ
て

い
る
と
い
え
ま
す
。

日
本
に
お
い
て
イ
ン
ボ
イ
ス
を
導

入
し
な
く
て
も
帳
簿
方
式
に
よ
っ
て

仕
入
税
額
控
除
が
適
正
に
行
う
こ
と

が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
ひ
と
つ
の

理
由
と
し
て
、
申
告
の
適
正
さ
を
税

理
士
制
度
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

税
理
士
制
度
が
存
在
す
る
国
は
ド

イ
ツ
、
韓
国
等
国
際
的
に
み
れ
ば
少

数
で
す
が
、
日
本
に
お
い
て
は
税
理

士
が
行
政
の
下
請

け
的
機
関
で
は
な

く
、「
公
正
で
独

立
し
た
立
場
に
お

い
て
」
納
税
者
の

権
利
擁
護
を
図
る

べ
く
発
展
し
て
い

ま
す
。

そ
し
て
、Ｔ
Ｋ
Ｃ

全
国
会
に
属
す
る
会
計
人
に
お
い
て

は
、
消
費
税
法
第
三
〇
条
第
八
項
に

掲
げ
る
帳
簿
の
記
載
事
項
の
信
頼
性

が
、
税
理
士
に
よ
る
巡
回
監
査
に
よ

っ
て
担
保
さ
れ
て
い
ま
す
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
日
本
に
お
い

て
は
仕
入
税
額
控
除
の
採
用
に
当
た

っ
て
、
イ
ン
ボ
イ
ス
に
よ
る
こ
と
な

く
帳
簿
方
式
で
必
要
な
条
件
が
十
分

醸
成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

本
研
究
で
は
、
消
費
税
が
所
得
に

対
し
て
逆
進
的
で
あ
る
こ
と
を
問
題

点
と
し
て
捉
え
、
そ
の
緩
和
策
に
つ

い
て
検
討
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
付
加

価
値
税
先
進
諸
国
が
採
用
し
て
い
る

複
数
税
率
制
度
で
は
な
く
、カ
ナ
ダ
で

採
用
さ
れ
て
い
る
給
付
付
き
税
額
控

除
制
度
の
方
が
、
効
果
が
高
い
と
い

う
結
論
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
仕
入
税
額
控
除
方
式
に
つ

い
て
も
、
イ
ン
ボ
イ
ス
方
式
に
制
度

変
更
す
る
こ
と
な
く
現
在
の
帳
簿
方

式
で
十
分
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

本
研
究
で
問
題
点
と
し
て
取
り
上

げ
た
、
消
費
税
が
所
得
に
対
し
て
逆

進
的
で
あ
る
と
い
う
問
題
が
さ
ら
に

大
き
く
な
ら
な
い
う
ち
に
、
基
本
的

な
制
度
設
計
を
見
直
す
べ
き
で
す
。

本
研
究
が
、
消
費
税
の
制
度
設
計
の

一
助
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
と

思
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　

■

※
1
　
森
信
茂
樹
﹃
抜
本
的
税
制
改
革
と
消

費
税
﹄
一
七
│
一
九
頁
︵
大
蔵
財
務
協
会
、

平
成
十
九
年
︶

※
2
　
井
堀
利
宏
﹁
消
費
税
シ
フ
ト
と
制
度

改
革
の
あ
り
方
﹂
税
研
、
二
〇
頁
︵
平
成

十
二
年
九
月
号
︶

※
3
　﹁
今
後
の
税
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の

答
申
︵
抄
︶﹂︵
昭
和
五
十
二
年
十
月
四
日
︶

※
4
　﹁
昭
和
五
十
四
年
度
の
税
制
改
正
に
関

す
る
答
申
︵
抄
︶﹂︵
昭
和
五
十
三
年
十
二

月
二
十
七
日
︶

※
5
　﹁
昭
和
五
十
四
年
度
税
制
改
正
の
要
綱

︵
抄
︶﹂︵
昭
和
五
十
四
年
一
月
十
九
日
︶

※
6
　
佐
藤
進
・
宮
島
洋
﹃
戦
後
税
制
史
﹄
三

四
六
頁
︵
税
務
経
理
協
会
、
平
成
三
年
八

月
一
日
︶

※
7
　﹁
昭
和
六
十
二
年
度
税
制
改
正
に
関
す

る
答
申
︵
抄
︶﹂︵
昭
和
六
十
一
年
十
二
月

二
十
三
日
︶

※
8
　﹁
昭
和
六
十
二
年
度
税
制
改
正
の
要
綱

︵
抄
︶﹂︵
昭
和
六
十
二
年
一
月
十
六
日
︶

※
9
　
中
里
実
﹁
給
付
付
き
税
額
控
除
の
執

行
上
の
問
題
点
﹂
税
研
、
二
四
巻
六
号
四

五
│
四
九
頁

※
10
　
飯
塚
毅
﹃
職
業
会
計
人
の
使
命
と
責

任
﹄
三
二
頁
︵
T
K
C
出
版
、平
成
十
五
年
︶

※
11
　
飯
塚
毅
﹃
職
業
会
計
人
の
使
命
と
責

任
﹄
四
四
頁
︵
T
K
C
出
版
、平
成
十
五
年
︶
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