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消
費
税
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使
い
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姿
勢
に
関
す
る
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平
成
三
十
年
十
月
十
五
日
の
臨
時
閣
議
で
安
倍
総
理
は
、
「
消
費
税
率
に
つ
い
て
は
法
律
で
定
め
ら
れ
た
通
り
、
平
成
三
十

一
年
十
月
一
日
に
現
行
の
八
％
か
ら
十
％
に
二
％
引
き
上
げ
る
予
定
で
す
」
「
今
回
の
引
上
げ
幅
は
二
％
で
す
が
、
前
回
の

三
％
引
上
げ
の
経
験
を
い
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
施
策
を
総
動
員
し
、
経
済
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
、
全
力
で
対
応
し
ま
す
。

第
一
に
、
消
費
税
率
引
上
げ
分
の
使
い
道
を
変
更
し
、
二
％
の
引
上
げ
に
よ
る
税
収
の
う
ち
半
分
を
国
民
の
皆
さ
ん
に
還
元
し

ま
す
」
（
「
三
〇
総
理
発
言
」
と
い
う
。
）
な
ど
と
発
言
し
た
。

も
っ
と
も
、
平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
五
日
の
記
者
会
見
で
安
倍
総
理
は
、
「
つ
け
を
未
来
の
世
代
に
回
す
よ
う
な
こ
と
が

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
人
づ
く
り
革
命
を
力
強
く
進
め
て
い
く
た
め
に
は
、
そ
の
安
定
財
源
と
し
て
、
再
来
年
十
月
に
予
定
さ

れ
る
消
費
税
率
十
％
へ
の
引
上
げ
に
よ
る
財
源
を
活
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
私
は
判
断
い
た
し
ま
し
た
。
二
％
の
引
上

げ
に
よ
り
五
兆
円
強
の
税
収
と
な
り
ま
す
。
現
在
の
予
定
で
は
、
こ
の
税
収
の
五
分
の
一
だ
け
を
社
会
保
障
の
充
実
に
使
い
、

残
り
の
五
分
の
四
で
あ
る
四
兆
円
余
り
は
借
金
の
返
済
に
使
う
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
考
え
方
は
、
消
費
税
を
五
％
か

ら
十
％
へ
と
引
き
上
げ
る
際
の
前
提
で
あ
り
、
国
民
の
皆
様
に
お
約
束
し
て
い
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
消
費
税
の
使
い
道

を
私
は
思
い
切
っ
て
変
え
た
い
。
子
育
て
世
代
へ
の
投
資
と
社
会
保
障
の
安
定
化
と
に
バ
ラ
ン
ス
よ
く
充
当
し
、
あ
わ
せ
て
財

一



政
再
建
も
確
実
に
実
現
す
る
」
と
発
言
し
、
衆
議
院
を
解
散
す
る
こ
と
の
妥
当
性
を
説
明
し
て
い
る
。

併
せ
て
、
「
こ
れ
ま
で
お
約
束
を
し
て
い
た
消
費
税
の
使
い
道
を
思
い
切
っ
て
大
き
く
変
え
る
と
い
う
決
断
を
い
た
し
ま
し

た
」
「
こ
れ
は
国
民
の
皆
様
に
お
約
束
を
し
て
い
た
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
「
代
表
な
く
し
て
課
税
な
し
」
。
税
こ
そ
民
主
主

義
で
あ
り
、
国
民
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
税
制
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
約
束
し
た
使
い
道
を
見
直
す
と
の
大
き
な
決
断

を
す
る
以
上
、
国
民
の
皆
様
に
そ
の
信
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
判
断
を
仰
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
決
心
を

い
た
し
ま
し
た
」
（
「
二
九
総
理
発
言
」
と
い
う
。
）
と
も
発
言
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
発
言
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

二
九
総
理
発
言
で
は
、
消
費
税
の
使
い
道
を
大
き
く
変
え
る
決
断
を
す
る
場
合
、
「
国
民
の
皆
様
に
そ
の
信
を
問
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
示
さ
れ
て
い
る
が
、
消
費
税
の
使
い
道
を
変
え
る
場
合
、
国
民
の
信
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
姿
勢
は
現
時
点
で
も
安
倍
政
権
で
は
維
持
さ
れ
て
い
る
の
か
。
見
解
如
何
。

二

二
九
総
理
発
言
で
「
「
代
表
な
く
し
て
課
税
な
し
」
。
税
こ
そ
民
主
主
義
で
あ
り
、
国
民
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え

る
」
と
の
見
解
を
示
し
、
消
費
税
の
使
い
道
を
変
え
る
場
合
に
国
民
の
信
を
問
う
姿
勢
を
表
明
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

三
〇
総
理
発
言
で
は
「
消
費
税
率
引
上
げ
分
の
使
い
道
を
変
更
し
、
二
％
の
引
上
げ
に
よ
る
税
収
の
う
ち
半
分
を
国
民
の
皆

二



さ
ん
に
還
元
し
ま
す
」
と
明
言
す
る
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
安
倍
総
理
は
国
民
の
信
を
問
う
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

二
九
総
理
発
言
と
三
〇
総
理
発
言
は
整
合
性
を
持
た
な
い
の
で
は
な
い
か
。
安
倍
総
理
の
見
解
如
何
。

三

三
〇
総
理
発
言
で
い
う
「
消
費
税
率
引
上
げ
分
の
使
い
道
を
変
更
し
、
二
％
の
引
上
げ
に
よ
る
税
収
の
う
ち
半
分
を
国
民

の
皆
さ
ん
に
還
元
」
す
る
こ
と
は
、
「
国
民
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
」
も
の
で
は
な
く
、
「
代
表
な
く
し
て
課
税
」

の
内
容
を
変
更
で
き
る
程
度
の
も
の
と
考
え
て
い
る
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

四

二
九
総
理
発
言
で
い
う
「
現
在
の
予
定
で
は
、
こ
の
税
収
の
五
分
の
一
だ
け
を
社
会
保
障
の
充
実
に
使
い
、
残
り
の
五
分

の
四
で
あ
る
四
兆
円
余
り
は
借
金
の
返
済
に
使
う
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
考
え
方
は
、
消
費
税
を
五
％
か
ら
十
％
へ

と
引
き
上
げ
る
際
の
前
提
で
あ
り
、
国
民
の
皆
様
に
お
約
束
し
て
い
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
消
費
税
の
使
い
道
を
私
は

思
い
切
っ
て
変
え
た
い
。
子
育
て
世
代
へ
の
投
資
と
社
会
保
障
の
安
定
化
と
に
バ
ラ
ン
ス
よ
く
充
当
」
す
る
こ
と
は
、
総
選

挙
を
経
て
安
倍
政
権
に
委
ね
ら
れ
た
政
策
変
更
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
三
〇
総
理
発
言
で
い
う
「
消
費
税
率
引
上

げ
分
の
使
い
道
を
変
更
し
、
二
％
の
引
上
げ
に
よ
る
税
収
の
う
ち
半
分
を
国
民
の
皆
さ
ん
に
還
元
」
す
る
こ
と
は
こ
れ
を
明

確
に
変
更
す
る
も
の
で
、
昨
年
の
総
選
挙
の
内
容
を
一
部
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
安
倍
総
理
自
ら
が
衆
議
院
を

解
散
し
、
民
意
を
問
う
た
昨
年
の
総
選
挙
を
蔑
ろ
に
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
安
倍
総
理
の
見
解
如
何
。三



五

三
〇
総
理
発
言
で
い
う
「
消
費
税
率
引
上
げ
分
の
使
い
道
を
変
更
し
、
二
％
の
引
上
げ
に
よ
る
税
収
の
う
ち
半
分
を
国
民

の
皆
さ
ん
に
還
元
し
ま
す
」
と
の
方
針
は
、
財
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
税
制
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
」
で
示
さ
れ
る

よ
う
な
「
年
金
、
医
療
な
ど
の
社
会
保
障
・
福
祉
や
、
水
道
、
道
路
な
ど
の
社
会
資
本
整
備
、
教
育
や
警
察
、
消
防
、
防
衛

と
い
っ
た
公
的
サ
ー
ビ
ス
は
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
す
が
、
そ
の
提
供
に
は
費
用
が
か
か
り
ま
す
。
税

は
、
こ
の
よ
う
な
公
的
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
を
賄
う
も
の
で
す
が
、
み
ん
な
が
互
い
に
支
え
合
い
、
共
に
よ
り
よ
い
社
会
を

作
っ
て
い
く
た
め
、
こ
の
費
用
を
広
く
公
平
に
分
か
ち
合
う
こ
と
が
必
要
」
と
い
う
原
則
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
税
は
、
「
課
税
の
十
分
性
」
、
「
課
税
の
明
確
性
」
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
が
（
ワ
グ
ナ
ー
の
租
税
九
原
則
）
、
国
民
に

還
元
す
る
た
め
に
徴
税
す
る
な
ら
ば
、
「
課
税
の
十
分
性
」
や
「
課
税
の
明
確
性
」
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば

そ
も
そ
も
そ
の
課
税
を
し
な
け
れ
ば
良
い
の
で
あ
り
、
政
府
に
徴
税
コ
ス
ト
が
発
生
す
る
の
み
で
あ
る
。
政
府
は
、
「
税
収

の
う
ち
半
分
を
国
民
の
皆
さ
ん
に
還
元
」
す
る
よ
う
な
税
が
、
十
分
性
を
持
ち
、
明
確
な
課
税
理
由
を
持
っ
て
い
る
と
考
え

る
の
か
。
公
的
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
を
賄
う
こ
と
の
な
い
た
だ
国
民
に
還
元
さ
れ
る
た
め
の
目
的
の
税
は
合
理
性
に
欠
け
る
の

で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

四


