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イ
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ボ
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政
府
は
、
二
〇
二
三
年
一
月
か
ら
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
（
い
わ
ゆ
る
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）
を
導
入
し
た
が
、
制
度
施
行

か
ら
一
年
半
が
経
過
し
た
現
在
、
民
間
団
体
が
実
施
し
た
実
態
調
査
（
本
年
五
月
に
公
表
さ
れ
た
一
万
人
の
イ
ン
ボ
イ
ス
実
態

調
査
。
以
下
、
「
実
態
調
査
」
と
い
う
）
に
お
い
て
、
制
度
に
対
す
る
深
刻
な
懸
念
が
多
く
寄
せ
ら
れ
た
。
同
調
査
の
回
答
者

（
以
下
、
「
調
査
協
力
者
」
と
い
う
）
は
、
制
度
反
対
の
立
場
か
ら
の
声
が
多
く
集
ま
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
も
の
の
、
同
時
に
調
査
協
力
者
の
属
性
や
業
種
、
売
上
規
模
、
地
域
分
布
は
多
様
で
あ
り
、
制
度
の
課
題
に
つ
い
て
幅
広

い
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
と
考
え
る
。 

 

特
に
、
回
答
者
の
九
十
七
・
三
％
が
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
反
対
し
て
い
る
と
の
結
果
、
価
格
転
嫁
が
困
難
で
あ
る
と
の
回
答

が
八
割
超
に
及
ぶ
と
の
実
態
、
さ
ら
に
は
所
得
や
貯
蓄
の
切
崩
し
、
借
金
に
よ
る
納
税
と
い
っ
た
深
刻
な
影
響
が
明
ら
か
と
な

っ
た
こ
と
は
、
租
税
制
度
の
公
平
性
や
税
制
の
担
税
力
原
則
の
観
点
か
ら
も
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
自
由
記
述
欄
に

は
「
死
に
た
い
」
と
の
声
が
五
十
件
以
上
も
寄
せ
ら
れ
る
な
ど
、
精
神
的
影
響
の
深
刻
さ
も
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
と
考
え
る
。 

 

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
政
府
に
対
し
質
問
す
る
。 

一 

価
格
転
嫁
の
実
態
に
つ
い
て 



 

２ 

 

 
１ 

実
態
調
査
に
よ
れ
ば
、
回
答
者
の
約
八
割
が
価
格
転
嫁
が
困
難
と
答
え
て
お
り
、
そ
の
う
ち
四
割
超
が
納
税
の
た
め
に

所
得
や
貯
蓄
を
切
り
崩
し
、
一
割
超
は
借
金
で
納
税
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
課
税
の
公
平
性
と
担
税

力
の
原
則
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
か
。
具
体
的
な
根
拠
と
と
も
に
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
時
に
政
府
が
想
定
し
て
い
た
価
格
転
嫁
率
は
何
％
で
あ
っ
た
か
を
示
し
た
上
で
、
現
状
の
価
格

転
嫁
率
と
の
差
を
ど
う
分
析
し
、
是
正
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
対
策
を
講
じ
る
予
定
か
を
そ
れ
ぞ
れ
示
さ
れ
た
い
。 

二 

公
共
イ
ン
フ
ラ
や
地
域
経
済
へ
の
影
響
に
つ
い
て 

 

１ 

実
態
調
査
に
よ
れ
ば
、
将
来
不
安
を
抱
く
事
業
者
が
六
十
五
％
に
の
ぼ
り
、
運
輸
、
建
設
、
通
信
と
い
っ
た
社
会
イ
ン

フ
ラ
業
種
で
廃
業
や
転
職
の
意
向
を
示
す
事
業
者
が
約
二
割
存
在
す
る
と
さ
れ
る
。
政
府
は
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
こ
う
し

た
イ
ン
フ
ラ
業
種
に
与
え
る
影
響
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
か
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

小
規
模
事
業
者
の
廃
業
や
地
域
経
済
の
縮
小
に
よ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
担
い
手
が
失
わ
れ
る
影
響
が
懸
念
さ
れ
て
い

る
が
、
政
府
と
し
て
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
地
域
経
済
・
社
会
に
与
え
る
波
及
的
影
響
を
ど
の
よ
う
に
把
握
及
び
分
析
し
て

い
る
か
、
ま
た
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
意
向
が
あ
る
か
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
示
さ
れ
た
い
。 

 

３ 

地
域
に
よ
っ
て
は
災
害
協
定
の
担
い
手
確
保
が
困
難
に
な
る
と
の
報
告
も
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
政
府
は
イ
ン
ボ
イ



 

３ 

 

ス
制
度
の
地
域
防
災
体
制
へ
の
影
響
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
か
。 

三 
優
越
的
な
地
位
の
濫
用
の
横
行
に
つ
い
て 

 

１ 

実
態
調
査
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
を
契
機
と
し
た
取
引
条
件
の
不
利
益
変
更
や
排
除
が
多
発
し
て
い
る
一
方
、

不
利
益
を
被
っ
た
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
か
ら
公
正
取
引
委
員
会
へ
の
申
告
件
数
は
全
体
の
三
％
未
満
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
さ

れ
る
。
政
府
は
こ
の
申
告
の
割
合
の
低
さ
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
示
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

取
引
先
と
の
関
係
悪
化
を
懸
念
し
て
声
を
上
げ
ら
れ
な
い
事
業
者
が
多
数
い
る
と
の
実
態
に
鑑
み
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

の
公
正
性
を
担
保
す
る
観
点
か
ら
、
匿
名
性
を
担
保
し
た
通
報
・
救
済
制
度
の
整
備
を
検
討
す
る
意
向
は
あ
る
か
。
な
い

場
合
は
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
も
示
さ
れ
た
い
。 

四 

公
的
支
援
の
利
用
実
態
に
つ
い
て 

 

１ 

実
態
調
査
に
よ
れ
ば
、
Ｉ
Ｔ
導
入
補
助
金
や
相
談
窓
口
を
利
用
し
た
事
業
者
は
一
割
未
満
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
さ
れ

る
。
こ
の
低
利
用
率
の
原
因
に
つ
い
て
政
府
と
し
て
ど
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
か
。
分
析
結
果
と
改
善
策
を
そ
れ
ぞ
れ

示
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

政
府
は
、
今
後
、
公
的
支
援
策
を
実
際
の
利
用
者
目
線
で
設
計
し
直
す
意
向
が
あ
る
か
。
ま
た
、
重
要
業
績
評
価
指
標



 

４ 

 

を
設
定
し
た
改
善
計
画
を
策
定
す
る
考
え
は
あ
る
か
、
そ
れ
ぞ
れ
示
さ
れ
た
い
。 

五 
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
時
の
影
響
評
価
と
再
検
討
に
つ
い
て 

 

１ 

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
に
際
し
て
政
府
が
行
っ
た
影
響
評
価
の
詳
細
な
内
容
を
可
能
な
限
り
示
さ
れ
た
上
で
、
当
初
想

定
と
現
実
と
の
間
に
乖
離
が
あ
る
場
合
、
そ
の
理
由
を
ど
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
か
そ
れ
ぞ
れ
明
確
に
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

負
担
軽
減
措
置
を
延
長
な
い
し
恒
久
化
し
な
い
場
合
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
維
持
に
よ
る
税
収
増
額
見
込
み
と
、
廃
業

増
に
伴
う
防
災
の
担
い
手
不
足
や
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
費
等
の
社
会
的
コ
ス
ト
試
算
を
比
較
し
た
費
用
便
益
分
析
を
実

施
し
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
負
担
軽
減
措
置
を
廃
止
す
る
前
の
通
常
国
会
ま
で
に
公
表
す
る
方
針
は
あ
る
か
。 

六 

実
態
調
査
に
基
づ
く
請
願
の
扱
い
に
つ
い
て 

 
 

本
年
五
月
二
十
八
日
、
民
間
団
体
で
あ
る
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
を
考
え
る
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
会
は
、
二
割
特
例
・
八
割
控
除

の
延
長
等
を
求
め
る
請
願
書
を
、
公
正
取
引
委
員
会
、
財
務
省
、
国
税
庁
、
中
小
企
業
庁
の
四
機
関
に
提
出
し
た
と
公
表
し

て
い
る
。 

 
 

請
願
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
憲
法
第
十
六
条
に
よ
り
「
何
人
も
、
損
害
の
救
済
（
中
略
）
に
関
し
、
平
穏
に
請
願
す
る
権

利
を
有
」
す
る
と
規
定
さ
れ
、
さ
ら
に
請
願
法
第
三
条
第
一
項
で
「
請
願
書
は
、
請
願
の
事
項
を
所
管
す
る
官
公
署
に
こ
れ



 

５ 

 

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
、
同
法
第
四
条
で
、
「
請
願
書
が
誤
つ
て
前
条
に
規
定
す
る
官
公
署
以
外
の
官
公
署
に

提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
官
公
署
は
、
請
願
者
に
正
当
な
官
公
署
を
指
示
し
、
又
は
正
当
な
官
公
署
に
そ
の
請
願
書
を
送

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。 

 

１ 

公
正
取
引
委
員
会
、
財
務
省
、
国
税
庁
、
中
小
企
業
庁
は
、
そ
れ
ぞ
れ
提
出
さ
れ
た
請
願
書
を
同
法
第
三
条
第
一
項
に

基
づ
き
正
式
に
受
理
し
た
か
。 

 

２ 

請
願
法
第
四
条
は
、
誤
っ
て
所
管
外
官
庁
に
提
出
さ
れ
た
請
願
書
に
つ
い
て
「
正
当
な
官
公
署
」
に
送
付
す
る
義
務
を

定
め
て
い
る
。
四
機
関
は
、
そ
れ
ぞ
れ
提
出
さ
れ
た
請
願
の
所
管
官
庁
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
か
。
請
願
を
所
管
す
る

官
庁
が
別
に
存
在
す
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
ど
の
官
庁
が
所
管
と
判
断
し
た
か
、
い
つ
送
付
（
又
は
指
示
）
を
行
っ

た
か
を
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


