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公
認
会
計
士
と
し
て
も
作
家
と
し
て
も
活
躍
さ
れ
て
い
る
山
田
真
哉
さ
ん
。

今
回
は
、
毎
年
こ
の
時
期
に
な
る
と
話
題
と
な
る
確
定
申
告
の
お
話
で
す
。

納
税
の
歴
史
か
ら
み
た
確
定
申
告
と
は
？

確
定
申
告

　

今
回
の
テ
ー
マ
は
「
確
定
申
告
」
で
あ
る
。
私
は
税
理

士
で
も
あ
る
た
め
、
ま
さ
に
本
業
の
話
な
の
だ
が
、
ど
う

も
筆
が
進
ま
な
い
。
実
を
い
う
と
、
広
く
一
般
向
け
に
確

定
申
告
の
話
を
す
る
こ
と
ほ
ど
、
難
し
い
こ
と
は
な
い
の

だ
。
と
い
う
の
も
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
が
誰
か
―
―
自
営
業
者

な
の
か
、
退
職
者
な
の
か
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
の
か
、
は
た

ま
た
年
金
受
給
者
な
の
か
―
―
に
よ
っ
て
話
す
べ
き
内
容

が
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
ん
な
テ
ー
マ
に
ま
つ
わ
る
悩
み
で
原
稿
の
執
筆
が
遅

れ
て
い
た
た
め
、
担
当
編
集
者
に
メ
ー
ル
で
相
談
し
た
と

こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
返
事
が
き
た
。

『
今
回
の
記
事
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
ズ
バ
リ
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

と
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
退
職
し
た
人
、
そ
れ
と
自
営
業
の
人

で
し
ょ
う
か
。』

　

―
―
ズ
バ
リ
絞
れ
て
な
い
！

　

そ
の
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
」
と
「
自
営
業
者
」
で
、
確
定

申
告
に
対
す
る
考
え
方
が
ま
っ
た
く
異
な
る
の
だ
。

　

で
は
、
な
に
が
そ
ん
な
に
違
う
の
か
？

　

ご
く
単
純
に
言
う
と
、
一
般
的
に
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
お

金
を
も
ら
う
た
め
に
確
定
申
告
を
す
る
の
に
対
し
（
還

付
）、
自
営
業
者
は
お
金
を
払
う
た
め
に
確
定
申
告
を
す

る
の
で
あ
る
（
納
付
）。

　
「
も
ら
う
」
と
「
払
う
」
と
で
は
、
受
け
る
印
象
も
変

わ
っ
て
当
然
で
あ
る
。

　

で
は
、
同
じ
確
定
申
告
な
の
に
、
な
ぜ
「
も
ら
う
人
」

と
「
払
う
人
」
が
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

　

こ
の
理
由
を
知
る
た
め
に
は
、
な
ん
と
明
治
時
代
に
ま

で
遡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
も
そ
も
、
個
人
の
収
入
に
対
し
て
税
を
か
け
る
、
い
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わ
ゆ
る
「
所
得
税
」
が
日
本
に
導
入
さ
れ
た
の
は
、
明
治

20
年
の
話
で
あ
る
。

　

そ
れ
以
前
は
ど
う
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、
国
の
収
入
の
大

半
を
占
め
て
い
た
の
は
「
地
租
」（
土
地
に
か
け
る
税
金
）

だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
税
金
を
た
く
さ
ん
払
っ
て
い
た
の
は
、

土
地
を
持
っ
て
い
る
人
た
ち
だ
っ
た
。
土
地
持
ち
と
い
う
と
農

家
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
が
、
当
時
は
農
家
で
あ
っ
て
も
小
作
人

が
多
い
時
代
な
の
で
、
税
金
を
払
う
の
は
地
主
だ
け
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
こ
れ
に
対
し
、
都
市
に
住
ん
で
い
た
住
民
が

「
不
公
平
だ
」
と
不
満
の
声
を
上
げ
た
。「
都
市
住
民
の
ほ

う
が
、
税
金
が
少
な
く
て
い
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
思
う
か

も
し
れ
な
い
が
、
彼
ら
が
求
め
て
い
た
の
は
「
選
挙
権
」

だ
っ
た
。
明
治
初
期
と
い
え
ば
、
選
挙
権
が
与
え
ら
れ
て

い
た
の
は
高
額
納
税
者
の
み
。
つ
ま
り
ど
ん
な
に
稼
い
で

い
た
と
し
て
も
、
土
地
を
持
た
な
い
都
市
住
民
に
は
選
挙

権
が
手
に
入
ら
な
い
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
都
市
住
民
の
不
満
に
応
え
る
た
め
に
つ

く
ら
れ
た
の
が
「
所
得
税
」、
と
い
う
わ
け
だ
。

　

も
っ
と
も
、
と
き
の
政
府
と
し
て
は
、
選
挙
権
を
持
つ
人

が
増
え
す
ぎ
る
の
は
嫌
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
所
得
税
と
い

う
制
度
は
で
き
た
も
の
の
、
課
税
さ
れ
た
人
は
わ
ず
か
12
万

人
し
か
い
な
か
っ
た
。
当
時
の
日
本
の
人
口
は
ま
だ
４
千
万
人

と
は
い
え
、
そ
の
１
％
に
も
満
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
の
後
、
日
清
・
日
露
戦
争
、
さ
ら
に
日
中
戦

争
と
い
う
戦
費
の
か
か
る
時
代
に
突
入
し
た
た
め
、
政
府

も
背
に
腹
は
代
え
ら
れ
ず
、
所
得
税
を
課
す
人
数
を
ど
ん

ど
ん
増
や
し
て
い
く
。

　

そ
し
て
昭
和
15
年
。
こ
の
年
に
行
わ
れ
た
税
制
の
大
改

正
で
、
所
得
税
を
課
さ
れ
る
人
の
数
は
急
増
。
改
正
前
後

の
５
年
間
（
昭
和
13
年
～
昭
和
17
年
）
を
通
じ
て

１
５
０
万
人
か
ら
４
５
０
万
人
に
ま
で
膨
れ
上
が
っ
た
。

こ
の
と
き
つ
い
に
、
そ
れ
ま
で
所
得
税
を
課
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
一
般
的
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
も
、
課
税
の
対
象
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
大
改
正
の
際
、
政
府
内
で
「
今
ま
で
も
税
金
の
徴

収
を
漏
ら
す
こ
と
が
あ
っ
た
の
に
、
さ
ら
に
何
倍
も
の
人

数
に
納
税
さ
せ
る
な
ん
て
無
理
だ
。
税
務
署
の
人
手
も
足

り
ず
、
脱
税
す
る
人
だ
ら
け
に
な
る
ぞ
…
…
」
と
い
う
不

安
が
起
こ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
不
安
の
解
決
手
段
は
思
わ

ぬ
と
こ
ろ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
。
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
で
あ
る
。

政
府
が
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
か
ら
伝
授
さ
れ
た
究
極
の
一
手
―

―
そ
れ
が
、「
給
与
所
得
者
へ
の
源
泉
徴
収
」
と
呼
ば
れ

る
制
度
で
あ
る
。
ご
存
知
の
方
も
多
い
と
思
う
が
、
こ
れ

は
会
社
が
社
員
に
給
与
を
払
う
前
に
、
政
府
が
そ
こ
か
ら

税
金
分
だ
け
天
引
き
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
制
度
で
あ
る
。

こ
の
制
度
、
戦
費
調
達
に
効
果
あ
り
と
知
れ
る
や
、
す
ぐ

に
当
時
の
敵
国
ア
メ
リ
カ
で
も
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

―
―
こ
う
し
て
、
日
本
国
民
は
二
つ
に
分
か
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
一
方
は
、
従
来
通
り
税
金
を
納
め
る
た
め
に

確
定
申
告
を
す
る
人
々
。
そ
し
て
も
う
一
方
が
、「
申
告
前

に
税
金
を
天
引
き
さ
れ
る
人
々
」
―
―
つ
ま
り
、
そ
の
引

か
れ
た
税
金
を
戻
し
て
も
ら
う
た
め
に
確
定
申
告
を
す
る

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
あ
る
。「
確
定
申
告
」
が
、
税
の
専
門
家

と
い
え
ど
も
一
口
に
解
説
し
づ
ら
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
を
た
ど
っ
た
結
果
な
の
だ
。

　

し
か
も
、
こ
の
歴
史
に
は
ま
だ
続
き
が
あ
る
。
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
に
は
「
年
末
調
整
」
と
い
う
制
度
も
導
入
さ
れ

た
。
こ
れ
も
ま
た
、
政
府
が
税
金
を
確
実
に
徴
収
す
る
た

め
の
方
法
で
、
各
個
人
の
税
額
を
細
か
く
計
算
し
、
追
加

納
税
や
還
付
が
必
要
な
ら
す
べ
て
会
社
が
代
行
し
て
行

う
、
と
い
う
制
度
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な

な
ぜ
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
税
を
引
か
れ
る
の
か
？

原
則
　
　
　
　
　
→
　
納
税
　
　
　
→
　
払
う
人

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
　
→
　
源
泉
徴
収
　
→
　
も
ら
う
人



13 くらし塾 きんゆう塾 ＜2012年冬号＞

ら
特
に
手
続
き
を
し
な
く
て
も
所
得
税
の
支
払
を
自
動

的
に
済
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（
注
）。

　

こ
う
し
て
、
税
金
を
気
に
せ
ず
仕
事
に
邁
進
で
き
る
体

制
が
整
っ
た
こ
と
で
、「
モ
ー
レ
ツ
社
員
」
を
代
表
と
す
る

戦
後
日
本
の
労
働
ス
タ
イ
ル
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
―
―

と
い
う
の
は
、
多
少
言
い
過
ぎ
た
か
？

（
注
）
中
途
退
職
な
ど
な
ん
ら
か
の
理
由
で
年
末
調
整
さ

れ
な
か
っ
た
人
や
、
年
末
調
整
に
は
な
い
特
典
（
医
療
費

控
除
な
ど
）
を
受
け
た
い
人
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
あ
っ
て

も
確
定
申
告
し
て
、
天
引
き
さ
れ
た
税
金
を
戻
し
て
も
ら

う
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、
そ
も
そ
も
私
た
ち
は
な
ぜ
、
み
ず
か
ら
税
務
署

に
行
っ
て
「
確
定
申
告
」
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ

ろ
う
か
？

　

模
範
回
答
の
よ
う
に
「
日
本
国
憲
法
で
定
め
ら
れ
て
い

る
国
民
の
三
大
義
務
の
な
か
に
『
納
税
の
義
務
』（
30
条
）

が
あ
る
か
ら
…
…
」
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
な
の

だ
が
、
実
は
こ
こ
に
も
、
知
ら
れ
ざ
る
歴
史
が
存
在
す
る
。

　

日
本
の
納
税
の
歴
史
は
、「
大
化
の
改
新
」
や
「
租
・

庸
・
調
」
の
時
代
か
ら
１
４
０
０
年
ほ
ど
の
歴
史
が
あ
る
。

し
か
し
、
み
ず
か
ら
の
計
算
に
よ
り
税
額
を
「
確
定
」
さ

せ
て
、
そ
れ
を
「
申
告
」
す
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
自
主

的
な
納
税
ス
タ
イ
ル
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
た
か
だ
か
60

年
ほ
ど
前
の
話
で
あ
る
。

　

江
戸
時
代
ま
で
、
人
々
の
税
金
の
額
は
「
検
地
」
な
ど

の
調
査
に
基
づ
き
「
お
上
」
が
一
方
的
に
決
め
る
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
明
治
時
代
以
降
の
所
得
税
で
は
、
人
々

が
収
入
を
政
府
に
申
告
す
る
形
を
と
る
よ
う
に
な
る
。
し

か
し
、
申
告
さ
せ
て
お
き
な
が
ら
税
額
を
決
め
る
の
は
政

府
で
あ
っ
た
た
め
、「
も
っ
と
収
入
が
あ
る
は
ず
だ
ろ
う
」

と
言
い
が
か
り
を
つ
け
ら
れ
、
予
想
し
て
い
た
税
額
の
２

倍
も
の
額
を
払
わ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
も
っ
と
も
、

申
告
す
る
収
入
額
を
ゴ
マ
か
し
て
い
た
人
も
多
か
っ
た
そ

う
な
の
だ
が
）。

　

さ
ら
に
、
昭
和
15
年
の
大
改
正
に
よ
っ
て
所
得
税
の
対

象
者
が
一
気
に
増
え
た
際
に
は
、
政
府
は
税
金
の
徴
収
漏

れ
を
防
ぐ
た
め
、
な
ん
と
町
内
会
や
各
種
同
業
組
合
に
税

の
仕
事
を
丸
投
げ
し
て
し
ま
う
―
―
つ
ま
り
、
○
○
町
内

会
は
１
０
０
万
円
、
△
△
小
売
組
合
は
２
０
０
万
円
、
と

い
う
ふ
う
に
団
体
ご
と
の
納
税
の
目
標
額
を
政
府
が
決
め

て
、
そ
の
税
を
団
体
内
の
誰
に
ど
う
配
分
す
る
か
は
、
そ

の
団
体
に
一
任
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
目
標

額
」
制
度
と
い
う
。

　

さ
て
、
み
な
さ
ん
も
想
像
さ
れ
た
と
お
り
、
こ
の
制
度

下
で
は
、
町
内
会
長
な
ど
各
団
体
の
責
任
者
に
取
り
入
っ

た
人
は
税
額
が
少
な
く
て
済
み
、
逆
に
嫌
わ
れ
た
人
は
税

額
が
増
え
る
、
と
い
っ
た
極
め
て
不
公
平
な
こ
と
も
行
わ

れ
た
。

　

戦
後
も
、
し
ば
ら
く
の
間
こ
の
制
度
は
温
存
さ
れ
た
の

だ
が
、
日
本
の
税
制
を
立
て
直
す
た
め
に
ア
メ
リ
カ
か
ら

や
っ
て
来
た
使
節
団
が
「
こ
れ
は
さ
す
が
に
非
民
主
的
だ
」

と
指
摘
し
た
こ
と
で
、「
目
標
額
」
制
度
は
廃
止
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
に
、
個
人
単
位
で
税
額
を
「
確
定
」
し
て
、
自
主

的
に
「
申
告
」
を
行
う
「
申
告
納
税
制
度
」
が
成
立
し

た
の
だ
。

　

申
告
は
面
倒
だ
、
納
め
る
税
額
は
国
が
決
め
て
く
れ
れ

ば
い
い
の
に
…
…
と
思
う
こ
と
が
、
誰
し
も
一
度
は
あ
る
だ

ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
数
々
の
不
公
平
な
制
度
を
わ
た
り
歩

い
て
、
行
き
着
い
た
先
が
こ
の
「
確
定
申
告
」
な
の
だ
と

思
え
ば
、
少
々
の
面
倒
さ
も
我
慢
で
き
る
か
も
し
れ
な
い

…
…
か
な
？

町
内
会
が
国
の
税
を
集
め
た
時
代
が
あ
っ
た

確定申告 連載エッセイ 会計士のやさしいお金のお話
第 3回


