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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
、
あ
の
歴
史
上
の
人
物
と
貨
幣
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
お
話
で
す
。

平
清
盛
と
お
金

　

今
回
の
テ
ー
マ
は
「
平
清
盛
と
お
金
」
で
あ
る
。

　

い
っ
た
い
な
ぜ
、『
く
ら
し
塾 

き
ん
ゆ
う
塾
』
で
平
清

盛
を
と
り
あ
げ
る
の
か
、
疑
問
に
思
わ
れ
る
方
も
少
な
く

な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
は
、
単
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
の
ブ
ー
ム
に
乗
っ
か

ろ
う
と
か
（
実
は
私
、
こ
の
ド
ラ
マ
の
制
作
段
階
か
ら
経

済
に
関
す
る
助
言
な
ど
を
行
っ
て
い
る
）、
私
が
平
清
盛
関

連
の
本
も
書
い
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
だ
と
か
、
そ
ん
な
軽

い
気
持
ち
で
決
め
た
こ
と
で
は
な
い
。

　

さ
か
の
ぼ
る
こ
と
一
年
前
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
が
ス
タ
ー
ト

し
た
当
初
か
ら
「
連
載
の
う
ち
一
回
は
平
清
盛
に
つ
い
て

書
か
せ
て
く
だ
さ
い
！
」
と
担
当
編
集
者
に
宣
言
し
て
い

た
念
願
の
テ
ー
マ
な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
私
が
そ
こ
ま
で
平
清
盛
の
こ
と
を
書

き
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
か
？

　

端
的
に
い
う
と
、「
私
が
神
戸
の
出
身
だ
か
ら
」
で
あ

る
…
…
と
い
わ
れ
て
も
、
分
か
り
づ
ら
い
の
は
無
理
も
な

い
。
世
間
一
般
に
お
け
る
平
清
盛
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
え
ば

「
天
皇
家
を
な
い
が
し
ろ
に
し
、
源
氏
を
い
じ
め
、
庶
民
に

対
し
て
は
恐
怖
政
治
を
敷
い
た
、凶
暴
で
強
欲
な
大
悪
人
」

と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
神
戸
市
民
の
も
つ
イ

メ
ー
ジ
は
こ
れ
と
は
１
８
０
度
違
う
。
な
ぜ
な
ら
、
平
清

盛
は
神
戸
港
を
「
地
方
の
よ
く
あ
る
港
」
か
ら
「
世
界
で

も
有
数
の
国
際
貿
易
港
」
へ
と
変
え
た
英
雄
だ
か
ら
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
一
時
的
と
は
い
え
首
都
を
京
都
か
ら
神
戸

に
移
し
て
く
れ
た
大
恩
人
で
も
あ
る
（
１
１
８
０
年
の
福

原
京
遷
都
）。

　

そ
も
そ
も
、
世
間
一
般
の
平
清
盛
に
対
す
る
悪
役
イ
メ
ー

ジ
は
、
そ
の
出
所
の
ほ
と
ん
ど
が
『
平
家
物
語
』、
つ
ま
り

源
氏
方
が
作
っ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ

る
か
ら
、
当
の
清
盛
に
と
っ
て
は
と
ん
だ
冤
罪
で
あ
る
。

連載エッセイ
会計士の
やさしい
お金のお話

第
4
回

山田 真哉 やまだ・しんや

公認会計士・税理士。1976年兵庫県神戸市生まれ。
大阪大学文学部史学科卒業。大手監査法人を経て、現
在、会計事務所所長。企業のCFOや政府の委員、経
済ドラマのブレーン等も務める。
代表作は160万部突破の『さおだけ屋はなぜ潰れない
のか？』など。会計ミステリー小説『女子大生会計士
の事件簿』はシリーズ100万部を突破し、TVドラマも
放映された。現在、NHK総合『ゆうどきネットワーク』

『ビジネス新伝説 ルソンの壺』、BS11『ベストセラー
BOOK TV』などにレギュラー出演中。最新刊は、歴史
経済ミステリー『経営者・平清盛の失敗』。

な
ぜ
平
清
盛
が

「
お
金
の
話
」
に
登
場
す
る
の
か
？
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あ
れ
こ
れ
述
べ
た
が
結
局
、
ひ
と
え
に
私
自
身
が
「
平

清
盛
が
大
好
き
！
」
と
い
う
の
が
、
今
回
の
記
事
を
書
こ

う
と
し
た
最
大
の
理
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
こ

の
連
載
エ
ッ
セ
イ
の
タ
イ
ト
ル
が
『
会
計
士
の
や
さ
し
い
お

金
の
話
』
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
「
平
清
盛
」
と
「
お
金
（
銭
）」
は
、
実
は
密
接
な
関
係

に
あ
る
。
清
盛
の
活
躍
し
た
平
安
時
代
末
期
は
日
本
経
済

史
上
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
時
代
、
つ
ま
り
、
そ
れ
ま

で
の
絹
や
米
と
い
っ
た
「
モ
ノ
」
を
お
金
の
代
わ
り
に
使

う
経
済
か
ら
「
貨
幣
」
を
使
う
経
済
へ
と
、
社
会
を
一
変

さ
せ
た
時
代
な
の
で
あ
る
。

　

―
―
さ
て
、
こ
の
説
明
を
聞
い
て
、
あ
な
た
は
果
た
し

て
「
ふ
む
ふ
む
、
な
る
ほ
ど
」
と
納
得
し
た
だ
ろ
う
か
？

　

だ
と
し
た
ら
、
も
う
一
度
、
学
校
の
授
業
で
習
っ
た
こ

と
を
思
い
出
し
て
ほ
し
い
。

　

日
本
で
最
初
の
貨
幣
と
い
え
ば
、
奈
良
時
代
直
前
に
生

ま
れ
た
「
和わ

同ど
う

開か
い

珎ち
ん

」
で
あ
る
。
若
い
方
な
ら
、「
そ
れ

よ
り
前
に
富ふ

本ほ
ん

銭せ
ん

が
作
ら
れ
た
」
と
習
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
こ
の
よ
う
に
、
平
安
時
代
よ
り
前
か
ら
す
で
に
日
本

に
は
貨
幣
が
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
平
安
時
代
末
期
に

「
絹
や
米
と
い
っ
た
モ
ノ
を
使
う
取
引
か
ら
貨
幣
を
使
う

取
引
に
変
わ
っ
た
」
と
い
う
の
は
ど
う
も
オ
カ
シ
イ
…
…

と
疑
問
を
も
っ
て
当
然
な
の
だ
。

　

で
は
、
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
タ
ネ
明
か
し
を
し
よ
う
。

実
は
、
和
同
開
珎
な
ど
の
貨
幣
は
平
安
時
代
の
途
中
で

す
っ
か
り
廃
れ
て
、
世
の
中
か
ら
姿
を
消
し
て
い
た
の
だ
。

大
河
ド
ラ
マ
で
清
盛
の
少
年
・
青
年
期
を
ご
覧
に
な
っ
た

方
な
ら
、
商
売
や
博
打
の
シ
ー
ン
に
銭
が
決
し
て
出
て
こ

ず
、
絹
や
米
と
い
っ
た
モ
ノ
で
取
引
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
気
づ
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
う
な
る
と
、
当
然
、
次
の
疑
問
が
出
て
く
る
。
果
た

し
て
和
同
開
珎
な
ど
の
貨
幣
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
消
え

た
の
だ
ろ
う
か
？

　

西
暦
７
０
８
年
の
こ
と
。
日
本
の
朝
廷
は
、
当
時
中
国

で
普
及
し
て
い
た
銅
製
の
貨
幣
に
な
ら
っ
て
「
和
同
開
珎
」

を
発
行
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
貨
幣
発
行
で
得
た
利
益
も

使
っ
て
、
７
１
０
年
に
新
し
い
都
が
造
ら
れ
る
―
―
そ
れ

が
、「
平
城
京
」
で
あ
る
。
奈
良
時
代
は
こ
う
し
て
幕
を

開
け
た
。

　

そ
の
後
は
偽
造
対
策
な
ど
の
理
由
で
「
万
年
通
宝
」
や

「
神
功
開
宝
」
と
い
っ
た
貨
幣
が
つ
く
ら
れ
る
（「
和
同
開

珎
」
を
含
め
る
と
12
種
の
貨
幣
が
つ
く
ら
れ
た
た
め
、「
皇

朝
十
二
銭
」
と
呼
ば
れ
る
）。
し
か
し
、
近
畿
地
方
を
中

心
に
流
通
し
た
こ
れ
ら
の
貨
幣
も
、
平
安
時
代
前
期
に
は

廃
れ
は
じ
め
、
９
５
８
年
の
「
乾
元
大
宝
」
を
最
後
に
、

新
た
な
貨
幣
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
。（
次
に
日
本
で
全
国
的
な
流
通
貨
幣
が
つ
く
ら
れ
る
の

は
、
江
戸
時
代
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）

　

で
は
、
日
本
の
古
代
貨
幣
は
ど
う
し
て
廃
れ
て
し
ま
っ

た
の
だ
ろ
う
か
？　

シ
ン
プ
ル
に
説
明
す
る
と
、
次
の
よ

う
な
流
れ
に
な
る
。

　

こ
れ
を
繰
り
返
し
た
結
果
、
貨
幣
自
体
が
使
わ
れ
な
く

な
っ
た
の
で
あ
る
。
取
引
の
場
で
拒
ま
れ
る
と
、
貨
幣
は
一

気
に
そ
の
存
在
意
義
を
失
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

日
本
初
の
貨
幣
「
和
同
開
珎
」
は

ど
こ
に
消
え
た
？

❶❷❸❹
平
安
時
代
、
貨
幣
の
原
材
料
で
あ
る
銅
が
枯
渇
し
て

採
れ
な
く
な
っ
た

少
な
い
銅
に
鉛
な
ど
を
混
ぜ
、
む
り
や
り
新
貨
幣

を
つ
く
っ
た

（
旧
貨
幣
に
比
べ
て
）
見
た
目
も
素
材
も
悪
く
な
っ

た
こ
と
で
、
人
々
の
新
貨
幣
に
対
す
る
信
用
が
低

下
し
た

取
引
で
「
新
貨
幣
の
使
用
は
お
断
り
」
と
い
う

ケ
ー
ス
が
増
え
、
使
い
づ
ら
く
な
っ
た
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こ
れ
と
似
た
よ
う
な
こ
と
は
現
代
で
も
起
こ
り
う
る
。

私
が
ひ
そ
か
に
愛
し
て
や
ま
な
い
紙
幣
「
二
千
円
札
」
も
、

「
信
用
」
に
問
題
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
発
行
当
初

に
自
販
機
や
券
売
機
で
使
え
な
か
っ
た
こ
と
が
未
だ
に
尾

を
引
い
て
い
る
。

　
「
受
け
取
っ
て
も
ら
え
る
か
ど
う
か
」
―
―
そ
れ
が
、

貨
幣
流
通
の
運
命
を
大
き
く
左
右
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

平
清
盛
の
活
躍
し
た
時
代
に
、
日
本
が
日
宋
貿
易
で
最

も
多
く
輸
入
し
て
い
た
も
の
、
そ
れ
は
「
宋そ

う

銭せ
ん

」
―
―
つ

ま
り
、
中
国
で
つ
く
ら
れ
た
銅
銭
で
あ
っ
た
。
日
本
に
大

量
に
流
入
し
た
宋
銭
は
、
そ
れ
ま
で
の
絹
や
米
に
代
わ
っ

て
、
日
本
の
通
貨
と
し
て
急
速
に
普
及
し
て
い
っ
た
。
そ

れ
も
、
朝
廷
や
幕
府
の
後
押
し
は
一
切
な
く
、
あ
く
ま
で

も
民
間
レ
ベ
ル
で
普
及
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
以
後
、
実
に
戦
国
時
代
ま
で
の
約
４
０
０
年
間
、

日
本
で
は
宋
銭
が
通
貨
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

ど
う
し
て
日
本
で
、
宋
銭
と
い
う
「
外
国
貨
幣
」
が

「
急
速
」
に
普
及
し
た
の
か
―
―
こ
の
謎
は
、
日
本
経
済

史
上
最
大
の
ミ
ス
テ
リ
ー
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
謎
に
迫
る
仮
説
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
一
般
的
に
は

「
宋
銭
は
国
際
的
に
通
用
す
る
貨
幣
だ
っ
た
か
ら
日
本
で

も
受
け
入
れ
ら
れ
た
」
と
い
う
説
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
を
「
国
際
通
貨
説
」
と
し
よ
う
。
確
か
に
、
宋
銭
は
東

ア
ジ
ア
の
み
な
ら
ず
、
東
南
ア
ジ
ア
や
ペ
ル
シ
ア
、
ア
フ
リ

カ
方
面
で
も
使
用
さ
れ
た
形
跡
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
同
時
期
の
朝
鮮
の
統
一
王
朝
「
高
麗
」
で
は

宋
銭
は
ほ
と
ん
ど
流
通
し
て
お
ら
ず
、
米
や
布
を
使
う
取

引
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
他
の
東
ア
ジ
ア
の
国
々
を

み
る
と
、
宋
銭
が
流
通
し
た
国
で
は
決
ま
っ
て
自
国
の
独

自
通
貨
が
併
せ
て
使
わ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
「
自
国
の
通

貨
が
廃
れ
て
い
た
の
に
宋
銭
だ
け
が
普
及
し
た
」
と
い
う

日
本
の
特
異
な
状
況
は
「
国
際
通
貨
説
」
で
は
説
明
が
つ

か
な
い
の
だ
。

　

他
の
仮
説
も
あ
る
。「
社
会
全
体
の
生
産
力
が
向
上
し

た
結
果
、
余
剰
の
生
産
物
が
で
き
た
が
、
こ
れ
ら
を
交
換・

流
通
さ
せ
る
た
め
に
は
絹
や
米
を
使
っ
た
取
引
で
は
不
便

だ
っ
た
た
め
、
金
属
貨
幣
が
強
く
求
め
ら
れ
た
」
と
い
う

も
の
だ
。
し
か
し
、
貨
幣
が
流
通
す
る
た
め
に
は
、
共
同

体
の
構
成
員
の
大
半
が
そ
れ
を
通
貨
と
し
て
信
用
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
単
に
「
便
利
な
も
の
だ
よ
」
と
い
う
だ

け
で
、
当
時
全
く
廃
れ
て
い
た
貨
幣
の
価
値
を
大
勢
の

人
々
が
信
用
す
る
の
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。

　

で
は
ど
う
し
て
、
当
時
の
日
本
の
人
々
は
宋
銭
を
信
用

し
た
の
だ
ろ
う
か
？

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
そ
も
そ
も
宋
銭
が
日
本
に

輸
入
さ
れ
始
め
た
経
緯
で
あ
る
。

　

当
時
、
写
経
を
し
た
紙
や
巻
物
を
入
れ
る
「
経き

ょ
う
づ
つ筒
」
と

い
う
筒
が
あ
っ
た
。
最
近
の
調
査
に
よ
る
と
、
経
筒
の
素

材
で
あ
る
銅
の
産
地
が
１
１
５
０
年
こ
ろ
を
境
に
国
内
か

ら
中
国
華
南
地
方
に
切
り
替
わ
っ
て
い
た
と
推
定
で
き
る

こ
と
が
分
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
時
代
、
宋
は
銅
の
輸

出
を
禁
止
し
て
い
た
と
い
う
―
―
も
う
察
し
が
つ
い
た
方

も
い
る
だ
ろ
う
。
銅
不
足
に
陥
っ
た
日
本
は
、
銅
そ
の
も

の
を
輸
入
す
る
代
わ
り
に
銅
製
の
宋
銭
を
大
量
輸
入
し
、

溶
か
し
て
銅
材
と
し
て
使
用
し
始
め
た
の
だ
。
な
お
、
そ

の
百
年
後
に
で
き
た
鎌
倉
大
仏
の
材
料
も
宋
銭
だ
と
い
わ

れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、「
こ
の
大
量
の
宋
銭
を
、
日
本
で
通
貨
と
し
て

使
用
で
き
な
い
か
？
」
と
最
初
に
目
を
つ
け
た
人
物
こ
そ
、

平
清
盛
で
あ
る
。
そ
の
最
大
の
目
的
は
、
権
力
の
象
徴
で

あ
る
通
貨
発
行
権
を
手
に
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

貨
幣
が
廃
れ
て
久
し
い
当
時
の
日
本
で
も
、
宋
銭
を

人
々
に
通
貨
と
し
て
信
用
さ
せ
、
流
通
さ
せ
る
こ
と
は
可

能
だ
、
と
清
盛
は
判
断
し
た
。
そ
の
根
拠
は
「
仮
に
通
貨

と
し
て
使
え
な
く
て
も
仏
具
に
な
る
」
と
い
う
独
特
の
利

用
価
値
で
あ
っ
た
。
宋
銭
を
数
百
枚
集
め
れ
ば
、
経
筒
が

で
き
る
量
に
な
っ
た
の
だ
。

　

当
時
は
、
末
法
思
想
の
真
っ
た
だ
中
。
西
方
極
楽
浄
土

へ
の
憧
れ
は
、
貴
族
・
庶
民
問
わ
ず
大
変
な
も
の
が
あ
っ

た
。
そ
の
中
で
宋
銭
は
「
浄
土
に
導
く
仏
具
の
カ
ケ
ラ
」

と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
た
め
、
実
際
の
銅
の
素
材
価
値
以

上
に
、
信
仰
物
と
し
て
の
信
用
が
与
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
。

　
「
外
国
貨
幣
」
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
宋
銭
が
通
貨

と
し
て
普
及
し
た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
日
本
人
の
信

仰
心
が
反
映
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

経
済
史
上
最
大
の
ミ
ス
テ
リ
ー

「
宋
銭
普
及
」

「
末
法
思
想
」
が
貨
幣
経
済
を
生
ん
だ

平清盛とお金 連載エッセイ 会計士のやさしいお金のお話
第 4回


