
安
平
昭
二
著

『

簿

記

・

会

計

学

の

基

礎

|

シ

ェ

ア

!

の

簿

記

・

会

計

三

尋

ね

て

|

』

ハ
同
文
館
、
一
九
八
六
年
)

I 

J
-
F
・
シ
ェ
ア

l
。
こ
の
名
は
勘
定
学
説
史
に
さ
ん
然
と
輝
く
も
の

で
あ
る
が
、
完
成
し
た
物
的
二
勘
定
理
論
の
名
と
と
も
に
簿
記
学
説
史
上

の
シ
ェ
ア
!
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
敬
意
を
も
っ
て
受
け
入
れ
て
き
た
@
こ

の
面
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
は
生
成
発
展
史
が
あ
っ

た
@
さ
ら
に
よ
う
や
く
体
系
化
さ
れ
て
く
る
会
計
学
に
シ
ェ
ア

i
は
ど
う

い
う
寄
与
を
な
し
た
か
と
い
う
研
究
が
、
彼
の
生
涯
を
み
つ
め
る
な
か
で

エ
雷
と
な
る
大
き
な
研
究
が
あ
ら
わ
れ
た
@
こ
こ
に
扱
う
安
平
教
授
の
業

績
で
あ
る
@

安
平
教
授
は
こ
の
書
を
二
人
の
師
、
戸
田
義
郎
先
生
と
カ

I
ル
・
ケ
l

フ
7
1
(同
・
内
田
な
る
教
授
に
さ
さ
げ
る
@
安
平
教
授
は
研
究
生
活
に
入

安
平
昭
二
著
『
簿
記
・
会
計
学
の
基
礎
』

茂

木

虎

雄

る
と
き
戸
間
教
授
よ
り
シ
ェ
ア
!
の
主
著
、
切
口

nFE--zp四
一
ロ
ロ
品
回
日
目
白
I

R
(『
簿
記
お
よ
び
貸
借
対
照
表
』
)
∞
-krc戸
を
ま
ず
読
む
こ
と
を
す
す

め
ら
れ
た
と
い
う
。
安
平
教
授
の
研
究
歴
は
シ
ェ
ア
!
と
の
旅
で
も
あ
る

よ
う
だ
。
ケ

I
フ
7
1教
授
は
チ
ュ

l
リ
ヒ
大
学
で
の
シ
ェ
ア
l
の
講
座

の
後
継
者
で
も
あ
り
、
勘
定
理
論
の
研
究
者
で
も
あ
る
が
、
安
平
教
授
の

研
究
に
大
き
な
援
助
を
さ
れ
て
い
る
と
い
う
@
よ
き
師
に
め
ぐ
ま
れ
て
大

き
く
は
ば
た
こ
う
と
さ
れ
る
安
平
教
授
は
、
こ
こ
に
戸
田
先
生
の
喜
寿
と

ケ
I
フ
ァ

l
教
授
の
米
寿
を
祝
っ
て
本
書
を
上
掲
さ
れ
た
。
た
び
た
び
ス

イ
ス
に
留
学
さ
れ
、
勘
定
理
論
の
本
場
で
の
研
究
と
シ
ェ
ア

l
の
人
と
な

り
、
足
跡
を
た
ん
ね
ん
に
た
ど
る
旅
の
な
か
で
書
き
あ
げ
た
も
の
で
あ

る。

二
四
三
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本
書
は
三
編
よ
り
な
る
@
第
一
一
織
は
「
簿
記
の
理
論
」
で
あ
る
が
、
本

書
の
中
心
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
シ
ェ
ア

i
の
研
究
歴
に
対
応
す
る
叙
述
が

な
さ
れ
、
第
一
章
は
「
シ
ェ
ア

l
の
勘
定
理
論
の
初
期
の
形
態
」
と
し

て
、
一
八
九
O
年
の
「
簿
記
の
科
学
的
取
扱
い
の
試
み
」
(
ぐ
2
2
n
F

aロ
2
・
当
日
凹
mw
叩
口
白
口
V
阻
止
ロ
nFOHH
切
回
目
回
目
白
色
巳
ロ
間
色
白
円
切
口
円
宮
町
田
口
ロ
ロ
岡
崎

切
町
田
町
「
尽
き
)
の
分
析
で
あ
る
@
こ
れ
を
シ
ェ
ア

i
研
究
に
入
れ
て
く
る

こ
と
に
学
史
研
究
の
深
ま
り
を
み
る
が
、
戦
後
わ
が
国
の
勘
定
学
説
史
研

究
の
発
展
を
示
す
。
第
三
章
は
主
著
『
簿
記
お
よ
び
貸
借
対
照
表
』
を
中

心
と
し
て
物
的
二
勘
定
学
説
の
完
成
段
階
で
の
主
張
を
分
析
す
る
「
純
財

産
学
説
の
論
理
」
で
あ
る
@
第
三
章
は
「
シ
ェ
ア

i
学
説
の
発
展
段
階
論

的
考
察
」
で
あ
る
が
、
シ
ェ
ア

I
の
勘
定
理
論
を
初
期
、
中
期
そ
し
て
後

期
と
わ
け
て
い
る
。
後
期
の
問
題
と
し
て
勘
定
理
論
の
貸
借
対
照
表
学

説
、
成
果
学
説
の
台
頭
、
そ
れ
ら
と
の
論
争
が
あ
っ
て
、
彼
の
理
論
は
変

容
を
一
水
す
と
い
う
。
こ
の
過
程
を
興
味
深
く
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
た

今
日
の
勘
定
理
論
研
究
の
問
題
で
も
あ
が
、
安
平
教
授
の
意
見
も
聞
け

る
。
こ
れ
は
次
節
で
示
そ
う
。

第
四
章
は
「
簿
記
教
授
と
し
て
の
シ
ェ
ア
!
と
シ
ェ
ア

l
の
簿
記
教
育

法
」
、
第
五
章
は
「
シ
ェ
ア
!
の
複
式
簿
記
解
説
法
」
で
、
こ
れ
は
「
シ

ェ
ア

I
の
簿
記
教
育
法
詳
論
」
と
い
う
副
題
を
も
つ
が
、
こ
れ
ら
は
シ
ェ

ア
l
の
勘
定
理
論
と
簿
記
教
育
法
は
そ
の
根
底
で
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
シ
ェ
ア

l
の
簿
記
論
体
系
は
こ
れ
、
り
を
含
め
て
構
成
さ

二
四
四

れ
る
。第

二
編
は
「
会
計
の
理
論
」
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
テ
l
マ
の
直
接

的
著
述
は
な
く
、
シ
ェ
ア
!
の
主
著
の
な
か
か
ら
、
簿
記
理
論
を
基
礎
に

し
て
貸
借
対
照
茨
論
(
第
六
章
)
1
1静
的
貸
借
対
照
表
論
者
と
い
わ
れ

て
い
る
点
に
吟
味
を
加
え
る
、
短
期
損
益
計
算
論
(
第
七
掌
中
間
貸
借

対
照
表
の
理
論
〉
、
原
価
会
計
論
(
第
八
章
「
計
算
的
会
計
論
」
の
提

唱
)
、
管
理
会
計
論
ハ
第
九
章
原
価
・
経
蛍
会
計
論
い
の
展
開
)
1
1簿

記
と
原
価
計
算
と
の
結
合
と
い
う
副
題
を
も
っ
て
い
る
、
そ
し
て
会
計
組

織
諭
(
第
一

O
章
勘
定
組
織
論
の
展
開
1
1
コ
ン
テ
ン
ラ

l
メ

γ
論
の

一
先
駆
形
態
|
|
)
と
広
範
囲
に
問
題
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
が
会

計
学
の
基
礎
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
安
平
教
授
は
生
成
途
上
に
あ
っ
た

会
計
学
に
シ
ェ
ア
ー
が
体
系
的
に
ど
の
よ
う
な
寄
与
を
し
た
か
を
み
よ
う

と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
展
開
す
る
安
平
教
授
は
「
注
意
す
べ
き
は
、

貸
借
対
照
表
論
は
典
型
的
な
静
的
貸
借
対
照
表
論
で
あ
る
に
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
他
の
領
域
で
は
、
著
し
く
動
態
的
・
近
代
的
な
思
考
が
積
極
的

に
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」
(
は
し
が
き

H
)
と
い
わ
れ
る
。

静
的
貸
借
対
照
表
論
を
展
開
す
る
第
六
章
ば
ま
こ
と
に
力
作
と
考
え
る

が
、
こ
れ
も
勘
定
規
論
(
物
的
二
勘
定
理
論
)
の
発
展
史
と
の
関
連
が
強

く
指
向
さ
れ
て
の
行
論
で
あ
る
。
シ
ェ
ア
!
の
思
考
も
安
平
教
授
の
展
開

も
と
も
に
複
式
簿
記
の
基
本
的
構
造
の
全
体
的
把
握
と
い
う
こ
と
に
高
度

の
水
準
を
示
し
、
こ
れ
が
基
本
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
。
第
二

編
と
し
て
線
ま
れ
て
い
る
諸
点
と
こ
の
点
の
関
連
を
ど
う
み
る
か
が
問
題

で
あ
る
が
、
静
的
理
論
と
い
わ
れ
る
も
の
の
な
か
に
す
で
に
動
的
思
考
が



底
給
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
が
シ
ェ
ア
!
の
再

吟
味
に
つ
な
が
る
が
、
シ
ェ
ア

I
理
論
が
、
と
く
に
簿
記
理
論
と
し
て
今

日
も
宝
き
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

第
三
編
は
「
シ
ェ
ア

l
の
足
跡
」
と
題
し
て
シ
ェ
ア
l
の
一
代
記
を
綴

る
。
こ
れ
は
二
つ
の
章
よ
り
な
る
が
、
一
八
四
六
年
一
一
一
月
に
生
れ
、
七
八

年
六
力
月
の
長
溢
を
克
明
に
現
地
調
査
を
な
し
て
あ
と
ず
け
て
い
る
@
こ

の
調
査
は
綿
密
で
安
平
教
授
な
ら
で
は
の
も
の
で
あ
る
。
小
学
校
教
師
か

ら
出
発
し
、
師
範
学
校
教
師
時
代
に
は
自
然
科
学
を
教
え
る
。
ま
た
教
師

か
ら
商
人
に
な
っ
た
り
し
て
い
る
@
こ
の
な
か
で
簿
記
を
実
務
と
の
関

連
、
必
要
で
勉
強
し
た
。
ま
た
教
職
に
も
ど
る
が
、
そ
の
三
十
歳
代
後
半

ま
で
の
前
半
生
は
ま
こ
と
に
多
様
な
軌
跡
を
え
が
い
て
い
る
。

後
半
期
に
は
ほ
ぼ
二

O
年
の
パ

I
ゼ
ル
時
代
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
商
業

学
の
教
師
、
著
述
家
と
し
て
の
活
動
、
消
費
協
同
組
合
活
動
、
フ
ラ
イ
ラ

ン
ト
運
動
を
中
心
と
す
る
社
会
改
革
の
活
動
が
な
さ
れ
る
。
安
平
教
授
は

「
一
方
で
は
営
利
の
た
め
の
技
術
が
説
か
れ
、
他
方
で
は
私
的
営
利
活
動

の
排
除
に
つ
な
が
る
活
動
が
展
開
さ
れ
て
い
る
」
(
二
七
六
ペ
ー
ジ
)
と

矛
盾
と
も
み
え
る
行
動
を
指
摘
す
る
が
、
こ
れ
が
一
九
一
一
年
の
『
一
般

商
業
経
営
学
』
に
体
系
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
シ
ェ
ア

l
は
単
な
る
書

斎
の
会
計
学
者
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
O
三
年
に
チ
ュ

l
リ
ピ
大
学
の
商

業
学
教
授
と
な
っ
て
科
学
的
商
業
学
の
体
系
化
を
め
ざ
す
こ
と
と
な
る

が
、
一
九
Q
六
年
に
ベ
ル
リ

i
ン
商
科
大
学
の
教
授
と
な
る
。
こ
れ
が
学

者
と
し
て
の
絶
頂
期
で
一
九
一
一
年
に
は
『
一
般
商
業
経
営
学
』
を
、
そ

し
て
一
九
一
四
年
に
は
『
簿
記
お
よ
び
貸
借
対
照
表
』
を
出
版
す
る
@
こ

安
平
昭
二
箸
『
簿
記
・
会
計
学
の
基
礎
』

こ
に
い
た
っ
て
シ
ェ
ア

l
は
簿
記
理
論
家
で
あ
る
と
と
も
に
会
計
学
の
建

設
者
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
簿
記
理
論
が
微
妙
な
変
化
を
み
せ
る
よ
う
に

し
て
新
ら
し
い
段
階
へ
と
進
む
。
一
九
一
八
年
に
引
退
し
て
故
国
、
ス
イ

ス
に
か
え
り
一
九
二
四
年
九
月
二
五
日
に
逝
去
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
足

跡
を
興
味
深
く
、
第
十
一
章
、
十
二
章
と
綴
っ
て
い
る
が
、
シ
ェ
ア

I
学

説
百
円
評
価
の
手
が
か
り
と
し
て
い
る
。
簿
記
学
者
の
一
代
記
は
ま
こ
と
に

め
ず
ら
し
く
、
学
説
史
研
究
の
一
つ
の
方
途
、
そ
の
深
ま
り
を
示
し
て
い

る。
以
上
、
三
編
か
ら
本
書
は
な
る
が
、
本
書
の
カ
バ
ー
が
ま
た
こ
っ
て
い

る
。
ス
イ
ス
の
シ
ェ
ア

l
ゆ
か
り
の
地
方
の
地
図
が
刷
り
こ
ま
れ
て
い
る

も
の
で
、
安
.
平
教
授
の
力
の
入
れ
か
た
も
わ
か
る
。

E
 

シ
ェ
ア
!
の
勘
定
理
論
、
物
的
二
勘
定
学
説
の
生
成
発
展
史
に
つ
い
て

安
平
教
授
の
説
く
と
こ
ろ
を
学
ぼ
う
。
な
ぜ
安
平
教
授
が
ほ
か
な
ら
ぬ
シ

ェ
ア
ー
を
か
く
も
精
力
的
に
追
っ
た
か
。
彼
こ
そ
簿
記
理
論
の
科
学
的
体

系
化
を
な
し
た
最
初
の
学
者
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
説
く
と
こ

ろ
の
物
的
二
勘
定
理
論
は
今
日
の
簿
記
理
論
に
お
い
て
も
生
き
て
い
る
か

ら
で
も
あ
り
、
そ
の
後
の
簿
記
理
論
の
出
現
・
展
開
は
シ
ェ
ア

l
の
胸
を

借
り
る
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
。
安
平
教
設
は
シ
ェ
ア

i
の
勘
定

理
論
、
物
的
二
勘
定
学
説
を
三
段
階
に
わ
け
て
問
題
と
す
る
@
先
駆
的
形

態
、
成
立
形
態
、
完
成
形
態
と
し
て
い
る
が
、
本
書
第
一
章
か
ら
三
章
に

お
い
て
展
開
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
勘
定
理
論
の
領
域
で
の
シ
ェ
ア

二
四
五
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i
の
活
躍
は
前
後
三

O
数
年
に
わ
た
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
主
張
に
は
微

妙
な
変
化
の
あ
る
こ
と
が
察
知
さ
れ
る
」
(
四
ペ
ー
ジ
〉
と
い
う
。
こ
れ

が
発
展
史
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
歴
史
的
に
問
題
と
な
る
が
、

ド
イ
ツ
資
本
主
義
の
発
展
が
そ
の
基
底
に
あ
ろ
う
。

そ
の
先
駆
的
形
態
と
し
て
論
ず
る
と
こ
ろ
が
第
一
章
で
あ
っ
て
『
試

み
』
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
「
科
学
的
取
扱
い
の
試
み
」
と
題
す
る
が
、

こ
れ
は
「
一
般
的
経
済
原
理
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
科
学
的
取
扱
い
」
と
い

う
こ
と
で
、
「
シ
ェ
ア
!
の
場
合
、
基
礎
と
な
る
の
は
簿
記
と
経
済
と
の

関
係
の
考
察
な
の
で
あ
る
」
ハ
四
九
ペ
ー
ジ
}
と
安
平
教
授
は
指
摘
す

る
@簿

記
と
経
済
と
の
関
係
重
視
の
立
場
に
お
い
て
、
簿
記
の
課
題
は
、
こ

の
経
済
的
事
象
を
も
れ
な
く
整
然
と
描
写
し
、
そ
の
成
果
を
数
値
的
に
決

定
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
シ
ェ
ア

l
は
経
済
事
象
を
二
つ
の
現
象
形
態
と

し
て
と
、
旬
、
え
る
。
そ
の
一
は
、
そ
れ
が
財
の
単
な
る
形
態
変
動
と
い
う
形

を
と
る
場
合
、
そ
の
こ
は
財
が
労
働
の
作
用
に
よ
っ
て
漸
次
的
に
価
値
増

加
を
経
験
す
る
側
面
で
あ
る
(
五

0
ペ
ー
ジ
)
。
こ
こ
か
ら
簿
記
が
本
来
、

有
高
計
算
と
成
果
計
雰
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
と
に
二
勘
定
系

統
の
基
本
が
き
ず
か
れ
る
と
思
う
し
、
ま
た
シ
ェ
ア

l
は
マ
ル
ク
ス
を
勉

強
し
て
い
た
の
か
な
と
も
考
え
る
。

「
有
高
計
算
と
成
果
計
算
の
統
合
と
し
て
の
複
式
簿
記
の
経
済
的
意
義

が
成
果
の
計
算
・
検
証
を
焦
点
に
し
て
語
ら
れ
て
い
る
」
(
五

0
ペ
ー
ジ
)

と
安
平
教
授
は
い
う
が
、
シ
ェ
ア

l
は
有
高
計
算
と
成
果
計
算
と
が
資
本

計
算
を
介
L
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
(
一

0
ペ
ー
ジ
〉
を
説
く
と

二
四
六

す
る
。
こ
こ
に
資
本
計
算
と
い
う
概
念
が
登
場
す
る
。
経
済
事
象
の
ニ
つ

の
現
象
形
態
と
簿
記
の
二
勘
定
系
統
的
表
示
の
関
連
が
問
題
と
な
る
。
資

本
勘
定
の
地
位
つ
け
が
問
題
で
あ
っ
た
。

初
期
の
形
態
に
お
い
て
有
高
勘
定
系
統
と
資
本
勘
定
系
統
の
対
応
計
算

体
系
と
し
て
複
式
簿
記
を
み
る
。
こ
の
資
本
勘
定
は
、
純
財
産
の
有
高
、

増
加
、
減
少
に
つ
い
て
の
数
値
的
描
写
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ

の
二
つ
の
勘
定
系
統
は
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
だ
け
で
は
企
業
の
有
高
と
成
果
を

表
示
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
完
全
な
簿
記
は
こ
つ
の
勘
定
系

統
を
体
系
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
が
財
産
の
二
重
表
示
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
財
産
(
積
極
財
産
と
消
極
財
産
)
と
資
本
の

対
応
で
あ
っ
て
、
〉
l
]
v
l
同
と
い
う
基
本
等
式
が
成
立
す
る
@
K
(資

本
)
の
増
減
要
因
が
費
用
、
収
益
と
い
う
成
果
の
表
示
要
因
で
あ
っ
て
、

財
産
勘
定

(
A
と
P
)
の
対
応
的
増
減
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
財

産
の
増
減
変
動
も
、
成
果
表
示
要
因
の
発
生
、
消
滅
も
資
本
勘
定
の
大
き

さ
の
増
加
、
減
少
に
収
れ
ん
さ
れ
る
。
安
平
教
授
は
「
純
財
産
の
二
面
的

管
理
計
算
機
構
と
し
て
複
式
簿
記
の
本
質
を
と
ら
え
る
と
い
う
(
つ
ま
り
、

純
財
産
の
具
体
的
構
成
部
分
の
計
算
と
そ
の
摘
象
量
と
し
て
の
計
算
の
統

合
と
い
う
Y
物
的
二
勘
定
系
統
学
説
な
い
し
純
財
産
学
説
の
基
本
思
考

が
こ
れ
に
よ
っ
て
極
め
て
端
的
に
示
さ
れ
え
た
」
〈
五
三
ペ
ー
ジ
)
と

し
て
、
純
財
産
の
二
回
計
算
と
い
う
特
徴
が
、
簿
記
の
最
終
結
果
と
し
て

の
資
本
勘
定
の
借
方
、
貸
方
の
関
係
と
し
て
明
確
じ
把
握
し
う
る
の
だ
と

す
る
。初

期
の
形
態
で
あ
る
第
一
章
論
文
は
『
試
み
』
の
学
史
的
分
析
で
あ
る



が
、
安
平
教
授
は
物
的
ご
勘
定
理
論
の
基
礎
が
き
ず
か
れ
る
過
程
を
示
す

が
、
混
合
勘
定
は
実
際
有
高
額
と
損
益
額
の
関
連
か
ら
生
ず
る
と
し
て
二

勘
定
系
統
に
ど
う
位
置
さ
せ
る
か
に
シ
ェ
ア

i
は
心
を
く
だ
く
こ
と
を
示

す
。
日
常
の
収
益
獲
得
取
引
は
混
合
取
引
的
性
格
を
持
つ
も
の
が
多
い
。

こ
の
よ
う
な
取
引
の
状
態
の
結
果
表
示
に
二
勘
定
系
統
説
の
存
在
意
義
が

認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
を
純
化
し
よ
う
と
し
て
も
純
化
し
切
れ
な
い
部

分
が
相
当
に
残
る
。
こ
れ
を
混
合
勘
定
と
し
て
措
定
す
る
が
、
決
算
を
通

じ
て
純
化
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
続
け
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
を
顕
在
化
し

た
シ
ェ
ア

l
の
功
績
は
大
き
い
。

『
試
み
』
を
み
る
と
き
、
複
式
簿
記
機
構
の
原
理
的
解
明
の
基
本
的
方

途
が
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
こ
こ
に
お
け
る
資
本
勘
定
の
独
特

な
地
位
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
が
、
安
平
教
授
は
こ
れ
を
巧
み
に
表
現
し

て
い
る
。
シ
ェ
ア

I
学
説
の
、
そ
し
て
物
的
二
勘
定
学
説
の
基
本
は
こ
こ

に
確
立
し
た
@

シ
ェ
ア

l
は
の
ち
に
基
本
的
等
式
を
三
段
階
的
発
展
と
し
て
展
開
す
る

が
、
そ
の
第
一
段
階
に
お
い
て
、
す
で
に
今
日
の
理
論
の
基
礎
が
き
ず
か

れ
て
い
る
。
安
平
教
授
は
「
現
在
の
簿
記
者
の
多
く
が
い
ま
な
お
こ
の
学

説
の
主
張
と
大
き
な
腐
た
り
が
な
い
概
念
構
成
に
基
づ
い
て
簿
記
の
解
説

を
行
っ
て
い
る
、
と
い
う
事
情
に
あ
る
だ
け
に
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ

る
」
ハ
四
七
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
が
、
今
日
の
簿
記
理
論
に
お
い
て
、
と
く

に
仕
訳
の
基
本
の
説
明
で
取
引
八
要
素
説
を
と
る
こ
と
が
多
い
が
、
っ
く

ヴ
く
物
的
二
勘
定
学
説
の
有
難
み
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
シ
Z

ア
l
理
論
に
も
つ
ぎ
の
段
階
に
い
た
っ
て
微
妙
に
変
化
す
る
が
、
第
一
段

安
平
昭
二
著
『
簿
記
・
会
計
学
の
基
礎
』

階
で
は
費
用
、
収
益
の
勘
定
は
資
本
勘
定
に
従
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
ま
た
貸
借
対
照
表
の
損
益
計
算
書
に
対
す
る
優
位
性
認
識
と
も
な

っ
て
、
静
態
論
思
考
な
ど
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

百

シ
ェ
ア

l
の
簿
記
理
論
と
、
そ
の
展
開
方
法
の
主
張
を
安
平
教
授
は
、

「
ま
ず
、
簿
記
が
取
り
扱
う
べ
き
経
済
的
過
程
を
筒
、
単
な
基
本
的
形
態
に

還
元
し
、
次
に
、
そ
れ
を
数
学
的
等
式
の
助
け
を
借
り
て
簡
潔
に
表
示

し
、
最
後
に
、
こ
の
等
式
に
よ
る
表
示
を
勘
定
形
式
に
転
化
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
複
式
簿
記
の
原
理
を
導
き
出
す
、
と
い
う
構
成
を
も
っ
て
展
開
さ

れ
て
い
る
」
(
五
四
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
。
い
よ
い
よ
主
著
の
時
代
で
あ

る
。
こ
れ
が
資
本
等
式
に
も
と
づ
く
勘
定
理
論
の
体
系
化
と
な
る
が
、
三

形
態
的
展
開
と
な
る
が
、
こ
れ
に
は
大
き
く
い
え
ば
資
本
主
義
の
発
展
が

あ
り
、
株
式
会
社
制
度
の
展
開
に
対
応
し
て
い
る
。
前
節
よ
り
み
て
き
た

「
財
産
の
二
重
表
示
を
目
的
と
し
て
行
う
資
本
循
環
の
計
算
表
示
は
、
数

学
的
等
式
に
よ
っ
て
可
能
と
さ
れ
る
関
係
に
あ
る
」
(
三
八
ペ
ー
ジ
)
と

い
う
。
そ
し
て
問
題
は
等
式
の
勘
定
体
系
へ
の
転
化
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら

勘
定
記
入
原
理
を
導
さ
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
開
始
等
式
で
あ
る
〉
l
]
V

I
閃
か
ら
営
業
過
程
を
通
じ
て
有
高
勘
定
の
借
方
残
高
と
資
本
勘
定
の
貸

方
残
高
と
は
等
し
く
な
る
関
係
に
あ
っ
た
。
と
の
等
式
の
微
妙
な
変
化
が

問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
有
高
勘
定
に
対
応
的
に
対
立
す
る
も
の
は
資
本
勘

定
よ
り
損
益
勘
定
へ
と
転
化
す
る
@
図
式
的
に
は
〉
l
(
司
十
例

)
H
。
と

し
て
示
さ
れ
る
が
、
さ
ら
に
〉
l
M
M
l
討
H

の
l
く
へ
と
転
回
し
て
く

二
四
七
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済
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第
四

O
巻
四
号
〈
一
九
八
七
年
)

る
。
一
九
一
六
年
以
降
、
シ
ェ
ア

l
の
主
張
は
資
本
等
式
よ
り
損
益
等
式

へ
と
変
化
し
て
く
る
。

シ
ェ
ア
l
は
研
究
の
過
程
で
、
そ
の
初
期
段
階
で
は
ベ
ル
リ
ナ
!
と
論

争
し
た
と
い
う
し
、
完
成
期
に
お
い
て
は
貸
借
対
照
表
学
説
の
ニ
ク
リ
ッ

シ
ュ
と
の
論
争
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
勘
定
学
説
史
に
お
け
る
ハ
イ
ラ
イ
ト

で
あ
っ
た
。
資
本
主
義
の
発
展
を
背
景
に
、
株
式
会
社
企
業
の
普
及
が
め

ざ
ま
し
く
、
資
本
概
念
は
変
化
す
る
@
そ
し
て
成
果
学
説
の
発
展
と
い
う

な
か
で
、
二
勘
定
系
説
諭
が
変
容
す
る
。
「
後
期
の
段
階
で
は
事
情
が
変

っ
て
く
る
。
資
本
等
式
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
損
益
等
式
に
よ

っ
て
、
そ
れ
が
積
極
的
に
問
題
と
さ
れ
、
純
財
産
の
二
面
計
算
と
い
う
こ

と
と
純
利
益
の
ニ
面
計
算
と
い
う
こ
と
が
、
ほ
と
ん
ど
同
等
の
立
場
で
論

じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
〈
五
七
ペ
ー
ジ
)
。

シ
ェ
ア

i
は
二
勘
定
系
統
説
は
三
つ
の
形
態
を
と
る
と
す
る
が
、
こ
れ

ら
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
方
程
式
化
で
き
る
。

第
一
形
態
は
資
本
等
式
を
も
と
と
し
て
:
:
:
〉
i
H
M
日
開
十
(
の
l
〈
)

第
二
形
態
は
損
益
等
式
を
も
と
と
し
て
:
:
:
〉
l
句

i
同

1
〈の
l
〈〉

第
三
形
態
は
貸
借
対
照
表
等
式
を
も
と
と
し
て
:
;
:
〉
+
〈
U
匂
+
内

十
のこ

の
第
一
形
態
の
等
式
で
は
右
辺
に
ハ
の
l
〈
〉
を
加
え
る
と
い
う
こ

と
は
開
始
時
点
の
左
辺
の

A
の
増
加
か
、
ま
た
は
P
の
減
少
と
な
る
こ
と

で
あ
り
、
第
二
形
態
に
お
い
て
は

A
、
P
、
K
の
関
係
は
ど
う
な
る
か
。

K

は
開
始
時
点
の
も
の
で
、

A
、
P
は
決
算
時
点
を
示
す
よ
う
に
思
う
が
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
〉
i
H
V
l
閃

U
O
と
な
る
よ
う
に
考
え
る
。
こ
こ
に
は

二
四
八

計
算
時
点
の
異
な
る
も
の
が
入
っ
て
い
る
。
第
三
形
態
は
ど
う
な
る
か
。

こ
の
等
式
も
、
ど
の
時
点
に
た
つ
も
の
で
あ
る
か
を
確
定
す
る
必
要
が
あ

る
。
こ
の
点
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

第
一
形
態
の
理
論
的
基
礎
は
純
財
産
学
説
で
、
物
的
二
勘
定
理
論
の
立

場
で
あ
っ
て
、
純
財
産
は
資
本
と
も
い
わ
れ
、
こ
れ
を
増
減
す
る
要
因
と

し
て
収
益
、
損
益
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
資
本
に
従
属
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
が
い
ま
ま
で
み
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
資
本
等
式
と
い
う

こ
の
方
程
式
は
第
二
、
第
一
二
形
態
へ
と
変
形
す
る
。
こ
れ
は
数
式
上
の
移

項
の
問
題
で
な
く
、
有
高
勘
定
と
成
果
勘
定
の
基
本
的
性
格
の
変
更
で
あ

っ
て
、
理
論
的
に
は
異
な
る
学
説
の
展
開
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
シ

ェ
ア

i
は
同
一
内
容
の
数
学
的
移
項
関
係
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で

あ
っ
た
。
こ
れ
が
完
成
期
、
後
期
と
い
う
段
階
に
な
る
と
考
え
方
が
変
っ

て
く
る
の
で
あ
っ
た
。
学
理
変
化
の
基
礎
を
ど
の
よ
う
に
シ
ェ
ア
!
は
感

じ
と
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
シ
ェ
ア

l
は
第
一
形
態
と
第
二

形
態
を
根
本
的
対
立
と
ま
で
は
考
え
て
い
な
い
@
こ
の
古
川
を
安
平
教
授
は

「
複
式
簿
記
を
、
有
高
計
算
(
有
高
勘
定
)
と
資
本
計
算
〈
資
本
勘
定
〉

の
統
合
、
純
財
・
産
な
い
し
自
己
資
本
の
二
面
計
算
と
し
て
と
ら
え
る
考
え

方
と
、
広
義
の
有
高
計
算
(
広
義
の
有
高
勘
定
)
と
成
果
計
算
(
成
果
勘

定
〉
と
の
統
合
、
純
利
益
の
ニ
面
計
算
と
し
て
と
ら
え
る
考
え
方
と
が
、

互
い
に
排
斥
し
あ
う
こ
と
な
く
、
い
わ
ば
同
時
に
展
開
さ
れ
て
い
る
で
あ

る
」
(
五
九
ペ
ー
ジ
)
と
評
し
て
い
る
。

シ
ェ
ア

l
理
論
の
三
段
階
を
発
展
段
階
と
し
て
と
ら
え
る
安
平
教
授

は
、
こ
こ
か
ら
積
極
的
に
教
授
の
勘
定
理
論
の
方
向
を
示
さ
れ
る
。
「
複



式
簿
記
法
は
、
財
産
法
と
損
益
法
、
貸
借
対
照
表
計
算
と
損
益
計
算
書
計

算
を
有
機
的
に
結
合
し
た
記
録
計
算
・
機
構
で
あ
る
」
〈
六

0
ペ
ー
ジ
)

と
す
る
が
、
こ
の
複
式
簿
記
の
特
徴
を
十
分
に
解
明
す
る
勘
定
理
論
を
さ

ぐ
る
。
安
平
教
授
は
損
益
等
式
に
基
づ
く
説
明
の
方
が
は
る
か
に
す
ぐ
れ

て
い
る
と
し
て
第
二
形
態
説
を
と
り
、
「
第
一
と
第
三
の
場
合
で
は
、
結

局
、
損
益
法
計
算
の
も
つ
意
味
が
正
当
に
評
価
さ
れ
え
な
い
の
に
対
し
、

第
二
形
態
で
は
、
財
産
法
と
損
益
法
の
計
算
が
損
益
等
式
の
両
辺
と
し

て
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
二
つ
の
基
本
的
勘
定
系
統
と
し
て
明
示
し
う
る

こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
」
(
六

0
ペ
ー
ジ
)
と
し
て
、
「
シ
ェ
ア

l
の

い
う
第
二
形
態
、
損
益
等
式
の
提
示
を
、
そ
の
表
面
的
な
も
の
以
上
に
高

く
評
価
し
た
い
と
思
う
」
(
六
一
ペ
ー
ジ
〉
と
い
わ
れ
る
。

シ
ェ
ア

l
の
数
学
的
等
式
の
問
題
と
い
う
次
元
で
の
展
開
と
も
い
え
る

叙
述
を
安
平
教
授
は
改
め
て
問
題
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
賛
成
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
費
用
・
収
益
勘
定
の
勘
定
体
系
化
に
し
め
る
地
位
づ

け
が
問
題
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
物
的
二
勘
定
理
論
の
限
界

で
あ
っ
た
か
と
も
お
も
う
。

安
平
教
授
の
収
益
・
費
用
勘
定
の
特
殊
性
の
理
論
づ
け
に
つ
い
て
。

「
収
益
・
費
用
勘
定
が
け
っ
し
て
収
益
・
費
用
そ
の
も
の
を
示
ナ
も
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
、
収
益
・
費
用
に
関
す
る
裏
勘
定
と
し
て
、
す
な
わ

ち
、
収
益
・
費
用
取
引
に
つ
い
て
も
貸
借
複
記
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め

の
反
対
勘
定
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
」
ハ
六
一
ペ
ー
ジ
)
と
し
て
、
費

用
・
収
益
勘
定
裏
勘
定
説
を
農
閲
さ
れ
る
。
こ
れ
が
安
平
教
授
の
い
う

「
収
益
・
費
用
勘
定
の
特
殊
性
」
で
あ
っ
た
。

安
平
昭
二
著
『
簿
記
・
会
計
学
の
基
礎
』
一

裏
勘
定
に
対
し
て
表
勘
定
は
ど
う
か
。
評
者
〈
茂
木
)
は
名
目
勘
定
の

発
生
は
実
在
勘
定
の
増
減
と
し
て
し
か
自
己
を
表
現
し
え
な
い
と
考
え

る
。
名
目
勘
定
、
す
な
わ
ち
費
用
・
収
益
勘
定
は
実
在
勘
定
の
逆
に
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
が
、
こ
れ
は
実
在
勘
定
の
か
が
み
に
自
己
を
う
っ
す
と
考

え
る
か
ら
で
、
対
応
関
係
に
あ
る
。
「
給
料
の
現
金
払
い
」
と
い
う
取
引

は
、
物
そ
の
も
の
と
し
て
み
れ
ば
現
金
の
減
少
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い

が
、
こ
の
減
少
は
給
料
の
支
払
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
に

給
料
と
い
う
「
も
の
」
は
な
い
。
現
金
の
減
少
は
費
用
の
発
生
に
よ
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
市
女
平
教
授
の
裏
勘
定
と
い
う
こ
と
を
、

抽
象
的
勘
定
と
で
も
お
さ
か
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。
し
か

し
、
蔭
と
い
う
消
極
的
な
も
の
で
は
な
い
。
資
産
勘
定
の
増
減
ハ
負
債
勘

定
を
含
め
て
も
よ
い
)
と
、
費
用
・
収
益
勘
定
の
発
生
関
係
は
反
対
的
対

応
関
係
に
あ
る
。
こ
れ
が
複
式
簿
記
の
計
算
構
造
の
基
本
に
な
る
。
費
用

勘
定
、
収
益
勘
定
が
仕
訳
の
対
応
関
係
で
、
資
産
勘
定
、
負
債
勘
定
に
し

か
結
び
つ
か
な
い
と
考
え
て
い
る
。

勘
定
理
論
研
究
者
は
先
人
の
理
論
を
塑
解
、
批
判
す
る
研
究
が
ま
ず
必

要
で
あ
る
。
こ
れ
は
勘
定
学
説
史
論
と
い
う
分
野
に
結
び
つ
く
が
、
さ
ら

に
積
極
的
に
自
説
を
展
開
す
る
必
要
も
あ
る
。
こ
こ
に
理
論
家
と
し
て
自

立
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
安
乎
教
授
は
こ
の
途
を
つ
き
進
ん
で
い
る
。

「
今
後
の
勘
定
理
論
の
展
開
の
方
向
は
、
収
益
・
費
用
勘
定
の
特
殊
性
を

明
確
に
と
ら
え
た
う
え
、
シ
ェ
ア

i
の
い
う
第
二
形
態
、
し
た
が
っ
て
、

有
高
・
成
果
ニ
勘
定
説
的
な
理
論
を
構
成
し
て
ゆ
く
こ
と
に
求
め
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
」
(
六
二
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
。

二
四
九
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簿
記
の
基
本
思
考
を
合
め
て
会
計
思
考
が
動
態
的
思
想
を
ま
す
ま
す
押

し
進
め
る
な
か
で
、
簿
記
理
論
は
シ
ェ
ア

1
の
第
一
形
態
的
段
階
に
と
ど

ま
り
す
ぎ
て
い
た
。
よ
く
い
わ
れ
る
が
、
「
簿
記
は
静
態
論
で
、
会
計
は
動

態
論
で
」
と
い
う
状
、
況
か
ら
の
飛
躍
が
今
日
要
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
な

か
で
安
平
教
授
は
活
躍
す
る
が
、
収
益
・
費
用
勘
定
の
複
式
簿
記
の
計
算

構
造
に
お
け
る
地
位
づ
け
の
上
昇
に
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
安
平
教
授
は

厳
密
に
い
う
。
「
有
一
時
・
成
果
二
勘
定
説
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
有
高
を

も
た
な
い
用
役
に
関
す
る
勘
定
を
も
有
高
勘
定
の
系
統
に
含
め
る
よ
う
な

理
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
六
二
ペ
ー
ジ
)
と
。
こ
れ
は
カ
l
ル
・

ケ

i
フ
ァ
ー
も
つ
と
に
示
唆
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
教
授
の
研
究
の
大

成
を
期
待
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
安
平
教
授
は
い
う
が
、
こ
れ
も
シ
ェ

ア
l
の
第
二
形
態
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
い
わ
れ
、
シ
ェ
ア
l
学
説

の
勘
定
理
論
研
究
に
占
め
る
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

V 

簿
記
学
者
と
し
て
の
シ
ェ
ア
!
の
業
績
を
以
上
に
み
て
き
た
が
、
簿
記

教
師
と
し
て
の
こ
阻
が
あ
る
。
シ
ェ
ア

i
の
業
績
は
、
勘
定
理
論
的
研
究

が
大
き
い
が
、
簿
記
教
科
書
ま
た
簿
記
実
務
解
説
書
の
業
績
も
注
目
す
べ

き
で
、
す
で
に
一
八
八
八
年
の
『
簿
記
教
科
書
』
か
ら
、
ま
た
一
九
一
三

年
の
『
簿
記
教
育
法
』
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い

が
、
安
平
教
授
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
る
。
「
こ
れ
ら
の
簿
記
書
に
見
ら
れ

る
シ
ェ
ア
!
の
簿
記
教
育
法
の
特
徴
は
、
サ
イ
ク
ル
・
メ
ソ
ッ
ド
に
よ
っ

て
一
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
い
わ
ゆ
る
表
式
仕
訳
元
帳
の
形
式
を
利
用

二
五

O

し
て
初
歩
教
育
の
段
階
か
ら
簿
記
の
全
体
像
を
把
握
さ
せ
よ
う
と
し
て
い

る
こ
と
に
あ
る
」
〈
六
四
ペ
ー
ジ
〉
。
安
平
教
授
の
指
撤
す
る
よ
う
に
簿
記

研
究
も
簿
記
教
育
で
も
簿
記
め
全
体
像
の
把
握
を
シ
ェ
ア

i
は
心
が
け
て

い
る
。
複
式
簿
記
の
計
算
構
造
の
体
系
的
理
解
が
重
要
で
あ
っ
た
。
「
有

高
勘
定
に
資
本
勘
定
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
複
式
簿
記
が
成
立
す
る
と

い
う
、
純
財
産
学
説
ハ
資
本
等
式
説
〉
に
基
づ
く
複
式
簿
記
の
本
質
の
説

明
が
な
さ
れ
る
」
(
七
一
ペ
ー
ジ
〉
と
い
う
。

安
平
教
授
は
シ
ェ
ア

l
の
『
簿
記
教
育
法
』
を
問
題
と
し
て
、
そ
の
一

般
的
構
成
原
理
を
七
点
に
わ
た
っ
て
紹
介
す
る
。
そ
の
第
一
は
「
簿
記
の

教
師
は
簿
記
に
精
通
し
た
専
門
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
全

体
の
授
業
計
画
を
合
理
的
に
組
む
必
要
を
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
簿

記
を
必
ず
し
も
十
分
に
知
ら
な
い
人
が
い
わ
ば
片
手
間
に
で
も
簿
記
を
教

え
ら
れ
る
と
す
る
、
当
時
の
風
潮
に
対
す
る
抗
議
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」

(
七
八
ペ
ー
ジ

Y
こ
れ
は
今
日
に
お
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら

に
そ
の
第
七
点
は
「
多
様
な
こ
と
、
数
多
く
の
こ
と
を
教
え
る
の
で
は
な

く
、
数
少
な
く
と
も
基
本
的
な
こ
と
が
ら
を
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
七
九
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
が
、
こ
れ
は
教
育
方
法
論
の
原
則
で
あ
っ
て
、

教
え
る
立
場
か
ら
は
本
質
的
な
も
の
を
抽
出
す
る
能
力
が
そ
な
わ
っ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。

安
平
教
授
は
シ
ェ
ア
!
の
円
簿
記
教
科
書
』
を
重
視
す
る
。
第
四
章
と

第
五
章
で
こ
れ
に
ふ
れ
る
が
、
「
単
式
簿
記
は
財
産
構
成
部
分
の
勘
定
だ

け
で
よ
い
が
、
体
系
的
簿
記
で
は
、
こ
れ
に
加
え
て
、
純
財
産
と
そ
の
変

動
(
損
益
)
に
関
す
る
勘
定
が
必
要
と
な
る
」
ハ
八
四
ペ
ー
ジ
)
と
し



て
、
複
式
簿
記
を
体
系
的
簿
記
と
し
て
体
系
住
を
重
視
す
る
。
「
体
系
的

簿
記
で
は
、
す
べ
て
の
取
引
は
、
借
方
・
貸
方
項
目
聞
に
、
数
学
的
等
式

の
一
つ
の
関
連
あ
る
体
系
を
形
成
し
て
い
る
」
と
い
う
シ
ェ
ア
!
の
主
張

を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ
が
体
系
性
で
あ
っ
た
。

「
簿
記
教
科
書
」
の
段
階
で
は
損
益
勘
定
は
資
本
勘
定
に
従
属
す
る
も

の
と
し
て
展
開
さ
れ
る
物
的
二
勘
定
学
説
に
よ
る
仕
訳
の
説
明
が
な
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
今
日
で
は
批
判
さ
れ
、
損
益
勘
定
の
地
位
の
上
昇
は
、

前
に
の
べ
た
こ
勘
定
系
統
説
の
第
二
段
階
が
注
目
さ
れ
る
。
簿
記
教
科
書

で
は
ま
だ
動
態
観
は
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
一
九
一
四
年
段

階
の
『
簿
記
お
よ
び
貸
借
対
照
表
』
に
展
開
し
、
一
九
一
六
年
時
点
を
経

過
す
る
な
か
で
、
勘
定
理
論
も
微
妙
な
変
化
を
と
げ
て
く
る
。
こ
れ
が
安

平
教
授
の
著
書
の
第
二
編
の
各
寧
に
展
開
す
る
。

可在

す
で
に
第
二
編
の
構
成
に
つ
い
て
の
べ
た
が
、
内
容
的
に
み
る
と
第
六

章
と
い
う
最
初
の
も
の
は
「
静
的
」
貸
借
対
照
論
が
展
開
さ
れ
る
が
、
そ

の
ほ
か
に
は
動
態
論
の
萌
芽
が
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
主
著
『
簿
記
お

よ
び
貸
借
対
照
表
』
に
も
と
ず
く
論
文
で
あ
る
と
安
平
教
授
は
い
っ
て
い

る
が
、
シ
ェ
ア

l
の
こ
の
著
に
ひ
そ
む
会
計
思
考
は
何
ん
だ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

決
算
貸
借
対
照
表
は
複
式
簿
記
の
損
益
計
算
を
へ
て
つ
く
ら
れ
る
が
、

シ
ェ
ア

i
は
決
算
は
、
簿
記
の
外
部
に
存
在
す
る
損
益
計
算
指
向
の
財
産

自
録
の
作
成
に
依
存
す
る
と
す
る
。
こ
の
点
を
安
平
教
授
は
「
ジ
ェ
ア

l

安
平
昭
二
著
『
簿
記
・
会
計
学
の
基
礎
』

の
基
本
的
考
え
方
は
、
損
益
計
算
の
財
産
目
録
計
算
へ
の
依
存
性
の
主
張

と
し
て
、
し
た
が
っ
て
、
損
益
計
算
の
主
導
怯
を
財
産
目
録
計
算
な
い
し

貸
借
対
照
表
計
算
に
求
め
る
も
の
と
し
て
、
特
質
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る
」
(
一

O
八
ペ
ー
ジ
)
と
し
て
財
産
法
的
損
益
計
算
論
と
呼
ぶ
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
。
こ
れ
は
た
と
え
簿
記
の
結
呆
に
も
と
づ
く
と
は
い
え
貸

借
対
照
表
の
損
益
計
算
書
へ
の
優
位
性
論
で
も
あ
っ
て
、
物
的
二
勘
定
理

論
の
も
つ
基
本
的
性
格
の
結
果
で
も
あ
ろ
う
o
k
r
l
H
M
H
同
と
い
う
勘
定

理
論
の
基
本
方
程
式
は
損
益
計
算
書
計
算
を
下
位
に
地
位
づ
け
る
。
こ
れ

が
シ
ェ
ア
!
の
貸
借
対
照
表
本
質
観
に
展
開
す
る
が
、
安
平
教
授
は
「
シ

ェ
ア

l
の
場
合
、
決
算
貸
借
対
照
表
は
簿
記
記
録
か
ら
誘
導
さ
れ
る
も
の

で
は
な
く
、
簿
記
記
録
と
は
離
れ
た
財
産
自
録
に
結
び
つ
く
も
の
と
理
解

さ
れ
て
い
る
」
ハ
一
一
一
ペ
ー
ジ
〉
と
い
う
。
こ
れ
が
、
貸
借
対
照
表
の

目
的
、
課
題
は
企
業
の
財
産
状
態
の
明
瞭
に
し
て
真
実
な
表
示
に
あ
る
と

い
う
主
張
と
な
る
と
い
う
。
こ
れ
が
ペ
ル
リ
ナ
l
に
批
判
さ
れ
、
ま
た
動

態
論
の
主
張
に
お
い
て
一
面
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

第
六
章
論
文
は
本
書
の
白
眉
で
あ
っ
て
簿
記
理
論
が
会
計
学
と
い
う
か

貸
借
対
照
表
論
に
展
開
す
る
問
題
点
を
示
す
も
の
で
、
シ
ェ
ア

i
に
し
て

も
、
安
平
教
授
も
会
計
学
の
理
論
体
系
を
問
題
と
す
る
場
合
、
複
式
簿
記

の
基
礎
理
論
を
離
れ
て
論
ず
る
こ
と
の
不
充
分
性
を
つ
く
。
こ
れ
は
重
要

な
こ
と
で
、
今
日
の
多
く
の
理
論
展
開
を
み
る
と
き
、
し
ば
し
ば
簿
記
を

無
視
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
思
う
と
き
心
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
簿
記

を
離
れ
て
は
会
計
理
論
は
展
開
し
え
な
い
。
こ
れ
を
教
え
る
の
が
安
平
教

授
の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
第
六
章
は
第
一
形
態
的
段
階
の
議
論
で
あ
る

主
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が
、
行
論
の
な
か
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
シ
ェ
ア

i
は
や
が
て
第
二
形

態
、
第
三
形
態
へ
の
展
開
を
す
る
@
こ
れ
が
シ
ェ
ア

l
の
貸
借
対
照
表
論

に
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
く
る
か
が
一
つ
の
問
題
で
も
あ
っ
た
。

た
し
か
に
第
七
章
以
下
に
は
、
混
合
勘
定
の
排
除
論
と
か
、
計
算
的
会

計
論
と
い
う
未
来
計
算
論
、
管
理
会
計
論
の
萌
芽
形
態
の
展
開
に
動
態
論

指
向
を
み
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
、
第
二
形
態
論
の
吟
味
に
帰
結

す
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
簿
記
の
基
本
と
離
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

vn 

本
書
は
シ
ェ
ア
ー
に
よ
り
つ
つ
安
平
教
授
が
白
か
ら
の
新
し
い
勘
定
理

論
を
さ
が
し
求
め
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
が
、
そ
の
方
向
が
示
さ
れ
て
い

る
。
シ
ェ
ア

1
を
追
い
ち
と
め
た
の
は
、
有
名
な
物
的
二
勘
定
学
説
が
簿

記
基
礎
論
の
世
界
に
お
い
て
会
計
思
考
が
動
態
論
化
す
る
な
か
で
も
依
然

と
し
て
生
き
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
新
展
開
も
な
し
え
な
い
も

の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
物
的
二
勘
定
学
説
の
再
評
価
の
必
要
。

シ
ェ
ア

l
は
簿
記
浬
論
に
お
い
て
ま
こ
と
に
め
ぐ
ま
れ
た
学
者
で
あ

る
。
わ
が
国
に
お
い
て
そ
の
感
が
深
い
。
大
正
末
年
に
林
良
古
口
教
授
に
よ

る
主
著
の
ほ
ん
や
く
、
上
野
道
輔
教
授
は
シ
ェ
ア

i
理
論
に
よ
っ
て
自
身

の
簿
記
理
論
を
築
く
。
と
く
に
『
簿
記
原
理
大
綱
』
に
お
い
て
は
そ
の
感

が
深
い
。
昭
和
初
期
、
簿
記
嬰
咽
研
究
の
高
揚
期
に
は
す
べ
て
の
学
者
が

問
題
と
し
て
い
る
。
木
村
和
三
郎
、
長
沢
清
教
授
の
勘
定
学
説
研
究
で
も

中
心
的
に
と
り
あ
げ
て
い
る
が
、
畠
中
福
一
氏
の
『
勘
定
学
説
研
究
』
に

二
五
二

お
け
る
ニ
ク
リ
ッ
シ
ュ
と
の
論
争
の
紹
介
は
す
ば
ら
し
い
。
簿
記
理
論
研

究
は
昭
和
十
年
頃
を
頂
点
と
し
て
、
以
後
会
計
学
に
研
究
の
主
流
の
座
を

ゆ
ず
る
。
そ
れ
か
ら
四
、
五
十
年
へ
て
再
び
簿
記
理
論
が
注
目
さ
れ
て
き

た
。
そ
し
て
若
い
、
中
堅
的
学
者
が
育
っ
て
、
シ
ェ
ア
l
の
再
吟
味
と
な

る
が
、
ぞ
れ
は
林
良
治
教
授
の
研
究

Q
ド
イ
ツ
簿
記
・
会
計
学
史
』
税

務
経
理
協
会
・
昭
五
七
)
で
あ
り
、
ま
た
安
平
教
授
で
あ
る
。
シ
ェ
ア
ー

は
歴
史
の
と
き
ど
き
に
お
い
て
簿
記
理
論
に
新
し
い
問
題
を
な
げ
か
け
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
な
か
で
、
安
平
教
授
が
大
著
を
も
の
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
が
、
わ
が
国
勘
定
学
説
史
研
究
に
な
が
く
そ
の
名
を
と
ど
め
る
で
あ

ろ
う
。




