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藤
間
秋
男

の
で
す
。戦
災
に
も
遭って
い
な
い
の
に
、市
役
所
や
織
物
組

合
に
五
〇
年
前
、一
〇
〇
年
前
の
写
真
も
文
献
も
、何
も

残って
い
な
い
の
で
す（
笑
）。

国
か
ら
の
保
護
の
廃
止
や

高
品
質
な
外
国
産
の
輸
入
に
よ
り

危
機
に
瀕
す
る
ジャパン
シ
ル
ク

藤
間
　
創
業
時
と
今
と
で
、桐
生
の
織
物
文
化
は
ど
の

よ
う
に
変
わった
と
思
わ
れ
ま
す
か
。

長
谷
川
　
織
物
と
し
て
の
伝
統
や
文
化
に
つ
い
て
は
、そ

ん
な
に
変
わって
い
な
い
と
思
い
ま
す
。と
こ
ろ
が
産
業
と

し
て
み
る
と
、まった
く
環
境
が
変
わ
り
ま
し
た
。創
業
期

は
自
分
た
ち
が
着
る
も
の
で
あ
り
、税
と
し
て
納
め
た
り

販
売
す
る
こ
と
も
で
き
た
織
物
や
生
糸
が
、今
は
あ
る
意

味
まった
く
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。弊
社
は
和
装

の
中
で
も
着
物
を
中
心
に
扱って
い
ま
し
た
が
、も
は
や
着

物
は
生
活
必
需
品
で
は
な
く
なって
い
ま
す
。国
は
戦
後

の
洋
風
化
が
進
む
中
、和
装
を
正
装
と
認
め
な
い
と
い
う

通
達
ま
で
出
し
た
の
で
す
。

藤
間
　
通
達
ま
で
出
た
の
で
す
か
！

長
谷
川
　
最
上
級
の
正
装
は
燕え
ん

尾び

服
に
ネ
ク
タ
イ
と
いっ

た
通
達
が
出
た
そ
う
で
す
。ま
た
、近
年
の
変
化
と
し
て

は
、国
の
管
轄
で
養
蚕
課
と
い
う
の
が
あっ
た
の
で
す
が
、

「
半
農
半
工
」で
始
ま
り

工
業
化
と
と
も
に
、近
所
の
人
の

手
を
借
り
て
会
社
組
織へ

藤
間
　
御
社
の
創
業
は
一
八
七
七（
明
治
10
）年
だ
そ
う

で
す
ね
。す
で
に
一
四
〇
年
近
く
経
って
い
ま
す
が
、長
谷

川
社
長
は
何
代
目
で
す
か
。

長
谷
川
　
五
代
目
で
す
。

藤
間
　
創
業
は
ど
の
よ
う
に
始
ま
っ
た
の
で
す
か
。

長
谷
川
　
も
と
も
と
は「
半
農
半
工
」で
始
め
た
よ
う
で

す
。群
馬
県
は
昔
か
ら
桑
畑
と
養よ
う
蚕さ

ん
農
家
が
多
く
、明
治

時
代
に
は
生き

糸い
と

を
糸
な
ど
に
し
て
納
め
れ
ば
税
制
上
の
優

遇
措
置
も
あ
り
ま
し
た
。

藤
間
　
優
遇
措
置
が
あった
の
で
す
ね
。

長
谷
川
　
え
え
。な
る
べ
く
製
品
に
近
い
か
た
ち
で
税
と

し
て
納
め
た
り
販
売
し
た
方
が
効
率
的
だ
と
い
う
こ
と

で
、だ
ん
だ
ん
機は
た

織
り
の
方
が
忙
し
く
なって
い
き
ま
し

た
。そ
れ
で
桑
畑
の
横
に
納な

屋や

み
た
い
な
も
の
を
建
て
て
、

家
族
以
外
に
近
所
の
人
た
ち
の
手
を
借
り
て
と
い
う
と
こ

ろ
か
ら
、会
社
形
態
に
なって
いった
よ
う
で
す
。

藤
間
　
私
の
母
は
横
浜
鶴
見
の
呉
服
屋
の
娘
で
、戦
時
中

は
桐
生
の
知
り
合
い
の
と
こ
ろ
に
疎
開
し
た
そ
う
で
す
。

桐
生
は
そ
の
昔
、絹
織
物
で
栄
え
た
そ
う
で
す
ね
。

長
谷
川
　
も
と
も
と
朝
廷
の
直
轄
地
で
、家
康
の
江
戸
入

り
以
降
も
徳
川
家
の
直
轄
領
と
い
う
よ
う
に
、徳
川
家
に

き
ち
ん
と
品
物
さ
え
納
め
て
お
け
ば
、商
売
を
や
ろ
う
が

工
業
を
や
ろ
う
が
、文
句
は
言
わ
れ
な
かった
よ
う
で
す
。

藤
間
　
朝
廷
の
直
轄
地
と
い
う
と
、で
き
た
織
物
を
朝
廷

に
納
め
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。

長
谷
川
　
は
い
。一
番
古
い
文
献
に
よ
る
と
、奈
良
時
代
、

東
大
寺
の
大
仏
開
眼
式
で
用
い
た
織
物
の
生
地
は
、す
べ

て
桐
生
で
織って
納
め
た
そ
う
で
す
。もっと
も
、奈
良
に
は

そ
の
文
献
が
残って
い
ま
す
が
、桐
生
に
は
記
録
も
何
も
あ

り
ま
せ
ん
。

藤
間
　
そ
う
で
す
か
。御
社
の
家
系
図
み
た
い
な
も
の
は

あ
る
の
で
す
か
。

長
谷
川
　
な
い
で
す
ね
。桐
生
は
と
て
も
先
進
的
な
街

だった
よ
う
で
す
が
、「
新
し
い
も
の
」好
き
で「
古
き
良
き

も
の
」を
大
事
に
し
な
い
と
い
う
か
、無む
と
ん
ち
ゃ
く

頓
着
な
土
地
柄
な

【経営方針】

地域に大事にされる。 
　日々 、活動するこの地域に大事にさ
れ、感謝される企業 

お客様に愛される。 
　長年、愛してくださるお客様により満
足され、家族のように信頼される企業 

日本に残せる。 
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和の文化を継承できる企業

「つぶれない会社」をつくるために1 0 0年続く企業の教え 日
本
の
百
年
企
業

「
つ
ぶ
れ
な
い
会
社
」を
つ
く
る
た
め
に

一
〇
〇
年
続
く
企
業
の
教
え

森
秀
織
物
株
式
会
社（
群
馬
県
桐き

り
ゅ
う生
市
）は
、需
要
が
長
ら
く
途
絶
え
て
い
た
最
高
級
織
物
で
あ
る「
桐
生
御お

召め
し
」の
再
生
を
半
世
紀
ぶ
り
に
果
た
し
た
。桐
生
の
町
並
み
を
愛
し
て
移
住
し
、自
ら
進
ん
で
後
継
者
の
道
を

歩
み
始
め
た
娘
婿
の
長
谷
川
社
長
は
、日
本
の
絹
織
物
の
需
要
が
減
少
す
る
中
、着
物
文
化
の
将
来
的
な
復
活

に
夢
を
馳は

せ
る
。

伝
統
に
戻
っ
て「
和
」を
目
指
し
、

織
物
の
文
化
と
歴
史
を
守
り
継
ぐ 6

長
は

谷
せ

川
が わ

博
ひ ろ

紀
き
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十
数
年
前
に
廃
止
さ
れ
、養
蚕
に
対
す
る
補
助
金
も
な

く
な
り
ま
し
た
。

藤
間
　
役
所
が
な
く
なって
補
助
金
も
な
く
な
り
、国
は

保
護
を
一
切
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

長
谷
川
　
は
い
。織
物
を
織
っ
た
り
企
画
し
た
り
は
で
き

ま
す
が
、養
蚕
農
家
の
方
が「
後
継
者
も
い
な
い
し
、産
業

じ
ゃ
な
い
の
で
や
め
ま
す
」と
言
っ
た
ら
生
糸
が
作
れ
な
い

の
で
織
物
業
は
終
わ
り
ま
す
。だ
か
ら
、こ
れ
は
非
常
に
ま

ず
い
と
い
う
こ
と
で
、群
馬
県
と
長
野
県
だ
け
は
独
自
に

県
で
補
助
を
し
て
い
ま
す
。し
か
し
、こ
れ
も
予
算
不
足
で

間
も
な
く
終
了
し
て
し
ま
い
ま
す
。今
残
っ
て
い
る

一
〇
〇
〇
軒
ほ
ど
の
養
蚕
農
家
が
な
く
なっ
た
ら
、日
本

の
生
糸
、養
蚕
、ジ
ャ
パ
ン
シ
ル
ク
は
終
わって
し
ま
う
の
で

す
。こ
の
状
況
の
中
で
富
岡
製
糸
場
が
世
界
遺
産
登
録

さ
れ
た
の
で
、潮
向
き
が
少
し
は
変
わ
る
こ
と
を
期
待
し

て
い
ま
す
。

藤
間
　
着
物
自
体
は
な
く
な
り
ま
せ
ん
が
、生
糸
が
人

工
の
も
の
な
ど
に
変
わって
い
る
の
で
す
か
。

長
谷
川
　
も
ち
ろ
ん
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
の
着
物
は
あ
り
ま
す

し
、わ
れ
わ
れ
が
作
る
正
絹
の
着
物
で
用
い
る
絹
糸
も
、外

国
産
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。純
然
た
る
ジャパン
シ
ル
ク

の
着
物
は
希
有
な
存
在
に
な
って
い
て
、シェア
は
大
体

〇
・
〇
〇
一
㌫
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。も
と
も
と
蚕か
い
こは
中
国

か
ら
渡って
き
た
も
の
で
、中
国
産
は
日
本
の
シ
ル
ク
と
同

じ
く
ら
い
品
質
が
高
く
、し
か
も
値
段
が
格
段
に
安
い
の

で
す
。日
本
人
が
多
く
移
住
し
て
持
ち
込
ん
だ
ブ
ラ
ジ
ル

も
同
様
で
、海
外
か
ら
ど
ん
ど
ん
輸
入
さ
れ
る
と
、ど
う
に

も
な
り
ま
せ
ん
。

藤
間
　
生
産
者
側
は
困
り
ま
す
け
ど
、着
る
側
は
困
ら

な
い
と
思
わ
れ
ま
す
が
。

長
谷
川
　
そ
れ
が
、本
当
は
困
る
の
で
す
。厳
密
に
い
う

と
ブ
ラ
ジ
ル
で
育
っ
た
蚕
も
日
本
の
蚕
と
同
じ
Ｄ
Ｎ
Ａ
を

もって
い
ま
す
が
、蚕
は
そ
の
土
地
の
気
候
に
順
応
す
る
生

き
物
な
の
で
、現
地
に
順
応
し
て
し
ま
い
ま
す
。中
国
産

も
、も
と
も
と
蚕
は
中
国
の
気
候
に
あっ
た
生
き
物
な
の

で
大
き
く
育
ち
ま
す
。日
本
で
は
、日
本
の
気
候
に
合った

着
物
に
一
番
い
い
、き
め
細
か
い
お
蚕
さ
ん
を
作
って
き
た

の
で
、そ
れ
が
な
く
なっ
た
ら
、本
当
に
い
い
着
物
は
作
れ

な
く
な
り
ま
す
。純
然
た
る
日
本
産
の
お
蚕
さ
ん
は
今
、

皇
居
で
三
代
ぐ
ら
い
続
い
て
い
ま
す
け
ど
、そ
れ
が
い
な

かった
ら
一
度
は
途
絶
え
て
い
ま
し
た
。

藤
間
　
そ
う
い
う
も
の
は
、守
る
べき
文
化
で
す
よ
ね
。

長
谷
川
　
は
い
。そ
こ
が
一
番
大
事
で
し
ょ
う
と
、声
を
上

げ
た
い
で
す
ね
。

古
い
機
械
に
こ
だ
わって

外
国
が
手
を
出
せ
な
い

「
和
」を
目
指
す

　
戦
後
の
昭
和
二
〇
～
三
〇
年
代
の
呉
服
需
要
が
ま
だ

あっ
た
当
時
、森
秀
織
物
に
は
工
場
要
員
だ
け
で
一
五
〇

人
、全
体
で
二
〇
〇
人
以
上
の
人
が
働
い
て
い
た
と
い
う
。

現
在
の
一
〇
倍
を
軽
く
超
え
る
陣
容
だ
。

　
大
手
繊
維
会
社
は
ジェッ
ト
機
の
機
体
な
ど
も
手
掛
け

る
ハ
イ
テ
ク
分
野
に
活
路
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
が
、

長
谷
川
社
長
は
そ
れ
と
は
正
反
対
に「
な
る
べ
く
昔
な
が

ら
の
や
り
方
に
こ
だ
わ
ろ
う
」と
努
め
て
い
る
と
い
う
。

　
森
秀
織
物
の
事
業
規
模
で
は
、と
て
も
で
は
な
い
が
最

先
端
に
は
い
け
な
い
。一
台
何
億
円
も
す
る
織
機
を
大
量

に
買
い
付
け
る
中
国
の
メ
ー
カ
ー
と
同
じ
土
俵
に
立
つ
気

は
な
く
、五
〇
～
六
〇
年
前
に
使
い
古
し
て
仕
舞
い
込
ん
で

い
た
よ
う
な
機
械
を
引
っ
張
り
出
し
て
使
って
い
る
そ
う

だ
。

長
谷
川
　
中
国
の
人
た
ち
が
絶
対
に
手
を
出
さ
な
い
よ

う
な
古
い
機
械
を
使って
、何
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
と

い
う
と
、目
指
す
と
こ
ろ
は「
和
」で
す
。価
格
競
争
や
最
先

端
競
争
は
、そ
れ
な
り
の
規
模
が
な
い
と
で
き
ま
せ
ん
の

で
、伝
統
に
戻
って
、昔
か
ら
一
〇
〇
〇
年
以
上
、日
本
で

やって
き
た
こ
と
を
や
る
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

藤
間
　
そ
う
で
す
よ
ね
。よ
く「
コ
ア
・コン
ピ
タ
ン
ス
」と

言
い
ま
す
が
、そ
れ
は
企
業
の
規
模
な
ど
に
よって
違
い
ま

す
の
で
、中
小
企
業
は
手
織
り
や
繊
細
さ
な
ど
、勝
負
す
る

と
こ
ろ
を
き
ち
ん
と
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。着
物
の
需
要

が
減って
い
く
中
、経
営
危
機
と
い
う
の
は
あ
り
ま
し
た
か
。

長
谷
川
　
先
々
代
が
急
死
さ
れ
た
よ
う
で
、先
代
に
代

わっ
た
途
端
、あ
る
日
突
然
、仕
事
が
な
く
なっ
た
そ
う
で

す
。先
々
代
の
顔
で
仕
事
を
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
ね
。一
、

二
年
は
まった
く
仕
事
が
な
い
状
態
で
、従
業
員
は
出
社
し

て
は
帰
る
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
た
と
言
い
ま
す
。

藤
間
　
収
入
が
途
絶
え
て
、そ
れ
で
も
資
金
繰
り
は
もっ

た
の
で
す
か
。

長
谷
川
　
そ
の
と
き
に
莫
大
な
借
金
を
し
て
、三
〇
年
以

上
経った
今
で
も
ま
だ
返
済
が
残って
い
ま
す
。順
調
に
いっ

て
二
〇
年
後
ぐ
ら
い
に
完
済
す
る
計
画
で
す
。

藤
間
　
売
り
上
げ
規
模
が
縮
小
す
る
と
返
済
余
力
も
小

さ
く
な
る
の
で
大
変
で
す
ね
。銀
行
は
温
か
く
見
守って
く

れ
て
い
ま
す
か
。

長
谷
川
　
温
か
く
と
は
い
き
ま
せ
ん
が
、何
の
担
保
も
な

く
、こ
う
い
う
事
業
計
画
で
や
り
ま
す
と
い
う
こ
と
で
貸
し

て
く
れ
て
い
ま
す
の
で
、あ
り
が
た
い
で
す
。地
銀
と
信
用

金
庫
で
す
け
ど
、意
地
に
なって
守って
く
れ
て
い
る
の
だ
と

思
い
ま
す
。そ
れ
に
応
え
な
く
て
は
と
い
う
こ
と
で
頑
張っ

て
い
ま
す
。

藤
間
　
そ
う
いった
中
で
、御
社
が
今
やって
い
る
の
は
ど

う
い
う
事
業
で
す
か
。

長
谷
川
　
着
物
関
係
は
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
縮
小
し

ま
し
た
の
で
、数
十
年
着
物
自
体
を
作
ら
な
かった
時
期

も
あ
り
ま
し
た
。そ
の
中
で
帯
や
、ち
ょっ
と
し
た
小
物
を

作
った
り
、イ
ン
テ
リ
ア
系
の
織
物
な
ど
も
始
め
ま
し
た
。

こ
こ
二
十
数
年
間
は
掛
け
軸
や
カ
レ
ン
ダ
ー
に
日
本
企
業

の
Ｐ
Ｒ
活
動
の
一
環
と
し
て
企
業
名
を
入
れ
た
も
の
を
海

外
向
け
に
作って
い
ま
す
。

藤
間
　
そ
れ
は
織
物
の
生
地
を
使って
い
る
の
で
す
か
。

長
谷
川
　
は
い
。掛
け
軸
タ
イ
プ
だ
と
完
全
に
一
枚
で
つ

な
がっ
た
布
で
す
。注
文
数
に
よって
値
段
は
変
え
ま
す

が
、上
代
だ
と
一
点
あ
た
り
二
〇
〇
〇
円
前
後
で
、大
体
、

何
百
本
と
か
何
千
本
と
注
文
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。日

本
的
な
も
の
が
海
外
で
は
喜
ば
れ
る
の
で
、今
度
、台
湾
や

中
国
の
展
示
会
に
も
出
品
し
よ
う
か
と
、そ
う
い
う
ア
ク

ション
も
起
こ
し
て
い
ま
す
。

藤
間
　
やって
み
な
け
れ
ば
、何
が
当
た
る
か
わ
か
ら
な
い

の
で
、種
ま
き
は
大
事
で
す
ね
。

長
谷
川
　
動
か
な
け
れ
ば
プ
ラ
ス
に
な
り
ま
せ
ん
。国
内

で
も
、私
が
個
人
で
百
貨
店
や
展
示
会
に
行って
消
費
者

と
直
接
折
衝
し
て
着
物
を
作
る
と
い
う
こ
と
を
やって
い

ま
す
。で
す
が
、年
間
数
十じ
っ

反た
ん

が
精
いっ
ぱ
い
で
す
。な
の
で
、

な
ん
と
か
日
用
品
に
と
い
う
こ
と
で
職
人
さ
ん
と
話
を
し

て
い
て
浮
か
び
上
がって
き
た
の
が
、「
御
召
」の
残
っ
た
横

糸
を
水
に
浸
け
て
垢あ
か

す
り
に
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。昔
は

着
物
の
生
地
の
切
れ
端
を
垢
す
り
に
使って
い
ま
し
た
。絹

織
物
は
水
に
入
れ
る
と
繊
維
が
縮
み
、無
数
に
凹お
う

凸と
つ

が
出

て
生
地
自
体
も
丈
夫
に
な
り
、お
肌
が
ス
ベス
ベに
な
る
の

で
す
。手
織
り
し
た
も
の
を
モ
ニ
タ
ー
販
売
し
た
ら
、結
構

い
い
お
値
段
な
の
に
完
売
し
ま
し
た
。こ
れ
も
伝
統
に
戻っ

た
商
品
で
す
。こ
ち
ら
は
、ア
メ
リ
カ
の
展
示
会
に
商
品
だ

け
出
品
す
る
か
た
ち
で
出
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

桐
生
の
街
と
織
物
に
惚
れ

伝
統
と
文
化
は
残
す
べき
と

勤
め
を
辞
め
後
継
を
決
意

　
一
九
八
一（
昭
和
56
）年
五
月
、森
秀
織
物
の
先
代
社

長
・
森
島
純す
み

男お

さ
ん（
現
会
長
。長
谷
川
社
長
の
義
父
）

は
、二
棟
あ
っ
た
工
場
施
設
の
ひ
と
つ
に「
織
物
参
考
館 

紫ゆ
か
り」を

開
設
し
た
。そ
の
目
的
は
、以
下
に
掲
げ
る
三
つ
の

活
動
を
通
じ
て
、桐
生
の
伝
統
的
染
色
織
物
産
業
に
対

す
る
一
般
の
理
解
と
認
識
を
深
め
、染
色
文
化
の
一
層
の

「つぶれない会社」をつくるために1 0 0年続く企業の教え

森秀織物参考館入り口。展示されている1200点もの資料が、織物の歴史や消え
つつある古い染織技術、文化の発展の足跡を物語る
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か
。

長
谷
川
　
一
番
多
か
っ
た
の
は
昭
和
三
〇
年
代
で

二
五
〇
〇
社
ぐ
ら
い
組
合
に
所
属
し
て
い
ま
し
た
。今
は

た
ぶ
ん
一
〇
〇
社
程
度
に
なって
い
る
と
思
い
ま
す
。

藤
間
　
五
㌫
ぐ
ら
い
し
か
残って
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。

長
谷
川
　
は
い
。そ
れ
で
も
世
界
的
に
み
る
と
、こ
れ
だ
け

織
物
と
か
染
め
に
関
わ
る
企
業
が
集
約
さ
れ
て
い
る
場
所

は
な
い
よ
う
で
す
。

藤
間
　
同
業
の
方
た
ち
は
何
歳
ぐ
ら
い
で
す
か
。

長
谷
川
　
だ
い
た
い
私
と
同
じ
年
齢
ぐ
ら
い
で
す
。

藤
間
　
長
谷
川
社
長
は
四
〇
代
半
ば
で
、少
な
く
と
も

三
〇
年
ぐ
ら
い
は
続
け
ら
れ
る
わ
け
で
す
ね
。次
の
代
に
き

ち
ん
と
バ
ト
ン
タッ
チ
す
る
、次
の
代
が
プ
ラ
イ
ド
を
もって

継
げ
る
よ
う
に
す
る
の
が
大
切
で
す
。お
子
さ
ん
に
男
の

子
は
い
らっし
ゃい
ま
す
か
。

長
谷
川
　
は
い
、お
り
ま
す
。

藤
間
　
じ
ゃ
あ
、社
長
が
生
き
生
き
と
仕
事
を
し
て
い
れ

ば
継
ぐ
と
い
う
こ
と
も
あ
り
そ
う
で
す
ね
。伝
統
を
残
す

と
い
う
誇
り
の
あ
る
仕
事
だ
か
ら
ぜ
ひ
継
い
で
も
ら
い
た

い
で
す
。同
業
の
会
社
が
少
な
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、逆
に

生
き
残
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
す
し
。

　
御
社
に
成
文
化
さ
れ
た
経
営
理
念
は
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
。

長
谷
川
　
特
に
成
文
化
さ
れ
た
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。何

が
あ
る
か
な
と
考
え
る
と
、ご
く
単
純
な
こ
と
で
す
け
ど
、

「
まっと
う
に
儲
け
る
」「
道
を
踏

み
外
さ
な
い
」と
い
う
二つで
す
。

藤
間
　
ぜ
ひ
成
文
化
し
て
く
だ

さ
い
。「
百
年
企
業
の
法
則
」と

い
う
の
が
あって
、そ
の
第
一に
出

て
く
る
の
は「
経
営
理
念
の
確

立
と
浸
透
」で
す
。先
代
が
言
わ

れ
て
い
る
言
葉
、社
長
が
言
って

い
る
言
葉
、そ
れ
を
み
ん
な
に
わ

か
り
や
す
く
、後
継
者
も
そ
れ

を
実
践
で
き
る
よ
う
に
伝
え
て

い
く
べき
で
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、長
谷

川
社
長
の
今
後
の
夢
は
何
で
す
か
。

長
谷
川
　
日
本
人
が
み
ん
な
、き
ち
ん
と
着
物
が
着
ら
れ

る
よ
う
に
なった
ら
い
い
な
、と
願
って
い
ま
す
。毎
日
で
な

く
て
い
い
の
で
す
。例
え
ば
元
旦
に
は
着
物
を
着
る
、結
婚

式
に
は
着
物
で
参
加
す
る
と
い
う
よ
う
に
、み
ん
な
が
自

主
的
に
着
物
を
着
よ
う
と
思
え
る
空
気
、土
壌
に
なった

ら
いい
な
と
常
日
ご
ろ
か
ら
思って
い
ま
す
。

　
日
本
の
シ
ル
ク
で
き
ち
ん
と
作
ら
れ
た
着
物
は
、生
地

は
丈
夫
な
の
に
軽
い
し
通
気
性
も
あって
、夏
場
は
汗
を
か

か
ず
、冬
場
は
暖
か
い
の
で
す
。そ
う
い
う
着
物
の
良
さ
を

大
勢
の
人
が
知って
着
て
く
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、値
段
は

安
く
な
る
し
養
蚕
農
家
も
商
売
と
し
て
成
り
立
つ
よ
う
に

な
り
ま
す
。

藤
間
　
今
、和
服
を
扱
って
い
る
販
売
店
で
繁
盛
し
て
い

る
と
こ
ろ
は
、定
期
的
に
和
服
を
着
る
会
を
開
い
た
り
し

て
、和
服
を
着
る
機
会
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
で
す
。着
物

で
の
復
活
は
険
し
い
と
思
い
ま
す
が
、織
物
カ
レ
ン
ダ
ー
な

ど
を
糸
口
に
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
の
展
開
を
考
え
る
と
、御
社
の

事
業
に
無
限
の
可
能
性
を
感
じ
ま
す
。

発
展
を
願
う
、と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
一
、染
色
技
術
、文
化
の
発
展
の
足
跡
を
物
語
る
貴
重

な
資
料
や
古
器
具
、古
織
機
等
の
散
逸
を
防
ぎ
、こ
れ
を

蒐し
ゅ
う
し
ゅ
う

集
、保
全
、管
理
、公
開
す
る
。

　
一
、現
在
行
な
わ
れ
て
い
る
、繭ま
ゆ
か
ら
糸
を
と
り
、染
色
し

て
織
り
上
げ
る
ま
で
の
工
程
を
一
堂
に
展
示
す
る
。

　
一
、染
色
に
関
す
る
各
種
催
事
を
企
画
、開
催
す
る
。

　
展
示
さ
れ
た
過
去
の
器
具
や
織
機
等
は
、原
則
と
し
て

実
際
に
手
で
触
れ
、動
か
す
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
手
入

れ
さ
れ
て
い
る
。ガ
イ
ド
役
の
人
が
明
治
時
代
に
使
わ
れ
て

い
た
手
織
り
機
を
用
い
て
糸
を
織
って
み
せ
て
く
れ
た
り

す
る
の
だ
が
、見
学
者
が
望
め
ば
昔
な
が
ら
の
織
物
体
験

も
で
き
る
体
験
型
ミュー
ジ
ア
ム
だ
。

　
工
場
施
設
二
棟
の
う
ち
一
棟
は
現
在
も
稼
働
中
で
、受

注
が
あ
れ
ば
こ
こ
で「
御
召
」に
代
表
さ
れ
る
桐
生
織
の
製

品
が
生
み
出
さ
れ
る
。

　
ノ
コ
ギ
リ
の
刃
の
よ
う
な
三
角
屋
根
が
続
く
二
棟
は
、

と
も
に
明
治
に
建
造
さ
れ
た
も
の
で
、二
〇
〇
六（
平
成

18
）年
に
国
の
登
録
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

　
戦
前
、桐
生
に
は
機
屋
が
二
五
〇
〇
軒
以
上
あった
と

い
う
。そ
の
う
ち「
御
召
製
造
技
術
保
存
工
場
」に
指
定
さ

れ
た
の
は
森
秀
織
物
を
含
め
て
三
社
だ
け
。そ
の
他
の
工

場
の
多
く
は
、戦
闘
機
や
軍
艦
への
鉄
材
供
出
を
強
い
ら

れ
て
廃
業
せ
ざ
る
を
得
な
かっ
た
。そ
し
て
気
が
つ
け
ば
、

森
秀
織
物
は
桐
生
の
御
召
製
造
技
術
を
唯
一
受
け
継
ぐ

オ
ン
リ
ー
ワ
ン
企
業
に
なって
い
た
。

　

三
重
県
生
ま
れ
の
長
谷
川
さ
ん
は
、桐
生
で
生
ま
れ

育った
女
性
と
東
京
で
知
り
合
い
結
婚
。当
時
の
長
谷
川

さ
ん
は
ガ
ス
会
社
に
勤
務
す
る
サ
ラ
リ
ー
マン
で
、結
婚
前

の
実
家
への
挨
拶
で
訪
問
し
た
桐
生
と
い
う
街
が
ま
ず
気

に
入った
。

　
小
京
都
の
よ
う
な
町
が
北
関
東
に
残って
い
る
と
い
う

こ
と
に
興
味
を
覚
え
、い
ろ
い
ろ
調
べて
み
た
ら
桐
生
の
織

物
は
千
何
百
年
と
い
う
歴
史
が
あ
る
産
業
だ
と
わ
かっ

た
。伝
統
や
文
化
と
い
う
面
か
ら
考
え
れ
ば
、そ
の
実
家
の

家
業
は
当
然
、誰
か
が
受
け
継
い
で
残
し
て
い
く
べき
だ
ろ

う
。

　
長
谷
川
さ
ん
が
、義
父
と
な
る
先
代
社
長
に
そ
の
点
で

相
談
を
も
ち
か
け
る
と
、「
い
や
、儲
か
ら
な
い
し
、私
の
代

で
や
め
よ
う
と
思って
い
る
。継
が
な
く
て
い
い
」と
い
う
予

想
外
の
答
え
が
返
って
き
た
。そ
れ
で
長
谷
川
さ
ん
は
逆

に
、自
分
が
継
ご
う
と
い
う
気
に
なった
そ
う
だ
。

　
長
谷
川
社
長
に
よ
れ
ば
、桐
生
市
内
は「
機
屋
さ
ん
を

中
心
に
縁
戚
関
係
で
つ
な
がって
い
る
」と
い
う
。先
代
は

桐
生
織
物
の
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
企
業
の
矜き
ょ
う
じ恃
も
あって「
織
物

参
考
館 

紫
」の
開
設
に
踏
み
切
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。伝
統

産
業
の
足
跡
を
残
し
、少
し
で
も
絹
産
業
の
こ
と
を
知
っ

て
も
ら
い
た
い
と
い
う
想
い
は
、五
代
目
に
しっか
り
受
け

継
が
れ
て
い
る
。な
に
し
ろ
長
谷
川
さ
ん
は
、体
系
だった
テ

キ
ス
ト
が
な
い
桐
生
の
織
物
の
歴
史
を
た
ど
り
つつ
実
技

を
学
び
と
り
、一
二（
同
24
）年
に
初
受
験
で
伝
統
工
芸
士

の
資
格
認
定
を
得
た
努
力
家
だ
。

日
本
人
み
ん
な
が
自
主
的
に

着
物
を
着
よ
う
と
思
う
よ
う
な

空
気
や
土
壌
に
なった
ら
い
い

長
谷
川
　
妻
の
実
家
の
こ
と
に
せ
よ
、長
く
続
け
て
き
た

家
業
を
な
く
し
て
し
ま
う
の
は
もった
い
な
い
し
、悔
し
い

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。や
る
だ
け
やって
、駄
目
だった
ら
あ
き

ら
め
よ
う
か
な
と
い
う
ぐ
ら
い
の
つ
も
り
で
後
を
継
ぎ
ま

し
た
。実
際
、群
馬
の
方
に
移
る
と
貰
え
る
給
料
は
少
な
い

し
、織
物
業
だ
と
儲
か
ら
な
い
の
で
食
べて
い
く
の
が
やっと

で
す
け
ど
、そ
れ
で
も
暮
ら
し
や
す
い
で
す
。そ
れ
に
織
物

は
一
説
に
よ
る
と
一
四
〇
〇
年
以
上
産
業
と
し
て
成
立
し

て
い
た
の
で
奥
が
深
く
、勉
強
し
て
も
勉
強
し
て
も
、学
ぶ

こ
と
が
尽
き
ま
せ
ん
。

藤
間
　
織
物
業
の
魅
力
に
と
り
つ
か
れ
て
し
まった
わ
け

で
す
ね
。

長
谷
川
　
は
い
。一
昨
年
、やっと
伝
統
工
芸
士
に
な
れ
た

の
で
す
が
、そ
れ
で
も
ま
だ
ヒ
ヨッコ
み
た
い
な
も
の
で
す
。

教
科
書
の
一
冊
も
な
い
、一
子
相
伝
み
た
い
に
職
人
か
ら
職

人
に
伝
わって
き
た
世
界
で
、ど
こ
の
会
社
も
企
業
秘
密
で

技
を
もって
い
る
の
で
、そ
の
企
業
さ
ん
が
な
く
な
る
と
、そ

こ
の
繊
維
は
誰
も
作
れ
な
く
な
り
ま
す
。だ
か
ら
織
物
業

は
奥
が
深
い
の
で
す
。

藤
間
　
今
は
ど
の
ぐ
ら
い
の
会
社
が
残
って
い
る
の
で
す

■ 会社概要
創業 ／1877年
業種 ／織物製造業　従業員数 ／15名
本社所在地 ／群馬県桐生市　資本金 ／1,000万円 
ホームページ ／http://www.morihide.co.jp/

■森秀織物株式会社の概略史
1877（明治10）年	 	初代・森島秀

ひで
が、養蚕農家を営む傍

かたわ

ら生糸や織物の生産に着手。

1933（昭和 8 ）年　		「御召」の製織に成功し、逐
ちく
次
じ
各工程

の機械化を図る。

1957（昭和32）年	 	中小企業合理化モデル工場の指定を
受ける。

1981（昭和56）年	 	体験型博物館「織物参考館	紫
ゆかり
」を開

設。

2000（平成12）年	 	生産が途絶えていた「御召」の再生
に成功。国立文楽劇場の文楽人形の
衣装や歌舞伎の装束に採用される。

2006（平成18）年	 	工場等の一群の建物が国の登録有形
文化財に指定される。

2010（平成22）年	 長谷川博紀が5代目社長に就任。

（
撮
影
小
川
佳
之
）

「つぶれない会社」をつくるために1 0 0年続く企業の教え

とうま・あきお
1952年東京都生まれ。公認会
計士、税理士、司法書士、社会
保険労務士等、150名の専門
家集団であるTOMAコンサル
タンツグループ代表取締役。同
社も1890年に創業した百年企
業。事業承継をライフワークと
する実力派コンサルタントとし
て活躍。『どんな危機にも打ち
勝つ100年企業の法則』（PHP
研究所）など著書多数。
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大
企
業
な
ら
ば
経
営
革
新
に
取
り
組
む

と
いって
も
、商
品
開
発
部
門
や
事
業
開
発

部
門
が
綿
密
な
計
画
を
練
って
、社
長
は
経

営
会
議
で
ゴ
ー
サ
イ
ン
を
出
す
か
ど
う
か
の

判
断
を
下
せ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
が
、中
小
企

業
は
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
。経
営
者
自
ら
が

人
を
採
用
し
育
て
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
い

と
経
営
革
新
は
で
き
な
い
。そ
れ
が
中
小
企

業
の
宿
命
で
す
。

　
一
代
二
五
年
と
し
て
四
代
続
か
な
い
と

一
〇
〇
年
に
は
な
り
ま
せ
ん
。し
た
がって
、百

年
企
業
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
存
在
に
な
る
た

め
に
は
、時
代
の
変
化
に
応
じ
て
経
営
革
新

の
で
き
る
後
継
経
営
者
を
い
か
に
育
て
る
か

と
い
う
課
題
が
非
常
に
重
要
に
なって
き
ま

す
。

　
一九
九
〇
年
代
以
降
の〝
失
わ
れ
た
二
〇

年
間
〟と
い
わ
れ
る
時
代
に
、長
寿
企
業
は

ど
ん
な
経
営
革
新
に
取
り
組
ん
で
い
る
か

と
い
う
調
査
を
し
た
と
こ
ろ
、三
つ
の
特
徴

が
浮
き
彫
り
に
な
り
ま
し
た
。

　
一
つ
目
は
、経
営
者
が
危
機
感
を
も
っ
て

経
営
革
新
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
。

　
二
つ
目
は
、経
営
革
新
に
必
要
な
人
材
を

確
保
し
て
育
成
し
て
い
る
こ
と
。新
製
品
を

開
発
す
る
に
し
て
も
、新
事
業
に
進
出
す
る

に
し
て
も
、社
長
ひ
と
り
で
は
で
き
な
い
の
で
、

従
来
か
ら
大
切
に
し
て
き
た
従
業
員
に
加
え

て
、新
た
な
知
識
や
ス
キ
ル
を
有
す
る
人
材

を
採
用
す
る
必
要
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。

　
そ
し
て
三
つ
目
の
特
徴
と
し
て
、経
営
革

新
に
取
り
組
ん
で
い
る
、しっか
り
と
し
た
後

継
経
営
者
が
い
る
と
い
う
こ
と
。

　
一つ
目
、二つ
目
の
重
要
性
は
経
営
学
の
教

科
書
を
読
め
ば
書
い
て
あ
り
ま
す
。し
か
し
、

先
代
社
長
の
意
を
汲く

み
、先
頭
に
立
って
経

営
改
革
の
実
行
部
隊
の
リ
ー
ダ
ー
に
な
る
こ

と
が
で
き
る
後
継
経
営
者
が
い
る
か
ど
う

か
。こ
こ
が
肝
心
な
と
こ
ろ
で
す
。

　
対
談（
４
月
号
掲
載
）で
藤
間
さ
ん
も
自
ら

の
体
験
を
踏
ま
え
て
おっし
ゃって
い
ま
し
た

が
、中
小
企
業
の
社
長
が
自
分
の
会
社
を
長

く
継
続
さ
せ
よ
う
と
思
っ
た
ら
、極
論
す
る

と
、子
ど
も
が
生
ま
れ
た
段
階
か
ら
後
継
者

教
育
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
物
心
が
つ
い
て
小
学
生
く
ら
い
ま
で
の
幼

少
期
に
辛
抱
す
る
こ
と
や
礼
儀
正
し
さ
、社

会
人
と
し
て
の
素
養
み
た
い
な
こ
と
を
教
え
、

中
学
―
高
校
―
大
学
の
進
学
に
つ
い
て
も
、

将
来
の
事
業
承
継
を
見
据
え
て
選
択
す
る

の
で
す
。

　
経
営
者
に
とって
人
脈
は
重
要
で
す
か
ら
、

で
き
る
だ
け
進
学
校
に
行った
ほ
う
が
い
い
と

思
い
ま
す
。た
だ
し
、受
験
勉
強
だ
け
で
な

く
、ク
ラ
ブ
活
動
や
生
徒
会
活
動
に
も
積
極

的
に
取
り
組
ま
せ
、勝
つ
こ
と
の
喜
び
や
負
け

る
こ
と
の
悔
し
さ
、人
を
束
ね
る
こ
と
の
難
し

さ
を
経
験
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
し
て
、そ
の
間
に
親
の
仕
事
を
見
せ
る
と

い
う
こ
と
も
欠
か
せ
ま
せ
ん
。大
企
業
レ
ベル

で
は
廃す
た
れ
て
し
まった
社
員
旅
行
を
継
続
し
、

そ
こ
に
経
営
者
が
家
族
を
同
伴
し
て
交
流

さ
せ
る
中
小
企
業
も
あ
り
ま
す
。親
の
職
場

に
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
自
然
に
馴
染
ま
せ
る
に

は
もって
こ
い
の
方
法
で
し
ょ
う
。

　
昔
は
職
住
接
近
で
、意
識
せ
ず
と
も
子
ど

も
は
親
の
会
社
に
普
段
か
ら
出
入
り
し
た
も

の
で
す
。今
ど
き
そ
う
い
う
会
社
は
少
な
く
、

子
ど
も
は
親
の
背
中
を
見
ぬ
ま
ま
成
長
し
が

ち
で
す
。地
方
企
業
の
経
営
者
の
な
か
に
は

子
弟
を
早
い
時
期
か
ら
大
都
市
の
学
校
に

進
ま
せ
る
例
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、そ
う
い
う

場
合
は
特
に
注
意
が
必
要
で
す
。後
継
経
営

者
は
自
然
に
で
き
あ
が
る
も
の
で
は
な
く
、意

識
し
てつ
く
り
あ
げ
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

くぼた・しょういち　1951年島根県生まれ。三和銀行（現・三菱東京UFJ銀行）に30年間勤務し、1,000人以上の経営者と面談。法政大学大学院教授に転身し
て中小企業経営、後継者育成等を研究。著書に『百年企業、生き残るヒント』（角川SSC新書）などがある。島根県浜田市市長でもある。
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企業永続の知恵③

日本の百年企業 

「つぶれない会社」をつくるために
1 0 0年続く企業の教え


