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藤
間
秋
男

毎
月
お
金
を
届
け
て
く
れ
て
い
た
よ
」と
怒
ら
れ
た
そ

う
で
す
。そ
う
し
た
先
祖
の
方
々
の
労
苦
が
あ
っ
た
こ
と

に
敬
服
し
て
い
ま
す
。

藤
間　
主
力
商
品
の
生
産
を
中
止
し
て
も
、戦
争
に

行
っ
た
従
業
員
の
家
族
に
お
金
を
届
け
続
け
た
と
い
う

の
は
す
ご
い
話
で
す
ね
。

浅
井　
カ
ク
キ
ュ
ー
の
早
川
家
も
ま
る
や
の
大
田
家

も
、努
力
し
て
お
金
を
稼
い
で
蔵
を
保
ち
続
け
て
き
た

よ
う
で
す
。二
社
と
も
、当
時
で
い
う
資
産
家
だ
っ
た
そ

う
で
、学
校
を
寄
付
し
た
り
お
寺
を
つ
く
っ
た
り
、今
の

尺
度
で
は
推
し
は
か
れ
な
い
社
会
と
の
関
わ
り
を
も
って

い
た
よ
う
で
す
。

知
名
度
を
利
用
し
た
商
売
を

し
よ
う
と
す
る
と
必
ず

ほ
こ
ろ
び
が
出
て
く
る

藤
間　
話
を
戻
し
ま
す
と
、創
業
家
で
あ
る
大
田
家
か

ら
親
族
の
加
藤
家
が
継
ぐ
こ
と
に
な
り
、そ
の
後
、浅
井

社
長
が
後
を
継
が
れ
た
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

浅
井　
は
い
。大
田
家
が
代
々
つ
な
い
で
い
ま
せ
ん
が
、

親
族
が
そ
の
ま
ま
や
っ
て
い
る
の
で
、創
業
家
の
思
い
は

つ
な
げ
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。私
自
身
、平
成
の
時

代
に
生
き
て
い
ま
す
し
、生
ま
れ
は
戦
後
の
昭
和
な
の

戦
時
中
の
価
格
統
制
令
に
よ
り

八
丁
味
噌
の
生
産
を
中
止
し
た
が

従
業
員
の
給
与
は
払
い
続
け
た

　

添
加
物
は
い
っ
さ
い
使
用
せ
ず
、原
料
は
大
豆
と
塩

の
み
。高
さ
と
直
径
が
約
二
㍍
の
杉
樽
に
仕
込
み
、そ
の

上
に
三
〇
〇
～
四
〇
〇
個
の
重
石（
総
重
量
約
三
㌧
）

を
円
錐
状
に
積
み
上
げ
て
、二
夏
二
冬
以
上（
二
年
以

上
）寝
か
せ
て
つ
く
る
八
丁
味
噌
─
。

　
そ
の
名
自
体
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、こ
の
江
戸

時
代
以
来
の
製
法
に
よ
る
八
丁
味
噌
を
製
造
販
売
し
て

い
る
会
社
が
二
社
し
か
な
い
こ
と
は
、あ
ま
り
知
ら
れ
て

い
な
い
。

　
二
社
は
、岡
崎
城
か
ら
西
に
八
丁（
約
八
七
〇
㍍
）離

れ
た
地
に
、旧
東
海
道
を
挟
ん
で
蔵
を
構
え
て
お
り
、そ

の
距
離
が
名
前
の
由
来
と
な
っ
た
。一
社
は
、今
回
ご
登

場
い
た
だ
い
た
株
式
会
社
ま
る
や
八
丁
味
噌
、も
う
一

社
が「
カ
ク
キ
ュ
ー
」の
屋
号
を
用
い
る
合
資
会
社
八
丁

味
噌
だ
。と
も
に
江
戸
時
代
初
期
に
は
八
丁
味
噌
を
造

り
始
め
、今
も
そ
の
伝
統
を
頑か
た
くな

に
守
り
続
け
て
い
る

年
季
の
入
っ
た
百
年
企
業
で
あ
る
。

　
こ
の
二
社
が
手
を
携
え
て
、二
〇
〇
五（
平
成
17
）年

に
八
丁
味
噌
協
同
組
合
を
立
ち
上
げ
た
。

藤
間　
創
業
が
一
三
三
七（
延
元
２
）年
と
い
う
こ
と
で

す
が
、浅
井
社
長
は
何
代
目
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

浅
井　
カ
ク
キ
ュ
ー
の
当
主
で
あ
る
早
川
久き
ゅ
う
え
も
ん

右
衛
門
さ

ん
は
一
九
代
目
で
す
が
、当
社
は
創
業
時
か
ら
の
古
い

資
料
を
戦
災
で
ほ
と
ん
ど
焼
失
し
て
残
っ
て
い
な
い
の

で
、私
が
何
代
目
に
あ
た
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。味
噌

蔵
に
と
って
の
レ
シ
ピ
で
も
あ
る
仕
込
み
帳
や
勘
定
帳
は

一
七
〇
〇
年
代
の
も
の
が
残
って
い
て
、ま
た
大
田
家

の
戒
名
の
記
録
も
現
存
し
て
い
ま
す
。そ
れ
に
よ
る

と
当
主
は
ず
っ
と
大お
お

田た

弥や
　
じ
　
え
　
も
ん

治
右
工
門
で
し
た
。そ
の

後
、一
九
三
一（
昭
和
6
）年
に
大
田
家
か
ら
親
族
の

加
藤
家
が
引
き
継
ぎ
、合
名
会
社
大
田
商
店
を
つ
く

り
ま
し
た
。私
は
そ
の
加
藤
家
の
親
族
で
す
。

藤
間　
資
料
に
よ
る
と
、戦
時
中
は
八
丁
味
噌
の
生

産
を
一
時
中
止
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

浅
井　
戦
時
体
制
に
入
る
と
き
に
価
格
統
制
令
が

敷し

か
れ
、当
社
と
カ
ク
キ
ュ
ー
さ
ん
の
二
社
は
、卸お

ろ
し価

格
が
八
丁
味
噌
の
原
価
を
下
回
る
価
格
統
制
の
下
、

製
造
販
売
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。八
丁
味
噌
は

普
通
の
味
噌
に
比
べ
て
長
期
間
醸
造
し
、ふ
ん
だ
ん

に
大
豆
を
用
い
る
贅ぜ
い

沢た
く

品
で
も
あ
る
の
で
、非
常
に

生
産
量
が
少
な
く
、貴
重
品
で
あ
っ
た
の
で
す
。し
か

し
、国
策
に
対
抗
で
き
ず
、八
丁
味
噌
以
外
の
商
い
は

続
け
る
一
方
、終
戦
後
ま
で
休
業
す
る
こ
と
を
宣
言

し
ま
し
た
。た
だ
、カ
ク
キ
ュ
ー
さ
ん
は
八
丁
味
噌
の

伝
統
製
法
を
守
る
た
め
、軍
部
向
け
に
は
特
別
に
大

豆
の
供
給
を
受
け
て
生
産
し
、兵
ひ
ょ
う
り
ょ
う
糧
食
と
し
て
供
出

し
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

戦
時
中
、弊
社
で
は
兵
役
に
行
っ
た
従
業
員
に
は

毎
月
必
ず
給
料
を
お
届
け
し
た
そ
う
で
す
。戦
後
、

兵
役
か
ら
帰
って
き
た
従
業
員
が「
お
れ
、も
う
味
噌

屋
辞
め
た
い
」と
奥
さ
ん
に
言
っ
た
ら「
何
言
っ
と
る

だ
。あ
ん
た
が
戦
争
に
行
っ
と
る
間
、味
噌
屋
さ
ん
は

「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

愛
知
県
岡
崎
市
で
、江
戸
時
代
以
来
の
伝
統
製
法
に
よ
り
生
産
さ
れ
て
い
る
八
丁
味み

噌そ

。株
式
会
社
ま
る
や

八
丁
味
噌
は
、旧
東
海
道
を
挟
ん
で
蔵
を
構
え
る
合
資
会
社
八
丁
味
噌
と
と
も
に
、切せ

っ

磋さ

琢た
く

磨ま

、協
調
し
な

が
ら
時
代
の
荒
波
を
乗
り
越
え
て
き
た
。今
や
世
界
二
〇
カ
国
以
上
に
八
丁
味
噌
を
輸
出
し
て
い
る
。

創
業
家
の
思
い
と
伝
統
製
法
を

守
れ
る
な
ら
誰
が
継
い
で
も
い
い 8

浅
あ さ

井
い

信
の ぶ

太
た

郎
ろ う

代表取締役社長

■株式会社まるや八丁味噌
【まるや八丁味噌の家訓】

一、質素にして倹約を第一とする。
二、事業の拡大を望まず継続を優先する。
三、顧客、従業員との縁と出会いを尊ぶ。



日本の百年企業 

理念と経営  1 1 / 2 0 1 465 理念と経営  1 1 / 2 0 1 4 64

で
、過
去
と
の
つ
な
が
り
は
少
な
い
で
す
が
、八
丁
味
噌

を
守
って
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
あ
る
と
い
う

思
い
を
強
く
も
って
い
ま
す
。

藤
間　
老
舗
の
場
合
、養
子
や
娘む
す
め
む
こ婿が
事
業
承
継
す
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、御
社
の
よ
う
に
一
族
で
は
あ
る
け

れ
ど
も
親
族
が
入
って
く
る
と
い
う
の
も
一
つ
で
す
ね
。

浅
井　
そ
う
い
う
つ
な
ぎ
方
を
し
て
き
ま
し
た
が
、知

名
度
を
利
用
し
て
何
か
し
よ
う
と
い
う
事
業
家
は
い
な

か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。必
ず
ど
こ
か
で
本
業
に
ほ
こ

ろ
び
が
出
て
く
る
の
で
、私
も
周
辺
の
商
売
や
名
前
を

使
っ
た
商
売
は
極
力
や
っ
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。

　
そ
れ
に
よ
っ
て
経
営
内
容
は
短
期
的
に
は
伸
び
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、放
物
線
を
描
く
よ
う
に
い
つ
か
下
降

す
る
も
の
と
思
って
い
ま
す
。だ
か
ら
事
業
の
拡
大
は
せ

ず
、平
面
上
を
こ
ろ
こ
ろ
転
が
る
よ
う
に
継
続
す
る
こ

と
を
優
先
し
た
ほ
う
が
い
い
の
で
す
。そ
う
す
る
と
、他

人
の
領
域
に
入
って
他
人
の
仕
事
を
取
っ
た
り
し
な
い
の

で
、取
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
い
で

し
ょ
う
。周
辺
の
仕
事
、関
連
商
品

は
や
ら
な
い
こ
と
だ
な
と
思
い
ま

す
。

藤
間 

「
事
業
の
拡
大
を
望
ま
ず
継

続
を
優
先
す
る
」と
い
う
創
業
の
精

神
が
あ
る
よ
う
で
す
ね
。今
、食
品

や
飲
食
関
係
も
日
本
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を

そ
の
ま
ま
も
っ
て
海
外
に
出
て
い
っ

て
、か
な
り
好
評
を
得
て
い
ま
す
。

御
社
も
早
く
か
ら
八
丁
味
噌
を
輸

出
さ
れ
て
い
て
、海
外
市
場
も
す
で

に
開
拓
さ
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。

浅
井　
そ
う
で
す
ね
、現
在
二
〇
カ

国
以
上
に
輸
出
し
て
い
ま
す
。味
噌

に
も
い
く
つ
か
種
類
が
あ
っ
て
、領

域
が
そ
れ
ぞ
れ
違
い
ま
す
。私
ど
も

の
味
噌
は
と
に
か
く
硬
く
て
極
め
て
使
い
に
く
く
、初
め

て
使
う
方
は
相
当
調
理
に
苦
労
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。で

も
、使
い
慣
れ
て
い
た
だ
く
と
そ
の
喜
び
は
倍
増
す
る
よ

う
で
す
。私
は
そ
れ
が
非
常
に
い
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。八
丁
味
噌
の
名
前
を
類
推
さ
せ
る
商
品
を
販
売

し
て
い
る
人
は
一
部
に
い
る
よ
う
で
す
が
、商
品
そ
の
も

の
を
ま
ね
る
人
は
い
ま
せ
ん
。そ
れ
が
か
え
って
個
性
的

で
す
し
、新
し
い
出
会
い
が
あ
り
ま
す
。

　
味
噌
の
国
内
総
生
産
量
に
対
し
、二
社
の
八
丁
味
噌

の
合
計
生
産
量
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
す
が
、お
客
様
か
ら

の
信
頼
の
蓄
積
は
大
き
く
重
ね
て
い
ま
す
。た
と
え
販

売
量
が
減
少
し
よ
う
と
も
、少
な
く
なっ
た
と
き
に
で
き

る
よ
う
な
商
い
を
やって
い
れ
ば
い
い
だ
け
の
こ
と
で
す
。

　

今
、当
社
の
年
間
売
り
上
げ
は
数
億
円
で
す
が
、そ

れ
以
下
の
売
り
上
げ
で
も
、十
分
に
そ
の
企
業
な
り
の

ご
立
派
で
健
全
な
運
営
を
さ
れ
て
い
る
会
社
も
数
多
く

あ
り
ま
す
。そ
う
し
た
企
業
の
皆
様
の
な
り
ふ
り
を
ぜ

ひ
参
考
に
し
た
い
と
思
って
い
ま
す
。

　
私
は「
陰
と
陽
」と
い
う
考
え
方
を
し
ま
す
。普
通
は

流は

行や

り
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
目
標
と
し
て
狙
い
ま
す
け
れ

ど
、同
時
に
真
逆
の
静
寂
な
マ
ー
ケ
ッ
ト
も
多
々
あ
り
ま

す
。弊
社
は
少
数
派
の
市
場
を
いっ
そ
う
大
切
に
し
た
い

と
願
って
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

藤
間　
大
型
量
販
店
と
か
華
々
し
い
と
こ
ろ
に
大
量
に

売
る
だ
け
が
商
売
で
は
な
い
、と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

浅
井　
は
い
、そ
う
と
も
言
え
ま
す
。い
か
な
る
経
営
内

容
で
あ
れ
、少
な
く
と
も
私
は
今
ま
で
に
赤
字
を
経
常

し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、「
税
金
を
絶
対
払
う
」と

い
う
社
会
に
貢
献
す
る
心
構
え
を
大
前
提
に
し
て
い
ま

す
。私
ど
も
の
八
丁
味
噌
と「
出
会
う
べ
き
相
手
」は
国

内
外
・
世
界
中
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
は
ず
で
す
。そ
の
方
々

を
求
め
に
行
け
ば
、人
口
が
少
な
く
な
ろ
う
と
、国
内

マ
ー
ケ
ッ
ト
が
小
さ
く
な
ろ
う
と
、大
き
な
要
因
で
は
な

い
の
で
す
。

藤
間　
事
業
の
拡
大
を
望
ま
な
け
れ
ば
、い
か
よ
う
に

も
生
き
方
は
あ
る
、と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

浅
井　
は
い
。私
は
東
京
で
も
け
っ
こ
う
デ
モ
販
売
を

や
って
い
ま
す
。味
噌
汁
を
飲
ん
で
も
ら
って「
よ
し
、奥

さ
ん
に
買
って
や
ろ
う
」と
納
得
し
て
お
支
払
い
た
だ
き
、

「
購
入
し
て
よ
か
っ
た
」と
思
って
帰
って
く
れ
る
お
客
様

と
接
点
が
で
き
れ
ば
、そ
の
家
庭
は
以
後
フ
ァ
ン
に
な
っ

て
い
た
だ
け
る
チ
ャ
ン
ス
が
生
ま
れ
ま
す
。ま
る
や
と
カ

ク
キ
ュ
ー
の
二
社
の
八
丁
味
噌
の
蔵
元
は
一
人
ひ
と
り

の
お
客
様
に
理
解
と
納
得
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
努
め
て

い
ま
す
。そ
の
一
つ
と
し
て
、木き

目め

細こ
ま
か
な
工
場
案
内
も

や
っ
て
い
ま
す
。一
〇
〇
年
先
の
心
配
を
す
る
よ
り
も
、

ま
ず
は
今
、明
日
の
お
客
様
に
八
丁
味
噌
と
い
う
も
の

を
理
解
し
て
も
ら
う
努
力
を
し
た
ら
よ
い
の
で
す
。そ
う

い
う
販
売
の
仕
方
を
し
て
い
け
ば
、ニュ
ー
ヨ
ー
ク
で
あ

ろ
う
と
、東
京
で
あ
ろ
う
と
大
き
な
変
わ
り
は
な
い
の
で

す
。実
際
、ニュ
ー
ヨ
ー
ク
だ
と
せ
い
ぜ
い
一
二
、三
時
間

で
行
け
る
の
で
、東
京
へ
行
く
よ
り
ち
ょっ
と
時
間
が
か

か
る
か
な
と
思
う
ぐ
ら
い
で
す
。

「
二
社
あって
よ
かっ
た
」と

互
い
に
言
え
る
関
係
が

い
い
経
営
状
態
を
保
つ

藤
間　
ニュ
ー
ヨ
ー
ク
の
展
示
会
に
八
丁
味
噌
を
出
さ

れ
て
い
ま
す
ね
。

浅
井　
例
年
の
こ
と
で
す
が
、今
年
も
二
月
に
行
って
き

ま
し
た
。そ
こ
で
出
会
っ
た
人
た
ち
が
日
本
に
来
て
く
れ

ま
し
た
。私
ど
も
の
商
品
は
説
得
商
品
だ
と
思
い
ま

す
。説
得
し
、理
解
し
て
い
た
だ
い
て
購
入
に
繋つ
な

が
る
。

藤
間
さ
ん
、ち
ょっ
と
こ
れ
、触
っ
て
も
ら
っ
て
い
い
で
す

か
。羊よ
う
羹か

ん
み
た
い
に
硬
い
で
し
ょ
う
。

藤
間　
ほ
ん
と
だ
、硬
い
で
す
ね
。

浅
井　
こ
れ
が
江
戸
時
代
一
六
○
○
年
代
か
ら
岡
崎

の
二
社
が
造
り
だ
し
て
き
た
八
丁
味
噌
で
す
。

藤
間　
東
京
の
ス
ー
パ
ー
な
ど
で
も
八
丁
味
噌
を
見
か

け
ま
す
が
、八
丁
味
噌
と
い
う
の
は
登
録
商
標
で
二
社

以
外
は
使
って
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
で
す
か
。

浅
井　
本
来
は
そ
う
で
あ
っ
た
は
ず
で
す
。商
標
と
は

お
客
様
と
の「
信
頼
と
品
質
の
約
束
」な
ん
で
す
ね
。

「
八
丁
味
噌
」を
類
推
さ
せ
る
商
品
が
ほ
か
に
も
あ
る
か

も
知
れ
ま
せ
ん
が
気
に
し
な
い
こ
と
で
す
。信
頼
と
い
う

商
標
を
守
り
な
が
ら
、岡
崎
市
民
や
顧
客
様
の
拠よ

り
所

と
な
る
二
社
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。そ
れ
と

「
二
社
が
同
じ
目
標
に
向
か
っ
て
く
れ
た
ほ
う
が
い
い
」

と
い
う
岡
崎
市
と
岡
崎
商
工
会
議
所
の
応
援
も
あ
っ
た

こ
と
が
、組
合
を
つ
く
っ
た
理
由
の
一
つ
で
も
あ
り
ま

す
。

　
今
、世
の
中
は「
便
利
」は
良
い
こ
と
で
さ
ら
に
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。た
だ
し
、世
の
中
に
は
必
ず
右
も
あ
れ

ば
左
も
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。偏へ
ん

屈く
つ

者

が
い
た
っ
て
い
い
と
い
う
こ
と
で
す
。使
い
や
す
く
な
く

た
って
い
い
と
い
う
人
は
、ど
の
国
に
も
い
ま
す
。非
常
に

使
い
勝
手
の
悪
い
味
噌
を
評
価
す
る
人
が
い
る
の
で
す
。

ま
る
や
の
大
田
家
と
カ
ク
キ
ュ
ー
の
早
川
家
は
、あ
る
意

味
、使
い
勝
手
の
悪
さ
を
ず
っ
と
守
って
き
ま
し
た
。

　
先
祖
が
や
って
き
た
こ
と
を
思
う
と
、私
た
ち
は
も
っ

と
学
習
し
な
い
と
い
け
な
い
。八
丁
味
噌
は
個
人
的
な

財
産
で
は
な
く
、岡
崎
と
い
う
地
域
に
根
ざ
し
た
も
の

な
の
で
、二
社
が
さ
ら
に
消
費
者
の
側
に
い
な
く
て
は
い

け
な
い
。こ
れ
が
、組
合
を
運
営
す
る
大
き
な
理
由
で

す
。定
期
的
に
勉
強
会
も
開
い
て
い
ま
す
。

藤
間　
な
る
ほ
ど
、そ
う
い
う
こ
と
で
し
た
か
。

浅
井　
カ
ク
キ
ュ
ー
さ
ん
も
当
社
も
手
作
業
の
仕
事
が

多
く
、た
く
さ
ん
の
従
業
員
の
方
々
が
勤
務
し
て
く
れ
て

い
ま
す
。二
社
の
従
業
員
の
方
々
を
し
っ
か
り
と
守
っ
て

い
く
こ
と
は
大
変
重
要
な
こ
と
で
す
。ま
た
、カ
ク

キ
ュ
ー
の
早
川
社
長
が
私
を
支
え
て
く
れ
て
い
る
こ
と

「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

大豆と塩と水のみ使い、2年以上、人の手を一切加えず自然の状態で寝かせるという
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は
い
つ
も
、ど
こ
で
買
って
も
同
じ
が
い
い
で
す
ね
。私
に

は
そ
う
い
う
商
売
が
合
っ
て
い
ま
す
。私
は
そ
う
い
う

マ
ー
ケ
ッ
ト
の
中
に
い
る
べ
き
な
の
で
、こ
の
硬
く
て
使
い

勝
手
の
悪
い
味
噌
を
よ
し
と
し
て
く
れ
る
人
を
見
つ
け

だ
す
の
が
仕
事
だ
と
思
って
い
ま
す
。

味
噌
が
食
品
以
外
の
分
野
で

貢
献
で
き
る
チ
ャン
ス
を

発
掘
し
て
い
き
た
い

藤
間　
次
の
代
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ

う
か
。

浅
井　
オ
ー
ナ
ー
で
あ
る
加
藤
家
の
息
子
も
、私
の
次

男
も
在
籍
し
て
い
ま
す
が
、一
族
と
い
う
こ
と
に
は
こ
だ

わ
って
い
ま
せ
ん
。社
内
外
か
ら
意
欲
の
あ
る
人
が
来
て

く
れ
た
ら
う
れ
し
い
し
、そ
の
人
が
八
丁
味
噌
づ
く
り
へ

の
創
業
家
の
思
い
を
理
解
し
て
く
れ
、顧
客
の
信
頼
が

蓄
積
で
き
る
伝
統
製
法
を
守
る
な
ら
、将
来
社
長
を

やっ
た
って
い
い
と
思
って
い
ま
す
。

藤
間　
社
長
の
夢
は
何
で
す
か
？

浅
井　
岡
崎
の
地
で
同
じ
味
噌
を
造
り
続
け
て
い
く
と

い
う
こ
と
と
、も
う
一
つ
は
味
噌
が
食
品
だ
け
で
は
な

く
、他
の
分
野
で
貢
献
で
き
る
チ
ャ
ン
ス
が
あ
れ
ば
、そ

れ
を
発
掘
し
て
い
き
た
い
で
す
。私
の
知
り
合
い
に
が
ん

患
者
を
食
事
療
法
で
治
そ
う

と
始
め
た
外
科
医
が
い
る
の
で

す
が
、彼
が
言
う
に
は
、八
丁

味
噌
は
食
事
療
法
に
す
ご
く

適
し
て
い
る
そ
う
で
す
。だ
か

ら
、健
康
管
理
に
も
寄
与
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

　
ほ
か
に
は
、み
ん
な
が
快
適

に
働
け
る
場
所
を
計
画
的
に
つ

く
っ
て
あ
げ
る
こ
と
が
私
の
仕

事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。だ
か

ら
、カ
ク
キ
ュ
ー
さ
ん
と
と
も

に
、継
続
し
て
長
く
会
社
を
残
し
て
い
く
よ
う
な
こ
と

を
、み
ん
な
で
し
て
いっ
て
く
れ
る
の
が
夢
か
な
と
思
い

ま
す
。会
社
を
大
き
く
し
な
く
て
も
い
い
、小
さ
く
な
っ

た
と
こ
ろ
で
、対
応
す
る
努
力
を
し
て
く
れ
れ
ば
い
い
の

で
す
。さ
ら
に
小
規
模
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
場
合
も

あ
る
で
し
ょ
う
が
、そ
れ
で
も
本
業
の
み
に
と
ど
ま
って
い

て
ほ
し
い
な
と
思
い
ま
す
。

藤
間　
味
噌
が
健
康
や
ほ
か
の
分
野
に
役
立
つ
よ
う
で

し
た
ら
、こ
ち
ら
か
ら
売
り
込
ま
な
く
て
も
、海
外
や
日

本
の
医
療
の
現
場
か
ら
要
望
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
の

か
な
と
思
い
ま
す
。

　
最
後
に
、好
き
な
言
葉
が
あ
れ
ば
ご
紹
介
く
だ
さ
い
。

浅
井　
「
正
直
で
い
る
こ
と
」「
人
の
も
の
を
取
って
は
い

け
な
い
」「
だ
ま
し
ち
ゃ
い
け
な
い
」。信
頼
さ
れ
る
企
業

で
あ
り
た
い
し
、信
頼
さ
れ
る
自
分
で
あ
り
た
い
の
で
、

こ
う
い
う
こ
と
は
い
つ
も
思
って
い
ま
す
。

藤
間　
な
る
ほ
ど
。本
日
は
い
ろ
い
ろ
と
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。味
噌
は
歴
史
が
古
い
で
す
が
、健
康
や
海

外
市
場
と
いっ
た
と
こ
ろ
で
、い
ろ
い
ろ
な
可
能
性
を
秘

め
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

を
日
々
感
じ
て
い
ま
す
。ラ
イ
バ
ル
で
あ
り
な
が
ら
私
を

す
ご
く
信
頼
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。私
も
早
川
社
長
が

落
胆
す
る
よ
う
な
こ
と
を
や
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

「
二
社
あ
って
、よ
か
っ
た
ね
」と
お
互
い
が
言
え
る
よ
う

な
関
係
、そ
れ
が
、非
常
に
い
い
経
営
状
態
を
保
っ
て
く

れ
ま
す
。

藤
間　
五
社
ぐ
ら
い
に
な
る
と
う
ま
く
い
か
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、二
社
だ
か
ら
こ
そ
、そ
う
い
う
形
で

タ
ッ
グ
を
組
ん
で
、お
互
い
に
い
い
も
の
を
造
り
合
う
こ

と
が
で
き
る
の
で
す
ね
。

商
品
を
知
ら
な
い
人
が

い
る
限
り
、手
を
替
え

品
を
替
え
て
い
く
必
要
は
な
い

藤
間　
浅
井
社
長
は
海
外
に
出
た
り
、東
京
の
売
り
場

を
回
っ
た
り
さ
れ
て
い
ま
す
が
、社
内
は
困
ら
な
い
の
で

す
か
。

浅
井　
当
社
は
小
さ
い
規
模
で
す
の
で
、社
長
が
一
人

売
り
場
に
出
向
い
て
不
在
で
も
そ
う
困
り
ま
せ
ん
。そ

れ
に
私
は
実
際
、経
理
の
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。

だ
け
ど
、そ
れ
が
デ
メ
リ
ッ
ト
だ
と
は
思
って
い
ま
せ
ん
。

お
金
の
動
き
が
わ
かって
い
る
信
頼
で
き
る
従
業
員
が
い

て
く
れ
れ
ば
い
い
だ
け
の
話
だ
か
ら
で
す
。

　
私
が
社
業
を
継
い
だ
と
き
、多
額
の
借
金
が
あ
り
ま

し
た
。銀
行
と
の
関
係
は
な
か
な
か
難
し
か
っ
た
で
す
。

金
融
関
係
に
勤
務
す
る
長
男
が「
決
算
書
は
ず
っ
と
プ

ラ
ス
が
い
い
」と
強
く
言
い
ま
す
が
、必
ず
黒
字
に
す
る

た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。そ
れ
に
は
日
々
着
実

に
近
道
を
し
な
い
こ
と
、と
い
う
結
論
に
達
し
ま
し
た
。

実
際
、そ
れ
が
と
て
も
健
全
で
わ
か
り
や
す
い
で
す
し
、

そ
の
よ
う
に
し
て
き
ま
し
た
。

　
銀
行
と
い
う
の
は
、い
ろ
い
ろ
な
評
価
を
す
る
よ
う
で

す
。黒
字
が
出
て
い
る
だ
け
で
安
心
す
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。だ
か
ら
、私
は
期き

首し
ゅ
に
は
年
間
の
経
営
方
針
を

税
理
士
に
し
っ
か
り
と
宣
言
し
ま
す
。そ
れ
に
邁ま
い

進し
ん

し
て

い
ま
す
。あ
る
意
味
で
は
経
営
を
知
ら
な
く
た
っ
て
、よ

く
知
っ
て
い
る
人
を
自
分
の
能
力
の
延
長
線
に
重
ね
た

ら
経
営
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。そ
う
い
う
こ
と
は
と
て
も

大
事
に
し
て
い
ま
す
。

　
実
際
に
今
ま
で
取
引
銀
行
に
金
利
を
下
げ
て
く
れ
と

お
願
い
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、何
も
言
わ
な
く
て

も
下
げ
て
く
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。小
さ
な
目
標
で

す
が
、利
息
節
減
額
を
指
標
と
し
て
、「
決
算
賞
与
を
み

ん
な
に
配
る
ぞ
」と
い
う
の
が
私
の
大
き
な
目
標
で
楽

し
み
で
す
。た
と
え
金
額
は
わ
ず
か
で
あ
っ
て
も
、み
ん

な
に
現
金
で
差
し
上
げ
た
い
。そ
れ
を
や
る
の
は
楽
し
い

し
、み
ん
な
が
喜
ん
で
く
れ
ま
す
。

藤
間　
決
算
が
い
い
と
い
う
だ
け
で
は
、社
員
は
喜
ん
で

く
れ
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

浅
井　
老
舗
だ
か
ら
と
いって
、オ
ー
ナ
ー
だ
け
が
よ
ろ

し
く
や
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
楽
し
く
な
く
な
っ
て
し

ま
う
し
、従
業
員
が
来
て
く
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。何
か
を
や
り
た
い
と
い
う
意
欲
の
あ
る
人
に
は
、基

本
的
に
は「
い
い
よ
、や
っ
て
み
な
」と
言
い
ま
す
。か
と

いっ
て
、新
事
業
を
起
こ
す
と
か
、新
製
品
を
出
し
た
い

と
か
は
日
頃
か
ら
言
って
い
ま
せ
ん
。当
社
は
新
製
品
が

な
い
会
社
で
い
い
の
で
す
。

　
藤
間
さ
ん
は
、こ
の
商
品
と
出
合
う
の
は
今
日
が
初

め
て
で
す
よ
ね
。

藤
間　
は
い
。

浅
井　
そ
う
す
る
と
五
、六
年
前
に
造
っ
た
新
製
品
で

も
、知
ら
な
い
人
が
い
る
限
り
、そ
の
人
に
と
って
は
常
に

新
製
品
で
す
。だ
か
ら
、そ
ん
な
に
手
を
替
え
、品
を
替

え
て
い
く
必
要
は
な
い
の
で
す
。

藤
間　
「
知
ら
な
い
人
に
と
って
は
新
製
品
」、こ
れ
は
い

い
言
葉
で
す
ね
。

浅
井　
私
は
首
都
圏
の
新
宿
、池
袋
、横
浜
な
ど
で
、こ

だ
わ
り
を
も
っ
た
人
が
買
い
に
く
る
よ
う
な
お
店
に
行
っ

て
、八
丁
味
噌
の
デ
モ
販
売
を
行
な
い
、「
愛
知
に
来
る

こ
と
が
あ
れ
ば
ぜ
ひ
寄
っ
て
く
だ
さ
い
」と
いっ
た
会
話

を
い
つ
も
お
客
様
と
し
て
い
ま
す
。そ
う
す
る
と
、実
際

に
よ
く
遠
方
よ
り
訪
ね
て
来
て
く
れ
ま
す
。大
き
な
投と

網あ
み
を
投
げ
て
お
客
様
を
ご
っ
そ
り
掴つ

か
む
の
で
は
な
く
、一

人
ひ
と
り
に
説
明
す
る
こ
と
で
す
。そ
れ
を
積
み
重
ね
る

と
し
っ
か
り
と
し
た
売
上
額
に
な
り
ま
す
。そ
れ
と
単
価

■会社概要
創業／1337年
業種／八丁味噌・調合味噌製造販売　従業員数／48名
本社所在地／愛知県岡崎市　資本金／1,650万円
ホームページ／http://www.8miso.co.jp

■会社沿革
1337（延元 2 ）年	 	開祖・大田弥治右エ門が三河国岡崎

で醸造業を開始。
1931（昭和 6 ）年	 合名会社大田商店を設立。
1968（昭和43）年	 	アメリカ向けに八丁味噌の輸出を開

始。翌年には欧州向け、1971年には
オセアニア向け輸出も開始。

1987（昭和62）年	 	アメリカ有機食品認定機関（OCIA）
の認証を取得。

1990（平成 2 ）年	 	社名を「合名会社まるや八丁味噌」
に変更（1996年に株式会社へ改組）。

2003（平成15）年	 		有機農産物加工食品製造者に認定さ
れる。

2004（平成16）年	 		愛知ブランド企業に認定される／浅
井信太郎氏、社長就任。

2005（平成17）年	 	商標「カクキュー」の合資会社八丁味
噌と、八丁味噌協同組合を設立。

（
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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百
年
企
業
に
は
家
訓
・
社
是
・
社
訓
と

いっ
た
形
で
経
営
理
念
が
存
在
し
ま
す
が
、

大
企
業
の
場
合
、社
員
は
そ
の
経
営
理
念
を

あ
ま
り
意
識
し
て
い
な
い
と
い
う
の
が
実
情

の
よ
う
で
す
。私
が
大
学
院
で
教
え
て
い
る

学
生
は
社
会
人
で
す
。彼
ら
が
勤
務
す
る
会

社
に
経
営
理
念
が
あ
る
か
と
問
う
と
、ほ
ぼ

全
員
が
手
を
挙
げ
ま
す
。と
こ
ろ
が
、ど
う

い
う
経
営
理
念
で
あ
る
か
は
言
え
な
い
学

生
が
多
い
。経
営
理
念
の
中
身
を
ち
ゃ
ん
と

説
明
で
き
る
の
は
た
い
て
い
中
小
企
業
で

す
。

　
中
小
企
業
に
と
っ
て
経
営
理
念
は
、社
員

の
心
を
ひ
と
つ
に
す
る
ベ
ク
ト
ル
合
わ
せ

の
重
要
な
ツ
ー
ル
で
す
。経
営
者
は
一
様
に

そ
れ
を
浸
透
さ
せ
よ
う
と
努
力
し
て
い
ま

す
。①
社
長
室
の
ほ
か
、社
員
食
堂
や
廊
下

に
理
念
を
掲
示
、②
日
常
的
に
朝
礼
で
唱

和
、③
社
員
証
の
裏
側
や
社
員
手
帳
に
印

刷
、と
いっ
た
よ
う
に
相
当
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

理
念
の
浸
透
・
徹
底
に
注
い
で
い
る
の
で
す
。

　
業
務
を
進
め
る
う
え
で
判
断
に
迷
っ
た

と
き
に
立
ち
返
る
、そ
ん
な
経
営
理
念
が

あ
っ
た
ほ
う
が
社
員
に
と
っ
て
も
い
い
。企

業
理
念
は
社
の
存
在
意
義
な
ど
を
示
し
た

も
の
で
あ
り
継
承
し
て
守
る
べ
き
も
の
だ

が
、経
営
理
念
は
時
代
の
変
化
に
対
応
し

て
変
え
て
も
い
い
─
と
い
う
の
が
私
の

考
え
方
で
、後
継
者
は
経
営
理
念
を
自
分

流
に
変
え
た
ら
い
い
と
思
って
い
ま
す
。

　

私
が
最
も
気
に
入
って
い
る
の
は
、首
都

圏
を
中
心
に
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
チ
ェ
ー
ン
を
経

営
す
る
株
式
会
社
喜
久
屋
さ
ん
の「
喜
久

屋
で
よ
かっ
た
」と
い
う
経
営
理
念
で
す
。同

社
は
一
九
五
六（
昭
和
31
）年
創
業
で
百
年

企
業
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、二
代
目
の
中
畠

信
一
社
長
が
e
-c
l
o
s
e
t（
イ
ー
ク

ロ
ー
ゼ
ッ
ト
。2
0
0
3
年
か
ら
W
e
b
上

で
展
開
し
て
い
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
＆
保
管

サ
ー
ビ
ス
）な
ど
の
画
期
的
サ
ー
ビ
ス
を
生

み
出
し
、競
争
の
激
し
い
業
界
に
あ
って
好

業
績
を
維
持
し
て
い
ま
す
。

　
二
九
歳
で
専
務
と
し
て
本
社
の
経
営
企

画
担
当
に
な
り
、父
君
の
つ
く
ら
れ
た
経
営

理
念
が
長
く
て
わ
か
り
に
く
い
と
感
じ
、社

長
に
なっ
た
と
き
に
備
え
て
新
し
い
経
営
理

念
を
つ
く
ろ
う
と
決
意
。本
を
読
ん
だ
り
他

社
の
例
を
調
べて
も
、し
っ
く
り
こ
な
い
。創

業
期
か
ら
の
一
貫
し
た
考
え
で
あ
る「
三

方
よ
し
」の
精
神
を
表
し
、覚
え
や
す
い
も

の
に
し
た
い
と
考
え
に
考
え
た
末
に
浮
か

ん
だ
の
が「
喜
久
屋
で
よ
か
っ
た
」。お
客

様
、従
業
員
、取
引
先
、さ
ら
に
地
域
社
会
か

ら
も
、喜
久
屋
と
関
係
し
て
よ
かっ
た
と
感

じ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
会
社
に
し
た
い
と
い

う
思
い
が
、シ
ン
プ
ル
な
フ
レ
ー
ズ
に
込
め
ら

れ
て
い
ま
す
。信
一
氏
は
三
六
歳
で
社
長
に

就
任
し
、本
社
の
朝
礼
で
先
頭
に
立
っ
て
経

営
理
念
を
唱
和
さ
れ
て
お
り
、社
員
に
と
っ

て
判
断
に
迷
っ
た
と
き
の
判
断
基
準
と
し

て
定
着
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

株
式
会
社
船
橋
屋
さ
ん（
1
8
0
5
年

創
業
）の
経
営
理
念
は
も
と
も
と
き
わ
め
て

シ
ン
プ
ル
で「
く
ず
餅
ひ
と
筋
真
っ
直
ぐ

に
」。現
社
長
で
八
代
目
の
渡
辺
雅
司
氏
は

こ
れ
を
も
と
に「
く
・
ず
・
も
・
ち
宣
言
」を

策
定
し
て
い
ま
す
。「
く
じ
け
な
い
心
意
気
」

「
ず
っ
と
磨
き
続
け
る
自
慢
の
商
品
」「
も
っ

と
良
い
を
実
現
す
る
経
営
体
制
」「
ち
か
ら

強
く
全
力
で
目
標
達
成
す
る
人
財
」の
最

初
の
文
字
を
つ
な
げ
る
と「
く
ず
も
ち
」。江

戸
っ
子
ら
し
い
洒し
ゃ
れ落
が
利
い
て
い
て
面
白
い

ア
イ
デ
ア
で
す
。社
員
み
ん
な
で
経
営
理
念

を
共
有
し
た
い
と
い
う
意
志
が
伝
わって
き

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。

※これまで小誌に登場した企業より抜粋

「みんなの幸せ」	 共同印刷株式会社（企業理念）

「人間大好き」	 株式会社坂東太郎（経営理念）

「ニコニコ・キビキビ・ハキハキ」
 株式会社壱番屋（社是）

「愛」	 ピジョン株式会社（企業理念）

「いい会社をつくりましょう」
 伊那食品工業株式会社（社是）

わかりやすい理念・社是の一例

（
撮
影
小
川
佳
之
）

わ
か
り
や
す
く
共
感
を
呼
ぶ
経
営
理
念
が
ベ
ス
ト
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章
市

企業永続の知恵⑤

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


