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が
一
六
・
六
㌫
、残
る
〇
・
六
㌫
が
安
土

桃
山
時
代
以
前
と
い
う
調
査
結
果
が
発

表
さ
れ
て
い
ま
す
。業
種
別
に
み
る
と
、

最
も
多
い
の
が
食
品
・
飲
料
・
酒
、医

薬
、繊
維
な
ど
の
製
造
業
で
、次
に
多
い

の
が
衣
食
住
関
連
商
品
を
扱
う
卸
・
小

売
業
で
す
。規
模
的
に
は
九
六
㌫
が
従

業
員
三
〇
〇
人
未
満
の
中
小
企
業
で

す
。さ
ら
に
い
う
と
、そ
の
半
分
は
従
業

員
九
人
未
満
で
す
。

藤
間　
な
る
ほ
ど
。そ
う
な
ん
で
す
ね
。

久
保
田　
長
寿
企
業
と
い
う
と
皆
さ
ん
、

有
名
百
貨
店
と
か
銀
行
、食
品
メ
ー
カ
ー

を
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
よ
う
で
す
が
、

二
〇
〇
九（
平
成
21
）年
に
東
京
商
工
リ

サ
ー
チ
さ
ん
に
お
願
い
し
て
調
査
し
て
も

らった
ら
、そ
ん
な
結
果
が
出
ま
し
た
。

藤
間　
私
も
今
回
、ど
ち
ら
か
と
い
う
と

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
、地
方
で
頑
張
っ

て
い
る
企
業
を
取
材
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。そ
れ
が
本
当
の
百
年
企
業

の
姿
だ
と
思
い
ま
す
の
で
。

久
保
田　
取
材
の
方
向
性
と
し
て
、私
も

そ
れ
に
は
大
賛
成
で
す
。

継
続
第
一
、規
模
は
後
か
ら
つ
い
て
く
る

理
念
を
次
代
に
伝
え
て
し
っ
か
り
順
守

藤
間　
取
材
の
方
向
性
が
間
違
って
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
意
を
強
く
し
ま
し
た
。で

は
、い
か
に
し
て
中
小
企
業
が
長
生
き
を

し
て
き
た
か
と
い
う
話
に
進
ま
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

久
保
田　
私
が
こ
れ
ま
で
百
年
企
業
に
ヒ

ア
リ
ン
グ
し
て
き
た
か
ぎ
り
で
は
、規
模
を

大
き
く
す
る
こ
と
よ
り
も
継
続
す
る
こ
と

に
意
義
を
置
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
で
す

ね
。例
え
ば
一
五
六
〇（
永
禄
３
）年
創
業

の
岐
阜
県
の
ナ
ベ
ヤ
グ
ル
ー
プ（
注
2
）に
は

「
む
や
み
に
大
き
く
し
て
は
な
ら
な
い
」と

い
う
家
訓
が
あ
り
ま
す
。

（
注
2
）ナ
ベ
ヤ
グ
ル
ー
プ
：
梵
鐘
等
の
鋳
物
や
精
密

治
具
の
メ
ー
カ
ー
㈱
ナ
ベ
ヤ
を
核
に
、関
連
業
種
で
分

家
し
た
と
こ
ろ
を
含
め
て
グ
ル
ー
プ
を
形
成
す
る
。織

田
信
長
の
三
男
・
信
孝
に
仕
え
た
岡
本
太
郎
右
衛
門

尉
の
創
業
と
伝
わ
る
。当
初
の
商
号「
鍋
屋
」は
、朝
廷

か
ら
一
七
四
九（
寛
延
２
）年
に
与
え
ら
れ
た
称
号
に

よ
る
。現
在
ま
で
岡
本
家
が
経
営
。

 

「
商
い
と
屏
風
は
広
げ
る
と
倒
れ
や
す

い
」―
―
上
方
商
人
の
間
で
江
戸
の
昔
か

ら
言
わ
れ
て
い
た
言
葉
で
す
。規
模
は
む
し

ろ
小
さ
く
て
も
い
い
か
ら
、良
い
商
品
や
良

い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
、地
域
や
社
会
に

貢
献
し
た
い
。そ
ん
な
考
え
方
を
もって
い

る
長
寿
の
中
小
企
業
が
多
い
よ
う
に
思
い

ま
す
。

藤
間　
私
が
お
会
い
し
た
老
舗
企
業
の

経
営
者
の
方
も「
会
社
に
合
っ
た
規
模
を

守
る
」と
よ
く
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。規
模
を

守
って
い
る
な
か
で
良
い
商
品
、良
い
ブ
ラ

ン
ド
、良
い
社
風
が
で
き
て
、自
然
に
規
模

が
大
き
く
な
っ
た
と
い
う
会
社
が
多
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。で
す
か
ら
久
保
田

先
生
が
い
ま
言
わ
れ
た
よ
う
な
方
向
を
目

指
し
て
い
く
と
、結
果
的
に
は
良
い
商
品
が

で
き
て
、売
り
上
げ
も
増
え
て
い
く
可
能

性
が
出
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

久
保
田　
中
小
の
百
年
企
業
の
経
営
者

の
方
は
、長
く
続
け
る
た
め
に
は
規
模
の

拡
大
は
狙
わ
な
い
と
言
わ
れ
ま
す
。じ
ゃ

あ
、ど
の
程
度
の
規
模
が
適
正
な
の
か
。よ

く
聞
く
の
は
、二
〇
〇
人
か
三
〇
〇
人
ぐ

ら
い
ま
で
だ
な
と
い
う
声
で
す
。

藤
間　
な
る
ほ
ど
。で
は
、百
年
企
業
に
共

通
す
る
経
営
的
な
特
徴
と
し
て
は
ど
ん
な

こ
と
が
言
え
る
と
お
考
え
で
す
か
。

日
本
は
世
界
一
の
長
寿
企
業
大
国

一
〇
〇
年
以
上
続
く
会
社
が
五
万
社
も
あ
る

藤
間　
先
生
は
創
業
一
〇
〇
年
以
上
の

企
業
を
長
寿
企
業
と
定
義
さ
れ
、学
術
的

に
研
究
さ
れ
て
き
ま
し
た
。私
自
身
、一
八 

九
〇（
明
治
23
）年
創
業
の
会
社
の
経
営

者
と
い
う
こ
と
も
あ
って
、い
ろ
ん
な
老
舗

企
業
の
経
営
者
の
方
に
イ
ン
タ
ビュー
し
て

ま
い
り
ま
し
た
が
、体
系
立
っ
た
研
究
を
な

さって
い
る
先
生
に
お
教
え
い
た
だ
き
た
い

こ
と
が
種
々
あ
り
ま
す
。老
舗
と
は
ど
う
い

う
存
在
で
、老
舗
に
な
る
た
め
に
は
ど
ん
な

こ
と
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
―
―
。中

小
企
業
経
営
者
の
皆
さ
ん
に
と
って
非
常

に
関
心
の
高
い
テ
ー
マ
だ
と
思
い
ま
す
。

私
が
聞
き
手
と
し
て
進
行
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
の
で
、よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

久
保
田　
こ
ち
ら
こ
そ
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。

藤
間　
百
年
企
業
の
経
営
的
な
特
徴
に

入
る
前
に
、全
体
の
概
要
を
ご
紹
介
い
た

だ
け
ま
す
か
。

久
保
田　
で
は
ま
ず
、わ
が
国
に
百
年
企

業
が
ど
れ
く
ら
い
あ
る
か
と
い
う
数
字
的

な
も
の
か
ら
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。創

業
か
ら
一
〇
〇
年
以
上
経
っ
た
長
寿
企
業

を〝
百
年
企
業
〟と
定
義
す
る
と
、五
万
社

ぐ
ら
い
あ
る
だ
ろ
う
と
私
は
推
計
し
て
い

ま
す
。現
在
の
企
業
総
数
が
約
四
二
一
万

社
で
す
か
ら
、一
㌫
強
が
百
年
企
業
だ
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

藤
間　
そ
ん
な
に
あ
り
ま
す
か
、創
業

一
〇
〇
年
を
超
え
る
会
社
が
！

久
保
田　
は
い
。け
っこ
う
多
い
ん
だ
な
、

と
意
外
な
印
象
を
も
た
れ
る
か
と
思
い
ま

す
。世
界
最
古
の
企
業
は
日
本
に
あ
り
ま

す
。西
暦
五
七
八
年
創
業
の「
㈱
金
剛
組
」

（
注
１
）と
い
う
大
阪
の
建
設
会
社
で
す
。世

界
最
古
の
ホ
テ
ル
も
日
本
に
あ
り
ま
す
。

『
ギ
ネ
ス
ブ
ッ
ク
』に
認
定
さ
れ
て
い
る
山

梨
県
の「
慶
雲
館
」の
創
業
は
七
〇
五（
慶

雲
２
）年
、次
い
で
石
川
県
の「
法
師
」は

七
一
八（
養
老
２
）年
創
業
で
す
。こ
う
し

た
一
〇
〇
〇
年
以
上
続
い
て
い
る
よ
う
な

と
こ
ろ
も
あ
り
、一
〇
〇
年
以
上
だ
と
約

五
万
社
も
あ
る
の
で
す
。そ
う
い
う
意
味

で
日
本
は
、世
界
一
の
長
寿
企
業
大
国
と

言
え
る
と
思
い
ま
す
。

（
注
１
）㈱
金
剛
組
：
寺
社
仏
閣
建
造
物
の
設
計
施
工

等
を
得
意
と
す
る
建
設
会
社
。五
七
八
年
、聖
徳
太
子

が
朝
鮮
半
島
の
百
済
か
ら
招
い
た
三
人
の
工
匠
が
四

天
王
寺
を
建
立
。工
匠
の
一
人
金
剛
重
光
氏
が
つ
く
っ

た
組
織
が
一
四
〇
〇
年
以
上
に
も
わ
た
っ
て
存
続

（
２
０
０
５
年
ま
で
金
剛
一
族
が
経
営
。現
在
は
髙
松
コ

ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョン
グ
ル
ー
プ
の
子
会
社
へ
移
行
）。

藤
間　
皇
室
の
歴
史
で
も
日
本
は
欧
州
、

中
国
よ
り
も
格
段
に
長
い
。日
本
は
な
ん

で
も
長
く
続
け
る
の
が
得
意
な
国
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。そ
の
五
万
社
に
は
ど
ん

な
形
態
的
な
特
徴
が
あ
り
ま
す
か
。

久
保
田　
創
業
期
別
に
み
た
場
合
、明

治
時
代
が
八
二
・
八
㌫
で
、江
戸
時
代

「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

法政大学大学院イノベーション・
マネジメント研究科客員教授

久保田 章市
くぼた・しょういち
1951年島根県生まれ。島根県浜田市市長。東京大学卒業。
法政大学大学院修士課程修了、横浜国立大学大学院博士
課程単位取得満期退学。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。三菱UFJ
リサーチ＆コンサルティング㈱（旧・UFJ総合研究所）執行
役員を務めたのち、法政大学大学院イノベーション・マネジ
メント研究科教授に転身して中小企業経営、後継者育成等
を研究。昨年秋、故郷である浜田市の市長選に立候補し、
当選。著書に『百年企業、生き残るヒント』（角川SSC新書）
などがある。

理
念
を
順
守
し
、伝
統
と
革
新
の
両
輪
を

バ
ラ
ン
ス
よ
く
回
せ
ば
企
業
は
永
続
す
る

永
続
す
る
企
業
に
な
る
た
め
に
は
―
―
。長
寿
企
業
の
研
究
者
で
あ
る
久
保
田
章
市
法
政
大
学
大
学
院
客
員
教
授

に
、「
事
業
承
継
」を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
す
る
藤
間
秋
男
氏
を
聞
き
手
に
迎
え
、企
業
が
永
続
す
る
た
め
の
知
恵
を
語
っ

て
い
た
だ
い
た
。長
寿
企
業
か
ら
読
み
解
く
、事
業
承
継
や
経
営
革
新
の
ヒ
ン
ト
の
数
々
。

聞
き
手
／
Ｔ
Ｏ
Ｍ
Ａ
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ツ
グ
ル
ー
プ　

代
表
取
締
役
・
公
認
会
計
士　

藤
間
秋
男
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に
なっ
た
菓
子
の
種
類
は
三
〇
〇
〇
く
ら

い
あ
る
と
聞
い
て
驚
き
ま
し
た
。

（
注
4
）虎
屋
：
㈱
虎
屋
。室
町
時
代
後
期
、京
都
に
て

創
業
。後
陽
成
天
皇
の
在
位
期（
1
5
8
6
～

1
6
1
1
年
）か
ら
御
所
の
御
用
を
承
る
。当
時
の
店

主
黒
川
円
仲
を
中
興
の
祖
と
し
て
尊
び
、黒
川
光
博

社
長
は
そ
の
一
七
代
目
。天
正
年
間（
１
５
７
３
～

１
５
９
２
年
）に
策
定
さ
れ
た
家
訓
を
、九
代
当
主
・
光

利
が
店
制
改
革
に
臨
む
に
際
し
て
書
き
改
め
た
と
い
う

「
掟
書
」が
現
存
。

藤
間　
羊
羹
や
餡あ

ん
も
、時
代
の
流
れ
と
と

も
に
徐
々
に
変
え
て
こ
ら
れ
た
そ
う
で
す

ね
。私
も
黒
川
光み
つ

博ひ
ろ

社
長
か
ら「
伝
統
と

は
革
新
の
連
続
だ
」と
い
う
言
葉
を
聞
き

ま
し
た
。

久
保
田　
黒
川
さ
ん
は
、そ
う
おっ
し
ゃっ

て
い
ま
す
ね
。

藤
間　
く
る
く
る
回
る
コマ
の
真
ん
中
の

芯
が
伝
統
で
、芯
を
取
り
巻
く
コマ
本
体

は
革
新
。そ
ん
な
例
え
で
私
ど
も
で
は「
コ

マ
経
営
」と
言
って
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

伝
統
と
革
新
が
う
ま
く
マ
ッ
チ
し
て
い

る
会
社
が
生
き
残
る
。守
り
だ
け
で
は
絶

対
に
生
き
残
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

久
保
田　
そ
う
で
す
ね
。そ
し
て
四
つ
目

に
は
、従
業
員
を
大
切
に
し
て
い
る
と
い

う
特
徴
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。江
戸
時
代

の
商
家
で
は
、丁で
っ

稚ち

と
し
て
働
く
一
〇
代

の
子
ど
も
に
夜
間
、読
み
書
き
算そ
ろ
ば
ん盤
を
教

え
た
。そ
の
丁
稚
が
や
が
て
手
代
に
な
り
、

番
頭
に
な
って
い
く
。そ
ん
な
プ
ロ
セ
ス
で

長
い
時
間
を
か
け
て
人
を
教
育
し
て
い
く

と
い
う
伝
統
が
昔
か
ら
わ
が
国
に
は
あ
っ

た
の
で
す
ね
。現
代
の
百
年
企
業
も
、従
業

員
を
大
切
に
し
て
育
て
る
と
い
う
点
で
は

同
じ
で
す
。し
た
がって
、百
年
企
業
は
離

職
率
が
す
ご
く
低
い
。

藤
間　
景
気
の
変
動
に
か
か
わ
ら
ず
少
し

ず
つ
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
採
用
し
た
社
員
が

定
着
し
徐
々
に
育
って
い
く
の
で
、年
代
的

に
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
従
業
員
構
成
に
なっ

て
い
く
。

久
保
田　
福
利
厚
生
が
充
実
し
、社
員

旅
行
を
定
期
的
に
や
り
、社
長
主
催
で
社

員
の
誕
生
日
を
祝
う
会
を
催も
よ
おし
た
り
も

す
る
。一
方
で
資
格
取
得
や
語
学
習
得
な

ど
の
自
己
啓
発
支
援
も
手
厚
く
や
り
、永

年
勤
続
表
彰
も
続
け
て
い
る
。長
く
勤
め

た
人
を
敬
い
、た
た
え
る
。こ
れ
も
百
年
企

業
の
特
色
で
し
ょ
う
ね
。

藤
間　
安
心
し
て
働
け
る
。こ
れ
も
百
年

企
業
の
一つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
と
思
い
ま

す
。た
だ
半
面
、高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
か

も
し
れ
な
い
と
い
う
指
摘
は
あ
り
ま
す
が
、

社
員
が
肩
叩
き
の
心
配
も
な
く
、自
分
の

人
生
を
全
う
で
き
る
雰
囲
気
が
あ
る
よ
う

な
気
が
し
ま
す
。

久
保
田　
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。最
後
の
五

番
目
の
特
徴
で
す
が
、実
は
長
寿
企
業
の

多
く
は
、経
営
者
の
在
位
期
間
が
長
い
の

で
す
。だ
い
た
い
二
五
年
か
ら
三
〇
年
く

ら
い
。長
寿
企
業
の
多
く
は
同
族
企
業
で
、

創
業
者
の
一
族
が
、直
系
か
親
戚
か
は
別

に
し
て
長
期
に
わ
たって
経
営
を
し
て
い
ま

す
。先
代
が
六
五
歳
に
なっ
た
こ
ろ
、三
五

歳
か
ら
四
〇
歳
の
子
ど
も
や
婿
養
子
に
バ

ト
ン
を
渡
す
と
い
う
の
が
普
通
で
す
。こ
の

繰
り
返
し
が
何
代
に
も
わ
た
って
行
な
わ

れ
る
。す
る
と
社
長
の
在
位
期
間
が
二
五

年
か
ら
三
〇
年
に
な
る
。先
に
あ
げ
た
四
つ

の
特
徴
も
、一
人
の
社
長
が
長
き
に
わ

た
っ
て
経
営
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
で
き
る

と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

藤
間　
長
期
間
や
っ
て
い
る
か
ら
次
の

代
も
意
識
し
て
つ
く
れ
る
わ
け
で
す
ね
。

そ
れ
が
安
定
し
た
経
営
が
で
き
る
元
に
な

る
と
思
い
ま
す
。

久
保
田　
欧
米
で
は
、経
営
者
が
長
く

やって
い
る
企
業
を「
フ
ァ
ミ
リ
ー
ビ
ジ
ネ

ス
」と
い
う
視
点
で
研
究
し
て
い
ま
す
。

ファ
ミ
リ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
だ
か
ら
こ
そ
長
寿
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、日
本

の
百
年
企
業
が
世
界
的
に
も
注
目
さ
れ
て

い
ま
す
。

藤
間　
ド
イ
ツ
の
Ｂ
Ｍ
Ｗ
な
ん
か
も
一
族

が
七
割
く
ら
い
株
を
持
って
い
た
り
し
ま

す
よ
ね
。フ
ァ
ミ
リ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
を
掘
り

下
げ
る
と
百
年
企
業
に
ぶ
ち
当
た
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。

久
保
田　
そ
う
で
す
ね
。以
上
、申
し
上

げ
ま
し
た
五
つ
の
点
が
、百
年
企
業
の
経

営
的
な
特
徴
だ
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

藤
間　
な
る
ほ
ど
。百
年
企
業
に
な
る
た
め

の
筋
道
と
言
え
る
お
話
を
聞
く
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

久
保
田　
経
営
に
お
け
る
特
徴
は
多
々
あ

り
ま
す
が
、こ
こ
で
は
五
つ
ほ
ど
指
摘
し
て

お
き
ま
す
。

　

第
一
点
は
、明
確
な
企
業
理
念
、経
営

理
念
を
も
ち
、そ
れ
を
順
守
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
。昔
は
家
訓
、社
訓
と
い
う
言
い

方
が
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、こ
の
う
ち
企
業

理
念
は
、「
自
分
の
会
社
は
何
の
た
め
に
あ

る
か
」と
存
在
意
義
を
示
す
概
念
で
す
。

経
営
理
念
は
、経
営
に
あ
たって
の
基
本
的

な
考
え
方
、あ
る
い
は
社
員
の
行
動
規
範

を
示
し
た
も
の
。帝
国
デ
ー
タ
バン
ク
史
料

館
・
産
業
調
査
部
編
の『
百
年
続
く
企
業

の
条
件
』（
朝
日
新
書
）に
よ
れ
ば
、百
年
企

業
で
は
、「
家
訓
・
社
是
・
社
訓
」は
、口
伝

を
含
め
て
約
八
割
の
会
社
に
存
在
し
ま

す
。

藤
間　
そ
こ
で
一
番
重
要
な
の
は
、理
念

を
次
の
代
に
き
ち
ん
と
伝
え
、そ
れ
を
守

ら
せ
る
こ
と
。四
代
、五
代
続
い
て
百
年
企

業
な
の
で
す
。生
産
や
販
売
の
方
法
は
時

代
の
流
れ
で
変
わ
る
け
れ
ど
も
、理
念
だ

け
は
き
ち
ん
と
守
ら
せ
な
い
と
、企
業
と
し

て
お
か
し
な
ふ
う
に
な
って
し
ま
う
、と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。

「
伝
統
と
は
革
新
の
連
続
だ
」

守
り
だ
け
で
企
業
は
生
き
残
れ
な
い

久
保
田　
第
二
の
特
徴
と
し
て
長
期
的

な
視
点
で
経
営
を
行
な
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。百
年
企
業
は
、自
社
が

何
の
た
め
に
あ
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
が

しっ
か
り
し
て
い
らっ
し
ゃ
る
。だ

か
ら
、社
是
・
社
訓
や
経
営
理

念
が
語
り
継
が
れ
て
い
る
わ
け

で
す
。短
期
的
な
利
益
よ
り
長

期
的
な
事
業
継
続
を
優
先
す
る

の
で
、ヒ
ッ
ト
商
品
が
で
き
た
と

し
て
も
一
気
に
設
備
投
資
を
し
、

人
を
増
や
し
て
売
り
上
げ
を
急

拡
大
し
よ
う
と
は
し
な
い
。

藤
間　
そ
う
で
す
ね
。バ
ブ
ル
の

と
き
も
百
年
企
業
は
浮
か
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。千

疋
屋
さ
ん（
注
３
）が
そ
の
典
型
で

す
ね
。バ
ブ
ル
期
に
投
資
を
ど
ん

な
に
勧
め
ら
れ
て
も
見
向
き
も

し
な
かっ
た
。浮
か
れ
な
い
企
業

と
言
い
ま
す
か
、そ
ん
な
特
徴
が
強
い
よ

う
な
気
が
し
ま
す
。

（
注
３
）千
疋
屋
：
㈱
千
疋
屋
総
本
店
。一
八
三
四（
天

保
５
）年
、現
・
日
本
橋
人
形
町
に
あ
た
る
地
に
て
果

物
ほ
か
野
菜
を
商
う
店
を
開
業
。千
疋
の
名
は
、元
侍

の
創
業
者
大
島
弁
蔵
の
出
身
地（
埼
玉
郡
千
疋
の
郷
）

に
ち
な
む
。一
八
六
七（
慶
応
４
）年
生
ま
れ
の
三
代
目

当
主
代
次
郎
が
日
本
橋
室
町
に
店
を
移
転
。京
橋
と

銀
座
の
千
疋
屋
は
明
治
期
に
の
れ
ん
分
け
で
誕
生
。

久
保
田　
三
つ
目
の
特
徴
は
、伝
統
を
継

承
す
る
と
同
時
に
、革
新
に
も
取
り
組
ん

で
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。顧
客
第
一
主

義
と
か
本
業
重
視
の
経
営
、品
質
本
意
、

従
業
員
を
大
切
に
す
る
、地
域
や
社
会
に

貢
献
す
る
。そ
う
いっ
た
伝
統
は
、時
代
が

変
わ
り
経
営
者
が
代
わって
も
、しっ
か
り

守
る
。そ
の
一
方
で
、顧
客
ニ
ー
ズ
に
対
応

し
た
新
商
品
・
新
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
と
か

新
規
事
業
、あ
る
い
は
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
や
効

率
経
営
と
いっ
た
革
新
に
も
取
り
組
む
。

伝
統
の
継
承
と
革
新
が
、車
の
両
輪
の
よ

う
に
バ
ラ
ン
ス
よ
く
し
っ
か
り
で
き
て
い

て
、決
し
て
伝
統
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

　
長
寿
企
業
の
研
究
を
す
る
前
は
、羊よ
う

羹か
ん

と
か
の
和
菓
子
な
ん
て
昔
か
ら
同
じ
製
法

で
味
も
一
緒
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た

が
、そ
う
で
は
な
い
。虎
屋
さ
ん（
注
４
）が

五
〇
〇
年
近
い
歴
史
の
な
か
で
お
つ
く
り

「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

規模別の長寿企業数

出典：東京商工リサーチ（2009）『全国創業100年超え企業の実態調査』

出典：『どんな危機にも打ち勝つ100年企業の法則』（PHP研究所）
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［遠心力］＝経営革新（イノベーション）
→ダイナミックに事業を展開していくエネルギー

事業内容

コマ経営と結束力

販売方法 顧　客 他

［求心力］＝家訓（経営理念）・リーダーシップ
→心棒としての理念、それを継承する経営者の倫理観・リーダーシップ

企業理念 のれん 家　訓 他

とうま・あきお
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