
　

日
本
は
、
世
界
に
類
を
見
な
い
老し

に
せ舗

大
国
で

す
。
国
内
に
は
創
業
百
年
以
上
の
老
舗
が
、
三

万
三
千
六
十
九
社
あ
り
（
東
京
商
工
リ
サ
ー
チ

『
全
国
「
老
舗
企
業
」
調
査
』
平
成
二
十
八
年

十
二
月
）、
世
界
に
五
千
五
百
八
十
六
社
あ
る

創
業
二
百
年
以
上
の
企
業
の
半
数
以
上
の
三
千

百
四
十
六
社
が
日
本
の
老
舗
で
あ
り
、
次
点
の

ド
イ
ツ
・
八
百
三
十
七
社
を
大
き
く
引
き
離
し
、

断
ト
ツ
の
一
位
と
な
っ
て
い
ま
す
（
聯
合

ニ
ュ
ー
ス
二
〇
〇
八
年
五
月
十
四
日
）。

社
会
資
本
と
し
て
の「
日
本
人
」

「
利
他
の
精
神
」が
企
業
の
永
続
を
可
能
に
す
る

セ
ブ
ン
・
ミ
ニ
ッ
ツ
・
ミ
ラ
ク
ル

　

日
本
の
老
舗
の
存
在
は
「Shinise

」
と
い

う
世
界
語
と
共
に
広
く
世
界
に
も
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
研
究
も
進

め
ら
れ
、
多
く
の
研
究
者
が
日
本
に
老
舗
が
突

出
し
て
多
い
理
由
を
、
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
て
い

ま
す
が
、
私
は
そ
の
理
由
を
「
日
本
人
」
と
い

特集
❶

さとう・よしなお
昭和33年（1958年）、宮城県仙台市生ま
れ。早稲田大学卒業後、㈱船井総合研
究所に入社する。平成18年に同社常務
取締役を退任し、㈱Ｓ・Ｙワークスを創業。
現在は本業のかたわら年間300回以上
の講演活動も精力的に行う。主な著書に

『日本はこうして世界から信頼される国と
なった』（プレジデント社）、『なぜ世界は
日本化するのか』（育鵬社）など多数。

㈱Ｓ・Ｙワークス代表取締役

佐藤芳直

「
百
年
企
業
を
創
る
」
と
い
う
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン

グ
理
念
を
掲
げ
る
㈱
Ｓ
・
Ｙ
ワ
ー
ク
ス
の
佐
藤
芳

直
社
長
は
「
日
本
と
い
う
経
済
性
の
高
い
国
は

『
日
本
人
』
と
い
う
社
会
資
本
に
よ
っ
て
成
り
立

っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
そ
ん
な
佐
藤
社
長
に

「
日
本
人
」
と
い
う
社
会
資
本
が
い
か
に
醸
成
さ

れ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
企
業
永
続
の
力
と
な
っ

て
い
る
の
か
に
つ
い
て
お
話
を
伺
っ
た
。
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特
集
老舗の条件
―積善の家には必ず余慶あり

う
社
会
資
本
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。「
日
本
人
」
と
い
う
社
会
資
本
と
は
何
か
。

そ
れ
に
つ
い
て
、
例
を
挙
げ
て
、
ご
説
明
し
ま

し
ょ
う
。

　

例
え
ば
新
幹
線
。
海
外
か
ら
来
た
外
国
の
経

営
者
の
ほ
と
ん
ど
が
「
日
本
の
新
幹
線
に
圧
倒

さ
れ
た
」
と
語
り
ま
す
。
新
幹
線
の
性
能
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
彼
等
が
仰
天
す
る
の
は
、
そ
の

運
行
密
度
に
お
い
て
で
す
。
Ｊ
Ｒ
東
日
本
を
例

に
挙
げ
る
と
、
北
海
道
・
東
北
・
秋
田
・
山
形
・

上
越
・
北
陸
新
幹
線
が
発
着
す
る
東
京
駅
は
、

一
日
で
実
に
百
六
十
本
も
の
新
幹
線
を
た
っ
た

二
面
四
線
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
で
運
行
さ
せ
て

い
ま
す
。
こ
の
運
行
計
画
を
可
能
に
す
る
た
め

に
は
、
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
一
線
で
一
時
間
当
た

り
平
均
三
～
四
本
の
新
幹
線
を
発
着
さ
せ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
の
が
「
セ
ブ
ン
・

ミ
ニ
ッ
ツ
・
ミ
ラ
ク
ル
（
七
分
間
の
奇
跡
）」

で
世
界
に
知
ら
れ
る
㈱
Ｊ
Ｒ
東
日
本
テ
ク
ノ

ハ
ー
ト
Ｔテ

ッ

セ

イ

Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
Ｉ
で
す
。
新
幹
線
の
清
掃

業
務
を
行
う
同
社
の
従
業
員
は
、
チ
ー
ム
を
組

ん
で
新
幹
線
一
本
を
清
掃
し
て
い
ま
す
。
新
幹

線
一
本
と
い
う
と
長
い
場
合
で
十
七
車
両
、
短

く
て
も
六
車
両
で
す
。
一
車
両
当
た
り
百
席
と

し
て
も
、
一
本
で
千
席
を
超
え
る
場
合
が
ざ
ら

に
あ
り
ま
す
。
車
両
数
に
よ
っ
て
人
数
は
上
下

し
ま
す
が
、平
均
二
十
二
名
で
清
掃
が
行
わ
れ
、

そ
の
際
に
か
か
る
時
間
は
わ
ず
か
七
分
。

　

ゴ
ミ
の
回
収
、
テ
ー
ブ
ル
拭
き
か
ら
ト
イ

レ
、
洗
面
所
の
清
掃
ま
で
、
そ
の
素
早
さ
と
完

璧
さ
は
、
ま
る
で
一
つ
の
演
劇
を
見
て
い
る
よ

う
で
あ
り
、そ
れ
を
た
た
え
て
「
お
掃
除
劇
場
」

と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
お
客
様
が
降
り
る
の

に
二
分
、
社
内
清
掃
に
七
分
、
お
客
様
が
乗
り

込
む
の
に
三
分
、
合
わ
せ
て
十
二
分
で

東
京
駅
に
入
っ
て
き
た
新
幹
線
は
再
び

走
り
出
し
ま
す
。こ
の
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
Ｉ
に

よ
る
「
セ
ブ
ン
・
ミ
ニ
ッ
ツ
・
ミ
ラ
ク

ル
」
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
た
っ
た
四
線

の
ホ
ー
ム
で
一
日
百
六
十
本
も
の
新
幹

線
の
発
着
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
で

す
。

　

新
幹
線
並
み
の
高
速
鉄
道
を
走
ら
せ

る
だ
け
な
ら
、
他
国
で
も
可
能
で
す
。

中
に
は
、
新
幹
線
よ
り
も
最
高
速
度
の

速
い
鉄
道
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ

れ
だ
け
の
高
速
鉄
道
網
を
整
備
・
運
行

で
き
る
国
は
、
世
界
に
日
本
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。
優
れ
た
高
速
鉄
道
網
を
つ
く

る
た
め
に
重
要
な
こ
と
は
、
少
な
い
ホ

ー
ム
で
ど
れ
だ
け
多
く
の
鉄
道
を
運
行

で
き
る
か
で
あ
り
、
日
本
が
世
界
最
高
水
準

で
、
そ
れ
を
実
現
し
て
い
る
の
で
す
。

　

で
は
、
な
ぜ
日
本
だ
け
が
優
れ
た
新
幹
線
網

を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
も

ち
ろ
ん
、
技
術
も
必
要
で
し
ょ
う
。
ル
ー
ル
も

必
要
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
実

社
会
資
本「
日
本
人
」

東京駅ホームに並ぶ東北・上越新幹線。TESSEIの事例はアメリカ・ハーバード大学
経営大学院の必修教材に採用されている
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現
は
不
可
能
で
す
。
私
は
そ
こ
に
「
日
本
人
」

と
い
う
社
会
資
本
が
あ
る
と
見
て
い
ま
す
。
つ

ま
り
、「
時
間
を
し
っ
か
り
守
る
」
と
い
う
時

間
に
対
す
る
厳
し
さ
や
「
決
め
た
こ
と
は
守
り

抜
く
」
と
い
う
規
律
性
な
ど
の
、
日
本
人
独
自

の
特
性
の
こ
と
で
す
。
そ
の
よ
う
な
社
会
資
本

が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
新
幹
線
の
密
度
の
高
い
運

行
が
可
能
と
な
る
の
で
す
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
一
日
百
六
十
本
も
の
運
行

を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
何
も
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ｅ

Ｉ
の
従
業
員
の
が
ん
ば
り
だ
け
で
は
な
い
こ
と

が
見
え
て
き
ま
す
。
も
し
、
乗
客
が
ゴ
ミ
を
床

に
捨
て
た
ま
ま
新
幹
線
か
ら
降
り
た
と
し
た

ら
、
い
く
ら
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
Ｉ
と
い
え
ど
も
七
分

間
で
清
掃
を
終
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ

う
。
つ
ま
り
、
こ
の
奇
跡
を
可
能
に
し
て
い
る

の
は
、
多
く
の
乗
客
が
降
車
す
る
際
に
自
分
の

座
席
の
背
も
た
れ
を
元
に
戻
し
、
ゴ
ミ
を
ゴ
ミ

箱
に
捨
て
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。

　

ま
た
、
各
駅
で
の
短
い
停
車
時
間
中
の
乗
降

に
つ
い
て
も
、「
日
本
人
」
と
い
う
社
会
資
本

が
際き

わ

立だ

っ
て
い
ま
す
。
降
り
る
人
が
先
、
乗
る

人
は
後あ

と

と
い
う
ル
ー
ル
が
徹
底
さ
れ
て
い
る
か

ら
こ
そ
、
わ
ず
か
一
、二
分
の
う
ち
に
乗
降
が

完
了
し
、
新
幹
線
の
運
行
を
遅
ら
せ
る
よ
う
な

こ
と
が
な
い
の
で
す
。

　

世
界
は
気
づ
い
て
い
ま
す
。
新
幹
線
の
よ
う

な
効
率
的
で
合
理
的
で
経
済
性
の
高
い
高
速
鉄

道
網
を
つ
く
る
に
は
、
技
術
や
シ
ス
テ
ム
だ
け

で
は
な
く
、
そ
れ
を
運
用
す
る
「
日
本
人
」
と

い
う
社
会
資
本
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
。
そ
し

て
、
こ
れ
は
何
も
新
幹
線
の
こ
と
だ
け
に
限
り

ま
せ
ん
。
日
本
の
社
会
も
「
日
本
人
」
に
よ
っ

て
円
滑
に
運
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
「
日
本
人
」
と
い
う
社
会
資
本
を
ひ
と

言
で
説
明
す
る
と
、
そ
れ
は
「
利
他
の
精
神
」

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
先
ほ
ど
述
べ
た
「
時
間

を
し
っ
か
り
守
る
」「
決
め
た
こ
と
は
守
り
抜

く
」
と
い
う
特
性
は
、
ど
れ
も
「
人
様
に
迷
惑

を
か
け
な
い
」
と
い
う
「
利
他
の
精
神
」
に
基

づ
い
て
い
ま
す
。
こ
の
「
人
様
に
迷
惑
を
か
け

な
い
」
と
い
う
行
為
は
、
他
人
か
ら
信
用
・
信

頼
を
得
る
た
め
に
重
要
な
要
素
で
す
。

　

こ
こ
で
、
な
ぜ
日
本
人
は
他
人
か
ら
信
用
・

信
頼
を
得
る
こ
と
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
か
と
い
う
疑
問
が
頭
に
浮
か
び
ま
す
。
こ
の

問
題
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
歴
史
に
目
を
向
け

て
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

日
本
は
非
常
に
不
思
議
な
国
で
、
二
千
年
を

超
え
る
歴
史
の
中
で
外
国
か
ら
侵
略
攻
撃
を
受

け
た
の
は
、
こ
こ
百
年
ほ
ど
の
近
現
代
を
除
く

と
元げ

ん

寇こ
う

だ
け
で
す
。
そ
の
後
も
戦
国
の
騒
乱
や

飢き

饉き
ん

、
政
権
交
代
の
戦い

く
さも

あ
り
ま
し
た
が
、
日

本
は
世
界
史
の
中
で
奇
跡
の
よ
う
な
平
穏
な
時

代
を
過
ご
し
ま
す
。
多
く
の
庶
民
の
財
産
や
生

命
が
犠
牲
に
な
る
よ
う
な
大
き
な
動
乱
が
起
こ

ら
な
い
期
間
が
六
百
年
間
続
い
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
日
本
に
は
、
墾こ

ん

田で
ん

永え
い

年ね
ん

私し

財ざ
い

法ほ
う

と
い

う
汗
水
流
し
て
開か

い

墾こ
ん

し
た
土
地
は
開
拓
者
の
も

の
に
で
き
る
、
非
常
に
お
お
ら
か
な
土
地
私
有

制
度
が
八
世
紀
の
時
代
か
ら
あ
り
ま
し
た
。
そ

う
す
る
と
、
自
分
た
ち
や
祖
先
が
一
生
懸
命
開

墾
し
た
土
地
を
、
よ
り
よ
く
し
て
子
孫
に
譲
り

渡
し
た
い
と
考
え
る
の
が
人
情
で
す
。
農
地
を

灌か
ん

漑が
い

し
、
肥
料
や
道
具
を
工
夫
し
て
、
代
々
手

間
ひ
ま
か
け
て
田
畑
の
生
産
性
を
高
め
て
い
く

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
う
な
る
と
、
永
く
一
か
所
に
住
み
続
け
る

こ
と
が
、
子
孫
に
豊
か
な
財
産
を
残
す
こ
と
に

つ
な
が
り
ま
す
。
そ
し
て
、
同
じ
集
落
に
住
む

仲
間
と
の
共
同
作
業
に
よ
っ
て
収
穫
量
も
決
ま

っ
て
く
る
の
で
、
村
の
中
で
の
自
分
た
ち
の
評

価
を
高
め
る
信
用
や
信
頼
が
重
視
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
親
世
代
か
ら
受
け
継

い
だ
も
の
を
、
今
よ
り
良
く
し
て
次
世
代
に
渡

安
定
が
育
ん
だ
恩
送
り
の
思
想

14



特
集
老舗の条件
―積善の家には必ず余慶あり

り
ま
し
ょ
う
」
と
訴
え
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
私
は
企
業
経

営
の
目
的
が
繁
栄
、
永
続
、
安
定
に
あ
る
と
考

え
、
そ
れ
ら
を
可
能
に
す
る
法
則
を
知
る
た
め

に
老
舗
企
業
の
研
究
も
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

研
究
に
お
い
て
、
あ
る
日
、
気
づ
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
組
織

体
の
中
で
、
最
も
繁
栄
、
永
続
、
安
定
し
て
い

る
組
織
は
日
本
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
す
。

　

先
述
し
た
と
お
り
、
日
本
に
は
二
千
年
を
超

え
る
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
王
朝
が

興
っ
て
は
消
え
て
い
っ
た
シ
ナ
大
陸
と
は
違

い
、
日
本
は
皇
室
と
い
う
リ
ー
ダ
ー
の
も
と
に

国
が
形
づ
く
ら
れ
、
そ
の
王
朝
が
絶
え
る
こ
と

な
く
現
在
ま
で
続
い
て
い
ま
す
。
永
続
に
価
値

を
置
く
「
日
本
人
」
の
リ
ー
ダ
ー
層
に
と
っ
て
、

皇
室
が
武
力
も
堀
も
城
壁
も
持
た
ず
に
永
続
し

て
き
た
こ
と
に
、
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
き
た

と
想
像
で
き
ま
す
。
そ
こ
で
リ
ー
ダ
ー
た
ち
は

皇
室
的
な
思
考
ス
タ
イ
ル
を
模
索
し
た
の
で
は

な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
日
本
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
が
模
索
し
た

皇
室
的
な
思
考
ス
タ
イ
ル
と
は
、
ど
の
よ
う
な

も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
『
日
本

書
紀
』
に
あ
る
「
即
位
建
都
の
詔

み
こ
と
の
り」
の
言
葉

に
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
い
う
発
想
は
育
ち
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
と

同
じ
よ
う
な
こ
と
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
で
も

起
こ
り
ま
し
た
。
紀
元
前
四
世
紀
の
ア
レ
キ
サ

ン
ダ
ー
大
王
の
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
時
代
か
ら
近
代

に
至
る
ま
で
、
支
配
層
が
代
わ
る
戦
乱
の
中
で

虐
殺
が
頻ひ

ん

発ぱ
つ

し
た
の
で
す
。

　

明
治
時
代
が
幕
を
開
け
た
時
、
多
く
の
欧
米

人
が
日
本
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
時
、
日

本
人
の
父
親
や
祖
父
が
子
供
を
な
め
る
よ
う
に

か
わ
い
が
る
姿
を
見
て
一
様
に
驚
い
て
い
ま

す
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
欧
米
の
よ
う
な
「
飴あ

め

と
鞭む

ち

」
の
教
育
で
は
な
く
、「
い
ず
れ
、
こ
の

子
が
自
分
た
ち
の
田
畑
を
継
い
で
、
墓
を
守
っ

て
い
っ
て
く
れ
る
」
と
い
う
思
い
だ
け
で
す
。

こ
の
恩
送
り
の
思
想
は
、
日
本
の
安
定
し
た
政

治
土
壌
の
中
で
育は

ぐ
くま
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
こ
の
恩
送
り
の
思
想
が
、
家
や
企

業
の
永
続
に
価
値
を
見み

出い
だ

す
「
日
本
人
」
を
つ

く
っ
て
き
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ

ん
。
私
自
身
、コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
と
し
て「
百

億
円
、
十
億
円
の
利
益
を
出
し
て
五
年
、
十
年

で
潰つ

ぶ

れ
る
会
社
よ
り
も
、
一
千
万
円
、
五
百
万

円
く
ら
い
の
利
益
で
も
永
く
続
く
会
社
を
つ
く

す
と
い
う
考
え
方
が
恩お

ん

送く

り
と
呼
ば
れ
る
思
想

と
な
り
、「
日
本
人
」
と
い
う
社
会
資
本
の
一

つ
と
し
て
定
着
し
て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
外
国
で
は
ど
う
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
例
え
ば
シ
ナ
大
陸（
注
１
）
の
場
合

に
は
、
秦し

ん

の
時
代
か
ら
「
易え

き

姓せ
い

革
命
」（
注
２
）
と

い
う
政
治
思
想
の
も
と
、
王
朝
交
代
の
た
び
に

革
命
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
、
数
百
万
人
の
人
民
が

殺さ
つ

戮り
く

さ
れ
ま
し
た
。
清
国
か
ら
中
華
民
国
に
政

権
が
移
る
時
に
は
数
千
万
人
が
殺
さ
れ
た
と
も

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
庶
民
に
も
被

害
が
及
ぶ
大
虐
殺
が
行
わ
れ
て
き
た
シ
ナ
で

は
、
土
地
を
丁
寧
に
耕
し
、
子
孫
に
伝
え
よ
う

と
努
力
し
て
も
、
ひ
と
た
び
事
が
起
こ
る
と
土

地
も
生
命
も
奪
わ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
が
非
常

に
高
か
っ
た
の
で
す
。

　

そ
ん
な
環
境
で
は
、
ひ
と
と
こ
ろ
に
居
を
構

え
、
子
孫
累
代
、
丁
寧
に
仕
事
を
伝
え
て
い
く

世
界
一
の
永
続
組
織
・
日
本
と
皇
室

注
２

易
姓
革
命

中
国
古
代
の
政
治
思
想
。
天
下
を
治
め
る
天
子
は
、
そ
の
徳

の
高
さ
が
天
に
認
め
ら
れ
、
天
命
を
受
け
国
家
を
統
治
し
て

い
る
た
め
、
天
子
の
徳
が
衰
え
れ
ば
天
命
も
あ
ら
た
ま
り
、

他
姓
の
有
徳
者
が
革
命
を
起
こ
し
て
、
新
た
に
王
朝
を
創
始

す
る
と
い
う
考
え
方
。
そ
の
た
め
、
王
朝
が
代
わ
る
際
に
は
、

旧
王
朝
の
王
族
や
関
係
者
、
庶
民
に
至
る
ま
で
が
、
新
王
朝

の
軍
隊
に
虐
殺
さ
れ
た
。

注１：著者は中原（黄河中流域の平原地帯）初の統一王朝「秦」に
       由来するとされる「シナ」の呼称を使用しています。
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縦
社
会
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
実
際
は
そ

う
で
は
な
く
、
武
家
の
家
訓
に
は
、
い
か
に
家

臣
と
一
体
化
し
て
い
く
か
と
い
う
項
目
が
散
見

さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
思
想
が
武
士
道
に

脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
き
、
江
戸
時
代
に
入

る
と
石い

し

田だ

梅ば
い

岩が
ん

が
、
こ
の
武
士
道
を
ベ
ー
ス
に

「
石せ

き

門も
ん

心し
ん

学が
く

」
を
唱
え
、
庶
民
の
道
徳
観
を
形

づ
く
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
中
で
皇

室
の
「
利
他
の
精
神
」
は
、
永
い
時
間
を
経へ

て

支
配
階
級
の
武
家
を
経
由
し
て
、
一
般
庶
民
に

ま
で
伝で

ん

播ぱ

し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

特
に
石
田
梅
岩
は
「
商
人
道
」
と
い
え
る
考

え
方
を
唱
え
て
お
り
「
富
の
主あ

る
じは

天
下
の
人
々

な
り
」（『
都と

鄙ひ

問も
ん

答ど
う

』）
と
い
う
言
葉
を
残
し

て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
私
利
私
欲
の
た
め
に
商

売
を
す
る
の
で
は
な
く
、
天
下
に
富
を
広
げ
る

た
め
に
商
売
を
す
る
の
だ
と
い
う
商
い
の
目
的

を
高
ら
か
に
宣
言
し
た
の
で
す
。
こ
れ
も
や
は

り
「
利
他
の
精
神
」
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
「
商
人
道
」
は
、
お
客
様
を
偽

い
つ
わ

ら
な
い
誠
実
な
商
売
を
求
め
ま
す
。
自
分
た
ち

が
儲も

う

か
る
た
め
に
お
客
様
を
騙だ

ま

す
よ
う
な
こ
と

を
戒い

ま
しめ
た
の
で
す
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
伊
勢

経
営
者
の
定
位
置
で
あ
り
、
底
辺
が
従
業
員
の

定
位
置
で
す
。
し
か
し
、
日
本
の
組
織
図
は
違

い
ま
す
。
日
本
の
組
織
図
は
逆
三
角
形
に
な
っ

て
い
て
、
そ
の
逆
三
角
形
の
一
番
下
に
天
皇
が

い
ら
っ
し
ゃ
り
、
す
べ
て
の
国
民
を
支
え
ら
れ

て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
扇お

う
ぎの

要か
な
めの

よ
う
な
構

造
に
も
な
っ
て
い
て
、
扇
の
要
が
外
れ
る
と
扇

は
バ
ラ
バ
ラ
に
な
り
、
組
織
は
崩
壊
し
て
し
ま

い
ま
す
。

　

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
日
本
の
リ
ー
ダ
ー

は
、
組
織
の
要
と
し
て
構
成
員
と
の
一
体
化
を

非
常
に
重
視
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な

リ
ー
ダ
ー
像
は
「
封
建
時
代
」
の
武
家
政
権
に

も
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
き
ま
す
。
例
え

ば
、
鎌
倉
時
代
の
北
条
氏
。
北
条
家
の
「
お
壁か

べ

書が

き
」
と
呼
ば
れ
る
家
訓
に
は
、
次
の
よ
う
な

も
の
が
あ
り
ま
す
。

 

「
酒
の
座
敷
に
て
は
、は
る
か
の
末
座
ま
で
も
、

つ
ね
に
め
を
か
け
、こ
と
葉ば

を
か
け
給た

ま

ふ
べ
し
」

　

宴
会
の
場
に
お
い
て
、
主
た
る
も
の
は
、
一

番
末
席
の
者
に
も
気
を
配
り
、
声
を
か
け
な
さ

い
。
単
に
酒
を
飲
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、
親

睦
を
深
め
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
う
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
本
当
の
主
従
関
係
が
生
ま
れ
る
の
で

す
、
と
い
う
内
容
が
続
き
ま
す
。

 

「
封
建
社
会
」
と
い
う
と
上
下
の
別
が
厳
し
い

 

「
苟い

や
しく

も
民

お
お
み
た
か
らに

利
く
ぼ
さ

有あ

ら
ば 

何な
ん

ぞ
聖ひ

じ
りの

造わ
ざ

に

妨た
が

は
む
」

　

こ
の
詔
は
、
紀
元
前
六
六
〇
年
に
神じ

ん

武む

天
皇

が
現
在
の
橿か

し

原は
ら

市
に
都
を
開
か
れ
る
に
あ
た

り
、
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
す
。
要
約
す
れ
ば
、

民
を
利
す
る
こ
と
こ
そ
が
天
皇
の
仕
事
で
あ

る
、と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
こ
の
詔
に
は
、

天
皇
の
民
意
優
先
、
民
利
優
先
と
い
う
「
利
他

の
精
神
」
が
如に

ょ

実じ
つ

に
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
思
想
が
、
皇
室
に
は
連
綿
と
現
在
ま
で

受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

一
般
的
な
組
織
図
と
い
う
の
は
、
三
角
形
を

し
て
お
り
、
そ
の
頂
点
に
最
高
責
任
者
が
位
置

し
ま
す
。
企
業
で
い
う
と
、
三
角
形
の
頂
点
が

八
年
間
閉
店
し
た
㈱
赤
福

三角形の組織では、トップが外れても新しいものに
乗せ替えることができるが、逆三角形の組織のトップ
は、組織の要であるため替えは利かない

図 「三角形と逆三角形の組織図」
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特
集
老舗の条件
―積善の家には必ず余慶あり

の
㈱
赤
福
の
事
例
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　

宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
年
）
創
業
の
老
舗
・

赤
福
は
、
昭
和
十
九
年
か
ら
二
十
六
年
ま
で
の

間
、
店
を
閉
め
て
い
ま
し
た
。
そ
の
理
由
は
、

戦
中
・
戦
後
の
物
資
統
制
に
よ
り
、
高
品
質
な

原
料
を
十
分
な
量
、
確
保
で
き
な
く
な
っ
た
か

ら
で
す
。
し
か
し
、
戦
後
に
な
る
と
闇や

み

市い
ち

で
仕

入
れ
た
原
料
を
使
っ
た
赤
福
餅も

ち

の
類
似
品
を
販

売
す
る
店
が
出
て
き
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
当
時
の
番
頭
が
「
う
ち
も
闇
市
か
ら

仕
入
れ
て
、
店
を
再
開
さ
せ
ま
し
ょ
う
」
と
言

う
の
で
す
が
、
当
主
は
頑が

ん

と
し
て
首
を
縦
に
振

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
に
は
、
ど
ん
な
事
情

で
あ
れ
、
満
足
の
い
か
な
い
品
質
の
製
品
は
お

客
様
に
提
供
で
き
な
い
と
い
う
同
社
の
「
利
他

の
精
神
」
が
う
か
が
え
ま
す
。
結
局
、
赤
福
を

戦
前
の
水
準
で
再
び
生
産
し
、
店
舗
を
再
開
し

た
の
は
二
十
六
年
の
こ
と
で
し
た
。

　

そ
ん
な
同
社
の
姿
勢
に
応
え
る
よ
う
に
、
店

舗
を
再
開
後
、
お
客
様
や
地
元
か
ら
熱
烈
な
支

持
を
受
け
、
赤
福
餅
は
売
れ
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
類
似
品
を
売
っ
て
い
た
店
は
潰
れ
る
か
、

㈱
赤
福
に
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
そ
う
で
す
。

　

自
社
が
苦
境
に
あ
っ
て
も
、「
利
他
の
精
神
」

を
も
っ
て
誠
実
な
仕
事
を
す
る
会
社
に
は
、
ス

テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
（
利
害
関
係
者
）
が
さ
ま
ざ

ま
に
協
力
し
て
く
れ
ま
す
。
平
成
十
九
年
の
い

わ
ゆ
る
「
赤
福
事
件
」
後
も
同
社
が
支
持
さ
れ

続
け
た
の
は
、
一
時
期
、
効
率
第
一
主
義
の
弊

に
陥
っ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
ま
で
お
客
様
や
地

元
地
域
な
ど
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
対
し

て
、
真し

ん

摯し

な
商
売
を
行
っ
て
き
た
か
ら
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
経
緯
に
よ
っ

て
、
日
本
に
は
「
日
本
人
」
と
い
う
社
会
資
本

が
備
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
老
舗
企
業
の
永
続

の
原
動
力
と
も
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
現
在
、

そ
の
「
日
本
人
」
と
い
う
社
会
資
本
の
劣
化
が

目
立
ち
つ
つ
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
も
戦
後

「
自
分
が
一
番
大
事
、
自
分
の
た
め
に
生
き
よ

う
」
と
い
う
教
育
が
長
く
続
い
た
た
め
で
す
。

　

そ
の
た
め
「
日
本
人
」
と
い
う
社
会
資
本
の

核
と
な
る
「
利
他
の
精
神
」
が
薄
れ
、
自
分
や

家
族
だ
け
が
良
け
れ
ば
そ
れ
で
い
い
と
す
る
考

え
を
常
識
と
す
る
家
族
が
増
え
ま
し
た
。
し
か

し
、
社
会
や
企
業
で
は
社
会
全
体
や
周
囲
の
人

に
貢
献
で
き
る
生
き
方
を
善よ

し
と
す
る
常
識
が

あ
り
ま
す
。

　

私
は
前
者
を
「
家
族
知
」、後
者
を
「
社
会
知
」

「
企
業
知
」
と
呼
ん
で
区
別
を
し
て
い
ま
す
が
、

今
や
「
家
族
知
」
と
「
社
会
知
」
が
大
き
く
乖か

い

離り

し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

 

「
家
族
知
」
で
生
き
て
き
た
新
入
社
員
を
、
い

か
に
教
育
し
て
「
社
会
知
」
へ
と
切
り
替
え
て

い
く
か
。
こ
れ
が
現
在
の
経
営
者
の
大
き
な
課

題
で
す
。
今
の
若
者
た
ち
は
、
戦
後
教
育
の
影

響
で
自
信
を
持
て
ず
に
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意

味
で
、企
業
教
育
が「
日
本
人
」と
い
う
社
会
資

本
を
支
え
る
最
後
の
砦と

り
でと

な
っ
て
い
ま
す
。

　

私
が
企
業
教
育
の
現
場
で
歴
史
の
話
を
す
る

の
は
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
で
す
。
日
本
の
歴
史

に
登
場
す
る
偉
人
た
ち
は
、
記
紀
の
時
代
か
ら

現
代
に
至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
失
敗
を
繰
り

返
し
、
挫ざ

折せ
つ

し
な
が
ら
成
長
し
て
歴
史
に
名
を

残
し
て
き
ま
し
た
。「
挫
折
し
た
と
し
て
も
、

そ
こ
か
ら
開
け
る
未
来
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と

と
、「
日
本
人
」と
し
て
の
「
利
他
の
精
神
」
を
、

歴
史
を
通
し
て
伝
え
た
い
の
で
す
。

　

永
続
を
め
ざ
す
経
営
者
こ
そ
、
自
社
の
若
い

社
員
に
歴
史
教
育
を
施
し
、「
社
会
知
」
を
植

え
つ
け
、「
君
た
ち
は
日
本
人
だ
か
ら
大
丈
夫
」

と
伝
え
自
信
を
持
た
せ
て
、
何
に
で
も
挑
戦
で

き
る
人
財
（
注
３
）
を
育
て
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ

ん
。
そ
ん
な
人
財
を
ど
れ
ほ
ど
育
て
ら
れ
る
か

が
、
企
業
永
続
の
鍵か

ぎ

な
の
で
す
か
ら
。　
（
談
）

永
続
の
た
め
に
歴
史
教
育
を

注 3：著者は「従業員は企業にとって財産である」との考え方に基づき、
　　 人材を人財と表記しています。道経塾 No.109（平成 29 年7月）17


