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リスク管理への
認識がポイント

あ
る
保
証
会
社
の
幹
部
は
、「
売

掛
金
の
現
金
化
を
保
証
す
る
フ
ァ
ク

タ
リ
ン
グ
の
申
し
込
み
が
多
く
な
っ

て
い
る
が
、
信
用
調
査
の
結
果
次
第

で
は
引
き
受
け
を
断
る
ケ
ー
ス
が
増

え
て
い
る
」
と
語
る
。
新
型
コ
ロ
ナ

の
影
響
は
長
期
化
し
て
お
り
、
新
規

取
引
に
慎
重
に
な
る
企
業
が
目
立
つ
。

そ
う
し
た
な
か
、
与
信
管
理
の
一
環

と
し
て
活
用
さ
れ
る
企
業
の
信
用
調

査
が
重
要
度
を
増
し
て
い
る
。

信
用
調
査
は
、
主
に
企
業
間
取
引

の
与
信
管
理
を
目
的
と
し
て
利
用
さ

れ
て
い
る
。
大
手
企
業
が
下
請
企
業

と
の
取
引
継
続
に
つ
い
て
可
否
判
断

調
査
会
社
が
実
施
す
る
企
業
信
用
調
査
で
、
経
営
者
の
コ
メ
ン
ト
が
評
価
に
与
え
る
影
響
が

調
査
会
社
が
実
施
す
る
企
業
信
用
調
査
で
、
経
営
者
の
コ
メ
ン
ト
が
評
価
に
与
え
る
影
響
が

大
き
く
な
っ
て
い
る
。
従
来
は
財
務
内
容
の
確
認
が
最
優
先
さ
れ
、
決
算
書
の
開
示
程
度
で
終

大
き
く
な
っ
て
い
る
。
従
来
は
財
務
内
容
の
確
認
が
最
優
先
さ
れ
、
決
算
書
の
開
示
程
度
で
終

わ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
最
近
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
つ
い
て
、
経
営

わ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
最
近
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
つ
い
て
、
経
営

者
の
見
解
が
調
査
で
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
経
営
者
自
ら
が
会
社
を
ど

者
の
見
解
が
調
査
で
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
経
営
者
自
ら
が
会
社
を
ど

の
よ
う
に
動
か
し
て
い
く
の
か
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
〝
説
明
力
〟
の
重
要
性
が
こ
れ
ま
で
以
上
に

の
よ
う
に
動
か
し
て
い
く
の
か
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
〝
説
明
力
〟
の
重
要
性
が
こ
れ
ま
で
以
上
に

増
し
て
い
き
そ
う
だ
。

増
し
て
い
き
そ
う
だ
。

用
調
査
会
社
の
幹
部
は
「『
新
型
コ

ロ
ナ
の
影
響
に
つ
い
て
、
調
査
先
企

業
の
経
営
者
の
見
解
を
聞
き
た
い
』

と
注
文
を
つ
け
ら
れ
た
調
査
依
頼
が

急
増
し
た
」
と
話
す
。

経
営
者
の
見
解
を
求
め
る
依
頼
が

増
え
て
い
る
の
は
、「
経
営
者
が
自
社

の
リ
ス
ク
や
回
復
の
見
通
し
を
立
て

て
い
な
い
会
社
ほ
ど
、
与
信
面
で
注

意
す
べ
き
と
依
頼
者
が
判
断
し
て
い

る
か
ら
」（
信
用
調
査
会
社
の
幹
部
）

だ
。

り
に
つ
い
て
見
通
し
を
立
て
て
い
な

い
会
社
と
し
て
、
与
信
面
に
注
意
を

要
す
る
と
判
断
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の

だ
。Ｔ

Ｄ
Ｂ
の
調
査
レ
ポ
ー
ト
の
場
合
、

全
体
の
評
点
の
う
ち
主
に
面
談
等
を

通
じ
て
判
断
さ
れ
る
「
経
営
者
」「
企

業
活
力
」
の
占
め
る
割
合
は
１
０
０

点
満
点
中
34
点
で
、
全
体
の
３
分
の

１
に
と
ど
ま
る
。
ま
た
、「
経
営
者
」

の
項
目
も
、
業
界
経
験
年
数
な
ど
か

ら
定
量
的
に
判
断
さ
れ
る
部
分
が
少

な
く
な
い
。

と
は
い
え
、
Ｔ
Ｄ
Ｂ
の
調
査
レ
ポ

ー
ト
で
は
、
経
営
者
へ
の
ヒ
ア
リ
ン

グ
を
も
と
に
調
査
員
が
記
入
す
る
内

容
が
、
依
頼
元
企
業
に
強
い
印
象
を

与
え
る
。

調
査
員
が
目
を
光
ら
せ
て
い
る
重

点
項
目
な
ど
に
つ
い
て
は
、
Ｔ
Ｄ
Ｂ

が
ウ
ェ
ブ
上
で
公
開
し
て
い
る
「
危

な
い
会
社
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
か

ら
も
あ
る
程
度
は
確
認
で
き
る
。
警

戒
さ
れ
る
経
営
者
の
傾
向
や
、
財
務

や
資
金
繰
り
の
良
否
を
判
断
す
る
ポ

イ
ン
ト
な
ど
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の

で
、
調
査
を
受
け
る
前
の
参
考
資
料

と
し
て
活
用
で
き
る
だ
ろ
う
。

信
用
調
査
は
、
銀
行
や
取
引
先
な

ど
経
営
上
重
要
な
相
手
が
依
頼
者
で

あ
る
可
能
性
が
高
い
。
財
務
状
況
や

経
営
方
針
な
ど
を
正
確
に
伝
え
ら
れ

る
よ
う
準
備
し
て
、
万
全
な
状
態
で

臨
む
こ
と
が
肝
要
だ
。

す
る
際
の
社
内
稟
議
資
料
と
し
て
用

い
た
り
、
金
融
機
関
が
融
資
審
査
の

際
に
情
報
収
集
手
段
の
ひ
と
つ
と
し

て
活
用
し
た
り
す
る
も
の
だ
。

信
用
調
査
会
社
に
調
査
依
頼
が
入

る
と
、
ま
ず
は
商
業
登
記
や
決
算
公

告
と
い
っ
た
対
象
企
業
の
公
開
情
報

が
取
得
さ
れ
、
次
に
調
査
先
の
経
営

者
に
対
し
て
面
談
が
申
し
込
ま
れ
る
。

調
査
先
の
企
業
に
依
頼
者
名
が
明
か

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
信
販
会
社

や
銀
行
な
ど
の
金
融
機
関
の
ほ
か
、

取
引
継
続
を
検
討
し
て
い
る
既
存
の

得
意
先
や
、
新
規
取
引
先
を
探
し
て

情
報
収
集
し
て
い
る
企
業
で
あ
る
場

合
が
多
い
。
面
談
は
原
則
と
し
て
調

査
を
受
け
る
企
業
の
事
務
所
で
実
施

さ
れ
、
調
査
内
容
は
財
務
に
関
す
る

こ
と
を
中
心
に
、
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
カ

ネ
の
経
営
全
般
に
及
ぶ
。
最
終
的
に

は
数
十
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
調
査
レ

ポ
ー
ト
が
作
成
さ
れ
て
依
頼
者
に
納

品
さ
れ
る
。

従
来
は
決
算
書
に
基
づ
く
定
型
的

な
面
談
が
主
流
だ
っ
た
が
、
あ
る
信

る
の
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
対
策

を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

「数字に弱い」
との印象が

マイナスに作用する

こ
こ
で
信
用
調
査
会
社
が
調
査
依

頼
元
の
企
業
な
ど
に
提
出
す
る
調
査

報
告
書
（
レ
ポ
ー
ト
）
の
中
身
に
つ

い
て
確
認
し
て
お
く
。
目
玉
と
さ
れ

て
い
る
の
は
、
取
引
の
安
全
性
を
示

す
た
め
に
調
査
会
社
が
独
自
に
算
出

し
た
「
評
点
」
と
呼
ば
れ
る
指
標
だ
。

例
え
ば
、
帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
（
Ｔ

な
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
面
談
時
に
自

社
の
財
務
状
況
や
経
営
方
針
に
つ
い

て
具
体
的
な
回
答
が
得
ら
れ
な
い
こ

と
が
問
題
視
さ
れ
、
評
点
が
下
げ
ら

れ
る
。

一
方
、「
企
業
活
力
」
は
経
営
者

と
の
面
談
内
容
だ
け
で
な
く
、
社
内

の
雰
囲
気
も
判
断
材
料
に
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
社
員
の
服
装
が
乱
れ
て
い

た
り
、
窓
口
担
当
者
が
頻
繁
に
代

わ
っ
た
り
し
て
い
る
と
、
業
績
不
振

な
ど
に
よ
っ
て
社
員
の
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
が
下
が
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
調
査
員
に
疑
わ
れ
る
。

「先が見えない」は
NGワードと心得る

　
「
さ
ほ
ど
影
響
は
な
い
が
、
先
行

き
は
見
え
な
い
」
―
。
と
あ
る
社

長
が
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
度
合
い
に

つ
い
て
問
わ
れ
た
と
き
、
そ
う
こ
ぼ

し
た
。
一
見
も
っ
と
も
ら
し
い
回
答

だ
が
、
調
査
員
の
評
価
は
マ
イ
ナ
ス

に
振
れ
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
の
リ
ス
ク

や
業
績
の
回
復
に
つ
な
が
る
手
掛
か

Ｄ
Ｂ
）
の
信
用
調
査
報
告
書
で
は
１

０
０
点
満
点
で
評
点
が
算
出
さ
れ
、

51
点
以
上
が
倒
産
の
危
険
性
が
低
い

安
全
な
取
引
先
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

評
点
は
、
調
査
員
が
面
談
や
周
辺
調

査
を
通
じ
て
得
た
企
業
デ
ー
タ
を
も

と
に
、「
業
歴
」「
資
本
構
成
」「
規
模
」

「
損
益
」「
資
金
現
況
」「
経
営
者
」「
企

業
活
力
」
と
い
っ
た
７
つ
の
観
点
か

ら
算
出
さ
れ
る
。

決
算
書
な
ど
を
基
に
デ
ー
タ
が
入

力
さ
れ
る
他
の
項
目
と
異
な
り
、
面

談
の
内
容
や
結
果
が
大
き
く
影
響
す

る
の
が
「
経
営
者
」
と
「
企
業
活
力
」

の
２
つ
だ
。

一
般
に
、「
経
営
者
」
に
つ
い
て

の
判
断
材
料
に
は
30
弱
の
項
目
が
あ

り
、
面
談
を
通
じ
て
タ
イ
プ
別
に
分

類
さ
れ
る
。
特
に
注
意
し
た
い
の
が

「
計
数
面
不
得
手
」と
い
う
タ
イ
プ
だ
。

売
上
や
利
益
な
ど
の
重
要
な
経
営
指

依
頼
者
の
関

心
が
、
経
営
者

の
現
状
分
析
や

今
後
の
方
針
に

ま
で
広
が
っ
て

い
る
。
そ
の
た

め
、
業
績
や
資

金
現
況
が
優
秀

で
あ
っ
て
も
油

断
は
禁
物
だ
。

こ
れ
か
ら
は
面

談
で
経
営
者
の

見
解
が
問
わ
れ

標
に
弱
い
と
判
断
さ

れ
、
デ
ー
タ
上
最
も

倒
産
し
や
す
い
傾
向

に
あ
る
と
警
戒
さ
れ

て
い
る
。
次
に
用
心

し
た
い
の
が
「
豪
放

磊
落
」な
タ
イ
プ
で
、

こ
ち
ら
は
面
談
に
際

し
て
大
雑
把
な
回
答

し
か
得
ら
れ
な
い
場

合
な
ど
に
、
経
営
に

対
す
る
細
や
か
さ
が

欠
如
し
て
い
る
と
み

問
わ
れ
る
経
営
者
の〝
説
明
力
〟

信
用
調
査
も
コ
ロ
ナ
で
変
わ
る

説明力
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上げ潮ムードが一転
商業地の地価は下落

路
線
価
の
減
額
補
正
の
対
象
と
な

る
の
は
大
阪
市
中
央
区
の
道
頓
堀
１

丁
目
、
宗
右
衛
門
町
、
心
斎
橋
筋
２

丁
目
な
ど
13
地
点
で
、
こ
れ
ら
の
エ

リ
ア
は
昨
年
の
年
始
時
点
か
ら
７
月

ま
で
の
間
に
最
大
28
％
の
大
幅
な
地

価
下
落
が
確
認
さ
れ
た
と
い
う
。
こ

れ
ら
の
地
点
は
特
に
訪
日
客
に
よ
る

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
需
要
の
恩
恵
を
最
大

限
受
け
て
い
た
人
気
の
観
光
ス
ポ
ッ

国
税
庁
は
さ
き
ご
ろ
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の

影
響
で
地
価
が
大
幅
に
下
落
し
た
と
し
て
、
大
阪
市
の
一
部
エ

リ
ア
に
つ
い
て
、
相
続
税
路
線
価
を
減
額
補
正
す
る
と
発
表
し

た
。
算
定
時
点
の
路
線
価
と
現
在
の
実
勢
価
格
と
の
か
い
離
を

埋
め
る
た
め
の
措
置
だ
が
、
足
元
を
み
れ
ば
度
重
な
る
緊
急
事

態
宣
言
に
よ
っ
て
全
国
で
地
価
の
下
落
が
止
ま
ら
な
い
。
土
地

の
値
段
が
急
速
に
下
が
る
な
か
で
、
不
動
産
オ
ー
ナ
ー
が
今
や

る
べ
き
土
地
対
策
は
何
か
考
え
て
み
た
。

災
な
ど
の
際
に
行
わ
れ
て
き
た
が
、

激
甚
災
害
以
外
の
要
因
に
よ
る
地
価

下
落
を
対
象
に
行
わ
れ
た
の
は
コ
ロ

ナ
禍
が
初
め
て
。
具
体
的
な
補
正
内

ト
で
も
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
コ
ロ
ナ

禍
で
の
訪
日
客
の
消
滅
に
よ
る
マ
イ

ナ
ス
が
直
撃
し
た
形
と
な
っ
た
。

そ
も
そ
も
路
線
価
と
は
、
相
続
な

ど
で
受
け
取
っ
た
土
地
の
資
産
価
値

算
定
に
使
わ
れ
る
も
の
で
、
一
定
の

範
囲
内
の
道
路
（
路
線
）
に
面
し
た

土
地
を
評
価
し
た
価
額
だ
。
国
税
庁

が
発
表
す
る
の
は
毎
年
７
月
ご
ろ
だ

が
、
数
字
が
表
す
の
は
そ
の
年
の
１

月
１
日
時
点
の
地
価
で
あ
り
、
原
則

と
し
て
そ
の
年
に
あ
っ
た
す
べ
て
の

相
続
や
生
前
贈
与
に
つ
い
て
こ
の
価

額
が
適
用
さ
れ
る
。

し
か
し
昨
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
の
影

響
で
社
会
状
況
が
激
変
し
た
。
そ
う

し
た
な
か
で
、
コ
ロ
ナ
禍
以
前
の
１

月
時
点
で
の
土
地
価
額
を
そ
の
後
の

す
べ
て
の
相
続
に
適
用
す
る
の
は
酷

で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
り
、
国
税
庁

で
は
減
額
補
正
の
措
置
を
決
め
た
。

路
線
価
の
減
額
補
正
は
、
過
去
に
も

阪
神
・
淡
路
大
震
災
、
東
日
本
大
震

の
下
落
幅
は
縮
小
と
、
継
続
的
な 

〝
上
げ
潮
〟ム
ー
ド
に
乗
っ
て
い
た
。

更なる景気冷え込み
土地対策が課題に

し
か
し
春
に
コ
ロ
ナ
禍
が
本
格
化

し
、
地
価
は
下
落
に
転
じ
た
。
そ
し

て
今
回
の
国
税
庁
の
発
表
内
容
を
見

れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
コ
ロ
ナ
禍
に

よ
る
地
価
下
落
を
受
け
て
の
減
額
補

い
離
」
の
問
題
が
、
今
年
も
起
き
る

可
能
性
が
あ
る
と
い
う
点
だ
。
昨
年

夏
に
一
度
感
染
者
数
が
減
少
し
、
政

府
肝
い
り
の
Ｇ
ｏ
Ｔ
ｏ
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
も
あ
っ
て
経
済
状
況
は
好
転
し
た

か
に
見
え
た
。
し
か
し
冬
の
訪
れ
と

と
も
に
感
染
者
数
は
再
び
右
肩
上
が

り
で
増
加
し
、
今
年
に
入
っ
て
再
度

の
緊
急
事
態
宣
言
に
至
っ
た
経
緯
が

あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
、「
路
線

価
は
元
日
時
点
の
価
格
と
い
う
も
の

の
、
そ
の
評
価
の
基
に
な
っ
た
の
は

さ
ら
に
以
前
の
取
り
引
き
で
、
最
新

の
実
勢
価
格
と
は
タ
イ
ム
ラ
グ
が
あ

る
」（
都
内
の
不
動
産
鑑
定
士
）
と

い
う
21
年
度
路
線
価
が
、
現
在
の
経

済
状
況
を
正
確
に
反
映
す
る
と
は
限

路
線
価
　
災
害
以
外
で
初
の
減
額
補
正

相
続
税
に
も
大
き
な
影
響

コ
ロ
ナ
禍
で
不
動
産
対
策
に
異
変

正
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
対

象
は
ご
く
一
部
に
限
ら
れ
る
。
さ
ら

に
減
額
が
さ
れ
た
と
し
て
も
、
吹
き

飛
ん
だ
地
価
の
分
が
す
べ
て
反
映
さ

れ
る
保
証
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
度
重

な
る
緊
急
事
態
宣
言
に
よ
っ
て
日
本

経
済
は
さ
ら
に
冷
え
込
み
つ
つ
あ
り
、

地
価
が
こ
の
先
ど
れ
だ
け
下
が
っ
て

い
く
か
は
い
ま
だ
見
通
せ
な
い
状
況

だ
。
こ
う
し
た
最
悪
と
も
い
え
る
流

れ
の
中
で
、
土
地
オ
ー
ナ
ー
は
賢
く

土
地
対
策
を
行
っ
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

こ
れ
ま
で
は
地
価
が
上
昇
傾
向
に

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
売
却
を
含
め
た

出
口
戦
略
や
納
税
資
金
対
策
が
併
せ

て
求
め
ら
れ
て
き
た
。

だ
が
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
所
有
す
る

そ
れ
に
代
わ
る
現
金
や
生
命
保
険
な

ど
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ケ

ー
ス
も
出
て
く
る
だ
ろ
う
。

売却のタイミング
慎重に見極めを

さ
ら
に
懸
念
さ
れ
る
の
は
、
昨
年

と
同
じ
「
実
勢
価
格
と
路
線
価
の
か

容
は
、
対
象
と
な
っ
た
土
地
の
評
価

額
を
算
定
す
る
際
に
は
、
20
年
の
路

線
価
に「
０
・
90
」な
ど
の
補
正
率
を

適
用
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
い

う
も
の
。

注
意
し
た
い
の
は
、
今
回
の
減
額

補
正
が
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、
昨

年
10
月
～
12
月
の
間
に
相
続
や
贈
与

が
あ
っ
た
土
地
の
路
線
価
の
み
で
あ

る
点
だ
。
そ
れ
以
前
、７
月
～
９
月

の
相
続
に
つ
い
て
１
月
に
発
表
さ
れ

た
補
正
率
が
適
用
さ
れ
、さ
ら
に
後
、

つ
ま
り
今
年
に
入
っ
て
か
ら
の
相
続

や
贈
与
に
つ
い
て
は
、
７
月
に
発
表

さ
れ
る
21
年
の
路
線
価
が
適
用
さ
れ

不
動
産
の
地
価
が
急
落
し
た
ら
、
こ

れ
ま
で
計
画
し
て
い
た
相
続
税
対
策

を
練
り
直
す
必
要
が
出
て
く
る
。
例

え
ば
、
上
昇
し
続
け
る
地
価
を
基
に

相
続
財
産
と
し
て
の
価
値
を
想
定
し

て
遺
産
分
割
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て

い
た
場
合
、
地
価
の
下
落
を
踏
ま
え

た
再
計
算
が
必
要
と
な
る
。
後
継
者

で
あ
る
長
男
に
は
自
社
株
を
引
き
継

が
せ
る
一
方
で
、
次
男
に
は
収
益
不

動
産
を
相
続
さ
せ
る
こ
と
で
バ
ラ
ン

ス
が
取
れ
て
い
た
は
ず
が
、
不
動
産

の
価
値
が
下
が
れ
ば
、
次
男
の
不
満

の
も
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
自
社
株

を
分
散
さ
せ
た
く
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

る
。
残
念
な
が
ら
昨
年
６
月

ま
で
の
相
続
や
贈
与
に
つ
い

て
は
、
減
額
補
正
が
適
用
さ

れ
な
い
。

こ
の
１
年
の
地
価
の
推
移

を
見
て
み
る
と
、
昨
年
の
元

日
時
点
で
の
路
線
価
は
、
全

国
平
均
が
前
年
比
１
・
６
％

の
上
昇
で
、
16
年
か
ら
５
年

連
続
の
プ
ラ
ス
を
記
録
し
た
。

主
要
都
市
で
は
軒
並
み
上
昇

幅
を
拡
大
し
、
地
方
も
含
め

21
都
道
府
県
で
上
昇
、
19
県

は
マ
イ
ナ
ス
で
は
あ
る
も
の

ら
な
い
。
再
び
減
額
補
正
が

行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
や
は

り
そ
れ
は
限
定
的
な
も
の
に

な
る
だ
ろ
う
。
現
在
持
っ
て

い
る
土
地
が
商
業
地
の
投
資

用
不
動
産
な
ど
で
あ
れ
ば
、

タ
イ
ミ
ン
グ
を
見
計
ら
っ
て

売
却
を
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
ワ
ク
チ

ン
接
種
が
進
み
つ
つ
あ
る
現

在
、
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
手

放
す
の
が
ベ
タ
ー
か
は
誰
に

も
分
か
ら
な
い
が
、
下
落
の

長
期
化
に
よ
っ
て
生
じ
る
リ

ス
ク
へ
の
対
策
だ
け
は
講
じ

て
お
く
必
要
が
あ
る
。
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上／仙台城跡の本丸跡からは仙台市内
が一望できる
下／仙台藩祖・伊達政宗の像は市街を
見下ろす仙台城跡に立つ

豪華絢爛な仙台七夕まつりの笹飾りは
毎年新しく手作りされる

上／仙台市の中心部、定禅寺通。東西約700mに
わたって美しい欅並木が続く
下／お盆に食べる郷土料理として昔から親しまれ
ていた「ずんだ餅」。今では一年中楽しめる

市域の約8割が緑という仙台は、まさに杜の都の名にふさわしい

宮
城
県仙

台
市

市
の
中
心
を
流
れ
る
広
瀬
川
、
仙

台
城
が
置
か
れ
た
青
葉
山
、
木
々
の

緑
が
ま
ぶ
し
い
並
木
道
。
杜
の
都
・

仙
台
は
心
安
ら
ぐ
風
景
に
満
ち
て
い

る
。
杜
の
都
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
明
治
後
期
か
ら
だ
が
、

明
治
期
に
急
に
緑
豊
か
に
な
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。

江
戸
時
代
、
仙
台
城
下
の
面
積
の

７
割
以
上
を
武
家
屋
敷
が
占
め
て
い

た
。
江
戸
の
約
５
割
と
比
べ
て
も
か

な
り
の
も
の
。
と
い
う
の
も
伊
達
政

宗
は
、
小
田
原
合
戦
へ
の
遅
参
な
ど

を
理
由
に
豊
臣
秀
吉
に
大
幅
に
減
封

さ
れ
た
あ
と
も
家
臣
の
数
を
減
ら
さ

な
か
っ
た
た
め
、
抱
え
て
い
る
武
士

の
数
が
多
か
っ
た
の
だ
。
し
か
し
暮

ら
し
は
当
然
厳
し
く
な
る
た
め
、
生

活
の
糧
や
産
業
の
一
助
と
な
る
よ
う
、

屋
敷
内
に
実
用
性
の
高
い
栗
・
梅
・

柿
な
ど
の
実
の
な
る
樹
木
や
、
加
工

に
適
し
た
杉
・
欅
・
竹
な
ど
を
植
え

る
よ
う
義
務
づ
け
る
。
こ
う
し
て
で

の
道
路
を
碁
盤
の
目
の

よ
う
に
整
備
。
新
田
開

発
も
進
め
、
米
作
り
に

力
を
入
れ
た
。
江
戸
時

代
中
期
に
は
、
収
穫
さ

が
伊
達
政
宗
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

緑
豊
か
な
仙
台
の
街
を
眺
め
る
な

ら
、
仙
台
城
跡
が
お
す
す
め
だ
。
標

高
約
１
３
０
ｍ
に
位
置
し
、
東
と
西

が
断
崖
と
い
う
天
然
の
要
塞
の
地
に

伊
達
政
宗
が
築
い
た
が
、
今
は
城
は

消
失
し
、
石
垣
や
再
建
さ
れ
た
大
手

門
脇
櫓
が
往
時
を
忍
ば
せ
る
の
み
。

城
跡
一
帯
は
青
葉
山
公
園
と
な
っ
て

お
り
、
本
丸
跡
か
ら
は
仙
台
市
内
や

太
平
洋
ま
で
一
望
で
き
る
。
家
康
に

敵
意
が
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
仙
台

城
に
は
天
守
閣
が
造
ら
れ
な
か
っ
た

が
、
そ
の
代
わ
り
千
畳
敷
と
も
呼
ば

良
の
城
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
」
と

賞
賛
し
た
と
い
う
。

仙
台
城
跡
の
他
に
も
、
御
霊
を
祀

る
霊
屋
（
お
た
ま
や
）
と
し
て
造
営

さ
れ
た
瑞
鳳
殿
、
政
宗
が
造
営
し
た

壮
麗
な
国
宝 

大
崎
八
幡
宮
な
ど
、

仙
台
に
は
伊
達
政
宗
ゆ
か
り
の
ス

ポ
ッ
ト
が
多
い
。
市
内
の
観
光
ス

ポ
ッ
ト
を
循
環
す
る
シ
テ
ィ
ル
ー
プ

バ
ス
「
る
ー
ぷ
る
仙
台
」
を
利
用
す

れ
ば
主
な
見
ど
こ
ろ
を
網
羅
で
き
る

だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
仙
台
の
夏
と
い
え
ば
、

東
北
三
大
祭
り
の
一
つ
、「
仙
台
七

夕
ま
つ
り
」
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
。
地
元
で
は
「
た
な
ば
た
さ

ん
」
と
も
呼
ば
れ
、
江
戸
時
代
か
ら

技
芸
上
達
を
願
う
星
祭
り
の
日
と
し

て
奨
励
さ
れ
て
き
た
。
明
治
に
入
っ

て
か
ら
一
度
は
廃
れ
た
も
の
の
、
昭

和
に
な
る
と
町
ご
と
に
華
や
か
な
仕

掛
け
飾
り
を
競
う
盛
大
な
祭
り
と
し

て
復
活
。
今
で
は
商
店
街
の
各
店
舗

が
数
カ
月
前
か
ら
手
作
り
で
準
備
を

し
、
豪
華
さ
を
競
い
合
う
こ
と
で
有

名
だ
。
美
し
い
く
す
玉
、
吹
き
流
し

な
ど
の
き
ら
び
や
か
な
七
つ
飾
り
で

タ
リ
ア
の
彫
刻
家
グ
レ
コ
の
「
夏
の

思
い
出
」
な
ど
の
ブ
ロ
ン
ズ
像
が
置

か
れ
た
ケ
ヤ
キ
並
木
の
遊
歩
道
は
、

市
民
や
観
光
客
の
憩
い
の
場
で
、
ス

ト
リ
ー
ト
ジ
ャ
ズ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

や
光
の
ペ
ー
ジ
ェ
ン
ト
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
や
祭
り
の
会
場
と

し
て
も
親
し
ま
れ
て
い
る
。

藩
祖
伊
達
政
宗
が
奨
励
し
た
の
は

武
家
屋
敷
の
植
林
だ
け
で
は
な
い
。

水
路
を
引
き
、
港
を
造
り
、
城
下
町

「

」

初
代
仙
台
藩
主
・
伊
達
政
宗
が
開
い
た
城
下
町
、仙
台
。

緑
豊
か
な『
杜
の
都
』は
、自
然
に
で
き
た
も
の
で
は
な
く
、

歴
史
に
裏
打
ち
さ
れ
た
先
人
た
ち
の
知
恵
が
あ
っ
た

れ
る
華
麗
な
大
広
間
や
、

東
側
の
崖
に
せ
り
出
す

懸
造
り（
か
け
つ
く
り
）

な
ど
５
つ
の
櫓
が
設
け

ら
れ
た
。
築
城
後
ま
も

な
く
仙
台
城
を
訪
れ
た

ス
ペ
イ
ン
の
使
節
ビ
ス

カ
イ
ノ
は
「
こ
の
城
は

当
国
に
あ
る
最
強
で
最

き
た
数
多
く
の
屋
敷
林
が
、
寺
社
の

緑
や
城
下
町
を
囲
む
原
生
林
と
連

な
っ
て
、
杜
の
都
と
い
う
に
ふ
さ
わ

し
い
景
観
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

残
念
な
が
ら
仙
台
空
襲
で
往
時
の

緑
の
ほ
と
ん
ど
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ

た
が
、
市
民
の
「
杜
の
都
」
を
復
活

さ
せ
た
い
と
い
う
強
い
思
い
に
よ
っ

て
次
々
に
木
々
が
植
え
ら
れ
、
新
し

い
杜
の
都
の
景
観
が
生
ま
れ
る
。
今

の
仙
台
の
緑
を
象
徴
す
る
「
定
禅
寺

通
」
も
戦
後
整
備
さ
れ
た
も
の
。
イ

彩
ら
れ
た
笹
飾
り
を
見
比
べ

る
の
も
楽
し
い
。

江
戸
の
昔
か
ら
形
を
変
え

な
が
ら
杜
の
都
と
し
て
の
美

し
さ
を
保
ち
続
け
る
仙
台
。

爽
や
か
な
季
節
に
訪
れ
る
の

に
ふ
さ
わ
し
い
街
だ
。

れ
る
米
が
実
質
百
万
石

（
石
高
は
六
十
二
万
石
）

に
増
え
、
整
備
さ
れ
た

港
か
ら
江
戸
へ
大
量
に

出
荷
さ
れ
る
米
は
、
藩

の
財
政
を
支
え
る
大
き

な
力
と
な
っ
た
。こ
の

頃
、江
戸
で
消
費
さ
れ

て
い
た
米
の
う
ち
実
に

３
分
の
１
は
仙
台
藩
の

も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

今
で
も
宮
城
は
米
ど
こ

ろ
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、

そ
の
基
礎
を
作
っ
た
の
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管理費や
維持管理から
解放されたい―

終
活
関
連
企
業
「
鎌
倉
新
書
」
が

運
営
す
る
お
墓
の
総
合
情
報
サ
イ
ト

「
い
い
お
墓
」
が
２
０
２
０
年
２
月

に
実
施
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
調
査

に
よ
る
と
、
購
入
し
た
お
墓
の
種
類

で
は
「
樹
木
葬
」
の
割
合
が
41
・
５
％

に
伸
び
、
調
査
開
始
以
来
ト
ッ
プ
で

あ
っ
た「
一
般
墓
」を
初
め
て
上
回
っ

た
。
２
年
前
の
調
査
と
比
較
す
る
と

樹
木
葬
は
１
・
６
倍
に
増
え
、
一
方

で
一
般
墓
の
割
合
は
ほ
ぼ
半
分
に
ま

遺
骨
の
埋
葬
に
あ
た
り
、
特
定
の
墓
石
を
持
た
な
い
「
樹
木
葬
」
を
選
ぶ
人
の
割
合
が
、
一
般
墓

遺
骨
の
埋
葬
に
あ
た
り
、
特
定
の
墓
石
を
持
た
な
い
「
樹
木
葬
」
を
選
ぶ
人
の
割
合
が
、
一
般
墓

の
購
入
を
選
ぶ
人
よ
り
多
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
多
様
化
に
よ
り
、
従
来
の

の
購
入
を
選
ぶ
人
よ
り
多
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
多
様
化
に
よ
り
、
従
来
の

「
お
墓
」
の
形
に
こ
だ
わ
ら
な
い
世
代
が
増
え
て
い
る
。
か
つ
て
、
成
功
者
に
と
っ
て
は
生
前
に
立

「
お
墓
」
の
形
に
こ
だ
わ
ら
な
い
世
代
が
増
え
て
い
る
。
か
つ
て
、
成
功
者
に
と
っ
て
は
生
前
に
立

派
な
墓
を
建
て
る
こ
と
が
一
種
の
ス
テ
ー
タ
ス
で
あ
り
、
ま
た
節
税
策
と
し
て
子
や
孫
の
た
め
に
も

派
な
墓
を
建
て
る
こ
と
が
一
種
の
ス
テ
ー
タ
ス
で
あ
り
、
ま
た
節
税
策
と
し
て
子
や
孫
の
た
め
に
も

な
る
と
さ
れ
て
き
た
が
、
今
後
は
相
続
財
産
の
形
と
し
て
一
考
の
余
地
が
あ
り
そ
う
だ
。

な
る
と
さ
れ
て
き
た
が
、
今
後
は
相
続
財
産
の
形
と
し
て
一
考
の
余
地
が
あ
り
そ
う
だ
。

が
、
お
墓
自
体
を
相
続
人
が
「
お
荷

物
」
と
感
じ
る
よ
う
な
ら
、
い
か
に

相
続
税
が
減
額
で
き
て
も
あ
り
が
た

い
と
は
思
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
。

生
前
に
立
派
な
お
墓
を
残
す
こ
と

で
相
続
財
産
を
圧
縮
で
き
た
と
し
て

も
、
相
続
人
が
お
墓
に
大
き
な
存
在

意
義
を
感
じ
て
い
な
け
れ
ば
、
一
生

に
わ
た
っ
て
維
持
費
が
か
か
る
だ
け

の
も
の
と
な
る
。
そ
れ
な
ら
多
少
の

税
金
を
払
っ
て
で
も
現
金
で
残
し
て

く
れ
た
ほ
う
が
あ
り
が
た
い
と
い
う

こ
と
だ
。

　
「
子
ど
も
た
ち
の
た
め
」
と
い
う

理
由
で
の
立
派
な
お
墓
の
建
立
は
、

や
や
も
す
る
と
墓
守
の
押
し
付
け
合

い
か
ら
、
か
え
っ
て〝
争
族
〟の
種
に

も
な
り
か
ね
な
い
。
生
前
に
よ
く
よ

く
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

最
近
は
、
樹
木
葬
の
ほ
か
、
海
洋

散
骨
や
宇
宙
葬
ま
で
様
々
な
種
類
の

で
落
ち
込
ん
で
い

る
。樹

木
葬
と
は
、
霊

園
な
ど
に
あ
る
樹
木

を
墓
標
と
し
て
、
そ

の
周
辺
に
遺
骨
を
埋

葬
す
る
方
法
で
、
一

般
墓
の
よ
う
に
家
ご

と
の
墓
石
を
持
た
な

い
。
多
く
の
霊
園
で

は
永
代
供
養
料
と
し

て
埋
葬
時
に
一
定
の

金
額
を
納
め
れ
ば
、

そ
の
後
は
管
理
費
な

仏
壇
、
仏
具
、
神
棚
、
さ
ら
に
先
祖

代
々
の
家
系
図
な
ど
も
祭
祀
財
産
に

含
ま
れ
、幅
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
祭
祀
財
産
で
あ
っ
て
も
支

払
い
が
当
人
の
死
後
に
な
っ
て
は
非

課
税
財
産
と
は
な
ら
な
い
た
め
、

ロ
ー
ン
な
ど
で
購
入
し
た
場
合
は
注

意
が
必
要
だ
。税金対策よりも

〝自分らしさ〟優先

相
続
税
対
策
の
有
効
な
手
法
と
し

て
活
用
さ
れ
て
き
た
お
墓
の
建
立
だ

の
は
永
代
供
養
を
選
択
し
た
理
由
で
、

１
位
は
「
子
ど
も
に
迷
惑
を
か
け
た

く
な
い
か
ら
」（
50
・
７
％
）
で
、
２

位
の
「
承
継
者
が
い
な
い
か
ら
」

（
40
・
５
％
）、
３
位
の
「
比
較
的
リ
ー

ズ
ナ
ブ
ル
だ
か
ら
」（
33
・
８
％
）
を

上
回
っ
た
。
子
ど
も
の
有
無
や
費
用

面
以
上
に
、
自
身
の
気
持
ち
が
理
由

と
な
っ
て
い
る
。「
子
ど
も
に
迷
惑

を
か
け
た
く
な
い
」
と
は
、
言
い
換

え
れ
ば
、
そ
の
人
自
身
が
墓
を
引
き

継
ぐ
こ
と
を
「
迷
惑
」
と
受
け
取
っ

て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
れ
ま
で
墓
は
、
そ
れ
な
り
の
家

柄
を
象
徴
す
る
面
も
あ
り
、「
立
派

な
墓
を
残
す
」
と
い
う
こ
と
は
、
あ

る
意
味
で
成
功
者
の
ス
テ
ー
タ
ス
で

も
あ
っ
た
。

だ
が
、
立
派
な
墓
の
継
承
を
重
荷

に
感
じ
る
世
代
が
増
え
て
き
た
こ
と

で
、
今
後
は
財
産
と
し
て
の
墓
の
存

一般墓
46.7％

一般墓
27.4％

樹木葬
41.5％

樹木葬
24.9％

納骨堂
19.6％

その他 6.1％

その他
2017年

2019年

8.8％

納骨堂
24.9％

「いいお墓」調べ

ど
を
支
払
う
こ
と
は
な
い
シ
ス
テ
ム

が
と
ら
れ
て
い
る
。
代
々
に
わ
た
っ

て
承
継
す
る
必
要
が
な
い
た
め
相
続

に
あ
た
っ
て
誰
が
〝
墓
守
〟
と
な
る

か
で
相
続
人
が
も
め
る
心
配
も
な
く
、

ま
た
管
理
費
な
ど
が
発
生
し
な
い
こ

と
も
メ
リ
ッ
ト
と
さ
れ
る
。

特
定
の
墓
石
を
持
た
ず
ラ
ン
ニ
ン

グ
コ
ス
ト
が
か
か
ら
な
い
と
い
う
面

で
は
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
ス
ペ
ー
ス

に
ま
と
め
て
安
置
す
る「
集
合
墓
」や
、

骨
壺
の
ま
ま
専
用
の
置
き
場
に
収
納

す
る
「
納
骨
堂
」
へ
の
埋
葬
も
永
代

供
養
の
ジ
ャ
ン
ル
に
分
類
で
き
、
や

は
り
一
定
の
層
の
支
持
を
得
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
一
般
に
集
合
墓
は

永
年
安
置
だ
が
、
納
骨
堂
の
場
合
は

「
３
回
忌
」「
13
回
忌
」「
33
回
忌
」

な
ど
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

も
多
く
、
費
用
も
プ
ラ
ン
に
応
じ
て

支
払
う
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
こ
れ
ら
永
代
供
養
に
対
し

て
、
一
般
墓
は
寺
院
な
ど
に
墓
地
の

「
永
代
使
用
料
」
と
し
て
費
用
を
支

払
い
、
そ
の
上
に
自
腹
で
墓
石
を
建

立
す
る
も
の
を
指
す
。
土
地
賃
料
、

墓
石
代
、
管
理
料
に
加
え
、
大
抵
は

檀
家
と
し
て
の
諸
費
用
が
か
か
り
、

総
額
は
立
地
に
も
よ
る
が
永
代
供
養

に
比
べ
て
２
～
３
倍
は
必
要
に
な
る
。

先
祖
代
々
の
墓
と
し
て
一
族
の
絆
を

深
め
る
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
が
、
管
理

し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
は
面
倒
な
点

も
多
く
、
近
年
で
は
避
け
ら
れ
る
傾

向
に
あ
る
。「立派なお墓」は

かえって迷惑に？

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
で
注
目
さ
れ
る

在
価
値
に
も
変
化
が

出
て
き
そ
う
だ
。

ま
た
、
生
前
に
立

派
な
お
墓
を
建
立
す

る
こ
と
は
、
富
裕
層

の
間
で
は
効
果
的
な

節
税
策
と
し
て
重
宝

さ
れ
て
き
た
。
死
ん

だ
人
が
生
前
に
建
て

て
い
た
お
墓
は
相
続

の
う
え
で
「
祭
祀
財

産
」
と
し
て
非
課
税

財
産
と
な
り
、
課
税

対
象
と
な
る
資
産
の

額
を
減
ら
す
こ
と
が

で
き
る
た
め
だ
。
お

墓
の
ほ
か
に
位
牌
や

埋
葬
方
法
が
あ
り
多
様

性
に
富
ん
で
い
る
。

ペ
ッ
ト
と
同
じ
墓
に
入

り
た
い
と
い
う
人
は

63
％
に
上
り
、
実
際
に

同
じ
お
墓
に
眠
る
人
も

36
％
存
在
す
る
と
い

う
。死

や
墓
に
つ
い
て
多

く
の
人
が
「
自
分
ら
し

さ
」
を
求
め
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
相
続
財

産
と
し
て
の
お
墓
の
あ

り
方
に
つ
い
て
も
家
族

で
見
つ
め
直
す
時
期
に

来
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
。

人
気
集
め
る「
樹
木
葬
」

節
税
の
つ
も
り
が〝
争
族
〟に
な
る
こ
と
も

変
わ
る
お
墓
の
意
識

特集３
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珠玉の名言集

事業家に一番大切なものは、
愚直なまでの誠意である。

先人に学ぶ経営者の心意気

賢者の言魂 古今東西、格言や故事は数々あれど、企業経営に日夜汗を流すオーナー社
長にとって、経営の最前線で華々しく活躍した先人の声は、まさに金言と
言える輝きを持つ。本紙姉妹紙の月刊『社長のミカタ』で大好評を博して
いるコーナー「賢者の言魂」から選りすぐりの名言を集めてみた。

も
り
・
た
い
き
ち
ろ
う

明
治
37（
１
９
０
４
）年
生

ま
れ
。
東
京
市
芝
区
南
佐
久

間
町（
現
・
港
区
西
新
橋
）出

身
。
生
家
は
米
屋
の
か
た
わ

ら
貸
家
業
も
営
ん
で
い
た
。

大
倉
高
等
商
業
学
校（
現
・
東

京
経
済
大
学
）を
経
て
東
京

商
科
大
学（
現・一
橋
大
学
）に

学
ぶ
。
大
正
12（
１
９
２
３
）

年
の
関
東
大
震
災
に
よ
っ
て

実
家
の
所
有
物
件
が
ほ
と
ん

ど
倒
壊
し
て
し
ま
っ
た
こ
と

で
、
災
害
に
強
い
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
へ
の
建
て
替
え
の

必
要
性
を
痛
感
す
る
。昭
和

３（
１
９
２
８
）年
に
大
学
を

卒
業
す
る
と
関
東
学
院
高
等

部
や
大
倉
高
等
商
業
学
校
の

講
師
と
な
り
、
昭
和
７（

１
９
３
２
）年
に
は
京
都
高

等
蚕
糸
学
校
の
教
授
に
就
任

し
た
。
戦
後
は
レ
ー
ヨ
ン
投

資
で
得
た
巨
額
の
利
益
を
も

と
に
、東
京
・
虎
ノ
門
周
辺
の

土
地
を
買
い
進
め
た
。
昭
和

21（
１
９
４
６
）年
に
横
浜
市

立
経
済
専
門
学
校
の
教
授
と

な
り
、
昭
和
24（
１
９
４
９
）

年
に
は
学
校
改
組
に
よ
り
横

浜
市
立
大
学
の
教
授
に
就
任
。

昭
和
29（
１
９
５
４
）年
に
は

商
学
部
の
学
部
長
と
な
っ
た
。

大
学
で
教
鞭
を
と
る
か
た
わ

ら
昭
和
30（
１
９
５
５
）年
に

森
不
動
産
を
設
立
。
翌
年
に

は
第
１
森
ビ
ル
を
竣
工
さ
せ

た
。
昭
和
34（
１
９
５
９
）年

に
大
学
を
辞
す
る
と
森
ビ
ル

を
設
立
し
て
事
業
に
専
念
。

再
開
発
事
業
で
は
地
権
者
全

員
の
合
意
を
得
る
交
渉
を
重

視
し
た
こ
と
か
ら「
赤
坂

ア
ー
ク
ヒ
ル
ズ
」は
完
成
ま

で
に
20
年
の
歳
月
を
要
し
た
。

平
成
５（
１
９
９
３
）年
、
88

歳
で
死
去
。

森 泰吉郎 森ビル

村田 昭 村田製作所

む
ら
た
・
あ
き
ら

大
正
10（
１
９
２
１
）年
生

ま
れ
。京
都
市
東
山
区
出
身
。

昭
和
11（
１
９
３
６
）年
、
京

都
市
立
第
一
商
業
学
校

（
現
・
京
都
市
立
西
京
高
等

学
校
）を
肺
結
核
の
た
め
中

退
し
、
家
業
の
陶
器
店
に
専

念
。
特
殊
陶
器
、
精
密
特
殊

磁
器
に
着
目
し
、
こ
れ
を
製

品
化
す
る
こ
と
に
よ
り
業
績

を
飛
躍
的
に
伸
ば
し
た
。
昭

和
19（
１
９
４
４
）年
に
は

「
競
合
し
な
い
独
自
製
品
」を

求
め
て
村
田
製
作
所
を
創
業

す
る
。
昭
和
25（
１
９
５
０
）

年
、
京
都
大
学
と
の
産
学
連

携
に
よ
り
酸
化
チ
タ
ン
コ
ン

デ
ン
サ
の
開
発
に
成
功
。
セ

ラ
ミ
ッ
ク
半
導
体
や
通
信
機

用
フ
ィ
ル
タ
の
開
発
に
も
乗

り
出
し
、
テ
レ
ビ
・
通
信
機

向
け
の
電
子
部
品
事
業
を
拡

大
し
た
。昭
和
27（
１
９
５
２
）

年
、
防
衛
庁
が
実
施
し
た
米

軍
規
格
試
験
で
唯
一
の
認
定

部
品
メ
ー
カ
ー
と
な
り
、
自

衛
隊
受
注
を
ほ
ぼ
独
占
し
市

場
地
位
を
確
立
。
１
９
６
０

年
代
に
は
米
国
・
Ｇ
Ｍ
社
か

ら
の
受
注
が
増
え
る
な
ど
海

外
進
出
を
本
格
化
。
昭
和
48

（
１
９
７
３
）年
に
は
日
本
の

電
子
部
品
メ
ー
カ
ー
と
し
て

初
め
て
米
国
内
に
工
場
を
開

設
し
た
。平
成
３（
１
９
９
１
）

年
、
70
歳
と
な
っ
た
こ
と
を

機
に
会
長
へ
退
き
、
同
７

（
１
９
９
５
）年
に
は
取
締
役

も
退
任
し
て
名
誉
会
長
に
就

任
し
た
。
日
本
電
子
材
料
工

業
会
会
長
な
ど
の
要
職
も
歴

任
。
平
成
10（
１
９
９
８
）年

に
は
米
国
の
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ソ

サ
エ
テ
ィ
ー
か
ら
名
誉
会
員

称
号
を
授
与
さ
れ
た
。
平
成

18（
２
０
０
６
）年
、
84
歳
で

死
去
。

企業には
反対意見を直言できる風土が
必要だと思います。

か
く
・
り
ゅ
う
ざ
ぶ
ろ
う

大
正
15（
１
９
２
６
）年
生

ま
れ
。愛
知
県
岡
崎
市
出
身
。

大
分
県
中
津
市
で
育
ち
、
20

歳
で
終
戦
を
迎
え
た
。
戦
後

は
代
用
教
員
や
行
商
を
し
な

が
ら
熊
本
の
旧
制
第
五
高
等

学
校
に
学
ぶ
。苦
学
の
末
、千

葉
工
業
大
学
工
学
部
に
入
学

す
る
も
中
退
。
し
か
し
そ
の

後
、
九
州
大
学
経
済
学
部
へ

入
学
し
昭
和
29（
１
９
５
４
）年

に
卒
業
す
る
。
九
大
卒
業
後

は
キ
ヤ
ノ
ン
カ
メ
ラ（
現
・
キ

ヤ
ノ
ン
）に
入
社
。
昭
和
47（

１
９
７
２
）年
、
取
締
役
に
就

任
。
同
49（
１
９
７
４
）年
に

は
常
務
、
同
52（
１
９
７
７
）

年
に
は
社
長
に
就
任
し
た
。

グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
構
想
を
打

ち
出
し
、
技
術
力
の
強
化
や

海
外
進
出
に
よ
る
国
際
化
を

推
進
。
カ
メ
ラ
中
心
の
光
学

メ
ー
カ
ー
だ
っ
た
キ
ヤ
ノ
ン

を
改
革
し
、
複
写
機
や
プ
リ

ン
タ
ー
な
ど
も
取
り
扱
う
事

務
機
・
情
報
機
器
メ
ー
カ
ー

へ
と
発
展
さ
せ
た
。
こ
の
た

め「
キ
ヤ
ノ
ン
中
興
の
祖
」と

呼
ば
れ
る
。
上
司
に
向
か
っ

て
ズ
ケ
ズ
ケ
と
モ
ノ
を
言
う

性
分
で
、
社
長
だ
っ
た
御
手

洗
毅
に
も「
電
卓
事
業
に
乗

り
出
す
べ
き
だ
」と
進
言
。御

手
洗
は
ソ
ニ
ー
の
井
深
大
に

相
談
し
た
が「
苦
労
し
ま
す

よ
」と
忠
告
さ
れ
た
の
で
、電

卓
事
業
に
は
反
対
し
た
。
こ

れ
に
賀
来
は
怒
り「
な
ぜ
自

分
の
部
下
が
言
う
こ
と
を
聞

か
ず
、
他
社
の
助
言
に
従
う

の
で
す
か
」と
食
っ
て
掛

か
っ
た
と
い
う
。
平
成
13（

２
０
０
１
）年
、
75
歳
で
死

去
。

賀来 龍三郎キヤノン

人間の生活は、まず先人に育てられ、
ついで
後人を育てることの無限の連続である。
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