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日
本
は
数
百
年
間
と
い
う
単
位
で
存
続

し
て
い
る
企
業
が
世
界
最
多
で
あ
る
こ

と
を
以
前
紹
介
し
た
（『
モ
ラ
ル
Ｂ
Ｉ
Ｚ
プ

レ
ミ
ア
』
令
和
三
年
一
二
月
号
）。
韓
国
銀
行

の
調
査
（
二
〇
〇
八
）
に
よ
る
と
、
創
業

二
〇
〇
年
以
上
の
企
業
は
世
界
四
一
カ
国

に
五
五
八
六
社
存
在
す
る
が
、
三
一
四
六

社
（
五
六
％
）
は
日
本
の
企
業
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
二
位
の
ド
イ
ツ
が
八
三
七
社

（
一
五
％
）
で
あ
る
か
ら
大
差
で
あ
る
。
当

然
、
そ
の
よ
う
な
企
業
が
提
供
し
て
い
る

商
品
も
長
期
に
市
場
に
存
在
す
る
こ
と
に

な
る
。

　
一
方
、
社
会
に
は
Ｆ
Ｍ
Ｃ
Ｇ
（
フ
ァ
ス

ト
・
ム
ー
ビ
ン
グ
・
コ
ン
シ
ュ
ー
マ
ー
・
グ
ッ

ズ
：
日
用
消
費
商
品
）
と
総
称
さ
れ
る
対
極

の
商
品
も
存
在
す
る
。
日
常
生
活
で
消
費

す
る
食
品
や
飲
料
以
外
に
、
衣
料
、
文

　
こ
こ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
よ
う
に
、
世

界
規
模
の
巨
大
資
本
が
次
々
と
新
規
の
商

品
を
開
発
し
、
市
場
の
占
有
比
率
を
拡
大

し
て
い
く
経
済
構
造
が
進
展
す
る
社
会
に

お
い
て
、
日
本
が
素
晴
ら
し
い
の
は
、
世

界
最
多
の
巨
大
で
は
な
い
長
寿
企
業
が
存

在
し
、
そ
れ
ら
の
企
業
が
長
寿
製
品
を
社

会
に
提
供
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

を
証
明
す
る
た
め
に
、
創
業
以
来
一
〇
〇

年
以
上
の
歴
史
の
あ
る
企
業
が
一
〇
〇
年

以
上
の
歴
史
の
あ
る
商
品
を
現
在
で
も
提

供
し
て
い
る
事
例
を
紹
介
し
た
い
。

日
本
に
存
在
す
る

長
寿
商
品
の
数
々

　
長
野
の
小お

布ぶ

施せ

町
に
「
小
布
施
堂
」
と

い
う
和
菓
子
店
が
あ
る
。
江
戸
時
代
か
ら

の
旧
家
で
、
明
治
中
期
か
ら
新
鮮
な
生
栗

を
素
材
と
し
た
「
栗
鹿
ノ
子
」
と
い
う
菓

子
を
開
発
し
、
名
物
と
し
て
販
売
し
て
き

た
。
同
様
に
三
重
の
伊
勢
神
宮
の
門
前
の

具
、
化
粧
用
品
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に

は
共
通
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
商

品
を
人
々
が
購
入
す
る
場
所
は
地
域
に
根

付
い
た
商
店
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

ら
を
生
産
し
供
給
し
て
い
る
の
は
世
界
の

市
場
に
君
臨
す
る
巨
大
企
業
が
中
心
で
あ

り
、
地
球
規
模
で
寡
占
が
進
行
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

　
巨
大
企
業
の
上
位
は
プ
ロ
ク
タ
ー
&

ギ
ャ
ン
ブ
ル
（
P
&
G
）、
ケ
ロ
ッ
グ
、

ジ
ョ
ン
ソ
ン
&
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
コ
カ
・

コ
ー
ラ
、
ク
ラ
フ
ト
・
ハ
イ
ン
ツ
な
ど
ア

メ
リ
カ
の
食
品
や
飲
料
の
生
産
会
社
が
中

心
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
巨
大
企
業
だ
け
で

は
な
い
が
、
新
規
の
商
品
は
次
々
と
開
発

さ
れ
て
市
場
に
投
入
さ
れ
る
。
二
〇
二
二

年
に
新
規
に
日
本
の
市
場
に
投
入
さ
れ
た

菓
子
は
二
六
七
三
種
、
パ
ン
は
一
三
〇
七

種
、
麺
類
は
四
二
四
種
、
清
涼
飲
料
は

三
二
〇
種
、
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
は
二
六
〇

種
と
い
う
調
査
結
果
が
あ
る
。

お
か
げ
横
丁
に
あ
る
江
戸
時
代
中
期
創
業

の
「
赤
福
」
と
い
う
和
菓
子
店
の
名
物

「
赤
福
餅
」
は
伊
勢
神
宮
参
詣
の
土
産
の

定
番
と
な
り
、
一
九
七
五
年
に
は
フ
ジ
テ

レ
ビ
の
土
曜
劇
場
で
『
赤
福
の
れ
ん
』
と

い
う
題
名
の
番
組
が
放
送
さ
れ
て
有
名
に

な
っ
た
。

　
高
知
市
内
に
あ
る
和
菓
子
店
「
西
川
屋

老し
に
せ舗
」
は
江
戸
時
代
初
期
の
慶
長
年
間
に

藩
主
山
内
一
豊
が
入
国
し
て
以
来
、
幕
末

ま
で
藩
御
用
達
で
あ
っ
た
老
舗
で
あ
り
、

そ
の
名
物
が
小
麦
粉
と
砂
糖
と
鶏
卵
を
材

料
と
す
る
「
ケ
ン
ピ
」
で
あ
る
。
北
海
道

旭
川
市
で
は
一
九
一
七
年
に
創
業
し
た

「
高
橋
製
菓
」
が
発
売
し
た
「
ビ
タ
ミ
ン

カ
ス
テ
ー
ラ
」
が
現
在
ま
で
販
売
さ
れ
名

物
に
な
っ
て
い
る
。
当
時
の
学
校
給
食
に

は
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
１
や
Ｂ
２
が
添
加
さ
れ
て

お
り
、
こ
の
菓
子
に
も
添
加
し
て
話
題
に

な
っ
た
。

　
調
味
料
に
も
長
寿
商
品
が
存
在
す
る
。

イ
ギ
リ
ス
発
祥
の
ウ
ス
タ
ー
ソ
ー
ス
を
日

本
で
生
産
し
、「
イ
カ
リ
ソ
ー
ス
」
と
い 

う
名
前
で
一
八
九
六
年
に
発
売
し
た
大
阪

の
「
山
城
屋
」
は
戦
後
に
な
っ
て
社
名 

も
製
品
と
同
名
に
し
、
添
加
物
を
使
用

本
伝
統
の
商
品
で
あ
れ
、
西
欧
諸
国
か
ら

流
入
し
て
く
る
商
品
で
あ
れ
、
文
明
開
化

の
機
運
が
充
満
す
る
日
本
の
社
会
に
適
応

す
る
よ
う
に
発
明
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

も
う
一
点
は
、
当
時
と
し
て
は
中
小
と
い

う
よ
り
零
細
と
表
現
す
る
の
が
適
切
な
規

模
の
企
業
が
実
現
し
た
こ
と
で
あ
り
、
結

果
と
し
て
企
業
の
多
数
の
商
品
の
一
部
で

は
な
く
、
企
業
の
主
力
商
品
と
し
て
販
売

さ
れ
て
き
た
。

　
現
在
の
日
本
は
明
治
維
新
と
は
反
対
の

方
向
で
あ
る
が
、
巨
大
な
転
換
が
進
行
し

て
い
る
。
増
大
一
方
で
あ
っ
た
人
口
は
減

少
に
反
転
、
成
長
一
方
で
あ
っ
た
経
済
も

停
滞
し
て
い
る
。
平
均
寿
命
が
約
四
〇
歳

で
あ
っ
た
若
者
国
家
は
八
〇
歳
超
え
の
老

人
国
家
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
想
起
し

た
い
の
は
社
会
の
変
化
に
対
応
し
て
登
場

し
た
一
〇
〇
年
商
品
は
地
方
の
零
細
企
業

が
開
発
し
た
も
の
が
大
半
と
い
う
事
実
で

あ
る
。
こ
の
構
造
に
注
目
し
、
全
国
各
地

の
中
小
企
業
が
商
品
維
新
を
実
現
さ
れ
る

こ
と
を
期
待
し
た
い
。

し
な
い
ソ
ー
ス
と
し
て
有
名
で
あ
る
。

一
八
九
九
年
創
業
の
「
カ
ゴ
メ
」
も

一
九
〇
八
年
か
ら
ト
マ
ト
を
素
材
と
す
る

ケ
チ
ャ
ッ
プ
と
ウ
ス
タ
ー
ソ
ー
ス
を
発
売

し
、
工
場
見
学
や
料
理
教
室
な
ど
の
広
報

活
動
に
注
力
し
、
西
洋
の
味
覚
の
国
内
定

着
に
尽
力
し
て
き
た
。

　
食
品
以
外
に
も
歴
史
の
あ
る
商
品
は
存

在
す
る
。
蚊
取
り
線
香
の
素
材
の
除
虫
菊

は
明
治
初
期
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
渡
来
し
、

そ
れ
を
日
本
で
栽
培
し
「
金
鳥
の
蚊
取
り

線
香
」
と
し
て
一
八
九
〇
年
に
発
売
し
た

の
が
「
大
日
本
除
虫
菊
」
で
あ
る
。
日
本

の
書
道
人
口
は
減
少
傾
向
で
は
あ
る
も
の

の
、
愛
好
す
る
人
口
は
二
〇
〇
万
人
以
上

で
あ
り
、
利
用
さ
れ
て
い
る
の
が
墨
汁
で

あ
る
。
明
治
時
代
の
初
等
教
育
で
必
修
で

あ
っ
た
習
字
で
、
子
供
が
墨
を
す
る
の
に

同
情
し
た
教
師
が
発
明
し
た
の
が
「
開
明

墨
汁
」
で
あ
る
。

革
新
商
品
を
開
発
す
る

絶
好
の
環
境

　
こ
こ
に
紹
介
し
た
八
種
の
長
寿
商
品
に

は
共
通
の
特
徴
が
あ
る
。
明
治
維
新
と
い

う
激
変
す
る
社
会
の
空
気
に
反
応
し
、
日

月刊三方よし経営  令和７年１月号

「
永
続
」へ
の
転
換
戦
略

「永続」への転換戦略

一
〇
〇
年
商
品
を
め
ざ
す
好
機

つ
き
お     

よ
し
お

東
京
大
学
名
誉
教
授

月
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嘉
男

昭
和
一
七
（
一
九
四
二
）

年
生
ま
れ
。
東
京
大
学

工
学
部
卒
業
。工
学
博

士
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
グ

ラ
フィ
ッ
ク
ス
、
人
工
知

能
、
仮
想
現
実
、メ
デ
ィ

ア
政
策
等
を
研
究
す
る

と
と
も
に
、
全
国
各
地

で
私
塾
を
主
宰
し
、
地

域
の
有
志
と
共
に
環
境

保
護
や
地
域
計
画
に

取
り
組
む
。

世
界
最
多
の
長
寿
商
品
が

存
在
す
る
日
本
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