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特集 100年企業を支える高齢者の底力
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日
本
の
１
０
０
年
企
業
に
見
る
人
材
活
用
術

日
本
の
１
０
０
年
企
業
に
見
る
人
材
活
用
術

（
１
）
世
界
一
の
長
寿
企
業
大
国
・
日
本

人
間
の
寿
命
と
同
じ
く
、
日
本
は
長
寿
企
業
で
も

世
界
一
で
あ
る
。
世
界
最
古
の
企
業
は
、
大
阪
の
建

設
会
社
金
剛
組
。
創
業
は
西
暦
５
７
８
年
、
い
ま
か

ら
１
４
３
０
年
以
上
前
の
飛
鳥
時
代
。
聖
徳
太
子
の

命
を
受
け
て
、
朝
鮮
半
島
の
百
済
か
ら
寺
院
建
築
の

技
術
を
伝
え
る
た
め
に
招
か
れ
た
3
人
の
工
匠
の
１

人
が
創
業
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
世
界
最
古
の
ホ
テ
ル
も
日
本
に
あ
る
。
ギ

ネ
ス
ブ
ッ
ク
に
認
定
さ
れ
た
世
界
最
古
の
ホ
テ
ル
は

山
梨
県
に
あ
る
温
泉
旅
館
「
慶
雲
館
」
で
、
創
業
は

西
暦
７
０
５
年
、
い
ま
か
ら
１
３
０
０
年
以
上
前
で

あ
る
（
注
１
）。
後
藤
俊
夫
氏
（
日
本
経
済
大
学
教
授
）

に
よ
る
と
、
日
本
に
は
こ
の
よ
う
に
創
業
１
０
０
０

年
以
上
も
続
く
企
業
が
19
社
、
５
０
０
年
以
上
が
１

２
４
社
、
２
０
０
年
以
上
が
３
１
１
３
社
も
あ
る
。

筆
者
は
、
創
業
１
０
０
年
以
上
の
企
業
を
「
長
寿

企
業
」
と
呼
ん
で
い
る
。
残
念
な
が
ら
、
長
寿
企
業

に
関
す
る
正
確
な
デ
ー
タ
は
な
い
の
で
、
東
京
商
工

リ
サ
ー
チ
が
２
０
０
９
年
に
発
表
し
た
「
全
国
創
業

１
０
０
年
超
え
企
業
の
実
態
調
査
」
に
基
づ
い
て
推

計
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
の
長
寿
企
業
は
お
お
よ
そ
５

万
社
で
あ
っ
た
。

世
界
を
見
渡
し
て
み
て
も
、
長
寿
企
業
の
歴
史
の

古
さ
、企
業
数
で
日
本
を
上
回
る
国
は
他
に
は
な
い
。

歴
史
の
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、
長
寿
企
業
の
団
体

で
あ
る
「
エ
ノ
キ
ア
ン
協
会
」
が
あ
る
。
入
会
条
件

は
「
創
業
２
０
０
年
以
上
、
同
族
経
営
、
業
績
良
好
」

で
、世
界
中
で
42
社
が
加
盟
し
て
い
る
（
欧
州
37
社
、

日
本
5
社
）。
こ
の
う
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最
古
の

企
業
は
イ
タ
リ
ア
の
ベ
ネ
チ
ア
・
グ
ラ
ス
の
バ
ロ
ビ

エ
･
ト
ー
ゾ
社
で
創
業
１
２
９
５
年
。
そ
れ
で
も
い

ま
か
ら
７
１
７
年
前
で
あ
る
。
４
０
０
０
年
の
歴
史

を
も
つ
と
い
わ
れ
る
中
国
で
も
、
最
も
古
い
企
業
の

一
つ
と
い
わ
れ
る
の
が
、
漢
方
薬
の
北
京
同
仁
堂
で

創
業
１
６
６
９
年
、
い
ま
か
ら
３
４
３
年
前
。
隣
国

の
韓
国
で
は
、
俗
に
「
三
代
続
く
店
は
な
い
」
と
い

わ
れ
、１
０
０
年
以
上
続
く
企
業
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
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長
寿
企
業
を
、
世
界
で
横
断
的
に
調
査
し
た
結
果

は
な
い
の
で
正
確
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
恐
ら

く
日
本
は
、
長
寿
企
業
の
歴
史
の
古
さ
、
企
業
数
で

も
世
界
一
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
２
）
中
小
企
業
が
９
割
以
上

と
こ
ろ
で
、
日
本
の
長
寿
企
業
と
は
、
一
体
ど
の

よ
う
な
企
業
な
の
だ
ろ
う
か
。
前
述
の
東
京
商
工
リ

サ
ー
チ
の
調
査
を
使
っ
て
、
長
寿
企
業
（
１
９
０
８

年
以
前
創
業
）
の
特
徴
を
見
て
み
る
。

図
表
１
は
長
寿
企
業
を
創
業
年
代
別
に
見
た
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
江
戸
時
代
以
前
（
１
６

０
３
年
以
前
）
の
創
業
、
つ
ま
り
最
低
で
も
４
０
０

年
以
上
の
歴
史
を
も
つ
企
業
が
０
・
６
％
、
長
寿
企

業
を
約
５
万
社
と
仮
定
す
る
と
約
３
０
０
社
に
の
ぼ

る
。
こ
の
な
か
に
は
、
先
に
紹
介
し
た
金
剛
組
、
慶

雲
館
も
含
ま
れ
る
。

次
に
江
戸
時
代
（
１
６
０
３
年
〜
１
８
６
７
年
の

２
６
５
年
間
）。こ
の
間
の
創
業
は
全
体
の
16
・
6
％
、

約
８
０
０
０
社
で
あ
る
。
江
戸
時
代
は
、
農
産
物
の

生
産
と
と
も
に
加
工
食
品
の
製
造
や
道
具
類
の
手
工

業
生
産
も
増
え
、
商
品
経
済
が
拡
大
。
問
屋
・
仲
買
・

小
売
と
い
っ
た
商
業
機
能
の
分
化
も
進
み
、
さ
ま
ざ

ま
な
業
種
の
企
業
が
誕
生
し
た
。

続
い
て
、
明
治
時
代
（
１
８
６
８
年
〜
１
９
０
８

年
＝
明
治
41
年
ま
で
）
の
創
業
は
最
も
多
く
82
・

8
％
、
約
４
１
０
０
０
社
で
あ
る
。
明
治
時
代
は
、

維
新
の
後
、
政
府
は
「
円
」
に
よ
る
貨
幣
制
度
を
整

え
、
銀
行
を
設
立
し
、
軍
需
工
場
や
繊
維
工
場
を
設

立
す
る
な
ど
工
業
化
を
進
め
、
鉄
道
、
海
運
、
通
信
、

郵
便
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
も
取
り
組
ん
だ
。
国

民
の
事
業
意
欲
も
高
ま
り
多
く
の
企
業
が
創
業
し
た

が
、
そ
の
な
か
の
企
業
が
今
日
ま
で
存
続
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

次
に
長
寿
企
業
の
業
種
を
見
て
み
よ
う
。
図
表
２

は
業
種
別
の
比
率
で
あ
る
。
最
も
多
い
の
は
製
造
業

で
27
・
2
％
、
次
い
で
卸
売
業
の
24
・
9
％
、
小
売

業
の
22
・
4
％
と
続
く
。
製
造
業
を
さ
ら
に
細
か
く

見
る
と
、
最
も
多
い
の
は
食
品
製
造
で
、
つ
い
で
酒

な
ど
の
飲
料
、
繊
維
、
家
具
・
木
製
品
。
卸
売
業
で

最
も
多
い
の
は
食
料
品
卸
、
つ
い
で
建
築
・
金
物
卸
、

繊
維
・
衣
類
卸
。
ま
た
、
小
売
業
で
は
織
物
・
衣
類

小
売
が
最
も
多
く
、
そ
の
次
は
食
料
品
・
酒
で
あ
る
。

つ
ま
り
長
寿
企
業
の
多
く
は
、
地
域
の
人
々
の
生
活

に
密
着
し
た
「
衣
食
住
」
関
連
の
モ
ノ
を
製
造
し
、

そ
れ
ら
を
売
る
こ
と
で
地
域
の
人
々
の
生
活
を
支
え

て
き
た
の
で
あ
る
。

で
は
規
模
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
図
表
３
は
従
業
員

規
模
別
に
見
た
も
の
で
あ
る
。
従
業
員
１
０
０
０
人

以
上
を
「
大
企
業
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
と
、
大
企

業
は
1
・
4
％
に
す
ぎ
な
い
。
逆
に
従
業
員
２
９
９

人
以
下
を
「
中
小
企
業
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
と
中

小
企
業
は
96
％
に
も
な
る
。
さ
ら
に
そ
の
半
分
、

江戸時代
16.6%

明治時代
82.8%

江戸時代より前
0.6%

製造業
27.2%

卸売業
24.9%

小売業
22.4%

建設業
8.9%

その他
9.1%

宿泊・
飲食業
3.9%

サービス業
3.5%

1.4%
2.5%

5.5%

50.7%

25.8%

14.0%

1000人以上
300-999人
100-299人
30-99人
10-29人
0-9人

中小企業

図表1　創業年代別の長寿企業

図表2　業種別の長寿企業

図表3　従業員規模別の長寿企業

東京商工リサーチ (2009)
『全国創業 100年超え企業の実態調査』

東京商工リサーチ (2009)
『全国創業 100年超え企業の実態調査』

東京商工リサーチ (2009)
『全国創業 100年超え企業の実態調査』
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50
・
7
％
は
従
業
員
9
人
以
下
の
「
小
企
業
」
で
あ

る
。長

寿
企
業
と
聞
く
と
、
全
国
的
に
名
前
の
知
れ
わ

た
っ
た
百
貨
店
、
大
手
食
品
会
社
、
製
薬
会
社
、
銀

行
な
ど
の
大
企
業
を
思
い
浮
か
べ
る
人
が
多
い
か
も

知
れ
な
い
が
、
大
企
業
は
ご
く
一
部
に
す
ぎ
な
い
。

デ
ー
タ
で
見
る
と
、
実
は
96
％
は
中
小
企
業
。
し
か

も
、
そ
の
半
数
は
地
場
で
家
族
中
心
に
営
々
と
事
業

を
行
っ
て
い
る
小
規
模
企
業
な
の
で
あ
る
。

る
も
の
」
と
の
間
の
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
き

た
の
が
長
寿
の
秘
訣
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

図
表
４
は
、長
寿
企
業
に
お
け
る
「
伝
統
」
と
「
革

新
」
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。「
伝
統
」
つ
ま
り
、

「
変
わ
ら
な
い
も
の
」
と
は
、「
顧
客
第
一
主
義
」、「
本

業
重
視
」、「
堅
実
経
営
」、「
製
法
の
維
持
継
承
」、「
従

業
員
重
視
」、「
企
業
理
念
の
維
持
」
な
ど
で
あ
る
。

長
寿
企
業
に
お
い
て
は
、
顧
客
第
一
主
義
の
観
点
に

立
っ
て
本
業
を
中
心
に
事
業
を
行
い
、
品
質
や
製
法

を
維
持
す
る
。
む
や
み
に
他
の
事
業
に
手
を
出
し
た

り
せ
ず
堅
実
経
営
を
行
い
、従
業
員
を
大
切
に
す
る
。

こ
う
し
た
経
営
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
顧
客
や
地
域

に
貢
献
す
る
と
い
っ
た
企
業
理
念
を
全
う
し
て
き
た

の
で
あ
る
。

他
方
、「
革
新
」
つ
ま
り
「
変
わ
る
も
の
」
は
、「
時

代
や
顧
客
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
新
商
品
、
新
サ
ー
ビ
ス

の
開
発
」、「
新
規
顧
客
、
新
市
場
の
開
拓
」、「
販
売

チ
ャ
ネ
ル
を
時
代
に
合
わ
せ
て
変
更
」、「
新
規
事
業

企
業
長
寿
の
秘
訣

2
（
１
）
伝
統
的
な
「
家
」
制
度
の
存
在

な
ぜ
、
日
本
に
は
長
寿
企
業
が
多
い
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
伝
統
的
な
「
家
」
制
度

の
存
在
で
あ
る
。
日
本
の
企
業
の
多
く
は
「
家
業
」

か
ら
始
ま
り
発
展
し
て
き
た
。
酒
造
業
で
あ
れ
、
醸

造
業
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
問
屋
や
小
売
店
で
あ
れ
、

も
と
は
と
い
え
ば
○
○
家
の
「
家
業
」
で
あ
っ
た
。

家
業
で
重
要
な
の
は
「
家
」
の
存
続
。
通
常
、
男

子
が
い
れ
ば
、
そ
の
う
ち
の
長
男
が
嫁
を
も
ら
い
、

家
を
継
ぐ
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
女
子

し
か
い
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
子
ど
も
が
い
な
い
場

合
に
も
、「
養
子
制
度
」
に
よ
っ
て
、「
家
長
」
と
な

る
後
継
者
を
養
子
と
し
て
迎
え
て
「
家
」
を
存
続
さ

せ
、事
業
を
続
け
て
き
た
。
血
縁
関
係
の
な
い
者
が
、

養
子
縁
組
を
し
て
「
家
」
に
入
っ
て
「
家
業
」
を
継

ぐ
と
い
う
の
は
、
世
界
的
に
見
て
も
珍
し
い
制
度
で

あ
る
。
日
本
で
は
、
男
子
が
い
な
い
場
合
に
も
、「
養

子
制
度
」
の
も
と
で
優
秀
な
養
子
が
家
業
を
継
続
、

発
展
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
家
業
を
継
い
だ
養
子
の
経
営
者

が
、
企
業
を
発
展
さ
せ
た
事
例
は
数
多
く
あ
る
。
著

名
な
企
業
で
は
、
大
手
ゼ
ネ
コ
ン
の
鹿
島
（
１
８
４

０
年
創
業
）、
百
貨
店
の
伊
勢
丹
（
１
８
８
６
年
創

業
）、
自
動
車
の
ス
ズ
キ
（
１
９
０
９
年
創
業
）
な

ど
が
あ
る
。
無
名
の
中
小
企
業
に
お
い
て
は
、
数
え

切
れ
な
い
ほ
ど
の
事
例
が
あ
る
。
ち
な
み
に
、
筆
者

が
こ
れ
ま
で
行
っ
た
長
寿
企
業
調
査
で
も
、
何
代
も

続
い
た
企
業
に
あ
っ
て
は
、
少
な
く
と
も
１
回
は
、

ど
こ
か
の
代
で
養
子
が
経
営
者
と
し
て
入
っ
て
い

た
。

（
２
）
伝
統
の
継
承
と
革
新

理
由
の
二
つ
目
は
、「
伝
統
の
継
承
と
革
新
」
に

取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。
横
澤
利
昌
氏
（
亜

細
亜
大
学
教
授
）
ら
に
よ
る
と
、
長
寿
企
業
は
、「
変

化
し
な
い
伝
統
を
継
承
す
る
と
同
時
に
、
時
代
に
合

わ
せ
た
革
新
を
常
に
行
う
」
と
い
う
二
つ
の
側
面
を

持
っ
て
お
り
、こ
の
「
伝
統
の
継
承
」
す
な
わ
ち
「
変

わ
ら
な
い
も
の
」
と
、「
革
新
」
す
な
わ
ち
「
変
わ

横澤利昌編著『老舗企業の研究』（2000年）に
一部、筆者加筆

図表4　長寿企業における
　　　　「伝統」と「革新」

革
新

・
時
代
や
顧
客
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
新
商

品
、
新
サ
ー
ビ
ス
の
開
発

・
新
規
顧
客
、
新
市
場
の
開
拓

･

販
売
チ
ャ
ネ
ル
を
時
代
に
合
わ
せ
変
更

・
新
規
事
業
の
確
立
、
な
ど

伝
統

・
顧
客
第
一
主
義

・
本
業
重
視
の
経
営

・
品
質
本
位

・
製
法
の
維
持
継
承

・
従
業
員
重
視

・
企
業
理
念
の
維
持
、
な
ど
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の
確
立
」
な
ど
で
あ
る
。
顧
客
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
改
善
し
、
時
代
に
合
わ
せ
て
販

売
チ
ャ
ネ
ル
を
変
更
す
る
。
将
来
、
本
業
の
先
行
き

が
厳
し
く
な
る
こ
と
に
備
え
新
規
事
業
開
発
を
行
う

な
ど
革
新
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

（
３
）
創
業
者
一
族
が
長
期
的
視
点
で
経
営

さ
て
、
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
に
長
寿

企
業
が
多
い
の
は
、こ
の
二
つ
の
理
由
が
大
き
い
が
、

実
は
も
う
一
つ
、
長
寿
企
業
を
考
え
る
う
え
で
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
重
要
な
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
長
寿

企
業
の
ほ
と
ん
ど
が
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
で
あ
る
」

と
い
う
点
で
あ
る
。

フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
と
は
、「
創
業
者
一
族
の
影
響

下
に
あ
る
企
業
」
の
こ
と
を
指
す
。「
家
」
制
度
に

よ
っ
て
、
実
子
だ
け
で
は
な
く
優
秀
な
養
子
が
一
族

に
加
わ
っ
て
経
営
者
に
つ
き
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
を

継
承
す
る
。
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
に
お
い
て
は
、
一
般

的
に
、
１
人
の
経
営
者
が
長
期
に
わ
た
っ
て
経
営
に

携
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
期
間
は
、
お
お
む
ね
25
〜
30

年
と
い
わ
れ
て
い
る
。
長
期
間
経
営
に
携
わ
る
代
々

の
経
営
者
が
、「
顧
客
第
一
」、「
従
業
員
重
視
」、「
地

域
社
会
へ
の
貢
献
」
な
ど
の
経
営
理
念
を
守
り
、
長

期
的
視
点
に
立
っ
て
、
短
期
的
な
利
益
の
追
求
よ
り

も
長
期
的
な
事
業
の
継
続
を
優
先
し
、
顧
客
の
求
め

る
品
質
の
よ
い
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
適
度

な
利
益
を
あ
げ
、
従
業
員
の
雇
用
、
納
税
な
ど
を
通

じ
て
地
域
社
会
に
貢
献
す
る
。
こ
う
し
た
活
動
を
、

長
年
に
わ
た
っ
て
「
続
け
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

（
１
）
従
業
員
を
大
切
に
し
、
人
材
を
育
成
に

こ
こ
で
、
改
め
て
「
人
材
」
に
対
す
る
長
寿
企
業

の
考
え
方
を
見
て
み
よ
う
。

「
企
業
は
人
な
り
」
と
い
わ
れ
る
が
、
昔
か
ら
日

本
の
企
業
は
従
業
員
を
大
切
に
し
、
人
材
育
成
に
取

り
組
ん
で
き
た
。

江
戸
時
代
の
商
家
で
は
、
10
代
前
半
の
子
ど
も
を

「
丁
稚
」
と
し
て
入
店
さ
せ
、
丁
稚
の
頃
か
ら
育
成

に
取
り
組
ん
だ
。
丁
稚
の
主
な
仕
事
は
雑
用
な
ど
、

先
輩
の
補
助
的
な
作
業
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
夜
に

な
る
と
読
み
書
き
、
算そ

ろ
ば
ん盤
を
教
え
、
社
会
人
と
し
て

の
基
礎
を
教
育
し
た
。
ま
た
、
そ
の
上
の
「
手
代
」

に
な
る
と
Ｏ
Ｊ
Ｔ
教
育
で
業
務
を
教
え
、
一
人
前
の

業
務
担
当
者
に
な
る
よ
う
に
育
て
た
。

こ
う
し
た
従
業
員
教
育
は
、
現
在
で
も
多
く
の
長

寿
企
業
で
時
間
と
金
を
か
け
て
行
わ
れ
て
い
る
。
筆

者
の
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
も
、
各
社
、
従
業
員
を
大

切
に
し
、
従
業
員
が
働
き
や
す
い
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま

な
工
夫
や
施
策
を
行
っ
て
い
た
。
自
己
啓
発
を
奨
励

し
資
格
取
得
費
用
を
全
額
会
社
で
負
担
し
て
い
る
建

設
会
社
。
社
員
だ
け
で
な
く
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
も
海

外
旅
行
に
連
れ
て
行
き
、
パ
ー
ト
退
職
金
制
度
の
あ

る
部
品
メ
ー
カ
ー
。
技
術
系
社
員
に
「
夏
季
１
カ
月

休
暇
制
度
」
を
設
け
て
い
る
酒
造
メ
ー
カ
ー
。「
定

年
な
し
、
一
生
現
役
」
で
ベ
テ
ラ
ン
の
能
力
を
引
き

出
し
て
い
る
機
械
メ
ー
カ
ー
。「
社
員
は
家
族
、
首

は
切
ら
な
い
」、「
儲
か
っ
た
と
き
に
は
社
員
か
ら
」

の
食
品
卸
会
社
な
ど
、
各
社
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
組
み

を
行
っ
て
い
た
。

ま
た
、
多
く
の
長
寿
企
業
で
は
い
ま
で
も
、
新
入

社
員
歓
迎
会
、
社
員
旅
行
、
誕
生
会
、
も
ち
つ
き
大

会
な
ど
従
業
員
同
士
の
一
体
感
を
も
た
せ
る
よ
う
な

取
組
み
や
、
永
年
勤
続
者
表
彰
と
い
っ
た
長
期
勤
務

者
に
感
謝
す
る
よ
う
な
行
事
も
行
わ
れ
て
い
た
。

（
２
）
高
齢
者
も
積
極
的
に
活
用　

長
寿
企
業
は
、
高
齢
者
の
活
用
に
も
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
い
る
。

長
寿
企
業
の
存
続
要
因
に
、「
伝
統
の
継
承
と
革

新
」に
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

維
持
す
べ
き
「
伝
統
」
に
は
、「
品
質
本
位
」、「
製

法
の
維
持
」
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
は
高
齢
者

の
ベ
テ
ラ
ン
と
し
て
の
技
能
が
役
立
っ
て
い
る
。
例

え
ば
、
和
菓
子
の
製
造
で
は
、
原
材
料
や
調
味
料
の

配
分
、
熱
の
加
え
方
、
こ
ね
方
、
指
使
い
な
ど
で
は
、

長
年
の
経
験
が
も
の
を
い
う
。
ま
た
、
金
属
加
工
で

も
ベ
テ
ラ
ン
の
技
能
が
活
か
さ
れ
て
い
る
。
金
属
の

切
削
加
工
で
は
機
械
で
行
う
と
千
分
の
何
ミ
リ
か
の

精
度
し
か
で
な
い
が
、
そ
れ
以
上
の
精
密
な
加
工
を

長
寿
企
業
に
お
け
る
人
材
活
用
術

3
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行
う
に
は
手
作
業
し
か
な
い
。
そ
の
技
能
を
も
っ
て

い
る
の
が
ベ
テ
ラ
ン
の
技
能
者
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
技
能
は
ど
の
よ
う
に
し
て
継
承
す
る
の

か
。
ベ
テ
ラ
ン
と
若
手
が
一
緒
に
仕
事
を
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
ベ
テ
ラ
ン
が
若
手
に
教
え
、
あ
る
い
は

若
手
が
ベ
テ
ラ
ン
か
ら
見
よ
う
見
真
似
で
習
得
し
て

い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
長
寿
企
業
に
お
い
て

は
、高
齢
者
の
ベ
テ
ラ
ン
の
技
能
が
「
品
質
」
や
「
製

法
の
維
持
」
に
活
か
さ
れ
、「
伝
統
」
が
維
持
、
継

承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、「
革
新
」
に
お
い
て
も
ベ
テ
ラ
ン
の
力
が

発
揮
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
和
菓
子
で
新
商
品
を
開

発
す
る
場
合
、
ア
イ
デ
ア
は
若
者
か
ら
出
さ
れ
た
も

の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
実
際
に
作
り
上
げ
る

に
は
ベ
テ
ラ
ン
の
知
識
と
経
験
が
活
か
さ
れ
る
。
ま

た
、
機
械
製
造
で
も
同
じ
で
あ
る
。
顧
客
の
要
望
に

応
じ
て
新
製
品
や
試
作
品
を
作
る
時
に
は
ベ
テ
ラ
ン

の
技
能
が
活
き
て
く
る
。

こ
の
よ
う
に
、
長
寿
企
業
の
存
続
要
因
、「
伝
統

の
維
持
と
革
新
」
に
お
い
て
も
、
高
齢
者
が
身
に
つ

け
た
ベ
テ
ラ
ン
の
技
能
が
大
い
に
役
立
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

背
景
に
は
、
円
高
に
伴
う
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
や

少
子
化
に
よ
る
人
口
減
少
が
あ
り
、
実
際
、
東
京
商

工
リ
サ
ー
チ
の
調
査
で
も
、
１
９
９
０
年
以
降
、
業

歴
の
長
い
企
業
の
倒
産
件
数
が
増
え
て
い
る（
注
２
）。

今
後
も
経
営
環
境
は
ま
す
ま
す
厳
し
さ
を
増
す
も
の

と
思
わ
れ
る
が
、
長
寿
企
業
と
い
え
ど
も
企
業
の
存

続
の
た
め
に
ク
リ
ア
す
べ
き
難
問
が
山
積
し
て
い
る

時
代
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
２
）
カ
ギ
は
「
人
材
」
の
育
成
と
活
用

で
は
、
長
寿
企
業
が
、
こ
れ
か
ら
さ
ら
な
る
長
寿

を
目
指
す
た
め
に
は
、
何
を
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ

う
か
。

図
表
５
は
、
東
京
商
工
リ
サ
ー
チ
が
２
０
０
２
年

に
長
寿
企
業
に
対
し
て
、「
長
期
に
存
続
し
て
き
た

要
因
と
今
後
、
重
視
し
た
い
こ
と
」
を
尋
ね
た
調
査

結
果
で
あ
る
。
こ
の
調
査
で
は
、
今
後
、
重
視
す
べ

き
こ
と
の
第
1
位
は
「
従
業
員
の
育
成
」
で
、
存
続

要
因
の
第
6
位
か
ら
躍
進
し
て
い
た
。
そ
の
他
の
項

目
で
大
き
く
順
位
を
上
げ
た
も
の
は
、「
新
規
販
売

先
の
開
拓
」、「
コ
ス
ト
削
減
へ
の
積
極
的
な
取
組

み
」、「
顧
客
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
商
品
開
発
」
な
ど

の
「
経
営
革
新
」
の
項
目
と
、「
後
継
者
の
育
成
」

で
あ
っ
た
。

東
京
商
工
会
議
所
中
央
支
部
が
、
老
舗
企
業
が
集

ま
っ
て
い
る
東
京
都
中
央
区
で
、
２
０
０
８
年
に
行

っ
た
調
査
で
も
ほ
ぼ
同
じ
結
果
で
あ
っ
た
。

こ
の
二
つ
の
調
査
か
ら
長
寿
企
業
が
今
後
、
さ
ら

に
長
寿
に
な
る
た
め
に
力
を
入
れ
る
べ
き
こ
と
は
、

次
の
３
点
で
あ
る
。

長
寿
企
業
の
課
題
と
展
望

4
（
１
）
今
後
は
長
寿
企
業
に
も
厳
し
い
時
代
に

と
こ
ろ
で
、
今
後
、
日
本
の
長
寿
企
業
は
ど
う
な

っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
長
寿
企
業
は
今
後
、
ま
す

ま
す
増
え
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
減
っ

て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
筆
者
は
、

幾
分
、
厳
し
い
見
方
を
し
て
い
る
。

な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
後
継
者
の
問
題
で

あ
る
。
日
本
に
長
寿
企
業
が
多
い
理
由
の
一
つ
に
、

創
業
家
一
族
の
実
子
や
養
子
が
代
々
、
後
継
者
と
し

て
経
営
に
携
わ
っ
て
き
た
こ
と
を
挙
げ
た
。し
か
し
、

そ
も
そ
も
一
族
の
な
か
に
後
継
者
と
し
て
事
業
を
引

き
継
い
で
く
れ
る
適
任
者
が
い
な
い
可
能
性
が
あ

る
。
子
ど
も
が
い
て
も
、
他
の
仕
事
に
つ
い
て
後
継

者
に
な
っ
て
く
れ
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
り
う
る
し
、
子

ど
も
が
女
性
の
場
合
、
昔
な
ら
婿
養
子
を
迎
え
る
こ

と
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
若
い
人
の
結
婚
観

が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
昨
今
、
以
前
と
同
じ
よ
う
に
で

き
る
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
実
子
や
養
子
が
会
社
を
継

が
な
い
な
ら
ば
、
一
般
社
員
や
外
部
の
人
材
に
経
営

を
任
せ
る
し
か
な
い
。
そ
の
場
合
、
株
式
譲
渡
や
債

務
保
証
と
い
っ
た
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。も

う
一
つ
は
、厳
し
い
経
営
環
境
の
問
題
で
あ
る
。

前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
長
寿
企
業
の
大
半
は
中
小
企

業
で
あ
る
。
中
小
企
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
特
に

１
９
９
０
年
代
か
ら
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
。
そ
の
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①
従
業
員
の
育
成

②
新
規
顧
客
の
開
拓
、
新
商
品
開
発
な
ど
の
経
営

革
新

③
後
継
経
営
者
の
育
成

①
の
「
従
業
員
の
育
成
」
は
、
い
う
ま
で
も
な
い

が
企
業
は
ヒ
ト
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
製
品
を
作
り

販
売
す
る
、
あ
る
い
は
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
の
は

ヒ
ト
で
あ
る
。
新
市
場
を
開
拓
す
る
の
も
、
新
商
品

や
新
事
業
を
開
発
す
る
の
も
行
う
の
は
ヒ
ト
で
あ

り
、
業
務
の
改
善
、
コ
ス
ト
の
削
減
、
経
営
効
率
化

の
知
恵
を
絞
る
の
も
ヒ
ト
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
行
う

ヒ
ト
、
つ
ま
り
必
要
な
人
材
を
確
保
し
、
確
保
し
た

人
材
を
い
か
に
し
て
育
成
す
る
か
が
、
長
寿
企
業
に

お
い
て
今
後
、
最
も
重
要
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
般
に
中
小
企
業
は
大
企
業
に
比
べ
て
人
材
の
採

用
が
難
し
い
。
大
企
業
ほ
ど
知
名
度
も
な
く
、
給
与

な
ど
の
待
遇
も
決
し
て
よ
い
と
は
い
え
な
い
。
そ
う

し
た
な
か
で
、
中
小
企
業
が
人
材
を
確
保
す
る
た
め

に
は
、「
仕
事
の
や
り
が
い
」、「
仕
事
を
通
し
て
の

成
長
」
な
ど
、
そ
の
仕
事
の
意
義
を
従
業
員
に
わ
か

っ
て
も
ら
う
よ
う
な
努
力
と
、従
業
員
を
大
切
に
し
、

従
業
員
が
こ
の
会
社
で
働
い
て
よ
か
っ
た
と
思
う
よ

う
な
経
営
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

高
齢
者
の
活
用
も
重
要
で
あ
る
。
い
く
ら
長
寿
企

業
で
も
多
く
は
中
小
企
業
で
あ
り
、
若
手
の
採
用
は

そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
で
あ
れ
ば
、
高
齢
者
の
ベ
テ

ラ
ン
の
技
能
を
活
か
さ
な
い
手
は
な
い
。
ベ
テ
ラ
ン

と
若
手
を
組
み
合
わ
せ
て
仕
事
を
し
て
も
ら
い
、
若

手
を
教
育
し
技
能
を
伝
承
す
る
の
で
あ
る
。

次
い
で
②
の
「
経
営
革
新
」。
時
代
や
顧
客
の
ニ

ー
ズ
に
あ
っ
た
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
開
発
す
る
、
新

し
い
顧
客
を
開
拓
す
る
、
あ
る
い
は
厳
し
い
業
種
に

あ
っ
て
は
思
い
切
っ
て
業
種
の
転
換
を
図
る
な
ど
の

経
営
革
新
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
、
企
業
の
存
続
は

難
し
い
。

こ
こ
で
も
高
齢
者
の
出
番
が
あ
る
。
特
に
商
品
開

発
に
あ
た
っ
て
は
、
高
齢
者
の
ベ
テ
ラ
ン
の
経
験
や

技
能
が
役
立
つ
。
ベ
テ
ラ
ン
に
は
、
原
材
料
や
製
法

に
関
す
る
知
識
、
加
工
の
技
術
、
微
妙
な
調
合
や
調

整
が
で
き
る
技
能
が
あ
る
。
彼
ら
の
力
を
活
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
商
品
の
開
発
が
可
能
に
な

る
。
高
齢
者
の
活
用
は
、
こ
れ
ま
で
も
そ
う
で
あ
っ

た
が
、
こ
れ
か
ら
も
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
③
の
「
後
継
経
営
者
の
育
成
」。
企
業
は

経
営
者
次
第
と
い
わ
れ
る
。
特
に
中
小
企
業
に
お
い

て
は
、
必
要
な
従
業
員
の
確
保
・
育
成
、
新
商
品
開

発
や
新
規
顧
客
開
拓
な
ど
の
経
営
革
新
は
、
経
営
者

自
ら
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
取
り
組
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
経
営
を
行
い
う
る
後

継
経
営
者
を
い
か
に
育
成
す
る
か
が
重
要
と
な
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
結
局
、
企
業
が
今
後
、
長
寿

を
目
指
す
た
め
に
は
、
従
業
員
だ
け
で
は
な
く
後
継

経
営
者
を
含
め
た
「
人
材
」
の
育
成
と
活
用
が
一
番

の
カ
ギ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

注
１　
「
慶
雲
館
」
は
２
０
１
１
年
２
月
、
ギ
ネ
ス
ブ
ッ

ク
に
認
定
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
石
川
県
の
温
泉
旅
館

「
法
師
」（
創
業
７
１
８
年
）
が
、
世
界
最
古
の
ホ
テ
ル
と

さ
れ
て
い
た
。

注
２　

東
京
商
工
リ
サ
ー
チ
の
調
査
に
よ
る
と
、
法
人
設

立
30
年
以
上
の
企
業
倒
産
は
１
９
９
０
年
に
４
４
４
社
、

全
倒
産
に
占
め
る
比
率
は
6
・
1
％
で
あ
っ
た
が
、
２
０

０
２
年
に
は
４
９
２
２
社
、
同
25
・
8
％
に
な
り
、
そ
の

後
、
件
数
は
減
っ
た
が
比
率
は
増
加
し
て
い
る
。

図表5　長寿企業の存続要因と今後、重視すること

注）創業 100年以上企業へのアンケート調査。回答数 2624 社。
東京商工リサーチ『世紀を超えた企業たち 100』(2003年）

項　　　目
順　　　位

企業存続の
要因

今後重視
したいこと

本業を中心とした経営と品質の維持 1位 2位

既存の販売経路を主体とする堅実な経営 2位 11位以下

資金の安定調達と堅実な運用 3位 6位

顧客ニーズに合わせた既存商品の改良 4位 5位

同族による経営リーダーシップの貫徹 5位 11位以下

従業員の育成 6位 1位

企業理念 (家訓、社訓、社是 )の継承 7位 8位

時流に対応する事業の拡大や多角化 8位 10位

コスト削減への積極的な取組み 9位 4位

新規販売先の開拓 10位 3位

後継者の育成 11位以下 7位

顧客ニーズに合わせた商品開発 11位以下 9位


