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エヌピー通信社のホームページに有益情報が満載！

潮風を受けながら五感を刺激する瀬戸内の絶景しまなみ海道。広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ全長約60㎞におよぶ自動車専用道路で、自転車歩行者道も整備（一部に）されている。
瀬戸内海国立公園に指定されている地域もあり、自然環境保全や周辺の自然景観との調和にも配慮した橋梁が美しい。（４面に関連記事）
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まずは電子手形への
切り替えが進む

政
府
は
さ
き
ご
ろ
約
束
手
形
に
関

す
る
検
討
会
の
報
告
書
の
骨
子
を
公

開
し
、「
（
将
来
的
に
）
約
束
手
形

の
利
用
を
廃
止
し
て
い
く
」
と
の
方

針
を
明
確
に
し
た
。
手
形
制
度
は
、

受
取
人
と
な
る
下
請
け
の
中
小
事
業

者
な
ど
の
資
金
繰
り
を
悪
化
さ
せ
て

い
る
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
だ
。
梶

山
弘
志
経
産
相
は
会
見
で
「
（
手
形

の
廃
止
に
向
け
た
）
自
主
行
動
計
画

の
策
定
や
改
定
を
求
め
た
い
」
と
述

べ
、
産
業
界
、
金
融
業
界
と
連
携
し

て
手
形
廃
止
に
向
け
た
具
体
策
を
検

約
束
手
形
に
つ
い
て
、
政
府
は
２
０
２
６
年
を
め
ど
に
紙
か
ら
電
子
へ
全

約
束
手
形
に
つ
い
て
、
政
府
は
２
０
２
６
年
を
め
ど
に
紙
か
ら
電
子
へ
全

面
移
行
し
、
将
来
的
に
は
電
子
手
形
を
含
む
約
束
手
形
制
度
そ
の
も
の
を
廃

面
移
行
し
、
将
来
的
に
は
電
子
手
形
を
含
む
約
束
手
形
制
度
そ
の
も
の
を
廃

止
す
る
方
針
を
示
し
た
。
手
形
廃
止
の
目
的
を
〝
中
小
事
業
者
の
資
金
繰
り

止
す
る
方
針
を
示
し
た
。
手
形
廃
止
の
目
的
を
〝
中
小
事
業
者
の
資
金
繰
り

改
善
の
た
め
〟
と
説
明
。
そ
の
一
方
で
、
菅
義
偉
首
相
は
「
手
形
払
い
の
慣

改
善
の
た
め
〟
と
説
明
。
そ
の
一
方
で
、
菅
義
偉
首
相
は
「
手
形
払
い
の
慣

行
の
見
直
し
を
通
じ
て
生
産
性
の
底
上
げ
を
図
る
」
と
発
言
し
て
い
る
。
手

行
の
見
直
し
を
通
じ
て
生
産
性
の
底
上
げ
を
図
る
」
と
発
言
し
て
い
る
。
手

形
の
廃
止
に
よ
る
中
小
事
業
者
へ
の
影
響
を
考
え
て
み
た
。

形
の
廃
止
に
よ
る
中
小
事
業
者
へ
の
影
響
を
考
え
て
み
た
。

リ
ン
グ
に
見
せ
か
け
た
事
実
上
の
高

利
貸
し
も
存
在
し
て
お
り
、
資
金
繰

り
に
苦
し
む
中
小
事
業
者
に
と
っ
て

は
リ
ス
ク
が
大
き
い
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
現
状
を
政
府
は
認
識
し

て
い
る
は
ず
だ
が
、
掲
げ
て
い
る
資

金
繰
り
支
援
策
の
対
象
は
受
取
人
で

は
な
く
振
出
人
に
絞
ら
れ
て
い
る
。

支
払
い
ま
で
の
期
間
の
短
縮
な
ど
、

受
取
人
へ
の
条
件
改
善
に
取
り
組
む

振
出
人
を
対
象
に
し
た
日
本
政
策
金

融
公
庫
に
よ
る
低
利
融
資
制
度
や
、

下
請
振
興
法
に
基
づ
く
債
務
保
証
を

通
じ
て
支
援
を
続
け
る
方
針
だ
と
い

う
。し

か
し
今
後
、
政
府
が
手
形
制
度

を
全
廃
し
て
支
払
い
サ
イ
ト
を
強
制

的
に
短
期
化
す
れ
ば
、
発
注
側
に
よ

る
取
引
先
の
選
別
が
進
む
も
の
と
予

測
さ
れ
る
。
取
引
を
打
ち
切
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
下
請
企
業
が
で
て
く
る

こ
と
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。

手
形
制
度
そ
の
も
の
の
廃
止
に
向

け
た
取
り
組
み
の
趣
旨
が
、
経
産
相

の
言
う
通
り
「
中
小
企
業
の
資
金
繰

り
を
支
え
る
」
こ
と
に
あ
る
の
な
ら

ば
、
そ
の
過
程
で
切
り
捨
て
ら
れ
る

事
業
者
が
発
生
し
な
い
よ
う
求
め
た

い
。

討
し
て
い
く
考
え
を
明
ら
か
に
し

た
。２

０
２
６
年
ま
で
に
紙
の
約
束
手

形
を
廃
止
す
る
よ
う
調
整
す
る
が
、

一
気
に
廃
止
す
る
と
支
払
い
サ
イ
ト

が
短
く
な
る
こ
と
に
よ
り
支
払
う
側

の
負
担
が
増
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で

ま
ず
は
移
行
段
階
と
し
て
電
子
手
形

へ
の
切
り
替
え
を
行
い
、
印
紙
代
や

紙
で
の
保
管
コ
ス
ト
な
ど
を
削
減
す

る
。
24
年
を
め
ど
に
手
形
の
期
限
を

60
日
ま
で
短
縮
す
る
案
の
検
討
も
進

め
る
と
い
う
。

た
だ
、
政
府
が
手
形
制
度
の
廃
止

を
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
背
景
に
は
、

菅
義
偉
首
相
の
「
生
産
性
向
上
の
た

め
に
多
す
ぎ
る
中
小
企
業
を
再
編
す

る
」
と
い
う
思
惑
が
あ
る
。
実
際
に

１
月
の
施
政
方
針
演
説
で
菅
首
相
は

「
手
形
払
い
の
慣
行
の
見
直
し
を
通

じ
て
生
産
性
の
底
上
げ
を
図
る
」
と

述
べ
、手
形
廃
止
の
真
の
目
的
が〝
資

金
繰
り
支
援
〟
で
は
な
く
〝
生
産
性

向
上
〟
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い

た
。
政
府
の
成
長
戦
略
会
議
で
も
日

済
が
重
用
さ
れ
て
い
る
。
建
設
業
や

製
造
業
で
は
手
形
を
用
い
て
決
済
す

る
こ
と
が
一
般
的
だ
。
ま
た
卸
売
業

で
は
、
多
数
の
仕
入
先
へ
の
支
払
い

を
簡
略
化
す
る
た
め
、
個
別
の
払
込

み
で
は
な
く
あ
え
て
手
形
を
活
用
し

て
い
る
と
い
う
事
情
も
あ
る
。

政
府
は
約
束
手
形
の
廃
止
を
促
進

す
る
理
由
と
し
て
、
手
形
が
中
小
企

業
の
資
金
繰
り
を
圧
迫
し
て
い
る
た

め
だ
と
し
て
い
る
。
経
産
省
が
実
施

し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
手
形

は
振
り
出
さ
れ
て
か
ら
実
際
に
現
金

化
で
き
る
ま
で
の
平
均
期
間
が
１
０

０
～
１
５
０
日
で
、
現
金
取
引
の
２

～
３
倍
は
長
く
な
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
手
形
を
期
日
よ
り
前
に
現
金
化

す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
手
数
料
は

受
取
人
が
負
担
し
て
い
る
。
手
形
制

度
に
不
満
を
感
じ
て
い
る
中
小
事
業

者
は
多
く
、
経
産
省
の
ア
ン
ケ
ー
ト

で
は
「
約
束
手
形
を
や
め
た
い
」
と

回
答
し
た
受
取
人
が
９
割
を
超
え

た
。し

か
し
受
取
人
の
回
答
を
詳
し
く

見
て
み
る
と
、
そ
の
理
由
は
「
不
渡

り
の
リ
ス
ク
を
回
避
し
た
い
」「
支

払
い
を
繰
り
延
べ
な
い
で
ほ
し
い
」

な
ど
資
金
繰
り
の
不
安
を
解
消
し
た

い
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
手
形
制
度

そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。む
し
ろ「
約

束
手
形
を
や
め
た
い
」
と
い
う
回
答

あ
る
と
は
い
え
、
手
形
の
不
渡
り
に

よ
る
銀
行
取
引
停
止
処
分
の
よ
う
な

決
定
的
な
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
が
な
く
な

る
。
さ
ら
に
、
取
引
上
立
場
の
強
い

発
注
者
側
の
意
向
で
、
決
済
ま
で
の

サ
イ
ト
が
手
形
の
期
日
よ
り
延
ば
さ

れ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

下請企業が
選別される恐れ

さ
ら
に
、
手
形
を
利
用
し
た
緊
急

的
な
資
金
調
達
も
で
き
な
く
な
る
。

現
金
が
必
要
な
企
業
同
士
が
振
り
出

し
合
っ
た
約
束
手
形
を
、
そ
れ
ぞ
れ

が
金
融
機
関
に
持
ち
込
む
「
金
融
手

形
」（
融
通
手
形
）が
活
用
で
き
な
く

な
る
。金
融
手
形
に
頼
ら
な
く
と
も
、

売
掛
債
権
を
期
日
前
に
譲
渡
す
る
こ

と
で
現
金
化
で
き
る
フ
ァ
ク
タ
リ
ン

グ
と
い
う
手
段
は
残
さ
れ
て
い
る
が
、

一
般
に
手
形
割
引
と
比
較
し
て
手
数

料
が
高
額
に
な
る
う
え
、
フ
ァ
ク
タ

の
字
面
通
り
に
手
形
制
度
を
廃
止
す

れ
ば
、
受
取
人
自
身
も
予
想
し
て
い

な
い
デ
メ
リ
ッ
ト
が
発
生
し
、
資
金

難
に
陥
る
事
業
者
が
増
加
す
る
可
能

性
も
あ
る
。

神
奈
川
県
の
あ
る
建
設
事
業
者
は
、

約
束
手
形
の
廃
止
に
よ
り
中
小
企
業

の
資
金
繰
り
が
改
善
す
る
と
い
う
政

府
の
主
張
に
対
し
て
「
お
金
に
悩
ん

だ
こ
と
の
な
い
お
役
人
た
ち
が
考
え

た
机
上
の
空
論
だ
」
と
憤
る
。
振
出

人
か
ら
手
形
が
発
行
さ
れ
れ
ば
、
受

取
人
は
金
融
機
関
に
持
ち
込
ん
で
満

期
日
前
に
現
金
化
す
る
手
形
割
引
や
、

受
け
取
っ
た
手
形
を
別
の
会
社
に
譲

渡
す
る
こ
と
で
決
済
す
る
廻
し
手
形

な
ど
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
事
実
上

早
期
に
当
座
の
資
金
を
確
保
で
き

る
。ま

た
、
支
払
期
日
を
過
ぎ
て
も
手

本
企
業
の
生
産
性
に
つ
い
て
「
中
小

企
業
数
を
半
分
程
度
ま
で
減
ら
す
こ

と
で
向
上
す
る
」
と
の
提
言
が
出
て

い
る
。

利用者は激減したが
あえて使う慣例も

約
束
手
形
と
は
、
商
品
や
サ
ー
ビ

ス
を
発
注
し
た
事
業
者
が
、
受
取
人

に
対
し
て
決
め
ら
れ
た
期
日
に
代
金

を
支
払
う
こ
と
を
約
束
す
る
証
書
の

こ
と
だ
。
企
業
間
取
引
の
決
済
手
段

と
し
て
多
用
さ
れ
て
き
た
が
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
な
ど
の
登

場
に
よ
り
、
近
年
で
は
手
形
交
換
高

が
減
少
し
て
お
り
、
ピ
ー
ク
時
だ
っ

た
１
９
９
０
年
の
４
７
９
７
兆
２
９

０
６
億
円
と
比
較
す
る
と
２
０
２
０

年
は
３
％
ま
で
縮
小
し
て
１
３
４
兆

２
５
３
４
億
円
と
な
っ
て
い
る
。

ピ
ー
ク
時
の
３
％
と
は
い
え
１
３

４
兆
円
と
い
う
金
額
が
動
い
て
い
る

こ
と
は
確
か
で
、
業
種
に
よ
っ
て
は

今
も
取
引
慣
習
上
、
手
形
に
よ
る
決

形
が
決
済
で
き
て
い
な
い
状
態
、
つ

ま
り
不
渡
り
を
出
す
と
、
手
形
交
換

所
を
通
じ
て
す
べ
て
の
金
融
機
関
で

情
報
が
共
有
さ
れ
て
信
用
が
大
幅
に

下
が
り
、
新
規
の
借
入
な
ど
が
難
し

く
な
る
。
さ
ら
に
６
カ
月
の
間
に
２

度
の
不
渡
り
が
出
れ
ば
銀
行
取
引
停

止
処
分
と
な
り
、
事
実
上
の
倒
産
状

態
に
陥
る
。
こ
の
た
め
、
手
形
を
期

日
通
り
に
決
済
す
る
こ
と
は
振
出
人

に
と
っ
て
絶
対
的
な
ル
ー
ル
と
な
っ

て
き
た
。

と
こ
ろ
が
手
形
が
廃
止
さ
れ
て
現

金
決
済
の
み
に
な
る
と
、

支
払
い
の
遅
れ
が
発
生

し
て
も
、
う
わ
さ
に
よ

る
信
用
低
下
の
懸
念
は

約
束
手
形
全
面
廃
止
へ

真
の
目
的
は
再
編・
淘
汰
の
促
進

切
り
捨
て
ら
れ
る
中
小
企
業
も
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進むペーパーレス
税務署の省力化に

コ
ロ
ナ
関
連
の
各
種
給
付
金
の
オ

ン
ラ
イ
ン
申
請
で
は
ト
ラ
ブ
ル
が
続

出
し
、
日
本
の
デ
ジ
タ
ル
イ
ン
フ
ラ

の
整
備
不
足
が
改
め
て
浮
き
彫
り
に

な
っ
た
。
菅
政
権
は
む
し
ろ
こ
れ
を

千
載
一
遇
の
好
機
と
捉
え
、
一
気
呵

成
に
行
政
内
部
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
推

し
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
身
分
証

明
書
や
預
金
口
座
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

を
紐
づ
け
、
役
所
に
行
か
な
く
て
も

あ
ら
ゆ
る
手
続
き
が
で
き
る
よ
う
に

す
る
こ
と
を
政
策
の
大
き
な
柱
に
掲

げ
て
い
る
。

デ
ジ
タ
ル
関
連
法
で
納
税
者
が
注

視
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
マ

デ
ジ
タ
ル
庁
創
設
や
個
人
情
報
保
護
法
改
正
、
預
貯
金
管
理
法
改
正
を
盛
り
込
む
「
デ
ジ
タ

ル
改
革
関
連
法
」
が
成
立
し
た
。
菅
政
権
で
は
あ
ら
ゆ
る
社
会
イ
ン
フ
ラ
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
つ

い
て
普
及
を
進
め
る
と
い
う
が
、
税
務
調
査
の
視
点
で
は
納
税
者
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
に

つ
な
が
る
危
険
性
を
指
摘
す
る
声
も
聞
か
れ
る
。

イ
ナ
ン
バ
ー
を
絡
め
た
税

務
調
査
に
つ
い
て
だ
。
衆

議
院
内
閣
委
員
会
の
附
帯

決
議
に
は
、「
預
貯
金
口
座

へ
の
個
人
番
号
の
付
番
に

よ
り
個
人
資
産
が
国
に
よ

り
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
対

す
る
国
民
の
懸
念
が
あ
る

こ
と
に
鑑
み
、
税
務
調
査

等
の
法
令
に
基
づ
く
調
査

以
外
で
国
が
預
貯
金
口
座

の
利
用
状
況
を
確
認
す
る

こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
」と
記
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
預
貯
金
管
理

バ
ー
と
紐
付
け
す
る
こ
と
が
で
き

る
。こ

れ
に
よ
り
、
税
、
社
会
保
障
、

災
害
の
３
分
野
の
行
政
事
務
に
限
っ

て
活
用
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
制
度
が
、
用
途
を
際
限
な

く
拡
大
し
て
い
く
こ
と
も
否
定
で
き

な
い
状
況
に
な
っ
て
き
た
。
デ
ジ
タ

ル
法
案
の
成
立
に
よ
っ
て
税
務
調
査

に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に

な
り
そ
う
だ
。

業
務
処
理
合
理
化
と
い
っ
た
問
題
に

と
ど
ま
ら
な
い
。
預
貯
金
等
の
照
会

は
、
銀
行
調
査
そ
の
も
の
で
あ
り
、

納
税
者
本
人
へ
の
税
務
調
査
で
は
な

く
、
そ
の
取
引
先
に
対
す
る
反
面
調

査
に
も
つ
な
が
る
。
国
税
庁
の
事
務

運
営
指
針
に
は
、「
取
引
先
等
に
対

す
る
反
面
調
査
の
実
施
に
当
た
っ
て

は
、
そ
の
必
要
性
と
反
面
調
査
先
へ

の
事
前
連
絡
の
適
否
を
十
分
検
討
す

る
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
そ
し
て
銀

行
調
査
に
つ
い
て
も
通
達
で
「
普
遍

的
に
、
個
人
別
の
預
貯
金
等
の
調
査

を
行
う
よ
う
な
こ
と
は
、
こ
れ
を
避

け
る
」
と
し
、「
通
達
の
運
用
に
つ

き
慎
重
を
期
す
る
た
め
」「
税
務
署

長
等
の
証
印
の
あ
る
書
面
を
調
査
先

の
金
融
機
関
に
呈
示
す
る
」
と
さ
れ

て
い
る
。
当
局
が
金
融
機
関
と
納
税

者
の
情
報
を
入
手
す
る
に
は
、
質
問

検
査
権
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
の
行
使
は
事
前
通
知
抜
き
に
行
う

こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
金

融
機
関
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
指
定
し

た
調
査
要
求
な
ど
に
応
じ
る
必
要
は

な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

政
府
が
個
人
情
報
の
管
理
を
強
め

る
こ
と
に
対
し
、
国
民
の
不
信
感
は

根
強
い
。
コ
ロ
ナ
禍
に
乗
じ
て
合
意

形
成
す
る
こ
と
な
く
、
徴
税
面
ま
で

デ
ジ
タ
ル
化
を
推
進
さ
せ
る
こ
と
に

大
い
な
る
警
戒
を
強
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

預
金
情
報
も
丸
裸
に
さ
れ
る

行
政
内
部
の
デ
ジ
タ
ル
化
が
加
速

税
務
調
査
は
大
激
変
す
る
か
⁉口

座
の
紐
付
け
を
国
民
・
納
税
者
は

ど
こ
ま
で
許
容
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
も
っ
と
議
論
さ

れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

「質問検査権」との
兼ね合いを注視

税
務
調
査
で
利
用
し
や
す
く
な
る

可
能
性
が
あ
る
と
は
い
え
、
国
税
庁

の
預
貯
金
照
会
業
務
は
、
国
税
通
則

法
の
規
定
に
よ
る
質
問
検
査
権
行
使

に
当
た
る
も
の
で
、
公
権
力
の
行
使

に
対
す
る
金
融
機
関
内
部
の
単
な
る

す
で
に
国
税
当
局
は
納
税
者
の
預

貯
金
情
報
を
入
手
す
る
手
続
き
を
デ

ジ
タ
ル
化
す
る
た
め
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー

タ
と
提
携
し
た
実
証
実
験
を
昨
年
10

月
か
ら
ス
タ
ー
ト
さ
せ
て
い
る
。
紙

で
行
っ
て
い
る
照
会
手
続
き
を
ペ
ー

パ
ー
レ
ス
化
す
る
こ
と
で
大
幅
な
業

務
効
率
化
が
見
込
め
、
納
税
者
の
所

得
を
捕
捉
す
る
動
き
が
よ
り
ス
ピ
ー

デ
ィ
ー
に
な
る
と
い
う
。
国
税
局
・

税
務
署
が
、
金
融
機
関
に
対
し
て

行
っ
て
い
る
預
貯
金
等
照
会
は
、
紙

ベ
ー
ス
で
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た

め
金
融
機
関
で
は
開
封
・
仕
分
け
、

作
成
し
た
回
答
書
類
を
紙
出
力
し
郵

送
す
る
と
い
っ
た
業
務
負
担
が
生
じ

て
お
り
、
国
税
当
局
の
側
で
も
回
答

書
類
の
開
封
・
仕
分
け
・
保
管
等
の

事
務
作
業
が
発
生
し
て
い
た
。

マイナンバーの普及で
国税当局の
仕事も変わる

預
貯
金
管
理
法
改
正
に
よ
り
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
を
活
用
し
て
納
税
者
と

金
融
機
関
と
の
取
引
情
報
に
対
す
る

税
務
調
査
（
反
面
調
査
）
が
し
や
す

く
な
る
と
言
わ
れ
る
。金
融
機
関
は
、

預
貯
金
者
情
報
を
そ
の
番
号
（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
お
よ
び
法
人
番
号
）
に
よ

り
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で

管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

さ
れ
、
ま
た
国
税
通
則
法
施
行
令
30

の
６
で
は
、
金
融
機
関
は
預
貯
金
者

情
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
、
預
貯
金

口
座
の
レ
コ
ー
ド（
デ
ー
タ
の
単
位
）

ご
と
に
、そ
の
預
貯
金
者
の
「
番
号
」

を
記
録
（
表
示
）
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
預
貯
金
者
の
氏
名

お
よ
び
住
所
の
ほ
か
、
顧
客
番
号
、

口
座
番
号
、
口
座
開
設
日
、
種
目
、

元
本
の
額
、
利
率
、
預
入
日
、
満
期

日
が
当
局
に
筒
抜
け
に
な
る
こ
と
も

否
定
で
き
な
い
。

ま
た
預
貯
金
管
理
法
の
改
正
で
は
、

「
災
害
時
ま
た
は
相
続
時
に
預
貯
金

者
ま
た
は
そ
の
相
続
人
か
ら
求
め
ら

れ
た
場
合
に
、
預
金
保
険
機
構
が
個

人
番
号
を
利
用
し
て
当
該
預
貯
金
者

を
名
義
人
と
す
る
預
貯
金
口
座
を
特

定
し
、
当
該
預
貯
金
口
座
に
関
す
る

情
報
を
提
供
で
き
る
仕
組
み
を
創
設

す
る
こ
と
に
よ
り
、
預
貯
金
者
の
利

益
の
保
護
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
、
一
生
に
一
度
あ
る
か
ど
う
か
と

い
う
事
態
に
備
え
て
い
る
が
、
複
数

法
（
デ
ジ
タ
ル
関
連
法
に
含
ま
れ
る

預
貯
金
者
の
意
思
に
基
づ
く
個
人
番

号
の
利
用
に
よ
る
預
貯
金
口
座
の
管

理
等
に
関
す
る
法
律
）
の
改
正
に
よ

り
、
税
務
調
査
で
預
貯
金
口
座
の
利

用
状
況
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

金
融
機
関
が
預
貯
金
者
に
対
し
て
口

座
紐
付
け
の
意
思
確
認
を
す
る
こ
と

が
義
務
化
さ
れ
、
他
の
金
融
機
関
が

管
理
す
る
預
貯
金
口
座
に
つ
い
て
も

希
望
の
有
無
を
確
認
し
、
マ
イ
ナ
ン
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賢者賢者がこよなくがこよなく愛愛したした旅旅賢者賢者がこよなくがこよなく愛愛したした旅旅

写真協力：広島県、（一社）愛媛県観光物産協会、大山祇神社

愛媛県内最古の神社、大山祇神社には多くの武将から
戦勝祈願や謝礼として武具が奉納されてきた

因島産の果実が贅沢に使われた
はっさく大福

除虫菊の産地として有名だった因島。
今も観賞用に栽培されている

激しい潮流に囲まれた能島城跡。能島
城跡上陸と潮流クルーズの体験も可能

現代アートの美術館、ところミュージアム大三島では
瀬戸内海の多島美が楽しめる

大島の亀老山展望公園から望むしまなみ海道。晴天の日には西日本最高峰の石鎚山まで見渡せるという

広
島
県
・
愛
媛
県

し
ま
な
み
海
道

学
の
父
と
言
わ
れ
る
シ
ー
ボ
ル
ト
は
、

「
こ
の
内
海
の
航
海
を
は
じ
め
て
以

来
、
わ
れ
わ
れ
は
日
本
に
お
け
る
こ

れ
ま
で
の
滞
在
中
最
も
楽
し
み
の
多

い
日
々
を
送
っ
た
。
船
が
向
き
を
か

え
る
た
び
に
魅
す
る
よ
う
に
美
し
い

島
々
の
眺
め
が
あ
ら
わ
れ
、
島
や
岩

島
の
間
に
見
え
か
く
れ
す
る
日
本

（
本
州
）
と
四
国
の
海
岸
の
景
色
は

驚
く
ば
か
り
…
」（
江
戸
参
府
紀
行:

平
凡
社　

１
９
６
７
年
）
と
描
写
し

て
い
る
。

こ
の
美
し
い
風
景
に
ル
ー
ツ
を
持

つ
芸
術
家
が
「
私
の
持
つ
原
風
景
は

ら
多
く
の
影
響
を
受
け

ま
し
た
」
と
語
っ
て
い

た
日
本
画
家
・
平
山
郁

夫
。
し
ま
な
み
街
道
の

中
ほ
ど
に
位
置
し
、
近

年
、
瀬
戸
田
レ
モ
ン
の

に
か
け
て
海
域
を
支
配
。
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
小
説
『
村
上
海
賊
の
娘
』
で
も

有
名
に
な
っ
た
が
、
船
を
襲
っ
て
略

奪
を
す
る「
海
賊
」と
は
違
い
、通
行

料
を
徴
収
し
て
水
先
案
内
人
を
務
め
、

戦
時
に
は
水
軍
と
し
て
戦
っ
て
い
た
。

小
説
の
舞
台
に
な
っ
た
大
島
沖
に
位

置
す
る
小
さ
な
島
・
能
島
は
、
周
囲

く
村
上
海
賊
の
本
拠
地
と
し
て
有
名

な
、
大
島
の
亀
老
山
展
望
公
園
か
ら

望
む
多
島
美
の
景
観
は
見
逃
せ
な

い
。し

ま
な
み
海
道
が
あ
る
瀬
戸
内
海

は
大
和
朝
廷
の
時
代
か
ら
交
通
の
大

動
脈
で
あ
り
、
源
平
時
代
や
戦
国
時

代
に
は
合
戦
の
舞
台
と
も
な
っ
た
。

海
上
の
安
全
や
武
運
を
守
る
数
多
く

の
神
社
が
、
古
来
よ
り
信
仰
を
集
め

て
も
き
た
。
し
か
し
、
古
戦
場
や
信

仰
の
場
所
と
し
て
で
は
な
く
、
多
島

海
の
美
し
い
風
景
を
愛
で
る
場
所
と

し
て
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
が
当
た
っ
た

の
は
、
幕
末
か
ら
明
治
に
な
っ
て
か

ら
で
、
案
外
新
し
い
。

そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、

日
本
を
訪
れ
た
外
国
人
た
ち
。
そ
れ

に
激
し
い
潮
流
が
あ
り
容
易
に
敵
を

寄
せ
つ
け
な
か
っ
た
と
い
う
。
他
に

も
因
島
に
因
島
水
軍
城
、
大
島
に
村

上
海
賊
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
村
上
海
賊
ゆ
か
り
の
品
や
資

料
、
高
台
か
ら
の
眺
め
を
楽
し
め
る
。

異
な
る
魅
力
を
持
つ
島
々
が
連
な

る
し
ま
な
み
海
道
。
景
観
、ア
ー
ト
、

歴
史
、グ
ル
メ
、サ
イ
ク
リ
ン
グ
な
ど
、

贅
沢
な
時
間
を
過
ご
せ
る
だ
ろ
う
。

瀬
戸
内
海
の
島
々
を
７
つ
の
橋
で

結
ぶ
「
し
ま
な
み
海
道
」
は
、
海
や

空
、
緑
の
自
然
、
美
し
い
橋
梁
が
織

り
な
す
絶
景
の
宝
庫
。
広
島
県
尾
道

市
か
ら
向
島
〜
因
島
〜
生
口
島
〜
大

三
島
〜
伯
方
島
〜
大
島
を
経
て
愛
媛

県
今
治
市
に
続
い
て
お
り
、
由
緒
あ

る
神
社
仏
閣
や
歴
史
的
ス
ポ
ッ
ト
、

レ
モ
ン
や
は
っ
さ
く
な
ど
の
柑
橘
類
、

海
の
幸
な
ど
多
彩
な
魅
力
に
富
む
エ

リ
ア
だ
。
日
本
で
初
め
て
海
峡
を
横

断
で
き
る
自
転
車
道
と
し
て
も
整
備

さ
れ
、
素
晴
ら
し
い
眺
め
が
堪
能
で

き
る
世
界
有
数
の
サ
イ
ク
リ
ン
グ

ロ
ー
ド
で
も
あ
る
。
ビ
ュ
ー
ス
ポ
ッ

ト
に
は
事
欠
か
な
い
が
、
村
上
海
賊

や
は
っ
さ
く
発
祥
の
地
と
し
て
知
ら

れ
る
因
島
の
天
狗
山
展
望
台
、
同
じ

「

」

広
島
県
尾
道
市
と
愛
媛
県
今
治
市
を
結
ぶ
、

全
長
約
60
㎞
の
し
ま
な
み
海
道
。

サ
イ
ク
リ
ス
ト
の
聖
地
と
も
呼
ば
れ
、

人
々
を
魅
了
す
る
絶
景
が
広
が
る
。

島
と
し
て
も
注
目
を
集
め
る
生
口
島

が
出
身
地
で
、「
平
山
郁
夫
美
術
館
」

に
展
示
さ
れ
た
作
品
で
彼
の
足
跡
を

た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
生
口

島
は
自
然
と
風
景
に
溶
け
込
ん
だ
17

の
ア
ー
ト
作
品
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、

「
島
ご
と
美
術
館
」
と
の
名
も
持
つ
。

生
口
島
か
ら
多
々
羅
大
橋
を
渡
る

と
、
愛
媛
県
側
の
島
、
大
三
島
に
入

る
。こ
こ
は
日
本
総
鎮
守
の「
大
山
祇

神
社
」が
あ
る
こ
と
か
ら「
神
の
島
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
。
樹
齢
約
２
６
０

０
年
の
神
木
・
大
楠
が
荘
厳
な
雰
囲

気
を
漂
わ
せ
る
大
山
祇
神
社
の
宝
物

館
で
は
、
日
本
最
古
の
平
安
中
期
の

鎧
を
は
じ
め
、
全
国
の
国
宝
・
国
の

重
要
文
化
財
の
指
定
を
受
け
た
武
具

類
の
約
８
割
が
保
存
展
示
さ
れ
て
い

る
。
大
三
島
に
も
現
代
日
本
画
が
中

ま
で
は
い
く
つ
も
の

灘
や
島
と
し
て
認
識

さ
れ
て
い
た
海
を
、

瀬
戸
内
海
と
い
う
一

つ
の
内
海
（Inland 

Sea

）
ま
た
は
多
島

海
（Archipelago

）

と
捉
え
、
地
中
海
や

エ
ー
ゲ
海
に
な
ぞ
ら

え
て
称
賛
し
た
の
で

あ
る
。
日
本
近
代
医

心
の
大
三
島
美
術
館
、
現
代
ア
ー
ト

の
と
こ
ろ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
大
三
島
、

国
内
で
は
珍
し
い
建
築
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
・
今
治
市
伊
東
豊
雄
建
築
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
が
あ
り
、
芸
術
と
景
観
の
両

方
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
ま
な
み
海
道
が
あ
る
芸
予
諸
島

は
島
が
密
集
し
て
お
り
、
潮
流
も
複

雑
な
海
の
難
所
で
あ
っ
た
た
め
、
能

島
・
来
島·

因
島
に
本
拠
を
お
き
、

自
在
に
船
を
操
っ
た
村
上
海
賊
（
水

軍
）
が
南
北
朝
時
代
か
ら
戦
国
時
代

常
に
故
郷

の
山
で
あ

り
海
で
あ

り
、
ま
た

島
の
た
た

ず
ま
い
で

あ
る
。
私

は
故
郷
か
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「定期同額」が大原則
経費に

できないケースも

役
員
報
酬
を
会
社
の
損
金
に
す
る

に
は
、
原
則
と
し
て
１
カ
月
ご
と
な

ど
決
め
ら
れ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
毎
回

同
じ
額
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
恣
意
的
に
支
給
額
を
変
え
て
全

額
を
損
金
に
で
き
て
し
ま
う
と
、
会

社
の
利
益
が
多
い
時
に
役
員
給
与
を

増
や
し
て
法
人
所
得
を
減
ら
す
と
い

う
利
益
調
整
が
可
能
と
な
っ
て
し
ま

う
た
め
だ
。
役
員
給
与
を
減
額
す
る

社
長
の
代
わ
り
は
す
ぐ
に
は
見
つ
か
ら
な
い

社
長
の
代
わ
り
は
す
ぐ
に
は
見
つ
か
ら
な
い
――
。
特
に
組

。
特
に
組

織
が
経
営
者
と
一
体
不
可
分
で
あ
る
中
小
企
業
で
あ
れ
ば
な
お

織
が
経
営
者
と
一
体
不
可
分
で
あ
る
中
小
企
業
で
あ
れ
ば
な
お

さ
ら
だ
。
た
と
え
持
病
が
悪
化
し
て
も
簡
単
に
辞
意
を
表
明
す

さ
ら
だ
。
た
と
え
持
病
が
悪
化
し
て
も
簡
単
に
辞
意
を
表
明
す

る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
多
く
の
社
長
は
療
養
し
な
が
ら
経
営
を

る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
多
く
の
社
長
は
療
養
し
な
が
ら
経
営
を

続
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
際
の
役
員
報
酬
や
見
舞
金

続
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
際
の
役
員
報
酬
や
見
舞
金

の
処
理
が
、
国
税
当
局
と
争
い
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
無
理
な

の
処
理
が
、
国
税
当
局
と
争
い
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
無
理
な

く
損
金
化
し
て
憂
い
な
く
経
営
を
続
け
る
た
め
に
知
っ
て
お
く

く
損
金
化
し
て
憂
い
な
く
経
営
を
続
け
る
た
め
に
知
っ
て
お
く

べ
き
注
意
点
を
調
べ
て
み
た
。

べ
き
注
意
点
を
調
べ
て
み
た
。

念
上
妥
当
な
金
額
と
判
断
し
、
９
回

分
の
45
万
円
を
超
え
る
部
分
は
損
金

と
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
い

る
。ま

た
見
舞
金
を
支
払
う
時
期
に
つ

い
て
は
、
入
院
中
や
退
院
直
後
が
一

般
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
退
院
か
ら

数
年
経
っ
て
か
ら
支
払
わ
れ
た
も
の

は
、
た
と
え
「
見
舞
金
」
の
名
目
で

も
損
金
算
入
が
認
め
ら
れ
な
い
可
能

性
が
高
い
。
そ
の
際
は
賞
与
と
し
て

課
税
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

入
院
し
た
役
員
の
報
酬
や
見
舞
金

場
合
で
も
原
則
と
し
て
損
金
算
入
は

認
め
ら
れ
な
い
。
仮
に
事
業
年
度
の

途
中
に
臨
時
株
主
総
会
で
月
額
１
０

０
万
円
か
ら
60
万
円
に
下
げ
た
と
す

る
と
、
増
額
前
の
支
給
分
に
さ
か
の

ぼ
っ
て
差
額
の
40
万
円
が
損
金
不
算

入
と
な
っ
て
し
ま
う
。

事
業
年
度
の
途
中
で
の
金
額
変
更

は
、
報
酬
の
増
減
の
背
景
に
「
や
む

を
得
な
い
事
情
」
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
と
損
金
化
が
可
能
と
な
る
。
こ

の
「
や
む
を
得
な
い
事
情
」
に
は
、

天
災
事
変
な
ど
に
加
え
、
役
員
が
大

病
を
患
い
、
従
前
と
同
様
の
仕
事
を

で
き
な
い
状
態
に
な
っ
た
ケ
ー
ス
も

含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
療
養
に

よ
り
仕
事
量
を
減
ら
し
た
社
長
の
給

与
を
減
額
し
て
も
、
当
然
な
が
ら
全

額
を
損
金
に
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
っ
て
い
る
。
同
様
に
、
社
長
の
体

調
が
回
復
し
た
こ
と
で
報
酬
額
を
元

に
戻
す
増
額
改
定
の
際
に
も
損
金
化

が
認
め
ら
れ
る
。

入退院の繰り返し
仕事量に応じてー

入
院
中
も
退
院
後
も
仕
事
の
実
態

に
即
し
た
報
酬
額
で
な
け
れ
ば
損
金

化
は
難
し
い
が
、
問
題
は
そ
の
線
引

き
が
極
め
て
あ
い
ま
い
で
あ
る
こ
と

だ
。国
税
不
服
審
判
所
の
裁
決
で
も
、

入
退
院
に
よ
っ
て
変
更
し
た
役
員
報

酬
の
適
正
額
を
巡
っ
て
争
い
に
な
っ

た
事
例
を
い
く
つ
か
見
つ
け
る
こ
と

が
で
き
る
。

あ
る
会
社
で
は
、
体
調
を
崩
し
た

舞
金
」
な
ど
の
名
目
で
支
払
う
一
時

金
に
つ
い
て
も
注
意
が
必
要
だ
。
国

税
当
局
に
高
額
と
み
な
さ
れ
た
部
分

は
損
金
に
で
き
ず
、
役
員
個
人
の
給

与
所
得
と
し
て
課
税
対
象
と
な
る
。

あ
る
建
設
工
事
業
者
は
、
１
年
間

で
９
回
入
院
し
た
役
員
に
対
し
て
合

計
約
４
０
０
万
円
を
「
見
舞
金
」
の

名
目
で
支
払
い
、
そ
の
金
額
を
損
金

に
し
た
こ
と
で
税
務
署
と
争
う
こ
と

と
な
っ
た
。
最
終
的
に
審
判
所
は
、

そ
の
事
業
者
と
類
似
す
る
規
模
・
業

種
の
法
人
の
見
舞
金
を
調
べ
、
入
院

１
回
当
た
り
「
５
万
円
」
が
社
会
通

会
社
は
報
酬
を
再
び
１
０
０
万
円
に

変
更
し
た
う
え
で
損
金
算
入
し
た
と

こ
ろ
税
務
署
に
否
認
さ
れ
た
。
国
税

当
局
の
言
い
分
は
、
病
気
が
ち
で
オ

フ
ィ
ス
に
顔
を
出
す
機
会
が
減
っ
て

い
た
元
代
表
の
報
酬
月
額
に
つ
い
て
、

２
倍
に
す
る
特
段
の
事
情
が
な
い
と

い
う
こ
と
だ
っ
た
。

報
酬
の
適
正
額
を
巡
っ
て
争
わ
れ

た
こ
の
不
服
申
し
立
て
で
は
、
元
代

表
が
増
額
に
見
合
う
仕
事
を
し
て
い

た
こ
と
か
ら
審
判
所
は
会
社
の
言
い

分
を
認
め
た
。
新
し
い
代
表
は
社
長

就
任
後
も
経
営
全
般
に
つ
い
て
元
代

表
の
指
示
を
受
け
て
お
り
、
審
判
所

は
元
代
表
が「
絶
対
的
な
支
配
権
」を

持
っ
て
、営
業
、人
事
労
務
、資
金
調

達
の
全
て
の
分
野
で
深
く
関
わ
っ
て

い
た
と
判
断
し
た
。
ま
た
元
代
表
の

報
酬
月
額
の
増
額
は
入
院
前
の
金
額

に
戻
す
も
の
だ
っ
た
が
、
そ
の
入
院

時
か
ら
増
額
時
ま
で
の
間
に
他
の
役

印
も
会
社
の
資
金
調
達
の
判
断
に
深

く
関
わ
っ
て
き
た
こ
と
を
示
す
証
拠

に
な
る
。
た
と
え
「
会
社
の
忘
年
会

に
出
席
し
て
あ
い
さ
つ
を
し
た
」、

「
代
表
の
名
刺
を
発
注
し
た
」と
い
っ

た
程
度
の
こ
と
で
も
、
療
養
中
に
仕

事
を
し
て
い
た
こ
と
の
証
拠
と
な
り

得
る
の
で
、
め
ぼ
し
い
文
書
は
残
し

て
お
く
よ
う
に
し
た
い
。

国税が重視する
〝社会通念〟の壁

役
員
の
入
院
を
巡
っ
て
は
、
月
額

報
酬
だ
け
で
は
な
く
、
会
社
が
「
見

員
の
報
酬
は
最
大
10
割
増
し
に
な
っ

て
い
る
な
ど
、
元
代
表
の
増
額
が
特

段
大
き
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と

も
判
断
材
料
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
。

で
き
る
だ
け
多
く
の
額
を
損
金
に

す
る
に
は
、
報
酬
額
の
根
拠
と
な
る

証
拠
を
残
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
だ
。

例
え
ば
株
主
総
会
に
参
加
し
て
議
事

録
に
押
印
す
れ
ば
、
療
養
中
で
も
経

営
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
こ

と
が
で
き
る
。
ま
た
金
融
機
関
か
ら

の
借
入
に
必
要
な
書
類
へ
の
署
名
押

社
長
を
取
締
役

に
分
掌
変
更
す

る
と
と
も
に
月

額
報
酬
を
１
０

０
万
円
か
ら
50

万
円
に
減
額
し

た
。
数
年
後
、

入
退
院
を
繰
り

返
し
な
が
ら
も

仕
事
を
続
け
た

元
代
表
に
対
し
、

な
ど
は
、
社
会
的

に
非
常
識
な
も
の

で
な
け
れ
ば
本
来

は
企
業
ご
と
に
決

定
で
き
る
も
の
で

あ
り
、
当
局
に
と

や
か
く
言
わ
れ
る

筋
合
い
で
は
な
い
。

だ
が
、
そ
の
境
界

線
は
あ
い
ま
い
で
、

争
い
に
発
展
し
て

し
ま
う
ケ
ー
ス
も

あ
る
。
事
業
者
側

と
し
て
は
、
あ
ら

ゆ
る
資
料
を
残
し
、

正
当
な
金
額
で
あ

る
と
い
う
根
拠
を

示
せ
る
よ
う
に
し

て
お
き
た
い
。

こ
ん
な
時
代
だ
か
ら
知
っ
て
お
き
た
いｰ

見
舞
金
に
も
国
税
当
局
と
の
争
い
が
…

療
養
中
の
役
員
報
酬
と
損
金
の
関
係

特集３
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珠玉の名言集

真心をぶつけなければ
人を感動させることはできない。

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。

ま
つ
ざ
わ
・
た
く
じ

大
正
２（
１
９
１
３
）年
、東
京
・
日

本
橋
蛎
殻
町
で
生
ま
れ
る
。
父
は
弁

護
士
で
裕
福
な
家
庭
で
育
っ
た
。
東

京
府
立
第
六
中
学
校
か
ら
旧
制
第
六

高
等
学
校
を
経
て
東
京
帝
国
大
学
法

学
部
法
律
学
科
に
学
ぶ
。
卒
業
後
は

安
田
財
閥
の
持
株
会
社
で
あ
る
安
田

保
善
社
の
入
社
試
験
に
合
格
。
富
士

銀
行
の
前
身
で
あ
る
安
田
銀
行
に
入

行
す
る
。
召
集
さ
れ
て
満
州
に
渡
る

と
幹
部
候
補
学
校
へ
入
校
。
少
尉
に

任
官
す
る
が
実
戦
を
経
験
す
る
こ
と

な
く
昭
和
17（
１
９
４
２
）年
に
除
隊

と
な
っ
た
。
帰
国
後
は
馬
喰
町
支
店

や
本
店
営
業
部
貸
付
課
に
勤
務
。
戦

後
は
業
務
部
業
務
課
に
異
動
と
な
り
、

最
年
少
の
課
長
代
理
と
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ

を
担
当
。
預
金
封
鎖
や
新
円
切
替
へ

の
対
応
に
奔
走
し
た
。昭
和
23（
１
９

４
８
）年
、財
閥
商
号
の
使
用
禁
止
に

よ
っ
て
安
田
銀
行
は
富
士
銀
行
に
名

称
変
更
。
松
沢
は
人
事
課
長
を
経
て

本
店
営
業
部
貸
付
課
長
と
な
り
、

「
経
済
主
流
取
引
」プ
ラ
ン
を
立
案
し

て
融
資
対
象
企
業
を
選
別
。
高
度
成

長
期
に
は
こ
れ
ら
の
企
業
へ
の
融
資

を
推
進
し
た
。
富
士
銀
行
か
ら
の
潤

沢
な
資
金
提
供
に
よ
っ
て
急
成
長
を

遂
げ
た
親
密
企
業
群
は
、
後
に
芙
蓉

グ
ル
ー
プ
の
中
核
メ
ン
バ
ー
と
な
っ

た
。
昭
和
34（
１
９
５
９
）年
に
総
務

部
長
、
同
36（
１
９
６
１
）年
に
取
締

役
、
同
38（
１
９
６
３
）年
に
常
務
と

な
り
、
同
50（
１
９
７
５
）年
に
は
頭

取
に
就
任
。
カ
ー
ド
ロ
ー
ン
の
取
扱

開
始
、
現
金
自
動
預
払
機（
Ａ
Ｔ
Ｍ
）

の
設
置
、
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の

構
築
な
ど
新
基
軸
を
次
々
に
打
ち
出

し
た
。昭
和
53（
１
９
７
８
）年
、全
銀

協
会
長
に
就
任
す
る
と
金
利
自
由
化

の
第
一
歩
と
し
て
譲
渡
性
預
金（
Ｃ

Ｄ
）を
創
設
。
そ
の
行
動
力
か
ら「
金

融
界
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
」の
異
名
を
と

っ
た
。
昭
和
56（
１
９
８
１
）年
に
は

会
長
に
退
い
た
。
平
成
９（
１
９
９

７
）年
、
84
歳
で
死
去
。

松沢 卓二 富士銀行（現・みずほ銀行）

三島 海雲 カルピス

み
し
ま
・
か
い
う
ん

明
治
11（
１
８
７
８
）年
生
ま

れ
。
大
阪
府
箕
面
市
出
身
。
生

家
は
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
水
稲

山
教
学
寺
。
父
の
三
島
法
城
は

教
学
寺
の
13
世
住
職
で
、
海
雲

は
そ
の
長
男
。13
歳
で
得
度
し
、

京
都
の
西
本
願
寺
文
学
寮
に
学

ぶ
。
卒
業
後
は
山
口
県
の
開
導

中
学
校
に
英
語
教
師
と
し
て
赴

任
。２
年
で
職
を
辞
し
て
仏
教

大
学（
現
・
龍
谷
大
学
）に
編
入

す
る
が
、
復
学
直
後
に
大
学
当

局
か
ら
中
国
大
陸
へ
渡
る
こ
と

を
勧
め
ら
れ
、
北
京
の
東
文
学

舎
に
寄
宿
す
る
。明
治
36（
１
９

０
３
）年
に
は
北
京
で
雑
貨
貿

易
の「
日
華
洋
行
」を
設
立
。
日

本
軍
部
か
ら
の
依
頼
で
軍
馬
の

調
達
な
ど
も
手
掛
け
、
中
国
と

モ
ン
ゴ
ル
で
十
数
年
を
過
ご
し

た
。
こ
の
当
時
、
遊
牧
民
が
好

ん
で
飲
ん
で
い
た「
酸
乳
」に
出

会
う
。
大
正
４（
１
９
１
５
）年

に
帰
国
す
る
と
酸
乳
、
乳
酸
菌

の
普
及
を
め
ざ
し
て
製
品
化
に

取
り
組
み
、
同
６（
１
９
１
７
）

年
に
は
カ
ル
ピ
ス
の
前
身
と
な

る
ラ
ク
ト
ー
株
式
会
社
を
設
立
。

発
酵
ク
リ
ー
ム「
醍
醐
味
」や
、

乳
酸
菌
の
入
っ
た「
ラ
ク
ト
ー

キ
ャ
ラ
メ
ル
」な
ど
を
販
売
す

る
が
ど
れ
も
失
敗
に
終
わ
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
も
諦
め
る
こ

と
な
く
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
、

遂
に
日
本
初
の
乳
酸
菌
飲
料
と

な
る「
カ
ル
ピ
ス
」の
開
発
に
成

功
。
大
正
８（
１
９
１
９
）年
７

月
７
日
に
発
売
す
る
と
瞬
く
間

に
大
ヒ
ッ
ト
商
品
と
な
っ
た
。

七
夕
に
発
売
さ
れ
た
こ
と
を
記

念
し
て
、
大
正
11（
１
９
２
２
）

年
か
ら
は
天
の
川
を
イ
メ
ー
ジ

し
た
水
玉
模
様
の
包
装
紙
を
採

用
。
こ
の
デ
ザ
イ
ン
も
大
好
評

と
な
り
、
長
く
愛
さ
れ
る
ロ
ン

グ
セ
ラ
ー
商
品
と
な
っ
た
。
昭

和
49（
１
９
７
４
）年
、
96
歳
で

死
去
。

自分から
落伍してはだめだ。

ひ
ら
つ
か
・
つ
ね
じ
ろ
う

明
治
14（
１
８
８
１
）年
生
ま

れ
。
北
海
道
函
館
市
出
身
。
明

治
31（
１
８
９
８
）年
、
札
幌
の

露
清
語
学
校
に
入
学
し
ロ
シ
ア

語
を
学
ん
だ
。明
治
34（
１
９
０

１
）年
か
ら
同
37（
１
９
０
４
）

年
ま
で
軍
役
に
つ
き
、
入
隊
前

後
に
は
ロ
シ
ア
領
の
漁
場
で
鮮

魚
の
買
付
・
調
達
を
経
験
す
る
。

除
隊
後
は
北
洋
の
漁
場
開
発
を

志
し
、
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
半
島
に

渡
っ
て
サ
ケ
・
マ
ス
の
漁
場
を

調
査
し
た
。
明
治
39（
１
９
０

６
）年
、新
潟
で
呉
服
商
を
営
ん

で
い
た
堤
清
六
と
と
も
に
日
魯

漁
業
の
前
身
と
な
る
堤
商
会
を

創
立
し
、
ロ
シ
ア
領
海
内
で
の

操
業
を
開
始
。明
治
43（
１
９
１

０
）年
に
は
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
半

島
沿
岸
に
工
場
を
建
設
し
て
サ

ケ
・
マ
ス
缶
詰
の
輸
出
を
開
始

し
た
。大
正
10（
１
９
２
１
）年
、

水
産
会
社
３
社
の
合
併
に
よ
っ

て
発
足
し
た
日
魯
漁
業
の
常
務

に
就
任
。
昭
和
13（
１
９
３
８
）

年
に
は
社
長
に
就
任
す
る
と
と

も
に
、
太
平
洋
漁
業
や
千
島
水

産
な
ど
で
も
社
長
を
歴
任
し
、

北
洋
漁
業
の
覇
権
を
手
中
に
収

め
た
。
し
か
し
、
敗
戦
に
よ
っ

て
日
魯
漁
業
は
海
外
資
産（
施

設
・
漁
場
）の
全
て
を
失
っ
た
。

戦
後
は
政
界
に
進
出
。
昭
和
21

（
１
９
４
６
）年
の
総
選
挙
で
衆

議
院
議
員
に
初
当
選
。
第
１
次

吉
田
内
閣
で
は
北
海
道
出
身
者

と
し
て
初
の
入
閣
と
な
る
運
輸

大
臣
に
就
任
す
る
が
、
そ
の
翌

年
に
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
り
公
職
追

放
処
分
を
受
け
た
。
追
放
解
除

後
は
日
魯
漁
業
社
長
に
復
帰
。

昭
和
30（
１
９
５
５
）年
の
総
選

挙
で
は
北
海
道
３
区
か
ら
立
候

補
し
当
選
、
政
界
に
も
復
帰
し

た
。
昭
和
49（
１
９
７
４
）年
、

92
歳
で
死
去
。

平塚 常次郎日魯漁業（現・マルハニチロ）

方向性を示すことのできる人が
経営者であって、
示せない人は単なる管理者にすぎません。
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