
往
細

歌

閤

平 成 30年 (2018,日
E口127192号

産業経済新聞 (サ ンケイ)

TttE SANKEI SHIMBUN
発行所 ③産業経済新聞東京本社2018

〒,00‐ 8077東 京宿8千代田区大手町172
τⅢ東京(03)32317111(大代表)

9117[月 ]

創
業
者
と
後
継
者
と
の
関
係
は
い

つ
の
時
代
も
厄
介
な
も
の
だ
。
戦
国

期
を
駆
け
抜
け
江
戸
時
代
に
も
活
躍

し
た
細
川
忠
興
の
よ
う
に
、
耳
に
快

い
称
賛
ば
か
り
に
慣
れ
、
国
家
の
初

じ
取
り
や
政
治
活
動
の
場
で
、

「燦

州
と
明
る
く
照
ら
さ
れ
、
誰
か
ら
も

丸
見
え
の
場
で
、
自
分
自
身
が
成
し

遂
げ
た
こ
と
」

（古
代
ギ
リ
シ
ャ
の

哲
学
者
ク
セ
ノ
ボ
ン
）
の
喜
び
を
後

継
者
に
譲
る
気
が
な
か
っ
た
隠
居
も

い
る
。
忠
興
の
よ
う
な
型
の
人
初

は
、
老
齢
と
と
も
に
人
び
と
の
感
謝

や
称
賛
の
言
葉
が
薄
ら
ぐ
こ
と
に
我

慢
が
な
ら
な
い
。

忠
興
は
立
派
に
育
て
た
忠
利
を
家

督
継
承
者
に
定
め
て
も
１７
年
間
も
引

退
せ
ず
、
忠
利
は
元
和
７

（１
６
２

忠
興
が
ま
だ
直
視
し
な
い
か
ら
だ
。

忠
利
が

「用
所
」

（用
件
）
を
言
い

つ
け
て
不
参
を
指
示
し
た
と
疑
い
、

「国
中
に
有
り
な
か
ら
今
迄
参
ら
ざ

る
は
存
外
の
儀
か
と
存
じ
候
」
と
不

満
た
ら
た
ら
な
の
だ

（元
和
７
年
９

月
５
日
付
忠
利
宛
三
齋
書
状
案

『細

派
な
子
で
も
ほ
と
憾
と
閉
口
さ
せ
ら

れ
た
に
違
い
な
い

（元
和
７
年
９
月

５
日
付
三
齋
宛
忠
利
書
状
案
『細
川

家
史
料
』
八
）
。

最
近
出
さ
れ
た
稲
葉
継
陽
氏
の

『細
川
忠
利
』

（吉
川
弘
文
館
）
は

本
当
に
面
白
い
本
だ
っ
た
。
三
齋
の

中
津
隠
居
領
３
万
７
王
伯
は
軍
役
な

ど
を
免
除
さ
れ
た
の
で
、
年
貢
収
入

は
ま
る
ま
る
隠
居
の
手
元
に
残
っ

た
。
無
役
ゆ
え
に
財
政
が
瀾
沢
で
あ

り
、
何
と
隠
居
の
翌
年
に
米
数
王
ね

を
利
子
４
割
か
５
割
で
本
藩
に
貸
与

し
、
十
貫
自
の
丁
銀
を
利
子
２
割
で

本
藩
に
賞
し
付
け
た
と
い
う
の
だ
。

プ
ル
タ
ル
コ
ス
も
ど
き
に
い
え

ば
、
三
齋
が
疲
れ
な
い
の
は
金

やも
ゆう

け
を
し
て
い
る
と
き
だ
け
だ
と
椰
楡

さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
舞
鶴
が
躍

動
す
る
よ
う
な
甲
冑
姿
を
戦
場
で
誇

っ
た
武
人
の
老
後
は
美
し
く
な
い
。

忠
利
に
は
、
二
齋
の
嫌
い
な
小
堀
遠

州

（政
一
）
と
も
共
通
す
る
行
政
統

治
の
オ
が
あ
り
、
藩
と
百
姓
を
つ
な

ぐ
惣
庄
屋
の
顔
触
れ
を
着
実
に
改
め

た
の
も
面
白
く
な
い
。

‐こち維
聯
ｍ
♂
嘲
悔
♪
舛
稼

。 人
詢
翔
雄

育
つ
に
従
っ
て
偏
愛
も
つ
の
る
。

「御
家
」
だ
け
を
見
て

「御
国
」
の

経
営
に
無
頓
者
な
戦
国
生
き
残
り
の

忠
興
と
、

「御
家
」
と

「御
国
」
が

一
つ
の

「御
国
家
」
と
し
て
止
揚
さ

れ
る
べ
き
だ
と
考
え
た
忠
利
と
の
違

い
も
大
き
い
。
救
い
は
忠
利
が
忠
興

の
老
人
特
有
の
惨
め
さ
に
恥
を
上
塗

り
さ
せ
る
行
為
を
避
け
た
こ
と
だ
。

父
子
不
和
を
表
に
出
さ
な
い
忠
利
の

分
別
で
あ
る
。
し
か
し
ス
ト
レ
ス
の

代
償
は
大
き
く
、
忠
利
は
寛
永
１８

（１
６
４
１
）
年
に
５６
歳
で
父
に
先

立
つ
。

「教
科
書
的
な
次
元
を
超
え

た
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
」
と
彼
の
統
治
を

評
価
す
る
稲
葉
氏
の
仕
事
は
、
理
想

的
な
統
治
を
模
索
し
た
地
味
な
為
政

者
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。

か
ね
て
ガ
ラ
シ
ャ
と
忠
利
ひ
い
き

で
も
あ
っ
た
私
に
は
ま
こ
と
に
う
れ

し
い
こ
と
で
あ
る
。

（や
ま
う
ち
　
ま
さ
ゆ
き
）

歴
史
の
実
残
点

創
業
者
と
後
継
者

武
蔵
野
大
特
任
教
授

工凹
肉
雪
要
乏

１
）
年
３６
歳
で
よ
う
や
く
当
主
に
な

っ
た
。
三
齋
と
号
し
た
忠
興
は
中
津

城
に
隠
居
後
、
旧
臣
た
ち
が
機
嫌
伺

い
に
来
な
い
と
忠
利
に
当
た
り
ち
ら

し
た
。
こ
れ
は
戦
場
と
同
じ
く
政
治

で
も
盛
り
の
時
期
が
過
ぎ
た
現
冥
を

川
家
史
料
』
一
）
。
驚
い
た
忠
利
は

「沙
汰
の
限
り
」
と
ま
ず
老
父
に
相

づ
ち
を
打
ち
つ
っ

「誰
々
参
り
候

抑吋⇒　　　　　　　　柳帷無

を
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け
　
　
　
　
　
　
　
は
、
立


