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現
在
ま
で
継
続
し
て
い
る
世
界
最
古
の

企
業
も
日
本
に
存
在
す
る
。
聖
徳
太
子
が

七
大
寺
院
を
建
設
す
る
た
め
、
百
済
か
ら

三
人
の
大
工
を
招
致
し
た
が
、
そ
の

一
人

こ
ん
ご
う
し
げ
み
つ

で
四
天
王
寺
を
建
立
し
た
金
剛
重
光
が
日

本
に
残
留
し
て
五
七
八
年
に
創
業
し
た

「
金
剛
組
」
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
明

は
い
ぶ
つ
き
し
ゃ
く

治
初
期
の
廃
仏
毀
釈
運
動
、
戦
後
の
木

造
寺
院
建
築
の
減
少
な
ど
の
影
響
に
よ

は
た
ん

り
、
最
近
に
な
っ
て
経
営
が
破
綻
し
、
現

な
ぜ
日
本
に
長
寿
企
業
が
多
い
の
か

長
寿
企
業
限
定
の
エ
ノ
キ
ア
ン
協
会

パ
リ
に
エ
ノ
キ
ア
ン
協
会
と
い
う
組
織

が
存
在
す
る
。
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
が
エ
デ
ン

の
楽
園
を
追
放
さ
れ
て
か
ら
最
初
に
誕
生

し
た
子
供
カ
イ
ン
は
、
兄
弟
で
あ
る
ア
ベ

ル
を
殺
害
し
て
荒
野
に
追
放
さ
れ
、
そ
こ

で
誕
生
し
た
子
供
で
エ
ノ
ク
と
い
う
人
物

が
『
旧
約
聖
書
』
に
登
場
す
る
。
寿
命
が
三

六
五
年
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
歴
史
・

数
社
が
会
員
で
あ
り
、
日
本
か
ら
も
「
虎

屋
」
「
赤
福
」
「
岡
谷
鋼
機
」
な
ど
五
社
が

参
加
し
て
い
る
。

会
員
の
う
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最
古
の
企

業
は
イ
タ
リ
ア
の
古
都
ベ
ネ
チ
ア
で
ガ
ラ

ス
細
工
を
製
造
し
て
い
る
「
バ
ロ
ヴ
ィ
エ

ー
ル
・
ト
ソ
」
と
い
う
、

一
三
世
紀
末
期

に
創
業
し
た
七

0
0年
以
上
の
歴
史
の
あ

る
会
社
で
あ
る
。
し
か
し
、
会
員
全
体
の

う
ち
最
古
の
企
業
は
現
在
も
石
川
県
小
松

あ

わ

づ

市
の
粟
津
温
泉
で
営
業
し
て
い
る
旅
館

「
法
師
」
で
あ
る
。
ギ
ネ
ス
ブ
ッ
ク
に
も

世
界
最
古
の
旅
館
と
し
て
認
定
さ
れ
て
お

り
、
創
業
七

一
八
年
で
あ
る
か
ら
、
現
在

で
一
三

0
0年
近
い
歴
史
に
な
る
。

歴
史
あ
る
企
業
に
共
通
す
る
理
念

伝
統
・
繁
栄
の
象
徴
と
さ
れ
、
そ
の
名
前

に
由
来
す
る
の
が
エ
ノ
キ
ア
ン
協
会
で
あ

る
。
一
言
で
表
現
す
れ
ば
創
業
二
0
0年

以
上
の
企
業
の
親
睦
団
体
で
あ
る
。

長
年
の
歴
史
を
も
つ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
企
業

が
相
互
に
交
流
し
よ
う
と
い
う
目
的
で

一

九
八

0
年
代
初
頭
に
設
立
さ
れ
た
が
、
単

純
に
二
0
0年
以
上
の
歴
史
が
あ
る
だ
け

で
は
会
員
に
な
れ
ず
、
現
在
も
創
業

一
族

が
経
営
を
し
、

箪
頭
株
主
も
創
業

一
族
で

在
で
は
高
松
建
設
の
傘
下
に
あ
る
が
、

一

四
0
0年
余
も
継
続
し
た
企
業
が
日
本
に

存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
興
味
あ
る
こ
と
は
、
あ
る
学
者

の
調
査
に
よ
る
と
、
日
本
に
は
創
業
二
〇

0
年
以
上
の
企
業
が
約
三
0
0
0社
あ
る

が
、
ド
イ
ツ
に
は
八

0
0社
程
度
、
オ
ラ

ン
ダ
に
は
二
0
0社
程
度
と
の
結
果
で
あ

る
。
日
本
が

一
度
も
侵
略
さ
れ
ず
、
戦
国

時
代
の

一
時
を
例
外
と
し
て
、
安
定
し
た

社
会
を
維
持
し
て
き
た
成
果
で
あ
る
が
、

そ
れ
だ
け
が
理
由
で
は
な
い
。
日
本
の
歴

史
の
あ
る
企
業
に
は
家
訓
や
遺
訓
な
ど
が

伝
承
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
集
約
さ

れ
る
経
営
理
念
の
成
果
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
を
大
別
す
る
と
三
種
に
な
る
。

第

一
は
「
顧
客
本
位
」
。
泰
澄
大
師
の
指

示
で
開
業
し
た
「
法
師
」
は
金
銭
を
蓄
積

す
る
の
で
は
な
く
徳
行
を
蓄
積
す
る
こ
と

つ
り
ば
り

を
社
是
と
し
、
石
川
県
金
沢
市
で
釣
針
を

製
造
販
売
し
て
四
三
0
年
以
上
の
「
臣
町

は

ち

ろ

ぺ

い

八
郎
兵
衛
」
は
利
欲
よ
り
も
義
理
を
重
視

す
る
こ
と
を
家
訓
と
し
て
い
る
。
江
戸
時

代
に
策
定
さ
れ
た
「
金
剛
組
」
の
『
職
家
心

得
之
事
』
に
は
、
見
積
り
な
ど
を
無
私
正

あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
い
る
。
準
備
段

階
で
調
査
し
た
数
百
の
企
業
の
う
ち
、
上

記
の
資
格
を
満
足
し
た
の
は

一
0
数
社
の

み
と
い
う
難
関
で
あ
る
。
現
在
で
は
四
〇

直
で
作
成
す
る
こ
と
を
遺
戒
と
し
て
記
述

し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
主
客

一
体
で
あ
る
。

せ

っ

さ

た

く

ま

第
二
は
「
切
磋
琢
磨
」
。
東
海
地
方
特

産
の
大
豆
を
原
料
と
す
る
味
噌
は
岡
崎
市

内
で
隣
接
し
て
い
る
「
ま
る
や
八
丁
味
噌
」

と
「
合
資
会
社
八
丁
味
噌
」
の
競
争
意
識

に
よ
り
数
百
年
間
維
持
さ
れ
て
き
た
。
京

都
に
は

一
六
世
紀
中
頃
に
相
次
い
で
創
業

し
た

i'切
屋
治
兵
衛
」
「
千
線
」
「
千
吉
」

し
に
せ

（
最
近
終
業
）
の
和
服
の
老
舗
が
あ
り
、
金

沢
に
は
「
森
八
」
「
中
島
」
な
ど
の
和
菓

子
屋
の
老
舗
が
競
合
し
て
い
る
。
単
独
首

位
の
マ
ラ
ソ
ン
走
者
の
記
録
更
新
が
困
難

で
あ
る
よ
う
に
、
競
争
こ
そ
が
維
持
と
発

展
の
要
因
と
な
る
。

ふ

え
き
り
ゅ
う
こ
う

第
三
は
「
不
易
流
行
」
。
兵
庫
県
姫
路

み
ょ
う
ち
ん
ほ
ん
ぽ

市
に
あ
る

―二
世
紀
創
業
の
「
明
珍
本
舗
」

か
っ
ち
ゅ
う

は
甲
冑
の
老
舗
で
あ
る
が
、
明
治
以
降
は

じ

ヵ

注
文
が
な
い
。
そ
こ
で
鍛
冶
の
技
術
を
駆

ひ
ば
し

使
し
て
火
箸
か
ら
風
鈴
へ
と
主
力
商
品
を

移
行
し
な
が
ら
家
業
を
維
持
し
て
き
た
。

羊
莫
で
有
名
な
「
虎
屋
」
の
現
在
の
当
主

は
革
新
の
連
続
が
伝
統
を
維
持
す
る
と
の

信
念
で
、
次
々
と
新
作
の
菓
子
を
製
造
し

な
が
ら
五

0
0
年
の
伝
統
を
維
持
し
て
い

る
。
い
ず
れ
も
新
生
の
企
業
に
と
っ
て
十

分
に
参
考
に
な
る
経
営
理
念
で
あ
る
。
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