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え・牧えみこ 

今週の 

倫理 

先代に対する尊敬が 
事業発展の源 

中
小
企
業
に
と
っ
て
、
事
業
継
承
の
問
題
は
避

け
て
通
れ
ぬ
重
大
な
問
題
で
す
。 

『
中
小
企
業
白
書
』
に
よ
れ
ば
、
後
継
者
が
い
な

い
た
め
に
廃
業
す
る
企
業
は
、
年
間
七
万
社
に
上

る
と
の
報
告
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
主
な
理
由

の
ひ
と
つ
に
「
子
供
が
後
継
者
に
な
り
た
が
ら
な

い
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
約
二
十
年
前
に
は
、

経
営
者
の
子
供
が
後
継
者
と
な
る
ケ
ー
ス
は
八
割

近
く
を
占
め
て
い
た
も
の
が
、
そ
の
割
合
は
年
々

低
下
し
て
、
現
在
で
は
全
体
の
四
割
強
に
ま
で
落

ち
込
ん
で
き
て
い
る
の
で
す
。 

 

な
ぜ
子
供
が
親
の
事
業
を
引
き
継
ご
う
と
し
な

い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
最
大
の
理
由
は
、「
親
の

事
業
に
将
来
性
・
魅
力
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
で

し
た
。
つ
ま
り
は
子
供
に
継
承
を
促
す
た
め
に
は
、

中
小
企
業
を
取
り
巻
く
経
営
環
境
が
改
善
さ
れ
な

け
れ
ば
、
今
後
も
困
難
な
状
態
が
続
く
と
想
定
さ

れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
現
状
を
打
開
す
る
ヒ
ン
ト

を
、
継
承
し
た
四
割
強
の
後
継
者
親
子
の
あ
り
方

に
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

あ
る
自
動
車
整
備
会
社
が
あ
り
ま
す
。
現
在
の

社
長
は
、
父
親
で
も
あ
る
先
代
社
長
か
ら
継
承
し

て
約
五
年
で
、
年
間
の
利
益
は
先
代
の
時
代
か
ら

ず
っ
と
、
県
下
で
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
を
維
持
し
続
け

て
い
る
と
い
い
ま
す
。 
 

こ
の
会
社
は
、
高
い
技
術
力
は
勿
論
の
こ
と
、

社
員
の
誰
も
が
明
る
く
、
仲
良
く
、
元
気
が
い
い

の
で
す
。
ま
た
更
な
る
強
み
は
、
先
代
社
長
の
も

と
で
働
い
て
き
た
社
員
が
、
そ
の
ま
ま
現
社
長
を

強
く
信
頼
し
て
い
る
こ
と
で
す
。 

 

先
代
社
長
は
、「
自
ら
が
こ
の
仕
事
こ
そ
天
職
だ

と
毎
日
喜
ん
で
働
い
て
い
れ
ば
、
い
つ
か
必
ず
親

の
思
い
は
子
供
に
伝
わ
っ
て
い
く
も
の
だ
」
と
、

自
信
を
持
っ
て
言
い
切
り
ま
す
。「
事
業
の
将
来
性

は
、
経
営
者
の
生
き
方
で
示
せ
る
も
の
で
あ
り
、

魅
力
は
、
お
客
様
に
対
す
る
接
し
方
や
、
働
く
姿

勢
に
よ
っ
て
表
せ
る
」
と
確
信
し
て
い
る
の
で
す
。 

 

現
社
長
は
「
こ
の
会
社
に
入
社
す
る
前
、
父
の

働
く
姿
勢
な
ど
見
て
い
て
、
自
分
に
も
や
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
え
て
き
た
」「
入
社
後
は
、
お
客

様
の
喜
ば
れ
る
様
子
に
、
父
の
や
り
方
を
真
似
る

こ
と
が
大
切
だ
と
思
え
た
」
と
話
す
な
ど
、
先
代

社
長
に
対
す
る
深
い
尊
敬
の
念
を
隠
し
ま
せ
ん
。 

 

経
済
評
論
家
の
堺
屋
太
一
氏
は
、「
世
に
難
し
い

立
場
と
い
う
の
が
二
つ
あ
る
。
補
佐
役
と
二
代
目

だ
。
二
代
目
の
難
し
さ
は
、
偉
大
な
先
代
の
影
に

脅
え
ね
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
ま

す
。
確
か
に
、
「
親
の
心
意
が
わ
か
ら
な
い
」
「
社

員
の
目
が
冷
た
く
感
じ
る
」「
な
に
か
と
親
と
比
較

さ
れ
る
の
が
嫌
」
な
ど
、
二
代
目
症
候
群
の
苦
し

さ
は
よ
く
耳
に
す
る
と
こ
ろ
で
す
。 

 

し
か
し
こ
の
問
題
は
、
親
は
経
営
者
の
あ
り
方

を
態
度
で
示
し
、
子
は
経
営
者
の
父
親
を
尊
敬
す

れ
ば
、
解
決
す
る
も
の
で
し
ょ
う
。
尊
敬
は
、
ま

ず
知
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
先
代
が
、
ど
の

よ
う
な
苦
労
の
も
と
に
基
盤
を
つ
く
り
、
今
日
ま

で
経
営
を
担
っ
て
き
た
の
か
、
自
分
に
対
す
る
願

い
は
何
だ
っ
た
の
か
な
ど
を
、
あ
く
ま
で
経
営
者

と
し
て
の
目
で
鋭
く
客
観
的
に
見
つ
め
る
の
で
す
。 

そ
の
と
き
尊
敬
は
深
ま
り
、
経
営
者
と
し
て
の

自
信
が
必
ず
湧
い
て
き
て
、
先
代
に
勝
る
と
も
劣

ら
ぬ
経
営
者
と
な
っ
て
い
け
る
も
の
で
す
。 


