
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
時
代
の
中
小
企
業
経
営
 

歴
史
に
学
ぶ
 

大
阪
経
済
大
学
特
別
招
鵬
教
授
・
 

経
済
評
論
家
 

岡
田
晃
 

第
口
十
九
回
 

地
政
学
り
ス
ク
に
対
応
、
ク
オ
ン
り
ー
ワ
ン
タ
め
ざ
し
た
聖
徳
太
子
 

揺
れ
動
く
東
ア
ジ
ア
情
勢
 

晴
の
冊
封
体
制
に
入
ら
ず
 

ひ
 

い
 

と
こ
ろ
 

ぼ
っ
 

「
日
出
ず
る
処
の
天
子
 
書
を
日
没
す
る
処
の
天
子
に
 

致
す
 
慈
無
き
や
」
ー
ー
六
〇
七
年
に
遣
階
使
・
小
野
妹
 

子
が
携
え
た
国
書
の
こ
の
書
き
出
し
は
、
あ
ま
り
に
も
有
 

名
で
あ
る
。
当
時
の
日
本
（
倭
国
）
は
推
古
天
皇
の
下
 

で
、
甥
の
聖
徳
太
子
（
以
下
、
太
子
と
表
記
）
が
新
し
い
 

国
造
り
に
力
を
注
い
で
い
た
。
こ
の
国
書
か
ら
は
、
そ
う
 

し
た
太
子
の
あ
る
意
図
が
読
み
と
れ
る
。
詳
し
く
見
て
み
 

よ
う
。
 

そ
の
少
し
前
の
五
八
九
年
に
晴
が
中
国
を
統
一
し
、
実
 

質
的
に
約
四
百
年
ぶ
り
に
強
大
な
統
一
国
家
が
成
立
。
こ
 

れ
を
機
に
東
ァ
ジ
ァ
情
勢
は
大
き
く
揺
れ
動
い
て
い
く
。
 

晴
は
周
辺
諸
国
へ
の
圧
迫
を
強
め
、
朝
鮮
半
島
の
高
句
 

麗
、
百
済
、
新
羅
の
三
国
を
は
じ
め
、
北
方
や
西
域
な
ど
 

の
周
辺
諸
国
は
続
々
と
階
に
朝
貢
し
臣
従
し
た
。
 

古
く
か
ら
、
中
国
の
周
辺
諸
国
や
諸
民
族
の
長
は
中
国
 

の
都
に
使
者
を
送
っ
て
貢
物
を
差
し
出
し
、
そ
れ
を
以
っ
 

て
中
国
皇
帝
か
ら
「
王
」
に
任
じ
て
も
ら
っ
て
い
た
。
こ
 

れ
を
冊
封
体
制
と
い
う
。
 

し
か
し
、
ほ
ど
な
く
晴
と
高
句
麗
の
関
係
が
悪
化
し
、
 

晴
は
四
度
に
わ
た
っ
て
高
句
麗
を
侵
攻
す
る
。
 

一
方
、
日
本
は
新
羅
と
の
対
立
が
続
い
て
い
た
。
実
際
、
 

朝
鮮
半
島
に
派
兵
し
新
羅
を
攻
め
た
こ
と
も
あ
る
。
だ
が
 

新
羅
は
す
で
に
晴
か
ら
冊
封
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
新
羅
 

と
戦
い
続
け
る
こ
と
は
「
晴
へ
の
反
乱
」
と
み
な
さ
れ
る
 

恐
れ
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
東
ア
ジ
ァ
情
勢
は
緊
追
、
 

今
で
言
う
地
政
学
リ
ス
ク
が
高
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

推
古
天
皇
が
即
位
し
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
時
期
だ
っ
 

た
（
五
九
三
年
）
。
太
子
が
事
実
上
の
皇
太
子
と
し
て
政
 

治
の
中
心
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
晴
と
の
外
 

交
関
係
の
構
築
が
急
務
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
妹
子
 

に
例
の
国
書
を
持
た
せ
て
晴
に
派
遣
し
た
の
だ
っ
た
。
 

そ
の
文
面
は
冒
頭
の
と
お
り
で
、
「
対
等
な
関
係
」
を
 

表
現
し
て
い
る
。
一
般
に
は
「
日
出
ず
る
処
」
と
「
日
没
 

す
る
処
」
の
表
現
が
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
も
と
 

も
と
東
と
西
の
方
角
を
表
す
仏
教
用
語
だ
と
い
う
。
最
も
 

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
「
天
子
」
と
い
う
言
葉
に
あ
る
。
 

中
国
で
は
、
「
天
子
」
と
は
中
国
皇
帝
の
こ
と
に
他
な
 

ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
日
出
ず
る
処
の
天
子
」
と
書
い
 

た
こ
と
は
、
日
本
が
附
の
冊
封
体
制
に
入
ら
な
い
と
の
意
 

思
を
示
し
た
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
は
ク
格
下
矛
だ
が
、
 

そ
れ
で
も
晴
に
従
属
す
る
の
で
は
な
く
、
他
の
周
辺
諸
国
 

と
は
異
な
る
独
自
の
立
場
を
目
指
し
て
い
た
の
だ
。
 

階
も
認
め
た
日
本
の
立
場
 

「
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
外
交
」
貫
く
 

だ
が
こ
れ
は
大
き
な
賭
け
で
も
あ
っ
た
。
下
手
を
す
れ
 

ば
、
晴
の
怒
り
を
買
っ
て
高
句
麗
の
よ
う
に
攻
め
ら
れ
る
 

リ
ス
ク
も
あ
っ
た
。
実
際
、
時
の
皇
帝
・
場
帝
は
こ
の
国
 

書
を
読
ん
で
怒
り
「
無
礼
な
国
書
は
今
後
自
分
に
見
せ
る
 

な
」
と
部
下
に
指
示
し
た
と
い
う
。
 

そ
れ
で
も
場
帝
は
返
書
を
し
た
た
め
、
答
礼
の
使
者
を
 

日
本
に
派
遣
、
妹
子
も
一
緒
に
帰
国
し
た
。
こ
の
返
書
は
、
 

妹
子
が
「
帰
路
の
百
済
で
紛
失
し
た
」
と
天
皇
に
報
告
し
 

た
と
さ
れ
る
な
ど
不
透
明
さ
は
あ
る
も
の
の
、
階
は
日
本
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の
立
場
を
あ
る
程
度
認
め
て
外
交
関
係
を
結
ん
だ
の
だ
。
 

こ
の
背
景
に
は
、
晴
に
と
っ
て
は
高
句
麗
の
背
後
に
位
 

置
す
る
日
本
と
識
を
通
じ
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
と
の
 

見
方
も
あ
る
。
太
子
が
そ
こ
ま
で
読
ん
で
い
た
と
す
れ
 

ば
、
相
当
し
た
た
か
な
外
交
政
策
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
 

外
交
で
，
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
ク
の
立
場
を
示
し
た
と
言
え
る
。
 

そ
の
後
の
日
本
の
歴
史
を
見
る
と
、
中
国
と
の
外
交
関
 

係
は
近
代
に
至
る
ま
で
大
筋
で
は
太
子
の
敷
い
た
路
線
に
 

沿
っ
た
も
の
と
な
っ
た
（
十
五
世
紀
初
頭
に
足
利
義
満
が
 

「
日
本
国
王
」
の
称
号
を
明
の
皇
帝
か
ら
授
与
さ
れ
朝
貢
 

貿
易
を
行
っ
た
例
は
あ
る
が
）
。
 

仏
教
や
「
和
」
を
政
治
の
基
本
に
 

後
世
の
日
本
に
も
大
き
な
影
響
 

一
方
、
太
子
は
す
で
に
内
政
で
も
新
し
い
政
策
を
次
々
 

に
打
ち
出
し
て
い
た
。
 

ま
ず
取
り
組
ん
だ
の
が
、
仏
教
を
基
本
と
す
る
国
造
り
 

だ
。
難
波
（
現
在
の
大
阪
市
）
に
四
天
王
寺
を
建
立
（
五
 

九
三
年
）
し
た
の
に
続
き
、
六
〇
一
年
に
は
斑
鳩
宮
を
造
 

営
、
六
〇
七
年
頃
に
法
隆
寺
を
建
立
し
て
い
る
。
 

な
お
現
存
す
る
法
隆
寺
が
創
建
当
時
の
も
の
か
ど
う
か
 

を
め
ぐ
り
、
論
争
が
明
治
以
来
続
い
て
い
た
が
、
昭
和
の
 

発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
八
世
紀
初
め
に
再
建
さ
れ
た
も
の
 

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
世
界
最
古
 

の
木
造
建
築
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
現
在
、
世
 

界
遺
産
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
だ
。
 

話
を
本
題
に
戻
そ
う
。
こ
う
し
て
太
子
は
仏
教
を
深
く
 

信
仰
す
る
と
同
時
に
、
仏
教
の
思
想
を
政
治
の
柱
に
据
え
 

て
い
っ
た
。
そ
の
代
表
例
が
十
七
条
憲
法
の
制
定
だ
。
太
 

子
が
自
ら
起
草
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
第
一
条
が
有
 

名
な
「
和
を
以
っ
て
貴
し
と
為
し
…
」
だ
。
 

他
の
条
文
で
も
、
「
多
く
の
人
々
の
意
見
を
尊
重
せ
よ
」
 

（
第
十
条
）
、
「
多
く
の
人
と
議
論
す
べ
き
」
（
第
＋
七
条
）
 

な
ど
、
「
和
」
の
重
要
性
を
繰
り
返
し
説
い
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
な
「
和
」
を
重
視
す
る
考
え
方
は
、
今
日
ま
 

で
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
く
、
日
 

本
的
な
気
風
と
い
う
か
価
値
観
の
起
源
と
な
っ
て
い
る
。
 

ま
た
第
二
条
で
は
「
鯵
く
三
宝
（
仏
教
の
教
え
）
を
敬
 

え
」
と
説
い
て
い
る
。
全
体
と
し
て
仏
教
と
と
も
に
儒
教
 

や
法
家
（
法
治
主
義
に
よ
る
政
治
を
主
張
す
る
思
想
）
の
 

考
え
方
が
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
て
お
り
、
新
し
い
国
造
り
の
政
 

治
理
念
、
貴
族
や
役
人
に
対
す
る
政
治
的
・
道
徳
的
な
訓
 

示
と
い
っ
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
 

仏
教
や
儒
教
な
ど
も
中
国
大
陸
か
ら
導
入
し
た
も
の
だ
 

が
、
太
子
は
そ
れ
を
日
本
独
自
の
や
り
方
で
具
体
化
し
広
 

め
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
が
古
代
国
家
の
基
礎
を
作
る
と
と
 

も
に
、
後
世
の
日
本
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
 

る
。
ま
さ
に
 
「
元
祖
・
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
」
だ
。
 

だ
が
そ
の
一
方
で
、
「
太
子
の
業
績
は
後
世
に
な
っ
て
 

創
作
さ
れ
た
も
の
だ
」
と
か
「
聖
徳
太
子
は
実
在
し
な
 

か
っ
た
」
 
と
い
っ
た
説
が
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
そ
の
 

影
響
か
ら
か
、
最
近
の
学
校
の
教
科
書
で
は
「
聖
徳
太
子
」
 

で
は
な
く
、
「
厩
戸
王
（
聖
徳
太
子
）
」
と
い
う
記
述
が
ほ
 

と
ん
ど
だ
。
 

し
か
し
駒
深
大
学
名
誉
教
授
の
石
井
公
成
氏
に
よ
れ
ば
 

「
厩
戸
王
と
い
う
呼
び
方
は
、
ど
の
時
代
の
文
献
に
も
全
 

く
見
え
な
い
」
（
『
聖
徳
太
子
 
実
像
と
伝
説
の
間
』
春
秋
 

社
）
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
教
科
書
の
記
述
の
 

仕
方
は
不
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

確
か
に
日
本
書
紀
の
記
述
な
ど
に
は
誇
張
や
脚
色
が
あ
 

る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
し
、
推
古
天
皇
や
蘇
我
馬
子
と
 

共
同
で
行
っ
た
政
策
も
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
 

そ
れ
を
以
っ
て
「
聖
徳
太
子
」
を
否
定
し
て
し
ま
う
の
は
 

無
理
が
あ
る
と
い
う
の
が
率
直
な
感
想
だ
。
 

こ
の
議
論
は
別
の
機
会
に
譲
る
と
し
て
、
角
度
を
変
え
 

て
「
歴
史
に
学
ぶ
」
と
い
う
観
点
に
立
て
ば
、
太
子
の
業
 

績
は
現
代
の
企
業
経
営
に
も
通
じ
る
点
が
多
い
。
 

例
え
ば
、
①
地
政
学
リ
ス
ク
に
対
応
す
る
に
は
的
確
な
 

情
勢
分
析
と
戦
略
が
重
要
②
自
社
の
強
み
を
明
確
に
し
て
 

カ
を
つ
け
る
③
徹
底
的
に
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
を
追
求
す
る
 

ー
 
ー
な
ど
、
多
く
の
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

岡
田
晃
（
お
か
だ
あ
き
ら
〕
 

一
九
七
一
年
、
慶
応
義
塾
大
学
経
済
学
血
叩
卒
業
後
、
日
本
経
済
新
聞
社
入
社
。
 

編
集
委
員
を
経
て
、
テ
レ
ビ
東
京
出
向
。
「
ワ
ー
ル
ド
ビ
ジ
ネ
ス
サ
テ
ラ
イ
 

ト
（
W
B
s
）
」
マ
ー
ケ
ッ
ト
キ
ャ
ス
タ
ー
、
同
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
、
N
Y
 

支
局
長
、
テ
レ
ビ
墓
呆
ア
メ
リ
カ
社
長
、
理
事
・
解
説
委
員
長
。
ニ
〇
〇
六
 

年
か
ら
大
阪
経
済
大
学
客
員
教
授
。
ニ
O

ニ
ニ
年
、
同
特
別
招
聴
教
授
。
 

新
刊
「
徳
川
幕
府
の
経
済
政
策
ー
そ
の
光
と
影
」
（
P
H
P
新
書
）
。
 

23 かけはし 2025/5月号 


