
東日本大震災
から３年

平成23年3月11日の東日本大震災から３年以上の月日が流れた。一般的に、震災からの復興
には「３年の壁」があると言われているが、東北の復旧・復興はどこまで進んだのか ―――。

被災企業の現状をみると（図表１参照）、現在の売上げ状況が震災直前の水準以上まで回復して
いると回答した企業の割合は36.6％で、建設業、運送業など一部の業種を除き、地場産業である
水産・食品加工業などは、依然厳しい経済状況にある。

一方で、平成25年度の被災3県の工場立地件数は前年度より25％増加しており（図表２参照）、
全体としてみれば、着実な回復を続けていることがわかる。

本特集では、東日本大震災の被害を受けながらも、東北の地に腰を据え、あくなき挑戦を続ける
お客さまに学び、“変化への対応力”について考察する。

産業の復旧・復興の状況～復興庁「復興の現状」（平成26年5月30日公表）より～
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図表１ 被災企業の売上の回復状況

資料：東北経済産業局　「グループ補助金交付先アンケート調査（平成25年6月）」を基に公庫作成

図表２ 被災３県の工場立地件数の推移

資料：経済産業省　「工場立地動向調査」

0% 20% 40% 60% 80% 100%

増加変化なし７～９割５～７割３～５割１～３割１割以下震災前との売上比較

合計

製造業

水産・
食品加工業
卸小売・

サービス業

旅館・ホテル業

建設業

運送業

その他

4.0 10.1 10.6 14.5 27.7 11.3 21.9

5.2 10.8 11.4 14.7 21.3 9.9 26.7

7.2

1.9

1.6

14.5

5.5

8.1

9.4

9.3

8.8

8.7

11.7

15.1

9.5

6.5

6.7

12.8

12.2

22.1

12.1

10.6

7.8

16.1

16.9

21.9

17.8

29.4

9.2

14.9

23.1

18.7

17.6

10.1

9.5

5.4

8.8

5.2

26.4

32.2

56.5

27.7

21.8

8.8

120

100

80

60

40

20

0

（件）

福島宮城岩手
H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度

13

33

38

3

32

13

11

26

13

24

27

13

22

31

40

24

43

49

写真提供：共同通信社（福島県いわき市四倉海岸「いわき凧揚げ大会」、平成23年9月）

復興から発展へ

4 JFC 中小企業だより 2014.9JFC 中小企業だより 2014.9 3

東 日 本 大 震 災 特 集



　

福
島
の
地
で
長
く
商
売
を
続
け
て
き
た

内
池
醸
造
株
式
会
社
は
、
伝
統
的
な
醤
油

味
噌
か
ら
業
務
用
つ
ゆ
・
た
れ
へ
の
シ
フ

ト
を
成
功
さ
せ
て
き
た
。
伝
統
を
ベ
ー
ス

に
変
化
を
続
け
る「
不
易
流
行
」の
精
神
は

東
日
本
大
震
災
後
も
大
い
に
発
揮
さ
れ
て

い
る
。
内
池
浩
会
長
と
内
池
崇
社
長
か
ら
、

豊
永
厚
志
中
小
企
業
事
業
本
部
長
が
お
話

を
伺
っ
た
。

豊
永
本
部
長
　
長
い
歴
史
を
持
つ
内
池
醸

造
で
す
が
、
い
つ
頃
か
ら
福
島
の
地
で
商

売
を
始
め
た
の
で
し
ょ
う
か
。

内
池
浩
会
長
　
明
暦
元
年（
１
６
５
５
年
）

に
、
近
江
八
幡
か
ら
こ
の
福
島
の
地
に
来

た
と
い
う
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
す
。
近

江
商
人
と
し
て
福
島
に
移
住
し
て
最
初
の

う
ち
は
呉
服
、
生
糸
を
扱
い
、
153
年
前
に

醤
油
を
始
め
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い

ま
す
。

豊
永
　
そ
れ
が
内
池
醸
造
の
創
業
年
で
あ

る
文
久
元
年（
１
８
６
１
年
）で
す
ね
。
醤

油
味
噌
と
い
う
伝
統
的
な
商
品
を
扱
う
老

舗
企
業
と
し
て
、
時
代
の
変
化
を
感
じ
る

こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

会
長
　
醤
油
味
噌
業
界
は
、
長
い
目
で
見

過
当
競
争
の
醤
油
味
噌

工
場
移
転
を
機
に

つ
ゆ
・
た
れ
に
シ
フ
ト

る
と
少
子
高
齢
化
や
食
の
多
様
化

に
よ
っ
て
、
市
場
が
縮
小
し
て
い

く
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
と
思
い

ま
す
。

　

昔
は
汁
物
と
い
え
ば
味
噌
汁
が

当
た
り
前
で
し
た
が
、
今
は
選
択

肢
の
一
つ
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
大
家
族
で
あ
れ
ば
味
噌
か

ら
味
噌
汁
を
作
り
ま
す
が
、
現
在

の
よ
う
に
世
帯
人
数
が
２
人
と
か

１
・
５
人
に
な
り
ま
す
と
、
い
わ
ゆ
る“
中

食
”と
い
う
こ
と
で
、
即
席
の
味
噌
汁
で
済

ま
せ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も
出
て
き
ま
す
。

　

必
然
的
に
家
庭
用
味
噌
の
需
要
は
減
っ

て
き
ま
す
。
需
要
が
減
る
な
か
で
業
界
と

し
て
は
常
に
供
給
過
剰
に
な
っ
て
い
ま
す
。

豊
永
　
醤
油
味
噌
と
い
う
伝
統
を
守
り
つ

つ
、
過
当
競
争
の
中
で
生
き
残
っ
て
い
く

の
は
、
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。

会
長
　
当
社
に
お
い
て
過
当
競
争
か
ら
脱

け
出
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
工
場
移

転
で
し
た
。
平
成
７
年
に
、
そ
れ
ま
で
市

街
地
に
あ
っ
た
工
場
を
、
生
産
力
の
拡
充

や
環
境
問
題
に
対
応
す
る
た
め
郊
外
に
移

転
し
た
ん
で
す
。

　

工
場
に
ス
ペ
ー
ス
が
で
き
た
こ
と
で
、

醤
油
味
噌
を
素
材
に
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
商

品
を
扱
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
具
体
的
に
は
、
業
務
用
つ
ゆ
・
た

れ
の
製
造
に
進
出
し
ま
し
た
。
平
成
７
年

当
時
の
つ
ゆ
・
た
れ
の
売
上
比
率
は
30
％

程
度
で
し
た
が
、
現
在
で
は
70
％
程
度
に

ま
で
増
加
し
、
安
定
し
た
収
益
源
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

食
が
多
様
化
す
る
な
か
で
、
中
食
や
外

食
市
場
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ー
ズ
が

出
て
き
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
ニ
ー
ズ

に
応
え
、
付
加
価
値
の
あ
る
商
品
を
出
し

て
い
く
。
つ
ゆ
・
た
れ
へ
の
シ
フ
ト
は
、
時

代
の
流
れ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

豊
永
　
内
池
醸
造
で
は「
不
易
流
行
」
を

モ
ッ
ト
ー
に
し
て
い
る
と
伺
い
ま
し
た
。

会
長
　
い
つ
ま
で
も
変
え
て
は
い
け
な
い

本
質
的
な
も
の
を
忘
れ
な
い
一
方
で
、
新

し
く
変
化
を
重
ね
て
い
る
も
の
を
取
り
入

れ
て
い
く
。
そ
う
し
た
考
え
の
も
と
、
自

社
製
造
の
醤
油
味
噌
を
使
っ
た
業
務
用
つ

ゆ
・
た
れ
の
製
造
に
進
出
し
た
と
い
う
わ

け
で
す
。
醤
油
味
噌
と
い
う
食
文
化
を
次

の
世
代
に
残
し
て
い
く
た
め
に
も
、
外
食

化
・
中
食
化
と
い
う
食
文
化
の
変
化
に
対

応
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
従
業
員
に
も
変
化
が
あ
り
ま
し

た
。
従
来
は
定
番
の
醤
油
味
噌
を
た
だ
売

る
だ
け
で
し
た
が
、
業
務
用
つ
ゆ
・
た
れ

に
つ
い
て
は
単
に
買
っ
て
く
だ
さ
い
と
い

う
だ
け
で
は
立
ち
行
き
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、

お
客
さ
ま
で
あ
る
レ
ス
ト
ラ
ン
や
居
酒
屋

に
行
っ
て
顧
客
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
提
案

営
業
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

従
業
員
も
自
分
た
ち
が
提
案
し
た
も
の

が
採
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
ま

で
以
上
の
充
実
感
、
や
り
が
い
を
感
じ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
、
社
内
の
活
性
化
に
も
つ
な
が
っ

て
い
ま
す
。

豊
永
　
工
場
移
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

こ
と
が
、
結
果
的
に
功
を
奏
し
た
わ
け
で

す
ね
。

豊
永
　
変
化
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
３

年
前
の
震
災
も
大
き
な
変
化
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
。
被
害
の
状
況
は
い
か
が
で
し

た
か
。

会
長
　
醤
油
に
な
る
前
段
階
の
も
ろ
み
を

貯
蔵
す
る
23
本
の
発
酵
タ
ン
ク
が
あ
る
の

で
す
が
、
そ
の
う
ち
４
本
が
倒
壊
、
破
損

し
ま
し
た
。
１
本
７
万
リ
ッ
ト
ル
で
す
か

ら
、
計
28
万
リ
ッ
ト
ル
の
も
ろ
み
が
敷
地

内
に
流
出
し
ま
し
た
。
工
場
の
敷
地
は
茶

褐
色
に
染
ま
っ
て
、
ま
わ
り
に
は
醤
油
の

に
お
い
が
充
満
し
て
い
ま
し
た
。

豊
永
　
被
害
総
額
は
ど
れ
く
ら
い
に
な
っ

た
の
で
し
ょ
う
。

会
長
　
タ
ン
ク
を
含
め
た
物
損
の
合
計

で
、
１
億
３
千
万
円
く
ら
い
の
被
害
が
出

ま
し
た
。
物
損
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な

公
的
補
助
金
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ

う
し
た
も
の
を
活
用
し
な
が
ら
対
処
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

む
し
ろ
大
変
だ
っ
た
の
は
風
評
被
害
で

震
災
で
タ
ン
ク
が
倒
壊

物
損
以
上
に

風
評
被
害
が
深
刻
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な
い
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
が
、
当
社
は

200
キ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
で
も
対
応
で
き
ま

す
。
少
量
多
品
種
は
当
社
の
武
器
で
も
あ

り
ま
す
。

豊
永
　
震
災
か
ら
３
年
が
経
過
す
る
な
か

で
、
得
ら
れ
た
教
訓
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

社
長
　
震
災
直
後
は
販
売
先
や
仕
入
先
な

ど
、
お
客
さ
ま
の
リ
ア
ル
な
姿
を
見
る
こ

と
が
で
き
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。「
あ
あ
、

こ
う
い
う
人
だ
っ
た
ん
だ
」
と
思
う
人
も

い
れ
ば
、
逆
に
す
ご
く
親
身
に
な
っ
て
く

れ
た
人
も
い
ま
す
。

　

震
災
ま
で
は
、
そ
れ
こ
そ
過
当
競
争
の

中
で
当
社
も「
１
円
で
も
安
く
」と
い
う
発

想
に
な
り
が
ち
で
し
た
。
し
か
し
、
震
災

を
き
っ
か
け
に
、
単
に
価
格
だ
け
を
見
る

の
で
は
な
く
、
長
期
的
な
付
き
合
い
、
信

頼
関
係
の
重
要
性
を
痛
感
し
ま
し
た
ね
。

豊
永
　
苦
し
い
と
き
こ
そ
、
本
当
の
信
頼

関
係
が
見
え
て
き
ま
す
よ
ね
。
危
機
管
理

の
面
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

会
長
　
Ｂ
Ｃ
Ｐ
と
い
っ
た
危
機
管
理
の
手

法
に
つ
い
て
は
、
知
識
と
し
て
は
理
解
し

て
い
ま
し
た
が
、
震
災
を
経
験
し
、
本
当

に
そ
の
意
義
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

社
長
　
今
回
の
震
災
は
千
年
に
一
度
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
逆
に
言
え
ば
こ
れ
を

乗
り
切
る
こ
と
さ
え
で
き
れ
ば
、
経
営
者

と
し
て
こ
の
先
、
20
年
、
30
年
と
や
っ
て

い
く
う
え
で
の
自
信
に
つ
な
が
る
と
考
え

て
い
ま
す
。

豊
永
　
震
災
の
苦
労
な
ど
を
踏
ま
え
て
、

中
小
企
業
の
方
々
に
何
か
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

お
願
い
で
き
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

会
長
　
試
練
も
成
長
の
バ
ネ
に
で
き
る
か

ど
う
か
、
気
の
持
ち
よ
う
だ
と
思
う
ん
で

す
。
こ
れ
だ
け
変
化
の
激
し
い
時
代
の
中

で
、
試
練
を
通
じ
て
成
長
の
き
っ
か
け
を

見
つ
け
出
す
こ
と
が
大
事
だ
と
考
え
て
い

ま
す
。

社
長
　
私
自
身
は
、
震
災
か
ら
現
在
ま
で

悲
壮
感
を
そ
れ
ほ
ど
感
じ
た
こ
と
が
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
の
根
本
に
あ
る
の
は
何
な
ん

だ
ろ
う
と
考
え
た
と
き
に
、
や
は
り
モ
ノ

づ
く
り
の
楽
し
さ
に
行
き
着
き
ま
し
た
。

　

新
規
開
発
案
件
を
年
間
で
７
百
件
以
上

抱
え
て
毎
日
バ
タ
バ
タ
し
て
い
ま
す
が
、

モ
ノ
づ
く
り
を
し
て
い
る
と
い
う
実
感
が

あ
っ
て
楽
し
い
で
す
ね
。
そ
の
楽
し
さ
が

あ
る
か
ら
こ
そ
、
震
災
の
後
も
前
向
き
に

進
む
こ
と
が
で
き
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

豊
永
　
お
客
さ
ま
か
ら
の
要
望
に
応
え
る

だ
け
で
は
な
く
、
提
案
し
て
い
く
こ
と
も

多
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

社
長
　
む
し
ろ
提
案
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん

ど
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
お
客
さ
ま
の
要
望

は
ア
バ
ウ
ト
な
も
の
も
少
な
く
な
い
ん
で

す
よ
。「
ド
ー
ン
と
し
た
感
じ
の
つ
ゆ
を
お

願
い
」と
い
う
よ
う
に（
笑
）。

会
長
　
そ
う
い
う
提
案
を
続
け
た
結
果
、

今
で
は
会
社
の
レ
シ
ピ
が
４
万
６
千
件
く

ら
い
に
達
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
従
業
員

に
も
ノ
ウ
ハ
ウ
が
蓄
積
さ
れ
て
い
ま
す
。

機
械
や
設
備
だ
け
で
は
な
く
、
バ
ラ
ン
ス

シ
ー
ト
に
載
ら
な
い
レ
シ
ピ
や
ノ
ウ
ハ
ウ

と
い
っ
た
も
の
も
、
会
社
に
と
っ
て
重
要

な
無
形
の
財
産
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

業
務
用
つ
ゆ
・
た
れ
は
、
提
案
し
て
も

採
用
さ
れ
る
の
は
30
％
程
度
で
あ
り
、
そ

の
数
は
年
間
２
百
件
に
の
ぼ
り
ま
す
が
、

１
年
以
上
続
く
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と

い
う
厳
し
い
市
場
で
す
。
し
か
し
、
さ
ま

ざ
ま
な
ニ
ー
ズ
に
積
極
的
に
応
え
て
き
た

結
果
、
お
客
さ
ま
と
の
強
い
信
頼
関
係
を

築
く
こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。

　

当
社
で
は
自
分
た
ち
の
伝
統
を
重
視
し

な
が
ら
も
そ
れ
に
驕お
ご

ら
ず
、「
不
易
流
行
」

を
創
業
当
初
か
ら
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
き
ま

し
た
。
震
災
と
い
う
未
曾
有
の
変
化
に
際

し
て
も
、
慌
て
ず
に
前
向
き
に
対
応
す
る

こ
と
が
で
き
た
要
因
の
一
つ
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

豊
永
　
そ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
多
く
の
困
難

を
乗
り
越
え
て
き
た
、内
池
醸
造
の
長
い
歴

史
の
秘
訣
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
本
日
は
貴

重
な
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

震
災
で
見
え
た
リ
ア
ル

こ
の
困
難
の
先
に

将
来
の
経
営
資
源
が

試
練
も
成
長
の
糧
に

チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
で

幾
多
の
困
難
を
克
服

す
。
原
発
事
故
の
直
後
は
、「
頑
張
れ
」
と

い
う
こ
と
で
福
島
県
産
の
も
の
を
買
っ
て

も
ら
っ
た
り
し
ま
し
た
が
、
年
末
頃
か
ら

風
評
被
害
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
現
在
も
風
評
被
害
は
続
い
て
い
ま
す
。

豊
永
　
風
評
対
策
と
し
て
放
射
性
物
質
の

検
査
体
制
も
整
え
た
と
の
こ
と
で
す
が
。

会
長
　
原
材
料
か
ら
製
品
ま
で
の
一
貫
検

査
体
制
を
整
え
ま
し
た
。
計
測
器
を
導
入

し
た
ほ
か
、
外
部
機
関
へ
の
委
託
分
析
も

続
け
て
い
ま
す
。
お
客
さ
ま
か
ら
の
問
い

合
わ
せ
へ
の
対
応
強
化
も
含
め
、
社
長
が

先
頭
に
立
っ
て
風
評
対
策
に
当
た
っ
て
い

ま
す
。

　

風
評
被
害
に
つ
い
て
は
、
賠
償
金
や
補

助
金
と
い
っ
た
公
助
に
い
つ
ま
で
も
頼
る

の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
自
助
努
力
、
さ
ら

に
は
地
域
内
で
の
助
け
合
い
で
あ
る
共

助
で
や
っ
て
い
く
こ
と
が
本
来
の
姿
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
風
評
に
め
げ
ず
に
消
費

者
に
買
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
商
品
力
を

付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

で
、
こ
ち
ら
も
社
長
を
中
心
に
新
商
品
の

開
発
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

豊
永
　
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
新
商
品

の
開
発
を
行
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

内
池
崇
社
長
　
地
産
地
消
で
す
ね
。
も
っ

と
も
、
当
社
で
は
十
数
年
前
か
ら
地
産
地

消
や
い
わ
ゆ
る
６
次
商
品
化（
農
商
工
連

携
）
の
掛
け
声
に
応
え
る
べ
く
、
福
島
県

産
の
農
産
物
を
使
っ
た
新
商
品
を
積
極
的

に
開
発
し
て
き
ま
し
た
。
Ｐ
Ｂ（
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
ブ
ラ
ン
ド
）の
浸
透
に
よ
る
競
争

激
化
に
対
抗
す
る
と
い
う
意
味
合
い
も
あ

り
ま
し
た
。

　

た
だ
、
単
な
る
ブ
ー
ム
に
乗
っ
て
取
り

組
ん
だ
と
い
う
面
も
否
め
ず
、
地
産
地
消

の
あ
り
方
に
つ
い
て
壁
に
ぶ
ち
当
た
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

豊
永
　
そ
の
壁
を
ど
の
よ
う
に
乗
り
越
え

ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

社
長
　
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
震
災
で

す
。
風
評
被
害
で
福
島
県
産
の
農
産
物
が

市
場
で
敬
遠
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
な
か
、

本
当
に
市
場
に
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
農
産
物

を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
地
元
産
の
原
材
料
を
使

え
ば
そ
れ
だ
け
で
地
産
地
消
な
の
で
は
な

く
、
優
れ
た
品
質
の
も
の
を
旬
の
時
期
に

食
べ
る
と
い
う
こ
と
が
、
本
来
の
地
産
地

消
で
あ
る
は
ず
で
す
。

　

そ
う
し
た
考
え
の
も
と
、
地
元
の
銘
柄

鶏（
伊
達
鶏
、
川
俣
シ
ャ
モ
、
会
津
地
鶏
）

を
使
っ
た
ブ
レ
ン
ド
ス
ー
プ
や
、
福
島
県

産
の
桃
や
リ
ン
ゴ
を
使
っ
た
焼
肉
和
だ
れ

な
ど
の
開
発
に
至
り
ま
し
た
。
地
元
鶏
の

ブ
レ
ン
ド
ス
ー
プ「
鶏
三
昧
」は
優
良
ふ
る

さ
と
食
品
中
央
コ
ン
ク
ー
ル
で
農
林
水
産

省
食
料
産
業
局
長
賞
に
選
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
新
商
品
を
次
々
に
開
発
す

る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
震
災
前
か
ら
さ

ま
ざ
ま
な
新
商
品
開
発
に
取
り
組
み
、
地

産
地
消
の
あ
り
方
に
つ
い
て
試
行
錯
誤
し

て
き
た
こ
と
が
奏
功
し
た
か
ら
だ
と
思
い

ま
す
。

豊
永
　
続
々
と
生
ま
れ
る
新
商
品
を
含

め
、
多
品
種
を
取
り
扱
う
の
は
大
変
で

す
ね
。

会
長
　
大
手
に
よ
る
寡
占
化
が
進
ん
で
い

ま
す
か
ら
、
大
手
が
入
っ
て
こ
な
い
ニ
ッ

チ
市
場
に
狙
い
を
つ
け
て
、
さ
ら
に
大
手

が
マ
ネ
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
迅
速
な

対
応
で
生
き
残
っ
て
い
く
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。
他
社
は
ト
ン
単
位
で
し
か
受
注
し

震
災
を
機
に

真
の
地
産
地
消
を
追
求

新
商
品
が
続
々
誕
生
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