
株式会社コーセン　　　ＴＥＬ0859-75-2124　　発行 平成20年　6月　　　第17号
　　

〔

会
員
の
皆
様
へ
〕

豆
知
識
シ
リ
ー
ズ

　
　
　
　
　
社
名
の
由
来

（
株
）
ト
ク
ホ
ン

最
近
の
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
で
パ
リ
コ
レ
を
も
じ
っ
て

ハ
リ
コ
レ
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
で
お
な
じ
み
の
貼

り
薬
メ
ー
カ
ー
ト
ク
ホ
ン
は
、
明
治
３
４
年
鈴

木
由
太
郎
が
東
京
に
『
鈴
木
日
本
堂
』
を
創
業

し
た
の
が
始
ま
り
で
す
。
鈴
木
は
、
商
売
の
秘

訣
は
、
①
消
耗
す
る
。
②
大
量
生
産
で
き
る
。

③
保
存
で
き
る
。
④
手
軽
に
運
べ
る
。
の
４
つ

で
、
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
製
品
を
手
が
け
れ

ば
、
絶
対
に
成
功
で
き
る
と
信
じ
て
良
い
薬
を

作
り
続
け
ま
し
た
。
そ
し
て
品
切
れ
に
な
ら
な

い
よ
う
製
品
は
５
種
類
に
し
ぼ
り
ま
し
た
。
こ

う
し
て
鈴
木
日
本
堂
は
、
業
績
を
伸
ば
し
ま
す

が
、
大
正
１
２
年
、
関
東
大
震
災
で
す
べ
て
を

失
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
昭
和
２
年
に
火

で
焙
ら
ず
簡
単
に
貼
れ
る
貼
り
薬
（
消
炎
鎮
痛

貼
付
薬
）
を
開
発
し
再
起
を
計
り
ま
す
。
こ
の

薬
の
評
判
が
よ
く
、
鈴
木
は
す
ぐ
に
大
量
生
産

の
準
備
を
進
め
製
品
に
名
前
を
『
ト
ク
ホ
ン
』

と
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
戦
国
時
代
、
武
田
信

玄
の
主
治
医
で
あ
っ
た
医
者
の
神
様
と
言
わ
れ

た
「
永
田
徳
本
」
か
ら
命
名
し
ま
し
た
。
こ
の

人
物
は
、
身
分
の
高
い
低
い
に
関
ら
ず
、
誰
を

治
療
し
て
も
十
八
文
し
か
頂
か
な
か
っ
た
名
医

だ
そ
う
で
す
。
永
田
徳
本
の
生
き
方
に
感
銘
し

た
鈴
木
は
こ
の
薬
の
名
前
を
『
ト
ク
ホ
ン
』
と

し
ま
す
。

ま
た
、
平
成
元
年
に
社
名
も
「
株
ト
ク
ホ
ン
」

と
し
ま
し
た
。
人
々
に
恩
恵
を
与
え
る
「
徳
」

痛
み
や
炎
痛
を
「
溶
く
、
解
く
」
に
も
つ
な

が
っ
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
４
つ
の
秘
訣
で

何
か
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

先
頃
、
島
根
県
美
保
関
に

｢

ア
ゴ

｣

掬
い
に
参
加
し
て
き

ま
し
た
。
当
日
は

｢

だ
ん
だ

ん

｣

を
歌
う
六
子
（
ろ
こ
）

さ
ん
の
ラ
イ
ブ
や
美
保
神
社

で
の
大
漁
祈
願
祭
な
ど
が
あ

り
ま
し
た
。
お
か
げ
で
社
長

は
初
体
験
な
が
ら
９
匹
ゲ
ッ

ト
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
（
両
手
で
ア
ゴ
の
あ
ご

を
う
れ
し
そ
う
に
に
ぎ
り
し

め
て
い
る
の
が
社
長
で
す
）

美保関”だんだん”あご祭り

梅
雨
の
晴
れ
間
に
見
る
青
空
が
、
ひ
と
き
わ
晴
れ
や
か

に
思
え
ま
す
。
そ
し
て
草
む
ら
に
群
れ
飛
ぶ
蛍
を
見
る

と
こ
の
地
方
に
生
ま
れ
た
こ
と
を
本
当
に
幸
せ
に
感
じ

ま
す
。
会
員
の
皆
様
は
益
々
お
元
気
で
お
過
ご
し
の
こ

と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

当
倶
楽
部
も
こ
の
六
月
で
三
周
年
を
迎
え
、
皆
様
に
支

え
ら
れ
な
が
ら
こ
こ
ま
で
く
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
大
山
鬼
さ
び
砂
舗
装
の

お
庭
、
お
墓
の
リ
フ
ォ
ー
ム
や
、
宮
市
地
区
で
の
た
く

さ
ん
の
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
の
発
注
に
付
き
ま
し
て
も
あ

わ
せ
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
本
年
か
ら
は
農
業
の
未

来
を
少
し
だ
け
考
え
、
自
然
薯
栽
培
を
さ
さ
や
か
な
が

ら
ス
タ
ー
ト
い
た
し
ま
し
た
、
秋
に
は
何
か
し
ら
の
報

告
が
で
き
る
と
思
っ
て
い
ま
す
し
、
会
員
の
皆
様
に
お

分
け
で
き
た
ら
と
も
考
え
て
い
ま
す
。
何
か
と
厳
し
い

こ
と
ば
か
り
の
こ
の
ご
ろ
で
す
が
、
会
員
の
皆
様
の
お

力
を
少
し
ず
つ
い
た
だ
い
て
推
進
力
の
源
と
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
一
層
の
ご
指
導
ご
支
援
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

江
府
町
笠
良
原
、
サ
ン
ト
リ
ー
水
工
場
の
す
ぐ

そ
ば
で
、
地
元
農
家
大
森
彪
様
よ
り
お
世
話
い

た
だ
い
た
畑
で
じ
ね
ん
じ
ょ
作
り
を
ス
タ
ー
ト

い
た
し
ま
し
た
。
県
内
で
も
先
駆
者
の

(

有

)

大
柄
組
、
大
柄
司
社
長
様
に
指
導
を
う
け
て
い

ま
す
。
今
年
の
出
来
具
合
で
は
来
年
は
も
っ
と

数
量
を
増
や
し
ま
す
。

じ
ね
ん
じ
ょ
作
り

始
め
ま
し
た
！

ご
あ
い
さ
つ

江
府
町
に
あ
り
ま
す
せ
せ

ら
ぎ
公
園
で
は
、
現
在
、

蛍
が
た
く
さ
ん
飛
び
回
っ

て
訪
れ
る
人
々
の
目
を
楽

し
ま
せ
遠
い
郷
愁
の
世
界

に
ひ
た
ら
せ
て
く
れ
て
い

ま
す
。
夜
の
８
時
か
ら
１

０
時
く
ら
い
が
見
ご
ろ
で

す
。

大江社長による宅地指導です！
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こ
の
倶
楽
部
通
信
に
対
す
る
ご
意
見
・
ご
感
想
が
あ
り
ま
し
た
ら

ど
ん
な
こ
と
で
も
お
気
軽
に
ご
一
報
く
だ
さ
い
。
今
後
の
倶
楽
部

通
信
に
ど
ん
ど
ん
取
り
入
れ
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
連
絡
先
　
　
コ
ー
セ
ン
・
は
っ
ピ
ー
ラ
イ
フ
倶
楽
部
事
務
局

　
　
　
　
　
　
　
Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
０
８
５
９
―
７
５
―
２
１
２
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
端
ま
で

江
府
町
御
机
の
奥
大
山
ス
キ
ー
場
の
向

か
い
側
に
、
地
元
で
美
人
と
評
判
の
女

性
２
人
（
川
上
輝
子
さ
ん
・
川
上
留
美
子
さ
ん
）
が
代

表
で
喫
茶
店
「
ブ
ナ
の
森
か
ら
」
を
オ
ー
プ
ン
し
ま
し

た
。
地
元
農
産
物
を
使
っ
た
手
作
り
の
料
理
が
自
慢
で

す
。
今
の
と
こ
ろ
土
、
日
祝
日
と
水
曜
日
に
開
店
で

す
。

｢

て
る
ち
ゃ
ん
の
大
山
お
こ
わ

｣

に
そ
ば
他
６
品

付
の
定
食
や
、
手
作
り
カ
レ
ー
、
デ
ザ
ー
ト
に
ブ
ル
ー

ベ
リ
ー
ヨ
ー
グ
ル
ト
と
コ
ー
ヒ
ー
が
お
す
す
め
で
す
。

ぜ
ひ
一
度
足
を
運
ん
で
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　　　祐生
　　　　出会いの館

　　ブナの森から
　　　　　　オープン！

お
墓
の
リ
フ
ォ
ー
ム

　板　祐生

米
子
市
内
の
小
高
い
丘
の
す
ず
や
か
な
林

の
中
に
た
た
ず
む
お
墓
に
お
に
さ
び
砂
舗

装
を
施
工
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
車

道
か
ら
１
０
０
メ
ー
ト
ル
以
上
は
あ
る
と

思
わ
れ
る
急
な
坂
道
を
全
て
の
材
料
を
担

い
で
一
生
懸
命
歩
き
ま
し
た
・
お
か
げ
で

無
事
完
成
し
た
時
は
施
工
メ
ン
バ
ー
い
わ

く
、

｢

い
つ
も
よ
り
、
汗
を
か
い
た
分
達

成
感
を
大
い
に
感
じ
ま
し
た
。

｣

と
の
こ

と
で
す
。

こ
ち
ら
は
境
港
市
内
の
お
墓
に

｢

お
に
さ
び

砂
舗
装

｣

の
ご
用
命
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
の
辺
は
砂
地
が
多
く
、
地
盤
を
よ
り
安
定

さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
が
、
当
社
の
特

殊
技
術
に
よ
り
安
全
確
実
に
下
地
安
定
処
理

を
施
し
工
事
を
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

ご
両
家
の
み
な
さ
ま
に
、
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
。

湖
畔
に
た
た
ず
む
、
郷
土
玩
具

と
孔
版
画
の
博
物
館
。
祐
生
出

会
い
の
館
を
紹
介
し
ま
す
。

鳥
取
県
西
伯
郡
南
部
町
下
中
谷

（
ち
ょ
う
ど
緑
水
湖
あ
た
り
で

す
）
に
あ
り
、
館
内
に
は
祐
生

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
郷
土
玩

具
）
や
孔
版
画
と
い
っ
た
展
示

物
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

孔
版
画
と
は
、
ガ
リ
版
を
使
用

し
て
版
画
を
作
る
方
法
だ
そ
う

で
、
今
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ

な
く
な
っ
た
も
の
な
ん
だ
そ
う

で
す
。

祐
生
は
、
明
治
２
２
年
に
西

伯
郡
東
長
田
村
（

現
南
部

町
）
に
生
ま
れ
、
１
５
歳
で

代
用
教
員
と
な
り
そ
の
か
た

わ
ら
ガ
リ
版
利
用
の
孔
版
画

の
製
作
を
は
じ
め
ま
し
た
。

そ
し
て
独
自
の
技
法
に
よ
る

、
つ
ぶ
し
孔
版
、
切
り
抜
き

孔
版
を
創
作
し
ま
し
た
。
生

涯
の
大
半
を
地
元
の
小
学
校

教
師
と
し
て
過
ご
し
、
学
校

は
居
間
で
も
あ
り
、
こ
う
し

た
暮
ら
し
の
な
か
で
ラ
イ
フ

ワ
ー
ク
に
打
ち
込
み

昭
和
３
１
年
に
６
６

歳
で
亡
く
な
ら
れ
ま

し
た
。

伝
統
工
芸
や
昔
か
ら

の
技
術
が
失
わ
れ
か

け
て
い
る
今

だ
か
ら
こ
そ

こ
の
素
晴
し

い
も
の
を
若

い
人
や
1
0

0
年
後
の
人

達
に
も
伝
え

て
い
き
た
い

で
す
ね
。

皆
様
も
ぜ
ひ

足
を
運
ん
で

み
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う

か
。

お
家
の
リ
フ
ォ
ー
ム

BEFORE

AFTER

BEFORE

AFTER

現
在
、
江
府
町
宮
市

地
区
で
は
下
水
道
工

事
が
最
盛
期
を
む
か

え
て
い
ま
す
。
そ
し

て
こ
れ
に
と
も
な
う

ト
イ
レ
、
台
所
、
風

呂
の
接
続
工
事
も
た

く
さ
ん
い
た
だ
き
ま

し
た
。
紙
上
を
借
り

て
お
礼
を
申
し
上
げ

ま
す
。
写
真
は
当
ク

ラ
ブ
の
会
員
様
で
神

社
の
宮
仕
様
の
お
宅

で
す
。
宮
仕
様
は
現

在
お
脚
の
調
子
が
お

悪
い
た
め
、
通
路
や

手
す
り
又
、
便
座
も

十
分
配
慮
し
た
も
の

を
計
画
設
置
し
、
た

い
へ
ん
喜
ば
れ
ま
し

た
。

AFTER

BEFORE


