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帝国データバンク史料館だより [ミューズ ]

学芸員ファイル FILE No.007
地域に根ざした支所経営が生んだ 事業所の出版活動

くずし字に見る
近代日本の夜明け

巻頭特集 テーマ展示新企画
読む、書く、伝える

一枚の写真から

実に総勢600余名もの春の清遊会
─全国の支所長たちも、東京本社の社員旅行に合流─



　

帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
史
料
館
で
は
、2
0
1
2
年

4
月
24
日（
火
）か
ら
6
月
29
日（
金
）ま
で
、常
設

展
示
室
内「
テ
ー
マ
展
示
」コ
ー
ナ
ー
に
お
い
て
新
企

画「
読
む
、書
く
、伝
え
る　

く
ず
し
字
に
見
る
近
代

日
本
の
夜
明
け
」を
開
催
す
る
。

　
「
く
ず
し
字
」と
い
う
と
、古
文
書
や
錦
絵
な
ど
に

書
か
れ
て
い
る
も
の
が
浮
か
ぶ
が
、現
代
の
生
活
の

中
で
も「
お
て
も
と
」や「
生
そ
ば
」、「
う
な
ぎ
」な
ど

「
く
ず
し
字
」で
書
か
れ
て
い
る
文
字
を
目
に
す
る
こ

と
が
あ
る
。ま
た
、今
そ
の「
く
ず
し
字
」を
読
み
た
い

と
い
う
要
望
が
多
く
、全
国
の
図
書
館
や
文
書
館
、博

物
館
を
は
じ
め
、市
民
大
学
な
ど
の
生
涯
学
習
講
座

や
通
信
講
座
で
開
か
れ
て
い
る「
く
ず
し
字
解
読
講

座
」は
高
い
人
気
だ
と
い
う
。

　

近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
残
さ
れ
た
史
料
に
は
、

急
速
に
近
代
化
を
進
め
た
日
本
の
姿
が
描
か
れ
て
い

る
。そ
し
て
そ
の
多
く
は「
く
ず
し
字
」で
記
録
さ
れ

て
い
る
。こ
の
よ
う
な「
く
ず
し
字
」で
書
か
れ
た
史

料
の
中
か
ら
、本
展
で
は
、古
記
録
や
書
類
、書
簡
、店

看
板
、錦
絵
な
ど
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
史
料

を
取
り
上
げ
、夜
明
け
を
迎
え
た
近
代
日
本
の
一
側

面
を
展
示
す
る
。

　 

今
号
の
巻
頭
特
集
で
は
、今
回
の
展
示
で
取
り
上

げ
る
史
料
の
中
か
ら
一
部
を
紹
介
す
る
。

﹇
巻
頭
特
集
﹈ 

テ
ー
マ
展
示
新
企
画

読
む
、書
く
、伝
え
る

くずし字で書かれた江戸時代の引札
上／現金おろし小う里・大阪屋味岡与兵衛（木版・福助絵）
下／禁裏御典薬寮長官小森殿秘法 そめいさん（カッパ摺）
2点とも公益財団法人 吉田秀雄記念事業財団 アド・ミュージアム 東京 所蔵

に
見
る

近
代
日
本
の
夜
明
け
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亜
墨
利
加
合
衆
国
大
統
領

ア
ブ
ラ
ハ
ム・リ
ン
コ
ル
ン

　
日
本
大
君
殿
下
に
呈
す

大
良
友

合
衆
国
ミ
ニ
ス
ト
ル
、レ
シ
テ
ン
ト
の
職
と

な
し
て
数
年
の
間

殿
下
の
許
に
差
置
け
る
ト
ウ
ン
セ
ン
ト
、

ハ
ル
リ
ス
氏
、本
国
に
帰
り
た
く
願
ひ

出
し
に
よ
り
て
余
者
願
の
如
く

許
容
し
て

殿
下
と
別
離
を
な
す
事
を

命
せ
り

日
本
政
府
と
最
懇
切
な
る
交
を

大
切
に
な
し
遂
る
を
在
留
中
の

職
分
を
せ
る
ハ
ル
リ
ス
氏
に
江
戸
を

退
去
す
る
時
方
今
両
国
の
間
に

幸
ひ
に
結
ひ
た
る
懇
親
の
交
を

堅
固
に
し
及
ひ
広
大
に
せ
ん
と
の

我
等
か
正
直
な
る
志
願
を

殿
下
に
証
し
且
此
交
よ
り
生
し

来
る
恩
沢
の
永
続
す
る
事
を

両
国
の
人
民
に
証
す
る
事
を

命
せ
り
○
右
ハ
ル
リ
ス
氏
以
前
よ
り
の

職
分
を
精
勤
せ
し
に
よ
り
て

余
望
む
ら
く
は
同
人
此
度
の

命
を

殿
下
の
悦
ひ
給
ふ
様
に
務
む
へ
し

耶
蘇
降
世
後
千
八
百
六
十
一
年

第
十
一
月
十
四
日
華
盛
頓
に
於
て
書
す

殿
下
の
良
友
た
る

ア
ブ
ラ
ハ
ム・リ
ン
コ
ル
ン
手
記

大
統
領
の
命
に
て

外
国
事
務
ミ
ニ
ス
ト
ル

ウ
イ
リ
ヤ
ム・エ
ッ
チ・シ
ウ
ァ
ル
調
印

米
国
大
統
領
リ
ン
カ
ー
ン
の
国
書
訳
文　

　

ペ
リ
ー
来
航
の
翌
年
、

1
8
5
4（
安
政
元
）年
、日
米

和
親
条
約
が
締
結
さ
れ
、日
本

の
2
0
0
年
以
上
続
い
た
鎖
国

の
時
代
は
終
わ
っ
た
。56
年
、ア

メ
リ
カ
の
総
領
事
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト・

ハ
リ
ス
は
下
田
に
着
任
し
、日
本

で
初
め
て
の
総
領
事
館
を
置
い

た
。通
商
条
約
を
締
結
す
る
こ

と
が
第
一
目
的
で
あ
っ
た
ハ
リ
ス

は
江
戸
へ
上
り
、58
年
、日
米
修

好
通
商
条
約
調
印
に
成
功
し
た
。

し
か
し
そ
の
後
、61（
文
久
元
）

年
に
体
調
不
良
を
理
由
に
帰
国

し
た
。こ
の
文
書
は
時
の
ア
メ
リ

カ
大
統
領
リ
ン
カ
ー
ン
が
、ハ
リ

ス
の
帰
国
願
い
を
し
た
た
め
た

国
書
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

1
8
6
1
年

個
人
蔵（
德
川
宗
家
文
書
）
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重
宝
無
尽
灯
用
法
記

無
尽
燈
の
儀
は
予
嘗
て
万
家
重
宝
四
民
有
益
の
器
を

製
造
な
さ
ん
と
志
願
を
発
し
、若
年
の
こ
ろ
よ
り
歳
々
年
々

工
夫
に
く
ふ
う
を
加
え
製
す
る
処
な
り
。そ
の
根
元
は
往
昔
阿
蘭

陀
人
持
来
り
し
リ
ク
ト
パ
ル
レ
ン
と
い
う
器
俗
に
風
炮
と
号
く
其
の
器
は

火
薬
を
用
い
ず
只
風
気
を
責
込
み
こ
れ
を
発
す
る
に
火
炮
に
異
な
ら

ず
と
き
き
し
が
文
政
年
間
予
江
府
に
い
た
り
て
始
て
其
器
を
見
て
即
其

器
を
製
造
し
、且
其
の
桟
巧
に
基
き
無
尽
燈
の
管
中
に
風
気
を

か
っ
て
油
を
せ
め
上
る
理
を
発
明
す
れ
ど
猶
至
ら
ざ
る
事
の
多
か
り
し

よ
り
三
十
年
来
丹
誠
を
こ
ら
し
て
工
夫
な
し
漸
く
諸
事
に
足
ら

ざ
る
こ
と
無
き
よ
う
成
就
な
し
た
る
其
奇
巧
を
い
は
ん
に
は
油
の
循
環

停
滞
な
く
し
て
、か
つ
油
の
減
り
も
こ
と
に
少
な
く
其
上
其
光
は
蝋
燭

た
だ
ふ
う
き

せ
め
こ

か
ほ
う

ぶ
ん
せ
い
の
こ
ろ

よ

こ
う
ふ

す
な
わ
ち

き
こ
う

か
つ

か
ん
ち
ゅ
う

あ
ぐ

な
お
い
た

む
じ
ん
と
う

か
つ

よ

ば
ん
か
じ
ゅ
う
ほ
う
し
み
ん
ゆ
う
え
き

い
に
し
え

お
ら
ん

き
ぞ
く

ふ
う
ほ
う

な
つ

も
ち
き
た

だ

そ
の
き
こ
う

よ
う
や

し
ょ
じ

そ
の
う
え
そ
の
ひ
か
り

と
ど
こ
お
り

　

1
8
3
7（
天
保
8
）年
頃
、

東
芝
の
創
業
者
の
ひ
と
り
で
あ

る
田
中
久
重
は
、蝋
燭
を
使
わ

ず
菜
種
油
に
よ
る
灯
器「
無
尽

灯
」を
製
作
し
た
。こ
れ
は
そ
の

「
無
尽
灯
」の
取
扱
説
明
書
・
解

説
書
で
あ
る
。

　

燃
え
尽
き
る
度
に
交
換
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
蝋
燭
と

は
異
な
り
、自
ら
が
考
案
し
た

風
砲（
空
気
銃
）の
原
理
を
利

用
し
て
、自
動
的
に
給
油
さ
れ

る
仕
組
み
を
作
り
出
し
た
。こ

の
解
説
書
の
冒
頭
に
は
、長
年

に
わ
た
る
研
究
の
結
果
生
み
出

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
。長
時
間
の
連
続

点
灯
と
蝋
燭
の
10
倍
も
の
明
る

さ
は
好
評
を
博
し
た
。こ
う
し

た
技
術
は
や
が
て
西
洋
技
術
の

導
入
に
よ
り
さ
ら
に
磨
き
を
か

け
る
こ
と
に
な
る
。
73（
明
治

6
）年
、75
歳
の
久
重
は
九
州
か

ら
上
京
し
、翌
々
年
銀
座
に
工

場
兼
店
舗
の「
電
気
機
及
諸
器

械
製
造
所
」を
開
く
。こ
こ
か
ら

東
芝
の
歴
史
が
始
ま
る
こ
と
に

な
る
。

江
戸
時
代
後
期

東
芝
科
学
館
所
蔵
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油
あ
ぶ
れ
ざ
る
よ
う
心
得
の
事

図
の
通
り
中
ほ
ど
に
へ
だ
て
あ
り
。

此
へ
だ
て
よ
り
上
に
油
壱
ぱ
い
に
入

せ
め
入
れ
ば
上
の
油
を
下
の
か
た
へ
み
な

お
さ
ま
る
ゆ
え
に
、上
の
方
は
あ
ぶ
ら
な
く
な
る
也
。こ
れ
に
ま
た

油
を
入
れ
い
だ
せ
ば
油
の
戻
り
て
油
お
さ
ま
る
処
な
き
に
よ
っ
て
器
の
外
に

も
れ
出
あ
ぶ
る
る
な
り
器
は
い
つ
に
て
も
上
段
に
油
あ
れ
ば
下
段
に
油
な
く

下
段
に
油
あ
れ
ば
上
だ
ん
に
な
き
よ
う
い
た
し
置
事
。常
々
心
得
あ
る
べ
し
。

火
口
に
燈
頭
た
つ
は
心
の
さ
き
み
だ
る
る
が
ゆ
え
な
り
し
ん
を
切

に
は
、し
ん
き
り
ば
さ
み
を
用
意
な
ど
置
き
て
き
る
べ
し

此
は
さ
み
よ
ろ
し
。又
火
ば
し
に
て
切
て
も
み
だ
れ
毛
の
た
だ

ざ
る
よ
う
に
心
を
は
さ
み
き
る
べ
し
。

　
　
　
　
　
　

但
心
は
た
び
た
び
切
べ
か
ら
ず
下
時
に
一
度
ぐ
ら
い

き
る
べ
し

田中久重（1799～1881）
東芝科学館所蔵　

久留米生まれ。幼少の頃より発明の才能を発揮し、からく
り人形師としてからくり興行で全国を回る。36歳で上方に
移住し、万年時計などを発明。1853（嘉永6）年佐賀藩精
煉方に入り、蒸気機関や大砲の製作に携わる。64（元治
元）年久留米藩からの招聘を受け、その後75歳で上京。
75（明治8）年銀座に店を構え、東芝の歴史が始まる。

銘田中久重無尽灯
江戸時代後期 田中久重作
東芝科学館所蔵
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し
、人
材
・
営
業
基
盤
を
獲
得
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

こ
う
し
て
大
阪
支
所
は
再
建
の
道
を
た
ど
り
、事
業
規

模
も
拡
大
し
、13（
大
正
２
）年
に
は
大
阪
本
部
と
改
称

し
た
。

　

明
治
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
事
業
所
を
開
設
す

る
際
に
は
、大
阪
の
よ
う
に
現
地
の
有
力
者
を
支
所
長

に
任
命
す
る
た
め
、商
業
会
議
所
に
紹
介
を
依
頼
す
る

な
ど
し
て
い
た
。無
名
の
興
信
所
が
地
域
展
開
を
行
う

に
は
、地
元
の
有
力
者
を
支
所
長
に
据
え
て
顧
客
な
ど

営
業
基
盤
を
整
備
し
た
上
で
行
う
必
要
が
あ
っ
た
。

　

武
夫
は
そ
の
手
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
「
東
京
本
所
に
於
け
る
會
員
激
增
の
結
果
、調
査
の

依
頼
は
非
常
に
増
加
し
た
。隨
つ
て
全
國
に
亘
っ
て
調

査
網
を
完
成
す
る
の
絶
對
必
要
を
認
む
る
に
至
つ
た
の

で
あ
る
。（
略
）尚
ほ
別
に
樞
要
の
都
市
に
は
支
所
を
設

置
す
る
こ
と
ゝ
し
、其
の
直
接
經
營
者
た
る
支
所
長
竝

に
從
業
員
た
る
支
所
員
の
任
命
に
就
い
て
は
特
別
の
注

意
を
拂
つ
た
。当
時
東
京
本
所
に
は
相
当
多
數
の
從
業

員
を
有
し
て
居
た
が
、未
だ
以
て
支
所
經
營
に
任
ず
べ

き
人
材
を
養
成
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。さ
う

し
た
關
係
か
ら
、支
所
設
置
に
先
つ
て
、其
の
地
方
に
於

け
る
商
業
會
議
所
の
如
き
、直
接
商
工
業
者
に
關
係
深

き
機
關
を
通
じ
て
人
物
の
銓
衡
方
を
依
頼
し
、其
の
推

薦
に
よ
つ
て
、支
所
長
竝
に
従
業
員
を
決
定
し
た
の
で

あ
る
。」

　

当
時
の
事
業
所
運
営
の
方
法
と
し
て
は
、独
立
採
算

　

帝
国
興
信
所
は
１
９
０
６（
明
治
39
）年
よ
り
事
業

所
の
開
設
に
着
手
し
た
。横
浜
、大
阪
を
皮
切
り
に

全
国
展
開
を
進
め
、そ
の
数
は
戦
前
ま
で
の
間
に
、の

べ
88
ヵ
所
に
上
っ
た
。こ
れ
ら
事
業
所
の
活
動
の
特
徴

と
し
て
、出
版
活
動
が
あ
げ
ら
れ
る
。帝
国
興
信
所

で
は
創
業
期
か
ら
出
版
活
動
に
力
を
入
れ
て
い
た
が
、

事
業
所
と
し
て
は
特
に
１
９
2
０
年
〜
１
９
3
0
年

代
に
か
け
て
出
版
活
動
が
目
立
っ
た
。

　

１
９
０
６（
明
治
39
）年
８
月
３
日
に
横
浜
、８
月
10
日

に
大
阪
、と
相
次
い
で
帝
国
興
信
所
は
事
業
所
を
開
設

し
た
。既
に
02
年
、横
浜
に
出
張
所
が
存
在
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
る
が
、支
所
と
し
て
は
第
１
号
と
な
っ
た
。

大
阪
支
所
は
大
阪
商
業
会
議
所
の
書
記
長
の
推
薦
で
、

元
和
歌
山
商
業
会
議
所
の
書
記
長
で
あ
っ
た
人
物
を
支

所
長
に
任
命
し
た
が
、営
業
成
績
は
不
振
が
続
き
、不

審
に
思
っ
た
創
業
者
後
藤
武
夫
は
自
ら
大
阪
に
出
向
い

た
。現
状
は「
翌
年
五
月
初
旬
午
後
二
時
頃
何
等
の
豫

告
も
な
く
、大
阪
に
往
っ
て
支
所
經
営
の
實
際
を
視
察

し
た
の
で
あ
る
が
、（
略
）支
所
長
始
め
支
所
員
の
全
部

は
、勤
務
時
間
中
に
も
か
か
は
ら
ず
午
睡
の
夢
を
貪
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。」（『
後
藤
武
夫
伝
』１
９
２
８
年
、日
本

魂
社
）と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。

　

武
夫
は
支
所
経
営
改
善
の
た
め
、本
社
幹
部
社
員
で

あ
っ
た
横
井
釼
吉
を
支
所
長
と
し
て
赴
任
さ
せ
、自
ら

も
移
住
し
陣
頭
指
揮
を
執
っ
た
。ま
た
当
時
大
阪
で
興

信
所
と
し
て
実
績
を
あ
げ
て
い
た
明
治
興
信
所
を
買
収

横
浜
・
大
阪
を
皮
切
り
に
全
国

草
創
期
の
事
業
所
経
営

 学芸員ファイル FILE NO.007

地域に根ざした支所経営が生んだ 事業所の出版活動

上から時計回りに
『秋田県名鑑』、『富山県名鑑』、
『京都商工大鑑』、
『長崎の業界と人物大観』
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制
を
採
っ
て
い
た
。28（
昭
和
３
）年
に
出
さ
れ
た
通
達

文
書
に「
元
来
帝
国
興
信
所
は
本
支
所
総
て
独
立
の
経

営
を
為
す
べ
き
方
針
の
下
に
経
費
の
支
出
は
当
然
経
常

収
入
を
持
っ
て
支
弁
し
来
り
」（『
告
示
簿
』１
９
２
８
年

11
月
27
日
）と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

支
所
長
の
裁
量
権
は
広
く
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、営
業

不
振
で
業
績
が
上
が
ら
ず
に
赤
字
に
な
る
よ
う
な
こ
と

が
あ
れ
ば
、支
所
長
が
補
填
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。

　

信
用
調
査
業
に
お
い
て
は
、出
版
物
の
発
行
は
主
要

な
事
業
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。当
社
も
例
外
で
は
な
く
、

『
帝
国
銀
行
会
社
要
録
』や『
帝
国
信
用
録
』と
いっ
た
興

信
録
を
発
行
し
て
い
た
。各
地
に
展
開
し
て
い
た
事
業

所
で
は
、企
業
情
報
を
は
じ
め
と
し
た
地
元
経
済
や
名

士
の
情
報
を
網
羅
し
た
独
自
の
出
版
活
動
が
多
く
み
ら

れ
た
。そ
れ
ぞ
れ
に
共
通
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、

各
県
下
の
産
業
の
概
要
、銀
行・会
社
の
概
要
、経
営
者

や
高
額
納
税
者
等
の
デ
ー
タ
で
あ
る
。ま
た
広
告
も
多

数
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

事
業
所
の
出
版
活
動

    社内報に掲載された
　『秋田県名鑑』刊行のお知らせ 
　『脱俗』第172号（1926年12月）に、秋田支
所が『秋田県名鑑』を発行する旨が掲載さ
れた。『秋田県名鑑』が先駆けとなり、以後
『名鑑』『大鑑』の刊行が増えた

    『秋田県名鑑』
　『京都商工大鑑』の収支報告 
　社内報『脱俗』では、事業所の出版物につ
いて、収支報告が掲載されていた。上段は
『京都商工大鑑』（『脱俗』第203号、1929
年7月）、下段は「秋田支所の快挙」と題され
た『秋田県名鑑』（『脱俗』第178号、1927
年6月）の収支報告

『
関
西
業
界
人
物
大
観
』

　

１
９
２
６（
大
正
15
）年
１
月
か
ら
約
10
ヵ
月
間
、経
済
情
報

紙『
帝
国
興
信
日
報
』大
阪
版
に
連
載
し
た
記
事
を
再
編
集

し
た
も
の
を
大
阪
本
部
が
刊
行
し
た
。巻
頭
の
序
文
に
は
当

時
の
大
阪
商
業
会
議
所
会
頭
で
稲
畑
産
業
創
業
者
、稲
畑
勝

太
郎
が
寄
せ
て
い
る
。政
財
界
の
１
４
０
人
に
つ
い
て
述
べ
た
も

の
で
、全
２
巻
合
計
８
５
０
頁
の
大
作
で
あ
る
。

『
秋
田
県
名
鑑
』

　

１
９
２
７（
昭
和
２
）年
４
月
、秋
田
支
所
が
支
所
開
設
10

周
年
を
記
念
し
て
刊
行
し
た
。市
町
村
別
の
高
額
納
税
者
の

情
報
か
ら
始
ま
り
、銀
行
、会
社
、組
合
の
概
要
、巻
末
に
は
経

営
者
や
団
体
、官
公
署
、学
校
の
職
員
録
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

「
緒
言
」に「
さ
れ
ば
本
書
一
巻
を
繙
け
ば
座
な
が
ら
に
し
て
秋

田
縣
其
の
物
が
眼
前
に
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。」と
書

か
れ
て
い
る
と
お
り
、企
業
の
情
報
か
ら
人
物
情
報
ま
で
網
羅

さ
れ
、そ
の
充
実
し
た
内
容
は
１
５
０
０
部
完
売
の
大
ヒ
ッ
ト
に

つ
な
が
っ
た
。こ
の
成
功
を
受
け
て
、各
地
で
こ
う
し
た
名
鑑
の

発
行
が
相
次
ぐ
よ
う
に
な
る
。

        

『
京
都
商
工
大
鑑
』

　

１
９
２
８（
昭
和
３
）年
11
月
、昭
和
天
皇
の
即
位
を
記
念

し
て
京
都
支
所
が
刊
行
し
た
。京
都
府
の
人
口
や
土
地
、交
通

な
ど
の
府
勢
、京
都
の
主
要
な
産
業
の
概
況
、府
勢
統
計
、織

物・呉
服・製
茶
な
ど
の
主
要
産
業
を
は
じ
め
と
し
た
企
業
や

商
工
業
者
の
デ
ー
タ
、紳
士
録
の
ほ
か
、滋
賀
県
下
の
各
種
産

業
の
概
要
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。写
真
も
み
ら
れ
る
企
業
人
の

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は
１
３
０
０
人
に
上
る
。

        

『
富
山
県
名
鑑
』

　

１
９
２
８
年
12
月
、『
京
都
商
工
大
鑑
』と
同
様
に
昭
和
天

皇
の
即
位
を
記
念
し
、ま
た
支
所
開
設
15
周
年
を
記
念
し
て

富
山
支
所
が
刊
行
し
た
。県
下
の
産
業
に
つ
い
て
、地
域
別
に

主
要
産
業
の
件
数
と
生
産
額
な
ど
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

他
に
銀
行・会
社・産
業
組
合
の
デ
ー
タ
と
、個
人
納
税
者
、付

録
と
し
て
官
公
署
団
体
職
員
録
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

        

『
長
崎
の
業
界
と
人
物
大
観
』

　

１
９
３
１（
昭
和
６
）年
４
月
30
日
、長
崎
支
所
が
刊
行

し
た
。
地
域
ご
と
の
主
要
産
業
な
ど
の
概
況
の
ほ
か
、銀
行
、

会
社
、個
人
の
デ
ー
タ
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。そ
の
ほ
と
ん
ど
は

銀
行
会
社
で
あ
れ
ば
建
物
、個
人
で
あ
れ
ば
肖
像
写
真
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
。ま
た
他
の
事
業
所
と
は
異
な
り
、非
売
品
で

あ
っ
た
。
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こ
う
し
た
事
業
所
展
開
や
運
営
方
法
、地
道
な
調

査・出
版
活
動
に
よ
り
、調
査
網
は
全
国
へ
と
広
が
り
を

見
せ
た
。武
夫
は
自
伝
の
中
で「（
略
）六
大
都
市
に
お

け
る
支
所
は
何
れ
も
模
範
的
と
な
り
、其
の
地
方
に
お

け
る
銀
行
會
社
及
び
商
工
業
家
よ
り
は
充
分
の
信
任

を
得
、調
査
網
は
全
國
を
通
じ
て
隈
な
く
張
ら
れ
、

（
略
）如
何
な
る
至
難
の
調
査
、遠
隔
の
地
に
在
る
調
査

事
項
と
雖
も
、旬
日
を
出
で
ず
し
て
報
告
し
得
る
こ
と

と
な
っ
た
。斯
し
て
所
運
は
隆
々
乎
と
し
て
発
展
向
上

を
續
け
て
居
る
の
で
あ
る
。」（『
後
藤
武
夫
伝
』）と
述

べ
て
お
り
、当
初
は
難
航
し
た
事
業
所
展
開
が
円
滑
に

進
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　　

1
9
3
3（
昭
和
8
）年
9
月
に
刊
行
さ
れ
た『
尾
道

大
鑑
』は
、尾
道
市
の
沿
革
、産
業・交
通・貿
易
の
検
証
、

教
育
、市
政
、社
寺
仏
閣
、犯
罪
、花
街
な
ど
豊
富
な
統

計
デ
ー
タ
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。ま
た
口
絵
に
は
尾
道

の
風
景
、銀
行
の
ペ
ー
ジ
に
は
各
銀
行
の
建
物
と
支
店

長
の
写
真
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。発
行
は
尾
道
支
所
内

に
置
か
れ
た
編
纂
部
で
、代
表
は
当
時
の
尾
道
支
所
長

で
あ
る
八
幡
義
朗
が
務
め
た
。八
幡
も
地
元
の
名
士
で
、

郷
軍
連
合
会
長
、株
式
会
社
尾
道
芸
子
斡
旋
所
役
員
、

治
安
協
力
会
副
会
長
、尾
道
商
工
会
議
所
議
員
、尾
道

商
工
業
協
同
組
合
副
理
事
長
な
ど
の
役
職
を
引
き
受

け
、当
時
ま
だ
理
解
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
信
用
調

査
と
い
う
も
の
を
、地
域
に
認
知
さ
せ
て
いっ
た
。

　

し
か
し
尾
道
支
所
は
経
済
情
勢
の
変
化
や
イ
ン
フ

ラ
の
整
備
に
よ
り
、そ
の
役
目
を
終
え
る
こ
と
と
な
っ

た
。尾
道
は
広
島
県
東
部
の
交
通
の
要
所
で
あ
り
、同

時
に
中
四
国
の
物
資
集
散
地
で
も
あ
っ
た
た
め
、商
港

と
し
て
の
地
位
を
築
い
て
き
た
が
、福
山
に
陸
運
局
が

で
き
て
か
ら
は
商
圏
が
移
り
、66
年
に
福
山
支
店
が
新

設
さ
れ
、尾
道
支
所
は
74
年
に
閉
鎖
と
な
っ
た
。

　

事
業
所
展
開
の
跡
は
、日
本
の
経
済
活
動
の
地
域

的
な
移
り
変
わ
り
を
示
す
。事
業
所
と
し
て
の
形
は

な
く
な
っ
て
も
、地
域
の
産
業
構
造
が
変
わ
っ
て
も
、そ

の
証
は
事
業
所
の
活
動
と
し
て
、出
版
物
に
確
か
に
残

さ
れ
て
い
る
。 時

代
と
と
も
に

移
り
変
わ
る
地
域
経
済

山陰事業名鑑 西伯郡之部 米子支所  1912.12.22

静岡地主名鑑 静岡支所  1916.4.3

関西業界人物大観 大阪本部  1926.12.1

秋田県名鑑 秋田支所  1927.4.5

京都商工大鑑 京都支所  1928.11.1

富山県名鑑 富山支所  1928.12.28

三州業界人物大観 鹿児島支所  1930.9.10

長崎の業界と人物大観 長崎支所  1931.4.30

日向商工大観 宮崎支所  1932.10.25

尾道大観 尾道支所  1933.9.15

職業人山形県納税名鑑 山形支所  1935.12.25

樺太商工人事興信録 樺太支所  1941.3.15

青森県実業要覧 青森支所  1941.12.25

道南会社組合要録 函館支所  1942.3.12

■事業所独自の出版物一覧（1945年まで）

    『秋田県名鑑』
　『京都商工大鑑』の広告 
　刊行にあたって『帝国興信日報』に掲載され
た広告。上段が『京都商工大鑑』の広告
（1928年11月18日）、下段が『秋田県名鑑』の
広告（1927年5月5日）

    尾道支所 
　

尾道支所の玄関前に立つ八幡義朗。当時は
事務所兼八幡の自宅であった。八幡は28歳の
時支所長代理から支所長に就任。以来34年
間務めあげた
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帝国データバンクの創業者、
後藤武夫が残した魂をこめた言葉の数々。

そこには信用調査業という事業への  
挑戦と苦労の様子が垣間見える。

一話一話
入魂入魂

こ
れ
で
は
な
ら
ぬ
と
思
ふ
も
の
の
、

さ
り
と
て
は
ま
た
局
面
の
打
開
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
つ
た
。

由
來
歎
息
と
煩
悶
と
は
、や
ゝ
も
す
れ
ば
人
を

失
意
の
境
に
導
く
も
の
で
あ
る
が
、私
は
さ
う
し
た
ド
ン
底
に
陥
つ
て
も
、

自
奮
自
勵
、心
窃
に
局
面
の
轉
回
に
圖
つ
て
、

決
し
て
悲
觀
の
局
に
陥
る
や
う
な
こ
と
は
な
か
つ
た
。

如
何
に
し
た
ら
、我
が
帝
國
興
信
所
を
よ
り
善
く
盛
大
な
ら
し
む
べ
き
か
に
つ
い
て

夙
夜
大
に
畫
策
し
、縦
横
に
奔
走
し
た
の
で
あ
つ
た
。

　

１
９
０
０（
明
治
33
）年
の
創
業
か
ら
2

年
が
経
過
し
て
も
、「（
略
）私
た
ち
に
は
、

ま
だ
一
陽
來
復
の
春
は
到
來
し
な
か
つ
た
。

事
は
志
と
違
う
て
事
業
は
振
は
な
い
し
、

唯
其
日
々
々
の
遣
り
繰
り
に
追
は
れ
て
年

は
逝
き
年
は
來
た
。」（『
後
藤
武
夫
伝
』）

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、後
藤
武
夫
は

苦
し
い
経
営
を
迫
ら
れ
て
い
た
。

　

地
道
な
営
業
活
動
で
僅
か
な
が
ら
も

顧
客
を
増
や
し
、事
業
も
軌
道
に
乗
り
か

か
っ
た
矢
先
、思
わ
ぬ
事
件
が
立
て
続
け

に
２
件
発
生
し
た
。そ
れ
は
武
夫
の
２
度

の
収
監
事
件
で
あ
っ
た
。

　

1
度
目
は
00
年
12
月
、前
職
の
帝
国

商
業
興
信
社
在
職
中
に
約
1
0
0
円
の

金
銭
を
使
い
込
ん
だ
と
い
う
容
疑
で
あ
る
。

15
日
後
に
無
実
が
判
明
し
て
釈
放
さ
れ

た
が
、武
夫
は
い
ち
早
く
会
社
の
信
用
回

復
に
努
め
る
た
め
、早
々
に
事
件
の
顛
末

書
を
配
布
し
た
。し
か
し
02
年
、当
時
世

間
を
騒
が
せ
て
い
た「
馬
蹄
銀
横
領
事

件
」に
関
連
す
る
恐
喝
の
疑
い
で
再
び
拘

引
さ
れ
た
の
で
あ
る
。武
夫
は
３
日
後
に

釈
放
さ
れ
、免
訴
と
な
る
も
の
の
、こ
の
こ

と
は
各
紙
で
報
じ
ら
れ
、結
果
２
度
の
収

監
事
件
は
帝
国
興
信
社
の
信
用
に
大
打

撃
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。必
死
に
集

め
た
顧
客
も
離
れ
、調
査
件
数
も
01
年
の

４
９
８
件
か
ら
02
年
は
２
８
５
件
と
激
減

し
た
の
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に
基
幹
事
業

の
信
用
調
査
は
不
振
。収
入
は
経
済
情

報
誌『
帝
国
経
済
雑
誌
』の
広
告
料
に
頼

ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　

冒
頭
の
言
葉
は
ま
さ
に
こ
の
ど
ん
底
の

時
期
を
回
顧
し
た
も
の
で
あ
る
が
、悲
観

せ
ず
前
向
き
に
会
社
の
こ
と
を
考
え
、奮

起
す
る
と
い
う
武
夫
の
不
屈
の
精
神
が
表

れ
て
い
る
。

　

こ
の
後
、会
社
再
建
に
向
け
武
夫
は
株

式
会
社
へ
の
改
組
を
目
指
す
が
、出
資
金

集
め
は
難
航
し
、事
務
所
の
家
賃
の
支
払

い
も
滞
る
な
ど
、苦
境
の
時
代
は
続
い
た
。

『
後
藤
武
夫
伝
』後
藤
武
夫（
1
9
2
8
年
、日
本
魂
社
）
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1
9
3
7（
昭
和
12
）年
5
月
9
日
、

帝
国
興
信
所
東
京
本
社
春
季
清
遊
会

が
箱
根
で
開
か
れ
た
。1
9
1
0
年
代
頃

か
ら
行
わ
れ
て
い
た
、社
員
や
家
族
同
士

の
交
流
を
目
的
と
し
た
社
員
旅
行「
清

遊
会
」は
、東
京
や
大
阪
、そ
の
他
事
業

所
が
置
か
れ
た
地
域
ご
と
に
行
わ
れ
て

い
た
が
、こ
の
年
は
全
国
支
所
長
会
議
が

前
日
か
ら
開
催
さ
れ
て
い
た
た
め
、樺
太
、

平
壌
、台
南
、台
北
を
含
む
全
国
の
支
所

長
50
余
名
が
合
流
し
、約
6
0
0
名
と
い

う
稀
に
み
る
大
所
帯
と
な
っ
た
。

　

箱
根
地
方
は
前
夜
雷
雨
や
ひ
ょ
う
に

見
舞
わ
れ
る
悪
天
候
で
あ
っ
た
が
、当
日

は
一
転
し
て
晴
れ
渡
っ
た
。一
行
は
新
宿
駅

の
小
田
急
線
ホ
ー
ム
に
集
合
し
、午
前
8

時
半
、貸
切
電
車
で
小
田
原
へ
。そ
こ
か

ら
登
山
電
車
に
乗
り
換
え
、強
羅
に
降

り
立
ち
、強
羅
公
園
に
て
記
念
撮
影
を

行
っ
た
。写
真
は
そ
の
時
の
も
の
で
あ
る
。

撮
影
後
は
ホ
テ
ル
で
昼
食
を
と
り
、午
後

1
時
解
散
と
な
っ
た
。解
散
後
は
自
由

行
動
で
、あ
る
コ
ー
ス
は
社
内
報『
脱
俗
』

第
2
9
7
号（
27
年
5
月
20
日
）に
よ
る

と
、「
強
羅
よ
り
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
に
て
早
雲

山
に
上
り
、早
雲
山
驛
前
よ
り
バ
ス
に
て

大
涌
谷
を
經
て
湖
尻
に
至
る
。湖
尻
よ

り
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
に
て
蘆
ノ
湖
を
横
斷

し
、元
箱
根
に
着
き
、再
び
遊
覽
自
動
車

に
て
十
國
峠
を
越
へ
熱
海
に
向
か
つ
た
。

（
略
）午
後
五
時
熱
海
温
泉
旅
館
つ
る
や

に
到
着
、温
泉
に
浸
り
疲
れ
を
癒
や
し
、

午
後
六
時
よ
り
海
に
面
し
た
三
階
大
廣

間
に
て
晩
餐
會
が
開
か
れ
、所
長
の
ご
挨

拶
が
あ
つ
て
宴
に
入
る
。（
略
）一
同
十
二
分

に
觀
を
盡
く
し
て
散
會
、随
意
歸
京
の
途

に
就
い
た
。」

　

東
京
本
社
の
社
員
旅
行
に
加
わ
っ
て
箱

根・熱
海
で
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し
た
の
も
つ
か
の

間
、支
所
長
た
ち
は
翌
日
東
京
の
本
社
に

て
午
前
8
時
半
か
ら
支
所
長
会
議
最
終

日
の
予
定
を
こ
な
し
た
。前
日
熱
海
で
宴

会
が
開
催
さ
れ
た
と
は
思
え
な
い
強
行
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

実
に
総
勢
6
0
0
余
名
も
の

                  

春
の
清
遊
会

│
全
国
の
支
所
長
た
ち
も
、東
京
本
社
の
社
員
旅
行
に
合
流
│

一
枚
の
写
真
か
ら
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す
る
書
籍
と
し
て
は
日
本
初
と
な
る
。

　

こ
の
本
に
は
、I
B
M
社
、ク
ラ
フ
ト・フ
ー
ズ
社
、

サ
ン
ゴ
バ
ン
社
を
は
じ
め
と
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業

で
、企
業
資
料
が
ど
の
よ
う
に
経
営
に
活
用
さ
れ

て
い
る
か
が
描
か
れ
て
い
る
ほ
か
、日
本
の
伝
統
産

業
に
お
け
る
事
例
と
し
て
、株
式
会
社
虎
屋
が
取

り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、長
寿
企
業
の
ア
ー
カ
イ
ブ

ズ
が
、商
品
開
発
や
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
貢
献
し
て

い
る
様
子
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。さ
ら
に
、ビ
ジ
ネ

ス・ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
関
す
る
国
家
的
・
全
国
的

な
枠
組
み
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
中
国
や
イ
ギ

リ
ス
の
例
、グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
で
各
国
に
ま
た
が
る

記
録
資
料
を
ど
う
管
理
し
て
い
る
か
の
調
査
報
告

も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

2
0
1
1
年
に
公
文
書
管
理
法
が
施
行
さ
れ
、

今
後
、各
地
方
自
治
体
に
お
い
て
公
文
書
管
理

条
例
の
制
定
が
予
想
さ
れ
る
。こ
の
本
に
は
企

業
や
自
治
体
組
織
に
と
っ
て
、公
文
書
を
ど
の
よ

う
に
活
か
せ
る
か
の
ヒ
ン
ト
が
数
多
く
含
ま
れ

て
い
る
。

　

本
書
は
2
0
1
1
年
5
月
11
日
に
開
催
さ
れ

た
、公
益
財
団
法
人
渋
沢
栄
一
記
念
財
団
主
催
、

国
際
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
評
議
会（
I
C
A
）企
業
労
働

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
部
会（
S
B
L
）・
企
業
史
料
協
議

会
共
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
ビ
ジ
ネ
ス・ア
ー
カ
イ
ブ

ズ
の
価
値
│
企
業
史
料
活
用
の
新
た
な
潮
流
│
」

で
の
発
表
を
中
心
に
、近
年
発
表
さ
れ
た
優
れ
た

報
告
・
論
稿
を
加
え
、翻
訳
し
て
1
冊
に
ま
と
め

た
も
の
で
、当
館
は
翻
訳
に
協
力
し
た
。世
界
の
ビ

ジ
ネ
ス・ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
活
動
を
本
格
的
に
紹
介

『
世
界
の
ビ
ジ
ネ
ス・ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

企
業
価
値
の
源
泉－

』が
刊
行

第一部◎歴史マーケティングの力
　「フランスのビジネス・アーカイブズ、
  　　　　　経営に役立つツールとして ─ サンゴバン社の事例」
  ディディエ・ボンデュー（サンゴバン社、フランス）
　「日本における伝統産業とアーカイブズ ─ 虎屋を中心に」
  青木 直己（株式会社虎屋、日本）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

第二部◎ビジネス・アーカイブズと全国的戦略
　「資産概念の導入と中国における企業の記録管理へのその効果」　
  王 嵐（中華人民共和国国家档案局、中国）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

第三部◎アーカイブズを武器に変化に立ち向かう
　「誇りある遺産 ─ 買収・統合後の歴史物語の重要性」
  ベッキー・ハグランド・タウジー（クラフト・フーズ社、アメリカ）　　   
　「アーカイブズに根を下ろして ─ 
  　　　　IBMブランド形成に寄与する、 過去の経験という遺産」
  ポール・C・ラーサウィッツ（IBM社、アメリカ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

第四部◎アーカイブズと経営
　「企業のDNA ─ 成功への重要なカギ」
  アレクサンダー・L・ビエリ（ロシュ社、スイス）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

 【目 次】
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日外アソシエーツ 発行
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2012年3月刊行
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