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パ
ブ
リ
カ
ス
ポ
ー
ツ
と
出
会
っ
た
の
は
1
9
6
2

（
昭
和
37
）
年
の
東
京
モ
ー
タ
ー
シ
ョ
ー
で
す
。
学

生
だ
っ
た
僕
は
こ
ん
な
車
を
つ
く
れ
る
会
社
が
あ
る

こ
と
に
驚
き
、
ど
こ
が
つ
く
っ
て
い
る
の
か
と
の
ぞ

い
た
ら
ト
ヨ
タ
で
し
た
。
そ
の
後
就
職
す
る
に
あ
た

り
、
格
好
い
い
車
を
つ
く
り
そ
う
だ
し
デ
ザ
イ
ン
を

大
切
に
す
る
会
社
だ
と
思
い
、
ト
ヨ
タ
を
選
ん
だ
の

で
す
。
そ
の
当
時
の
製
造
業
で
産
業
に
デ
ザ
イ
ン
の

必
要
性
を
訴
え
て
い
た
の
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
ト
ヨ

タ
ぐ
ら
い
で
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

年
に
入
社
し
、
最
初
は
本
社
の
あ
る
豊
田
町
で

工
場
実
習
を
や
り
ま
し
た
。
そ
の
年
の
秋
に
本
社
デ

ザ
イ
ン
部
に
配
属
に
な
り
ま
し
た
が
、
ま
ず
は
新
車

開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
東
京
分
室
に
行
く
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
今
思
え
ば
、
新
人
は
本
番
の
デ
ザ
イ
ン

に
入
る
前
に
東
京
で
時
代
の
動
き
を
勉
強
し
て
こ
い

と
い
う
、上
司
の
配
慮
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。そ
の
後
、

パ
ブ
リ
カ
ス
ポ
ー
ツ
を
手
が
け
た
長
谷
川
龍
雄
さ
ん

が
チ
ー
フ
エ
ン
ジ
ニ
ア
と
な
っ
て
カ
ロ
ー
ラ
の
開
発

が
正
式
に
ス
タ
ー
ト
し
、
僕
も
そ
こ
に
加
わ
り
ま
し
た
。

　
　　

長
谷
川
さ
ん
は
航
空
機
設
計
者
で
し
た
か
ら
、

実
験
車
だ
っ
た
パ
ブ
リ
カ
ス
ポ
ー
ツ
に
は
、
航
空

機
の
考
え
方
を
取
り
入
れ
て
や
り
た
い
こ
と
を
徹

底
的
に
や
っ
た
の
で
し
ょ
う
。そ
の
思
い
が
ク
リ
ー

ン
に
現
れ
、
形
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
モ
ー
タ
ー

シ
ョ
ー
で
「
こ
ん
な
車
見
た
こ
と
な
い
」
と
思
っ

た
の
は
、
あ
の
車
に
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
感
じ
た

か
ら
で
す
。
当
時
の
国
産
車
は
、
欧
米
の
車
を
一

生
懸
命
勉
強
し
て
コ
ピ
ー
を
し
て
い
る
感
じ
。
コ

ピ
ー
か
ら
抜
け
出
さ
な
い
こ
と
に
は
、
オ
リ
ジ
ナ

リ
テ
ィ
は
生
ま
れ
な
い
。
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
と
い

う
の
は
作
り
手
の
意
志
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が

役
に
立
ち
ま
す
っ
て
い
う
レ
ベ
ル
と
は
違
う
、も
っ

と
右
脳
的
な
感
覚
。
パ
ブ
リ
カ
ス
ポ
ー
ツ
は
そ
れ

を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
た
車
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
入
社
し
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
車

は
残
し
て
あ
る
の
に
、
パ
ブ
リ
カ
ス
ポ
ー
ツ
の
実

車
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
か
と
聞
く
と
「
あ
れ
は
2

台
し
か
つ
く
ら
な
か
っ
た
実
験
車
だ
っ
た
か
ら
だ
」

と
い
う
答
え
で
し
た
。
実
験
車
だ
っ
た
ゆ
え
に
写

真
で
し
か
残
っ
て
な
か
っ
た
ん
で
す
。

　　

長
谷
川
さ
ん
の
他
、
パ
ブ
リ
カ
ス
ポ
ー
ツ
の
製

作
に
携
わ
っ
て
い
た
旧
関
東
自
動
車
工
業
（
現
ト

ヨ
タ
自
動
車
東
日
本
）
の
佐
藤
章
蔵
さ
ん
、
菅
原

留
意
さ
ん
と
面
識
が
あ
っ
た
僕
は
、
彼
ら
が
や
っ

た
こ
と
を
調
べ
よ
う
と
思
い
、
関
係
者
を
洗
い
出

し
ま
し
た
が
、
ほ
と
ん
ど
の
方
が
亡
く
な
ら
れ
た

後
で
し
た
。
さ
ら
に
長
谷
川
さ
ん
に
は
車
の
復
元

図
が
完
成
し
た
ら
見
て
も
ら
お
う
と
考
え
て
い
ま
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諸星 和夫さん
大学で工業意匠を学んだ後、1963（昭和38）年トヨタ自動車入社。
デザイン部で初代カローラなどのデザインを手がける。
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プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
ス
タ
ー
ト
し
て
か
ら
も
資
料

を
探
し
ま
し
た
が
、
図
書
館
な
ど
で
個
人
で
探
す

の
は
限
界
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
当
時
携
わ
っ

た
人
を
訪
ね
、
本
人
が
亡
く
な
っ
て
い
て
も
ご
家

族
に
資
料
が
残
っ
て
い
な
い
か
と
た
ず
ね
た
と
こ

ろ
、
い
く
つ
か
重
要
な
資
料
が
見
つ
か
っ
た
の
で

す
。
寸
法
が
書
か
れ
た
図
面
の
片
割
れ
が
出
て
き

た
ほ
か
、
メ
モ
を
も
と
に
新
た
な
関
係
者
を
訪
ね

る
な
ど
し
て
、
資
料
が
次
々
に
集
ま
り
ま
し
た
。

資
料
を
残
す
こ
と
の
大
切
さ
を
身
を
も
っ
て
感
じ

た
僕
ら
も
過
去
の
資
料
を
集
め
る
と
同
時
に
、
こ

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
す
べ
て
を
記
録
に
残
し
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ど
こ
の
企
業
も
、
棚
卸
し
や
引
越
し
で
資
料
を

整
理
し
て
し
ま
い
ま
す
。
資
料
を
た
だ
積
む
だ
け

で
は
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
に
は
こ
れ
ら
を

残
し
、
活
用
す
る
と
い
う
カ
ル
チ
ャ
ー
が
ま
だ
定

着
し
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

の
世
界
で
も
今
、
J
I
D
A
（
公
益
社
団
法
人
日

本
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
デ
ザ
イ
ナ
ー
協
会
）
が
デ

ザ
イ
ン
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
つ
く
ろ
う
と
、
製
品
を

中
心
に
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
て
い
ま
す
。
イ
ン
ダ
ス

ト
リ
ー
も
文
化
だ
と
い
う
認
識
で
、
ど
う
い
う
人

物
が
何
を
志
し
て
モ
ノ
を
作
っ
た
の
か
と
い
う
こ

と
を
検
証
す
る
、
産
業
考
古
学
み
た
い
な
分
野
が

あ
っ
て
然
る
べ
き
だ
と
思
う
ん
で
す
。
ロ
ー
ル
ス
・

ロ
イ
ス
の
企
業
ア
ー
カ
イ
ブ
担
当
の
ト
ッ
プ
は
考

古
学
者
だ
そ
う
で
、
自
社
で
や
る
と
偏
る
と
い
う

考
え
方
か
ら
社
内
で
は
や
ら
ず
、
第
三
者
に
委
ね

て
い
ま
す
。
ロ
ー
ル
ス
・
ロ
イ
ス
が
責
任
と
権
限

を
与
え
て
る
の
は
す
ご
い
と
思
い
ま
す
ね
。

　

日
本
で
も
企
業
の
フ
レ
ー
ム
を
超
え
て
後
世
に

伝
え
て
い
く
と
い
う
思
想
が
な
い
と
、
安
い
と
か

高
い
と
か
っ
て
い
う
お
金
の
価
値
観
と
数
値
的
な

も
の
を
信
用
し
て
モ
ノ
を
ど
ん
ど
ん
つ
く
っ
た
っ

て
、
消
費
し
て
い
く
だ
け
。
そ
う
で
は
な
く
て
石

を
積
む
時
に
下
に
ど
う
い
う
石
が
あ
っ
た
の
か
と

い
う
、
ス
ト
ー
ン
の
「
石
」
と
ウ
ィ
ル
の
「
意
志
」

し
た
が
、
準
備
を
し
て
い
る
間
に
亡
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

　

在
職
中
か
ら
資
料
を
集
め
て
い
た
も
の
の
重
要

な
も
の
が
見
つ
か
ら
な
い
ま
ま
定
年
に
な
り
、
自

分
で
図
面
を
引
こ
う
と
思
っ
て
い
た
時
、
レ
ー
シ

ン
グ
カ
ー
な
ど
を
手
が
け
る
ブ
ー
メ
ラ
ン
の
安
藤

純
さ
ん
の
会
社
に
行
っ
た
ら
、
安
藤
さ
ん
自
作
の

パ
ブ
リ
カ
ス
ポ
ー
ツ
の
ス
ケ
ー
ル
モ
デ
ル
が
置
い

て
あ
っ
た
ん
で
す
。
彼
も
パ
ブ
リ
カ
ス
ポ
ー
ツ
が

好
き
で
す
ぐ
に
「
復
元
し
よ
う
」
と
い
う
話
に
な

り
、
安
藤
さ
ん
が
復
元
モ
デ
ル
の
製
作
を
担
当
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
当
時
の
パ
ブ
リ
カ
ス
ポ
ー
ツ
の
ボ

デ
ィ
ー
を
実
際
に
設
計
担
当
し
た
旧
関
東
自
動
車

工
業
の
満
澤
誠
さ
ん
、
計
測
と
記
録
の
デ
ジ
タ
ル

サ
ポ
ー
ト
を
、
東
京
貿
易
テ
ク
ノ
シ
ス
テ
ム
社
長

の
上
田
俊
昭
さ
ん
、
ス
ケ
ー
ル
モ
デ
ル
の
プ
ロ
で

元
日
産
車
体
に
い
ら
し
た
D
T
M
社
長
の
小
森
康
弘

さ
ん
に
呼
び
か
け
て
5
人
チ
ー
ム
で
5
年
が
か
り
で

復
元
し
ま
し
た
。
実
走
車
で
す
か
ら
エ
ン
ジ
ン
も
積

ん
で
い
ま
す
し
、
実
際
に
運
転
も
で
き
ま
す
。

　

復
元
に
も
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
形
の
再
現
だ
け
で
な

く
、
構
造
や
そ
の
形
を
支
え
る
思
想
に
も
で
き
る

だ
け
肉
薄
し
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。
例
え
ば
今
な

ら
写
真
か
ら
立
体
を
お
こ
す
の
は
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
で
読
み
取
っ
て
専
用
ソ
フ
ト
を
使
え
ば
で
き

ま
す
が
、
そ
れ
は
し
な
い
。
そ
の
時
代
の
や
り
方

や
道
具
な
ど
を
使
っ
て
で
き
る
限
り
当
時
と
同
じ

や
り
方
を
ト
レ
ー
ス
し
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
重

要
な
の
は
プ
ロ
セ
ス
だ
と
思
う
か
ら
で
す
。
プ
ロ

セ
ス
さ
え
正
し
く
組
め
ば
正
し
い
モ
ノ
が
で
き
ま

す
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
も
、
途
中
で
詳
細
な

図
面
が
出
て
き
た
り
満
沢
さ
ん
が
当
時
の
こ
と
を

思
い
出
し
た
り
で
、
進
め
て
い
た
も
の
と
の
す
り

合
わ
せ
が
必
要
に
な
っ
た
こ
と
が
何
度
か
あ
り
ま

し
た
が
、
大
き
な
修
正
は
な
か
っ
た
ん
で
す
。
そ

れ
は
モ
ノ
の
形
と
い
う
表
面
的
な
こ
と
だ
け
を

追
っ
た
の
で
は
な
く
、
目
的
を
明
確
に
し
た
プ
ロ

セ
ス
を
組
ん
で
い
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

を
発
掘
し
て
検
証
し
て
い
く
こ
と
を
大
切
に
し
な

い
と
こ
ろ
に
、
見
る
人
に
感
動
を
与
え
る
モ
ノ
な

ん
て
無
理
で
す
よ
。
特
に
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
の
製

品
は
形
と
し
て
見
え
て
い
る
の
は
氷
山
の
上
だ
け

で
、
下
に
は
生
産
技
術
や
材
料
力
学
な
ど
が
支
え

て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。

　
「
好
き
だ
か
ら
残
し
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
が

ベ
ー
ス
に
な
け
れ
ば
、
大
人
の
効
率
だ
け
で
考
え

て
い
て
も
、
ア
ー
カ
イ
ブ
な
ん
て
お
金
と
手
間
が
か

か
る
だ
け
の
も
の
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
企
業
が

個
人
の
夢
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
社
会
的
な
装
置

に
な
っ
て
い
る
今
、
多
く
の
人
が
「
い
い
よ
ね
」
と

い
う
も
の
は
残
し
て
愛
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
！ 

も
っ
と
み
ん
な
の
た
め
の
と
い
う
レ
ベ
ル
で
、ア
ー

カ
イ
ブ
の
仕
組
み
が
あ
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
好
き
だ
っ
た
車
を
残
し
た
い
」
と
い
う
気
持
ち

だ
け
で
始
め
た
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
、
ト
ヨ
タ

も
応
援
し
て
く
れ
ま
し
た
。
後
継
者
の
育
成
の
た

め
に
使
う
と
い
う
こ
と
で
、
復
元
し
た
パ
ブ
リ
カ

ス
ポ
ー
ツ
は
ト
ヨ
タ
博
物
館
に
展
示
さ
れ
る
こ
と

も
決
ま
り
ま
し
た
。
パ
ブ
リ
カ
ス
ポ
ー
ツ
を
知
ら

な
い
若
い
社
員
た
ち
も
格
好
い
い
と
言
っ
て
く
れ
、

す
ご
く
う
れ
し
か
っ
た
で
す
ね
。

　

モ
ノ
づ
く
り
の
原
点
や
楽
し
さ
な
ど
、
僕
ら
が

ふ
だ
ん
気
づ
か
な
い
こ
と
を
、
あ
の
車
の
復
元
を

通
し
て
勉
強
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

1961年秋、トヨタの長谷川主査（当時）より旧関東自動車工業（現トヨタ自動車東日本）に委託され、
デザイン・設計・製作が行われた。
名前に示されている通り、当時のトヨタ車の最小モデルであった大衆車「パブリカ」の
コンポーネンツを使用することを前提に開発が進められた。
1962年の全日本自動車ショーにおいて参考出品されたこの車は、
小馬力のパブリカ用エンジンでスポーツカーとしての高性能を発揮するために
航空機さながらのボディ構造、軽量化と徹底した空気抵抗の
低減が図られた。パブリカスポーツは、研究実験
としての試作車であるため、量産販売は考えられて
いなかったが、ショーでの注目度は高く、
後のトヨタスポーツ800の開発につながり、
市販量産化へと進むきっかけとなった。
2台試作されたが現存しておらず、知る人ぞ知る
「幻のライトウェイトスポーツカー」として、
人々の記憶の中に残り、今日に至っている。

●パブリカスポーツ

■
記
録
を
残
す
こ
と
の
大
切
さ

写真提供：トヨタ博物館
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企
業
の
歩
み
を
語
る
上
で
欠
か
せ
な
い「
も
の
」が
あ
る
。

原
点
で
も
あ
り
、象
徴
で
も
あ
る「
も
の
」を
、残
し
、

伝
え
て
き
た
企
業
博
物
館
に
と
っ
て
こ
の
一
品
は
ま
さ
に
逸
品
で
も
あ
る
。

第
1
回
目
は「
運
ぶ
」を
テ
ー
マ
に
お
届
け
す
る
。

逸
品

解
題
運
ぶ

郵
便
保
護
銃

明
治
初
期 【
逓
信
総
合
博
物
館
所
蔵
】

　
1
8
7
1（
明
治
4
）年
に
郵
便
が
創
業
す
る
と
、郵
便
外
務
員
が
賊
徒
に

殺
傷
さ
れ
、郵
便
物
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
事
件
が
幾
度
と
な
く
起
き
た
。
そ

の
た
め
、73
年
に
、賊
徒
か
ら
郵
便
物
を
守
る
こ
と
を
目
的
と
し
て「
短
銃
取

扱
規
則
」が
制
定
さ
れ
、「
郵
便
保
護
銃
」携
帯
が
許
可
さ
れ
た
。
そ
し
て
、87
年

に
は
、「
短
銃
取
扱
規
則
」が「
郵
便
物
保
護
銃
規
則
」に
改
正
さ
れ
、山
間
部

に
生
息
す
る
熊
や
猪
な
ど
か
ら
身
を
守
る
た
め
の
使
用
が
認
め
ら
れ
た
。

86
年
に
作
成
さ
れ
た「
通
信
事
業
ニ
関
ス
ル
諸
要
具
雛
形
帳
」に
も
同
様
の

回
転
式
6
連
発
銃
が
描
か
れ
て
い
て
、道
具
の
一
つ
と
し
て
数
え
ら
れ
て
い

る
が
、郵
便
保
護
銃
は
、取
扱
い
の
難
し
さ
や
危
険
地
域
の
縮
小
に
よ
り
、熊

よ
け
ラ
ッ
パ
な
ど
に
代
わ
り
、次
第
に
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か

し
、規
則
自
体
は
1
9
4
5（
昭
和
20
）年
頃
ま
で
存
続
し
、郵
便
外
務
員
は

銃
の
携
帯
を
許
さ
れ
て
い
た
。

郵
便
配
達
事
情
の

過
酷
さ
を
物
語
る

逓信総合博物館
■東京都千代田区大手町2-3-1　
■TEL/03-3244-6811
■URL/http://www.teipark.jp/

　
日
本
政
府
は
、1
8
8
4（
明
治
17
）年
12
月
か
ら
翌

年
5
月
ま
で
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
オ
リ
ン
ズ
で
開
か

れ
た
万
国
博
覧
会
に
日
本
の
郵
便
取
扱
状
況
を
紹
介

す
る
た
め
、「
郵
便
取
扱
の
図
」を
出
品
し
た
。
そ
の
中

に
は
、こ
の「
第
十
図
　
雪
中
の
郵
便
馬
車
と
人
車
」の

よ
う
に
、雪
が
降
る
中
で
も
馬
車
で
郵
便
物
を
輸
送
し

て
い
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
郵
便
馬
車
に
よ
る
輸

送
は
、72
年
5
月
頃
か
ら
始
ま
り
、そ
の
後
は
明
治
期

の
郵
便
物
輸
送
手
段
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め

る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、鉄
道
の
発
達
や
自
動
車

の
普
及
な
ど
、輸
送
手
段
の
変
化
に
よ
り
東
京
市
内
で

は
1
9
2
6（
大
正
15
）年
に
廃
止
と
な
っ
た
。

　
郵
便
馬
車
に
は
、郵
便
局
間
で
郵
便
物
の
み
を
輸
送

す
る
も
の
と
、旅
客
と
郵
便
物
の
両
方
を
輸
送
す
る
も

の
の
2
種
類
が
あ
っ
た
が
、道
路
状
況
に
よ
っ
て
は
、

こ
れ
に
代
わ
っ
て
、「
脚
夫
」や
荷
物
用
の
人
力
車「
人

車
」に
よ
っ
て
輸
送
し
て
い
た
。

郵
便
物
輸
送
の
は
じ
ま
り

『
郵
便
取
扱
の
図
』

「
第
十
図 

雪
中
の
郵
便
馬
車
と
人
車
」

1
8
7
7（
明
治
10
）年
代

柴
田
真
哉【
逓
信
総
合
博
物
館
所
蔵
】
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1
8
7
2（
明
治
5
）年
、新
橋
・
横
浜
間
に
鉄
道
が
開
業
し
て
以
降
、各

地
で
の
鉄
道
建
設
が
進
展
し
た
。
明
治
20
年
代
に
な
る
と
陸
上
輸
送
の
中

心
が
道
路
か
ら
鉄
道
へ
と
変
化
し
て
い
き
、国
内
の
鉄
道
網
の
整
備
に
よ
り

鉄
道
貨
物
輸
送
も
広
が
り
を
見
せ
る
。

　
内
国
通
運
会
社
金
沢
支
店
が
発
行
し
た
こ
の「
鉄
道
路
線
便
覧
」に
は
、東

海
道
線
や
日
本
鉄
道
線
、信
越
線
な
ど
、こ
の
時
点
で
敷
設
さ
れ
て
い
た
鉄

道
網
が
描
か
れ
て
い
る
。
左
・
下
の
部
分
に
は
香
港
、シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
は

じ
め
と
し
た
海
外
の
港
が
見
ら
れ
、国
内
は
も
と
よ
り
、海
外
と
の
輸
送
の

広
が
り
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

輸
送
エ
リ
ア
拡
大

鉄
道
路
線
便
覧

1
8
8
9（
明
治
22
）年
頃 【
物
流
博
物
館
所
蔵
】

　
日
本
は
き
も
の
博
物
館
に
は
、こ
れ
ま
で
人
々
の
活
動
を
支
え
て
き
た
は
き
も
の
が
多

数
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
先
人
た
ち
の
知
恵
が
詰
ま
っ
た
は
き
も
の
の
歴
史
に
は
、人
間
と

と
も
に
労
働
力
で
あ
っ
た
牛
や
馬
が
履
い
て
い
た
草
鞋
も
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ

の
草
鞋
は
、長
野
市
で
実
際
に
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で
、使
用
し
て
い
た
人
に
よ
る
と
、長

野
か
ら
戸
隠
に
荷
物
を
運
ぶ
こ
と
が
多
く
、そ
の
際
途
中
の
山
道
で
使
用
し
、履
き
替
え

用
も
装
備
し
て
い
た
と
い
う
。

　
背
に
か
ご
を
載
せ
、荷
物
を
載
む
な
ど
、牛
や
馬
は
か
つ
て
は
輸
送
手
段
の
ひ
と
つ
で

あ
っ
た
。
離
れ
た
場
所
へ
運
ぶ
の
は
も
ち
ろ
ん
、農
作
業
の
た
め
田
畑
へ
も
の
を
運
ぶ
際

も
使
用
し
て
い
た
。
蹄
鉄
が
登
場
す
る
ま
で
は
、蹄
を
守
る
た
め
、草
鞋
を
履
か
せ
て
い

た
。
雪
道
で
は
滑
り
止
め
と
し
て
、ま
た
早
く
長
く
歩
か
せ
る
た
め
に
も
必
要
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
地
域
に
も
よ
る
が
、少
な
く
と
も
戦
前
ま
で
は
使
用
さ
れ
て
い
た

蹄
鉄
が
登
場
す
る
ま
で

牛
や
馬
の
足
を
守
る

馬
の
沓
・
牛
の
草
鞋

【
日
本
は
き
も
の
博
物
館
所
蔵
】

　
1
8
7
1（
明
治
4
）年
に
郵
便
が
創
業
す
る
と
、郵
便
外
務
員
が
賊
徒
に

殺
傷
さ
れ
、郵
便
物
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
事
件
が
幾
度
と
な
く
起
き
た
。
そ

の
た
め
、73
年
に
、賊
徒
か
ら
郵
便
物
を
守
る
こ
と
を
目
的
と
し
て「
短
銃
取

扱
規
則
」が
制
定
さ
れ
、「
郵
便
保
護
銃
」携
帯
が
許
可
さ
れ
た
。
そ
し
て
、87
年

に
は
、「
短
銃
取
扱
規
則
」が「
郵
便
物
保
護
銃
規
則
」に
改
正
さ
れ
、山
間
部

に
生
息
す
る
熊
や
猪
な
ど
か
ら
身
を
守
る
た
め
の
使
用
が
認
め
ら
れ
た
。

86
年
に
作
成
さ
れ
た「
通
信
事
業
ニ
関
ス
ル
諸
要
具
雛
形
帳
」に
も
同
様
の

回
転
式
6
連
発
銃
が
描
か
れ
て
い
て
、道
具
の
一
つ
と
し
て
数
え
ら
れ
て
い

る
が
、郵
便
保
護
銃
は
、取
扱
い
の
難
し
さ
や
危
険
地
域
の
縮
小
に
よ
り
、熊

よ
け
ラ
ッ
パ
な
ど
に
代
わ
り
、次
第
に
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か

し
、規
則
自
体
は
1
9
4
5（
昭
和
20
）年
頃
ま
で
存
続
し
、郵
便
外
務
員
は

銃
の
携
帯
を
許
さ
れ
て
い
た
。

日本はきもの博物館
■広島県福山市松永町4-16-27
■TEL/084-934-6644　
■URL/http://www.footandtoy.jp/

ワ
ラ
ジ

ク
ツ

馬の沓↑
↓牛の草鞋
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日
本
の
物
流
業
界
の
代
表
的
な
企
業
の
ひ
と
つ

で
あ
る
日
本
通
運
の
歴
史
は
、飛
脚
仲
間
が
中
心
と

な
っ
て
1
8
7
2（
明
治
5
）年
に
創
業
さ
れ
た
陸

運
元
会
社
に
始
ま
る
。
明
治
政
府
の
要
請
と
保
護

を
受
け
て
、そ
れ
ま
で
の
伝
馬
制
度
に
代
わ
る
全
国

的
な
輸
送
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
、75
年
、内
国

通
運
会
社
と
改
称
し
た
。

　
内
国
通
運
大
阪
支
店
の
営
業
内
容
が
描
か
れ
た
、

こ
の
引
札
か
ら
は「
汽
車
積
運
送
」な
ど
鉄
道
輸
送

の
ほ
か
、「
貨
幣
早
達
便
」（
現
金
輸
送
）、「
品
代
金
引

替
運
送
」（
代
引
き
）、「
移
転
荷
物
運
送
」（
引
越
し
）

な
ど
現
代
に
も
通
じ
る
サ
ー
ビ
ス
が
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
営
業
内
容
に
関
す
る
資
料
が
少
な
い
時
期
の
も

の
で
、当
時
の
業
務
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴

重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。

輸
送
サ
ー
ビ
ス
の

多
様
さ

内
国
通
運
株
式
会
社
営
業
目
次

1
8
9
7（
明
治
30
）年
頃

 【
物
流
博
物
館
所
蔵
】

　
1
9
2
7（
昭
和
2
）年
に
ス
タ
ー
ト
し
、の
ち
に「
宅
扱
」

と
改
称
さ
れ
た「
特
別
小
口
扱
」は
、一
般
消
費
者
も
対
象
と

し
た
小
口
荷
物
を
扱
う
サ
ー
ビ
ス
で
、電
話
一
本
で
集
荷
に

来
る
、ド
ア
ツ
ー
ド
ア
の
配
送
と
一
貫
し
た
輸
送
責
任
、集

配
料
込
み
の
わ
か
り
や
す
い
運
賃
体
系
、な
ど
の
特
徴
を

持
っ
て
い
た
。
今
で
は
当
た
り
前
だ
が
、当
時
と
し
て
は
画

期
的
な
仕
組
み
で
、現
在
の
宅
配
便
と
同
じ
特
徴
を
持
つ
。

こ
の
サ
ー
ビ
ス
は
鉄
道
省
に
よ
る
も
の
で
、昭
和
初
期
に

は
、近
距
離
の
鉄
道
貨
物
が
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
に
流
れ
る
傾
向

が
あ
り
、ト
ラ
ッ
ク
輸
送
に
対
抗
す
る
鉄
道
省
の
施
策
の
一

つ
だ
っ
た
と
も
い
え
る
。

　
35
年
に
は
名
称
が「
宅
扱
」に
改
称
さ
れ
、こ
の
よ
う
な
ポ

ス
タ
ー
が
製
作
さ
れ
た
。
一
般
消
費
者
を
対
象
と
し
た
こ

の
サ
ー
ビ
ス
を
広
め
る
た
め
、大
衆
の
目
に
つ
く
よ
う
な
風

呂
屋
、理
髪
店
な
ど
に
配
付
さ
れ
、宣
伝
効
果
を
あ
げ
た
。

画
期
的
な
鉄
道
貨
物
制
度

宅
扱
ポ
ス
タ
ー

1
9
3
5（
昭
和
10
）年
頃 【
物
流
博
物
館
所
蔵
】

物流博物館
■東京都港区高輪4-7-15 
■TEL/03-3280-1616
■URL/http://www.lmuse.or.jp/
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お
客
様
の
ニ
ー
ズ
に
向
き
合
い
な
が
ら

常
に
進
化
し
て
い
る
ヤ
マ
ト
の
配
送
車
両
。

ヤ
マ
ト
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

ヤマトホールディングス株式会社
100 周年記念事業担当

シニアマネージャー  白鳥 美紀氏

① 創業時代の小倉康臣（右端）と運転士たち

② 昭和30年代中頃まで集配用に活躍した三輪車。
　正式な社章である「桜にYのマーク」とともに
　現在と変わらないクロネコマークも見られる

③1982年5月から本格使用されたウォークスルー車

　
ヤ
マ
ト
運
輸
は
1
9
1
9（
大
正
8
）年
、東
京
・

銀
座
で
創
業
し
ま
し
た
。
宅
急
便
が
始
ま
っ
て
か

ら
の
会
社
と
認
識
さ
れ
る
方
も
多
い
の
で
す
が
、実

は
歴
史
の
あ
る
会
社
で
、6
年
後
に
1
0
0
周
年
を

迎
え
ま
す
。
日
本
が
ま
だ
大
八
車
全
盛
の
時
代
に

創
業
者
小
倉
康
臣
は
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
事
業
を
始
め

ま
し
た
。
そ
ん
な
当
社
の
逸
品
は
、や
は
り
ト
ラ
ッ

ク
。
い
わ
ゆ
る
配
送
車
両
で
す
。

　

こ
の
写
真
は
創
業
時
代
の
も
の
で
す（
写
真
①
）。

Ｔ
型
フ
ォ
ー
ド
な
ど
の
ト
ラ
ッ
ク
4 

台
で
事
業
を

ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
運
転
士
に
も
運
送
屋
と
し

て
は
斬
新
な
、洗
練
さ
れ
た
制
服
を
着
せ
て
い
る

の
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
は
常
に
お
客
様
と
接
す

る
運
転
士
の
応
対
や
服
装
が
、会
社
の
信
用
・
品

位
を
表
す
も
の
だ
、と
い
う
社
長
の
方
針
だ
っ
た

の
で
す
。

　

小
倉
昌
男
が
二
代
目
の
社
長
と
な
っ
た
5
年
後

の
1
9
7
6（
昭
和
51
）年
に
は
、「
宅
急
便
」を
開
始

し
ま
し
た
。
個
人
の
荷
物
の
集
荷
と
配
達
を
全
国

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
組
織
と
し
て
事
業
化
す
る
と
い

う
そ
れ
ま
で
に
な
い
ビ
ジ
ネ
ス
で
し
た
が
、そ
の
時

も
ク
ロ
ネ
コ
マ
ー
ク
を
つ
け
た
車
が
走
る
こ
と
で

P
R
に
な
り
ま
し
た
。
当
社
は
も
の
を
つ
く
る
会

社
で
は
な
い
の
で
、車
や
制
服
で
P
R
を
す
る
こ
と

も
必
要
で
す
。
ト
ラ
ッ
ク
配
送
時
代
も
車
が
走
る

だ
け
で
宣
伝
に
な
っ
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す

が
、そ
れ
は
宅
急
便
を
始
め
た
当
初
も
今
も
変
わ
り

ま
せ
ん
。

　

こ
の
車
は
ウ
ォ
ー
ク
ス
ル
ー（
写
真
③
）と
い
っ

て
、当
社
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
配
送
ト
ラ
ッ
ク
で
す
。
九

州
支
社
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
が
、ベ
ニ
ヤ
板
で

つ
く
っ
た
実
物
大
の
模
型
を
も
と
に
メ
ー
カ
ー
に

打
診
し
た
と
こ
ろ
、ト
ヨ
タ
自
動
車
が
引
き
受
け
て

く
れ
て
出
来
上
が
り
ま
し
た
。
助
手
席
サ
イ
ド
か

ら
乗
り
降
り
で
き
、車
を
降
り
ず
に
運
転
席
と
荷
台

を
行
き
来
で
き
る
も
の
で
、作
業
効
率
や
ド
ラ
イ

バ
ー
の
仕
事
環
境
、安
全
な
ど
現
場
の
こ
と
を
知
る

者
な
ら
で
は
の
仕
様
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

当
社
は
、お
客
様
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
続
け
て
い
く

た
め
の
努
力
に
は
お
金
を
か
け
て
き
ま
し
た
。
そ

れ
は
サ
ー
ビ
ス
だ
け
で
な
く
車
も
同
様
で
す
。
既

成
の
も
の
が
な
け
れ
ば
自
分
た
ち
で
つ
く
ろ
う
と

い
う
考
え
方
は
、運
輸
業
界
の
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
る

と
い
う
自
負
と
と
も
に
、創
業
者
か
ら
受
け
継
が
れ

て
い
る
D
N
A
だ
と
思
い
ま
す
。

逸
品

変
遷

1

写真提供：ヤマトホールディングス株式会社



Muse vol.20 8

　

広
島
県
尾
道
市
と
い
え
ば
、映
画
の
ロ
ケ
地
、し

ま
な
み
海
道
の
起
点
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
ま
ず

浮
か
ぶ
が
、「
商
港
都
」と
し
て
中
四
国
経
済
の
発
展

に
寄
与
し
て
き
た
。
1
8
9
2（
明
治
25
）年
、当
時

の
尾
道
町
は
農
商
務
省
か
ら
設
立
認
可
を
受
け
、全

国
で
30
番
目
の
商
業
会
議
所
と
し
て
尾
道
商
業
会

議
所
を
設
立
し
た
。
当
時
、県
庁
所
在
地
以
外
で
の

設
立
は
異
例
の
こ
と
だ
っ
た
。
尾
道
経
済
が
い
か

に
発
展
し
て
い
た
か
が
窺
え
る
。

　

尾
道
港
の
発
展
は
中
世
に
始
ま
る
。
15
世
紀
か

ら
16
世
紀
に
か
け
て
、日
明
貿
易
で
は
中
国
山
地
の

銅
の
積
出
港
と
し
て
、ま
た
中
四
国
・
上
方
の
物
資

の
集
散
地
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
。
商
港
と

し
て
の
歩
み
を
刻
み
始
め
た
尾
道
は
江
戸
時
代
、さ

ら
に
発
展
を
続
け
る
。17
世
紀
後
半
、北
前
船
の
西

廻
り
航
路
が
開
発
さ
れ
て
か
ら
は
、寄
港
地
と
し
て

栄
華
を
き
わ
め
た
。
塩
や
酢
、畳
表
な
ど
尾
道
や
そ

の
周
辺
の
特
産
品
を
積
み
込
ん
だ
り
、上
方
で
作
ら

れ
た
日
用
品
が
買
い
付
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

尾
道
は
こ
う
し
た
積
み
重
ね
の
上
に
立
つ
、歴
史
あ

る「
商
港
都
」な
の
で
あ
る
。

　

明
治
に
入
る
と
、尾
道
の
豪
商
で
、尾
道
商
業
会

議
所
初
代
会
頭
で
も
あ
る
橋
本
吉
兵
衛
が
、後
の
広

島
銀
行
と
な
る
第
六
十
六
国
立
銀
行
を
1
8
7
9

（
明
治
12
）年
に
開
設
し
、尾
道
経
済
の
近
代
化
が
進

ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。
1
8
9
2
年
に
創
業
し

た
日
本
で
最
初
の
興
信
所
で
あ
る
商
業
興
信
所
は
、

1
9
0
8
年
に
尾
道
に
出
張
所
を
開
設
し
た
。
帝

国
興
信
所
は
創
業
か
ら
4
年
で
横
浜
、大
阪
に
事
業

所
を
開
設
。
そ
の
後
、商
業
が
盛
ん
で
信
用
調
査
の

需
要
が
見
込
ま
れ
る
主
要
な
都
市
へ
の
展
開
を

行
っ
た
。
1
9
1
0
年
か
ら
3
年
間
で
30
ヵ
所
の

事
業
所
の
あ
っ
た
街
を
た
ず
ね
て

商
都
か
ら
新
た
な
交
通
の
拠
点
へ

尾道篇

帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
の
事
業
所
展
開
の
歴
史
に
お
い
て
、

か
つ
て
は
地
域
経
済
の
発
展
と
と
も
に
活
動
し
て
い
た
が
、

そ
の
使
命
を
終
え
、既
に
閉
鎖
し
た
事
業
所
が
あ
る
。

尾
道
は
そ
の
ひ
と
つ
で
、1
9
7
4
年
に

62
年
間
の
歴
史
を
終
え
た
。

■
尾
道
港
の
発
展

昭和初期の尾道支所内風景。
女性タイピストの姿も見られる

旧
尾
道
銀
行
本
店（
現
お
の
み
ち
歴
史
博
物
館
）

1904年に建てられた住友銀行尾道支店（現尾道市分庁舎）
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事
業
所
を
設
置
し
、全
国
に
営
業
拠
点
を
築
い
て

い
っ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
が
尾
道
で
あ
る
。
創
業
以
来

30
番
目
の
事
業
所
と
し
て
1
9
1
2（
大
正
元
）年
、

尾
道
出
張
所
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
尾
道
支

所
62
年
の
歴
史
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

　

1
9
1
4（
大
正
3
）年
、出
張
所
か
ら
支
所
に
昇

格
し
た
帝
国
興
信
所
尾
道
支
所
。
そ
の
半
分
以
上
の

歴
史
に
名
前
を
刻
ん
だ
人
物
が
い
る
。
1
9
2
7

（
昭
和
2
）年
か
ら
支
所
長
を
務
め
た
八
幡
義
朗
で

あ
る
。
28
歳
で
4
代
目
尾
道
支
所
長
に
就
任
し
た
八

幡
は
、嘱
託
を
解
か
れ
る
1
9
6
1
年
ま
で
、34
年

間
に
わ
た
っ
て
支
所
長
を
務
め
た
。

　

1
9
3
3
年
に『
尾
道
大
鑑
』を
発
行
し
た
際
に

は
、編
纂
部
を
尾
道
支
所
内
に
置
き
、八
幡
は
そ
の

代
表
を
務
め
た
。
尾
道
市
の
沿
革
・
産
業
・
貿
易
の

検
証
、市
政
・
社
寺
仏
閣
・
花
街
な
ど
の
豊
富
な
統

計
デ
ー
タ
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、当
時
の
尾
道
を

知
る
上
で
貴
重
な
史
料
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
八
幡
は
尾
道
商
工
会
議
所
議
員
、尾
道
商
工

業
協
同
組
合
副
理
事
長
を
は
じ
め
、ラ
イ
オ
ン
ズ
ク

ラ
ブ
な
ど
地
域
の
世
話
役
を
進
ん
で
務
め
る
人
物

で
あ
っ
た
。
支
所
の
基
盤
を
整
備
し
、信
用
調
査
を

地
域
に
認
知
さ
せ
た
功
績
は
大
き
い
。
そ
ん
な
八

幡
を
知
る
人
物
が
い
る
。
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
で

同
じ
時
を
過
ご
し
た
フ
ジ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社
代

表
取
締
役
社
長
、藤
原
寿
雄
氏
は
八
幡
の
こ
と
を
次

の
よ
う
に
語
る
。「
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、怖
い
人

だ
っ
た
。
核
心
を
つ
い
た
話
を
す
る
人
。
八
幡
さ
ん

の
話
を
聞
く
時
は
構
え
て
聞
か
な
き
ゃ
な
ら
な

か
っ
た
」

　

昭
和
40
年
代
、尾
道
経
済
に
変
化
が
見
え
始
め

る
。
当
時
の
日
本
鋼
管
が
福
山
に
で
き
る
と
、陸
運

局
が
福
山
へ
移
転
し
、ま
た
輸
送
手
段
が
海
運
か
ら

陸
送
へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
こ
と
も
あ
り
、市
場

が
福
山
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
だ
。
1
9
7
4（
昭

和
49
）年
、帝
国
興
信
所
も
尾
道
支
所
を
閉
鎖
し
、福

山
に
新
た
な
事
業
所
を
設
置
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
約
40
年
。
そ
の
間
尾
道
を
目
の
当
た

り
に
し
て
き
た
藤
原
さ
ん
に
よ
る
と
、「
商
都
尾
道

と
か
つ
て
は
言
わ
れ
て
い
た
が
、今
は
工
業
都
市
へ

と
変
貌
し
て
い
る
」と
い
う
。
観
光
地
と
し
て
の
知

名
度
が
ま
だ
ま
だ
高
い
尾
道
だ
が
、山
あ
い
に
は
工

業
団
地
が
で
き
て
、2
0
1
0
年
度
の
製
造
業
の
生

産
出
荷
額
は
か
つ
て
工
業
都
市
と
い
わ
れ
た
隣
接

す
る
三
原
市
を
抜
い
た
。
新
た
な
交
通
拠
点
と
し

て
の
役
割
も
あ
る
。
し
ま
な
み
海
道
が
1
9
9
9

年
に
開
通
し
、今
で
は
海
の
上
を
走
る
こ
と
が
で
き

る
、サ
イ
ク
リ
ン
グ
の
人
気
ス
ポ
ッ
ト
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、2
0
1
4
年
に
中
国
横
断
自
動
車
道
尾

道
松
江
線
が
開
通
す
れ
ば
し
ま
な
み
海
道
と
つ
な

が
っ
て
、中
四
国
を
結
ぶ
新
た
な
陸
路
が
確
保
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
つ
て
は
水
路
で
中
四
国
の

拠
点
と
な
っ
て
い
た
尾
道
は
、山
陰
・
山
陽
・
四
国

と
い
う
広
範
囲
を
陸
路
で
結
ぶ
、新
た
な
時
代
に

突
入
す
る
。

■
34
年
に
わ
た
り
尾
道
支
所
長
を

　
務
め
上
げ
た
八
幡
義
朗

■
海
上
か
ら
陸
上
へ

尾道支所玄関前に立つ八幡義朗（昭和初期）



　1912（大正元）年11 月に創刊した『帝国銀行会社要録』は、全国の
企業概要を掲載したもので、現在は『帝国データバンク会社年鑑』と
改称し、毎年11月に刊行している。昨年第93版を刊行し、創刊当時
と同様さまざまな企業の広告が掲載されている。都道府県ごとに企
業名が並び、広告の掲載ページはそれぞれの地域の巻頭や巻末に多
くあることも創刊当時と変わっていない。
　『帝国銀行会社要録』初版には、大阪府のページと京都府のページ
のちょうど間に、髙島屋の企業広告が掲載されている。刊行された
当時の社名は、髙島屋飯田合名会社のはずだが、中央部分のロゴ
マークの下には、合名会社たかしまや飯田呉服店と記載されてい
る。株式会社髙島屋美術部の山本博昭さんによると「当社は何度か
社名を変えたという歴史がありまして、この広告が掲載された大正
元年ですと1831（天保2）年の創業から数えて3つ目の社名、髙島屋
飯田合名会社になります。これは広告ですから呉服店とわからせる
ための表記でしょう」とのこと。この頃の当主四代飯田新七は、欧米
の百貨店を見て周ったこともあり、貿易にも力を入れていた。社名
の左右には呉服部門と貿易部門が分けて記載されている。貿易部門
はその後独立し55年、現在の丸紅の前身である丸紅飯田となった。
革新的なことに取り組んだ四代飯田新七は、当時業界初の大型屋外
広告を出した。「鉄道沿線に立てられた看板で、日本初の大型屋外広
告と言われています。髙島屋は、三越さんや松坂屋さん、大丸さんに
比べるとかなり後発です。後発であるがゆえに何か新しいことをや
ろうと考えたのでしょう。広告もどんどん出していこうという姿勢
が見られます」（山本さん）
　当時の広告を見ると単色刷りながらも意匠を凝らしていること
がわかる。長年にわたり髙島屋の広告を担当する株式会社エー・
ティ・エーの森田一さんによると「呉服屋ですから引札も多く作っ
ており、この広告もその延長だと考えられます。燕や鶴の文様を始
め、波や山を描き、松をアレンジするなど、呉服屋であることをア

ピールしながら、単色刷りでも工夫していることがわかります」と
いうことであった。
　2012（平成24）年1月10日、髙島屋は創業記念日に昭和初期、京
都の髙島屋呉服店前で撮影された集合写真を新聞広告に掲載した。
ここ数年髙島屋では企業広告を展開しているが、この年初めて百貨
店だけでなく髙島屋グループでの企業広告にした。森田さんが制作
を手がけた。「原点を見据えて未来に向かうという強い企業メッ
セージを出せるということで企画しました。企業の信頼性が重要な
時代になり、社内にアーカイヴスプロジェクトができる中で、他の
百貨店にないものを押し出そうという企画です」（森田さん）
　四代飯田新七は、この写真の中央部分に写っている。まさか100
年後に自分の写真を使って企業広告が作られることなど想像して
いなかったに違いないが、彼の思いは確かに受け継がれている。「今
の髙島屋の企業理念は『いつも人から』ですが、それがこの写真にも
表れています。元々は革新的なものが年月を経て伝統になっていく
わけで、後発ゆえに革新的な戦略をいくつも打ち出してきた髙島屋
の歴史を学び、忘れないという考え方です。その考え方が社会、ある
いは社員に対してのメッセージでもあります」と山本さんが語って
くれた。
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帝国データバンクの出版物は創業以来、
幾多の企業広告を掲載してきた。
100年前と比較して、
広告はどのような変遷をたどったのだろうか。

広告いまむかし-1

『帝国銀行会社要録』初版に掲載された髙島屋の広告

鉄道の沿線に立てられた日本初と言われる屋外広告   [写真提供：株式会社髙島屋]

2012年1月10日に全国紙等に掲載された髙島屋グループの広告　[写真提供：株式会社髙島屋]
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3月29日（金）までテーマ展示「我が国のデータベース産業変遷史」開催中

『別冊Muse2012』を刊行

常設展示室「テーマ展示」コーナーでは、現在「我が国のデータ
ベース産業変遷史」を開催中です。
帝国データバンクの歴史においてデータベース事業の進展
は、「興信所」から「情報産業」へと変貌を遂げたという意味で、
ビジネスモデルを変革させた重要な存在です。
展示では、1950年代から始まった日本のデータベース産業の
変遷とともに当社の歩みをパネル展示でたどっています。デ
ジタルコンテンツでは、当社のデータベース商品「COSMOS」
のパンフレットをご覧いただくことができます。

2012年11月、帝国データバンク史料館は『別冊Muse2012』を
刊行しました。通常号の『Muse』の別冊版という位置づけで、
質・量ともにボリュームを増した冊子になっています。
『別冊Muse2012』は、企業が史料を収集し、保存、活用すること
の意義をテーマに構成しており、巻頭インタビューでは作家・
東京都副知事の猪瀬直樹さん（現東京都知事）に、記録を残し、
伝えることの重要性をはじめ、記録の持つ力や怖さまでを語っ
ていただきました。「Talk Session　白熱メッセージ」では、アー
カイブズについて交わされた、現場ならではの貴重なトークに
高い反響をいただいています。また、企業史料協議会、一般財
団法人日本経営史研究所との協働プロジェクトとして行った
「新“百歳”企業13,000社実態調査」も掲載しています。

TEIKOKU DATABANK Historical Museum

NEWS
史料館ニュース

『別冊Muse2012』
―企業と史料― 史料の収集、保管そして利活用の現状と課題
 ◇巻頭インタビュー
　　・作家・東京都副知事　猪瀬直樹さん
　「企業にとって、社会にとって“記録”“資料”の価値とは何か」
◇協働プロジェクト
　「新“百歳”企業13,000社実態調査」
◇特別論稿
　「良い社史、悪い社史」　
　　・大阪大学名誉教授　　宮本又郎
　「企業アーカイブへの期待-歴史的資料で組織を支える-」
　　・麗澤大学大学院教授　佐藤政則
　「資料保存の考え方と取り組み方」
　　・企業史料協議会副会長・学習院大学大学院非常勤講師　安江明夫
◇現場報告
　「『花王120年』、編纂から完成まで」　花王株式会社
　　・花王ミュージアム・資料室前室長　上田和夫
　「東芝科学館、50年の歴史とアーカイブ」　株式会社東芝
　　・東芝科学館副館長　河本信雄
◇Talk Session　白熱メッセージ
　「アーカイブズを社会の力…とするために」　　
　　・公益財団法人渋沢栄一記念財団実業史研究情報センター　松崎裕子
　　・江東区区政資料室・公文書等専門員　森本祥子
　　・公益財団法人たばこと塩の博物館　学芸員　鎮目良文
　　・学習院大学大学院アーカイブズ学専攻 博士後期課程在籍　学芸員　中臺綾子
◇Muse  Special  Guest 
　　明治大学名誉教授・公益財団法人三井文庫　常務理事・文庫長　由井常彦さん
　「経営史研究の開拓者、その素顔に迫る」
◇逸品解題

▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶入手をご希望の方は電話（03-5919-9600）かメール（shiryokan@tdb.co.jp）にて送付先をご連絡ください。
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交通のご案内
［ J Rご 利 用］ 中央線・総武線 市ケ谷駅 徒歩8分
 中央線 四ツ谷駅 四ツ谷口から徒歩9分
［地下鉄ご利用］ 南北線・有楽町線 市ケ谷駅 7番出口から徒歩6分
 都営新宿線 曙橋駅 A4番出口から徒歩9分
 丸ノ内線・南北線 四ツ谷駅 2番出口から徒歩9分

ご利用案内
［入 館 料］ 無料 
［開館時間］ 10：00～16：30 （入館は16：00まで）
［休 館 日］  土・日・月曜日および祝日、年末年始
 （その他展示替えなどのため、臨時に休館することがあります。）

ご来館の際には館内のご案内、ご質問など、お気軽にお申し越しください。
なお、当館ホームページで展示内容や最新ニュースなどをご紹介しています。

〒160-0003 東京都新宿区本塩町22-8  TEL.03-5919-9600 （直通）

ご来館の際は、1F受付にお越し下さい。

創業者後藤武夫がかつて使用していた椅子である。
布にはシミやほころびが見られ、座面は沈み込んでいたため
2007年、開館にあわせ展示のために修復を行った。座面は
再び膨らみを持ち、ガタツキが取れて座りがよくなり、プロロ
ーグゾーンに展示することとなった。当社の歴史を伝える資料
であるが、内部に打ち込まれた古い釘などからは、これまで多
くの職人さんの手によって修繕が行われてきたことを物語る。
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