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1
9
6
0（
昭
和
35
）年
の
7,
4
5
7
館
を
ピ
ー

ク
に
、日
本
で
は
映
画
館
が
ど
ん
ど
ん
減
少
し
て
い

ま
す
。
映
画
を
観
な
く
な
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、

D
V
D
や
テ
レ
ビ
の
映
画
専
門
チ
ャ
ン
ネ
ル
な
ど
、

視
聴
チ
ャ
ネ
ル
の
多
様
化
が
背
景
と
な
っ
た「
映
画

館
離
れ
」が
止
ま
り
ま
せ
ん
。
フ
ィ
ル
ム
か
ら
デ
ジ

タ
ル
上
映
に
移
行
す
る
の
を
機
に
、全
国
で
映
画
館

が
次
々
に
廃
業
し
、最
近
で
も
吉
祥
寺
や
三
軒
茶
屋

の
映
画
館
閉
鎖
が
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
映
画
館
の
デ
ジ
タ
ル
化
が
加
速
し
た
の
は
約
3

年
前
で
す
。
そ
の
当
時
、全
国
に
は
ま
だ
3,
3
0
0

ス
ク
リ
ー
ン
あ
り
、映
写
機
も
3,
0
0
0
台
以
上

あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
デ
ジ
タ
ル
化
移
行
に
伴
い
、

私
ど
も
の
調
べ
で
は
約
2,
0
0
0
台
が
廃
棄
さ
れ

て
い
ま
す
。
名
画
座
に
し
て
も
大
手
映
画
会
社
直

営
館
に
し
て
も
、フ
ィ
ル
ム
上
映
の
た
め
に
1
台
の

映
写
機
を
残
す
の
み
で
、大
半
は
廃
棄
処
分
さ
れ
て

い
る
の
で
す
。

　
今
、私
が
や
っ
て
い
る
こ
と
は
、本
来
国
が
や
る

べ
き
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
は
っ
き
り
言
っ
て
、民

間
の
一
映
画
館
が
や
る
よ
う
な
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
だ
か
ら
逆
に
目
立
っ
て
し
ま
っ
て
、日
本
映

画
ペ
ン
ク
ラ
ブ
賞
ま
で
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た

の
は
皮
肉
な
こ
と
で
す
。

　
　
1
9
9
6（
平
成
8
）年
、ギ
ン
レ
イ
ホ
ー
ル
の

改
良
工
事
に
伴
い
、映
写
設
備
を
一
新
。
そ
の
際
、

「
ロ
ー
ヤ
ル
ニ
ュ
ー
L
型
」と
い
う
映
写
機
2
台

を
、1
台
で
上
映
で
き
る
全
自
動
型
映
写
機
と
交

換
し
ま
し
た
。
引
退
し
た
映
写
機
は
社
内
で
再
び

組
み
立
て
て
、来
客
用
に
展
示
し
て
い
た
の
で
す
。

も
と
も
と
ギ
ン
レ
イ
ホ
ー
ル
で
は
、開
業
以
来
40

加藤 忠さん
東京・神楽坂の名画座「ギンレイホール」を経営しながら、
35ミリフィルム映写機を全国の映画館から引き取り、
メンテナンスして保存する活動を行う。
2014 年 2 月にはこの活動が評価され、
日本映画ペンクラブの奨励賞が贈られた。

古
き
を
た
ず
ね
て
知
に
挑
む
人
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■
フ
ィ
ル
ム
か
ら
デ
ジ
タ
ル
へ
の
移
行
、

　
さ
ら
に
映
画
館
離
れ
も
。

■
会
社
の
ア
ー
カ
イ
ブ
と
し
て
始
ま
り
、

　
現
在
は
全
国
か
ら
映
写
機
を

　
引
き
取
る
ま
で
に
。

「
フ
ィ
ル
ム 
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映
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今
、
日
本
に
は
映
写
技
師
の
ベ
テ
ラ
ン
が
10
人

ほ
ど
い
ま
す
。
彼
ら
の
年
齢
を
考
え
る
と
、
な
る

べ
く
早
い
う
ち
に
若
い
人
た
ち
に
技
術
を
バ
ト
ン

タ
ッ
チ
し
た
い
と
考
え
、
成
田
映
画
セ
ン
タ
ー
で

映
写
技
師
を
育
成
す
る
こ
と
も
計
画
し
て
い
ま

す
。
映
写
機
は
置
い
て
お
い
た
だ
け
で
は
ダ
メ
で
、

動
か
さ
な
い
と
劣
化
し
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
集

ま
っ
た
映
写
機
の
大
半
は
、
今
ま
で
現
役
だ
っ
た

も
の
ば
か
り
で
す
か
ら
使
え
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど

で
す
。
映
写
機
保
存
活
動
の
本
来
の
役
目
は
、
こ

れ
ら
を
し
か
る
べ
き
場
所
に
「
再
配
置
」
す
る
こ

と
で
す
。

　
私
が
映
写
機
の
再
配
置
で
考
え
て
い
る
の
は
、

学
校
で
す
。
小
学
校
か
ら
大
学
ま
で
、
各
学
校
に

映
写
機
を
1
つ
置
い
て
定
期
的
に
映
画
を
見
せ
、

映
画
と
接
触
さ
せ
る
環
境
を
整
備
す
る
の
で
す
。

現
在
配
給
さ
れ
る
映
画
の
ほ
と
ん
ど
は
デ
ジ
タ
ル

で
す
が
、
フ
ィ
ル
ム
映
画
も
皆
さ
ん
の
目
に
触
れ

て
い
な
い
も
の
で
優
秀
な
作
品
は
ま
だ
ま
だ
あ
り

ま
す
。

　
映
写
機
を
劣
化
さ
せ
な
い
た
め
に
動
か
し
続
け

た
い
。
そ
し
て
、
若
い
人
た
ち
に
も
っ
と
映
画
と

接
触
す
る
機
会
を
増
や
し
た
い
。
そ
の
2
つ
の
思

い
を
形
に
し
た
の
が
、「
ギ
ン
レ
イ
ホ
ー
ル
映
画

キ
ャ
ラ
バ
ン
隊
」
で
す
。
保
存
活
動
の
原
点
で
も

あ
る
ロ
ー
ヤ
ル
ニ
ュ
ー
L
型
を
幌
馬
車
に
見
立
て

た
ト
ラ
ッ
ク
に
積
み
込
み
、
野
外
で
の
上
映
イ
ベ

ン
ト
で
活
用
し
て
い
ま
す
。
子
ど
も
の
頃
、
夏
に

学
校
の
校
庭
で
野
外
映
画
を
観
る
の
が
楽
し
み

だ
っ
た
自
分
の
映
画
体
験
を
ふ
ま
え
、
2
0
1
1

年
に
実
現
さ
せ
ま
し
た
。
東
日
本
大
震
災
の
被
災

地
や
金
沢
な
ど
、
全
国
で
映
写
会
を
開
催
し
て
い

年
間
上
映
し
た
す
べ
て
の
映
画
の
ポ
ス
タ
ー
や
ス

チ
ル
写
真
、パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
を
残
し
て
き
ま

し
た
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
デ
ジ
タ
ル
化
し
、デ
ー
タ

ベ
ー
ス
で
管
理
し
て
い
ま
す
。
映
写
機
を
廃
棄
せ

ず
に
残
し
た
の
も
、あ
く
ま
で
も
会
社
と
し
て
の

ア
ー
カ
イ
ブ
の
一
環
で
し
た
。

　
保
存
活
動
が
本
格
的
に
な
っ
た
の
は
、国
内
唯

一
の
35
ミ
リ
フ
ィ
ル
ム
映
写
機
製
造
会
社
の
倒
産

に
よ
っ
て
、映
写
機
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
必
要
な

部
品
や
工
具
を
手
に
入
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で

す
。
そ
の
後
は
、全
国
の
休
・
閉
館
し
た
映
画
館
や

デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
り
映
写
機
を
廃
棄
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
っ
た
シ
ネ
マ
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
、公

共
の
文
化
施
設
、撮
影
所
か
ら
の
依
頼
が
あ
れ
ば

映
写
機
の
保
管
を
引
き
受
け
て
い
ま
す
。

　「
成
田
映
画
セ
ン
タ
ー
」と
名
づ
け
た
こ
こ
に
は

今
、約
1
0
0
台
の
映
写
機
と
付
属
機
器
、ス
ク

リ
ー
ン
な
ど
が
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど
れ
も
私

が
引
き
取
ら
な
け
れ
ば
廃
棄
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

例
え
ば
会
津
若
松
の
栄
楽
座
さ
ん
、松
本
の
エ
ン

ギ
座
さ
ん
、銀
座
の
シ
ネ
パ
ト
ス
さ
ん
、千
葉
の
シ

ネ
ロ
マ
ン
さ
ん
、科
学
技
術
館
と
、地
域
も
施
設
も

様
々
で
す
。
映
写
機
の
メ
ー
カ
ー
も
国
内
だ
け
で

な
く
、ア
メ
リ
カ
、イ
タ
リ
ア
、ド
イ
ツ
と
多
岐
に

わ
た
っ
て
い
ま
す
。

　
引
き
取
り
の
依
頼
が
入
る
と
映
写
技
師
を
連
れ

て
ト
ラ
ッ
ク
で
映
画
館
に
向
か
う
の
で
す
が
、映

写
機
は
1
台
3
0
0
〜
4
0
0
kg
あ
る
の
で
劇
場

で
一
度
分
解
し
、こ
こ
で
再
度
組
み
立
て
ま
す
。
ビ

ル
の
4
階
に
あ
っ
た
映
画
館
が
閉
鎖
し
た
時
は
、

ち
ょ
う
ど
ビ
ル
の
解
体
中
で
、壁
面
に
鉄
球
で
穴

を
あ
け
、そ
こ
か
ら
分
解
し
た
映
写
機
を
ク
レ
ー

ン
で
1
つ
ず
つ
降
ろ
し
ま
し
た
。
銀
座
の
シ
ネ
パ

ト
ス
は
地
下
で
し
た
の
で
、20
段
以
上
の
階
段
を

電
動
で
引
き
上
げ
て
い
ま
す
。
実
際
、費
用
も
時
間

も
含
め
、大
変
な
作
業
で
す
。

　
引
き
取
っ
た
映
写
機
に
つ
い
て
は
、使
わ
れ
て

い
た
映
画
館
の
名
前
や
引
き
取
っ
た
日
付
な
ど
を

記
録
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、映
写
機
1
台

1
台
の
ド
ラ
マ
も
残
っ
て
い
き
ま
す
。

ま
す
。
フ
ィ
ル
ム
映
画
は
「
興
行
」
と
し
て
み
れ

ば
厳
し
い
で
す
が
、
町
お
こ
し
や
映
画
イ
ベ
ン
ト

の
お
手
伝
い
の
よ
う
な
活
用
の
仕
方
は
、
ま
だ
ま

だ
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
フ
ラ
ン
ス
か
ら
始
ま
っ
た
い
わ
ゆ
る
35
ミ
リ

フ
ィ
ル
ム
は
、
1
秒
間
24
コ
マ
と
い
う
世
界
統
一

規
格
で
す
か
ら
、
ど
の
国
の
作
品
も
掛
け
ら
れ
る
。

デ
ジ
タ
ル
と
フ
ィ
ル
ム
は
車
の
両
輪
の
ご
と
く
、

今
後
の
世
界
の
映
画
を
引
っ
張
っ
て
い
く
、
ど
ち

ら
か
片
方
が
欠
け
て
も
だ
め
だ
と
い
う
の
が
私
の

考
え
で
す
。
古
い
も
の
を
排
除
し
て
い
く
の
で
は

な
く
、
新
し
い
も
の
と
共
存
さ
せ
て
い
く
こ
と
こ

そ
、
文
化
だ
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
鉄

屑
に
な
る
前
に
映
写
機
を
救
い
た
い
の
で
す
。

加
藤
さ
ん
の
夢
が
詰
ま
っ
た

キ
ャ
ラ
バ
ン
ト
ラ
ッ
ク
。

映
写
機
を
引
き
取
り
に
行
く
際
に
も

使
用
す
る
。

■
フ
ィ
ル
ム
と
デ
ジ
タ
ル
は
車
の
両
輪
。

　
ど
ち
ら
が
欠
け
て
も

　
文
化
と
は
呼
べ
な
い
。

■
若
い
世
代
に
フ
ィ
ル
ム
上
映
の

　
魅
力
と
技
術
を
伝
え
た
い
。
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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
あ
る
。

第
4
回
は
「
は
か
る
」
を
テ
ー
マ
に
お
届
け
す
る
。

逸
品

解
題
は
か
る

セイコーミュージアム
■東京都墨田区東向島3-9-7
■TEL: 03-3610-6248
■http://museum.seiko.co.jp

歩
度
計

江
戸
時
代
頃

【
セ
イ
コ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
所
蔵
】
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マ
イ
ク
ロ
メ
ー
タ
と
は
、ね
じ
の
仕
組
み
を
利

用
し
て
長
さ
を
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
単
位
で
測
る

測
定
器
で
あ
る
。
金
属
板
の
板
厚
な
ど
対
象
物
を

挟
ん
で
測
る
も
の
で
、現
代
の
あ
ら
ゆ
る
工
業
製

品
づ
く
り
を
支
え
て
い
る
。

　
昭
和
初
期
の
日
本
に
は
、ド
イ
ツ
、ア
メ
リ
カ
、

ス
イ
ス
、ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
か
ら
の
輸
入
品
し
か
な

く
、な
か
で
も
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
ヨ
ハ
ン
ソ
ン
社
の

も
の
が
最
高
級
品
と
さ
れ
て
い
た
。
ミ
ツ
ト
ヨ
で

は
、ヨ
ハ
ン
ソ
ン
社
製
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
タ
を
目
標

に
国
産
化
を
進
め
、1
9
3
7（
昭
和
12
）年
に
最

初
の
ロ
ッ
ト
1
0
0
個
が
よ
う
や
く
完
成
し
た
。

こ
の
1
0
0
個
の
中
で
特
に
出
来
栄
え
の
良
い
も

の
17
個
を
残
し
、後
の
83
個
は「
お
葬
式
」と
称
し

て
床
下
に
埋
め
た
。
検
査
を
甘
く
し
て
品
質
・
性

能
を
落
と
す
よ
う
な
こ
と
は
絶
対
に
し
な
い
と
い

う
決
意
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

　
歩
度
計
と
は
、歩
行
距
離
の
計
測
を
可
能
に
し

た
、現
在
で
言
う
歩
数
計
で
あ
る
。
使
用
者
が
自
分

の
歩
幅
を
設
定
し
て
使
い
、こ
の
歩
度
計
で
は
10
里

（
約
　
km
）ま
で
計
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
歩
く
振

動
で
振
り
子
が
動
い
て
距
離
を
表
示
す
る
仕
組
み

は
、現
代
の
歩
数
計
と
同
じ
で
あ
る
。

　
こ
の
当
時
の
用
途
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
も

の
の
、後
に
伊
能
忠
敬
が
日
本
地
図
作
成
の
た
め
の

実
測
に
、歩
度
計
の
原
理
を
応
用
し
て
い
た
こ
と
は

わ
か
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、日
本
で
初
め
て
歩
度
計
を
製
作
し
た
の
は

平
賀
源
内
で
あ
り
、こ
の
歩
度
計
も
平
賀
源
内
作
と

見
ら
れ
る
。

携
帯
し
て

歩
行
距
離
を
計
る

40

も
の
づ
く
り
の
現
場
に

な
く
て
は
な
ら
な
い
測
定
器

ミ
ツ
ト
ヨ
第
1
号
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
タ

1
9
3
6（
昭
和
11
）年【
沼
田
記
念
館
・
ミ
ツ
ト
ヨ
博
物
館
所
蔵
】
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沼田記念館・ミツトヨ博物館
■神奈川県川崎市高津区坂戸1-20-1
■TEL: 044-813-8201
■http://www.mitutoyo.co.jp/corporate/hall/
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ヨ
ハ
ン
ソ
ン
社
製
ブ
ロ
ッ
ク
ゲ
ー
ジ
セ
ッ
ト
1
0
3
個
組

1
9
5
4（
昭
和
29
）年【
沼
田
記
念
館
・
ミ
ツ
ト
ヨ
博
物
館
所
蔵
】

　
50
年
前
に
開
催
さ
れ
た
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
、セ
イ
コ
ー
は
初
め
て
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の

公
式
計
時
を
担
当
し
た
。
大
会
で
は
、バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
や
ホ
ッ
ケ
ー
、カ
ヌ
ー
な
ど
競
技

ご
と
に
ス
ト
ッ
プ
ウ
ォ
ッ
チ
を
製
作
し
た
り
、短
距
離
走
で
は
1
人
の
選
手
に
対
し
て
3
人

体
制
で
計
測
し
て
い
た
こ
と
は
意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
。

　
数
あ
る
ス
ト
ッ
プ
ウ
ォ
ッ
チ
の
1
つ
が
こ
の
ス
ト
ッ
プ
ク
ロ
ッ
ク
で
あ
る
。
マ
ラ
ソ
ン
な

ど
時
間
の
長
い
競
技
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
、実
際
に
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
陸

上
競
技
の
中
・
長
距
離
レ
ー
ス
で
使
用
さ
れ
た
。
1
/
1
0
0
秒
ま
で
計
測
で
き
る
。
デ
ジ

タ
ル
と
は
言
え
液
晶
表
示
は
ま
だ
な
く
、該
当
数
字
が
光
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
機
能

と
し
て
は
ス
ト
ッ
プ「
ウ
ォ
ッ
チ
」で
あ
る
が
、そ
の
大
き
さ
か
ら
ス
ト
ッ
プ「
ク
ロ
ッ
ク
」と

名
づ
け
ら
れ
た
。

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
タ
イ
ム
を
計
測

デ
ジ
タ
ル
ス
ト
ッ
プ
ク
ロ
ッ
ク

1
9
6
4（
昭
和
39
）年

【
セ
イ
コ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
所
蔵
】

　
ブ
ロ
ッ
ク
ゲ
ー
ジ
は
、実
用
的
な
長
さ
基

準
器
と
し
て
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
タ
や
ノ
ギ
ス
な

ど
測
定
工
具
の
校
正
や
寸
法
基
準
な
ど
に
使

用
さ
れ
、国
家
標
準
器
へ
の
ト
レ
サ
ビ
リ

テ
ィ
を
支
え
て
い
る
。
適
当
な
寸
法
の
ブ

ロ
ッ
ク
ゲ
ー
ジ
を
何
個
か
組
合
せ
て
、互
い

に
密
着
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
々
の
ゲ
ー

ジ
の
寸
法
の
和
に
等
し
い
任
意
の
寸
法
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
。
長
さ
が
光
速
度
で
定
義

さ
れ
て
い
る
現
在
で
も
、「
長
さ
基
準
器
」の

ツ
ー
ル
と
し
て
欠
か
せ
な
い
。

　
ブ
ロ
ッ
ク
ゲ
ー
ジ
は
そ
れ
ま
で
部
品
の
数

だ
け
必
要
だ
っ
た
ゲ
ー
ジ
を
、「
よ
り
少
な
い

数
で
よ
り
多
く
の
寸
法
を
得
る
」た
め
に
、ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
の
カ
ー
ル
・
E
・
ヨ
ハ
ン
ソ
ン

が
考
案
。
苦
心
の
末
に
1
0
2
個
の
ブ
ロ
ッ

ク
で
2
万
通
り
の
寸
法
を
得
る
こ
と
に
成
功

し
た
。
寸
法
の
安
定
性
や

耐
摩
耗
性
が
要
求
さ
れ

る
た
め
、素
材
は
ス
チ
ー

ル
が
用
い
ら
れ
て
い
た

が
、そ
の
後
に
、ガ
ラ
ス

製
や
セ
ラ
ミ
ッ
ク
製
な

ど
が
出
さ
れ
て
い
る
。

す
べ
て
の
長
さ
の
基
準
と
な
る
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1
9
1
4（
大
正
3
）年
、わ
が
国
で
缶
詰
の
船
内
製
造
が

始
ま
っ
た
。
カ
ニ
や
サ
ケ
と
い
っ
た
水
産
物
を
船
内
で
缶

詰
め
ま
で
仕
上
げ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
工
船
に
乗
っ
て
い

た
船
員
の
キ
セ
ル
が
た
ま
た
ま
缶
詰
に
触
れ
た
と
こ
ろ
、音

が
違
っ
て
聞
こ
え
た
こ
と
か
ら
、缶
詰
を
棒
で
叩
い
て
、量

の
不
足
や
中
身
の
変
質
な
ど
の
品
質
検
査
を
行
う
方
法「
打

検
」が
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
打
検
棒
は
、当
初
は
木
製
で
あ
っ
た
が
、現
在
は
鋼
製
に

変
わ
っ
て
い
る
。
棒
の
先
が
球
に
な
っ
て
お
り
、音
と
振
動

で
判
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
打
検
士
の
感
覚
が
、ま
さ
に
缶

の
品
質
を
見
極
め
て
い
る
。

打
検
棒

昭
和
40
年
代
後
半【
容
器
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
所
蔵
】

　
1
8
7
7（
明
治
10
）年
、明
治
政
府
に
よ
る
官

営
の
缶
詰
工
場
が
石
狩
に
つ
く
ら
れ
、サ
ケ
缶
の

商
業
生
産
が
始
ま
っ
た
。
以
来
、日
本
の
缶
詰
工
場

は
、生
産
し
た
加
工
食
品
を
工
場
内
で
職
人
が
一

つ
一
つ
つ
く
っ
た
缶
に
詰
め
て
出
荷
す
る
と
い
う

ス
タ
イ
ル
を
続
け
て
い
た
。
そ
の
た
め
、大
正
初
期

の
わ
が
国
で
は
缶
の
規
格
が
な
く
、1
ポ
ン
ド
缶

だ
け
で
85
種
類
も
あ
っ
た
と
い
う
。

　
高
碕
達
之
助
は
東
洋
製
罐
株
式
会
社
を
創
立
し

た
当
初
か
ら「
製
缶
」と「
缶
詰
製
造
」の
分
離
の
必

要
性
を
説
い
て
回
り
、他
社
に
も
呼
び
か
け
を
し

た
と
言
う
。
さ
ら
に
製
缶
を
機
械
化
す
る
た
め
に

は
缶
の
サ
イ
ズ
を
規
格
化
し
て
い
く
必
要
が
あ
っ

た
。
業
界
と
得
意
先
双
方
か
ら
賛
同
を
得
る
に
は

大
変
な
時
間
と
労
力
を
要
し
た
が
、そ
の
頃
に
つ

く
ら
れ
た
規
格
に
よ
っ
て
缶
詰
の
大
き
さ
が
統
一

化
さ
れ
、缶
詰
業
界
は
大
き
く
発
展
し
た
。
現
在
も

「
食
品
缶
詰
用
金
属
缶
　
J
I
S
」と
し
て
そ
の
大

き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

『
罐
詰
と
罐
の
話
』

1
9
3
7（
昭
和
12
）年【
容
器
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
所
蔵
】

缶
詰
の
規
格
統
一
を
周
知
す
る
カ
タ
ロ
グ

缶
を
叩
い
て
品
質
を
測
定
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個
人
で
収
集
し
た
秤
の
軌
跡
と
未
来
。

秤
た
ち
の
行
く
末
。

秤
乃
館

日本計量史学会会員　元秤乃館 館長  秤屋 健蔵氏

　
今
年
3
月
末
、私
が
館
長
を
務
め
る
私
設
博
物
館

「
秤
乃
館（
は
か
り
の
や
か
た
）」を
閉
館
し
ま
し
た
。

　
骨
董
好
き
だ
っ
た
私
が
知
人
を
介
し
て
偶
然
手

に
入
れ
、秤
を
収
集
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の

が
、こ
ち
ら
の
写
真
に
あ
る
、安
土
桃
山
時
代
の「
銀

秤
」で
し
た（
写
真
①
）。
金
銀
や
薬
、紅
な
ど
の
売

買
に
使
わ
れ
た
と
さ
れ
、0.
1
グ
ラ
ム
ま
で
計
れ

る
と
い
う
精
度
を
持
っ
て
い
ま
す
。
収
集
す
る
ほ

ど
秤
の
奥
深
さ
を
知
ら
さ
れ
、誰
も
が
信
頼
し
て
い

た
道
具
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
は
、秤
を
手
に
し
た
法
の
女
神
テ

ミ
ス
が
登
場
し
ま
す
し
、弁
護
士
バ
ッ
ジ
の
モ
チ
ー

フ
に
使
わ
れ
て
い
る
天
秤
は
、公
正
や
平
等
の
象
徴

で
す
。
ま
た
、人
は
生
ま
れ
て
す
ぐ
に
体
重
と
身
長

を
計
っ
て
も
ら
い
、暮
ら
し
の
中
で
も
密
接
な
つ
な

が
り
が
あ
り
ま
す
。収
集
し
始
め
て
15
年
ほ
ど
経
っ

た
頃
か
ら
、秤
を
後
世
に
伝
え
る
役
割
を
担
い
た
い

と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、1
9
9
1（
平
成
3
）年
に

「
秤
乃
館
」を
開
館
し
ま
し
た
。
45
年
間
か
け
て
収

集
し
た
国
内
外
の
秤
は
1
万
点
に
お
よ
び
、国
立
科

学
博
物
館
や
日
本
計
量
史
学
会
か
ら
も
評
価
を
い

た
だ
い
て
い
ま
し
た
。

　
閉
館
す
る
こ
と
は
、私
自
身
の
年
齢
や
体
調
の
こ

と
も
あ
っ
て
数
年
前
か
ら
考
え
て
い
ま
し
た
。
で

き
れ
ば
地
元
に
残
し
た
い
と
思
い
、三
重
県
四
日
市

市
に
働
き
か
け
ま
し
た
が
、残
念
な
が
ら
か
な
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
世
界
に
誇
れ
る
秤
の
博
物
館
を
目

指
し
て
20
年
以
上
秤
乃
館
を
運
営
し
て
き
た
私
と

し
て
は
、で
き
れ
ば
秤
に
特
化
し
た
博
物
館
へ
の
寄

贈
を
希
望
し
、探
し
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
折
、長

野
県
松
本
市
で
開
か
れ
た
日
本
計
量
史
学
会
で
東

洋
計
器
株
式
会
社
の
土
田
泰
秀
社
長
に
出
会
い
、

「
東
洋
計
量
史
資
料
館
」を
見
学
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
時
に
社
長
の
人
柄
に
惚
れ
込
み
、お
付
き
合
い
を

さ
せ
て
い
た
だ
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て

2
年
前
、全
収
蔵
品
を
東
洋
計
量
史
資
料
館
に
寄
贈

す
る
話
が
実
現
し
た
の
で
す
。

　
長
い
年
月
を
か
け
て
コ
ツ
コ
ツ
と
買
い
集
め
た

秤
は
、四
日
市
か
ら
離
れ
た
松
本
へ
行
き
ま
し
た

が
、私
と
し
て
は
、最
高
の
と
こ
ろ
に「
嫁
入
り
」し

て
く
れ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
信
州
は
精
密
機
械

の
本
場
で
す
し
、展
示
ス
ペ
ー
ス
も
3.
5
倍
ほ
ど

広
く
な
り
ま
す
か
ら
、秤
乃
館
で
は
で
き
な
か
っ
た

こ
と
も
東
洋
計
量
史
資
料
館
な
ら
可
能
で
す
。
運

営
に
携
わ
る
人
が
増
え
る
こ
と
は
、史
料
の
維
持
・

管
理
の
点
で
も
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
。

　
45
年
前
、銀
秤
か
ら
始
ま
っ
た
私
の
秤
の
収
集

は
、個
人
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、私
設
博
物
館
を
経
て

企
業
博
物
館
に
引
き
継
が
れ
て
い
き
ま
す
。
資
料

の
散
逸
を
防
ぎ
、後
世
に
伝
え
ら
れ
て
ゆ
く
今
回
の

選
択
は
、秤
に
と
っ
て
ベ
ス
ト
だ
っ
た
と
思
っ
て
い

ま
す
。

逸
品

変
遷

4

写
真
提
供
：
秤
屋 

健
蔵
氏
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1
8
7
7（
明
治
10
）年
、明
治
政
府
に
よ
る
官

営
の
缶
詰
工
場
が
石
狩
に
つ
く
ら
れ
、サ
ケ
缶
の

商
業
生
産
が
始
ま
っ
た
。
以
来
、日
本
の
缶
詰
工
場

は
、生
産
し
た
加
工
食
品
を
工
場
内
で
職
人
が
一

つ
一
つ
つ
く
っ
た
缶
に
詰
め
て
出
荷
す
る
と
い
う

ス
タ
イ
ル
を
続
け
て
い
た
。
そ
の
た
め
、大
正
初
期

の
わ
が
国
で
は
缶
の
規
格
が
な
く
、1
ポ
ン
ド
缶

だ
け
で
85
種
類
も
あ
っ
た
と
い
う
。

　
高
碕
達
之
助
は
東
洋
製
罐
株
式
会
社
を
創
立
し

た
当
初
か
ら「
製
缶
」と「
缶
詰
製
造
」の
分
離
の
必

要
性
を
説
い
て
回
り
、他
社
に
も
呼
び
か
け
を
し

た
と
言
う
。
さ
ら
に
製
缶
を
機
械
化
す
る
た
め
に

は
缶
の
サ
イ
ズ
を
規
格
化
し
て
い
く
必
要
が
あ
っ

た
。
業
界
と
得
意
先
双
方
か
ら
賛
同
を
得
る
に
は

大
変
な
時
間
と
労
力
を
要
し
た
が
、そ
の
頃
に
つ

く
ら
れ
た
規
格
に
よ
っ
て
缶
詰
の
大
き
さ
が
統
一

化
さ
れ
、缶
詰
業
界
は
大
き
く
発
展
し
た
。
現
在
も

「
食
品
缶
詰
用
金
属
缶
　
J
I
S
」と
し
て
そ
の
大

き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

① 古代エジプトでは死者の心臓を
　天秤にかけて裁判を行っていた。
　心臓が真理の羽よりも重ければ
　生前に罪を犯していたとの審判が下る

③
デ
ニ
ー
ル
秤(

ド
イ
ツ
製)

。
糸
の
太
さ
や
繭
の
質
量
を
量
る
た
め
の
も
の

① 安土桃山時代の銀秤

② 江戸時代の両替商が使っていた天秤。
　分銅の形は地図記号の銀行マークになった

はかりや
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東
西
に
長
く
伸
び
る
島
根
県
は
、松
江
、宍
道
湖
、

出
雲
を
有
す
る
東
部
の
出
雲
地
域
と
、西
部
に
位
置

す
る
石
見
地
域
、そ
し
て
隠
岐
地
域
に
分
け
ら
れ
る

が
、石
見
地
域
の
中
心
と
な
る
の
が
浜
田
で
あ
る
。

2
0
0
5（
平
成
17
）年
に
浜
田
市
と
4
町
村
が
合
併

し
、新「
浜
田
市
」が
で
き
た
。
浜
田
は
か
つ
て
北
前
船

が
寄
港
す
る
城
下
町
で
あ
り
、一
大
貿
易
港
浜
田
港

を
抱
え
る
経
済
都
市
で
あ
っ
た
。

　
浜
田
港
は
1
8
9
6（
明
治
29
）年
、外
国
貿
易
港

に
指
定
さ
れ
、昭
和
に
入
る
と
港
は
相
次
い
で
整
備

が
進
ん
だ
。
も
と
も
と
漁
場
は
豊
か
で
、戦
後
は
漁
船

の
大
型
化
や
漁
具
・
漁
法
の
技
術
革
新
に
よ
り
水
揚

高
が
増
え
、水
産
加
工
業
も
伸
び
て
い
っ
た
。

　
1
6
1
9（
元
和
5
）年
、浜
田
城
を
築
城
し
た
初

代
藩
主
古
田
重
治
は
、城
の
反
対
側
で
あ
る
浜
田
川

の
南
に
八
町
を
定
め
た
。
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
新
町

は
、大
手
門
に
通
じ
る
浜
田
大
橋
に
ほ
ど
近
く
、か
つ

て
銀
札
場
、両
替
商
、呉
服
商
な
ど
が
軒
を
並
べ
て
お

り
、明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
も
商
業
活
動
が
活
発

な
場
所
で
あ
っ
た
。
今
で
も
金
融
機
関
は
新
町
に
集

中
し
て
い
る
。
新
町
が
浜
田
一
の
繁
華
街
で
あ
っ
た

時
代
、帝
国
興
信
所
浜
田
出
張
所
は
隣
の
錦
町
に
事

務
所
を
構
え
て
い
た
。

　
帝
国
興
信
所
は
1
9
2
5（
大
正
14
）年
に
島
根
県

内
初
の
事
業
所
と
し
て
松
江
支
所
を
開
設
し
た
。
松

江
支
所
は
県
内
全
域
の
調
査
を
担
当
し
て
い
た
が
、浜

田
地
域
の
調
査
依
頼
が
あ
る
と
、調
査
員
は
4
泊
5

日
で
出
か
け
て
7
、8
件
の
調
査
を
こ
な
し
、滞

在
先
の
宿
で
調
査
報
告
書
を
作
成
し
て
翌
朝
に
は
郵

便
で
送
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
限
ら
れ
た
人

事
業
所
の
あ
っ
た
街
を
た
ず
ね
て

港
と
と
も
に
歩
ん
で
き
た

歴
史
あ
る
街
。

浜田篇

島
根
県
浜
田
市
。
松
江
支
所
の
出
張
所
と
し
て
、

帝
国
興
信
所
は
か
つ
て
こ
こ
に
事
業
所
を
開
設
し
た
。

1
9
6
4（
昭
和
39
）年
の
こ
と
で
あ
る
。

水
産
業
を
中
心
に
地
域
の
産
業
は
発
展
の
兆
し
を
見
せ
て
い
っ
た
が
、

浜
田
出
張
所
は
73
年
、調
査
活
動
に
終
わ
り
を
告
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

■
北
前
船
の
寄
港
地
、
城
下
町

■
調
査
を
迅
速
に
行
う
た
め
に

　
浜
田
出
張
所
開
設

1940（昭和15）年の浜田大橋
[所蔵：浜田市浜田郷土資料館]

①昭和40年代の浜田大橋から望む帝国興信所(左)[所蔵：島根県立図書館]
②同じ位置から撮影した現在

Muse vol.23

写真①

写真②
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数
で
の
調
査
体
制
を
考
え
る
と
、事
業
所
に
か
か
る
負

担
が
少
な
く
な
い
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
で
き
る
。

し
か
し
そ
ん
な
状
況
も
64
年（
昭
和
39
）年
6
月
の
浜

田
出
張
所
開
設
に
よ
っ
て
変
わ
っ
た
。
当
時
の
社
長

後
藤
義
夫
が
年
頭
に「
今
年
は
た
だ
一
つ
次
の
基
本
方

針
の
も
と
に
今
年
を
、迎
え
送
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

即
ち『
業
務
内
容
の
充
実
』、勿
論
大
き
く
言
え
ば
職
場

秩
序
の
維
持
と
い
い
、調
査
の
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
と
い

い
、こ
れ
に
含
ま
れ
る
わ
け
で
す
が
…
」と
い
う
基
本

方
針
を
掲
げ
た
。調
査
を
迅
速
に
、正
確
に
行
う
た
め
、

浜
田
だ
け
で
な
く
、北
見
、鳥
取
、徳
山
、直
江
津
、佐
世

保
、長
野
と
相
次
い
で
事
業
所
を
開
設
し
、全
国
調
査

網
を
拡
充
さ
せ
て
い
っ
た
。

　
当
時
の
浜
田
の
状
況
を
知
る
資
料
と
し
て
、浜
田
出

張
所
開
設
5
周
年
を
記
念
し
た
特
集
が
組
ま
れ
て
い

る『
帝
国
興
信
所
報
』（
昭
和
44
年
6
月
25
日
付
）が
あ

る
。
島
根
県
は
産
業
に
お
い
て
全
国
的
な
地
位
が
低

い
が
、浜
田
市
は
主
軸
を
水
産
業
と
し
、漁
獲
高
も
毎

年
増
加
。
そ
れ
に
よ
っ
て
水
産
加
工
業
が
活
性
化
し

て
い
る
と
い
う
。
同
紙
面
の
な
か
で
、当
時
出
張
所
長

を
務
め
て
い
た
城
家
一
二
三
は
、「
島
根
県
は
、人
口
過

疎
県
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、な
か
で
も
浜
田
出
張
所

の
調
査
区
域
で
あ
る
石
見
部
の
人
口
流
出
は
年
々
増

加
を
た
ど
り
、い
ま
や
重
大
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。
県
当
局
で
は
、人
口
流
出
防
止
対
策
の
一
環

と
し
て
、37
年
か
ら
企
業
誘
致
に
本
腰
を
入
れ
は
じ

め
、現
在
ま
で
に
石
見
部
に
45
社
が
操
業
を
開
始
し
て

お
り
ま
す
。
と
い
う
の
も
、浜
田
商
港
を
基
地
と
す
る

対
岸
貿
易
の
本
格
化
と
と
も
に
、明
る
い
未
来
が
約
束

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。」と
述
べ
て
い
る
。

　
浜
田
出
張
所
は
開
設
か
ら
2
度
移
転
し
て
い
る

が
、1
9
6
5（
昭
和
40
）年
か
ら
閉
鎖
す
る
73
年
ま

で
の
間
、浜
田
市
錦
町
46
大
橋
ビ
ル
2
階
に
居
を
構

え
て
い
た
。
69
年
の
地
図
に
よ
る
と
、浜
田
大
橋
の

北
詰
に
あ
る
建
物
の
2
階
に
塚
田
商
事
と
並
ん
で

帝
国
興
信
所
の
文
字
を
確
認
で
き
る
。
実
際
そ
の
場

■
９
年
間
の
調
査
活
動
に
終
止
符

現在の浜田港と昭和40年代の浜田港。（『帝国興信所報』昭和44年6月25日付）

所
に
行
っ
て
み
る
と
、「
大
橋
ビ
ル
」は
存
在
せ
ず
、

「
亀
山
ビ
ル
」が
建
っ
て
い
た
。
近
所
の
人
に
話
を
聞

く
と
、塚
田
商
事
の
こ
と
は
記
憶
に
あ
る
が
、帝
国

興
信
所
が
あ
っ
た
こ
と
は
覚
え
が
な
い
と
の
こ
と
。

ま
た
大
橋
ビ
ル
は
道
路
拡
張
の
た
め
立
ち
退
き
に

遭
い
、現
在
の
亀
山
ビ
ル
は
か
つ
て
大
橋
ビ
ル
に
隣

接
し
て
い
た
亀
山
旅
館
が
建
っ
て
い
た
場
所
だ
と

い
う
こ
と
も
教
え
て
く
れ
た
。
昭
和
40
年
代
の
写
真

と
比
較
す
る
と
、確
か
に
橋
が
拡
幅
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る（
写
真
①
②
）。

　
昭
和
30
年
代
の
浜
田
の
商
店
街
の
様
子
を
収
め

た
写
真
は
多
く
残
っ
て
い
る
が
、提
灯
ア
ー
チ
や
ユ

ニ
ー
ク
な
店
舗
の
看
板
な
ど
に
囲
ま
れ
、ど
れ
も
に

ぎ
や
か
な
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、今
そ

の
商
店
街
で
当
時
の
面
影
を
見
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
細
々
と
営
業
を
続
け
る
店
舗
を
数
件
見
つ
け
る

こ
と
が
で
き
る
程
度
で
あ
る
。
開
設
時
す
で
に
課
題

と
な
っ
て
い
た
人
口
流
出
は
止
ま
ら
ず
、現
在
に

至
っ
て
い
る
。
浜
田
出
張
所
は
調
査
員
の
退
職
や
経

費
の
問
題
も
あ
り
、73
年
7
月
、閉
鎖
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
。
浜
田
地
域
の
調
査
依
頼
は
県
外
企
業
か
ら

の
ケ
ー
ス
が
多
く
、い
わ
ゆ
る「
調
査
拠
点
」で
地
元

顧
客
は
限
ら
れ
て
い
た
た
め
、事
業
所
経
営
は
な
か

な
か
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
浜
田
出
張
所
が
担
当
し
て
い
た
調
査
地
域
は
、閉

鎖
後
約
40
年
の
間
、松
江
支
店
、宇
部
支
店
、広
島
支

店
、山
口
支
店
で
移
管
を
繰
り
返
し
て
、今
再
び
松

江
支
店
の
管
轄
と
な
っ
て
い
る
。
山
陰
地
域
の
日
本

海
側
は
高
速
道
路
が
通
っ
て
い
な
い
所
が
多
く
、松

江
か
ら
浜
田
ま
で
の
道
の
り
の
半
分
以
上
は
一
般

道
と
な
る
。
今
で
も
県
内
水
産
食
料
品
製
造
業
の
う

ち
、約
4
割
の
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
る
浜
田
。
調
査
依

頼
が
あ
れ
ば
、調
査
員
は
片
道
3
時
間
か
け
て
車
を

走
ら
せ
る
。
創
業
以
来
続
く
、現
地
現
認
の
姿
勢
は

決
し
て
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

Muse vol.23
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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。 丸善

広告いまむかし－4

　広告は、時代の空気感や世相を表わすと言われている。丸善の広
告が掲載されているのは、1918（大正7）年発行の『帝国銀行会社要
録』。飛行船に見立てているのは、当時丸善の主力商品だったオノト
というブランドの万年筆である。
　丸善株式会社 経営管理部総務グループ長の川澄美佐緒さんは
「この広告が出たのは第一次世界大戦中だったことから、当時ヨー
ロッパでの民間航路を開始したと話題になっていたツェッペリン
号に、平和の意味を持たせているのではないかと推定されます。万
年筆は、当時の知識人たちにとって唯一の文化的ツールでした。広
告に書かれている文章からも、ペンは剣よりも強しと言う、反戦へ
の強いメッセージを感じます」と説明する。川澄さんによると、丸善
は関東大震災直後に発生した火災で社屋が全焼。その後第二次世界
大戦時には空襲に遭い、資料のほとんどを失ってしまったという。
残されたわずかな資料からわかることとして「当時丸善の広告を担
当していたのは、ドストエフスキー作『罪と罰』の翻訳家として知ら
れる内田魯庵です。内田は丸善へ1900（明治33）年に入社した社員
で、今で言う広告宣伝部長のようなポジションでした。広告のコ
ピーはすべて内田によるものです。1897年から刊行している丸善
のPR誌『學鐙』の編集長も務めていました。万年筆のほか様々な広
告が掲載されていますが、1つとして同じものはありません。彼は
アイデアマンだったようで、1912年に万年筆カタログを出したの
ですが、その際夏目漱石に宣伝記事を依頼しています。漱石は、この

オノト万年筆で『こころ』を執筆したと言われています」（川澄さん）。
　丸善は1869（明治2）年、医師であった早矢仕有的によって創業
された。福沢諭吉の門下生だった早矢仕は、貿易による国益が外国
商館に奪われることを憂い、福沢諭吉の著作物販売や洋書、医薬品
と医療器具を販売する商売を始めた。さらに万年筆やタイプライ
ター、衣料品、家具など、西洋文化・文物の導入という商売を展開し
ていく。
　「創業以来丸善は、店舗部門、出版部門、大学に対する法人部門が
ひとつの会社として事業を続けてきましたが、2010年に丸善書店
株式会社、2011年に丸善出版株式会社に分社しました。丸善株式
会社では大学などの研究機関や先生方、図書館を顧客とする事業を
行っており、今はこのような広告を専門誌に出稿しています。この
羅針盤は“時代の羅針”として当社の社歌に使われている言葉から着
想を得て広告に入れています」（川澄さん）。
　丸善の使命は「知」を提供していくことだという。時代によって変
わっていく知の形を、創業から一貫して追究しているのである。

Muse vol.23

『
帝
国
銀
行
会
社
要
録
』第
7
版
に
掲
載
さ
れ
た
広
告

専
門
誌
に
出
稿
す
る
現
在
の
企
業
広
告[

写
真
提
供
：
丸
善
株
式
会
社]

夏目漱石に依頼した宣伝記事「余と万年筆」。
内田魯庵と交わした万年筆のエピソードから始まる[所蔵：丸善株式会社]
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TEIKOKU DATABANK Historical Museum

PICKUP
2014年2月24日（月）、大日本印刷株式会社（東京都品川区）で開催された「DNP P&I 
Solutions セミナー」にて、当館館長の高津隆が講演を行いました。昨年開催した特別企
画「日本の会社展第3回　企業博物館－逸品解題－」を通して見ることができた企業博物
館の役割について、「企業ミュージアムの役割と責任」と題し発表しました。当日は企業
の博物館、広報、社史の担当者をはじめとした100名超の方々が参加されました。 
また、3月4日（火）、ナカシャクリエイテブ株式会社主催の「周年記念事業ステップアッ
プセミナー」にて、高津が講演を行いました。名古屋都市センター（名古屋市中区）を会場
に行われたセミナーは、「社員のための社史制作とアーカイブズ」をテーマとしており、
高津は2012年に当館が行い、『別冊Muse2012』の中で発表した「新百歳企業13,000社
実態調査」と、2000年に刊行した当社の百年史の制作秘話をもとに「長寿企業実態調査
から見た社史編纂への取り組み」と題し発表しました。当日は周年記念事業を考える企
業の担当者など、50名超の方々が参加されました。  

セミナーにて講演

テーマ展示開催のご案内
帝国データバンク史料館では、2014年9月2日（火）よりテーマ展示にて新企画
「TDB情報最前線『日刊帝国ニュース』創刊50年の歩み」を開催します。創刊から50
年を迎えた、当社の倒産情報誌の変遷をご紹介します。会期が近くなりましたら、随
時ホームページでご案内します。

『満州語辞典』刊行
『Muse』22号 温故知人登場　河内良弘先生が編纂
前号の『帝国データバンク史料館だより　Muse』の巻頭でご登場いただいた、東洋史学者、河内良弘
先生が編纂された『満州語辞典』がこのたび刊行になりました。
満族史や女真族を研究されていた先生は、1970年代末、アメリカのインディアナ大学に赴任されま
した。そこで満州語を教える際に、文法書もなく、辞書も日本語の『満和辞典』を英訳したものしかな
いという状況に直面し、帰国後自ら満州語の辞書を作ろうと決意され、編纂作業を20年以上にわ
たって行い、このたび出版の運びとなりました。河内先生はインタビューの中で、「満州語辞典がな
ければ満州語で書かれた資料を読んでいくこともできません。」「言葉が無くなれば、それを話す民族
やその文化までもが失われます。言葉、言語というのは民族固有のものですから、満州語を伝えると
いうことは民族性を保存することと同じです。（略）だからこそ、今のうちに日本と満州語を繋ぐもの
としての辞典を残していきたいのです。」とおっしゃっています。『満州語辞典』には、このような河内
先生の思いが詰まっています。

編　　著：河内　良弘
技術協力：本田　道夫
発 売 日：2014年６月30日
発 売 元：松香堂書店
定　　価：30,000円＋税
体 　　裁：B 5判 上製函入1,200頁
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周年記念事業ステップアップセミナーの様子
[写真提供：ナカシャクリエイテブ株式会社]
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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受付にお越しください。

扁額「至誠努力」後藤武夫筆
後藤武夫は全国の事業所を巡視する際、各地にこのような書
を残した。この書は1929（昭和4）年11月、当時の旭川支所
長宛に書かれたもので、2011年まで旭川支店に掲げられて
いた。「至誠努力」について、武夫は自著『後藤武夫伝』のなか
で、「至誠とは百分の一、百万分の一だも不正を交へざる絶対
正直の意味であり、努力とは身体に害なき程度に於いて最高
最善の勤勉を意味するのである」と述べている。現在は帝国
データバンクの経営の信条である「脱俗主義」「大家族主義」
と並び「至誠努力主義」として連綿と受け継がれている。

表紙のご案内
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