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大
宅
壮
一
は
1
9
0
0（
明
治
33
）年
9
月
、大

阪
府
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
評
論
家
と
し
て
マ
ス
コ

ミ
界
で
活
躍
し
た
彼
は
新
語
造
り
の
名
人
で
も
あ

り
、「
一
億
総
白
痴
化
」「
恐
妻
」「
男
の
顔
は
履
歴
書

で
あ
る
」な
ど
、時
代
を
表
わ
す
数
多
く
の
新
語
を

生
み
出
し
て
い
ま
す
。
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
著
作

や
社
会
評
論
で
知
ら
れ
る
草
柳
大
蔵
さ
ん
や
、戦

後
マ
ス
コ
ミ
の
三
羽
ガ
ラ
ス
と
讃
え
ら
れ
た
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
編
集
者
の
扇
谷
正
造
さ
ん
な

ど
錚
々
た
る
人
た
ち
が
、大
宅
壮
一
の
下
で
修
業

を
し
て
い
ま
し
た
。

　

生
前
、大
宅
壮
一
は「
資
料
に
は
新
聞
、雑
誌
、単

行
本
の
3
つ
が
あ
る
が
、自
分
は
雑
誌
に
注
目
し

て
い
る
。
雑
誌
を
め
く
る
と
、当
時
何
が
あ
っ
た

か
、ど
ん
な
こ
と
が
流
行
し
て
い
た
の
か
が
わ
か

る
。
さ
ら
に
雑
誌
が
面
白
い
の
は
、い
ろ
い
ろ
な
ネ

タ
を
い
ろ
い
ろ
な
書
き
手
が
執
筆
し
て
い
る
こ
と

だ
。
多
角
的
な
視
点
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
点
に
お

い
て
、雑
誌
以
上
の
資
料
は
な
い
」と
語
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
う
し
て
集
め
た
雑
誌
は
17
万
冊
。
自
ら

「
雑
草
文
庫
」と
呼
び
、収
集
し
た
雑
誌
を
知
人
に

惜
し
み
な
く
開
放
し
て
い
た
資
料
室
は
、彼
の
没

後
71（
昭
和
46
）年
5
月
、日
本
初
の
雑
誌
専
門
図

書
館「
大
宅
壮
一
文
庫
」と
し
て
開
館
し
ま
し
た
。

　

初
年
度
の
年
間
利
用
者
数
は
4
7
2
人
で
し
た

が
、ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
占
め
ら
れ
、そ
の
ほ
と
ん

ど
が
リ
ピ
ー
タ
ー
で
し
た
。
彼
ら
は
大
宅
文
庫
と

い
う
図
書
館
が
あ
る
こ
と
を
、会
社
に
帰
っ
て
も
言

わ
な
か
っ
た
と
か
。
俗
に「
生
き
馬
の
目
を
抜
く
」

と
称
さ
れ
た
ほ
ど
、し
の
ぎ
を
削
っ
て
い
た
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
の
皆
様
は
、自
分
だ
け
の
情
報
源
と
し
て

秘
密
に
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
後
、メ
デ
ィ
ア
等

で
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、今
で
は
年
間
で
約
10

万
人
の
方
に
ご
利
用
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

当
時
は
図
書
館
の
蔵
書
は
書
籍
中
心
で
し
た
か

ら
、雑
誌
を
集
め
る
図
書
館
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
の
後
、雑
誌
収
集
の
機
運
が
盛
り
上
が
り
、

全
国
の
図
書
館
か
ら
司
書
の
皆
様
が
頻
繁
に
当
文

庫
に
見
学
に
訪
れ
ま
し
た
。
ど
の
よ
う
に
雑
誌
を

分
類
し
て
い
る
の
か
、ど
う
い
う
雑
誌
が
お
客
様

に
喜
ば
れ
て
い
る
の
か
、と
い
っ
た
こ
と
を
ア
ド

バ
イ
ス
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
枚
挙
に
い
と

ま
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

現
在
、日
本
の
図
書
館
で
は「
日
本
十
進
分
類

法
」に
そ
っ
て
本
が
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し

一
般
雑
誌
の
記
事
分
類
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
た
め
、
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す
る
と
い
う
こ
と
が
、大
宅
壮
一
が
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー
を
作
り
始
め
た
き
っ
か
け
な
の
で
す
。

　

現
在
、お
よ
そ
1
万
種
類
に
及
ぶ
雑
誌
75
万
冊

の
雑
誌
と
7
万
冊
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
書
籍
を

所
蔵
し
て
い
ま
す
。
雑
誌
は
一
般
週
刊
誌
か
ら
総

合
誌
、経
済
誌
、業
界
・
P
R
・
広
報
誌
、女
性
誌
、

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
誌
、タ
ウ
ン
誌
、地
方
誌
、科
学
誌

な
ど
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。
索
引
で
は
、人
名
索
引

は
約
14
万
人
2
6
9
万
件
、件
名
索
引
は
3
4
5

万
件
で
、索
引
総
件
数
と
し
て
は
6
1
4
万
件
あ

ま
り
。『
A
E
R
A
』や『
N
e
w
s 

w
e
e
k
』ほ

ど
の
薄
い
雑
誌
で
も
1
冊
あ
た
り
、人
名
・
件
名

合
わ
せ
て
60
件
ほ
ど
の
記
事
を
採
録
し
ま
す
。
週

刊
誌
だ
と
1
0
0
件
を
超
え
ま
す
。
主
な
雑
誌
約

4
0
0
誌
に
つ
い
て
、職
員
が
一
人
あ
た
り
約
20

誌
を
継
続
し
て
担
当
し
、1
件
ず
つ
記
事
タ
イ
ト

ル
を
入
力
し
た
上
、分
類
項
目
や
検
索
キ
ー

ワ
ー
ド
を
付
与
す
る
な
ど
手
作
業
で
採
録
し
て

い
ま
す
。

　

大
宅
壮
一
は
、そ
の
時
代
が
わ
か
る
よ
う
な
ラ

イ
ブ
ラ
リ
ー
に
し
た
い
と
折
に
触
れ
て
語
っ
て
い

ま
し
た
。
私
と
し
て
は
時
代
性
だ
け
で
は
な
く
、百

当
文
庫
で
は「
大
宅
式
分
類
法
」に
よ
っ
て
雑
誌
記

事
を
一
つ
ひ
と
つ
採
録
し
、索
引
と
し
て
整
理
し

て
い
ま
す
。

　

大
宅
壮
一
は「
本
は
読
む
も
の
で
は
な
く
、引
く

も
の
だ
」「
僕
は
図
書
館
に
あ
る
よ
う
な
権
威
の
あ

る
本
は
集
め
な
い
。
一
時
、大
衆
に
圧
倒
的
に
受
け

て
、今
は
も
う
ゴ
ミ
た
め
の
中
に
あ
る
も
の
が
役

に
立
つ
」と
考
え
て
い
ま
し
た
。「
ゴ
ミ
た
め
」を

「
宝
の
山
」に
変
え
た
の
が
、1
枚
の
カ
ー
ド
と
大

宅
壮
一
創
案
の
索
引
シ
ス
テ
ム
で
し
た
。「
本
を
集

め
て
も
、そ
れ
を
保
存
す
る
費
用
と
、使
え
る
よ
う

に
分
類
整
理
す
る
費
用
を
か
け
な
け
れ
ば
使
い
も

の
に
な
ら
な
い
」と
い
う
方
針
で
、書
生
に
雑
誌
や

書
籍
の
一
つ
ひ
と
つ
の
記
事
か
ら
索
引
カ
ー
ド
を

作
ら
せ
た
の
が
始
ま
り
で
す
。
人
物
は「
人
名
索

引
」、事
柄
は「
件
名
索
引
」と
し
て
作
成
し
ま
し
た
。

　

件
名
索
引
は
当
文
庫
最
大
の
特
徴
で
、大
項
目

は
33
に
分
類
さ
れ「
政
治
」「
経
済
」「
世
界
」な
ど
の

他
に「
お
ん
な
」と
か「
奇
人
変
人
」と
い
う
よ
う

な
、図
書
館
分
類
で
は
あ
り
得
な
い
項
目
も
あ
り

ま
す
。
こ
れ
ら
の
項
目
は
時
代
に
よ
っ
て
新
し
く

追
加
さ
れ
ま
す
。
廃
止
さ
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
す

が
、全
体
と
し
て
は
増
え
続
け
て
い
ま
す
。
十
進
分

類
法
で
は
、時
代
に
よ
っ
て
変
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
の
当
時
の
ネ
タ
を
尊
重

科
事
典
の
よ
う
に
森
羅
万
象
の
情
報
が
網
羅
さ
れ

て
い
る
図
書
館
、「
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ッ
ク
・

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」に
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ

の
た
め
に
出
し
た
答
え
の
一
つ
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

化
で
し
た
。

　

1
9
9
0（
平
成
2
）年
に
索
引
の
入
力
を
始

め
、95
年
に
カ
ー
ド
検
索
か
ら
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

シ
ス
テ
ム
へ
移
行
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
情

報
を
縦
横
無
尽
に
検
索
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
は
格
段
に
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
し

ま
し
た
。「
政
治
家
の
問
題
発
言
」「
伸
び
る
企
業
」

「
老
舗
企
業
」「
最
近
人
気
の
行
列
の
で
き
る
店
」と

い
う
よ
う
な
細
か
い
キ
ー
ワ
ー
ド
設
定
に
よ
り
、

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
に
お
い
て
多
重
検
索
を
使
う
こ
と

で
瞬
時
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

公
的
補
助
の
な
い
一
財
団
に
と
っ
て
、デ
ー
タ

ベ
ー
ス
の
維
持
費
や
設
備
費
は
過
重
な
負
担
で
し

た
が
、お
客
様
が
求
め
る
も
の
に
お
応
え
す
る
形

で
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
は
か
っ
て
き
ま
し
た
。
今

で
は
国
立
国
会
図
書
館
、公
立
図
書
館
、大
学
図
書

館
、国
外
の
図
書
館
か
ら
も
、ウ
ェ
ブ
検
索
が
可
能

で
す
。
ま
た
、お
客
様
サ
ー
ビ
ス
で
の
ス
ピ
ー
ド
と

い
う
点
で
は
、請
求
さ
れ
た
雑
誌
を
1
分
で
も
早

■
目
指
す
の
は

　
百
科
事
典
の
よ
う
な
図
書
館

■
自
由
な
発
想
の
雑
誌
図
書
館
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く
閲
覧
室
の
お
客
様
に
お
届
け
し
よ
う
と
、職
員

は
書
庫
を
走
り
回
っ
て
い
ま
す
。
大
宅
壮
一
は
気

が
短
い
性
分
で
、「
あ
の
資
料
は
ど
こ
に
あ
る
」と

聞
い
て
、求
め
る
資
料
が
す
ぐ
出
な
い
と
、お
か
ん

む
り
で
し
た
。
今
も
ス
ピ
ー
ド
に
は
こ
だ
わ
っ
て

い
ま
す
。

　

大
宅
壮
一
文
庫
と
い
う
と
マ
ス
コ
ミ
や
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
御
用
達
の
よ
う
な
印
象
が
あ
り
ま
す

が
、近
頃
は
一
般
企
業
の
広
報
担
当
の
方
や
、マ
ー

ケ
テ
ィ
ン
グ
リ
サ
ー
チ
の
方
が
利
用
さ
れ
る
こ
と

も
多
く
な
り
ま
し
た
。
一
般
図
書
館
の
蔵
書
に
は

な
い
コ
ン
テ
ン
ツ
が
あ
り
ま
す
の
で
、マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
か
ら
企
画
立
案
、ト
レ
ン
ド
の
分
析
な

ど
、「
ネ
タ
に
な
り
そ
う
な
も
の
」が
見
つ
か
り
ま

す
。
そ
れ
で
も
全
体
の
利
用
者
か
ら
見
る
と
、一
般

企
業
の
方
の
利
用
は
わ
ず
か
数
％
。
企
業
関
係
の

方
に
も
う
少
し
ご
利
用
い
た
だ
け
れ
ば
と
い
う
の

が
、正
直
な
と
こ
ろ
で
す
。
当
文
庫
も
来
年
に
は
、

一
般
企
業
向
け
の
サ
ー
ビ
ス
を
ス
タ
ー
ト
す
る

予
定
で
す
。

　

大
宅
式
分
類
法
の
索
引
で
検
索
す
る
と
、そ
の

結
果
の
多
彩
さ
に
驚
か
れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の

も
の
ズ
バ
リ
か
ら
周
辺
情
報
、あ
る
い
は
肯
定
す

る
記
事
と
否
定
す
る
記
事
、さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル

の
、お
び
た
だ
し
い
量
の
コ
ン
テ
ン
ツ
が
出
て
き

ま
す
。
こ
れ
は
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
検
索
エ
ン
ジ

ン
の
結
果
と
は
ま
る
で
違
う
。
熟
練
の
目
と
手
に

よ
っ
て
採
録
さ
れ
た
柔
軟
性
が
、デ
ー
タ
を
自
動

的
に
収
集
す
る
ロ
ボ
ッ
ト
型
検
索
エ
ン
ジ
ン
に
は

な
い
幅
の
広
さ
を
も
た
ら
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
こ

そ
が
大
宅
壮
一
文
庫
の
強
み
で
あ
り
、誇
り
と
す

る
と
こ
ろ
で
す
。

　

現
在
、ウ
ェ
ブ
で
検
索
で
き
る
の
は
イ
ン
デ
ッ

ク
ス
ま
で
で
す
。
今
後
は
、採
録
す
る
雑
誌
も
も
っ

と
増
や
し
、一
般
企
業
の
方
や
学
生
な
ど
、多
く
の

方
に
ご
利
用
い
た
だ
け
る
雑
誌
図
書
館
と
し
て
、

従
来
の
型
に
こ
だ
わ
ら
ず
自
由
な
発
想
で
取
り
組

み
た
い
と
思
い
ま
す
。
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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
5
回
は
「
彩
る
」
を
テ
ー
マ
に
お
届
け
す
る
。

逸
品

解
題
彩
る

艶
蝶
棒
紅
と
お
猪
口
形
の
本
紅「
艶
蝶
小
町
紅
」

大
正
期
〜
昭
和
初
期【
伊
勢
半
本
店  

紅
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
所
蔵
】

　
女
性
の
口
も
と
を
彩
る
口
紅
と
い
え
ば
、古
来
日
本
で
は「
本
紅
」が
使
わ
れ
て
き
た
。
1
9
0
8（
明
治
41
）年

に
は
欧
米
の
口
紅
も
輸
入
・
販
売
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、使
う
女
性
は
ご
く
一
部
に
限
ら
れ
、大
正
時
代
に
な
っ

て
も
口
紅
と
い
え
ば
、お
猪
口
の
形
の「
本
紅
」だ
っ
た
。
17（
大
正
6
）年
、紅
を
ス
テ
ィ
ッ
ク
状
に
か
た
め
た「
棒

紅
」が
登
場
し
た
。
伊
勢
半
で
も
当
時
、現
在
の「
キ
ス
ミ
ー
」の
前
身
に
あ
た
る「
艶
蝶
」と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
で
、棒

紅
を
発
売
し
て
い
る
。

　
こ
の
時
代
は
筆
や
指
先
に
取
っ
て
唇
に
控
え
め
に
さ
す
紅
か
ら
、唇
全
体
に
し
っ
か
り
ひ
く
欧
米
式
の
ス

テ
ィ
ッ
ク
状
の
口
紅
に
変
わ
っ
て
い
く
過
渡
期
に
あ
た
り
、伊
勢
半
で
は
お
猪
口
形
の
本
紅
も
発
売
し
て
い
た
。

鳳
凰
の
意
匠
が
描
か
れ
た
外
箱
の
紅
は
、皇
后
陛
下
に
納
め
た
品
と
伝
え
ら
れ
る
。
隣
に
あ
る
一
般
小
売
品
と

は
、中
身
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
外
箱
の
仕
様
も
デ
ザ
イ
ン
も
異
な
っ
て
い
る
。

 

唇
の
粧
い
は

「
紅
を
さ
す
」か
ら「
紅
を
ひ
く
」へ
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懐
中
化
粧
道
具
一
式（
紅
板
・
紅
筆
・
白
粉
刷
毛
）

江
戸
時
代
末
〜
明
治
時
代
初
期【
伊
勢
半
本
店  

紅
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
所
蔵
】

さ
さ
や
か
な
奢
侈
を
懐
中
に
忍
ば
せ
た

女
性
の
美
意
識

　
金
メ
ッ
キ
に
エ
ン
ボ
ス
で
柿
の
文
様
を
あ
し

ら
っ
た
、携
帯
用
の
化
粧
道
具
セ
ッ
ト
で
あ
る
。
紅

板
は
、外
出
時
に
持
ち
歩
け
る
よ
う
に
つ
く
ら
れ
た

紅
入
れ
。
紅
筆
は
柿
の
葉
の
細
工
が
施
さ
れ
た
金

具
で
筆
の
部
分
が
収
納
で
き
る
。
毛
先
に
は
わ
ず

か
に
紅
の
色
が
残
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
白
粉

刷
毛
は
、塗
る
部
位
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
る
よ

う
二
種
類
の
刷
毛
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
凝
っ
た

装
飾
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、富
裕
層
の
女
性

が
使
っ
て
い
た
と
考
察
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
化
粧
道

具
は
オ
ー
ダ
ー
メ
ー
ド

で
つ
く
ら
れ
る
も
の
も

多
く
、化
粧
道
具
自
体
に

も
こ
だ
わ
り
を
持
つ
と

い
う
、美
意
識
の
高
さ
が

う
か
が
え
る
。

白粉刷毛

紅板

紅筆
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伊勢半本店 紅ミュージアム
■東京都港区南青山6-6-20 K's南青山ビル1F
■TEL:03-5467-3735
■http://www.isehanhonten.co.jp/museum/

屏風博物館
■東京都墨田区向島1-31-6
■TEL:03-3622-4470
■http://byoubu.co.jp

刷
毛
・
糊
桶

【
屏
風
博
物
館
所
蔵
】

ゾ
ク（
麻
の
束
）

【
伊
勢
半
本
店  

紅
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
所
蔵
】

唇
を
彩
る
最
高
の
紅
を
抽
出

　
女
性
の
口
も
と
を
彩
る
口
紅
と
い
え
ば
、古
来
日
本
で
は「
本
紅
」が
使
わ
れ
て
き
た
。
1
9
0
8（
明
治
41
）年

に
は
欧
米
の
口
紅
も
輸
入
・
販
売
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、使
う
女
性
は
ご
く
一
部
に
限
ら
れ
、大
正
時
代
に
な
っ

て
も
口
紅
と
い
え
ば
、お
猪
口
の
形
の「
本
紅
」だ
っ
た
。
17（
大
正
6
）年
、紅
を
ス
テ
ィ
ッ
ク
状
に
か
た
め
た「
棒

紅
」が
登
場
し
た
。
伊
勢
半
で
も
当
時
、現
在
の「
キ
ス
ミ
ー
」の
前
身
に
あ
た
る「
艶
蝶
」と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
で
、棒

紅
を
発
売
し
て
い
る
。

　
こ
の
時
代
は
筆
や
指
先
に
取
っ
て
唇
に
控
え
め
に
さ
す
紅
か
ら
、唇
全
体
に
し
っ
か
り
ひ
く
欧
米
式
の
ス

テ
ィ
ッ
ク
状
の
口
紅
に
変
わ
っ
て
い
く
過
渡
期
に
あ
た
り
、伊
勢
半
で
は
お
猪
口
形
の
本
紅
も
発
売
し
て
い
た
。

鳳
凰
の
意
匠
が
描
か
れ
た
外
箱
の
紅
は
、皇
后
陛
下
に
納
め
た
品
と
伝
え
ら
れ
る
。
隣
に
あ
る
一
般
小
売
品
と

は
、中
身
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
外
箱
の
仕
様
も
デ
ザ
イ
ン
も
異
な
っ
て
い
る
。

 

空
間
を
し
つ
ら
え
る

屏
風
に
欠
か
せ
な
い
道
具
類

　
屏
風
は
7
世
紀
頃
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、扇（
せ
ん
）と
呼
ば
れ
る
パ
ネ
ル
を
紙
の
蝶
番
で
つ
な

げ
て
折
り
畳
め
る
よ
う
に
仕
立
て
た
屏
風
は
、日
本
独
自
の
調
度
品
で
あ
る
。
屏
風
は「
風
を
屏（
ふ
せ
）ぐ
」、す

な
わ
ち
風
よ
け
と
し
て
寝
殿
造
り
の
室
内
で
用
い
る
も
の
だ
っ
た
が
、や
が
て
高
名
な
画
家
に
絵
を
描
か
せ
て

鑑
賞
す
る
美
術
品
に
発
展
す
る
。

　
屏
風
の
絵
の
下
に
は
何
層
も
の
紙
が
貼
ら
れ
て
お
り
、こ
れ
ら
を
下
貼
り
と
い
う
が
、こ
の
工
程
に
欠
か
せ
な

い
道
具
が
刷
毛
と
糊
で
あ
る
。
刷
毛
は
用
途
に
よ
っ
て
形
、大
き
さ
、毛
の
種
類
、密
度
、厚
さ
、長
さ
が
す
べ
て
異

な
る
。
職
人
は
工
程
に
よ
っ
て
様
々
な
刷
毛
を
使
い
分
け
る
の
で
あ
る
。
手
づ
く
り
の
刷
毛
は
柄
と
毛
の
部
分

が
人
の
手
で
し
っ
か
り
縫
い
閉
じ
て
あ
り
、軽
く
て
使
い
勝
手
が
良
い
の
だ
が
、今
で
は
刷
毛
を
つ
く
る
職
人
も

減
少
し
て
お
り
、プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
柄
も
登
場
し
て
い
る
。

　
下
貼
り
に
欠
か
せ
な
い
も
う
一
つ
の
道
具
が
糊
桶
で
、当
館
で
は
先
代
が
実
際
に
使
用
し
て
い
た
も
の
を
展

示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
木
製
の
桶
は
今
で
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
ト
レ
ー
に

代
わ
ら
れ
て
い
る
。

　
屏
風
博
物
館
は
、完
成
品
と
し
て
の
屏
風
の
展
示

と
あ
わ
せ
て
道
具
類
も
数
多
く
展
示
し
て
い
る
。

昔
か
ら
の
道
具
も
あ
れ
ば
、時
代
と
と
も
に
変
わ
っ

た
道
具
も
あ
る
。
道
具
を
つ
く
る
職
人
が
い
な
け

れ
ば
、美
し
い
屏
風
づ
く
り
も
成
り
立
た
な
い
の
で

あ
る
。

Muse vol.24

　
伊
勢
半
の
紅
づ
く
り
は
、創
業
当
時
よ
り
変
わ
ら

ぬ
製
法
を
守
り
続
け
て
い
る
。
ゾ
ク
と
は
、紅
液
に

漬
け
て
何
度
も
染
付
け
と
絞
り
を
繰
り
返
し
て
純

度
の
高
い
赤
を
抽
出
す
る
道
具
で
、麻
を
束
ね
て
つ

く
ら
れ
て
い
る
。

　
紅
の
製
法
は
一
子
相
伝
、代
々
口
伝
で
受
け
継
が

れ
る
、紅
屋
の
秘
伝
中
の
秘
伝
で
あ
る
。
さ
ら
に
品

質
を
守
る
た
め
に
家
訓
を
定
め
て
お
り
、製
造
前
に

体
を
清
め
る
こ
と
や
、寒
中
の
丑
の
刻
に
製
造
す
る

こ
と
、婦
人
が
入
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
が
掲

げ
ら
れ
て
い
る
。
紅
を
つ
く
る
紅
場
は
現
在
で
も

一
部
が
制
限
さ
れ
て
お
り
、ゾ
ク
を
使
う
工
程
も
一

部
し
か
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
2
0
0
5
年
、伊
勢
半
は
最
後
の
紅
屋
と
し
て
紅

の
文
化
や
技
術
を
後
の
百
年
に

伝
え
る
こ
と
を
目
的
に
、伊
勢

半
本
店 

紅
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を

開
館
。
ア
ー
カ
イ
ブ
の
観
点
か

ら
、ど
れ
だ
け
紅
づ
く
り
の
資

料
を
残
せ
る
か
が
今
後
の
課
題

で
あ
る
。
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真珠博物館
■三重県鳥羽市鳥羽1-7-1（ミキモト真珠島内）
■TEL:0599-25-2028　
■http://www.mikimoto-pearl-museum.co.jp/

　
部
品
の
分
解
・
組
立
に
よ
り
、帯
留
を
基
本
に
12

通
り
の
使
い
分
け
が
で
き
る
多
機
能
ジ
ュ
エ

リ
ー
。1
9
3
7
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
に
出
品
後

販
売
さ
れ
、行
方
不
明
に
な
っ
た
後
、89
年
、ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
登
場
。真
珠
養
殖
誕
生

の
地
で
あ
る
ミ
キ
モ
ト
真
珠
島
に
戻
っ
た
。昭
和
初

期
を
代
表
す
る
、ジ
ュ
エ
リ
ー
の
逸
品
で
あ
る
。

　
1
8
9
3（
明
治
26
）年
、世
界
で
初
め
て
真
珠
の

養
殖
に
成
功
し
た
ミ
キ
モ
ト
の
創
業
者
、御
木
本
幸

吉
は
、時
を
お
か
ず
海
外
の
市
場
を
視
野
に
入
れ
た

活
動
を
展
開
。博
覧
会
や
展
覧
会
に
は
積
極
的
に
出

品
し
て
い
た
。豪
華
な
作
品
を
世
界
各
国
の
博
覧
会

へ
出
品
し
、養
殖
真
珠
の
美
し
さ
を
広
め
る
こ
と
に

努
め
た
の
で
あ
る
。

矢
車

1
9
3
7（
昭
和
12
）年【
真
珠
博
物
館
所
蔵
】

世
界
中
の
女
性
を

真
珠
で
飾
る
こ
と
を
望
む
第
一
歩

Muse vol.24

分解した「矢車」のパーツ

帯留「矢車」

ブローチ

髪飾り
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時
代
の
荒
波
に
も
ま
れ
な
が
ら
も
、

宝
石
の
文
化
・
技
術
・
歴
史
を

次
代
へ
つ
な
ぐ

株
式
会
社
中
央
宝
石
研
究
所

株式会社中央宝石研究所　技術管理室  米丸  晃代氏

　

中
央
宝
石
研
究
所
は
1
9
7
0（
昭
和
45
）年
、宝

石
の
鑑
別
・
グ
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
目
的
と
し
て
日
本

で
は
比
較
的
早
い
時
期
に
設
立
さ
れ
た
宝
石
鑑
別

機
関
の
１
つ
で
す
。

　

日
本
で
は
、洋
装
が
定
着
し
て
か
ら
宝
石
を
身
に

着
け
る
こ
と
が
一
般
的
と
な
り
ま
し
た
。
縄
文
時

代
、人
々
は
勾
玉
や
耳
飾
り
な
ど
の
装
飾
品
を
身
に

着
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
が
、着
物
文

化
に
な
り
、欧
米
の
よ
う
な
発
展
を
遂
げ
ま
せ
ん
で

し
た
。日
本
に
お
け
る
宝
石
の
文
化
は
ま
だ
新
し
い

の
で
す
。

　

高
度
経
済
成
長
時
代
、宝
石
が
人
々
の
間
で
身
近

に
な
っ
て
い
く
一
方
で
、当
時
の
日
本
に
は
鑑
別
・

鑑
定
の
基
準
が
な
く
、販
売
側
の
信
用
の
み
で
売
買

さ
れ
て
い
ま
し
た
。顕
微
鏡
や
機
材
を
担
い
で
全
国

を
回
っ
て
、宝
石
の
啓
蒙
を
行
っ
て
い
た
創
業
者
の

並
木
正
男
は
、宝
石
の
健
全
な
売
買
や
流
通
の
た
め

の
枠
組
み
づ
く
り
を
行
い
、海
外
の
シ
ス
テ
ム
を
参

考
に
独
自
の
鑑
別
法
を
確
立
さ
せ
る
べ
く
当
社
を

設
立
し
た
の
で
す
。
ま
た
、宝
石
の
知
識
を
得
ら
れ

る
場
も
少
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、気
軽
に
立
ち
寄
っ

て
も
ら
え
る
場
所
を
つ
く
れ
な
い
か
と
考
え
、

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
構
想
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。そ

こ
か
ら
、歴
史
上
有
名
な
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
レ
プ
リ

カ
や
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
、古
い
道
具
な
ど
、い
ろ
い
ろ

な
も
の
を
集
め
ま
し
た
。

　

97
年
、東
上
野
に「
東
京
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
」を
オ
ー
プ
ン
。
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
博
物
館

と
し
て
は
日
本
で
唯
一
で
し
た
。
開
館
に
あ
た
っ
て

は
、ベ
ル
ギ
ー
の
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
に
あ
る
州
立
ダ
イ

ヤ
モ
ン
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
も
協
力
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。館
内
は
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
誕
生
・
採
掘
・

研
磨
加
工
技
術
の
歴
史
、世
界
の
ダ
イ
ヤ
産
地
、ダ

イ
ヤ
モ
ン
ド
の
カ
ッ
ト
、グ
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
レ
ポ
ー

ト
、近
代
工
業
利
用
、ア
ン
テ
ィ
ー
ク
ジ
ュ
エ
リ
ー
、

装
身
具
史
年
表
、ア
ン
ト
ワ
ー
プ
の
歴
史
と
ダ
イ
ヤ

モ
ン
ド
産
業
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
を
テ
ー
マ
と

し
た
展
示
室
を
つ
く
り
、お
子
様
向
け
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
や
特
別
企
画
展
も
開
催
し
て
い
ま
し
た
。

修
学
旅
行
生
や
親
子
連
れ
、宝
飾
関
係
の
方
な
ど
多

く
の
方
に
ご
来
館
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、2
0
0
4

年
を
も
っ
て
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
閉
館
。
景
気
の
動
向

に
左
右
さ
れ
や
す
い
宝
飾
業
界
に
冬
の
時
代
が
訪

れ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、そ
れ
で
も
宝
石
へ
の
理
解
を
広
げ
て
い

き
た
い
と
い
う
思
い
は
変
わ
ら
ず
、2
0
1
0
年
、

ウ
ェ
ブ
上
に「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」を

開
設
し
ま
し
た
。
時
間
や
住
ん
で
い
る
地
域
に
関
係

な
く
ア
ク
セ
ス
し
て
い
た
だ
け
る
の
で
、今
後
は
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
対
応
も
含
め
、サ
イ
ト
の
充
実
を
は

か
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

も
っ
と
も
硬
い
鉱
物
で
あ
る
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を

磨
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
、ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
に
他
な

り
ま
せ
ん
。
研
磨
工
程
の
中
で
も
機
械
化
・
デ
ジ
タ

ル
化
し
た
も
の
も
あ
れ
ば
、研
磨
職
人
さ
ん
の
研
ぎ

す
ま
さ
れ
た
感
覚
が
不
可
欠
で
、変
わ
ら
ず
に
受
け

継
が
れ
て
い
く
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
ダ

イ
ヤ
モ
ン
ド
に
関
連
す
る
歴
史
や
知
識
を
次
代
へ

伝
え
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

逸
品

変
遷

5
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電子天秤
現在はデジタルのはかりで
宝石の重さを計測する

ドップ付き古いトング
手の感覚だけでダイヤモンドを
研磨する道具。現在はオートメーション化
されているが、一部で今も使われている

天秤ばかりとカロブ豆、さや
乾燥したカロブ豆は、宝石の重さを
量る際に分銅代わりに使われていた
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2
0
0
1
年
10
月
、小
樽
支
店
は
89
年
間
の
歴
史

を
閉
じ
た
。
1
9
9
4（
平
成
6
）年
に
小
樽
支
店
長

に
着
任
し
た
岩
崎
耐
輝
さ
ん
は
、そ
の
時
の
様
子
を

こ
う
話
す
。「
わ
た
し
が
着
任
す
る
前
か
ら
、小
樽
は

衰
退
し
て
い
ま
し
た
。
小
樽
の
歴
史
あ
る
有
力
企
業

が
堰
を
切
っ
た
よ
う
に
札
幌
に
移
っ
て
い
っ
た
時
代

で
す
。
小
樽
か
ら
金
融
機
関
が
次
々
に
撤
退
、北
海
道

拓
殖
銀
行
の
破
綻
は
在
任
中
で
最
も
大
き
な
出
来
事

で
し
た
。
小
樽
支
店
は
永
倉
新
八
の
ご
威
光
が
生
き

て
い
た
と
い
う
か
、先
人
の
方
々
の
努
力
も
あ
っ
て

評
価
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、閉
鎖
が
決
ま
り
、挨
拶

に
行
く
と
皆
さ
ん
か
ら
、今
ま
で
い
た
の
に
な
ぜ
？

と
い
う
こ
と
で
惜
し
ま
れ
ま
し
た
」。

　

明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
繁
栄
し
、昭
和
に
な
っ
て 

衰
退
し
た
小
樽
。
こ
の
町
は
、ど
の
よ
う
な
歴
史
を
た

ど
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

小
樽
市
は
北
海
道
西
海
岸
の
ほ
ぼ
中
央
、札
幌
か
ら

約
30   

の
距
離
に
位
置
す
る
。天
狗
山
を
背
に
小
樽
港

に
続
く
坂
が
特
徴
の
こ
の
町
は
、現
在
の
観
光
地
と
し

て
の
姿
か
ら
は
想
像
で
き
な
い
が
、近
代
日
本
の
発
展

に
貢
献
し
て
き
た
歴
史
を
持
つ
。

　

小
樽
と
い
う
地
名
は
、ア
イ
ヌ
語
の「
砂
浜
の
中
の

川
」と
い
う
意
味
を
持
つ
オ
タ
ル
ナ
イ
に
由
来
す
る
。

ニ
シ
ン
漁
が
盛
ん
だ
っ
た
た
め
、漁
業
の
発
展
と
と
も

に
早
く
か
ら
集
落
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
江
戸
時
代

後
期
に
は
、北
前
船
に
よ
っ
て
小
樽
に
米
や
酒
、木
綿

が
持
ち
込
ま
れ
、帰
路
は
ニ
シ
ン
や
鱒
、鮑
な
ど
の
水
産

物
を
上
方
に
運
ぶ
ル
ー
ト
が
整
備
さ
れ
る
。
以
降
、明

治
時
代
ま
で
北
海
道
と
本
州
の
物
資
輸
送
に
活
躍
し
、

商
港
小
樽
が
発
展
す
る
礎
と
な
っ
た
。

　

1
8
6
9（
明
治
2
）年
、新
政
府
は
蝦
夷
地
を
北
海

道
と
命
名
、同
時
に
オ
タ
ル
ナ
イ
も
小
樽
と
な
っ
た
。

事
業
所
の
あ
っ
た
街
を
た
ず
ね
て

近
代
日
本
の
草
創
期
を
支
え
た
、

北
の
商
都
。

小樽篇

小
樽
駅
の
駅
舎
の
前
に
は
ゆ
る
や
か
な
下
り
坂
が
あ
り
、

そ
の
道
は
運
河
、港
へ
と
続
い
て
い
る
。

か
つ
て
小
樽
は
人
材
・
資
金
・
物
資
が
集
ま
る
、

北
海
道
最
大
の
商
都
で
あ
っ
た
。

帝
国
興
信
所
も
、札
幌
よ
り
25
年
も
早
く
、道
内
で
は
函
館
に
次
い
で

2
番
目
に
こ
の
地
に
事
業
所
を
開
設
し
て
い
た
。

■
事
業
所
閉
鎖

   

長
い
歴
史
に
ピ
リ
オ
ド

■
近
代
日
本
の
夜
明
け
と
と
も
に

　
都
市
機
能
が
始
動

Muse vol.24
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政
府
が
小
樽
銭
函
に
開
拓
使
仮
役
所
を
設
置
し
、物
資

供
給
の
中
継
点
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、北
海
道
の
物
流

の
中
心
地
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
80
年

に
は
、石
炭
積
み
出
し
の
た
め
に
小
樽
―
札
幌
間
に
、

日
本
で
3
番
目
と
な
る
鉄
道
が
開
通
す
る
。
小
樽
は

港
湾
と
鉄
道
の
整
備
に
よ
り
、海
陸
運
輸
の
拠
点
と
し

て
、活
況
を
呈
し
た
。

　

日
露
戦
争
後
は
樺
太
や
沿
海
州
方
面
と
の
貿
易
が

拡
大
し
、資
金
需
要
に
よ
り
金
融
が
活
発
化
。
93
年
に

小
樽
・
色
内
地
区
に
派
出
所
を
開
設
し
た
日
本
銀
行

を
皮
切
り
に
、財
閥
系
銀
行
を
は
じ
め
と
す
る
20
以
上

も
の
銀
行
が
軒
を
連
ね
る
よ
う
に
な
り
、「
北
の

ウ
ォ
ー
ル
街
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
帝
国
興
信

所
が
小
樽
支
所
を
開
設
し
た
の
は
、ま
さ
に
小
樽
の
最

盛
期
の
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
。

　

小
樽
で
創
業
し
て
1
世
紀
以
上
の
歴
史
を
持
つ
、旗

イ
ト
ウ
製
作
所
を
営
む
伊
藤
一
郎
さ
ん
は
、小
樽
に
つ

い
て「
子
ど
も
の
頃
、祖
父
に
連
れ
ら
れ
て
日
銀
通
り

に
行
く
と
、パ
ナ
マ
帽
を
か
ぶ
り
ス
テ
ッ
キ
を
手
に
し

た
人
が
歩
い
て
い
る
の
を
よ
く
見
か
け
ま
し
た
。
手

形
交
換
所
や
穀
物
取
引
所
も
軒
を
連
ね
、今
考
え
る

と
、金
融
街
そ
の
も
の
で
し
た
ね
」と
語
る
。

　

1
9
1
2（
明
治
45
）年
1
月
、帝
国
興
信
所
は
、

小
樽
支
所
を
開
設
し
た
。
13（
大
正
2
）年
1
月
1
日

付
の『
帝
国
興
信
所
内
報
』に
よ
る
と
、支
所
に
は
杉

村
義
太
郎
所
長
以
下
5
人
の
所
員
の
名
前
が
記
録

さ
れ
て
い
る
。
杉
村
は
、新
撰
組
の
副
長
助
勤
、永
倉

新
八
の
長
男
で
あ
り
、小
樽
黎
明
期
か
ら
最
盛
期
に

か
け
て
活
躍
し
た
気
鋭
の
地
元
実
業
家
だ
っ
た
。
小

樽
支
所
長
に
就
任
す
る
以
前
か
ら
地
元
で
多
く
の

事
業
を
手
掛
け
て
お
り
、業
種
も
薬
屋
や
映
画
館
、

割
烹
、ホ
テ
ル
、土
建
業
、芸
者
置
屋
、葬
儀
業
、新
聞

取
次
と
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
。

　

12
年
3
月
2
日
付
の『
小
樽
新
聞
』に
よ
る
と
、北

海
道
小
樽
区
花
園
町
14
に
帝
国
興
信
所
が
出
張
所

を
開
設
し
た
と
い
う
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
花
園

■
地
元
の
有
力
者
を
迎
え
て

　
事
業
所
開
設
へ

■
坂
と
運
河
の
あ
る
観
光
都
市
と
し
て

　
再
び
脚
光
を
浴
び
る

①昭和初期の絵はがき[所蔵：小樽市立図書館]
②1965年当時の小樽支店

昭和初期の小樽市街図[所蔵：小樽市立図書館] ●は開設当初、支所があったと推定される場所

地
区
は
現
在
も
市
役
所
や
札
幌
地
裁
小
樽
支
部
、市

立
図
書
館
な
ど
官
公
庁
や
飲
食
店
が
並
ぶ
、市
の
中

心
部
で
あ
る
。
か
つ
て
花
園
町
14
だ
っ
た
場
所
を
訪

ね
て
み
る
と
、地
区
の
中
で
も
娯
楽
色
の
強
い
歓
楽

街
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
調
べ
て
み
る
と
、は
た
し
て

そ
こ
は
、杉
村
が
経
営
し
て
い
た
映
画
館「
公
園
館
」

の
裏
手
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
実
業
家
だ
っ
た

杉
村
が
、1
つ
の
地
区
に
事
業
を
集
中
さ
せ
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。
事
実
、後
に
小
樽
支
所
の
業
績
不

振
を
理
由
に
、半
ば
更
迭
さ
れ
る
形
で
杉
村
が
退

職
し
た
後
は
、堺
町
、色
内
地
区
と
金
融
経
済
の
中

心
地
に
事
業
所
を
移
し
て
い
る
。
最
後
に
事
務
所

を
構
え
て
い
た
の
は
、旧
三
井
銀
行
小
樽
支
店
ビ
ル

で
あ
っ
た
。

　

93（
平
成
5
）年
に
は
、12
年
か
ら
45（
昭
和
20
）年

ま
で
の
、後
志
管
内
の
企
業
調
査
報
告
書
が
支
店
の

書
庫
か
ら
見
つ
か
っ
て
い
る
。
事
業
所
の
移
転
を
繰

り
返
す
う
ち
に
、倉
庫
の
片
隅
に
置
か
れ
た
ま
ま
、

忘
れ
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
往
年

の
小
樽
の
繁
栄
を
物
語
る
と
と
も
に
、
創
業
期

の
帝
国
興
信
所
を
知
る
う
え
で
貴
重
な
資
料
と

な
っ
て
い
る
。

　

北
海
道
経
済
・
金
融
の
中
心
で
あ
り
、
日
本
有

数
の
港
湾
都
市
で
あ
っ
た
小
樽
だ
が
、
そ
の
後
は

金
融
恐
慌
や
海
外
と
の
交
易
の
途
絶
な
ど
で
商
圏

を
失
い
、
北
海
道
の
中
心
が
札
幌
に
移
っ
て
い
く
。

小
樽
運
河
も
そ
の
役
割
を
終
え
、
十
数
年
に
及
ぶ

運
河
論
争
の
結
果
、
現
在
の
姿
に
な
り
、
小
樽
は

観
光
都
市
と
し
て
の
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。

　

北
の
商
都
と
し
て
の
中
枢
を
担
っ
て
い
た
、
重

厚
な
造
り
を
し
た
か
つ
て
の
銀
行
、
レ
ン
ガ
や
石

造
り
の
倉
庫
群
は
、
歴
史
を
伝
え
る
観
光
資
産
と

し
て
、
今
の
小
樽
を
支
え
て
い
る
。

Muse vol.24

写真①

写真②
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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。 清水建設

広告いまむかし－5

　1918（大正7）年発行の『帝国銀行会社要録』第7版には、清水組
（現・清水建設）の広告が掲載されている。清水建設株式会社コーポ
レート企画室の浅川玲さんは「当社としても、このような信用録に
広告を出すことは社会的な信用を得ることにもなるので、意義のあ
ることだったのではないかと思います。今で言うBtoBの業態でした
から企業経営者が多く目にするという点で、広告を出す媒体として
は良かったかもしれません」。同、畑田尚子さんも「当社は、お客様に
細かく目を配り御用聞きに回りながら、仕事を請け負うという会社
でしたから、企業のトップに社名と事業内容が認知されることを重
視した広告なのでしょう」と分析する。
　清水建設の創業は1804（文化元）年、宮大工であった初代清水喜
助が江戸で清水屋を開業したことに始まる。1915年、合資会社清水
組に改組しているが、畑田さんによると「その時期は店主も代わり
ましたので、広告掲載にも何らかの目的があったのかもしれません
が、記録が残っておらず、詳細は不明です」。
　一方、広告が掲載された18年は、帝国興信所の本社ビルが竣工し
た年でもある。初めての自社ビルとなったこの本社ビルに加え、関
東大震災後に再建した本社ビルも、清水組によって手がけられた。
こうしたつながりからか、その後30年以上にわたって、広告の掲載
が確認できる。会社名、本店・支店・出張所の所在地のみというシン
プルな構成もほぼ踏襲されている。
　清水建設は、常に新しいことにチャレンジしてきた歴史を持って
いるという。特に建物と建築については、先進技術を使って近代建

築を手がけ、完成すると「竣工広告」を打ち出していた。同、伊藤篤さ
んは「改組して近代的な会社組織になった当時から洋風建築を得意
としていたこともあり、外資系企業向けの広告も展開していまし
た」と語る。
　現在展開しているのは、広く社会全般に向けたブランディング活
動の一環として2008年から続く企業広告である。「“子どもたちに
誇れるしごとを。”というコーポレートメッセージを打ち出しなが
ら、6年目の今年はグリーンフロートという、太平洋上の赤道直下に
5万人が住める島をつくる未来構想をモチーフに、未来に向かって
チャレンジする当社の姿を
PRする内容になっていま
す」（伊藤さん）。
　対企業向けに信用を築く
企業姿勢を打ち出す100年
前の広告と、未来志向の現
在の広告。しなやかな変化
に、創業200年を超える企業
ならではの底力を見た。

Muse vol.24

1927（昭和2）年12月1日付の
『The Japan Advertiser』に掲載された、
横浜にあるホテルニューグランドの
竣工広告。
[所蔵：清水建設株式会社]

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

多
媒
体
で
展
開
し
て
い
る
現
在
の
広
告[

写
真
提
供
：
清
水
建
設
株
式
会
社]
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TEIKOKU DATABANK Historical Museum

PICKUP
常設展示室「テーマ展示」コーナーでは、現在「TDB情報最前線『日刊帝国ニュース』
創刊50年の歩み」を開催しています。
1964年4月、帝国データバンクに情報部が誕生しました。情報部の創設から程な
くして創刊した倒産情報紙『日刊帝興情報』は、正確性と速報性、そして質の高さ
を追求し、全国の企業に与信管理の警鐘を鳴らしてきました。
誕生秘話から情報収集の極意まで、50年を越える足跡をパネルとデジタルコンテ
ンツでご紹介します。

期間：2014年9月2日（火）～ 2015年3月31日（火）
  

テーマ展示
「TDB情報最前線『日刊帝国ニュース』創刊50年の歩み」開催中

『別冊Muse2014』を刊行

Muse vol.24

帝国データバンク史料館は、2014年9月に『別
冊Muse2014』を刊行しました。
本誌は、「情報と資料 ～越える、渡る、広がる～」
をテーマとし、情報、資料、そして人が、海を渡っ
て国境を越えて繋がっていくことの必要性、重
要性、直面する課題について様々なジャンルの
方々に語っていただきました。

『別冊Muse2014』－情報と資料－ 越える、渡る、広がる
◇巻頭インタビュー　萱野志朗さん
　「わが国先住・少数民族の文化とこころ～記録を残し、資料を守り、言葉を紡いで、次代に伝える～」
　　・「萱野茂二風谷アイヌ資料館」館長  学芸員  アイヌ民族文化研究家  萱野志朗

◇特別論稿
　「記録は誰のものか、海の向こうの史料を訪ねて」
　　・高千穂大学経営学部教授 大島久幸

◇クローズアップ
　「情報と資料利用の在り方をいまに問う～占領期新聞・雑誌資料（プランゲ文庫）を事例に～」　
　　・一橋大学名誉教授  早稲田大学名誉教授  NPO法人インテリジェンス研究所理事長  山本武利×フリージャーナリスト  田口嘉孝

　「"大学と戦争"アーカイブズ～学徒出陣の記憶を記録する活動～」
　　・慶應義塾福澤研究センター准教授　都倉武之×帝国データバンク史料館学芸員  後藤佳菜子

　「中国における資料保存・管理のこれまでとその成果」
　　・中国国家档案局経済科技档案業務指導司  司長  王嵐×帝国データバンク史料館館長  高津隆　

◇Archives Essay
　「私のアーカイブズへの尽きない想い～学芸員はただ今、育休中！～」
　　・企業文書館学芸員、アーキビスト 中臺綾子

　「たばこと塩の博物館　新たな出発をめざして」
　　・たばこと塩の博物館学芸員 鎮目良文

　「移転奮闘記・逓信総合博物館から郵政博物館へ」
　　・郵政博物館学芸員 本間与之

◇異色対論
　「渡って、越えて、見て、触れて、感じて、学ぶことの意味」
　　・新潟大学特任教授、同大学災害・復興科学研究所前所長  丸井英明×東洋英和女学院大学 専任講師  町田小織

　「隠す、捨てる、作らない…～海外日本研究者が見たわが国情報管理の現実～」　
　　・カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授 ローリー・アン・フリーマン×フリージャーナリスト 岩瀬達哉

◇Talk Session 白熱メッセージ
　「海を渡り、国境を越えて、繋がることの意味と価値」
　　・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
　　・国際日本文化研究センター情報管理施設資料課<図書館>資料利用係長  江上敏哲　　
　　・学習院大学大学院人文科学研究科アーカイブズ学専攻博士前期課程在籍、東芝未来科学館広報・アーカイブ担当  金甫榮
　　・トヨタ自動車株式会社渉外部主査　前広報部グローバルコミュニケーション室主査 布施直人

◇Muse  Special  Guest  李向罡さん 　
　「日中アーカイブズの架け橋として生きる」
　　・中国档案学会理事、研究館員　前中国国家档案局政策法規研究司副司長   李向罡

入手ご希望の方は、
電話（03-5919-9600）かメール（shiryokan@tdb.co.jp）にて
帝国データバンク史料館までお問合せください。
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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受付にお越しください。

創業三十周年記念式典記念品「扇子」清浦奎吾 揮毫
1930（昭和5）年、創業から30周年を迎えた帝国興信所は、
5月28日に両国国技館で記念式典を行った。その際参会者に
記念品として配られたのがこの扇子である。「至誠努力」と揮
毫した清浦奎吾は、式典で創業者後藤武夫に対し、「30年前、
君の事業に対し少なからぬ危惧の念を抱きました私は、30
年後の今日に於て、その成功を祝福すると共に、当年の危惧
が全く一片の杞憂に過ぎなかったということを思いまして、却
ってこの上もなく愉快に存ずる次第であります。」と祝辞を述
べている。

表紙のご案内

TEIKOKU DATABANK Historical Museum
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