
１
８
９
４
（
明
治
27
）
年
の
春
、
一
人
の
男
が
東
京
を
め

ざ
し
て
、
山
道
を
も
く
も
く
と
歩
い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
人

こ
そ
が
、
瀬
木

せ

ぎ

博
尚

ひ
ろ
な
お

さ
ん
、
41
歳さ

い

で
す
。

自
分
ら
し
い
生
き
方
を
見
つ
け
る
た
め
に
、
東
京
へ
行
く

の
だ
―
―
。

日
本
が
明め

い

治じ

時
代
を
迎む

か

え
る
と
、
人
々
の
暮く

ら
し
は
大
き

く
変か

わ
り
ま
し
た
。

着
物
か
ら
洋
服
へ
、
ろ
う
そ
く
や
油
の
明
か
り
か
ら
ラ
ン

プ
や
電
灯

で
ん
と
う

へ
、
か
ご
か
ら
人
力
車
や
馬
車
へ
と
、
ア
メ
リ
カ

や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
が
次
々
と
日
本
中
に
広
ま
っ
て
い
っ

た
の
で
す
。

武
士

ぶ

し

だ
っ
た
博
尚
さ
ん
も
、
腰こ

し

に
差さ

し
た
２
本
の
刀
を
は

ず
し
て
、
役
人
と
し
て
働

は
た
ら

い
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
博
尚

さ
ん
に
は
、
そ
の
仕
事
が
本
当
に
や
り
た
い
こ
と
に
は
思
え

な
か
っ
た
の
で
す
。

自
分
ら
し
い
生
き
方
を
探さ

が

す
決
心

瀬木
せ ぎ

博尚
ひ ろ な お

「まず知ってもらうことが大事だ」

広告
こ う こ く

業
ぎょ う

の先
せ ん

駆
く

者
し ゃ
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ほ
う
、
ア
メ
リ
カ
に
は

雑ざ
っ

誌し

や
新
聞
に
品
物
の
宣
伝

せ
ん
で
ん

を
載の

せ
る

「
広
告
」
と
い
う
仕
事
が
あ
る
の
か
。

お
も
し
ろ
そ
う
だ
！

こ
の
仕
事
を
や
っ
て
み
た
い
。



「
文
明
開
化
の
進
む
東
京
な
ら
、
新
し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し

い
新
し
い
夢
が
、
き
っ
と
見
つ
か
る
は
ず
だ
」

そ
う
考
え
た
博
尚
さ
ん
は
、
ふ
る
さ
と
を
後
に
し
ま
し
た
。

東
京
ま
で
は
、
徒
歩

と

ほ

で
十
数
日
も
か
か
る
道
の
り
で
し
た
が
、

博
尚
さ
ん
の
足
取
り
は
、
軽
々
と
し
て
い
ま
し
た
。

希き

望ぼ
う

に
胸む

ね

を
ふ
く
ら
ま
せ
て
上
京
し
た
博
尚
さ
ん
で
し
た

が
、
頼た

よ

り
に
し
て
い
た
友
人
は
、
食
べ
物
に
も
困こ

ま

る
ほ
ど
、

苦
し
い
生
活
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。

い
つ
ま
で
も
お
世
話
に
な
っ
て
い
て
は
い
け
な
い
、
何
と

か
独ひ

と

り
立
ち
を
し
た
い
―
―
。

博
尚
さ
ん
は
、
自
分
の
一
生
を
か
け
た
い
と
思
え
る
仕
事

を
探
し
続つ

づ

け
ま
し
た
。

そ
ん
な
あ
る
日
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
国
し
た
知
人
か
ら
、

い
ろ
い
ろ
な
話
を
聞
く
機き

会か
い

が
あ
り
ま
し
た
。

「
ほ
う
、
新
聞
や
雑
誌
に
書
籍

し
ょ
せ
き

の
広
告
を
載
せ
る
仕
事
が
あ

る
の
か
。
―
―
い
い
ぞ
、
こ
の
仕
事
だ
。
わ
し
が
全
力
で
取

り
組
む
の
は
、
こ
の
仕
事
し
か
な
い
！
」

こ
の
時
、
博
尚
さ
ん
の
胸
は
、
大
き
く
高
鳴
っ
た
の
で
す
。

「
日
本
も
こ
れ
か
ら
新
聞
や
雑
誌
が
ど
ん
ど
ん
発
行
さ
れ
、

広
告
が
必
要

ひ
つ
よ
う

と
な
る
だ
ろ
う
。
誰だ

れ

も
や
っ
た
こ
と
が
な
い
仕

事
だ
か
ら
こ
そ
、
や
り
が
い
が
あ
る
ぞ
」

人
生
の
目
標

も
く
ひ
ょ
う

を
見
つ
け
た
博
尚
さ
ん
は
、
さ
っ
そ
く
、
日

本
で
初は

じ

め
て
の
広
告
代
理
店
を
設
立

せ
つ
り
つ

し
ま
し
た
。

会
社
の
名
前
は「
博
報
堂

は
く
ほ
う
ど
う

」。
博
尚
さ
ん
は
、
自
分
の
名
前

の
一
字
を
用
い
て
、「
不ふ

当と
う

な
利り

益え
き

を
求
め
ず
、
細
く
長
く
最さ

い

小
限

し
ょ
う
げ
ん

の
利
益
を
得え

て
、
博ひ

ろ

く
お
客
さ
ま
に
奉
仕
報
酬

ほ
う
し
ほ
う
し
ゅ
う

す
る
」

と
い
う
思
い
を
込こ

め
た
の
で
し
た
。

広
告
代
理
店
を
創
業

そ
う
ぎ
ょ
う

博
尚
さ
ん
の
最
初

さ
い
し
ょ

の
仕
事
は
、「
教
育

き
ょ
う
い
く

時じ

論ろ
ん

」
な
ど
の
教
育

雑
誌
に
、
書
籍
の
広
告
を
載
せ
る
こ
と
で
し
た
。

し
か
し
、
教
育
雑
誌
は
発
行
部
数
が
少
な
い
た
め
、
会
社

の
経
営

け
い
え
い

は
、
思
う
よ
う
に
は
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

博
尚
さ
ん
は
、
広
告
主
に
な
り
そ
う
な
会
社
を
次
々
と
訪た

ず

ね
ま
し
た
が
、
最
初
の
う
ち
は
広
告
の
重
要
性

じ
ゅ
う
よ
う
せ
い

が
分
か
っ
て

も
ら
え
ず
、
断

こ
と
わ

ら
れ
て
ば
か
り
い
ま
し
た
。

「
広
告
の
大
切
さ
を
知
ら
な
い
か
ら
、
み
ん
な
は
わ
し
の
こ

と
を
信
用

し
ん
よ
う

し
な
い
の
だ
ろ
う
。
で
も
、
広
告
を
出
し
て
売
り

上
げ
が
伸の

び
れ
ば
、
き
っ
と
分
か
っ
て
く
れ
る
は
ず
だ
」

広
告
取
り
に
苦
戦
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1852年
1894年
1895年

1900年
1909年
1923年
1924年
1926年

1939年

西 暦 年齢

博尚さんと佐藤やいさん：関東大震災のとき、博尚さんの知人の病院が、大きな被害を受けました。再建のために、博尚さ
んが資金援助をしたこの病院は、佐藤やいさん（88ｐ）とも関係の深い東京女子医大病院です。

富山市桃井町に生まれる
一大決心をして上京する
東京日本橋にわが国初の広告代理店「博報
堂」をおこす
スポーツ雑誌の先駆けとなる「運動界」を
創刊する
『帝国少年議会議事録』を創刊する
『日本家庭百科事彙』（冨山房）の広告を扱う
関東大震災によって会社の建物がこわれる
富山市内の小学校に「瀬木文庫」を寄贈する
「明治新聞雑誌文庫」を設立し、東京大学に
寄贈する
亡くなる

41歳
43歳

47歳
56歳
70歳
71歳
73歳

86歳

３　仕事を起こそう

東京都・神
かん

田
だ

にあったころの博報堂（右）と、田町
た ま ち

にある現在の
博報堂（左）。現在、約3300人もの社員が働いています。

瀬
木
博
尚
さ
ん
の
ミ
ニ
年
表

「教育時論」に書籍広告を載せた回数

明治28年10月15日発行の雑誌「教育時論」に、博尚さんが手がけた広告が、
初めて載りました。グラフから、広告の数が順調

じゅんちょう

に伸
の

びず、博尚さんが苦戦
く せ ん

して
いたことが分かります。



そ
こ
で
、
博
尚
さ
ん
は
広
告
だ
け
で
な
く
、
出
版
物

し
ゅ
っ
ぱ
ん
ぶ
つ

も
手

が
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ス
ポ
ー
ツ
雑
誌
の
先
が
け
と

な
る「
運
動
界
」や
、『
帝
国

て
い
こ
く

少
年

し
ょ
う
ね
ん

議ぎ

会か
い

議
事

ぎ

じ

録ろ
く

』
を
発
行
す
る

な
ど
、
今
ま
で
な
か
っ
た
分
野
に
目
を
つ
け
、
出
版
物
に
対

す
る
人
々
の
関
心

か
ん
し
ん

を
高
め
て
い
っ
た
の
で
す
。

冨ふ

山
房

ざ
ん
ぼ
う

と
い
う
会
社
が
、
日
本
最
初
の
家
庭
百

か
て
い
ひ
ゃ
っ

科
事

か

じ

典て
ん

と

言
わ
れ
る
『
日
本
家
庭
百
科
事
彙

じ

い

』
を
発
行
し
た
と
き
の
こ

と
で
す
。
博
尚
さ
ん
は
、
そ
の『
日
本
家
庭
百
科
事
彙
』の
広

告
を
、
新
聞
や
雑
誌
に
載
せ
る
仕
事
を
頼
ま
れ
ま
し
た
。
し

か
し
、
当
時
、
事
典
は
学
者
が
使
う
も
の
で
、
一
般

い
っ
ぱ
ん

の
人
々

に
は
縁
遠

え
ん
ど
お

い
も
の
で
し
た
。

「
こ
の
事
典
が
売
れ
な
け
れ
ば
、
わ

が
社
も
大
き
な
被ひ

害が
い

を
受
け
て
し
ま

う
か
も
し
れ
な
い
」

実
際

じ
っ
さ
い

、
博
尚
さ
ん
に
は
、
広
告
主

の
会
社
が
倒
産

と
う
さ
ん

し
た
た
め
、
広
告
料

り
ょ
う

金き
ん

を
払は

ら

っ
て
も
ら
え
ず
、
大
き
な
赤

字
を
抱か

か

え
た
経
験

け
い
け
ん

が
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
、
博
尚
さ
ん
は
考
え
ま

し
た
。

こ
の
事
典
に
は
夢
が
あ
る
。
ペ
ー

ジ
を
め
く
る
だ
け
で
、
知
ら
な
い
世

界
と
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う

い
う
書
物
こ
そ
、
そ
の
良よ

さ
を
知
っ

て
も
ら
う
た
め
に
、
広
告
が
必
要
な

の
だ
！

博
尚
さ
ん
は
、
危き

険け
ん

を
承

し
ょ
う

知ち

で
、

日
本
の
出
版
文
化
の
た
め
に

こ
う
し
て
、
３
名
の
社
員
を
励は

げ

ま
し
な
が
ら
、
社
長
で
あ

る
博
尚
さ
ん
も
休
む
こ
と
な
く
働

は
た
ら

き
続
け
ま
し
た
。

や
が
て
、
博
尚
さ
ん
の
努ど

力
り
ょ
く

が
少
し
ず
つ
実
っ
て
、
広
告

を
頼た

の

む
お
客
が
増ふ

え
て
き
ま
し
た
。

「
博
報
堂
に
広
告
を
頼
む
と
い
い
ぞ
。
お
客
の
こ
と
を
考
え

て
く
れ
て
、
と
て
も
親
切
だ
」

そ
う
い
う
評
判

ひ
ょ
う
ば
ん

が
次
第
に
輪わ

の
よ
う
に
広
が
っ
て
い
っ
た

の
で
す
。
博
尚
さ
ん
は
、
販
売
部
数

は
ん
ば
い
ぶ
す
う

の
多
い
一
流
雑
誌
の
広

告
や
、
大
き
な
新
聞
社
の
広
告
も
取
り
扱

あ
つ
か

う
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

そ
の
う
ち
、
博
尚
さ
ん
は
、
世
の
中
の
人
が
「
新
し
い
こ

と
を
知
り
た
い
」「
い
ろ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
み
た
い
」と
い

う
気
持
ち
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
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博
尚
さ
ん
は
、
41
歳
か
ら
広
告
の
仕
事
を
始

め
ま
し
た
。
私
の
父
よ
り
も
４
歳
下
だ
け
ど
、

年
を
と
っ
て
も
新
し
い
こ
と
を
始
め
よ
う
と
す

る
気
持
ち
を
も
っ
て
い
て
す
ご
い
な
と
思
い
ま

し
た
。

（
平
井
槙
子
さ
ん
）

広
告
代
金
が
回
収

か
い
し
ゅ
う

で
き
な
く
て
、
会
社
の
経け

い

営え
い

が
危あ

ぶ

な
く
な
っ
た
こ
と
だ
っ
て
あ
る
の
に
、

売
れ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い『
日
本
家
庭
百
科

事
彙
』
の
広
告
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
よ
く
で

き
た
な
。
私
だ
っ
た
ら
前
の
こ
と
を
気
に
し
て
、

こ
の
仕
事
は
こ
と
わ
る
だ
ろ
う
な
。

（
田
中
は
る
佳
さ
ん
）

「
広
告
取
り
」
と
ば
か
に
さ
れ
て
も
、
夢
を
あ

き
ら
め
な
か
っ
た
の
が
す
ご
い
な
。
私
だ
っ
た

ら
、
悪
口
を
言
わ
れ
た
ら
、
そ
の
時
点
で
仕
事

を
や
め
る
と
思
い
ま
す
。

（
寺
越
　
愛
さ
ん
）

自
分
の
や
り
た
い
仕
事
を
探さ

が

す
た
め
に
、
富

山
か
ら
東
京
ま
で
十
数
日
間
歩
き
通
し
て
い
る

か
ら
、
す
ご
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

（
宮
崎
真
基
さ
ん
）

博
尚
さ
ん
は
、
も
う
す
で
に
亡な

く
な
っ
て
し

ま
っ
た
け
ど
、
世
の
中
に
博
尚
さ
ん
み
た
い
な

人
が
た
く
さ
ん
い
た
ら
い
い
な
。
だ
っ
て
、
だ

れ
も
気
が
つ
か
な
い
ア
イ
デ
ィ
ア
を
も
っ
て
、

社
会
に
役
立
と
う
と
が
ん
ば
っ
て
い
る
か
ら
で

す
。

（
畔
田
千
寛
さ
ん
）

子
ど
も
た
ち
の
感
想

図書文化祭：出版界に役立つことをしたいと考えた博尚さんは、東京市（現在の東京都）と共催で、日本初の図書文化祭を実
施しました。博尚さんは「すりきれるまで読まれたり、なくなったりした書物に対して、感謝しよう」とあいさつしました。

富
山
市
立
堀
川
小
学
校
４
年
生
の

お
友
達
の
感
想
で
す
。

「広告には工
く

夫
ふう

がいっぱい！」
富山市立堀川

ほりかわ

小学校4年生のお友達が、スーパーマーケットのチラシ
広告を参考にして、広告のアイディアについてまとめてくれました。

●他の店よりも安い目玉商品は、大きく書いてあるね。
（越野友裕さん）

●88円均一
きんいつ

と書くと、安い品物がたくさんあるように見えるね。
（成元椋祐さん）

●クーポン券
けん

がついていると、ただで景品
けいひん

がもらえると思って、
たくさんお客さんが来るね。 （片岡和也さん）

チ
ラ
シ
広
告
／
若
尾
さ
や
か
さ
ん



こ
の
仕
事
を
引

き
受
け
ま
し
た
。

人
々
の
心
の
奥お

く

に
は
、「
新
し
い

こ
と
を
知
る
の

は
楽
し
い
」
と

い
う
気
持
ち
が

あ
る
は
ず
だ
。

こ
の
事
典
を
知

れ
ば
、
き
っ
と

買
い
た
い
と
い

う
人
が
た
く
さ

ん
出
て
く
る
だ

ろ
う
―
―
。

そ
し
て
、
本

は
飛と

ぶ
よ
う
に
売
れ
ま
し
た
。
な
ん
と
７
万
部
も
売
れ
た
の

で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
博
尚
さ
ん
は
、
自
分
の
会
社
の
利り

益え
き

だ
け

で
な
く
、
日
本
の
出
版
文
化
の
た
め
に
な
る
仕
事
に
も
、
積せ

っ

極
的

き
ょ
く
て
き

に
取
り
組
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

関
東
大
震
災

か
ん
と
う
だ
い
し
ん
さ
い

で
多
く
の
書
物
が
焼
失

し
ょ
う
し
つ

し
て
し
ま
っ
た
と
き

も
、
出
版
物
を
保ほ

存ぞ
ん

す
る
た
め
に
、
多
額
の
お
金
を
寄
付
し
、

東
京
大
学
に
「
明め

い

治じ

新
聞
雑

し
ん
ぶ
ん
ざ
っ

誌し

文ぶ
ん

庫こ

」
を
設
立
し
ま
し
た
。

こ
の
「
明
治
新
聞
雑
誌
文
庫
」
に
は
、
明
治
・
大
正
時
代

の
人
々
の
く
ら
し
や
文
化
な
ど
を
研
究
す
る
資し

料
り
ょ
う

が
納お

さ

め
ら

れ
、
今
日
で
も
多
く
の
人
々
か
ら
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

広
告
と
い
う
、
新
し
い
分
野
を
切
り
ひ
ら
い
た
博
尚
さ
ん
。

博
尚
さ
ん
は
、
人
生
の
半な

か

ば
で
見
つ
け
た
夢
を
、
大
き
く

育
て
あ
げ
た
の
で
し
た
。
今
、
私
た
ち
の
ま
わ
り
に
あ
る
広

告
は
、
博
尚
さ
ん
が
追
い
求も

と

め
た
夢
の
証

あ
か
し

な
の
で
す
。

３　仕事を起こそう

瀬木博尚さんが
博報堂を創立した10年後、
ノートやバインダーなど、文房具
で有名なコクヨという会社が生まれました。
この会社を始めた人が、次のページで紹介する
黒田善太郎さんです。

瀬
木

せ

ぎ

博
尚

ひ
ろ
な
お

さ
ん
の
よ
う
に
、
新
し
い
仕
事
に
挑
戦

ち
ょ
う
せ
ん

し

た
先
輩

せ
ん
ぱ
い

に
、
川
原

か

わ

ら

田だ

政ま
さ

太た

郎ろ
う

さ
ん
が
い
ま
す
。

政
太
郎
さ
ん
は
、
留
学
先

り
ゅ
う
が
く
さ
き

の
ロ
ン
ド
ン
で
、
テ
レ
ビ

の
実
験
を
見
た
と
き
、
そ
の
仕
組
み
に
驚

お
ど
ろ

き
ま
し
た
。

「
お
お
、
画が

像ぞ
う

が
動
く
。
ま
る
で
紙か

み

芝し

居ば
い

を
見
て
い
る

よ
う
だ
。
私
に
も
作
れ
る
だ
ろ
う
か
」

政
太
郎
さ
ん
は
一
目
で
、「
遠
く
の
人
物
が
話
し
た
り

手
を
振ふ

っ
た
り
す
る
様
子
を
映う

つ

す
、魔ま

法ほ
う

の
よ
う
な
箱
」

に
夢む

中
ち
ゅ
う

に
な
っ
た
の
で
す
。

政
太
郎
さ
ん
は
、
帰
国
後
、
さ
っ
そ
く
テ
レ
ビ
作
り

に
没
頭

ぼ
っ
と
う

し
ま
し
た
。
当
時
、
日
本
で
は
ラ
ジ
オ
さ
え
も

珍め
ず
ら

し
い
時
代
で
、
テ
レ
ビ
は
、
普ふ

通つ
う

の
人
々
に
は
と
て

も
思
い
つ
か
な
い
も
の
で
し
た
。
周

し
ゅ
う

囲い

の
人
々
に
な
か

な
か
理り

解か
い

し
て
も
ら
え
ず
、
研
究

け
ん
き
ゅ
う

費ひ

が
集
ま
ら
な
か
っ

た
ほ
ど
で
す
。

１
９
３
０（
昭
和
５
）年
、
政
太
郎
さ
ん
の
テ
レ
ビ
の

研
究
は
、
つ
い
に
公
開
実
験
の
段
階

だ
ん
か
い

ま
で
に
た
ど
り
着

き
ま
し
た
。
朝
日
新
聞
社
の
講
堂

こ
う
ど
う

で
、
日
本
で
初
め
て

テ
レ
ビ
の
実
験
を
行
っ
た
の
で
す
。
翌
年

よ
く
ね
ん

に
は
、
世
界

初は
つ

の
野
外
実
況

じ
っ
き
ょ
う

中
継

ち
ゅ
う
け
い

も
実
現

じ
つ
げ
ん

し
ま
し
た
。

残
念

ざ
ん
ね
ん

な
が
ら
、
現
在

げ
ん
ざ
い

の
テ
レ
ビ
は
、
政
太
郎
さ
ん
の

考
え
た
仕
組
み
と
は
違ち

が

う
タ
イ
プ
の
も
の
で
す
が
、
政

太
郎
さ
ん
は
、
確た

し

か
に
「
魔
法
の
箱
」
を
自
分
の
手
で

作
り
出
し
た
の
で
す
。

日
本
で
初は

じ

め
て
、

テ
レ
ビ
の
公
開
実
験

じ
っ
け
ん

を

手
が
け
た
発
明
家

冨山房から発刊
はっ か ん

された『日本家
庭百科事彙』。

川
原

か

わ

ら

田だ

政ま
さ

太た

郎ろ
う


