
島津製作所 
中本会長に聞く
「京都で輝く“新・文化庁”」

「
科
学
技
術
で
社
会
に
貢
献
す
る
」

を
社
是
と
し
て

掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
ね

　創
業
者
の
島
津
源
蔵
は
も
と
も
と
仏
具

職
人
で
鋳
物
や
金
属
加
工
を
業
と
し
て
い

ま
し
た
。明
治
初
期
の
廃
仏
毀
釈
運
動
や

東
京
遷
都
に
よ
り
京
都
が
寂
れ
て
き
た

際
、産
業
の
近
代
化
へ
の
大
き
な
動
き
を

目
の
当
た
り
に
し
、こ
れ
か
ら
の
日
本
は

科
学
が
も
り
立
て
て
い
く
こ
と
に
な
る
と

考
え
、仏
具
製
造
で
培
っ
て
き
た
技
量
が

あ
れ
ば
、理
化
学
器
械
の
製
造
は
で
き
る

と
踏
ん
で
、一
大
決
心
を
し
て
創
業
し
た

と
思
わ
れ
ま
す
。

　「科
学
技
術
で
社
会
に
貢
献
す
る
」と
い

う
社
是
に
は
、そ
の
創
業
の
頃
か
ら
の
精

神
が
息
づ
い
て
い
ま
す
。「
科
学
技
術
立
国

を
目
指
し
、国
民
が
豊
か
な
生
活
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
貢
献
す
る
」、即

ち
、人
そ
し
て
社
会
の
役
に
立
つ
も
の
を

作
り
上
げ
る
こ
と
が
当
社
の
も
の
づ
く
り

の
源
流
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

拡
大
で
、新
た
な
ウ
イ
ル
ス
検
出
の
必
要

性
が
生
じ
た
際
に
も
、こ
れ
ま
で
培
っ
て

き
た
技
術
を
応
用
し
、い
ち
早
く
検
出
試

薬
や
検
査
装
置
を
開
発
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。そ
の
時
代
、時
代
の
社
会
の
要
請

に
し
っ
か
り
応
え
ら
れ
る
よ
う
、技
術
力

を
高
め
る
努
力
を
続
け
て
い
き
ま
す
。

京
都
企
業
と
し
て
、京
都
の
風
土
や

文
化
の
厚
み
か
ら
影
響
を
受
け
て

い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か

　京
都
の
伝
統
産
業
に
は
一
芸
を
磨
き
上

げ
る
、道
を
究
め
る
と
い
っ
た
職
人
気
質

的
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。こ
う
し
た
伝

統
産
業
を
ベ
ー
ス
に
新
し
い
も
の
を
貪
欲

に
取
り
入
れ
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
風
土
が
あ

る
の
が
、京
都
の
強
み
で
す
。ニ
ッ
チ
な
市

場
で
あ
っ
て
も
、そ
の
分
野
で
絶
対
一
番

に
な
ろ
う
と
い
う
伝
統
産
業
の
歴
史
と
新

し
い
時
代
に
出
て
く
る
技
術
の
流
れ
を
う

ま
く
取
り
込
む
風
土
が
、京
都
に
ユ
ニ
ー

ク
な
企
業
が
育
っ
て
き
た
土
壌
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

　ま
た
、京
都
に
は
狭
い
地
域
に
多
く
の

大
学
や
研
究
機
関
、企
業
が
あ
り
、こ
う

し
た
土
地
の
距
離
感
が
、産
学
連
携
や
コ

ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
な
が
る
こ
と
で
、

自
由
な
研
究
風
土
が
独
創
的
な
研
究
成

果
を
生
み
出
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。た

だ
、最
近
は
以
前
の
よ
う
な
ベ
ン
チ
ャ
ー

企
業
が
京
都
か
ら
出
て
来
て
お
ら
ず
、更

な
る
育
成
が
望
ま
れ
る
状
況
に
な
っ
て
い

る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　我
が
国
十
大
発
明
家
の
一
人
に
選
ば
れ

た
二
代
目
源
蔵
も
、ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞
を

受
賞
し
た
田
中
耕
一（
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
・

リ
サ
ー
チ 

フ
ェ
ロ
ー
）も
、好
奇
心
が
強
く
、

優
れ
た
観
察
眼
が
あ
り
、成
果
が
出
る
ま

で
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
諦
め
な
い
と
い

う
共
通
点
が
あ
り
ま
す
が
、こ
う
し
た
似

通
っ
た
二
人
が
出
て
き
た
の
も
京
都
に
根

づ
く
風
土
の
ゆ
え
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

新
・
文
化
庁
へ
期
待
す
る
こ
と
を

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

　私
は
、「
京
都
の
21
世
紀
を
担
う
も
の

づ
く
り
集
団
」を
標
榜
し
て
い
る
京
都
工

業
会
の
会
長
も
し
て
お
り
、京
都
か
ら
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
そ
う
と
い
う
目
標

を
掲
げ
、人
材
育
成
に
力
を
入
れ
て
い
ま

す
。専
門
的
な
こ
と
ば
か
り
に
強
い
人
が

集
ま
っ
て
も
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
生
ま
れ

ず
、い
い
モ
ノ
づ
く
り
に
も
つ
な
が
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。

　多
様
な
人
達
が
集
う
組
織
と
か
社
会
か

ら
こ
そ
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
、価
値
あ
る
も
の

が
生
ま
れ
て
く
る
と
考
え
て
い
ま
す
。京

都
に
文
化
庁
が
移
転
す
る
こ
と
で
、文
化

を
通
じ
て
様
々
な
分
野
に
知
識
や
関
心
が

あ
る
人
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
、多
様

性
に
富
ん
だ
創
造
的
で
活
力
あ
る
社
会
が

で
き
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
で
す
ね
。

新・文化庁に
エール

　東京遷都が行われた明治初年、衰退の危機に見舞われた京都では、産業の近代化と教育の充実によって復興

を目指そうと、木屋町二条周辺に勧業場や舎密局などが開設され、強力な産業近代化政策が展開されました。

明治8年(1875)、この地において創業した島津製作所は、日本の近代科学技術の発展に大きく貢献し、京都発

ベンチャー企業として、今では幅広い分野でグローバルに事業を展開しています。今回は、同社の創業記念資料

館において、中本晃会長から創業者の精神が息づいた取り組みや、2022年度中に京都に移転する新・文化庁へ

の期待などを文化庁 地域文化創生本部の安井順一郎事務局長がお伺いしました。

ようこそ！わが社のミュージアムへ
　創業以来製造してきた理化学器械やＸ線装置をはじめ、事業活動に関連す
る文献・資料などを展示しています。島津製作所の歩みとともに、日本の近代
科学技術の発展をご覧ください。建物は創業期の島津源蔵の住居兼本店の
面影を存分に残しており、国の登録有形文化財に指定されています。

中京区木屋町二条南　TEL：075-255-0980
https://www.shimadzu.co.jp/visionary/memorial-hall/

島津製作所 創業記念資料館

文化庁 地域文化創生本部　安井事務局長

島津製作所   中本会長

地域文化創生本部だより Vol.11

大人300円現在、臨時休館や事前予約制による開館など、通常の休館日・
開館時間とは異なりますので、HP等でご確認ください。
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