
ファッションビジネスの変遷(基礎資料）
政治・経済・国際環境などの外的要因と

社会・生活・消費および生産・流通・ファッションリンケージ産業などの変遷

自身の体験をもとに、未完の段階で敢えて公開しました。
この基礎資料をもとにして、

より多くの方の情報も組み入れて、継続的に加筆・添削を行っていこうと考えています。
この基礎資料に関心がおありの方の連絡をお待ちしています。

(問合せ画面から）

１.ファッションビジネス変遷における外的要因による変遷

⑴消費の変遷（第四の消費）
⑵政治・経済・国際環境・為替の環境の変遷
⑶社会・風俗の変遷
⑷産業構造の変遷（産業革命区分）
⑸日本のインターネット歴史
⑹マーケティング・マネジメント論の変遷

2.ファッションビジネスにおける内部環境・業態の変遷

⑺アパレル・専門店の変遷・量販店・スーパーストア―の変遷
⑻百貨店の変遷
⑼専門店の変遷
⑽GMSの変遷
⑾紡績・原糸メーカーの変遷テキスタイル
⑿商社・問屋の変遷
⒀世界のメガブランド・SPA 日本のセレクト＆SPA
⒁商業施設の変遷（ファッションメガモール・アウトレット）
⒂無店舗販売チャネル変遷
⒃ファッションビジネス機関の変遷
⒄リンケージ業界

ファッション教育機関・業界紙誌・ファッションン誌
ロジスティックス

⒅展示会イベント (国内・海外）の変遷
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《時代区分》 (1912～1941） （1945～1974） （1975～2004） （2005～2020～2034）

消費の時代区分 第一の消費の時代 第二の消費の時代」 第三の消費の時代 第４の消費の時代

社会背景
◇日露戦争～日中戦争まで
◇東京、大阪などの大都市中心
に中流の誕生

◇戦後、復興、高度経済成長期～オイル
ショックまで
◇大量消費、大量生産
◇全国的な一億総中流化

◇オイルショックから低成長、バブル、金融破
綻、小泉改革まで
◇格差の拡大(勝ち組・負け組）
◇メガサプライチェーンによる価格破壊
◇デフレスパイラル

◇リーマンショック
◇二つの大震災（阪神・東日本）
◇不況の長期化、雇用の不安定などによ
る所得の減少
◇人口減少による消費の縮小
◇アベノミクス？
◇2020東京オリ・パラ

人口 人口増加 人口増加 人口増加 人口減少

出生率 5% 5％⇒2％ 2％⇒1.3～1.4％ 1.3％～1.4％
高齢化率 5% 5％⇒6％ 6％⇒20％ 20％⇒30％

国民の価値観
Ｎａｔｉｏｎａｌ

消費は私有主義だが全体として
国家主義

Ｆａｍｉｌｙ
消費は私有主義だが家、会社重視

Ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ
消費は雌雄主義かつ個人主義

Ｓｏｃｉａｌ
消費はシェア志向、社会重視

消費の志向 洋風化 大都市志向

◇大量消費
◇大きいことはいいことだ
◇大都市志向
◇アメリカ志向

◇個性化・多様化・差別化
◇ブランド志向
◇大都市志向
◇ヨーロッパ志向

◇ノンブランド志向
◇シンプル志向
◇カジュアル志向
◇日本志向
◇地方志向

消費のテーマ 文化的モダン

◇マイホーム
◇マイカー
◇三種の神器
◇新三種の神器3C
（Color TV・Car・Cooler）

◇量から質へ
◇一家に数台のマイカー
◇一人一台
◇一人数台

◇つながり
◇数人一台
◇カーシェアー
◇シェアハウス

消費の担い手 山の手中流
モボ・モガ

核家族
専業主婦

単身者 パラアイトシングル 前世代のシングル化した個人

⑴消費の構造的変遷（第四の消費） （引用・参考：三浦展氏 ・第四の消費朝日新聞出版 Ｐ33）
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(1912～1941） （1945～1974） （1975～2004） （2005～2019・2020） 2021～？

大正～昭和戦前 終戦・戦後復興～高度成長 昭和～平成 平成,～ 新年号

政
治

◆終戦（‘45）
◆財閥の解体や独占禁止法
◆日本国憲法（‘46）
◆ハイパー・インフレ（’49）
◆ドッジライン（‘49）
◆朝鮮戦争（‘50）
◆日米安保条約改正（’60）
◆沖縄返還（‘72）
◆スミソニアン協定ドル360⇒308円・
固定相場

小泉改革

経
済

◆日露戦争～日中戦争
◆東京、大阪などの大都市中
心に中流の誕生

◆戦後統制経済解除（‘50）
◆朝鮮戦争（’50）特需
◆高度成長始まり（54～‘57））

（神武景気・岩戸景気）
◆ＧＡＴＴ・１２条国（‘55）
◆固定相場制から変動相場制（’73）

◇オイルショック（から低成長、バブル、
◇格差の拡大(勝ち組・負け組）
◇プラザ合意（‘85） ◇メ
ガサプライチェーンによる価格破壊
◇デフレスパイラル
◇大手銀行・証券会社破綻（’97）
◇バブル崩壊（’98）
◇ゼロ金利政策（‘99）
◇貸し渋り・貸し剥がし（’01～02）
◇りそな銀行

◇リーマンショック（‘08）
◇二つの大震災（阪神・東日本）
◇不況の長期化、雇用の不安定などによる所得
の減少
◇人口減少による消費の縮小
◇アベノミクス？
◇2020東京オリ・パラ

国
際
環
境

◆中東戦争（‘73）

◇天安門事件・ベルリンの壁・東西ドイツ
統一・東欧革命（’89～‘90）・
◇アジア通貨危機（‘98）
◇ユーロ誕生（’99）
◇アメリカ同時多発テロ（’01）

◇ギリシャ危機（‘10）
◇トランプ米大統領就任（’17）アメリカFirst）
◇アメリカファースト（‘アメリカファースト）

為
替
の
変
動

第一次世界大戦下の金本位
制離脱⇒金解禁金本位制離
脱⇒管理通貨制度へ

戦後の固定制（360・＄）⇒スミソニ
アン体制(’71）308円
変動相場制に移行（‘73）260円

◇オイルショック（‘73）300円
◇中東不安オイルショック（’80）250円
～200円
◇プラザ合意（‘85）120円
◇バブル円高（’94）80円割れ◇

◇円高時代の再来（‘0７）80円台
◇最高値（’11）戦後最高値75.32円
◇アベノミクス（’13）円安誘導100円台～110円
台

⑵政治・経済・国際環境・為替の変遷
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%AC%E5%8D%A0%E7%A6%81%E6%AD%A2%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%9F%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%83%B3%E5%8D%94%E5%AE%9A


⑶社会環境の変遷

1912～1941 1945～1974 1975～2004 2005～2020 2021～？

社
会
環
境

◆終戦（‘45）
◆女性の参政権・社会参加（‘45・46）
◆皇太子ご成婚（’58～’59）ミッチーブーム
◆オリンピック（’64）
◆東海道新幹線開通（’64）
◆ビートルズ来日公演（’66）
◆ツイギー（’67）～来日(ミニブーム）
◆安保闘争・全共闘・学園闘争（‘60～’72）
◆人口1億人突破（’66）
◆札幌オリンピック（’72）

◆1億総中流（’77）
◆ソニーウォークマン発売（’79）
◆昭和天皇崩御（’8９）平成
◆Ｊリーグ発足（’93）
◆阪神淡路大震災（’95）
◆オウム真理教・地下鉄サリン事件（’95）
◆アトランタオリンピック（‘96）
◆アムラーファッション（’96）
◆長野冬季オリンピック（‘98）
◆シドニーオリンピック（’00）
◆アメリカ同時多発テロ（‘01）
◆東京ディズニーランド（’01）
◆郵政民営化（’03）◇成田空港開港（’78）
◆成田空港開港（’78）

◆年金問題（’06）
◆原油高始まる（’06）
◆北京オリンピック（‘08）
◆東日本大震災・原発事故（’11）
◆リーマンショック（
◆LCC就航（‘12）
◆2020東京オリンピック招致決定
◆大都市中心に大型再開発
◆東京一極集中（ストロー現象）
◆地方創生
◆日本年金機構（‘10）
◆インバウンド

◆サスティナビリティ
◆ダイバシティ
◆循環型社会
◆少子高齢化社会
◆限界部落～限界都市
◆買物難民
◆コンパクトシティ
◆IT難民
◆IT依存症
◆IT格差社会
◆デジタルディスラプション
◆労働不足
◆定年延長
◆働き方改革
◆ポストオリンピック
◆ポストアベノミクス
◆地球温暖化
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《時代区分》 1912～1941 １945～1974 １975～2004 2005～2020～ 2021～？

動力源
エネルギー源
生産設備・技術

第一次産業革命（機械化･工業化
18世紀中(1764～ ）

第二次産業革命（大量生産化・）
20世紀初～（1900～）

第二次産業革命（機械化・20世紀
初頭1900）⇒第三次産業革命へ

（コンピュータ・1970年代～）
第三次産業革命（1970年～

①第三次産業革命⇒第四次産業革命
2010年代～（2010～・自動化＋自立化）

動力源
エネルギー源
生産設備・技術

蒸気機関(石炭）
内燃機関(石炭＋石油）
外燃機関・モーター(電力）

電力(火力＋原子力＋再生可能資源）

生産機能 機械生産
コンピューターによる自動化

ＩＴ化

コンピューターによる自動化
SNS・AI化による自律制御

IOT産業革命と連携による工場・機器・人間の
自立連携

生産体制 標準化・規格化 標準化・規格化
標準化・規格化と

個別仕様

生産方式 大量生産 大量生産
大量生産
多品種化

産業 軽工業 重化学工業
情報産業・輸送・物流産業・商業・

サービス産業
IoT産業

輸送・移動手段

水力・馬力
蒸気機関

鉄道

化学産業
科学的管理

コンピューター
インターネット

Iot/ビックデーター
人口頭脳/クラウド
Smart生産システム

インダストリー4.0（ドイツ）＝Smart生産システ
ム（サイバーフィジカルシステム）

⑷産業の構造的変遷（産業革命区分）
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1912～1941 （1945～1974） （1975～2004） （2005～2020） 2021～？

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
歴
史

◆インターネットの始まり（‘84）
◆インターネットサービスプロバイダ（ISP）がサービスを開始（’92）
◆日本で初めてのダイヤルアップIP接続サービスが開始（‘92）
◆無線ランシステム開始(’93）
◆Yahoo Japanポータルサイト開設（‘96）
◆ADSLが登場・「2ちゃんねる」開設・携帯電話のインターネット接続サービ
スが開始（‘99）
◆Google日本語サービス開始◆ジャパンネット銀行
◆IT基本法成立◆Amazon.co.jpがサービスを開始（’00）
◆NTT/ソフトバンクADSL事業開始（‘01）
◆家庭向けの光回線が登場◆家庭向けの光回線が登場（‘03）
◆SNS日本展開 「mixi・Amebaブログ・GREE」がサービス開始（’04）
◆動画共有サイト「YouTube」がサービスを開始

◆動画共有サイト「YouTube」がサービスを開始（‘05）
◆iPhone発売開始（‘08）
◆「Facebook」（’08）
◆「Twitter」がサービスを開始（’08）
◆「LINE」、「パズル&ドラゴンズ」サービスを開始（‘12）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
人
口

◆3.3％（‘96）⇒8.2％（‘98）⇒13.4％（‘98）⇒21.4％（’99）⇒37.1％（‘00）
◆64.3％（‘03）⇒70.8（’05）⇒72.6％（’06）⇒82.8％
（’11）

⑸日本におけるインターネット歴史
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⑹ファッションビジネス・マーケティング・マネジメント論の変遷
《年代区分》 1912～1941 1945～1974 1975～2004 2005～2020 2021～？

フィリップ・コトラー
（1931～

◆マーケティング1.0 （’50～‘60）
◆4P （6P・7P）
◆マーケティング マネジメント（‘71）
◆STPマーケティング理論

◆マーケティング2.0（’70～‘90）
◆マーケティング3.0（’90～00代）

◆マーケティング4.0
（‘10）

マイケル・ポーター
（１９４７～ ）

◆競争の戦略（‘80）
◆競争優位の戦略」（’8５）
（ファイブフォース分析・バリューチェーン）

アブラハム・マズロー
（1908-1970）

◆マズローの欲求五段階説

（Motivation and Personality）

ヨーゼフ シュペーター
（1883～1950）

◆経済発展の理論（1912・イノベーション理論）

ロバート・ラウターボーン
（

◆４C
（ConsumerCostConvenienceCommunication）’93

ノースウェスタン大学
ドン・E・シュルツ

◆IMC理論（Integrated Marketing Communications
（統合型マーケティング・コミュニケーション）

Peter Drucker
（19 ～2005）

◆現代経営（‘54）Managing for Results
◆Economic Tasking Decision Harper &Row (64)

（邦訳・「創造する経営者」
◆会社という概念）（’66）
◆マネジメント（‘73）

◆イノベーションと企業家精神（’85）
◆マネジメント・フロンティア』（’86）
◆『非営利組織の経営』（’90)
◆未来企業（92）未来への決断』（95）
◆明日を支配するもの』（’99）

◆ネクスト・ソサエティ』
（’02)

◇渥美俊一

◇船井幸雄

◇小島健介

◆ペガサスクラブ（’62）
◆日本リテイリングセンタ（’63）
◆チェーンストア経営コンサルティング機関
・(渥美俊一）
◆地域一番店戦略（’70）
◆日本マーケティングセンター（‘70）（船井総研）

◆小島ファッションマーケティング（’81)(小島健介）
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⑺日本のアパレル(レディース）企業の変遷 (朱字は事業閉鎖・民事再生・M&A等の事象）

１９１２～１９４１ 1945～1974 1975～2004 2005～２０20 2021～？

ア
パ
レ
ル
企
業

◇樫山
◇佐々木営業部
（レナウン）
◇小泉
◇

◇三陽商会
◇東京ブラウス（’46）
◇東京スタイル（’49）
◇イトキン（’50）
◇ラピーヌ（’50）
◇レナウン（’50）
◇ライカ（’57）
◇ワールド（’59）
◇ハナエモリ（’54）
（メンズ）
◇ヴァンジャケット（’54）
◇Jun（’58）
◇JAVA('64)
◇ジオン商事（’68）
◇イッセイミヤケ（’70）
◇ケンゾー（’69）
◇ワイズ（’72）
◇アトリエドール（’71）
◇BIGI
◇ニコル
◇ビバユー
◇ピンクハウス
◇シマダジュンコ
◇ヨシダヒロミ

【創世期時代の企業】
光商会・エンパイヤ―・
モードオリオン・
オールスタイル・
赤川英・三紫・一樹・
ローマ岩島

【TD6】
金子功、菊池武夫、コシノ・ジュンコ、花井幸子
松田光弘、山本寛斎

◇コムディギャルソン（’75）
◇イタリヤード（’76）
◇ファイブフォックス（’76）
◇ヒロココシノ（’77）
◇ハブアナイストリップ（’77）
◇セラビ（’80）
◇アバン（’80）
◇イズム（’81）
◇ウンディッチ・ノーベ（’84）
◇スペッチオ（’）
◇センソユニコ（’85）
◇ビスケー（’85）
◇サンエーインターナショナル（’87）
◇エプタモーダ（’88）
◇オッジインター（‘89）
◇セモア（’89）
◇エフ・エル・エス（’）
◇タヤマアツロウ（’8２）
◇トゥグループ（’90）
◇バリュープランニング（’94）
◇ヴァンジャケット
◇花咲倒産（’78）
◇ツバメコート

◆イタリヤード自己破産’02）
◆東京ブラウス民事再生（トライアイズ
（’03）
◆オッジインター民事再生（‘03）
◆ライカ民事再生（伊藤忠）’04）
◆コロネット民事再生（伊藤忠’04）
◆レナウン存続会社（’06）
◆レナウン伊藤忠（’09）
◆東京ブラウス（トライズ）事業停止（’10）
◆ライカ事業停止（’11）
◆コロネット事業停止
◆レナウン（伊藤忠）分割中国山東如意集
団へ売却（’11）
◆ＴＳＩホールディング（’11東京スタイル・
サンエーインター）
◆アバン⇒レリアン
◆イトキン民事再生
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⑻百貨店の変遷 (朱字は事業閉鎖・民事再生・M&A等の事象）
1912～1941 1945～～1974 1975～2004 2005～2020 2021～？

百
貨
店

【呉服系百貨店】
◇大丸（1717・大文字屋創業・1726・大丸心斎橋）
◇三越（1904・呉服）
◇松坂屋
◇高島屋
◇そごう
◇丸物
◇藤井大丸
【電鉄系百貨店】
◇阪急（1929）
◇近鉄（大鉄）
◇白木屋（東横百貨店） （註）創業は戦前
【地方百貨店】
◇姫路・ヤマトヤシキ
◇姫路山陽百貨店
◇岡山天満屋 ◇広島福屋
◇玉屋（小倉・長崎・福岡）
◇井筒屋（博多・小倉）
◇熊本・鶴屋
◇福岡・岩田屋
◇鹿児島・ヤマガタヤ
◇大分トキワ
◇宮崎・橘百貨店
◇沖縄リュウボウ
◇金沢・富山大和百貨店
◇名古屋丸栄
◇名古屋・オリエンタル中村(三越）
◇津・松菱百貨店
◇仙台・藤崎百貨店
◇盛岡・川徳百貨店
◇中三百貨店
◇高崎スズラン

◇西武百貨店
◇東横百貨店（白木屋）
◇東急百貨店（’67東横社名変更）
◇名鉄百貨店

【百貨店再編】
◆そごう民事再生（‘00）
◆(株そごう西武’03⇒ミレミアムグループ（’06）⇒
セブンアンドアイグループ）
◆三越・伊勢丹合併（’08）
◆Ｊフロントリテーリング（’07大丸＋松坂屋）
◆Ｈ２Ｏ（阪急＋阪神’07）
◆西友ストアー（ウォルマート提携）
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⑼専門店の変遷

1912～1941 1945～1974 1975～2004 2005～2010 2021～？

専
門
店

（ナ
シ
ョ
ナ
ル
チ
ェ
ー
ン
化
）

◇鈴屋（’51）
◇銀座セキネ（’54）
◇花菱（’56）
◇レリアン（’68）
◇鈴丹
◇銀座マギー

専
門
店
（個
店
）（リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
チ
ェ
ー
ン
））

◇長崎田中屋（1877）
◇久留米アンネ（188８）

◇紅屋（’47）
◇セリザワ（’50）
◇神戸ベニヤ（ ）
◇サキヤ商店（’52）
◇広島モスリン堂（ ）
◇福岡フカヤ
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⑽GMSの変遷 (朱字は事業閉鎖・民事再生・M&A等の事象）

1912～1941 1945～1974 1975～2004 2005～2020 2021～？

量
販
店

（ナ
シ
ョ
ナ
ル
チ
ェ
ー
ン
）

◇イズミヤ（’52）
◇主婦の店’49）⇒ ダイエー（’57） ◇
◇イトーヨーカドー（’58）
◇ニチイ（’63）（セルフハトや・赤ノレン）
◇西友ストアー（’63）
◇長崎屋（’67）
◇ジャズコ（’69）〔岡田屋・二木百貨店・シロ〕

◇イオン・ジャスコ（’01） ◇ニチイ(マイカル）破綻（’01）
◇長崎屋会社更生法（’00）

量
販
店

（リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
）

◇ヤオハン（‘69）
◇イズミ・広島（’46）
◇フジ広島・四国（’48）
◇平和堂（‘57）

◇ヤオハン会社更生法（‘02）
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⑾紡績・原糸メーカー・テキスタイルの変遷 朱字は事業閉鎖・民事再生・M&A等の事象）

1912～1941 1945～1974 1975～2004～ 2005～2020 20021～？

紡
績
・原
糸
メ
ー
カ
ー

テ
キ
ス
タ
イ
ル

◇東洋紡績 （1882・大阪紡績）
呉羽紡績（’29）⇒東洋紡と合併（’66）

◇尼崎紡績(1889)⇒日本レーヨン（’26）⇒
ユニチカ（’69・ニチボウ合併）

◇日清紡(‘07)
◇大日本紡績・ニチボウ（‘34）
◇大和紡績 （‘41）
◇東亜紡績
◇帝国人造絹糸（’18）⇒帝人（’62）
◇東洋レーヨン
◇倉敷レーヨン

【日本紡績協会、日本羊毛協会、日本化学繊維協会】
◇東レ（米デュポンとナイロン技術援助契約）
◇クラレ（ビニロン開発）
◇帝人、東レ、ポリエステル技術導入

◆カネボウ解散・民事再生機構
（’07）
◆金融支援要請（’14）
◆帝人事業再編・持株会社化
（‘06）⇒グループ事業再編
（’12）

産
元
・機
屋

米沢・十日町・見附亀田・栃尾・桐生・加賀・
石川・小松・富士吉田・天龍社・遠州・三河・
知多・西尾・愛知・岐阜・尾州・湖東・長浜・
高島・京都友禅西陣・丹後・西脇・泉州
阪南・福山備後・岡山備中・岡山備前・今
治・筑後久留米（地産地消から地産地商
へ）

ニ
ッ
ト
産
地

山形・福島・諏訪・足利・太田・新潟五泉
富山・福井
東京・富士吉田・愛知・和歌山
大阪（泉州・北河内）

染
色
加
工
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⑿商社・問屋の変遷 (朱字は事業閉鎖・民事再生・M&A等の事象）

1912～1941 1945～1974 1975～2004～ 2005～2020 20021～？
テ
キ
ス
タ
イ
ル
問
屋

総
合
商
社
・
専
門
商
社

伊藤忠・丸紅・日本綿花・鈴木商店・岩井
商店・日綿実業・安宅産業・八木通商・八
木商店・兼松・江商・小泉・市田・江綿・

伊藤忠、安宅産業吸収（’77） 商社再編 双日（ニチ
メン・日商岩井） 丸紅再
建 兼松

テ
キ
ス
タ
イ
ル
イ
ン
ポ
ー
タ
ー

◇三喜商事（’48）◇三崎商事（’63）
サン・フレール’66）

◇コロネット（’）
◇サンモトヤマ（’）

糸
商
・地
場
問
屋
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⒀世界のメガブランド・SPA 日本のセレクト＆SPA (朱字は事業閉鎖・民事再生・M&A等の事象）

1972～1941 1945～1974 1975～2004 2005～2020 2021～？
世
界
Ｓ
Ｐ
Ａ

メ
ガ
ブ
ラ
ン
ド

◇Ｃ＆（’41）ベルギー ◇Ｈ＆Ｍ（’47）スエーデン
◇ＴｏｐＳｈｏｐ（’64）イギリス
◇Ｇａｐ（’64）アメリカ
◇ＺＡＲＡ・Ｉｎｄｉｔｅｘ（’75）スペイン
◇Urban Outfitters（’70）アメリカ

◇FOREVER 21（’84） アメリカ
◇Lucky BrandJeans（’90）
◇Abercrombie&Fitch（’92）アメリカ
◇Bershka・Inditex S.A.（’98）スペイン/ZARA

《年代
区分》

1972～1941 1945～1974 1975～2004 2005～2019 2020～？

Ｓ
Ｐ
Ａ(

小
売
系
）

◇小郡商事（’49）
◇しまむら（’53）

◇コックス（’73）
◇しまむら・SPA化（’75）
◇小郡商事⇒ユニクロ（’84）
◇無印良品（‘89）
◇クロスカンパニー（’95）

セ
レ
ク
ト
＆
Ｓ
Ｐ
Ａ

◇福田屋洋品店（’53）⇒
◇デリカ（’57） ⇒
◇PAL(‘73)⇒
◇三晋⇒アーバンリサーチ

◇ＦＩＴ／ザファースト（’85）
◇セシルマクビー・デリカイマジネーション（’86）
◇リステア（’87）・ルシェルブルー
◇PALセレクト＆SPA化(‘90)
◇ポイント（’93）
◇アーバンリサーチ（’97）
◇バロックジャパン（’03）

ア
パ
レ
ル
系S

P
A

◇ファイブフォックス・コムサイズム（’93）
◇ワールド・ＯＺＯＣ（’93）
◇サンエーインターナショナル
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⒁商業施設の変遷（ファッションメガモール・アウトレット）
1912～1941 1945～1974 1975～2004 2005～2020 2021～？

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ビ
ル
・
メ
ガ
モ
ー
ル

◇池袋ステーションビル株式会社を設立（‘53）
パルコに商号変更（’70）⇒池袋パルコ（‘69）
⇒渋谷パルコ（’73）

◇札幌パルコ（‘75）⇒千葉・津田沼・吉祥寺・新所沢・松
本・熊本・調布・名古屋・広島・静岡・浦和・仙台・大津
◇ラフォーレ原宿（’78）
◇シブヤ109（’79）
◇京都Ｂａｌ（’79）
◇ビブレ（‘82）
◇シブヤ
◇109改装（’89）
◇舟橋ララポート（‘91）

◇グランフロント大阪（‘13）
◇あべのQsモール（‘13）
◇あべのハルカス（’14）
◇梅田ルクア（‘11）

◇ビブレ（‘06破綻・再編⇒イオングループ）

ア
ウ
ト
レ
ッ
ト

モ
ー
ル

◇三井アウトレットパーク大阪鶴見（’95）
◇軽井沢・プリンスショッピングプラザ（’95）
◇三井アウトレットパーク横浜ベイサイド（’98）
◇マーレ（ATCタウンアウトレット）
◇太平洋トレードセンター（’99）
◇岸和田カンカンベイサイドモール（’99）
◇三井アウトレットパークマリンピア神戸（’99）
◇グランベリーモール・東急電鉄（’00）

◇神戸三田プレミアム・アウトレット（’07）
◇三井アウトレットパーク入間（’07）
那須ガーデンアウトレット・西武プロパティー
（’08）
◇パーク仙台港（’08）
◇ヴィーナスフォート アウトレット・森ビル
（’09）
◇あみプレミアム・アウトレット・三菱地所
（’09）
◇仙台泉プレミアム・アウトレット・三菱地所
（’09）
◇三井アウトレットパーク札幌北広島（’10）
◇三井アウトレットパーク滋賀竜王（’10）
◇レイクタウンアウトレット・イオン（’11）
◇三井アウトレットパーク倉敷（’11）
◇三井アウトレットパーク木更津（’12）
◇酒々井プレミアム・アウトレット・三菱地所
（’13）
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⒁商業施設の変遷（ファッションメガモール・アウトレット）
1912～1941 1945～1974 1975～2004 2005～2020 2021～？

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ビ
ル
・
メ
ガ
モ
ー
ル

◇池袋ステーションビル株式会社を設立（‘53）
パルコに商号変更（’70）⇒池袋パルコ（‘69）
⇒渋谷パルコ（’73）

◇札幌パルコ（‘75）⇒千葉・津田沼・吉祥寺・新所沢・松
本・熊本・調布・名古屋・広島・静岡・浦和・仙台・大津
◇ラフォーレ原宿（’78）
◇シブヤ109（’79）
◇京都Ｂａｌ（’79）
◇ビブレ（‘82）
◇シブヤ
◇109改装（’89）
◇舟橋ララポート（‘91）

◇グランフロント大阪（‘13）
◇あべのQsモール（‘13）
◇あべのハルカス（’14）
◇梅田ルクア（‘11）

◇ビブレ（‘06破綻・再編⇒イオングループ）

ア
ウ
ト
レ
ッ
ト

モ
ー
ル

◇三井アウトレットパーク大阪鶴見（’95）
◇軽井沢・プリンスショッピングプラザ（’95）
◇三井アウトレットパーク横浜ベイサイド（’98）
◇マーレ（ATCタウンアウトレット）
◇太平洋トレードセンター（’99）
◇岸和田カンカンベイサイドモール（’99）
◇三井アウトレットパークマリンピア神戸（’99）
◇グランベリーモール・東急電鉄（’00）

◇神戸三田プレミアム・アウトレット（’07）
◇三井アウトレットパーク入間（’07）
那須ガーデンアウトレット・西武プロパティー
（’08）
◇パーク仙台港（’08）
◇ヴィーナスフォート アウトレット・森ビル
（’09）
◇あみプレミアム・アウトレット・三菱地所
（’09）
◇仙台泉プレミアム・アウトレット・三菱地所
（’09）
◇三井アウトレットパーク札幌北広島（’10）
◇三井アウトレットパーク滋賀竜王（’10）
◇レイクタウンアウトレット・イオン（’11）
◇三井アウトレットパーク倉敷（’11）
◇三井アウトレットパーク木更津（’12）
◇酒々井プレミアム・アウトレット・三菱地所
（’13）
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⒂無店舗販売チャネル変遷 (朱字は事業閉鎖・民事再生・M&A等の事象）

1972～1941 1945～1974 1975～2004 2005～2020 2021～2034

通
信
販
売

◇千趣会（’55）・頒布会
◇フェリシモ・ハイセンス’65）
◇ベルーナ（’68）
◇ニッセン（’70）
◇ディノス（’71）
◇セシール（’72）

◆「訪問販売等に関する法律（現：特定商取引に関する法律）
（’76）
◆ＪＡＤＭＡ協会（’83）
◇OTTO（’86）住友商事合弁 ◇ベルーナ（’86）
◇シムリー（’87） ◇LL・Beanジャパン（’90）
◇エディーバウアージャパン（’93） ◇ランズエンド（’93）

◇ニッセン（’07）セブン＆アイホールディング）
◇フェリシモ分割設立（’02）

Ｔ
Ｖ
シ
ョ
ッ
プ

◇QVCジャパン（’01）・三井物産合弁
◇ジュピターショップチャネル（’01）
住友商事合弁

Ｅ
コ
マ
ー
ス

（ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
）

◇楽天（’97）
◇Ｙａｈｏｏ（’96）
◇ＺＯＺＯタウン（’98）

◇Amazon（’00）

ア
パ
レ
ル
系

E

コ
マ
ー
ス

◇夢展望（’98）＊夢展望（’16）⇒ライザップに
M&A

百
貨
店
系

E

コ
マ
ー
ス

◇タカシマヤ バーチャルモール（’97）
◇三越伊勢丹通信販売設立（’11）
◇JFRオンライン（’11）

G
M

S

・流
通
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⒃ファッションビジネス業界機関の変遷

1912～1941 1945～1974 1975～2004 2005～2020 2021～？

業
界
機
関

◆全日本専門店聯盟（’36）⇒全日本
専門店連名再結成。

◇全日本婦人子供服工業組合連合会設立
（’47） 【東京、大阪、名古屋、岐阜、京都、新潟、
広島の 7地区団体】
◇日本百貨店協会（’48）
◇大阪既製服協会（’50）
◇繊維製品輸出組合（’52）
◇大阪服装工業組合（’52）
◇日本流行色協会発足（’53）
◇日本毛麻輸出組合（’52）
◇日本綿糸輸出組合（’52）
◇日本絹化繊輸出組合（’52）
◇大阪紳士既製服製造工業組合（’59）
◇東京婦人子供服縫製協同組合（’59）
◇日本アパレル産業協会設立（’62）
◇東京コレクションズグループ結成（’63）
◇全国婦人子供服工業組合連合会（’69）
◇日本繊維産業連盟（’70）
◇国際羊毛事務局（ウールマーク制定）
◇岐阜婦人子供服協同組合（’71）
◇日本ショッピングセンター協会発足（’73）
◇日本繊維産業連盟

◇日本小売業協会（’78
◇日本アパレル産業協会設立（’82）
◇日本アパレル産業協議会（’82）
◇繊維ビジョン（’88）
◇日本専門店協会（’89）
◇(繊維リソースセンター）
◇日本テキスタイル輸出組合（’97）

関西ファション連合（’07 ）
【大阪アパレル協同組合＋大阪
ニット卸ニット協同組合＋大阪織物
卸商業組合】

◇JFW（’09
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⒄リンケージ業界（ファッション教育機関・業界紙誌・ファッションン誌・ロジスティックス）

1972～1941 1945～1974 1975～2004 2005～2020 2021～？

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
教
育
機
関

◇婦人子供服裁縫教授所(‘19) 
◇文化裁縫女学校(’23)  ⇒校名を文化服装学院（’36）
◇ドレスメーカースクール（’26）⇒
（杉野ドレスメーカー女学院（’31）⇒学校法人杉野学園
（’51）
◇田中千代服装専門学園（’37）
◇上田安子服装専門学校（’41）⇒’47再開校）

◇大阪文化服装学院（’46）
◇三国服装女学院（’46）⇒大阪文化服装学院（’52）
◇上田安子服飾専門学校（’47）
◇マロニエ服装文化学院（‘51）
◇東京服飾専門学校 （’66）
◇バンタンデザイン研究所（’65）
◇パリエスモードジャパン（’84）

ＩＦＩ・人材育成機構（’92）

業
界
紙
・誌

日本繊維新聞社（'43） ◇繊維ジャーナル（織物ジャーナル’46）
◇繊研新聞（日本繊維経済研究所’47）
◇繊維ニュース（日本経済研究所’50）
◇日本流通産業新聞（’58）

◇アパレル工業新聞（‘85）
◇繊維ハンドブック（‘88）
◇通販新聞（’91）
◇ＷＷＤジャパン（’03）

◇日本繊維新聞休刊（’10）
◇繊維ジャーナル廃刊（’10）
◇ネット流通経済新聞

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
雑
誌

婦人画報（’05） スタイル（’36） ドレメ（’49）
家庭画報（’58）
ハイファッション（’60）
ミセス（’61）
流行通信（’69）
Ｎｏｎ-Ｎｏ（’71）
ＪＪ（’75）Ｍｏｒｅ（‘77）

◇25ans(‘80)    
◇ＣａｎＣａｎ（’81）
◇Ｗｉｔｈ（’81）
◇ＶｉＶｉ（’83）
◇Ray（‘88）
◇ＥＬＬＥ（’89）
◇PINKY（’04）・廃刊

ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス

浪速運送（’50）浪速ファッション物流（’55）
佐川急便（’62）
東京納品代行（’70）
水岩ファッションサービス（’81）

◇格安航空LCC
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