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『二楽荘史談』

（国書刊行会）
和田秀寿 編著

くすりと健康
貼
り
薬
と
い
う
と
肩
こ
り
、
腰
痛
、
打

撲
や
ね
ん
ざ
な
ど
で
使
用
す
る
シ
ッ
プ
薬
を

思
い
浮
か
べ
る
方
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
シ
ッ
プ
薬
は
、
肩
や
腰
な
ど
の

患
部
に
直
接
作
用
し
て
炎
症（
腫
れ
）や
痛

み
を
お
さ
え
て
く
れ
ま
す
が
、
最
近
は
貼
っ

た
場
所
で
は
な
く
全
身
に
作
用
す
る
貼
り

薬
も
た
く
さ
ん
あ
り「
経
皮
吸
収
型
製
剤
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
経
皮
吸
収
型
製
剤
は
、
有
効
成
分

が
少
し
ず
つ
皮
膚
か
ら
血
液
の
中
に
入
り
、

血
流
に
の
っ
て
患
部
に
運
ば
れ
効
果
を
発
揮

し
ま
す
。
こ
の
た
め
貼
っ
て
い
る
あ
い
だ
作

用
が
続
き
、
１
日
中
ま
た
は
数
日
間
効
果

が
持
続
し
ま
す
。
ま
た
、
は
が
す
と
薬
の

吸
収
が
止
ま
る
の
で
、
副
作
用
が
起
こ
っ
た

時
な
ど
、
は
が
す
こ
と
で
薬
の
影
響
を
早
く

取
り
除
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
れ
ら
の
薬
は
、
皮
膚
に
貼
る
た
め
、
皮

膚
の
弱
い
方
で
は
か
ぶ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
薬
に
よ
っ
て
貼
る
場
所
の
範
囲
が
決
め

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
毎
回
同
じ
場
所
に
貼
る

必
要
は
な
く
、
た
と
え
ば
、
狭
心
症
を
予

防
す
る
薬
で
は
、
心
臓
の
真
上
に
貼
る
必
要

は
な
い
の
で
、
決
め
ら
れ
た
範
囲
内
で
毎
回

貼
る
場
所
を
変
え
た
方
が
、
か
ぶ
れ
る
心

配
が
少
な
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
か
ぶ
れ

る
場
合
に
は
、
医
師
か
薬
剤
師
に
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
金
属
箔
を
使
用
し
て
い

る
貼
り
薬
も
あ
り
、
A
E
D
を
使
用
す
る

際
に
は
は
が
す
な
ど
の
必
要
が
あ
る
の
で
、

貼
る
場
所
は
き
ち
ん
と
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

経
皮
吸
収
型
製
剤
は
、
貼
り
か
え
る
タ

イ
ミ
ン
グ
も
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
タ

イ
ミ
ン
グ
を
守
ら
な
い
と
、
薬
が
効
き
す
ぎ

た
り
、
逆
に
効
か
な
か
っ
た
り
し
ま
す
の
で
、

薬
は
決
め
ら
れ
た
通
り
に
貼
っ
て
く
だ
さ
い
。

は
が
し
忘
れ
て
新
し
い
薬
を
貼
っ
て
し
ま
う

と
、
薬
が
効
き
す
ぎ
て
副
作
用
が
起
こ
る
こ

と
も
あ
る
の
で
、
忘
れ
ず
に
は
が
し
て
か
ら

貼
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
基
本

的
に
長
時
間
貼
る
こ
と
を
前
提
に
作
ら
れ
て

い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
薬
を
貼
っ
た
ま
ま
お

風
呂
に
入
っ
て
も
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

ゴ
シ
ゴ
シ
こ
す
る
と
は
が
れ
る
こ
と
が
あ
る

の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
1
日
1
回
タ
イ

プ
で
貼
り
か
え
る
時
間
が
決
め
ら
れ
て
い
な

い
場
合
は
、
お
風
呂
上
り
に
貼
り
か
え
る
よ

う
に
す
る
と
、
入
浴
中
に
は
が
れ
て
も
、
入

浴
後
に
新
し
い
薬
を
貼
れ
ば
よ
い
の
で
、
無

駄
に
な
る
こ
と
が
な
い
の
で
よ
い
で
し
ょ
う
。

汗
な
ど
の
水
分
が
あ
る
と
、
は
が
れ
る
こ
と

が
あ
る
の
で
、
し
っ
か
り
拭
き
取
っ
て
か
ら

貼
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

経
皮
吸
収
型
製
剤
を
切
っ
て
使
用
で
き
る

か
は
、
薬
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
。
ま
た
、
貼
っ

て
い
る
途
中
で
は
が
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
、

貼
り
な
お
し
て
よ
い
の
か
、
新
し
い
薬
を

貼
っ
て
よ
い
の
か
も
薬
に
よ
っ
て
違
う
の
で
、

い
ず
れ
の
場
合
も
医
師
か
薬
剤
師
に
あ
ら
か

じ
め
聞
い
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

使
い
終
わ
っ
た
薬
を
捨
て
る
際
に
は
、
有

効
成
分
が
ま
だ
少
し
残
っ
て
い
る
の
で
、
子

ど
も
な
ど
他
の
人
が
間
違
っ
て
貼
る
こ
と
の

な
い
よ
う
に
、
接
着
面
を
内
側
に
折
り
た

た
む
な
ど
使
用
で
き
な
い
よ
う
に
し
て
か
ら

捨
て
て
く
だ
さ
い
。

（
北
区
　
薬
局
エ
ビ
ラ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー

松
本
　
博
志
）

経
皮
吸
収
型
製
剤

一般社団法人
神戸市薬剤師会

西本願寺の第22世宗主大谷光瑞は、20
世紀初頭にインドから中央アジアを三度に
わたり調査した大谷探検隊を主導した人物
です。彼は明治42（1909）年武庫郡本山
村（現在の神戸市東灘区）に別邸として二
楽荘を建てました。
二楽荘は、建築家伊東忠太が「本邦無二
の珍建築」と評したように、当時としては非
常に珍しい意匠を取り入れた建物でした。
敷地内にはこの本館以外に、事務所棟・温
室・庭園などがあり、さらには建物に至る
ケーブルカーまで敷設され、六甲山麓に威
容を誇っていました。しかし、西本願寺の
財政悪化などにより売却された二楽荘は昭
和7（1932）年に不審火で焼失し、その存
在は歴史の狭間に埋もれてしまいました。
平成11（1999）年芦屋市立美術博物館

で『モダニズム再考　二楽荘と大谷探検
隊』という展覧会が開催されました。これ

は二楽荘関係の
資料をできる限り
集めたもので、
平成15（2003）年にはパートⅡが開催され
るほど好評でした。この2回の展示図録を
再構成し、新聞記事などの資料や新しい研
究成果を加えたものが本書です。
内容は、別邸用地として阪神間が選ばれ

た理由や、二楽荘の一般公開の様子。敷
地内に開校した武庫仏教中学校の教育内容
や、邸内の果樹園や温室でおこなわれてい
た園芸技術の研究。そして、大谷探検隊に
よる発掘・収集品の二楽荘における研究・
公開の様子など、多岐にわたっています。
二楽荘は存在した期間が短く、残された

資料は限られており研究者の苦労がしのば
れますが、本書は現時点での二楽荘研究の
集大成と言っても過言ではないでしょう。
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