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 おもちゃ絵画家・人魚洞文庫主人川崎巨泉（承前） 
―浮世絵師からおもちゃ絵画家への軌跡― 

 

                          森田 俊雄（元中之島図書館）  

 

〔２〕浮世絵師  

2－1．浮世絵師芳瀧への入門  

明治、大正、昭和前期と活躍した巨泉の活動は 3 つの時代に分類できる。その第 1 期が

浮世絵師時代である。以下第 2 期が図案家時代、第 3 期がおもちゃ絵画家時代である。無

論各時代の活動は載然と区分できない。重なり合いながら変遷していった。 

巨泉は何故浮世絵師芳瀧に入門したのか。幕末から明治初期に生を受けた絵の好きな子

供の学習環境と言えば、学校教育よりまず生地の画家に入門、その後京都、大阪、東京の

画家に就いて学んだ人が多い。例えば 1878(明治 11)年津山生まれの赤松鱗作は、1894(明

治 27)年に来阪し洋画家山内愚僊に就いた。1870(明治 3)年香川生まれの近藤翠石は 9 歳で

藤田台石に学び、のち大阪の森琴石に入門している。大阪毎日新聞で活躍した坂田耕石は

最初金沢師範の洋画家市村才吉郎に学び、東京の尾形月耕に入門した(74)。『左海人名録』

(輻湊堂 嘉永 4 年刊)には画家として大西東雲（市ノ丁山ノ口）、岡田彦兵衛（名実、字永

継、号九茄、住吉）、田能村小虎、森鵰洌（名正衡、少林寺丁大道）、などの名が見えるが、

13 歳の巨泉の通学範囲には他に適当な先生が見つからず、京都から転居してきた有名浮世

絵師中井芳瀧が甲斐町に住んでいたのでその門を敲いたのであろうか。 

因みに堺の甲斐町は与謝野晶子が生まれた町である。当時は大阪府ではなく堺県の甲斐

町であった。晶子は巨泉が生まれた翌年の 1878(明治 11)年に、菓子商駿河屋二代目鳳宗七

の三女として生まれている。亡くなったのは巨泉没年の翌年 1943(昭和 18 年)であった。

晶子は生涯に 5 万首に及ぶ歌を詠んだという。巨泉が描いたおもちゃ絵は何体あったのか、

誰もそれを確認したことはないだろう。数の上からは晶子の作歌の 5 万に及ぶべくもない

が、1 万体とは言わないまでも数千体に及ぶ貴重なおもちゃ絵を残したのである。絵が好

きだった巨泉を思って親が芳瀧に面倒を見てくれるように頼んだのであろうか。南木芳太

郎が主宰した雑誌『上方』に「中井芳瀧」や「中井芳瀧の片影」を書き残した巨泉だが入

門の経緯については全く触れていない(75)。  
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2－2．巨泉の師父中井芳瀧 

1942(昭和 17)年 6 月号の『郷土趣味上方』掲載の「中井芳瀧の片影」は巨泉が芳瀧の略

歴と思い出を綴ったものである。下記は巨泉の記述に由良哲次著『総校浮世絵類考』(76)

から補記した芳瀧の略歴とその周辺の事柄である。 

中井芳瀧は、本名恒次郎、一養斎、一養亭、養水、寿栄堂、豊玉、里の家、阪田舎居な

どの別号を用いた。1841(天保 12)年 2 月 22 日、大阪南区鰻谷に父源兵衛の長男として生

まれた。明治 7、8 年ころ父の祖先にあたる笹木家の姓を継いだが、

後に弟嘉造（画号芳光）に譲り元の中井姓に戻った。12 歳で江戸の

歌川国芳に入門。1855(安政 2)年に独立。芝居看板絵、俳優似顔絵、

新聞挿絵、摺物絵、その他風俗画などを描くが、晩年は絹本画を主

とした。戯作、情歌、狂歌、冠附などを作る多趣味の人であった。

情歌とは「よしこの」と読み幕末から明治に大阪で流行したよしこ

の節のことである。巨泉は雑誌『上方』(昭和 10 年 10 月号)に「ア 

大阪錦画新聞(図 18)    サヒビールと情歌」を書いたが、これは芳瀧が 1892(明治 25)年に

アサヒビールの朝日に波のラベルを描いた縁で、その頃情歌がはやっていたので平瀬露香、

鳥居駒吉、宅徳平、北村柳也を撰者に旭、麦酒、吹田(筆者注：現在の大阪府吹田市の事)

を題にして一般から情歌を募ったという話である。「昔むりやりこらえた苦味今は吹田の旭

ビール」などの歌が紹介されている(77)。なお選者の平瀬露香は大阪を代表する趣味人・

実業界の重鎮。“芦の丸屋”と号した情歌の名宗。鳥居駒吉、宅徳平は大阪麦酒会社（現ア

サヒビール）設立発起人であり、1889(明治 22)年有限会社大阪麦酒会社創立時の社長が鳥

居駒吉、取締役が宅徳平である。北村柳也は実兄花月と共に浪花情歌界の権威といわれた

人。柳也は 1856(安政 3)年の生まれらしいので、1892(明治 25)年当時はまだ 36 歳(78)。                         

 芳瀧は 1880(明治 13)年京都に移住、1885(明治

18)年に堺に移り 1899(明治 32)年春病の床につき、

同年 6 月 28 日甲斐町で病没した。享年 59 歳。法

号は楽邦軒静芳居士、墓は南旅籠町の南宗寺にあ

る。「浪花百景」は国員、芳雪、芳瀧の 3 人が描い

たが、芳瀧は国員に続いて 31 景を描いた。さらに

は明治初期には錦絵新聞の画文作者として勧善懲悪新聞、  芳瀧筆の引札（図 19）  

大阪錦画新聞などで活躍したが、錦絵新聞に笹木芳瀧の名前が見えるのは先の事情による  
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ことがわかる。なお芳瀧の実弟笹木嘉造(画号芳光)は巨泉の『芳瀧画集』によれば、1909(明

治 42)年 42 歳で没したという。暫定的ではあるが、笹木嘉造(画号芳光)の生没年は 1867(慶

応 3)年～1909(明治 42)年としておきたい。 

 

2－3．版画の制作 

巨泉の浮世絵師時代を 1890(明治 23)年 13 歳で芳瀧に入門してから 1901(明治 34)年の約

11 年間としたい。後に紹介するが巨泉の図案が確認できた年代が 1901(明治 34)年であり、

また大阪商品陳列所の記事（“3－2．図案家時代”参照）が図案の創始を 1903(明治 36)年

としていることから、1904(明治 34)年あたりが浮世絵師と図案家の境目であろうと考えた。

但し、“[6]雑誌『鯛車』の巨泉追悼号”で紹介するように巨泉の画弟子井上麗泉は、巨泉

が装飾画に転じたのは大正改元の年であるとしている。  

巨泉が浮世絵師時代のどれほどの作品を描いたのか全くわからない。中之島図書館が所

蔵している巨泉の版画のうち 1900(明治 33)年発行の『大阪名所』は巨泉が全画を描いてい

る。また 1903(明治 36)年発行の『大阪名所十六景』はその一部を巨泉が描いている。これ

以外に筆者は巨泉の版画を確認できていない。1943(昭和 18)年大阪府立図書館が作成した

『川崎巨泉画伯遺墨 人魚洞文庫絵本展覧会目録』の巨泉略年譜でも巨泉をおもちゃ絵画

家として紹介しているので、浮世絵師時代の作品などについては一切記載されていない。

だが『大阪名所』は巨泉の浮世絵師時代の最末期の作品に違いなかろう。この版画の出版

が 1900(明治 33)年で師中井芳瀧が亡くなった 1 年後のことであることから、筆者はこの作

品を巨泉の浮世絵師時代の生きた証と浮世絵時代を否定するアンビバランツな作品ではな

いかと考えている。 

 「住吉・反橋」(『大阪名所』)(図 20)  「四天王寺正門」(『大阪名所十六景』)(図 21) 

明治 30 年代の大阪名所風景を描いた版画は、阪田耕雪の『美人見立京阪神名所図絵』(明

治 36 年、全 13 景)、『大阪名所』春孝画、大室音吉編彫刻(明治 33 年、10 景)などがある。 

『大阪名所』と『大阪名所十六景』、巨泉の作品を並べて眺めてみる。この 2 つの版画は 
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巨泉を知る手がかりとなるものを多く残しているように思える。例えば住吉の反橋であ

る。この風景は明治以降名所絵葉書に取り上げられる有名な風景の一つである。この絵に

巨泉は、美貌の婦人とその使用人らしき美形とはいえない女性を正面に配した。何故その

ような人物を配するのか。四天王寺正門の版画には老爺老婆と首に荷物を巻く丁稚らしき

人物を配した。しかも老人の顔の皺をしっかりと描いている。あるいは学帽を被った可愛

い少年とちょっとゴンタそうな子ども。何故「大阪名所」の人物表現にことさらリアルさ

を持ち込むのか。名所風景なら人物はどうでも名所の景色を版画で美しく見せたらそれで

よいではないか。だからここには何か新品の白靴をちょっと汚して履くような、清潔、綺

麗さの生な状態を恥じる感覚といった、新品・清潔への羞恥的感覚を読み取ることが出来

る。それが巨泉の韜晦趣味の表現なのである。 

巨泉の 2 つの名所風景には師芳瀧たちが描いた『浪花百景』の叙情や情緒を感じること

は到底できない。大阪名所の風景を感じさせてくれない、妙なリアルさに戸惑うのだ。 

筆者は郷土玩具文化研究会の機関誌『郷玩文化』2006(平成 18)年、通巻 No.178 号の「人

魚洞文庫展示会と川崎巨泉」で巨泉の「大阪名所」について「近代化社会をポジティブに

描いた社会的錦絵」と書いたのであるが、それよりもこの絵の中には巨泉の企みと作為が

隠されているのではないか。つまり巨泉の韜晦趣味を解剖すれば、浮世絵世界に思いを残

しながら、敢えて名所風景に奇妙なリアルさを持ち込み、ちぐはぐな世界を描くことで浮

世絵世界を否定したということではないだろうか。自分はこのリアルさこそ求めている、

浮世絵のような世界だけでは満足していない。そう言いたかったのではないか。1900(明治

33)年、1903(明治 36)年という出版年はあながち偶然ではないように思えるのである。 

巨泉が描いた大阪風景は、亡羊とした風景の広

がり、賑やかな街路そして華やかな色彩にはしば

しば目を奪われるが、どこかに空虚さも漂わせて

いる。明治 30 年代の版画世界の色彩感覚に戸惑い

ながら見ることになる。 

『大阪名所十六景』の版元である中井徳次郎に   

巨泉筆の引札・明治 30 年頃（図 22）     ついて触れておく。中井は南区博労町で中

井印刷所を経営していた。1896(明治 29)年 3 月発行の『大阪市商工業者資産録』によれば、

中井は 1856(安政 3)年 9 月生まれ、南区鰻谷に住んでいた。職業は彫刻・印刷とある(79)。

少し時代は下がるが 1913(大正 2)年 6 月号の『大阪印刷界』は中井を訪ねてインタビュー
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記事にしている。当時中井は団扇絵や引札で大阪の印刷界で知られた存在であった。そこ

で中井は木版印刷の需要は減退せず、逆に需要は増えていくと予測し将来もその可能性を

信じていた印刷人であった(80)。 

 

〔3〕版画への道程 

3-1.写生の人 

まだ春風駘蕩たる雰囲気を残す明治の堺で芳瀧に入門し、浮世絵師としての修行を始め

た巨泉の最初の仕事は 1894(明治 27)年 18 歳のころポチ袋（祝儀袋）の画を描いたことで

ある。入門から既に 6 年。浮世絵師の修行の過程で言う“敷き写し”から“玩弄画（おも

ちゃ絵）”を終え、師匠の版下を描くようになっていたかもしれない。1843(昭和 18)年当

館が作成した人魚洞展覧会目録の略年譜に掲載されたところを見ると、これを描いて初め

て収入を得たのだろう。 

1899(明治 32)年 1 月 10 日発行の『商業資料』の新年挨拶欄に巨泉が名前と住所を載せ

ている。『商業資料』は、大阪経済社社長永江為政（幼名：多喜馬）が 1893(明治 26)年に

創刊した大阪の社会経済を論じた雑誌である。まだ 22 歳でありながら一人前に名前を出し

ているのは、この時すでに独立し画業を営んでいたのであろう。住所は南区清水町丼池筋

で芳瀧が住んでいた鰻谷とは目と鼻の先である。 

1896(明治 29)年巨泉は画の勉強のため上京した。勉強に出た経緯について、小谷方明氏

は「二、三年で年期がすんで、それから巨泉翁はポチ袋の下絵などを書いていたが、大阪

では思うように勉強が出来ないと思って上京」したと書いている(81)。しかし何の絵を学

びに上京したのかは分からない。その頃の巨泉が画家奥村土牛の回顧談に登場する。 

奥村土牛は本名義三、1889(明治 22)年 2 月 18 日東京の京橋鞘町に生まれた。日本画家、

文化勲章受賞者である。土牛の父金次郎は 1860(万延元)年名古屋の生まれで 16 歳で上京

し、画家になることを諦めて藍外堂という出版社を経営していた。奥村金次郎は、貧乏で

も 2 階に書生を住まわせたのだという。  

「父はまた経済に困っているくせに世話好きで、必ず家の二階にだれかを住まわせてい

た。ある時は仏師の彫刻家、ある時は画家、という具合である。その画家は、後に川崎巨

泉といって玩具の絵を描いて有名になった。私がまだごく小さいときから家にいたので、

ときどき私のおもりをしてくれた。なんでも手当たり次第に写生して次々と見せてくれる

のであった。のちには大阪に住んで、昭和に入ってから亡くなったが、一度大阪に行った
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ら訪ねようと思いつつ、ついに会うことができずに終わった。」(82) 

まさに 20 歳の巨泉が蘇る。この回想で重要なのは「なんでも手当たり次第に写生して

次々と見せてくれる」という部分である。これを読むと巨泉は芳瀧に入門する以前から写

生＝スケッチが好きで、そのころから何でも手当たり次第に写生をしていたのではないか、

それに浮世絵修行の敷き写し、臨模の技術が加わり益々写生力を身につけていったのでは

ないだろうか。そしてこの写生の技術こそおもちゃ絵画家巨泉を生み出した元素だといっ

てもよい。 

小さい頃巨泉のスケッチを見たからではないが、日本画家奥村土牛その人もスケッチが

大好きだった。スケッチをしているとすべてを忘れる、そのスケッチが重なって制作につ

ながって行くのだと言う。師匠の日本画家梶田半古の画塾では模写がなかったから、自ら

模写に励げみ、上野の博物館で 1 日 30 銭で模写をしたこともあったと回想している(83)。

浮世絵修行時代の巨泉も奥村土牛と同じようにスケッチに励んだのではないだろうか。 

1913(大正 2)年、写生が再び現れる。雑誌『大阪印刷界』に巨泉の下記の文章が掲載さ

れた。この時巨泉は 37 歳。図案家として独立し生計を営んでいた時期である。 

「私は諸種の応用図案と言う事に付いて少しく研究をして見たいと思って暇さえあれば

写生に郊外に出でて自然を友とし、たとひ名も知られない草花でも図案として面白いもの

があれば是れを写生し、又自然に配色に面白い取合せがあれば、是れを写して置いて後日

の参考にすると言う様に研究をして居ります、」(84) 

これを書いた 37 歳の巨泉は、ただ早いだけの写生の技術で、幼い奥村土牛を喜ばせた

20 歳の青年画家巨泉ではなく、写生の重要さを強調している図案家としての発言である。

こうしてみれば、巨泉は芳瀧の元で修行を積みながら、自らに写生の習得を課し、それが

まだ何に役に立つ云々ではなく、ただ只管写生を繰り返す裡に描写力や絵に対する感性が

磨かれていった。青年巨泉がやがて図案やおもちゃ絵を創造するための基礎的訓練の一つ

が写生だったのである。 

巨泉にとって写生がどれほど重要だったかを自筆稿本『写生帖』が物語っている。これ

は 1903(明治 36)年巨泉 26 歳から 1931(昭和 16)年 10 月 65 歳死の約 1 年前まで描き続けら

れた写生帖である。ここには草花、果物、野菜、魚介、昆虫などが精写されていた。さら

に付け加えれば『巨泉玩具帖』『玩具帖』もおもちゃの写生帖なのであっておもちゃ絵作品

ではない。巨泉がもっと長命を保ったならば、このおもちゃ絵帖からさらに多くの作品が

生み出されたことであろう。  
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3－2．図案家時代 

日清戦争後「諸品に貼るレッテルなどは急にその需要を増し一種の図案業者という型を

生んだ、本職の人片間の人等は入混って描いていた、」(85) 

日清戦後の広告ブームにプロアマ混在して図案を競い合ったと言う大阪商品陳列所 30

年誌の指摘は、福井純子氏が「明治期の京都・大阪の風刺画、風刺雑誌」という講演(86)

の中で、大阪の風刺画家にはプロばかりではなく素人作家がいたのが京都との違いである

と指摘されたことと奇妙にも符合する。越境するのが大阪人のエネルギーだろうか。 

筆者が確認できた巨泉の最も古い図案は 1901(明治 34)年 10 月の『大阪経済雑誌』に掲

載された(図 23)のアサヒビールの宣伝である(87)。巨泉 24 歳の作である。巨泉の本格的な

図案家としての活動は、大阪商品陳列所の『回顧三十年』の「川崎巨泉氏も同じく自営し

た、氏はもと矢張木版下を描いていたので明治三十六年頃に創始されたのである。新聞広

告引札の図案等は氏独占の有様であった。」を参考にして、“2－3．版画の制作”で述べた

ように浮世絵師時代を 1901(明治 34)年ころとしたので、その年あたりから 1916(大正 5)

年に玩具会やおもちゃ絵の会などを始めるまでの 15 年間ほどではないかと推定する。こ

の間最初は「本職の人」であり後には次第に二足の草鞋を履く「片間の人」になって、図

案家商売から離れて行ったのである。 

 

  巨泉の図案（図 23） 

                   

  

 

 

 

 

   巨泉の図案(図 24)            巨泉の図案(図 25)   
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岐阜県で最初の「印刷図案かき」になったと自称した矢島周一は、大正時代の大阪の図  

案界を回顧した「商業美術の今昔―主に関西を中心として―」で巨泉に言及し「私が成長

してゆく過程で、大阪の図案界で活躍していた人々の歴史にふれるとすれば、初期の石 

版画（印刷図案・スケッチ）を描いていた人々のなかには鈴木蕾斉（年基）、林基春、二代

目長谷川貞信、後藤芳景、川崎巨泉らが有名で」あったと書いた(88)。ここに挙がった 5

名全員が浮世絵師であるが、大正時代まで存命した人は二代貞信、巨泉は分かっているが、

蕾斉（年基）、芳景は没年不祥であり、基春は 1858(安政 5)年に生まれ 1903(明治 36)年に

没している(89)。 

（画系）  

豊国   国芳   芳梅―芳瀧  巨泉(芳斎) 

                 芳景  

        芳年―蕾斉（年基）―基春    

           

   国貞（三世豊国）―貞舛―長谷川貞信―二世貞信  

 

矢島が図案の道に足を踏み入れたのが 1915(大正 4)年頃という。その頃の大阪の図案界

を鼓舞した大阪府知事大久保利武の文章がある。曰く、意匠図案は国民の趣味の向上に必

要であり「殊に大阪如き商工地として貿易上の覇を称えている大阪人にとりてはこの研究

は猶更必要である、然るに通観するに何も東京又は京都に比して幾分劣っているように思

う、遺憾のことである、幸に諸君の奮励を希望する次第である。」(90)  

 

 

巨泉の図案(図 26)             巨泉の表紙図案(図 27)                             
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巨泉が図案界から去ろうとする頃、大阪府は大阪府図案及工芸品展覧会を 1916(大正 5)

年 3 月 15 日から 4 月 14 日まで大阪博物場で開催する。一方『日本印刷界』誌上において

は京都高等工芸学校教授武田五一を先生として図案の紙上批評欄があり、武田の厳しい目

が容赦なく降り注がれていた。武田図案道場とも言うべきものである。東京、京都に水を

あけられた大阪の図案・工芸品界に官民挙げてその興隆を図ろうとしていたことが伺われ

る。 

 1917(大正 6)年にもなると、1889(明治 22)年生れで当時は新進画家だった洋画家・鍋井

克之が主任の大鐘閣図案所が三休橋に出来、文章、翻訳は 1893(明治 27)年生れの百田宗治

が担当すると『日本印刷界』(大正 6 年 6 月号)が報じていて、図案界にも新しい風が吹き

始めた感がある。田辺聖子氏の小説『道頓堀の雨に別れて以来なり』(上)に、川柳作家岸

本水府が化粧品会社桃谷順天館に文案家として入社したのが 1918(大正 7)年で、その前に

新進画家の小田富弥が広告図案係として入社した。それを水府がうらやんで、「図案家とは

新しいところへ目をつけたな、と思った。」とあり、まだ本職では食えない新進画家たちの

格好の就職先が図案係だったのだろう(91)。因みに水府は巨泉が属した趣味の会・娯美会

の一員であった。水府は 1925(大正 14)年 8 月号の『遊覧と名物』誌の“交換と紹介”欄に

「福助(土俗人形でも平凡な陶器でも)をあつめています」昔の宣伝ポスターやチラシ類を

集め始めていると趣味について書いている(92)。また小田富弥は巨泉の弟子の一人であり、

後に挿絵画家として大成した。  

小田富弥は 1925(昭和 10)年、平凡社発行の『名作挿画全集』第 1 巻に子母沢寛の弥太郎

笠の挿絵を描き、付録『さしゑ』第 1 号のあとがきで「小田富弥先生の御奮闘ぶりは目ざ

ましいもの、御覧の通り枚数も一番多いです。」と紹介され、ここに「猫の欠伸」と題した

短文の挿絵論を書いている。この頃には売れっ子の挿絵画家だったことが分かる。 

なお巨泉の弟子には、小田富弥の他に、井上麗泉、内田墨泉、和田如泉(儀一)らがいた

と小谷方明氏の「川崎巨泉翁の思い出」(93)にある。巨泉が瓶社という名の絵の研究会を

始めたと『人魚』1 号に書いたのは 1921(大正 10)年のことであった。近親者と弟子を交え

ての研究会であったが、その中に小田富弥の名前は見当たらない。井上・山田・和田らが

どのような絵を描き活動をしたのか、詳らかに出来る資料を筆者は知らない。 

矢島によれば 1915(大正 4)年当時、図案はスケッチと言って石版画工が描くのが常識で、

大阪では既に分業化されていたという。明治 20、30 年代の未分業時代から大正初期には石

版画工がいたことになる。この辺の東京での事情について喜田川周之氏は、1877(明治 10)
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年ころから日清戦争までは、画家自身が石版画工になって描いた砂目石版があった。日清、

日露戦争で手引石版印刷機が動力化され新しい職業として石版画の印刷画工が登場したと

いう(94)。これは町の印刷所、図案所内の分業化のことである。貞信、芳景、巨泉らは印

刷所には属さず独立して図案を受注したものと考えられる。それにしても大阪の浮世絵師

たちは挙って図案界に参入し、新しい体制に順応しようとしていたことがわかる。  

 

3－3.図案からおもちゃ絵開眼へ 

巨泉は図案家であったが、それはデザインに興味があってしたことだろう。図案の理論

理屈の世界ではないのだ。宣伝効果を追及することでもない。積み重ねた写生から図案を

創作する過程が至福の時であればこそ、オリジナリティーを懸命に模索したのである。し

かし現実はどうであったか、巨泉が図案化した動植物が役に立ったのか、自分では満足の

いく図案がそのまま採用されたのか。おそらく巨泉の中に燃えたぎる写生とデザインへの

欲求は満たされないまま、幾つのも図案作品が仕事場に放置されたのではないか。 

巨泉は玩具を“第二の親”といった。蒐集して置いてあった玩具を手慰みに写生してい

た巨泉。その玩具が教えてくれたのものとは何か。それは版画の中に人物や風景を描くこ

とでもない、図案によって漫画のような人物などを描くことでもない。玩具を対象として

リアリティーがあって写生とデザインによって描く世界。それこそがおもちゃ絵の世界で

あった。  

巨泉は仕事場の片隅で蒐集した玩具と写生を通して向き合うことによって、描くことと

は何か、自分が求めていた絵とは何か、そして描く喜びを教えられたのである。それは絵

を仕事とし、生きるために描いてきた絵師・図案家としての自分を手放した瞬間に訪れた

未知の幸福感であった。この時巨泉は道楽門の前に立ったのである。 

 だから画家巨泉にとっても玩具はおもちゃ絵の世界を拓いてくれた生みの母であり、お

もちゃ絵画家に育ててくれた第二の親であった。  
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〔4〕巨泉の道楽趣味  

4－1．我楽他宗と浪華趣味道楽宗  

浪華の玩具趣味人、あるいは趣味人の集団であった浪華趣味「道楽宗」の総本山は巨泉

のおもちゃ絵の同好の士・高橋好劇である。総本山梨園山好劇寺の住職東堂然仏が高橋好

劇である(95)。『大阪人物辞典』によれば、好劇は 1866(明治元)年大阪生まれ。染色業を生

業とした趣味人、壮年期から芝居の道具類や郷土玩具の収集に熱をあげたという(96)。開

祖は好劇であるが、道楽宗が何時出来たのか。三好米吉が柳屋画廊のカタログ誌『柳屋』

で道楽宗を紹介したのが 1923(大正 12)年、米吉の本尊開眼が 1921(大正 10)年というから

それ以前には出来ていたことが分かる。その端緒は東京の三田平凡児が創始した趣味集団

「我楽他宗」（最初は「我楽多宗」）の成立である。 

「我楽他宗」とは何か。近江玩具研究会・藤野滋氏の『我楽他宗宗員列伝』から引こう。 

「大正期から昭和戦前期にかけて一世を風靡した我が国最大の趣味家集団。主催者であ

る三田林蔵が大本山第一番札所趣味山平凡児と号し、以下メンバーはそれぞれ山号寺号を

持つのをならいとした。主要メンバーを三十三所の札所に擬し、後には盛岡・前橋・京都・

奈良・大阪・堺・神戸・大連などに地域支部（別院）も生まれている。」(97) 

高橋好劇が始めた浪華趣味道楽宗とは、まさに平凡児の我楽他宗を真似た浪華版我楽他

宗なのである。因みに好劇の山号、梨園山とはお察しの通り好劇が大の芝居ファンであっ

た故である。  

三田平凡寺については山口昌男氏の『知の自由人たち』の第 11 回「好事家集団三田平凡児

と斎藤昌三」に詳しい。それによれば三田平凡児は本名三田林蔵。1876(明治 9)年 7 月東

京の芝車町に材木商の父源二郎の子として生まれた。1909(明治 42)年「我楽他宗」を創立

し、「自家を「趣味山平凡寺」と号して開山した。開宗のいわれと動機は不明である。」「こ

の「我楽他宗」が、ユニークな人的ネットワークの様相を呈するのは、大正八年(一九一九)

に一○人の会員を集め、自らを第一番趣味山平凡児としたうえで、各自に番号と末寺とし

ての寺号をつけて発足してからのことである。その後、四国三十三か所に因んで末寺を三

十二寺まで増やし、会費三十三銭の月例会を開いて、趣味品の交換などを行った。」そして

この「我楽他宗」を「一種の講、連、または連中、仲間といった、今でいえば遊びと学び

をごちゃまぜにしたネットワークと見ることができよう。」としている(98)。 

藤野氏の前掲書から付け加えるなら、平凡児は 5 歳の頃の事故が原因となり 14 歳で聴力

を失い学校も休みがちであったが、「絵を小林清親、情歌を鶯亭金升、狂歌を野崎左文、狂
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詩を真木痴嚢に習い、また、古川柳研究家の飯島花月と親交があるなど、その教養のベー

スになったのは基本的には江戸の伝統的な趣味的教養とでも言

うべきものであった。そのうえに旺盛な読書を通じて得た知識

を加えることにより、平凡児独特の価値観が生まれていったの

だろう。」という。「我楽他宗」の特徴には、「見立て」「やつし」

「言葉遊び」「茶化し」といった趣向があり、「我楽他宗」その

ものが「見立て」であり、「平凡児の中にある趣味的教養が趣向

という形で現れたとも言えよう。」という。そして「我楽他宗は

遊びと教養との間を大きく振幅しながら幅広く人材を吸収し、

『我楽他宗宗員列伝』の表紙（図 28） 育て、放出していくことになる。その振幅の破天荒な

大きさこそが平凡児の大きさであったのかもしれない。」という(99)。 

大阪の趣味人蘆田止水は平凡寺に会った感想を 1922(大正 11)年 11 月発行の個人誌『和

多久志』第 3 号「私の知己」（三）趣味山平凡寺氏」と題して書いた。止水は耳が聞こえな

いからと言われて面食らい、筆談を交えての面談となった。金満家と違い平凡寺の趣味は

超然として「或るもの
・ ・

を把持している」、それが平凡寺の狂歌“座禅してどう悟って迷って

も此の世の中は楽しかりける”に説かれていると感得して、平凡時の不思議世界を羨望す

るのである。そして平凡寺の趣味は「真に宗教に近い」と言い「画家としても、彫刻篆刻

家としても一人前以上の腕のある氏は又連珠、狂句、狂歌、写真術、図案等あらゆるもの

に秀で」ているのは驚嘆すべきことであり、しかも平凡寺は洒脱で「平民的」で、こまや

かに気を使ってくれる人物である。趣味の友というより、「人情の厚い先輩」として知遇を

得たことに感謝して、趣味山平凡寺を賛嘆している会見記である。 

巨泉も玩具を通じて平凡児と親交があった。1921(大正 10)年に平凡児に人魚の絵を所望

している。出来上がった絵は人魚が右手にバイオリンを持ち左手で髪の毛を握って水中か

ら上がってくるものだった、巨泉は喜んで表装したが今この絵を見ることは出来ない。 

三田平凡児の孫夏目房之介氏は、著書『不肖の孫』(100)で「人生が趣味の人」として平

凡児を描いたが、巨泉には「人魚洞の標語」があって、「趣味は人生最大の慰安なり」「玩

具趣味は趣味中の安全地帯なり」「趣味なき人は語るに足らず」を掲げた(101)。 

明治から大正期にかけて平凡児や巨泉に代表される趣味人たちが、何やかやと寄り集ま

っては古版本や玩具や納札、絵馬・切手などを対象として様々な趣味の会を作ってはそこ

で薀蓄を傾け、蒐集自慢をして遊んだのである。『大阪府立図書館紀要』36 号で紹介した
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北原直喜氏の講演会のレジュメにあるとおり、面茶会
おもちゃかい

、娯美会
ご み か い

などは数ある趣味の会の中

でも代表のような会である。 

趣味集団「我楽他宗」のメンバーには有坂与太郎や高橋狗佛もいた。与太郎は第四番与

太山玩狐寺、狗佛は第五番玩雪山狗佛寺であった。巨泉のおもちゃ絵に興味を持ち巨泉と

交流があったアメリカの人類学者フレデリック・スタール(102)は第三一番寿多有山趣味梵

刹であったという。スタールは御札博士と呼ばれ外国人とはいえ納札の権威として東京と

京阪の趣味人の尊敬を集めていた人物であった。山口氏の前掲書によればスタールはシカ

ゴ大学の人類学博士であったという。 

スタールが巨泉に宛てた手紙が『人魚』4 号に全文紹介されている。その内容を掻い摘

んで紹介すると、日付は 1914(大正 13)年 7 月 14 日付け。3 年以前大阪に遊びに行った折、

納札会のメンバーから巨泉の「おもちゃ絵集」をもらったが、最近絵集を通覧して巨泉が

玩具を深く研究していることに感服した。ついてはアメリカで日本玩具陳列会を計画して

いるが、蒐集者や蒐集会について知りたい。 

１．おもちゃ絵版画会は一定の機関で、会合や玩具の研究などをしているのか、また年

に何回開くのか、会員は何人か。2．巨泉の写真を送ってほしい。3．おもちゃ絵集にある

巨泉考案の夫婦笑い雛、角雛は入手できるか、値段はいくらか。などと事細かく尋ねてい

る。巨泉が協力したのはいうまでもない(103)。 

 

4－2．巨泉と三好米吉 

巨泉のおもちゃ絵を販売していた書店に柳屋書店があった。店主は三好米吉。美術史家

熊田司氏によれば、三好米吉は 1881(明治 14)年神戸生まれ。宮武外骨の滑稽新聞社に入り、

『滑稽新聞』の助筆者・編集者として外骨を援けた。筆禍の責を負って獄に繋がれ、出獄

後の 1910(明治 43)年大阪の平野町に「柳屋書店」を開店した(104)。 

この店を舞台に米吉はユニークな目録を発行する。それが 1913（大正 2）年 11 月に創刊

された『美術と文藝』である。1922（大正 11）年 12 月には誌名を『美術と文藝』から『柳

屋』に変更し、1943（昭和 18）年 10 月米吉が急逝し『柳屋』も幕を閉じることとなる。 

『美術と文藝』、後継誌『柳屋』の性格について、熊田氏の講演会レジュメから紹介して

おこう(105)。 

『美術と文藝』 

大正 2 年～大正 5 年 
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「表紙に富本憲吉・竹久夢二の版画を用い、両者の寄稿を載せるなど、美術文藝同人

誌を思わせる。」 

大正 6 年～大正 11 年 

「10 号「浮世絵の巻」をはじめ、すべて特集号の体裁をとる。演藝、梅蘭芳、踊、花

柳徳次の各巻のように、演藝・舞台藝術への関心が高い。造本に修興を凝らし始める 

『柳屋』 

大正 11 年～昭和 2 年 

「21 号「宣伝の巻」から、道楽宗、川柳、小唄、長唄、蔵票の各巻を出し、近代人の

趣味、道楽への関心が高い。奇抜な造本が目立ち、「柳屋の巻」も断続的に刊行。 

昭和 2 年～昭和 5 年 

「33 号「大阪の巻」をはじめ、カフェー、万歳、緊縮の各巻など、同時代の風俗や世

相への関心が高い。他誌への自筆寄稿文の転載が目立つようになる。 

昭和 6 年～昭和 9 年 

「42 号「表現の巻」から、「柳亭の巻」「私の巻」など、柳屋や米吉自身の特集が多く、 

「私の頁」「二世の頁」の連載もはじまり、個人誌を思わせる。 

昭和 9 年～1943（昭和 8）年 

「51 号「啄木子規の巻」のはか、2 度にわたる「啄木の巻」や「子規特輯号」など、 

文藝資料の紹介がつづく。その他の誌面は、自筆寄稿文を埋め草とすることが多い。」 

 

柳屋書店は美術関係の短冊、書画などを商っていた書店で、大正期玩具を扱っていた店

として京阪では知られていて京都の郷土玩具研究家・郷土史家田中緑紅が訪れたほどであ

る。何故米吉が玩具を扱ったのか、熊田司氏は 2007(平成 19)年 2 月 3 日、大阪府立中之島

図書館が主催した文化講演会「大阪と出版－大阪の出版はユニークですか－」で「三好米

吉とは何者か？」を演題とされ、与謝野晶子あるいは巨泉がいたので玩具を置き始めたの

かもしれないとお話しされた。熊田氏の当日のレジュメには、「与謝野晶子の指導で、錦絵

や郷土玩具、名家短冊色紙などを置くようになる。」とある。(106) 

井上芳子氏は「資料紹介『美術と文芸』・『柳屋』について」(107)で柳屋の取り扱い品は

「開店当初は主に古本新本を扱う本屋だったが、機関誌を創刊する頃には文芸美術書や版

画、絵封筒、手拭、団扇、地方玩具などを扱うようになっており」と紹介している。機関

誌を発行する頃とは 1913(大正 2)年のことで、その年『美術と文芸』を創刊した。その後
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誌名を『柳屋』と変えて、米吉急逝の 1943(昭和 18)年まで出版された。巨泉との関わりで

いえば、巨泉は柳屋書店の開店 15 周年記念(当時は柳屋画廊)に江戸の浮世絵師奥村政信の

短冊色紙売りの嬾絵を模写したポスターを仕上げている。 

米吉が浪華趣味道楽宗のメンバーであったことがわかったのは、1923(大正 12)年発行の

『柳屋』第 22 号、浪華趣味道楽宗を紹介した「道楽宗の巻」(表紙は巨泉画)のお蔭である。  

米吉は浪華趣味道楽宗の第三十一番札所、花紅山柳緑寺という末寺の主であり、ご本尊

は「淀君の尊信篤かりし(と想わるゝ)弁才天女の石仏」だと自己紹介している。仲間であ

った巨泉はというと、第十番札所、碧水山虚僊寺であった。巨泉のご本尊は人魚とおしゃ

ぶり。人魚は不老長寿、おしゃぶりは生まれて親から最初に持たされるありがたい玩具な

のでご本尊とした。 

 

「数年前より大阪の好事家仲間の変人凡人諸君が寄り合いて浪華趣味道楽宗三十三所の

御寺ゴッコを創め、毎年春秋に無縁狂、施雅喜御恵四季、宝物展覧、本尊出開帳を催し、

殊に去年の夏などは三州岡崎より尾州犬山へ布教に順鍚するなど創宗の歓喜と道楽の法

悦とそゞ現世を楽しみつゝあります。道楽宗三十三所の次に新道楽宗各三十三ｹ寺都合九

十九ｹ寺の外に尾張道場として和楽山百牛寺以下九ｹ寺、別院として研学山栄州乃路寺、

お札博士寿多有上人を加えて宗門の繁盛趣味の興隆こゝに極まれりと言うべし、です。」

(108) 

 

上記の文中「尾張道場として和楽山百牛寺」とは名古屋の好事家加藤百牛である。百牛

は次の“4－4．青賢肇と巨泉”にあるように、青賢肇と交流があった人物で、これは推測

であるが百牛は名古屋で吉馬会という、会の名前から絵馬に関係した会なのか、趣味人た

ちの集まりを主宰していたかもしれない(109)。また研学山栄州乃路寺はお札博士寿多有上

人ことフレデリック・スタールである。 

 

4－3．娯美会について 

娯美会について巨泉が「娯美の事ども」として 1927(昭和 2)年 6 月発行の『人魚』6 号

に書いているのでその記事を抜粋してみたい。 

「我大阪には無邪気な趣味団体として娯美会なるものがある。既に本年五月を以て第五

十四回まで続けられてゐる。自分も其一員として末席を穢すの光栄に浴し毎回出席して諸
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君の佳話珍談を拝聴する事をこよなき楽しみとしてゐる、と申上るとなんだか真面目な研

究会のようにも思はれるが、実は雲泥の違ひで只訳もなく笑ってしまふ位ひが此会の主意

である。還暦の親父もニキビ男も打ち交って互に面白おかしく話すので其処に何とも言へ

ぬ暖かい友情と言ふものが涌いて来るのである。」「会員の一人は言ふ、よくも続いたもの

だと、其れは其筈である。みんなの意気がピッタリと合って其処に少しのすきまをも見出

さないからだ。金、金、金がなんでそんない
ママ

有難い金より有難いものは即ち友情である事

を忘れてはならない。」 

本当に意気の合った、単なる遊びの会を超えた男たちの無私の友情で結ばれた会であっ

たことが分かる。巨泉の文章の後に参加したメンバーの寄せ書きがある。達筆でほとんど

読めないが判読できる名前を挙げてみる。まず人魚洞、そして小宝、旦水、吉之助、芳本

倉多楼、青山一歩人などであり、まさに巨泉を支え続けた人たちである。 

この娯美会は「旧道楽宗」の一部の人たちが組織した会である。どうやら浪華趣味道楽

宗には、「旧道楽宗」「新道楽宗」「第三道楽宗」の 3 つ会があって、毎年 1 回それぞれが独

自の趣向を凝らして会合を持っていたらしい。そして娯美会の面々は互いに本名では呼ば

ず、「堀江のおっさん」「島原のおっさん」「釘ぬき先生」「放送局」とか、変わったところ

では「金刷りのアイデアルカラー」などの愛称で呼び合ったという。このような綽名の名

付け親は木村旦水で、巨泉の場合は呼びようがなく、奥さんがハマ子だから「ハマの亭主」

と呼ばれていた(110)。 

浪華趣味道楽宗・娯美会の主要なメンバーと蒐集品を紹介しておこう(111)。 

川崎巨泉(末吉)―人魚、濱べにや(屋号「木綿屋」)―絵馬、三好米吉―顔面に関する短

冊、三宅吉之助(宇津保文庫主宰)―時代櫛、田中緑紅(俊文)―桃太郎に関する物、太田小

宝(健二郎)―福袋と守小判、木戸解剣(忠太郎)―各地達磨起上り、筒井英雄(写真館ワンダ

ス館経営、筒井店で玩具を販売)―外国玩具、木村旦水(助次郎)―名家肉筆達磨絵葉書、梅

谷紫翠(秀文・歯科医)―玩具の天神、穐村吐陽(治郎兵衛・針金問屋の若旦那)―各地変形

盃、井崎一蝶(亥三郎・風雨屋の一蝶さん・劇画家)―劇人形、粕井豊誠(信一・画家)―伏

見人形、青山一歩(冬樹・会社員)―社寺及び土産杓子、岸本水府(龍郎・川柳作家)―福助

に関する物、三浦おいろ(黒田常太郎)―劇に関する双六、青賢肇(青木賢肇？)―神仏御影、

高橋好劇(染物業)―小品玩具と百面相、本田渓花坊(敬之助・川柳作家)―川柳古書画、河

本紫香(正次・傘商)―伝説玩具の牛、中西竹山(康雄・食料品商)―各地旅館カード、西田

静波(清次郎・棕梠商)―納札。 
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 娯美会奉祝変装余興の写真（図 29） 

 

写真は『大阪人』2005 年 2 月号より転載 
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娯美会はともかく手を代え品を代えして余興を楽しんだり旅行をしたりと大童なのであ

るが、1928(昭和 3)年の昭和天皇の御大典では千載一遇とばかり「御大典の奉祝踊り」に

参加したり、1929(昭和 4)年 1 月 19 日には、四天王寺公園内の小宝に集合、「娯美会奉祝

変装余興」（上掲写真）と銘打って集まった連中は、御大典の当日を偲び万歳三唱、騒々し

く派手で笑いが巻き起こる。さてその風体はいかなるものであったのか。 

写真に納まったのは 20 名。思い思いの衣装を身につけている。伊勢詣り（巨泉）、三番

叟、鎧武者、百姓、鹿島の事ふれ、獅々舞、職人、雷の紋々、新芋助、福助、万歳、立雛、

神主、紳士、鳥居追い、手古舞、品玉屋などといった塩梅である。(112) 

 

4－4．青賢肇と巨泉 

 青賢肇 浪速区嘉美須町三之一三二 これは 1927（昭和 2）年 12 月発行の雑誌『集古』

に掲載された青賢肇という名前とその住所である。この会員名簿で大阪だけを拾うと次の

ような人たちが掲載されている。名前の前に付したのは雅号・職業・屋号などである。生

田南水、書林鹿田静七、蝶葉堂佐野英山、岡田伊三四郎、だるまや/旦水木村助次郎、今川

一、掬水庵肥田弥一郎、三浦おいろ/黒田常太郎（注記 113 参照）、古物商須藤力松、大藤常

次郎、三宅吉之助、橋本清吉、冬樹青山一歩、荒木幸太郎、入江軍児、書林中村正兵衛、

森繁夫、萍水南木芳太郎、紫香河本正次、柳屋画廊三好米吉、好古藤里喜一郎、緑山平澤

勘吉、紫翠梅谷秀文、豊誠粕井、大阪国文社/百兎庵村松茂、虹荷？太田米次郎、竹山中西

康雄、書林高尾彦四郎、小宝太田健二郎、松本茂平、山下茂生、川崎巨泉、山川梅仙、静

嬾山房原田政一、田中與一郎、静波西田清次郎、友淵楠磨、立齊平野利兵衛、前田長三郎

らである。ここに並んだ人たちは当時の大阪でその名を知られた趣味人・好事家であろう。

巨泉の名があるし、付け加えれば当時は東京に居てその後大阪に戻る神斧山内金三郎もい

た (113)。 

 青賢肇は巨泉がいた娯美会や集古会にその名があり、京都のちどりやが発行した郷土玩

具趣味の雑誌『鳩笛』では新聞の蒐集家として紹介されている。何者か全く分からなかっ

たが、偶々中之島図書館が賢肇の日記『苔瓦堂日録』を所蔵していて、何冊か拾い読みを

している内に巨泉に行き当たったのである。 

著者名目録カードでは青木賢肇
あ お き と し た だ

となっているが、姓の 1 文字の木を取った「青賢肇」は

何と読むのだろう。音読みして「セイ・ケンジョウ」とでも言うのだろうか。さて賢肇の

日記『苔瓦堂日録』は 1909(明治 42)年 1 月 1 日から 1921(大正 10)年 12 月 31 日に亘る計
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16 冊。墨書きの和綴本である。 

賢肇とは如何なる人物であったのか。雑誌『集古』の住所が正しければ、賢肇とは青山

太治郎である。1878(明治 11)年 11 月 13 日、現在の名古屋市緑区の生れ。没年不詳。逓信

省を経て大阪朝日新聞社調査部に在籍していた時期がある。来日した御札博士フレデリッ

ク・スタールを饗応する立場にあったこと、読書も日本の古典籍に親しみ、古瓦や神社の

御影を蒐集するなど他の趣味人とは一味違った風があった。また 1921(大正 10)年当時大谷

女学校主催の史学地理学同攻会の大阪談話会に出席、郷土史研究会があって回を重ねた様

子が分かるが、これには賢肇を始め田中緑紅、後藤美心、今西茂吉、永見春駒、原田宰慶、

青山一歩、山村菊雄などが参加した。考古学雑誌を求め、浪花集古会に参加し民俗・風俗・

歴史に関心があり古典籍を読み、錦絵に親しむなど古典的教養を身につけた知識人であっ

たと考えられる。大阪府立図書館(現大阪府立中之島図書館)で図書を借覧した記事もある。

在籍した大阪朝日新聞社の関係者では、一時大原社会問題研究所に身を寄せた花田大五郎

や西村天囚とは親交があったらしく、天囚から「天囚雑綴十種」の写字代として大島紬一

反とお金をもらっている。また大正 10 年 3 月には天囚作の漢詩を贈られている。天囚は

1919(大正 8)年 12 月大阪朝日を退社し、大正 10 年 3 月当時は京都帝国大学の講師であっ

たかもしれない。天囚の漢詩を以下に記す。 

家蔵万巻不為貧 訪購多年大苦辛 他日無妨代末塩 子孫未必読書人   庚申歳晩作 

碩園彦書 

ともかく賢肇の周辺は、地元名古屋の好事家・百牛加藤思成、堀江清足らと交流し、神

戸の郷土史家福原会下山人（潜次郎）、京都の郷土研究社・田中緑紅、岡崎の郷土玩具趣味

人・稲垣豆人との活発な往信。大正 5 年頃梅谷秀文(紫翠)とは、紫翠が東京在住時も往信

し、本郷 3 丁目金助町の下宿幸運館を訪ねている。(この頃紫翠 22 歳、東京帝国大学の学

生だったのか？)、名古屋にいた時分の青山一歩とも往信している。大正当時横浜にいた斉

藤昌三と交流し、斉藤の紹介で三田平凡寺にも面会している。大阪の書店ではだるまや、

柳屋、古典籍専門店鹿田松雲堂をよく利用した。製本は南区清水谷の浜本、表装は八幡筋

の下間虎僊堂、版画の彫師は瓦町の長谷川広吉、納札の下絵は巨泉。永田有翠からは古典

籍を借用し、有翠の死亡記事を大正 10 年 9 月 27 日に知って告別式に参列している。緑紅

や南木芳太郎には書籍や写真を貸したり、巨泉から頼まれた誉田神社の赤えいの絵馬を届

けたりとこまめに人を訪ねては多くの趣味人との交流を重ねている姿が浮かび上がってく

る。また関西納札会を高橋好劇と仕切った人物であったようにも思える。この項の最初に
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集古の会員名を挙げたが、そこに名前のある少なからぬ人たちが賢肇の納札や玩具趣味な

どの仲間であった。 

この日記の面白く且つ貴重なところは何かといえば、大正から昭和時代の知識人であり

趣味家であった青木賢肇という人物の行動の記録を通して、大阪・京都・中京・東京の趣

味人・好事家との交流や交友の様子を伺い知ることができる点であろう。 

 ここでは賢肇と巨泉が知り合い、その後交流が深まって行く 1916(大正 5)年から 1918(7

年)当たりの日記から交流の様子を紹介する。 

1916(大正 5)年辺りから趣味の会の記事が多くなるが、すでに何度か紹介したフレデリ

ック・スタールの記事が 1915(大正 4)年 12 月 8 日にある。その日請招されたスタールは北

浜の鶴屋で晩餐をとり賢肇らと記念撮影、翌 9 日賢肇はスタールを前田惇宅に案内し所蔵

の藩札などを見せた後、朝日新聞社に戻り千社札や古印、拓本などを進呈し、社所蔵の図

書を貸与している。当時スタールをまじかに見た人の証言としてスタールの様子を引用し

ておく。 

「フレデリック、スタール博士は米国市俄古大学人類学教授にして最も日本の風俗を喜

び此日の扮装は黒襟縮緬の襦袢に羽二重更紗の下着高貴織の上着を□□丸(筆者注：2 文字

不詳)に星の五ツ紋ある黒羽二重の羽織に博多の帯を締め仙台平の袴を穿ち黒足袋に下駄

を履し所一見日本人に異ならず好んで日本料理を食す奇と謂つべし」 

 また“4－１.巨泉の道楽趣味”で巨泉のおもちゃ絵集を貰ったスタールが 1924(大正

13)年に巨泉に宛てた手紙を紹介したが、実はスタールが 3 年以前に大阪に遊びに行ったと

いうのは、賢肇の『苔瓦堂日録』で確認できる。それは関西納札聯合会主催「スタール博

士歓迎納札会」のことで 1921(大正 10)年 4 月 7 日、大阪天満天神の社務所で開かれ出席者

約 200 名の盛大な会であった。そのときスタールにおもちゃ絵集を贈呈したことが賢肇の

日記で知れる。この歓迎会は、天愚会から三宅吉之助・森田四翠・村松茂(百兎庵)、関西

納札会から木村旦水・藤里好古・賢肇、曙会から 2 名の 8 人が集まって準備の協議したこ

とも同年 3 月 5 日の日記にある。そしてこの時スタールと晩餐を共にしたのは、賢肇、木

村旦水、南木萍水（芳太郎）、斎藤い調、藤里好古等 13 名であった。 

 1916(大正 5)年 5 月 14 日、関西納札会発起人会に臨む。寺田花外(岸和田実業新聞)、田

中芳哉園(大阪絵入新聞)、前田惇、福山碧翠、友淵楠磨などが集っていた。花外、芳哉園

は新聞記者であろう。5 月 14 日の発起人会を受け、1916(大正 5)年 6 月 10 日に関西納札会、

場所は堺の開口
あ ぐ ち

神社客殿。ここで発会式が行われた。「午後 7 時解散、会する者九十余人、
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納札六十余枚を交換す。席上川崎巨泉、猪里漁仙、木崎好尚諸氏の揮毫を請ひ」た。ここ

で初めて日記の中に巨泉の名前が現れる。この年の 3 月 12、13 の両日南堀江で巨泉は初め

ておもちゃ絵展を開いたが、賢肇はこの展示会を知らなかったのか日記には展示会に行っ

た記事がない。しかし 6 月 10 日の関西納札会で巨泉に揮毫を求めたということは巨泉の知

名度が高かったことを伺わせるに十分である。 

翌 1917(大正 6)年正月巨泉から賀状が届いた。賢肇は賀状を受けた人たちの姓名を楷書

で書き残している。1916(大正 5)年の正月には巨泉からの賀状はなかったから賢肇と巨泉

は関西納札会の発会式で知り合ったと推測できよう。巨泉の他に賀状が届いたのは蘆田止

水、南木芳太郎、永田有翠、べにや、生田南水、木村旦水、永見春駒、高橋好劇、内山不

倒、稲垣安郎、肥田渓楓、辻阪翠緑、石田可村、山田新月、三好米吉などである。後には

梅谷紫翠、三宅吉之助もこの仲間に加わる。 

この 1917(大正 6)年は巨泉が依頼された納札の版下を届けたり、賢肇が巨泉を訪ねたり、

互いにハガキの遣り取りをし、10 月には賢肇が巨泉宅を訪れて葡萄を 1 箱贈る、またその

返礼を巨泉がするなど親密な交際が続く。暮れの 12 月 26 日巨泉は賢肇を訪れた。「木版玩

具絵集第一集」を賢肇に贈呈するためである。『木版玩具絵集第一集』とは賢肇が日記に書

いたものでこれは巨泉の最初のおもちゃ絵集『巨泉おもちゃ絵集』であろう。1918(大正

7)年 1 月 7 日、八幡筋のだるまやで『秦漢瓦当譜』1 冊、『風俗研究』11 号に巨泉の『おも

ちゃ絵集』の第 1 集を購入している。巨泉のおもちゃ絵集を発売と同時に購入していると

いうことになる。大正 6 年の暮れ巨泉からおもちゃ絵集を寄贈されて、同じものを購入す

るのも変であるが日記にはそう綴られている。 

同年 1 月 15 日には巨泉が「おもちゃ絵広告掲載」を依頼している。「おもちゃ絵広告」

とは『巨泉おもちゃ絵集』の広告のことであろう。また「玩具絵集」第 2 集の新刊紹介や

「玩具会の規約」を賢肇に依頼している。そして巨泉は『巨泉おもちゃ絵集』を出す毎に

賢肇に寄贈した。また個人誌『人魚』もそうである。 

このように巨泉は関西納札会での出会いから交際を始め、玩具絵集やおもちゃ絵集の広

告や新刊の宣伝文を依頼するなど、新聞人としての賢肇とその筆を頼りにしている様子が

分かる。『苔瓦堂日録』をさらに読み解けば、大正時代の今回この稿に登場する人物たちの

様子をもっと鮮明に描きだすことが出来よう。今後の課題としたい。 

 

4－5．肥田渓楓と巨泉  
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当紀要 36 号の「おもちゃ絵画家・人魚洞主人川崎巨泉の画業とその周辺」の「1-10 巨泉

を支えた同好の志というネットワーク」で紹介した渓楓であるが、巨泉は渓楓の個人誌『あ

のな』のカボチャの表紙絵を描いたが、『あのな』1916(大正 15)年 1 月号には「あのなの

始」という記事があり、そこに賛助会員として巨泉の名前があり、他に渡辺霞亭、渡辺虹

衣、木村旦水、相野青牛の名前が見える。 

個人誌『あのな』は 1914(大正 13)年 2 月 11 日創刊、1930(昭和 5)年 6 月 11 日発行の第

78 号で終刊となった。発行は無論私費であり、友人・知己には無償

で呈送し、合本用の表紙・題簽も申し込んだ人には無料で贈呈した

という(114)。大正 15 年 1 月号掲載の「あのなの始」と毎号巻末に

掲げられた「ひとり言」から『あのな』を発行の経緯紹介してみよ

う。 

渓楓は売れない雑誌、買手のない雑誌を作ろうとし、会の名前を

「壮哉小会」“そうやさかい”と決め、霞亭が宣伝文のようなものを

『あのな』の表紙(図 30) 書いてその題が「あのなｱ」であった。それがそのまま雑誌のタイト

ルとなった。壮哉小会は、「談笑娯楽の間に歴史、風俗、古実等の研究」をし、機関誌とし

て『あのな』を発行する。また特別会員に限って月 1 回以上の集会を持ち、普通会員は月

二十銭を支払う。「入会、退会、帰宅等は其都度住所、姓名、雅号、趣味等を明瞭に記載通

報すべし。」とあり、「ひとり言」には「あのなは掬水庵の随筆である。書き記すことは凡

て自己本位。」など記し、発行日は渓楓の誕生日が二月十一日なので毎月十一日としたいな

どと洒落ている。橋爪節也氏は『あのな』を「芯の通ったよき趣味人、大阪ベル・エポッ

クの洒脱な知識人らしいエスプリを感じさせる。」とされた(115)。『あのな』には巨泉の短

文や来信が掲載され、娯美会、面茶会や遊びに興じる道楽宗の記事も結構掲載されている。 

 肥田渓楓（1877(明治 10)年 2 月 11 日生～1948 年(昭和 23)年９月 30 日歿）という希代

の趣味人にして実業家の人物像を『あのな』から引用しておきたい。この元記事は 1915(大

正 14)年 10 月発行の『大阪財界人物史』大阪国政協会編という断り書きがある。 

「虎屋信託株式会社 取締役 肥田弥一郎氏 

 大阪の財界に蟠居して、一勢力をなし虎屋銀行を経営して個人銀行間に推重せられたる

ものは南大阪の金豪肥田弥兵衛氏なりき、氏は古き家系を有する大阪長者として財界一方

の雄たりしと共に哲学趣味に造詣浅からざりしを以て実業界窄に見るの人格者として知ら

れたりしが大正二年六十歳を以て長逝せり。 
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当主弥一郎氏は其長子にして、明治十年二月十一日を以て生れ、大正二年四月家督を相

続す。肥田家一門の宗家にして居を南区久左衛門町に置き、夙に一族を以て株式会社虎屋

銀行を設立しその経営に任じ斯界の信望甚だ厚かりしが、大正四年同銀行を山口銀行に併

合したる以来、別に虎屋信託株式会社を起し、爾来主としてこれが経営に当り居れり、蓋

し本邦に於ける信託事業が欧米先進国に比して未だ甚だ幼域にありて其将来頗る多望の余

地を存する点に着眼し、現時大阪に於ける這種の事業中山口系の関西信託、岸本系の摂津

信託、而して肥田系の虎屋信託三雁行の観を呈するを見ば蓋し思半ばに過ぎん。 

 氏は亦先代の衣鉢を享けて文学の趣味深く、自ら掬水庵渓楓と号し図書庫を設けて普く

百家の珍書を蔵す、（中略）世に珍書古籍を貯蔵するの人決して乏しからず、而も多くは自

個の趣味欲を満足せしむるに止まり其開放を厭ふの風あり、否面倒がるの傾向あり、然る

に氏は然らず、同好者の来りて閲覧を乞ふものあれば欣然として之を迎へ何物か参考に資

することあれば無上の愉楽となす、真の蔵書家として克く書を解するの士なり。 

 資性温厚、殊に先代の伝統を受けて博愛仁慈の志厚く、其居南地花街に近接して昼夜管

弦の音穡境に逼るあるも怗として顧みず、世の富豪子弟に見るが如き折花攀柳の事は氏に

於いて之を聞かず、洵に富豪紳士中の異彩なり。」（「焼直しの記事」『あのな』大正 15 年 5

月号） 

 

4－6．巨泉と落語 

巨泉は日清戦後の 1894,95(明治 27、8)年ころから 1912(明治 45)年の間法善寺の落語席

へ「只絵筆に親しみながら其の肩のこりを癒さんがために」よく通った(116)。上方落語史

によればこの時期は桂派と三友派の名人上手がその覇権を競った上方落語界の最高潮の時

期、黄金時代だった(117)。浪花三友派の二代桂米団次、笑福亭福松の“大文字屋踊り”が

あり、桂派では二代桂文三、桂万光、二代三遊亭円馬の五人廻し、大兵肥満の盲人西国坊

明学の琵琶、盥に客をのせて踊る大力坊、石井ブラックなる西洋人、色物では宝集家金之

助という別嬪さんがいたと回想している(118)。二代目桂三木助。当時は“おもちゃ”と呼

ばれていたが、巨泉は前座で出る“おもちゃ”の話を楽しんだ。その後上方落語界は分派

分裂を繰り返し、吉本花月派に収斂して行く。 

巨泉と落語との永いお付き合いを考えれば、五代目笑福亭松鶴が主催した松鶴会の会員

になったのも当然のことかもしれない。松鶴会の会誌『上方はなし』に熱心に寄稿し

1936(昭和 11)年 4 月から 1937(昭和 12)年 3 月の間の寄稿家番付で横綱になっている。昭



 24 

和 12 年 3 月の松鶴会の会員には巨泉の畏友たち村松百兎庵、梅谷紫翠、三宅吉之助、三好

米吉、また丸尾長顕、俳優月形龍之介、林長二郎、歌舞伎の中村扇雀の名前がある。 

例えばおもちゃ十二支会は 1928(昭和 3)年の春にできたが、大阪の落語家林家染丸、橘

屋蔵之助、三遊亭円若、円馬、志ん蔵、桂小春団治、三宅吉之助、梅谷紫翠、井崎一蝶、

芳本倉多楼、粕井豊誠、巨泉など 12 名の会であった。会ができたきっかけは、ある日手先

の器用な志ん蔵が洗濯挟で獅子を作り始め、我も我もと落語家連中が作り出し、それに巨

泉等が加わって成立。12 人に因んで大きさは 2 寸までで干支のおもちゃを作ろうというこ

とになったというもの。毎月幹事が作るおもちゃを指定、皆趣向を凝らした作品を持ち寄

ってワイワイ失敗談やら苦心談に花を咲かせ楽しく遊んだのである(119)。 

林家染丸、三遊亭円馬、円若、円馬、志ん蔵等落語家が参加したもう一つの会に自作・

他作の宝船の絵を自宅等で配り合う「浪華宝船会」があり、皆それを楽しみに仲間の家を

巡り歩くのである。無論巨泉も仲間であった。第 1 回の浪華宝船会目録には浮世絵師長谷

川小信や森田乙三洞、蘆田止水に賢肇等に加え川崎巴水女（巨泉の妻ハマ子）も入った総

勢 48 名であった。 

真面目人間だった巨泉だけに趣味の会では肩の力を抜き大いに楽しんだことであろう。 

  

〔5〕巨泉忌の客たち  

 今回の展示会の図録にも掲載した巨泉の一周忌を紹介した梅谷紫翠が「鯛車」70 号に書

いた文章をここでも紹介しておきたい。  

 “大阪の巨泉忌” 梅谷紫翠  「故川崎巨泉氏の一周忌追悼会が、九月十二日、天王

寺区生玉隆専寺（さくらの寺）で挙行された。待合の座敷には故人を偲ぶ軸、色紙、自作

玩具、印譜、扇面等が展覧される。本堂にて厳かな法要後、発起人を代表して木戸忠太郎

氏の挨拶あり、つづいて面茶会同人の奉仕により、手向の落語あり、同人の林家染丸、橘

屋蔵之助、三遊亭しん蔵の諸氏と、三遊亭円馬氏病気のため、門人三遊亭小円馬氏及び染

丸門人林家染語楼氏の出演にて一層花を添える。閉会後座談会を行う。来会者五十余名。

中には近頃逢う機会も少なかった太田虹荷、青賢肇、鹿島伝蔵、南木萍水、龝村吐陽、山

内神斧、森田乙三洞、岸本彩星、笑福亭松鶴、花柳芳兵衛（昔顔の小春団治）氏等のも見

受けた。地下の巨泉氏もさだめし満足していられることと思う。」(120)盛大な一周忌の法

要であったことが分かる。この参加者で名前が挙がった岸本彩星は岸本五兵衛のこと。郷

土玩具蒐集家として著名で彩星童人と称した。玩具の蒐集館を「子寿里庫
ね ず り こ

」と命名した。
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“ねずりこ”は“おしゃぶり”のことで巨泉が浪華趣味道楽宗でご本尊にしたものでもあ

った(121)。山内神斧は巨泉のおもちゃ絵の販売に協力した人であった。本名金三郎。

1886(明治 19)年大阪で生れ。東京に出て梶田半古に入門し、東京美術学校を卒業後、

1911(明治 44)年大阪に戻り美術工芸品販売店「吾八」を開業。1941(昭和 16)年阪急百貨店

美術部内で「梅田書房」を始める。梅田書房の販売目録に『これくしょん』がある。1966(昭

和 41)年 81 歳で没した(122)。森田乙三洞は＜モリタ オッサンドウ＞と読む。乙三洞につ

いて橋爪節也、中尾靖、荒木基次の 3 氏によって創刊された大阪心斎橋の出版文化を考え

る同人誌『心斎橋本撰
しんさいばしほえらみ

』の第 3 号が乙三洞を特集している。以下の乙三洞の解説は第 3 号

所収の橋爪節也氏著「これは他人
ひ と

ごとではない－愛しの乙三洞、森田楢菊さんに聞く－」

が出典である(123)。 

森田乙三洞は本名政信。1895(明治 28)年奈良県に生まれた。1914(大正 3)年大阪楽天地

で乙三洞書店を始める。取り扱ったのは本、郷土玩具、民俗的な人形などで趣味の店であ

った。乙三洞という奇妙な名の由来は東京でオッサン、オッサ

ンと呼ばれたことによるという。乙三洞の顧客は中井浩水、木

村旦水、梅谷紫翠、岸本五兵衛たちであった。乙三洞と巨泉の

接点を探せば浪華宝船会になる。宝船会で乙三洞は見事な自画

自刻自摺の宝船の版画を展覧会に出品している。乙三洞特集で

肥田晧三氏は小学生のころ乙三洞でポッペンを買ってもらった

という想い出を綴っている。 

乙三洞は戦後岸本五兵衛の援助により南区安堂寺橋通りで店

『心斎橋本撰』3 号(図 31)  を始める。その後 1951(昭和 26)年鰻谷に店を移転するが、

1959(昭和 34)年 64 歳で没した。 

先の紫翠の文章に木村旦水の名前がない。旦水に触れたいので敢えて名前を挙げる。高

見澤たか子氏の著書『ある浮世絵師の遺産－高見澤遠治おぼえ書－』に「浮世絵版画複製

の天才」高見澤遠治を大阪の錦絵問屋だるま屋の木村某が関東大震災後に大阪に呼び複製

を作らせていたが、だるま屋は約束を破りそれを 3 枚売り払ってしまったというのである

(124)。詳しくは本書を読んでいただきたいが、これだけを読むといかがわしい大阪の商売

人と受け取られかねない。旦水の名誉のために敢えていえば、旦水は縷々述べたように巨

泉のおもちゃ絵の同好の士として巨泉を援けた 1 人であり、大阪の郷土趣味誌『難波津』

を発行、また古書を販売するなど出版・書店人であり、また趣味人としても著名であった。
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どうか守銭奴旦水と決め付けないでいただきたい。 

[6]雑誌『鯛車』の巨泉追悼号 

 1942(昭和 17)年 11 月 1 日発行の『鯛車』59 号は「故巨泉氏追悼號」である。顔ぶれは、

有坂與太郎、木戸忠太郎、川口榮三、瀬川俊峰、梅林新市、青山一歩人
マ マ

、芳本倉太郎
マ マ

、平

岩富士蔵、梅谷紫翆、立花壽、小山彰、田中野狐禅、田畑豊太郎、井上麗泉である。巨泉

を知るために彼等の印象に残る言葉を選んで紹介してみたい(125)。 

 與太郎の言葉：「巨泉先生 先生は単なる趣味人でなかった点と斯界を大きくリードして

居られた点とは、彼我誰一人否定するものがありません。先生が長逝されたこ

とは啻に大阪ばかりの損失でなく、汎玩界の大きな打撃であることは、私から

申上げるまでもありませんが、幸ひに玩界は恁うした未曾有の超非常時の中に

あっても決して衰へを見せて居りません。これは偏に先生が御生前に遺して下

さった足跡と気魄の賜物だと云ふことを、私は肝に銘じて忘れません。どうぞ

御冥福をお祈りいたします。」（「巨泉先生逝く」） 

 達磨収集家として著名な忠太郎は巨泉との出会いを書いている。「川崎氏に初めてお目に

かかったのは大正十一年の秋で、丁度三十年の長いお附合ひだった。新築の住

宅の襖に所蔵の起上り達磨を写生して戴いたのを手始めに、民族玩具、ことに

達磨に関する同氏の作品は私の書棚に溢るゝばかりである。」（「川崎氏を追慕し

て」） 

榮三の言葉：「玩具に終始せられた翁、そして、玩具界に余りにも偉大な足跡をのこして

白玉楼中の人となられた翁、昭和の晴風、昭和の寒月に比して来た自分には、

ありとある玩具趣味の輩が、一体となって、翁のために、玩具葬でも行って

御冥福を祈ってあげたい様な気がする。」（「玩具葬を催せ」） 

俊峰の言葉：「浪華民玩界の長老として年を超越した厚情を享け、この間画よりは民玩の

研究と蒐集に教えを受け啓発せらるゝことも少なからず、（中略）いつお伺い

しても心持よく御語を承るが、不思議にも絵絹を伸べて居らるゝのを見たこ

とがない。聞けば御仕事は朝飯前後迄とのこと、言葉は少々悪いが、朝の気

分で運筆鋭く、巧みに民玩の特徴を生かせて描かれた。」（「爬龍船の思ひ出」） 

新市の言葉：「玩具絵界では、笛畝、武雄、巨泉の三氏に先ず指を屈す可ぎだが三者それ

ぞれ特徴があり、何れを第一人者と呼ぶ可きではないと思ふ。が、専門的に

玩具絵に親しまれたのは巨泉さんであろう。私刊の画集、雑誌、その一つ玩
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具人として座右に備ふ可きものばかりである。」（「巨泉氏を偲ぶ」） 

一歩人の言葉：「川崎さんは故清水晴風さん時代の民玩愛好者であり、民玩界の開拓者で 

あるから、お命日を記念して巨泉忌として永久に数々の功績を偲び。年中行 

事としてお世話したいと思ふて居ります。」（「嗚呼巨泉先生」） 

倉太郎の言葉：「一寸したことでも非常に気にせらるゝ先生のことを知って居るので、見 

舞はなかった。しかし心残りのことであった。面茶会の集まりをして居った 

頃は必ず月に二回や三回は会ったし、其折のことはその「面茶」の誌面に残 

っている。」（「 弔
おともらふ

の記」） 

  富士蔵の言葉：「愛蔵の絵馬一つ。それには里芋を並べた様な土鈴が描かれてゐて、右側 

      に例の威勢よき「巨泉」の落款が躍動してゐる。無論本格的な小絵馬ではな 

      く、嘗ての土鈴全盛期頃、玩具絵として画かれた趣味品であろうか。之を入 

      手したのが染井の鉄拐堂付近であった事は、数年の歳月を経てこゝに川崎巨 

泉さんの訃報に接し、感今更深きものがある。」（「絵馬に偲ぶ」） 

紫翆の言葉：「平素から慈父の如く慕ふてゐただ（筆者注：原文の“だ”はゝに濁り点） 

けに私達おもちゃ党にとってはまことに悲しみの極である。（中略）「なあー 

先生」これは大阪に於て私等仲間が巨泉先生を呼ぶ時の言葉で（中略）先生 

と言へば川崎先生と決っていた。」「先生が天下茶屋に引越された時が面白い。 

お弟子の人々が大犬張子やら大獅子頭、大蘇民将来などを担いでゆかれたの 

で近所の人は何かと思ったに違ひない。さすがにおもちゃ絵の巨泉先生の引 

越しである。先生の思ひ出はなかなか尽きない。」（「人魚洞引越し」） 

壽の言葉：「誠に品の好い御隠居さんと云ふ感じで、恰も肉親の者でも迎へた如く、いか

にも懐かしげに嬉しげに親しみ深くいろいろと話して下すったその印象は、

終生忘れ得ないところである。」（「あゝ巨星隕つ」） 

彰の言葉：「私は遂に巨泉氏とは面接の機会なく、また文通のなくありし日の巨泉氏とは  

    縁甚だうすく残念に思ふばかりである。きくところによれば、巨泉氏は温厚に

して篤実、長者の風格を備へられたといふことであるが、令室また温順にして

貞淑であるといふ。ただこの好配偶の間に子宝が恵まれなかったことは御気の

毒にたえない。」（「民玩界の大損失」） 

野狐禅の言葉：「巨泉さんは芝居絵の大家芳瀧さんの愛婿で関西に於ける玩具絵の巨匠で

ある。否専門的な上から言へば日本的の玩具絵師である。日本的玩具絵として
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日本一なら無論世界第一人者とも言へやうと思ふ。」「巨泉さんの画風は大衆的

で玩具の特質を自由に取扱ひ筆力も雄健に勝れてゐると思ふ。」（「巨泉さんを惜

しむ」） 

豊太郎の言葉：「昨年、巨泉氏が或玩具紙に人魚洞こけし苦言と云ふのを書かれてゐたの

を一読して非常に敬服させられて了った。（中略）今迄色々とこけしの記事を読

んだがこけしに対するこれ程立派な正論は初めてだった。」（「巨泉氏とこけし」） 

麗泉の言葉：「先生は明治初期浮世絵の大家として知られた中井芳瀧先生に師事せられ、

応用画に筆を執られた時代には其意匠考案の卓越せる特に斯界に重きをなして

居られました。大正元年改元と共に、翻然装飾画に転ぜらるゝと倶に元来愛好

蒐集の民族玩具研究に興味を深め、爾来その歿せらるゝまで全生命をこれに打

ち込まれたと申しても過言ではないでせう。」（「門人として」） 

 

[7]趣味人たちのゆとりと笑い 

巨泉を含めた、蘆田止水、肥田渓楓、藤里好古、木村旦水、みな思い思いに凝った個人

誌を発行した。売るという目的ではなくて、自分の思いや知的好奇心の対象、趣味や家族

のことを自由に書くこと。旦水は別として巨泉、止水、渓楓、好古はそれを友人知人に送

呈する読者限定。読む読まない、保存するしないも勝手で結構という姿勢であった。 

巨泉は『人魚』、止水は『和多久志』、渓楓は『あのな』、好古は『星稜叢書』を発行し、

旦水は『なにはづ』を出版した。旦水の『なにはづ』は和紙和装の立派な大阪郷土研究雑

誌で値段は 50 銭、1924(大正 13)年 2 月に創刊した。 

巨泉、止水、渓楓等の個人誌は謂わば友人達への手紙代わりであるが、好古の『星馨叢

書』は手紙代わりというより個人研究誌であった。例えばその第 1 集は『おこし米攻』で

好古の言葉に従えば「栗起こしの起源沿革を叙し、看板に「梅鉢」紋を使用する由縁、等々、

文化史的研究」ということになる(126)。 

巨泉達趣味人の遊びの一つが個人誌の発行だったといえば、旦水から文句がでそうであ

る。旦水の『なにはづ』は 20 号で休刊となったが、旦水にいわせればネタ切れでも売れな

くなったからでもない、編集人船橋政一郎の時間的余裕がなくなったことによるのだとい

う。余裕がつけば「永久に刊行を続けてゆくつもり」だったいうのが本心であるといい、

売るとはいえ売れなくても結構、損失は折込済みであり、それより大阪で生まれ育った人

間として、大阪に貢献したいという気持ちで始めたのであって、これぞ書肆として商売冥
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利だといい切っている(127)。 

ところで浪花道楽宗のメンバーだった萍水南木芳太郎は 1930(昭和 5)年「上方郷土研究

会」を創立して機関誌『上方』を発行した。筒井之隆氏は『なにわ町人学者伝』で萍水を

評して、「芳太郎の「上方」刊行に賭けた意地は、「こりすぎ」といわれながら最後まで続

けた表紙の錦絵版画に貫かれた」(128)とされたが、筆者は萍水の『上方』に先鞭をつけた

のは、旦水の『なにはづ』全 20 号ではないかと考えている。 

旦水も萍水も共に生まれ育った大阪をこよなく愛するが故に、旦水は「時代錯誤」と萍

水は「こりすぎ」といわれても揺るがず一徹に仕事をしたのであろう。 

さてこの 2 人に共通の熱っぽさは、巨泉、止水、渓楓、好古にも共通し、それは仕事ば

かりではなく遊び付き合いも熱っぽかった。それも趣味の遊びである。大正の中期から昭

和初期にかけて巨泉達の行動を見ていると、本当に羨ましいかぎりである。 

巨泉や賢肇の日常行動を観察すると、ゆとりと笑いがあることが分かる。その日常を拾

い上げてみよう。 

巨泉の場合、まず、趣味を持つこと。趣味の仲間を持つこと。趣味の仲間達で遊びを考

えだして理屈抜きでそれを楽しむこと。当時は仮装が流行ったが、仮装に進んで参加する

こと。仲間と通信し情報を交換すること。個人誌を発行し、そこで人生を語り、趣味を語

り、たまには蘊蓄をたれること。自分の考えを機会があればどしどし発表すること。絵を

書いたり、おもちゃを作ったり、仲間と小旅行を楽しむこと。寄席に行って大いに笑うこ

と。くよくよしないこと。夫婦 2 人の趣味の共通性。金より仲間・家族が大事。 

サラリーマン賢肇の場合は、仕事は早めに終わらせること。そして趣味の仲間のところ

へ出かけること。本を貸したり借りたりすることもよい。趣味の交換会や史談会には積極

的に参加すること。講演会、展示会にも出かけてみること。新世界に行って活動写真・歌

舞伎を観たり、夕食を摂ったりお風呂に入ること。友人のためには労を惜しまないこと。

小まめに手紙を書くこと。大切な本は自分で筆写して保存すること。夜の時間を大切に使

うこと。趣味の収集には常に全力を傾けること。歩くことを苦にしないこと。遠来の友に

は仲間と宴を持つこと。 

自分が住む都市（マチ）に仲間を沢山作ること。仕事はほどほどにして時間にゆとりを

持って仲間と楽しむ時間を作りだすこと。そしてホットな気持ちでこれに参加することで

ある。これは巨泉、止水、渓楓、好古、賢肇に共通であり、ゆとりと笑いの源泉であるよ

うだ。 
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〔8〕巨泉という人 

巨泉は何か追い払うかのように陰の世界を避け、明るい光の下に自分と絵を置こうとし

た作家ではなかったろうか。師芳瀧の芝居絵や錦絵新聞の世界からも最も遠くに行こうと

した画家であったろう。 

巨泉の師芳瀧は来客があれば何時までも酒を片手に談笑する人だったという。しかし絵

筆をとれば行くところ可ならざるはなし、芝居絵・芝居番付・名所図会・引き札・挿絵、

そして図案にしてもその秀抜な才能はアサヒビールのラベルデザインを生み出している。

巨泉は師芳瀧の広範な画業に及ぶことは無く、師の後影を踏みつつ歩んだが、玩具の絵と

いう特異な分野を切り拓き、おもちゃ絵を作品化し独自のスタイル画に育て上げ才能を開

花させた。師芳瀧が生前その絵を見たら「なんや、おもろいもんが商売になるんやな」と

言ったかもしれない。 

これは巨泉の資質であろうが、巨泉は表と裏、建前と本音などの使い分けが出来なかっ

た人ではないか。人物を描くよりも植物や動物を描くことが好きなタイプであり、人間関

係に煩わされることを嫌い、凝性で 1 つのことに没入するような人。巨泉はゴンタな玩具

愛好家たちの悪ふざけを、静かに笑って見ているような人であったように思える。  

巨泉が通ったのは寄席であった。島之内に住んだ巨泉には道頓堀の芝居小屋が間近にあ

った。それでも歌舞伎や浄瑠璃を好んで観たということがなかったようだ。行くなら落語。

1 人になって気楽に笑える落語が好きであった。複雑な筋を追ったりすることも嫌だし、

歌舞伎・浄瑠璃は大声で笑えるようなものではない。 

巨泉は悲しいにつけ嬉しいにつけ玩具をスケッチしたのではないだろうか。そのスケッ

チを見るとすべてを忘れる。自分が書いた玩具＝おもちゃ絵が自分に語りかけてくるよう

な、そして自分を慰めてくれるような。それがおもちゃ絵だったのではないか。 

石川啄木に『悲しき玩具』という歌集がある。その中に次のような歌がある。 

“『石川はふびんな奴だ。』ときにかう自分で言ひて、かなしみてみる”  

啄木は自分の哀しさを詠んで自己悲哀を味わうのである。読めばまた哀しくなる。でも

巨泉の玩具はどうだろう。悲しい時に描いても玩具は悲しい顔ひとつしていない。そこに

あって見るたびに巨泉を晴れやかな気持ちにさせてくれる。終生子どもがなかった巨泉の

子どもはおもちゃ絵に描いた玩具たちであった。 

巨泉は、玩具は所蔵しても蒐集した玩具を惜しげもなく手放すことができた。何故かと
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言えば、玩具をおもちゃ絵に転化し、描写し終わったあとに残った玩具はもう魂の抜け殻

でしかないからである。玩具の魂は巨泉の描いたおもちゃ絵の中で永遠の生命を得たから

である。だから棄てるには忍びないと言いながら玩具を人に分け、自分が最後まで持ち続

けたのは僅かな玩具であった。 

小谷方明氏が悲しい実話を紹介している。1945(昭和 20)年 3 月の大阪大空襲で巨泉宅は

焼け落ち、小谷氏が焼け跡を訪れると巨泉所蔵の玩具が 1 つ、巨泉宅の目印として置いて

あったという。また戦後ハマ子未亡人を訪ねると巨泉のおもちゃ画譜の版木を薪にして燃

やしていたので炭と交換して版画を頂いたという(129)。 

当館が寄贈を受けたのは人魚洞文庫一式であった。寄贈に際し図書以外の物を受入たか

どうか分からないが、もし巨泉所蔵の玩具も受け入れていたら、京都府立総合資料館に朏

健之助氏が寄贈した“朏コレクション” (130)のように、あるいは今に伝わったかもしれ

ないと、残念に思うこと頻りであった。 

さて巨泉は 50 歳を期して再生を誓った。そこで語ったのは何かと言えば、子がない寂し

さよりも、子や孫に残す金の心配もない、またそんな財産もない、貞淑な妻がいて気楽に

筆を取れる幸せな境遇に感謝し、「再生の自分は、本職の為めに、新らしい研究を続け、尚

新らしき交際をもとめ、何十年、何百年、何千年命のあらん限り、諸兄とともに面白く愉

快に日をおくりたいと其れのみを望んでいる。」(131)という巨泉の大桃源郷であった。  

巨泉という人は器用に世間を渡って歩くような人ではないし、リーダーや指導者には勧

められてもなるような人ではない。その生き方も無骨に生真面目なところと小心なところ

のある人だったのではないか。巨泉の全貌はまだまだ見えてこない。これを契機として更

に巨泉の著述探しやおもちゃ絵の内容また玩具研究家としての巨泉についても調査する必

要を感じている。 

なお最後になりましたが、筆者中之島図書館在職中の平成 19 年度中之島図書館主催「こ

れがおもちゃ絵だ！」展開催に際し、彦根市立図書館、国宝・彦根城築城 400 年祭実行委

員会、郷土玩具文化研究会の皆様には大変お世話になりました。また大阪市近代美術館準

備室研究主幹熊田司氏からは雑誌柳屋の資料提供を受け、近江玩具研究会の藤野滋氏には

雑誌『鯛車』や我楽他宗・平凡児についてご教示頂きました。「これがおもちゃ絵だ！」展

担当者の大阪資料・古典籍室高野如子司書には巨泉の雑誌記事についてご教示いただきま

した。記して感謝いたします。 
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＜参考資料③＞ 

これは 1933(昭和 18)年 9 月『川崎巨泉画伯遺墨 人魚洞文庫絵本展覧会目録』大阪府立図

書館編刊掲載の巨泉の著作解説に一部個人誌『人魚』からの解説も付け加えたものである。

寸法は当時のままとした。なお中之島図書館が所蔵するものは、所蔵有とし、請求記号を

付した。 

『おもちゃ百種』大正末期の作 絹本二尺 一軸 、巨泉絶筆「俵牛」一面 二枚折屏風 

縦三尺、横一尺五寸（伏見玩具の俵牛の図、雄渾なる筆勢にして遂に絶筆となりしもの）

所蔵：有、請求記号：919-4 

「人魚洞文庫」 索引三冊共 百十六冊 自筆本 『巨泉玩具帖』及『玩具帖』より成る。

前書は大正八年至昭和七年執筆、後書は昭和六年一月より同十七年頃までの執筆にかゝる。 

『巨泉玩具帖』書帖仕立 第一集至第六集 計六十冊 第一集縦八寸二分横六寸 第二集

至六集縦九寸一分横六寸四分 所蔵：有、請求記号：甲和 41(貴重書) 

『玩具帖』 日本綴 第一冊至第五十二冊 計五十二冊 縦八寸横六寸六分 「索引」巨

泉玩具帖三冊 玩具帖一冊 計四冊 寸法不同、 所蔵：有、請求記号：甲和 41(貴重書) 

『写生帖』 自筆稿本 （玩具以外の主として草花、果物、野菜、魚介、昆虫等の写生な

り。明治三十六年より昭和十六年十月に至る間、随時精写されしものなり。）所蔵：無 

『おもちゃ国絵巻』自筆本 一巻 大正丙寅春日巨泉題 郷土玩具の姿態そのまゝを配置

して構図を作りしもの五枚を以て一巻とす。別に構図解題の一巻（未装幀）を添ふ。縦一

尺一寸二分、一枚四尺四、五寸の唐紙五枚を用ふ。 所蔵：無 

『起上小法師画集』大正十三年六月第一集初刊 同十四年五月第十二集完成 生漉奉書横

二つ切 縦一尺二寸横八寸二分 達磨堂主人木戸忠太郎氏珍蔵の起上小法師を描きしもの、

第一集より第十二集に至る三十六枚総数二百五十九種を収む。一集三枚木戸氏の解説一枚

を添え頒布せしもの画帖仕立一帖に合輯す。当初の形態は袋入り毎月三枚宛発行した。 

所蔵：有 請求記号：に 1－213 

『起上小法師画集摺刷順序帖』一帖 書帖仕立 縦一尺二寸横八寸 刊本起上小法師画集

の内第五図及び第十九図二葉の刷工程の順序を示したるものにて、第五図は二十二度刷、

第十九図は二十度刷なり。所蔵：無 

『起上小法師写生帖』自筆草稿本 縦七寸六分横一尺二寸二分 達磨堂架蔵の起上小法師

を画伯の写生せしものにて刊本「起上小法師画集」の草稿なり。第一号大正十三年五月頃
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より随時写生を始め十四年四月に終る。「京都土手町夷川上ル木戸氏邸にて写生起上り小法

師画集画稿」との識語あり。第二号は紀年不明、第三号は昭和二年後写生、第四号は同九

年、第五号は同十三年六月の写生にかゝる。第三、四、五号には「起上小法師写生追加」

と題名あり、即ち画集後編の原稿にして未刊行なり。 第一号三十六枚七十二図、第二号

三十五枚六十九図、第三号三十五枚七十九図、第四号十五枚三十三図、第五図十一枚二十

三図 所蔵：無 

『起上小法師画集』後編 一帖 自筆稿本 縦一尺二寸横八寸 刊本起上小法師画集の後

編にして、同写生帖の第三号以下の成品六十二図を収む。画伯自装になる画帖仕立なり。

木戸氏の左の緒言あり。「大正十三四年の交、川崎巨泉画伯に依頼せし達磨堂蔵品の写生画

三十六枚を木板摺となしそれぞれ解説を添へ起上小法師画集と題して発行し頒布せしが、

其後新品の蒐集せらるるに従ひ、取捨選択引きつづき同画伯の揮毫を煩はせしもの己に六

十枚を超えたり、然るに時宛も日支事変酣にして物資の欠乏甚しく、之が板行の如きは到

底実現し得ざる閑事となりしが、さりとてその儘放置するにも忍びず、敢て一帙の画帖に

装し起上小法師画集後編と名つけて、聊か画伯の労に酬ゆと云爾 昭和十五年春 木戸忠

太郎」 所蔵：有 請求記号：に 1－213 

『図案小品集』横本三冊 自家版 縦六寸四分横八寸四部 巨泉画伯のいまだおもちゃ絵

を描かざる以前の作品にしてカット集なり。各冊共二十葉を収む。）第一集 明治四十四年

十一月刊 第二集 明治四十五年三月刊 第三集 大正元年十月刊 所蔵：有 請求記

号：948－47 

『巨泉おもちゃ絵集』解説共 五帖 自家版 縦一尺六寸横七寸九分 （土俗玩具と縁起

物とを取扱ふ。大正七年第一集を刊行し同八年八月第二十集にて完結。） 解説帖 序文 

渡邊虹衣、自第一集至第五集帖（題簽・淡島寒月 題画題句・巌谷小波 附：伝説的地方

玩具と縁起物）自第六集至第十集帖（題簽・水落露石 附：各地玩具と縁起もの）自第十

一集至第十五集帖（題簽・巌谷小波 附：諸国土俗図）自第十六集至第二十集帖（題簽・

中井浩水 附：地方縁起物） 所蔵：無 

『おもちゃ十二支』一帖 大正七年十二月だるまや書店刊 縦九寸三分横七寸 （十二支

に因む動物玩具をそれそれ十二面に描く。一面十二乃至十五種を収む。）所蔵：無 

『おもちゃ千種』十冊 自筆本 縦一尺二寸七分横八寸五分 （一集三十枚宛、第一集よ

り第十集に至る。同好者二十人を限定月十五枚宛頒布二十ヶ月にて完成す。別漉大形奉書

を二折となし片面に執筆す。自序及自跋を書す。）自序 「世界のあらん限り人類の死滅せ
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ざる限り人間と密接の関係を持って居るものは玩具である洋の東西を問はず貴賎の別なく

一度母体より離るゝが最後其れの玩具に拠って歓楽を得ると云ふ事に変りはないされば玩

具は人間を作る第二の親である。我国伝来の土俗玩具も時の推移には適し難く近時模バタ

臭き模倣品のため漸時其跡を絶つ事になったのは我等日本人として誠に残念な事でえある、

余今おもちゃ千種の名たるものを描きて聊か第二の親のために謝恩となす。大正庚申冬 

於浪花鰻谷碧水居 筆者 巨泉 ○印  自跋 本画集は土俗玩具縁起もの絵馬等を主として

描写せしものなり尚漏れたるもの多しされど千種に満ちたればひとまず茲に筆を擱く事と

せり 大正壬戊仲秋 碧水居主識 ○印  」所蔵：無 

『巨泉漫筆 おもちゃ箱』二帖 大正十三年一月刊 縦七寸横九寸五分 「巨泉漫画おも

ちゃ箱」頒布会刊行 （各地の玩具縁起物百図を収め解説を附す。）所蔵：有 請求記号：

949－8 

『同稿本』二帖 縦八寸横一尺五分 （右刊本の稿本なり。）所蔵：無 

『おもちゃ十二月』一帖 大正十五年一月着筆同六月完成 縦九寸三分横七寸一分 だる

まや書店刊行 （御守と縁起物を正月より十二月までそれぞれの月行事に因みて十二面に

描く。一面十二乃至十六個の玩具を収む。）所蔵：有、請求記号：759.9－46N 

『郷土の光』自家版 二十一帖 大正十五年九月刊第一集 昭和三年五月完結 第二十集 

縦七寸八部 横五寸三分 （郷土玩具を主とし縁起物は絵馬御守等の信仰的土俗をも総括

す。もと一集十枚を袋入となす。総描くところの玩具二百余種に上る。他に索引一冊を附

す。）寸法縦六寸五分、横三寸二分、生漉奉書使用、木版色刷、是と同寸法の地模様入りの

奉書に解説、活字、凸版小図挿入、木版色刷小図貼付。毎集、木版色刷十枚、解説十枚、

目次一枚、仮袋入、二十袋、（第一集より第二十集完結）。石州半紙四ツ折、木版色摺表紙、 

二十四頁のいろは索引と国別索引とを載せた、郷土の光索引を添付しました。会費四十円。 

所蔵：無 

『玩具会』横帖一冊 絵納札二十枚 縦六寸六分横二寸二分 （昭和四年五月、田中亀文、

上野信雄（雨枝野）連盟主催にて浪速玩具絵納札会を天王寺公園小宝亭に催す。その際画

伯の描きし会員の納札二十枚を一面三枚宛貼附せしもの。「浪華のおもちゃ」と題する解説

を附す。）所蔵：無 

『土俗紋様集』一帙十枚 昭和六年五月刊 縦七寸三分横九寸四部 だるまや書店刊 

（土俗玩具に描れたる紋様を図案化せしもの、一画一面十枚と解説を附し紙帙入一組とな

す。）所蔵：無 
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『おもちゃ画譜』自家版 大和綴 十帖 昭和七年九月第一集初刊同十年十月第十集完結 

縦八寸横五寸五分 （半紙本和装十集十帖。各帖五図の彩色口絵を入れ、本文石州半紙を

用ひて六十数個の玩具縁起物其他を揮毫、詳細なる解説を附す。）所蔵：有 請求記号：949

－6 

『おもちゃ博覧会』一帖 昭和十二年一月刊 縦九寸四分横七寸三分 だるまや書店発行 

（内容を集古館、動物園、水族館、諸禽舎及び土鈴館に分ち、それぞれ二十乃至二十四、

五の玩具画を収む。）所蔵：無 

『芳瀧画集』一冊 自家版 川崎巨泉編発行 昭和六年 所蔵：有 請求記号：914-49 

『人魚』七冊  自家版 川崎巨泉編発行 大正十年～昭和三年  

 巨泉の個人誌。当館所蔵は第一号から七号の七冊であるが、終刊については不詳。 

 

＜参考資料 ④＞ 

大阪府立図書館発行の『川崎巨泉画伯遺墨 人魚洞文庫絵本展覧会目録』（昭和 18 年 9

月 12 日発行）から、当時の館長長田富作の「序文」、巻末掲載の「川崎巨泉画伯略伝」を

掲載する。 

 

      

 

 

 

二種の『川崎巨泉画伯遺墨 人魚洞文庫絵

本展覧会目録』（中之島図書館蔵） 

＊内容は同一 

         

長田富作の「序文」 

 「昨年九月人魚洞主人川崎巨泉画伯逝去せらるるや、その遺族、画伯畢生の玩具写生帖、

人魚洞文庫百十二冊外に索引四冊を添へ挙げて本館に寄贈せらる。画伯はもと浮世絵師歌

川芳瀧の門に出づ、夙くより郷土玩具に趣味を有し、その蒐集と調査との力を致す。描く

ところの古玩郷玩千種に及ぶ、即ち、「おもちゃ画家」として明治末期より大正、昭和の三

代に亘り、特異の存在たりしは、斯界の熟知するところ、敢て贅言を要せず。今や挙国大
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東亜建設に奮闘しつゝあるの時、本邦固有の古玩、郷玩を通じて、聊か日本民族精神の把

握と、尚武の民風作興との資する所あらんとし、茲に、「人魚洞文庫絵本展覧会」を開催す。

敵々故人の周忌に際会し、画伯遺墨の情切なるものあり、乃ち諸家に請ひ、画伯の遺墨、

遺愛の玩具等を恩借し、併せて一堂に展覧し、汎く遺芳を伝えんとす。目録成るに当り出

陳賛同の各位に深甚の謝意を表すると共に一言述べて序となす。 

昭和癸未年九月  大阪府立図書館長 長田富作  」 

 川崎巨泉画伯略伝   

 「川崎巨泉、名は末吉、巨泉はその号なり。又芳齋、碧水居人、人魚洞等の別号あり。

川崎源平の三男。明治四十年六月二日堺市神明町に生る。少にして画を好む。明治二十五

年の頃同市甲斐町居住中井芳瀧の門に入る。居ること数年、同二十九年出でゝ上京し、明

年帰阪す。偶々師匠芳瀧その居を移して大阪南区鰻谷にあり、巨泉乃ち鰻谷宅に寓し、翌

三十一年芳瀧の女ハマ子を娶る。 

 当初は主として新聞広告下絵、刷物画、其他風俗画などを描く。明治三十六、七年の交

より各地郷土玩具に趣味を有し、就中古玩を愛好す。その漸く湮滅せんとするを惜しみ、

蒐集と写生とに維れ努め、遂に「おもちゃ画家」として大成せらる。 

 揮毫するところ自筆画帖に、「人魚洞文庫」絵本、「写生帖」「おもちゃ国絵巻」「巨泉漫

筆おもちゃ箱」「起上小法師画集後篇」「おもちゃ千種」等あり、又自家版に「図案商品集」

「巨泉おもちゃ絵集」「巨泉漫筆おもちゃ箱」「郷土の光」「おもちゃ画譜」等、だるまや書

店版に「おもちゃ十二支」「おもちゃ十二月」「土俗文様集」「おもちゃ博覧会」、木戸氏版

に「起上小法師画集」等あり。 

 元来多趣多芸の人、軽妙なる文章をよくし、俳諧川柳にも秀ず。惟に郷土玩具が単なる

趣味を脱して、社会的に深き根拠を有する民族芸術としての価値を認められ、所謂おもち

ゃ界をして今日の隆盛を齎せしめしもの、全く画伯の賜と謂つべし、昭和十七年不幸病魔

の襲ふところとなり、九月十五日と云ふに大阪市住吉区（新区名阿倍野区）天王寺町の寓

居に歿す。享年六十六歳。」（大阪歌川派略系は本分の系図と重なるので省略した。） 

 

注記  

原文の引用で、歴史的かな使いはそのままとし、漢字は新漢字とした。  

図 18 笹木芳瀧画「車夫が追剥逮捕に活躍」『大阪錦画新聞』１号（中之島図書館蔵）、図 19 芳瀧筆の

引札（中之島図書館蔵）、図 20 巨泉筆『大阪名所』（中之島図書館蔵）、図 21 巨泉筆『大阪名所十六景』
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（中之島図書館蔵）、図 22 巨泉筆の引札・明治 30 年頃（中之島図書館蔵）、図 23 アサヒビールの宣伝

『大阪経済雑誌』明治 35 年 5 月 5 日収載（中之島図書館蔵）、図 24『大阪経済雑誌』明治 34 年 10 月

15 日収載（中之島図書館蔵）、図 25『大阪経済雑誌』明治 35 年 6 月 15 日収載（中之島図書館蔵）、図

26『大阪印刷界』大正 2 年 2 月 10 日収載（中之島図書館蔵）、図 27『大阪印刷界』大正 2 年 9 月 10 日

の表紙（中之島図書館蔵）、図 28『我楽他宗宗員列伝』の表紙（個人蔵）、図 29 娯美会奉祝変装余興の

写真(古川武志「旦那衆の粋なる遊び。」『大阪人』第 59 巻・2 月号 （財）大阪都市協会 平成 17 年 2

月 1 日より転載)、図 30『あのな』大正 15 年 1 月号の表紙（中之島図書館蔵）、図 31『心斎橋本撰』第

参号「心斎橋研究」同人・橋爪紳也・中尾務・荒木基次 2007 年 1 月（個人蔵）  

(74) 『浪華摘英』浪華摘英編纂事務所編 三島聡恵発行 1915(大正 4)年 

(75) 川崎巨泉「中井芳瀧」『郷土研究上方』1939(昭和 14)年 8 月号。川崎巨泉「中井芳瀧の方影」『郷

土研究上方』1942(昭和 17)年 6 月号 

(76) 由良哲次『総校浮世絵類考』 画文堂 1979(昭和 54)年「1089 中井芳瀧 〔故法室〕俗称恒次

郎といふ。大坂の人。父を源兵衛と云ふ。画を中島芳梅に学びたり。現住京都市下京区高宮町。〔三浦

本〕浪花の人なり、彼地の俳優似顔絵多く画きたり、当時浪花にては国貞三代目豊国の門人広信、芳雪

等と共に行われし人なりし。芳梅門人芳瀧とは別人なり、此芳瀧は弘化前後の人なり。芳梅の門人芳瀧

は天保十二年の生れなれば時代相違あるを見るべし。」なお凡例によれば「故法室本」は鈴木南陵旧蔵、

「三浦本」は「無名翁本、渓斎英泉『無名翁随意』天保四年(1833)写」に三浦若海増補（天理図書館蔵）

とある。 

(77) 川崎巨泉「アサヒビールと情歌」『郷土研究上方』 1925(昭和 10)年 

(78) 鳥居駒吉と宅徳平については『Asahi１００』アサヒビール株式会社社史資料室編 アサヒビール

株式会社 1990(平成 2)年。平瀬露香と北村柳也については加納露彦「『よしこの』に就いて」『上方は

なし』1936(昭和 11)年 第 8 集による。 

(79)『大阪市商工業者資産録』明治 28 年 10 月調 商業興信所 1896(明治 29)年 

(80)「中井徳次郎氏を訪う」『大阪印刷界』大正 2 年 6 月号 大阪印刷界社 1913(大正 2)年 

(81) 小谷方明「川崎巨泉翁の思い出」『郷土玩具界の先覚 川崎巨泉翁を偲ぶ』川崎巨泉翁供養会編発

行 村田書店製作 1979(昭和 54)年 

(82) 『私の履歴書 文化人 7』日本経済新聞社 1984(昭和 59)年 

(83) 奥村土牛、鈴木進、藤本韶三 鼎談「描くこと見ること」『三彩』305 号 三彩社 1973(昭和 48)

年 

(84)「模範図案(其一)小春日和」の図案が掲載された囲み記事。 
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(85) 『回顧三十年』大阪商品陳列所創立三十周年記念協賛会 1920(大正 9)年 

(86) 福井純子（立命館大学非常勤講師）「明治期の京都・大阪の風刺画、風刺雑誌」『明治大阪の錦絵

新聞』関連企画諷刺画講座ＶＯＬ６ 第 1 回 2006 年 11 月 18 日（土）於：伊丹市立美術館 

(87)『大阪経済雑誌』1901(明治 34)年 10 月 大阪経済社 

(88) 矢島周一「商業美術の今昔・主に関西を中心として」『日本デザイン小史』ダヴィッド社 1970 

(89)「林基春、安政 5 年生まれ、大阪天満綿利太物問屋支配人小林小兵衛の男。捨蔵。明治 11 年大阪

の人鈴木蕾斎に入門。明治 14 年ころ東京に行った。三代目柳亭種彦の世話になり、数年後に帰阪、再

びらいさいの門に入り、北斎、河鍋暁斎の画風を研究。」明治 36 年９月６日没す。(『此花』 凋落号 

明治 45 年 7 月 15 日) 「鈴木年基 〔渡辺本〕画系・芳年門人 作画期・明治 大阪の人、俗称雷之

助、雷斎（後に蕾斎と改む）と号す。明治十年版「文武高名伝」数図、及び「大日本名所写真」と題す

る風景画（中判二丁がけ）数図を画けり、画風清親を模倣せしものゝ如し。大阪安堂寺橋通三丁目二十

三番地に住す。」「後藤芳景 〔渡辺本〕画系・芳瀧門人 作画期・明治 大阪の人、東京に住す、俗称

徳次郎、豊斎と号す。」（由良哲次『総校浮世絵類考』）「1411 二代長谷川貞信 〔渡辺本〕生・嘉永元年

十月 画系・初代貞信の長男 作画期・明治 大阪の人、長谷川氏、俗称徳太郎、画を父に学び初め小

信といひしが、明治九年父の隠居後貞信（二代）と改む、役者似顔絵をよくし、大阪にて江戸風の芝居

絵番附を興せり、明治四十三年春、長男（二代小信）に家督をゆずりて隠居す。」（由良哲次『総校浮世

絵類考』）「嘉永元年 10 月 18 日生まれ、昭和 15 年 6 月 21 日に長逝、享年 93。」「因に翁の葬儀は六月二

十三日天王寺六万体町天鷲寺に於て盛大なる告別式があり、本会より供花一対を贈った（南木生）」（「長

谷川貞信翁逝く」『上方』115 号 上方郷土研究会 1940 年（昭和 15）7 月） 

後藤芳景(徳次郎)は 1922(大正 11)年に 65 歳で没したと巨泉の『芳瀧画集』にある。逆算すると 1857(安

政 4)年の生まれである。従って暫定的ではあるが、後藤芳景の生没年は 1857(安政 4)年～1922(大正 11)

年としておく。 

(90) 大久保利武「意匠図案の撰択は刻下の急務なり」『日本印刷界』1916(大正 5)年 4 月号 

(91) 田辺聖子『道頓堀の雨に別れて以来なり－川柳作家・岸本水府とその時代－』上巻 中央公論社 

1998 

(92)「交換と紹介」欄『遊覧と名物』8 月号 大阪名物及特産社 1925(大正 14)年 

(93) 小谷方明氏の「川崎巨泉翁の思い出」『郷土玩具界の先覚 川崎巨泉翁を偲ぶ』川崎巨泉翁供養会 

製作村田書店 1979(昭和 54)年 

(94) 喜田川周之「石版画工」『太陽』№98 所収 1971(昭和 46)年 平凡社 

(95)「お江戸の趣味者を出し抜いた高橋好劇氏」頑愚庵主 『趣味と名物』1925(大正 14)年 5 月号 
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(96)「高橋好劇」の項。『大阪人物辞典』清文堂 2000(平成 12)年 

(97) 藤野滋『我楽他宗宗員列伝』私家版 近江玩具研究会藤野滋 2007（平成 19）年  

(98) 山口昌男『NHK 人間大学「知の自由人たちー近代日本・市井のアカデミー発掘－」』日本放送協会 

1997(平成 9)年 

(99) 藤野滋『我楽他宗宗員列伝』私家版 近江玩具研究会藤野滋 2007（平成 19）年 

(100) 夏目房之助『不肖の孫』 筑摩書房 1996（平成 8）年 

 三田平凡児の孫漫画家夏目房之介は、我楽他宗の名前の謂われは「我も他もともに楽しむところから

我楽他宗と名付け、どんな階層の者でも受入れる宗旨だったらしい。」と言う。  

(101) 『人魚』2 号 1922(大正 11)年 

(102) 「御札博士の絵馬観」（上）（下）藤野好古 『難波津』2、3 号 1924(大正 13)年 3、4 月 ｐ１

２－13 ここにはスタールが「EMA」なるパンフレットに書いた一文が掲載されている。藤野好古は大阪

天満宮教学部主事であった人、青賢肇とは昵懇であった。 

 フレデリック・スタールについて、藤野滋『我楽他宗宗員列伝』から引用する。「1858 年 9 月 2 日米

国ニューヨーク州生、昭和 8 年 8 月 14 日東京市にて没。第三十一番札所多有山趣味寺。お札博士。米

国イリノイ州シカゴ市在住。絵馬、納札、迷信に関する一切。」 

(103) 川崎巨泉「亜米利加より」『人魚』4 号 1925(大正 14)年 

(104) 熊田司「三好米吉と「柳屋」のことなどー平野町時代を中心にー」『たまや』第 3 号 2006 年  

なお米吉について、熊田司講演会「三好米吉とは何者か？～雑誌「柳屋」と近代の大阪出版界を考える

～」レジュメから経歴を補足しておく。米吉は 1881（明治 14）年 12 月 15 日神戸生まれ。幼少年期は

父の郷里広島県三原で過ごす。1901（明治 34）年、宮武外骨の『滑稽新聞』の社員となる。“何尾幽蘭”

などのペンネームで記事を書く。後『滑稽新聞』『絵葉書世界』の編集発行人となる。『滑稽新聞』は 1908

（明治 41）年終刊となる。1912（明治 45）年１月、『美術新報』に柳屋の広告を出す、1913（大正 2）

年 11 月、佐竹草迷宮（守一郎、香取仙之助）の協力で目録『美術と文藝』を創刊する。 

(105) 熊田司 演題「三好米吉とは何者か？～雑誌「柳屋」と近代の大阪出版界を考える～」レジュメ

2007(平成 19)年 2 月 3 日 

(106) 2007(平成 19)年 2 月 3 日（土）に開催した文化講演会「大阪と出版－大阪の出版はユニークで

すか?－」。講師：林哲夫。演題「雑誌“辻馬車”と波屋書房の周辺－大阪出版史の一齣－」、講師：熊

田司。演題「三好米吉とは何者か？～雑誌「柳屋」と近代の大阪出版界を考える～」 

(107) 井上芳子(和歌山県立近代美術館学芸員)「資料紹介『美術と文芸』・『柳屋』について」『大阪に

おける近代商業デザインの調査研究』平成 17 年 3 月 平成 15～16 年文部科学省研究費補助金研究（C）
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（1）研究成果報告書 研究代表者 宮島久雄（国立近代美術館） 

(108) 引用の文章に続き「道楽宗々意」が掲げてある。以下はその全文。 

「如是我聞本宗は他力自力の本願にて誰人も信仰の勝手自由にして人を茶にし偽りを言はす無欲限

りなくして克く人の笑を受け朝夕は看経勤行も入らず自分勝手の熱を吐き日の永きも忘れ夜の更くる

も不知るが道楽宗の妙諦なれば各札所霊場を巡りて線香の代りに煙草を燻べお茶でも呑んで住職に接

し御利益を受けられましょう。詠歌 おしなべて高き低きも道伴で 趣味の巷に遊ぶたのしみ」 

『柳屋』22 号 

(109)『苔瓦堂日録』1918(大正 7)年 1 月 11 日 

(110) 川崎巨泉「浪華の娯美会と土俗会」『鳩笛』6 号 ちどりや 1925(大正 14)年 8 月終刊 

(111) 川崎巨泉「蒐集趣味展覧会」『鳩笛』6 号 ちどりや 1925(大正 14)年 8 月終刊 

なお、ここでメンバーの本名や職業については、一部北原直喜氏が「これがおもちゃ絵だ！」関連講演

会で使用された村松百兎庵遺品資料に負うところがある。 

(112) 碧松園鈍痴「師走の万歳」『あのな』1929(昭和 4)年 2 月号 

(113)「会員名簿」『集古』 集古会 1927(昭和 2)年 一部雅名を補記した。 

 三浦おいろ＝黒田常太郎について『あのな』1929(昭和 4)年 1 月号から全文引用する。 

「三浦おいろ翁 本名黒田常太郎、文久三癸亥六月十五日京都先斗町竹村屋に生る。父の井上藤三郎は

島原の大井楼主にして俳名を兎尺後に千草堂草志と云った。翁は祇園新地富永町三浦屋を相続す、明治

十年京都室町松原の早野篠之助方で発行せし西京新聞社の給仕となる、同十五年同人と共に我楽多珍報

を発行す、同二十年東上して都新聞に入社す、同二十三年名古屋日報に転じ編集中二十四年十月二十八

日に於ける濃尾大地震の為め社運傾き退社す、若宮末広座に於ける震災義捐芝居が仲立となり劇場に出

入りし同二十九年大須宝生座にて中村伝五郎（故人）が養子中村小伝治（故人）披露に際し初めて作者

となり太夫元服部茂三郎の一座に加はり雅号おいろ（蝶鳥舎三都子）と称して幕内に出勤せるが最初な

り、同三十一年二月御園座新築竣成の初開場より『梨園と風雅四季の花』と題せる雑誌に同座上演狂言

の筋書を発行し、同座及び末広座、千歳座等に東京大阪より名優の乗込に際し座付作者として従事す、

同四十一年十月成駒屋（中村鴈治郎）に招聘され松竹に籍を置き現在に至った。趣味は古新聞記事古切

手及び古番付等を蒐集し、雅事の俳句は千種堂嫦娥、狂歌は敷島道成、情歌は紅の家恋師と号し、みや

ひ会を設置し専ら風雅を嗜好とす。過去の追憶の歌は＝面影をけふとうつしてかへり花なにはの梅と咲

も嬉しき＝後の月名残となりし今年かな。十月三日午前九時十分大腸加答兒にて死去享年六十七、自宅

（南区鍛冶屋町二八地）に於て午後二時より三時まで真宗告別式を行ふ。法名釈常恭。 

(114) 肥田晧三氏から筆者への手紙に記載されていた。なお渓楓の生没年も肥田氏の手紙に記されてい
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た。 

(115) 橋爪節也「肥田渓楓」『彷書月刊』彷徨社 2006(平成 18)年 5 月号 

(116) 川崎巨泉「思い出すことゞも」竹内梅之助編『上方はなし』18 集 楽語荘 1927(昭和 12)年 

(117) 前田勇『改訂増補上方落語の歴史』杉本書店 1966(昭和 41)年 

(118) 川崎巨泉「思い出すことゞも」竹内梅之助編『上方はなし』18 集 楽語荘 1927(昭和 12)年 

(119) 川崎巨泉「自作おもちゃ十二支会」『にんぎょ』7 号 1928(昭和 3)年 「おもちゃ箱」『あのな』

昭和 3 年 11 月号 

(120) 梅谷紫翠「大阪の巨泉忌」『鯛車』 1944(昭和 19)年 

(121) 伊達俊光「岸本氏の子寿里庫」『大大阪の文化』金尾文淵堂 1942(昭和 17)年 

(122) 肥田晧三「山内金三郎書簡」(上)『館報池田文庫』第 26 号 財団法人阪急池田文庫 2005(平成

17)年 

(123)『心斎橋本撰』については、朝日新聞大阪版、2006(平成 18)年 8 月 31 日に「大阪の出版文化復権

を」と題して記事に取り上げられた。“本好きの 3 人、季刊誌創刊、

心斎橋筋の書物・書店紹介”の文字が大きく書かれている。その記事

の後半の一部を以下に引用する。「江戸期の大坂は井原西鶴と近松門

左衛門の出現で空前の出版ブームが到来、秋田屋と河内屋という二大

グループが出版界をリード、その影響は昭和に入って戦前まで続いた、

という。荒木さんは編集後記で「今、大阪の出版文化は絶滅危惧種状

態。東京への情報一極集中が原因とされているが、大阪人も大阪の本

を買わない。そんなご時世に『蟷螂
とうろう

の斧
おの

』として発刊した。読者の『大

阪心』に響けば幸いである」と記した。橋爪さんは「全集の付録の月 

 

報みたいな小冊子だが、継続して出すことが大事だ。『才走る芯菜の本』を菜箸でつかみ、歯ごたえの

ある内容に調理したい」と創刊の心意気は高い。」個人や仲間で編集出版する出版文化関係の小冊子は、

今はなかなか出ない。お金がかかるだろうし、ブログという世界があるからそちらにいってしまう。そ

れでも敢えて冊子という形で『心斎橋本撰』を出版するという 3 人の心意気にエールを送りたい。 

(124) 高見澤たか子『ある浮世絵師の遺産－高見澤遠治おぼえ書－』東京書籍 1978(昭和 53)年 

(125) 有坂與太郎編『鯛車』59 号 日本民族玩具協会 1942(昭和 17)年 11 月  

(126) 『星稜叢書』には実費 50 銭とあるが、友人には無料配布したのではなかろうか。 第 2 号「天満

宮崇敬と潜伏吉利支丹」茶道と吉利支丹、千利休の死因、禁教、弾圧、天満天神との習合等画期的文献。

上の写真は“おっさん洞”を特集した『心斎橋本撰』第 4 号 2007.7.4 発行（個人蔵） 
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1930(昭和 5)年 12 月 25 日発行。第 3 号「川柳水無月祓」川柳を基本とする水無月祓の文化、史的研究。

平易に祓禊の意義を論述す。1931(昭和 6)年 6 月 25 日発行。第 4 号「南方海嶋に於ける近畿流竄者を語

る、著者月余に渉り伊豆七島を巡航、古文献を発見、五畿内出身、流竄者の動静を叙す。1932(昭和 7)

年 12 月 20 日発行。第 5 号「芭蕉天神々影の検討」1933(昭和 8)年 2 月 25 日発行。第 6 号「鎮花祭攷」

1933(昭和 8)年 9 月 1 日発行。第 7 号「今雄社の検討」1934(昭和 9)年 8 月 25 日発行。第 8 号「神仏分

離時代の大阪の神社」1940(昭和 15)年 5 月 25 日発行。以下が発行を予定していた。第 9 号「北野曼荼

羅攻」、第 10 号「伊豆大島三原山御神火崇敬史」。なお第 1 号から第 8 号までは大阪府立中之島図書館、

大阪資料・古典籍課が所蔵している。 

(127) 木村助次郎「発行者として」『なにはづ』第 20 号 1925(大正 14)年 10 月 10 日 

(128) 筒井之隆「南木芳太郎」『なにわ町人学者伝』谷沢永一編 潮出版社 1983(昭和 58)年 

(129) 小谷方明「おもちゃ画譜を出された頃」『おもちゃ画譜』村田書店 1979() 

(130) 朏コレクションは、「京都在住の朏健之助氏が、昭和初期から半世紀をかけて収集した日本各地

と東アジア、東南アジアを中心とする諸外国の人形や玩具など約 12,000 点の資料です。」（京都府立総

合資料館 現物資料“朏コレクション”の説明 http://www.pref.kyoto.jp/shiryokan/genbutu.html） 

(131) 川崎巨泉「再生の日に」『人魚』6 号 1927(昭和 2)年 
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ビジネス支援開始から 5年 業界新聞を中心とした新聞室の現状 
藤井 兼芳・前野 貞子（中之島図書館） 

 
1 運営、収集の経過 
平成8年の中央図書館開館にともない、府立両図書館における中之島図書館の運営での位置づけは、
大阪資料・近世和漢書のセンター、公共図書館としての基本的なサービス提供、地域文化の活動セン

ターとされた。その後、移管による資料減少、購入予算の減少で、幅広い一般的な資料の収集と提供

は困難になってきた。そこで、府立図書館としての役割の見直し、業務の見直しで提供資料群の変更

を計画した。ビジネス支援と大阪資料・古典籍に特化した図書館サービスの運営である。これは、利

用者アンケート、大阪府の政策とも一致した結果でもある。 
一般資料からビジネス支援への変更、特色のある資料群に再編成のため、参考資料購入等の臨時的

な経費については措置されたが、継続的な資料費増額は財政難の折、望む事はできなかった。 
お金をかけずに、従来の総合図書館(全分野)から、分野を特化した図書館への位置づけ、収集方針、
運営を変更するための様々な検討、作業がなされた。新聞室もこれにあわせ、方針の変更、作業を実

施した、その中でも特徴的なものが以下の 4点である。 
 
その１ スポーツ新聞３紙の購入を中止。 
   ビジネス支援サービスを開始するにあたって、それまで継続的に購入してきた資料のうち何をき

るか、特に雑誌、新聞については館内でも議論のあるところであった。しかし、限られた資料費の

なかで苦渋の決断をしていった。 
※購入中止の利用者からの苦情は約半年間続いたあと沈静化した。 

 
その 2 五大紙を閲覧用と保存用の２部購入していたのを閲覧用のみとした。 
  予算の関係から複数部購入をあきらめ、閲覧用を保存する運用に変更した。 
  ※閲覧時の切りとり等で、再配達、自宅持参などで差し替えるケースも生じている。 
  ※五大紙のうち朝日、読売、日本経済新聞についてはオンラインデータベースを契約、デジタル

情報室で平成 16 年度ビジネス支援開始時から利用者に提供をおこなっている。（平成 18 年度か

ら毎日新聞を追加）オンラインデータベースは利用者が直接操作利用する運用形態をビジネス支

援開始時より行っている。 
  
その 3 業界新聞の寄贈依頼 
  平成 15年度時点で新聞室の業界新聞は約 30 タイトルであった。 
  業界新聞については、それまで積極的に寄贈依頼したことがなかったが、ビジネス支援を行える

特長ある資料群を形づくらねばの思いと、予算が無いことの板ばさみの中、寄贈依頼作業を開始し

た。 
 「活用自在日本の新聞データブック」「専門新聞要覧」、各社のホームページを参考に FAXで寄贈

依頼状 123 件を送付、これに対し 71 タイトルが寄贈され、寄贈不可で分野的にどうしても揃えた

い 3 タイトルを購入、従来から受け入れのタイトル数と合わせて約 100 タイトルとなり、平成 16
年度ビジネス支援サービスを開始した。 
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  ※業界新聞は購読料が高額なものもあり、寄贈依頼を行っても応えていただくのは難しいのでは

と予想していたが、嬉しい誤算だった。 
 
その 4 正規職員から嘱託職員への変更 
  ビジネス支援開始に併せ、貸返カウンターから登録相談業務を切り離しカウンター増設、デジタ

ル情報室カウンター新設等で、員数の捻出が必要となり、新聞室は嘱託職員中心の運営で試行錯誤

していくこととなった。レファレンス、資料購入、寄贈依頼等は職員がそのまま継続し、利用相談

のケースによっては相談カウンター等に、利用者を案内する運営にし、新聞室では日常作業（新聞

綴じ込み、出納、所蔵案内など）を行う事とした。 
   ※ 嘱託職員だけでは、食事交替、休暇など時間数が不足するので、ビジネス支援課全職員が不 

足時間を補う形でローテーションを現在も行っている。 
※ 郵送による調査相談は趣味的なもの、調査に時間を要するもの、ビジネス支援サービスとは 
異なるものなど、作業量との兼ね合いでお断りするケースも出てきている。 
※ ビジネス開始から専属の嘱託職員３名の数は変わっていないが、メンバーも幾人か変わり、 
作業内容については寄贈依頼候補の選択、所蔵資料のデータベース化、資料内容確認など 
変更追加してきている。 
※ 嘱託職員 3名のうち当初、有資格者（司書）１名、現在は 2名。 

  
平成 16 年度に 30 件、17 年度に、24 件の業界新聞の寄贈を依頼し、18 年度には、ビジネス資料

としてよく利用される資料「業種別審査事典」を参考に、各業界の団体のホームページを見て、図

書・雑誌と共に業界新聞の寄贈依頼作業を行った。平成 19 年度には、「日本新聞便覧」を参考にし、

また、日々寄せられる利用者の声を基に、180件の業界新聞を寄贈依頼し、88 タイトルが送られて

きた。（この 19 年度寄贈依頼時には受入中の新聞一覧をつけて寄贈依頼した。同業種の会社には効

果的？だった。）19 年度末に継続寄贈をうけている業界新聞の年間購読料を金額試算すると 507 万

円（250 タイトル 223 社）であった。20 年度に入り、４月には『雑誌新聞総かたろぐ』を参考に、

86 件の寄贈依頼、７月には国立国会図書館のホームページ「テーマ別調べ方案内・産業情報ガイド」

で業界別に紹介された専門紙の内、当館未所蔵分 40 件を寄贈依頼した。  
  平成 20年 11 月末での業界新聞は 317 タイトルである。 
※新聞室継続資料のほとんどが寄贈であり業界新聞は改廃も多く、タイトル数については変動がある。  

 
 
２ 排架方法と新聞室内での配置 
  五大紙については、当日分を立見の閲覧台で、翌日、棹に綴じなおし、その後、1 ヶ月ごと厚表紙  

に綴じ直している。※業界新聞も一部、棹綴じあり、これも 1ヶ月ごと厚表紙に綴じ直し。 
 各新聞毎に厚表紙を付けて背文字を書き、本と同じように立てて排架しているが、初めての利用者、

専門図書室・他府県図書館などの見学者から、「これは閲覧しやすいですね」とお褒めの言葉をいた

だく事もある。業界新聞はタブロイド版とブランケット版、冊子版に分け、それぞれを 50 音順に並
べている。バックナンバーで、新聞室に入りきらない資料は、一階にある新聞書庫に入れ、請求ごと

に出納している。また、新聞の綴じ込みは日刊紙については朝夕、業界新聞については郵送配達され

次第（一日に２回程度郵送配達される）行っている。郵送配達は毎日 50紙程度あって、1人 1時間 
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 程度の作業量となっている。 
 
 新聞室は現在 3室と書庫 2室があり 
  新聞室① 

業界新聞、五大紙のバックナンバーと縮刷版（朝日、毎日、日経）、新聞ダイジェスト等 
  新聞室② 

新聞（朝日、毎日等）マイクロフィルムと有価証券報告書のマイクロフィルム、 
新聞集成明治編年史等 

  新聞室③ 
今日の五大紙（立見の閲覧台）と地方新聞の３か月分 

  新聞室書庫 
業界紙バックナンバーと縮刷版（朝日、毎日、日経）の年代の古いもの 

  旧住友書庫 
明治・大正・昭和前期の朝日、毎日の新聞原紙 

                                    を配置している。 
 業界新聞は 
    （１） ビジネス支援開始前「新聞室①」 
    （２） タイトル増加により開始時「新聞室②」 
    （３） 有価証券報告書のマイクロフィルム寄贈、タイトル増加により「新聞室③」 
        ※新聞室③は、もと「他館目録室」で他図書館の蔵書目録、雑誌記事索引などを 
          排架していたが、資料を書庫入れし、新聞室③と名称変更。 
    （４） 切り取り防止と地方新聞受け入れでスペースがなくなり「新聞室①」 

   と配置場所を何度か変更してきている。 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
             
 
３ 新聞原紙の保存について 
  地方新聞は保管場所の関係もあり、3ヶ月保存。 
  五大紙については 1年保存で広報しているが、実際のところは１年半から 2年置いている。 
  業界新聞の保存年限は未定だが、現在のところ（平成 16 年度以降受入分については）廃棄は行 
ていない。 
  業界新聞の閲覧利用は直近のものの利用頻度が高く過去分は低いが、収集保存している図書館が 
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 少ないため、長期に保存しておきたいが、新聞書庫の収容が限界近く、保存年限を決定の時機が迫 
っている。提供保存の責任もあり、安易に廃棄もできず、検討課題となっている。   

 
４ 他の寄贈 
 ・バックナンバーの寄贈 
   寄贈依頼は「直近以降」の送付をお願いしているが、中にはバックナンバーも含めて寄贈する、 
というところもあり、20年７月に薬粧流通タイムズ社から『薬粧流通タイムズ』の創刊号（昭和 
57年 10月 15日）以降が当館に寄贈された。 
また、寄贈されている業界紙が発行元の事情で廃刊になった場合、バックナンバーを当館に寄贈 
する、というケースも多い。平成 18年度に『化繊ニュース』19年度には『日本薬業新聞』と『日
本合成繊維新聞』のバックナンバーがまとめて寄贈された。これらは国立国会図書館未所蔵のもの

もあり、貴重な資料である。 
 
 ・地方新聞 
   平成 17 年 12月から、府立文化情報センターが閲覧に供した後の 44 タイトルが、発行日より 
ほぼ２週間遅れで当館に送られてくるようになった。タイトル別に表紙を付けて提供している。 

    
 ・有価証券報告書マイクロフィルム 

平成 18 年度に大阪証券取引所から昭和 24～平成 13 年分の寄贈を受け、受入整理後、平成 19 年

６月から新聞室②で新聞マイクロフィルムと同様に閲覧に供している。 
    

※平成 13 年９月以降の有価証券報告書は EDINET（金融庁） http://info.edinet-fsa.go.jp/ で
閲覧可能である。 

 
５ 所蔵情報等の管理 
  新聞室で扱う資料の形態は、マイクロフイルム、新聞原紙、新聞縮刷版、図書、雑誌（新聞ダイジ

ェスト）である。 
  会計的には、新聞原紙が消耗品扱い（製本登録分を除く）、他が備品扱いとなる。 
  備品扱いの資料は現行の図書館コンピュータシステムで管理されているが、消耗品扱い、特に新聞 
 はシステムになじみにくく対象としていない。今のところ業界新聞の全てが消耗品扱いである。 
このため利用者に提供する所蔵情報についてリスト化する必要があるため平成 16 年度からエクセ

ルを利用し管理していた。これを、平成 19年度にアクセスを利用し、「新聞室データベース」を作成

した。なお、「新聞データベース」作成、入力には新聞室嘱託職員があたった。 
  
入力項目 全 31 項目 
新聞ＩＤ、受入方法、Check（継続中か否か）、分類、タイトル、フリガナ、発行社名、 
発行社名フリガナ、発行社電話、発行社ＦＡＸ、発行社 URL、内容(解題)、キーワード、発行頻度、 
発行発売日、受入状況、所蔵期間、所蔵状況（始）、所蔵状況（終）、所蔵巻号（始）、所蔵巻号（終）、 
発行形態、入力更新日、担当者、備考、本社支社、年間購読料、発行日（簡略）、非公開、 
開架状況、書庫内配置、頻度、発行日、所蔵状況、発行社名修正、タイトル修正 
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  業界新聞解題作成についてはメールマガジン原稿を流用する形で始めたが、作業量が多く嘱託職員

だけで行うには時間がかかり、ここ２年ほど前から、図書館実習の大学生、インターンシップの高校

生、府立高校教員の方々の研修メニューに組み込み案文していただいている。  
各業界新聞に目を通し、「雑誌新聞総カタログ」等を参考にして丸写しでなく、自分の言葉で記す

ようお願いしている。皆さん苦労されるが、日ごろなじみのない世界に触れる事ができてよかったと

好評である。 
 
６ 利用者への PR 

 (1) 紙媒体での PR 

    来館利用者、府域図書館にむけ、ビジネス支援サービス開始時（平成 16 年４月）からＢ4両面
１枚ものチラシ「おおさかふりつ なかのしまとしょかん しんぶんしつ」を随時発行し、平成

19 年 12 月からは、これに所蔵期間巻号、新聞データベースの説明等をつけ小冊子全 16 頁として

発行さらに、平成 20年 10 月からは業界新聞に解題をつけ小冊子全 40 頁を発行している。 
 
 (2) ＷｅｂでのＰＲ 
   ・ホームページ 

新聞関連コンテンツについては何度か再編成し、平成 20 年 10月に「新聞室のページ」とし 
て集約した。 

http://www.library.pref.osaka.jp/nakato/busi/paper.html 
現在のコンテンツは、 

     （所蔵情報） 
       ・主要新聞所蔵詳細 
          五大紙等、主要な新聞の中之島・府立中央両館の所蔵状況 
       ・所蔵新聞一覧 
          新聞室で所蔵している新聞の 50 音順リスト 
       ・業界新聞業種別一覧 
          新聞室で所蔵している業界新聞を分野ごとの一覧 
       ・地方新聞一覧 
          地方新聞を直近約 3か月分所蔵。ただし、発行から 2週間遅れの受入れ。 
     （説明、リンク） 
       ・有価証券報告書の閲覧について 
       ・新聞記事を検索する（日刊紙編）（ビジネス調査ガイド）  
                                     で構成されている。 
   ・国立国会図書館 全国新聞総合目録データベース 
            ※当館所蔵新聞データを随時提供している。 
        http://sinbun.ndl.go.jp/ 
     
 (3) メールマガジン 
    中之島図書館メールマガジン 2006/12/12 第 35 号から「業界新聞通信」として隔号に、 
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各業界新聞の内容、所蔵を紹介している。 
 
７ 業界新聞について 
  ・できるだけ多分野、同分野であれば複数、資料を集めるように心がけている。 

（寄贈依頼を行っている） 
 

   出版 国際・海外 防災・防犯 行政 不動産・住宅 経済 流通・商業 金融 保険  
税務・経理 消費者 高齢者 福祉 教育 医事・医療 医療機器 健康産業 薬品・薬局 
エネルギー 土木・建築 リサイクル 環境 水道 リフォーム 空調 工業・機械 
自動車・バイク 電気 金属産業 塗料 合成樹脂・ゴム 化粧品・日用雑貨 文具・事務機    
家具・建具・寝具 鞄 紙・パルプ 繊維 クリーニング 食品産業 パン・菓子 酒類 服飾     
理容・美容 農業 畜産 ペット産業 林業 水産 広告 包装 証券 貿易 交通  
物流・輸送 航空 観光・旅行 情報・通信 放送・映像 印刷 時計・貴金属・喫煙具  
玩具・スポーツ  などが、現在継続中の業界新聞ジャンル 
 
「ビジネス支援」を掲げているが自然科学、技術・工学についての専門的な図書がほとんどない。 
そのためこの分野の質問、資料要求には府立中央からの取寄せ、他図書館への紹介での対応が多

いが、業界新聞を紹介するケースも多い。 
 
  ・利用が定着し、定期的に来られる利用者もある。 
   綴じ込みが遅れると確認、問合せされるケースもある。    
 
  ・ 業界動向を調べる場合多くの方が、「業種別審査事典」「日本マーケットシェアー事典」「業界

動向」「全国企業あれこれランキング」などの図書にあたられるケースが多い、相談窓口ではこ

れに、所蔵の雑誌(開架雑誌 436 タイトル)、業界新聞も併せてあたられる事を薦めている。 
    就職活動中の学生さんには、社史、ＣＳＲと併せての業界新聞利用を薦めている。 
   
  ・ 業界新聞を多数受け入れる様になって、気づいたのが掲載される出版情報のユニークさである。 
    市販の出版情報は他の媒体でも見られるが、非売品、特に関係業界の資料情報も記事として取

り上げられている。これらの出版情報は今まで知る手段がなかなかなかった。平成 20 年１月か

ら、新聞室外の嘱託職員の作業として寄贈依頼候補としてのリスト化をおこなっている。リスト

を寄贈担当職員がチェックし、これを参考に、寄贈依頼を行い、成果も上がっている。 
 
８ 終わりに 
  明治３７年の府立図書館創立以来、表現こそ違っても、当館はビジネス支援サービスを行ってき 
たことは、たびたび採り上げられた、明治以降の新聞記事を見てもよくわかる。 
   「大阪の実業家は読書を好む」という見出しで   

…大阪特有の閲覧者ともいふべきは銀行会社員なり彼等は執務中不圖
ふ と

其仕事に就き行詰りたる

際には早速俥を飛ばせて図書館に駆け付け斯く斯くの書物が閲覧し度しと館員に申出で…用を

済まし終れば急遽
あたふた

己が会社銀行に帰り行く有様は東京にて一寸
ちょっと

見られぬ處なり… 
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（『報知新聞』明治 44年６月２日） 
そんな伝統のある中之島図書館が全国的にも知られているせいか、業界新聞の寄贈依頼にも快く

「寄贈します」という返事をいただく事が多く、あらためて先輩達の努力と継続の力を思い知る。 
   寄贈依頼した際に｢当方も中之島の業界新聞コーナーをよく利用しています｣という声を聞いた

り、来館した利用者に「当社の新聞が並んでいませんが、送りましょうか」という申し出を受けた

り、近辺の業界新聞社の本社・支社の人にも利用されているようだ。これだけ揃ってくると、利用

者からの期待も大きくなり、「カメラ関係の業界新聞はないですか？」「食肉・ハム・ソーセージ関

係は？」等々の要望が出てきて、早速、寄贈依頼をするという事になり、利用者に育てられている

事を実感している。ビジネス支援開始後５年、たくさんの人の協力によって特徴ある資料群をもっ

た新聞室の形ができつつある、利用者にこれら資料群の所蔵情報を伝える手段については整備出来

つつある。  
   今後はこの資料群をどう使って行くか、どう使ってもらうのかが問われる事になる。業界新聞を

中心とした、セミナー、講座などのイベントなども実施したいと思いながらまだできていない。こ

れらについても今後考えて行きたい。 
サブプライムショック、原油高騰、円高、株価低迷と寄贈協力いただいている新聞各社、利用者

にも厳しい時代になって来ている、私たちの新聞室が有効に使われ時代を乗り切れる手助けになれ

ば幸いである。  
  

 
 

 

2008.11.15 撮影 新聞各室 
          
       
 
 

 
□業界新聞   

 

□新聞室① 
 

   

□新聞室①  
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□新聞室② 
 

   
□新聞室③ 
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新聞室所蔵新聞一覧 2008.12 現在 
・中之島図書館 2階新聞室にて所蔵している新聞を、タイトルの五十音順に並べています。  
・「日刊」「週刊」「旬刊」「月刊」等の冠称のあるものは、冠称を省いて配列しています。 

タイトル 判型、発行日、所蔵期間等 

atb（Asian Textile Business）  タブロイド判 〔年 4〕 2008/09（No.629）～  

Ｂａｇａｚｉｎｅ（バガジン）  タブロイド判 〔1・15〕 2007/10/15（第 138 号）～  

ＢＣＮ（ＢＵＳＩＮＥＳＳ ＣＯＭＰＵＴＥＲ ＮＥＷＳ）  タブロイド判 〔月曜〕 2007/10/15（vol.1207）～  

ＣＬＩＰＳ  タブロイド判 〔5・15・25〕 2003/12/05（第 1785 号）～  

ＣＯＴＴＯＮ ＰＲＯＭＯＴＩＯＮ（コットンプロモーション）  タブロイド判  2007/11/01（第 486 号）～  

Ｄｉｇｉｔａｌ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ  タブロイド判 〔第 1・3 水曜〕 2007/10/17（第 182 号）～  

ＦＥＣ ＮＥＷＳ エフイーシーニュース  タブロイド判  2006/01/01（vol.242）～2006/12/01  

International Herald Tribune／The Asahi Shimbun  ブランケット版  直近約 1年分  

JAFNA通信  タブロイド判 〔1〕 2007/04/01（第 53 号）～  

ＪＭＡ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ Ｖｉｅｗ  タブロイド判 〔1・4・7・10 月〕 2002/01/30（第 17 号）～  

ＬＩＶＥ  タブロイド判  2006/12/01（vol.28）～  

ＭＥＤＩＣＡＭＥＮＴ ＮＥＷＳ  タブロイド判 〔5・15・25〕 2004/01/25（第 1788 号）～  

ＯＡライフ  タブロイド判 〔20〕 2007/09/20（第 220 号）～  

Ｒ ＆ Ｉ  タブロイド判 〔15〕 2008/01/15（第 851 号）～  

Tea Time  タブロイド判 〔3・6・9・12 月〕 2008/03/01（No.78）～  

（ＴＨＥ） ＤＯＣＴＯＲ  タブロイド判 〔月曜〕 2004/01/01（第 1901号）～  

USAPEEC PRESS（アメリカ家禽鶏卵輸出協会）  タブロイド判  2008/09（2008 年 9月号）～  

ＶＥＴＳ’ＮＡＶＩ  タブロイド判  2008/07/15（第 13号）～  

Ｗ＆Ｊ ｔｏｄａｙ （旧紙名：時計美術宝飾新聞）  ブランケット判 〔1・10・20〕 2007/01/01（第 2052号）～  

赤旗  ブランケット判  直近約１年分  

赤旗 日曜版  タブロイド判  直近約 1年分  

秋田魁新報  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

アグリゲイト  タブロイド判 〔第 2・4 月曜〕 2008/07/14（第 99号）～  

朝日新聞（大阪） 縮刷版  Ｂ４  1928(S3)/1～1941(S16)/2 （注）閲覧用 複写不可  

朝日新聞（大阪） 本紙  ブランケット判  直近約 1年分  

朝日新聞（大阪） マイクロ版    大阪市内版：1879（Ｍ12）/1/25～、 地方版：1924（Ｔ13）/4～  

朝日新聞（東京） 縮刷版  Ａ４  T11/8、S3/10、S7/7～ （欠号あり）  

アパレル工業新聞  ブランケット判 〔1〕 2004/03/01（第 233号）～  

板紙・段ボール新聞  ブランケット判 〔7・17・27〕 2007/10/17（第 2315号）～  

医理産業新聞  タブロイド判 〔1・15〕 2007/10/01（第 768 号）～  

岩手日報  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

印刷通信  ブランケット判  2008/05/05（第 632 号）～  

インターズー・ペットショップジャーナル  タブロイド判 〔1〕 2008/07/01（vol.36）～  

インテリアタイムス  タブロイド判 〔水曜〕 2008/05/21（第 2346号）～  
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インテリアビジネスニュース  タブロイド判 〔5・15・25〕 2008/08/25（No.446）～  

映像新聞  タブロイド判 〔月曜〕 2005/01/31（第 1697号）～  

エステティックジャーナル  タブロイド判 〔10・25〕 2007/04/25（Ｎｏ.331）～  

エネルギーと環境  Ａ４判 〔木曜〕 2007/11/08（Ｎｏ.1964）～  

愛媛新聞  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

エンプラニュース  タブロイド判 〔月末〕 2008/08/31（第 277 号）～  

大分合同新聞  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

大阪市ＰＴＡだより  ブランケット判 〔20〕 2003/01/20（第 523 号）～  

大阪時事新報 マイクロ版    1905（Ｍ38）/3～1949（Ｓ24）/5～ ※欠号あり  

大阪日日新聞  
ブランケット判  2002/3/13～ （1946～1993 年も所蔵 

※欠号あり）  

大阪肥料新聞  タブロイド判 〔1・6・11・16・21・26〕 2000/01/01（第 3485 号）～  

大阪民主新報  ブランケット判  直近約 1年分  

オートメレビュー  ブランケット判 〔水曜〕 2007/10/17（第 1331号）～  

沖縄タイムス  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

オフィスマガジン  タブロイド判 〔1・15〕 2005/07/20（第 2680号）～  

科学新聞  ブランケット判 〔金〕 2006/01/01（第 3078 号）～2006/12/22  

花卉園芸新聞  ブランケット判 〔5・15・25〕 2007/10/15（第 1447号）～最新  

菓業食品新聞  
タブロイド判 〔12・22（又は 2）〕 2008/03/02 

（第 1180号（通巻第 1963 号））～  

家具新聞  ブランケット判 〔5・25〕 2007/10/05（第 1498号）～  

カーゴニュース  Ａ4 判 〔火・木曜〕 2003/12/02（第 3278 号）～  

家庭薬新聞  タブロイド判 〔木曜〕 2008/04/24（第 3008号）～  

金型しんぶん  タブロイド判 〔10〕 2008/04/10（第 371 号）～  

神奈川新聞  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

株式新聞  ブランケット判 〔土・日・祝休〕 2004/03/11（第 15369号）～  

かまぼこ新聞  タブロイド判 〔20〕 2008/08/20（第 722 号）～  

（週刊）カメラタイムズ  タブロイド判 〔火曜〕 2008/10/07（第 2720号）～  

ガラス新聞  ブランケット判 〔月曜〕 2008/01/14（第 2736号）～  

環境施設新聞  タブロイド判 〔10〕 2007/11/10（第 349 号）～  

環境新聞  ブランケット判 〔水曜〕 2003/12/10（第 1724号）～  

環境備品通信  B5 判 〔火・金曜〕 2007/10/30（第 2627 号）～  

（週刊）玩具通信  タブロイド判 〔月曜〕 2006/02/27（第 2051号）～  

（週刊）観光経済新聞  ブランケット判 〔土曜〕 2003/12/13（第 2259号）～  

関西華文時報 （中国語・日本語）  タブロイド判 〔1・15〕 2004/01/15（第 21 期）～  

（商経）管材新聞  ブランケット判 〔水曜〕 2007/02/28（第 1315号）～  

関西日報 マイクロ版    1889（Ｍ22）/7～1890（Ｍ23）/6  

関西文具時報  タブロイド判 〔10・25〕 2003/01/10（第 1684 号）～  

かんせいれん  タブロイド判 〔1〕 2002/01/01（第 810号）～  
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漢方医薬新聞  タブロイド判 〔1・15〕 2008/06/05（第 436 号）～  

紀伊民報  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

（商経）機械新聞  ブランケット判 〔木曜〕 2007/03/01（第 2844号）～  

北日本新聞  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

喫煙具新聞  タブロイド判 〔1・15〕 2000/01/01（第 1239号）～  

岐阜新聞  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

君とつばさ  タブロイド判 〔1・3・5・7・10 月〕 2001/09/01（第 252 号）～  

（週刊）行政施策  タブロイド判 〔月曜〕 2004/01/19（第 1884号）～  

京都新聞  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

京都大学新聞  ブランケット判 〔1・16〕 2003/04/01（第 2316号）～  

橋梁新聞  タブロイド判 〔1・11・21〕 2000/01/01（第 689・690 号）～  

近畿税理士界  タブロイド判 〔10〕 2003/01/10（Ｎｏ．465）～  

金属産業新聞  ブランケット判 〔月曜〕 2005/03/07（第 3189号）～  

KINTAI（金融タイムス）  ブランケット判 〔5・15・25〕 2003/01/15（第 1049号）～  

金融経済新聞  ブランケット判 〔月曜〕 2004/01/01（第 2337号）～  

空調タイムス  ブランケット判 〔水曜〕 2005/01/01（第 2099号）～  

熊本日日新聞  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

（日刊）ケイザイ  ブランケット判 〔1・3・4週月曜〕 2000/01/01（第 1326 号）～  

経済産業新報  ブランケット判 〔5・25〕 2007/09/25（第 1560号）～  

警備保障新聞  ブランケット判 〔5・15・25〕 2008/04/05（第 1022号）～  

健康産業流通新聞  ブランケット判 〔8・18・28〕 2007/10/08（第 679 号）～  

健康食品新聞 Health Food Journal  ブランケット判 〔水曜〕 2005/10/12（第 148号）～  

健康生活新聞 （旧紙名：健康食新聞）  タブロイド判 〔15〕 2005/03/11（第 125 号）～  

健康のひろば  Ｂ４判 〔1・11・21〕 2004/02/01（第 1489 号）～  

建材コレクション  B5 判 〔15〕 2007/12/15（第 2376号）～  

原子力産業新聞  タブロイド判 〔木曜〕 2004/02/05（第 2221号）～  

建設技術新聞  タブロイド判 〔月曜〕 2007/10/22（第 683 号）～  

（日刊）建設工業新聞  ブランケット判 〔土・日・祝休〕 2004/01/27（第 15983号）～  

（日刊）建設産業新聞  ブランケット判 〔土・日・祝休〕 2004/01/13（第 14562号）～  

建設新聞  ブランケット判 〔月・木〕 2008/11/13（第 3847 号）～  

建設通信新聞  ブランケット判 〔土・日・祝休〕 2000/10/25（第 14275号）～  

建築新聞  タブロイド判 〔15〕 2008/04/15（第 911 号）～  

建通新聞大阪  タブロイド判 〔土・日・祝休〕 2004/01/28（第 3565 号）～  

（日刊）県民福井  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

（日刊）工業新聞  ブランケット判 〔土・日休〕 2004/03/01（第 19294号）～  

高校生新聞  タブロイド判 〔10〕 2005/04/10（第 118 号）～  

合成紙新聞  タブロイド判 〔1・15〕 2008/06/01（第 862 号）～  

（旬刊）高速道路  タブロイド判 〔5・15・25〕 2003/12/05（Ｎｏ．1281）～  

高知新聞  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  
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交通新聞  ブランケット判 〔土・日・祝休〕 2004/01/26（第 17580号）～  

交通毎日新聞  ブランケット判 〔月・水・金曜〕 2003/12/01（第 16177号）～  

工務店新聞  タブロイド判 〔10・25〕 2006/02/25（ 第 24号）～  

公明新聞  ブランケット判  直近約 1年分  

小売経済新聞  タブロイド判 〔5・15・25〕 2008/04/25（第 1404 号）～  

国際協力新聞  タブロイド判  2005/01/15（第 125 号）～  

国際貿易  
タブロイド判 〔火曜〕 2001/12/25（第 1534号）～ 

 ※2004.1（1616）～2005.10（1692）欠  

国保新聞  ブランケット判 〔1・10・20〕 2004/02/01（第 1707号）～  

國連新聞  ブランケット判 〔4月・10月〕 2005/04/26（第 442号）～  

ゴム化学新聞  ブランケット判 〔5・15・25〕 2007/10/15（第 1814号）～  

ゴムタイムス  ブランケット判 〔月曜〕 2001/01/01（第 2707号）～  

ゴム報知新聞  タブロイド判 〔月曜〕 2007/10/22（第 2187号）～  

コンクリート工業新聞  ブランケット判 〔木曜〕 2004/01/01（第 1744号）～  

コンビニエンスストア新聞  タブロイド判 〔1・15〕 2007/11/15（第 723 号）～  

埼玉新聞  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

佐賀新聞  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

サッシタイムス  タブロイド判 〔1・11・21〕 2007/02/21（第 898 号）～  

山陰中央新報  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

（日刊）産業新聞  ブランケット判 〔土・日・祝休〕 2003/12/17（第 15952号）～  

産業政治日報  ブランケット判 〔15・25〕 2003/01/30（第 5242 号）～  

産経新聞（大阪） 本紙  ブランケット判  直近約 1年 6ヶ月分  

産繊新聞  タブロイド判 〔15〕 2008/01/15（第 1377 号）～最新  

サンデー交毎  ブランケット判  2004/01/25（第 9444 号）～  

山陽新聞  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

歯界報知  タブロイド判 〔1・11・21〕 2008/05/01（第 17405号）～  

自家用車新聞  ブランケット判 〔5・15・25〕 2008/05/05（第 1472号）～  

敷物新聞  タブロイド判 〔1・10・20〕 2005/02/01（第 2294 号）～  

紙業新聞  タブロイド判 〔金曜〕 2008/04/25（第 7436号）～  

紙業新報  タブロイド判 〔1・11・21〕 2008/04/21（第 1297 号）～  

（日刊）市況通信  Ａ4 判 〔土・日・祝休〕 2005/01/01（第 12532 号）～  

紙業日日新聞  タブロイド判 〔火・金曜〕 2007/10/30（第 11108号）～  

（日刊）資源新報  タブロイド判 〔土・日・祝休〕 2005/01/26（第 11377 号）～  

四國新聞  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

市政新聞  ブランケット判 〔1・15〕 2004/01/15（第 1258号）～  

自動車タイムス  タブロイド判 〔5・15・25〕 2008/05/05（第 3431 号）～  

自動車タイヤ新聞  タブロイド判 〔水曜〕 2007/02/21（第 2099号）～  

信濃毎日新聞  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

東雲新聞 マイクロ版    1888（Ｍ21）/1～1890（Ｍ23）/3  
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時宝光学新聞  ブランケット判 〔1・11・21〕 2008/04/21（第 1384号）～  

下野新聞  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

社会新報  タブロイド判  直近約 1年分  

（日刊）社会保険新報  B5 判 〔月・水・金曜〕 2004/01/30（第 6207号）～  

住宅産業新聞  ブランケット判 〔水曜〕 2007/10/17（第 1406号）～  

住宅流通新聞  ブランケット判 〔隔週金曜〕 1998/01/02（第 501号）～  

自由民主  タブロイド判  直近約 1年分  

酒販新聞  タブロイド判 〔8・18・28〕 2004/02/08（第 1398 号）～  

酒販ニュース  A4 縦 〔1・11・21〕 2004/02/21（第 1485 号）～  

（週刊）循環経済新聞  ブランケット判 〔月曜〕 2005/02/07（Ｎｏ．754）～  

醸界協力新聞  ブランケット判 〔1・11・21〕 2008/05/11（第 2701号）～  

醸界新報  ブランケット判 〔月曜〕 2000/01/01（第 4063号）～  

醸界タイムス  ブランケット判 〔金曜〕 2007/10/05（第 4516号）～  

（週刊）醸界通信  タブロイド判 〔第 1・3 水曜〕 2008/05/07（第 2231 号）～  

醸造報知  ブランケット判 〔隔週〕 2008/08/28（第 3773号）～  

食品化学新聞  ブランケット判 〔木曜〕 2007/10/18（第 2208号）～  

食品酒類小売店新聞  タブロイド判 〔1〕 2007/11/01（Ｎｏ.412）～  

食品新聞  ブランケット判 〔隔日〕 2008/04/28（第 8176号）～  

食糧経済  ブランケット判 〔8・18・28〕 2005/10/18（第 785 号）～  

食料新聞  
ブランケット判 〔1・6・11・16・21・26〕  

2004/02/01（第 4177 号）～  

シルバー産業新聞  ブランケット判 〔10〕 2001/01/10（第 519 号）～  

シルバー新報  タブロイド判 〔金曜〕 2008/05/23（第 826 号）～  

寝装リビングタイムス  ブランケット判 〔1・11・21〕 2008/04/01（第 1946号）～  

新日本保険新聞 生保版  タブロイド判 〔月曜〕 2008/05/05（第 2538号）～  

新日本保険新聞 損保版  タブロイド判 〔月曜〕 2008/05/05（第 2550号）～  

新聞改造  ブランケット判 〔木曜〕 2007/10/11（第 4865号）～  

信用金庫新聞  ブランケット判 〔1・15〕 2008/08/15（第 1643号）～  

（日刊）水産経済新聞  ブランケット判 〔土・日・祝休〕 2005/01/28（第 14049号）～  

水産煉製品新聞  タブロイド判 〔25〕 2008/07/25（第 719 号）～  

水道産業新聞  ブランケット判 〔月・木曜〕 2004/01/15（第 4039号）～  

（旬刊）ステイショナー  タブロイド判 〔5・15・25〕 2007/11/05（第 1558 号）～  

ステージ  タブロイド判 〔3・6・9・12 月〕 2000/06/01（Ｎｏ．14）～  

スポーツ産業新報  ブランケット判 〔1・10・20〕 2008/08/01（第 1866号）～  

製菓時報  ブランケット判 〔月曜〕 2004/01/12（第 2494号）～  

生活産業新聞 （旧紙名：家庭用品新聞）  ブランケット判 〔1・11・21〕 2000/01/01（第 1787号）～  

聖教新聞  ブランケット判  直近約 1年分  

生協流通新聞  ブランケット判 〔5・20〕 2007/10/05（第 340号）～  

生産性新聞  ブランケット判 〔5・15・25〕 2007/10/25（第 2213号）～  
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（週刊）税のしるべ  タブロイド判 〔月曜〕 2004/01/05（第 2627号）～  

石油化学新聞  ブランケット判 〔月曜〕 2007/10/22（第 4565号）～  

石油通信  B5 判 〔土・日・祝休〕 2004/01/05（Ｎｏ．12919）～  

セキュリティ産業新聞  ブランケット判 〔5・25〕 2007/10/10（第 546号）～  

石鹸日用品新報  タブロイド判 〔水曜〕 2007/10/17（第 4867号）～  

セメント新聞  ブランケット判 〔月曜〕 2004/01/05（第 2603号）～  

センイ・ジヤァナル  ブランケット判 〔月・水・金曜〕 2004/02/02（第 6881 号）～  

繊維ニュース  タブロイド判 〔土・日・祝休〕 2002/07/10（第 16104 号）～  

繊研新聞  ブランケット判 〔日・祝休〕 2004/03/03（第 16315号）～  

全国食鳥新聞  ブランケット判 〔1・15〕 2007/10/15（第 953号）～  

全国書店新聞  タブロイド判 〔1・11・21〕 2007/10/21（第 4865 号）～  

（週刊）全国賃貸住宅新聞  タブロイド判 〔月曜〕 2007/01/01（Ｎｏ．752）～  

全国ドライ新聞（全ドラ）  タブロイド判 〔1・10・20〕 2007/10/01（第 1510 号）～  

全国農業新聞  ブランケット判 〔金曜〕 2007/10/19（第 2567号）～  

全国理美容新聞  ブランケット判 〔水曜〕 2004/02/04（第 2627号）～  

洗剤日用品粧報  タブロイド判 〔月曜〕 2007/10/01（第 3339号）～  

染織経済新聞 解説版  Ａ４判 〔15〕 2006/10/15（第 2405 号）～  

染織新報  タブロイド判 〔6・11・21・26〕 2008/05/21（第 3616 号）～  

ぜんせき  ブランケット判 〔月・水・金曜〕 2006/04/05（第 6133 号）～  

（月刊） 双康 教育ダイジェスト  Ａ４判 〔20〕 2005/08/20（2005 年 8月号）～  

（月刊） 双康 食品ダイジェスト  Ａ４判 〔10〕 2005/09/10（2005 年 9月号）～  

（月刊） 双康 福祉ダイジェスト  Ａ４判 〔10〕 2005/09/10（2005 年 9月号）～  

（月刊） 双康 保健ダイジェスト  Ａ４判 〔20〕 2005/06/20（2005 年 6月号）～  

ダイカスト新報  タブロイド判 〔月末〕 2007/09/30（第 909 号）～  

大紀元時報 中国語版  ブランケット判 〔水曜〕 2008/08/06（第 307期）～  

大紀元時報 日本語版  ブランケット判 〔隔週木曜〕 2008/07/24（第 75 号）～  

大商ニュース  ブランケット判 〔25〕 2003/01/05（第 912 号）～  

（月刊）大老連  ブランケット判 〔1〕 2004/01/01（第 546号）～  

段ボール事報  ブランケット判 〔10・20・30〕 2007/01/15（第 971号）～  

千葉日報  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

中國新聞  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

中日新聞  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

中部時眼宝飾新聞  ブランケット判 〔1・16〕 2008/08/01（第 1943号）～  

通信興業新聞  ブランケット判 〔月曜〕 2004/01/19（第 2344号）～  

通販新聞 縮刷版  Ａ４判 〔年 1〕 2003/01/01（2003/1-12）～  

デーリー東北  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

テレケーブル  ブランケット判 〔金曜〕 2007/11/02（第 1631号）～  

テレコムレビュー  タブロイド判 〔15〕 2007/10/15（第 377 号）～  

電化新聞  ブランケット判 〔月曜〕 2007/10/22（第 2974号）～  
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電気新聞  ブランケット判 〔土・日・祝休〕 2004/02/02（第 25053号）～  

電気日日新聞  ブランケット判 〔8・18・28〕 2007/10/18（第 3620号）～  

電経新聞  ブランケット判 〔月曜〕 2004/01/12（第 2698号）～  

電材流通新聞  タブロイド判 〔木曜〕 2004/01/01（第 1295号）～  

電通報  タブロイド判 〔月曜〕 2003/01/01（第 4389号）～  

てんぽ流通新聞  タブロイド判 〔1・11・21〕 2004/01/01（第 629 号）～  

東奥日報  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

東京交通新聞  ブランケット判 〔月曜〕 2004/01/01（第 2101号）～  

東京室内装飾新聞  タブロイド判 〔1〕 2008/06/01（第 502号）～  

東京新聞  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

陶磁器意匠弘報  B5 判 〔20〕 2005/01/20（第 1205号）～2005/12/20  

東商新聞  タブロイド判 〔10・20〕 2002/01/01（第 1706 号）～  

東洋経済日報  ブランケット判 〔金曜〕 2000/01/01（第 4268号）～  

東洋木材新聞  タブロイド判 〔5・20〕 2008/04/20（第 2039号）～  

トーヨー新報  ブランケット判 〔1・11・21〕 2005/10/11（第 1556号）～  

徳島新聞  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

特殊鋼産業新聞  タブロイド判 〔1・11・21〕 2008/01/01（第 1449 号）～  

時計工藝新聞  ブランケット判 〔1・11・21〕 2007/10/01（第 2101号）～  

ドラッグトピックス  タブロイド判 〔月曜〕 2007/10/08（第 1938号）～  

トラベルニュース  タブロイド判 〔10・25〕 2004/07/10（第 544号）～  

塗料新報  タブロイド判 〔8・18・28〕 2008/04/28（第 1328 号）～  

塗料報知  ブランケット判 〔水曜〕 2000/01/05（第 3404号）～  

内航海運新聞  ブランケット判 〔月〕 2008/12/01（第 2072 号）～  

ナイスビジネスレポート  タブロイド判 〔1・15〕 2008/1/1（第 1887 号）～  

内発協ニュース  Ａ４判 〔15〕 2007/10/15（第 67号）～  

長崎新聞  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

長野日報  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

新潟日報  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

西日本新聞  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

日経ヴェリタス  タブロイド判 〔日曜〕 2008/01（創刊準備号）～  

日経産業新聞  ブランケット判 〔土・日・祝休〕 2005/01/01（第 8618 号）～  

日経流通新聞ＭＪ  ブランケット判 〔月・水・金曜〕 2004/11/01（第 4143 号）～  

日建新聞  タブロイド判 〔1〕 2007/11/01（第 321号）～  

日本一明るい経済新聞  タブロイド判  2008/08/01（vol.134）～  

日本医科器械新聞  タブロイド判 〔1・11・21〕 2007/10/11（第 2091 号）～  

日本鋳物工業新聞  タブロイド判 〔1・20・30〕 2008/04/20（第 2122 号）～  

日本印刷新聞  ブランケット判 〔水・土曜〕 2005/10/01（第 4920号）～  

日本外食新聞  タブロイド判 〔5・15・25〕 2007/11/05（第 1191 号）～  

日本海新聞  タブロイド判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  
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日本加工食品新聞  ブランケット判 〔25〕 2008/04/25（第 1769 号）～  

日本貴金属時計新聞  ブランケット判 〔1・11・21〕 2008/08/01（第 2018号）～  

日本教育新聞  ブランケット判 〔月曜〕 2004/01/23（第 5498号）～  

日本金融新聞  ブランケット判 〔1・10・20〕 2008/07/01（第 1072号）～  

日本経済新聞（大阪） 本紙  ブランケット判  直近約 1年分  

日本経済新聞（東京） 縮刷版  Ａ４  Ｓ25/1～ （Ｓ30/1 欠）  

日本計量新報  タブロイド判 〔日曜〕 2007/10/21（第 2696号）～  

日本下水道新聞  ブランケット判 〔水曜〕 2007/01/16（第 1849号）～  

日本航空新聞  タブロイド判 〔木曜〕 2007/10/04（第 1264号）～  

日本語教育新聞  ブランケット判 〔1〕 2000/10/01（創刊号）～  

日本産機新聞  ブランケット判 〔5・15・25〕 2008/04/15（第 1242号）～  

日本事務機新聞  ブランケット判 〔1・2・4週月曜〕 2003/01/06（No.1616）～  

日本住宅新聞（Ｄ&Ｄ、関西住宅新聞含む）  タブロイド判 〔5・10・15・25〕 2006/01/15（第 1337 号）～  

日本種苗新聞  ブランケット判 〔1・11・21〕 2007/10/11（第 1893号）～  

日本醸界新聞  ブランケット判 〔5・15・25〕 2007/10/25（第 5305号）～  

日本商業新聞  タブロイド判 〔月曜〕 2004/03/15（第 2888号）～  

日本情報産業新聞  ブランケット判 〔月曜〕 2007/09/24（第 1925号）～  

日本食糧新聞  ブランケット判 〔月・水・金曜〕 2004/03/17（第 9293 号）～  

日本新華僑報 【中文】  ブランケット判 〔8・18・28〕 2004/12/18（第 198 期）～  

日本水道新聞  ブランケット判 〔月・木曜〕 2004/01/15（第 4174号）～  

日本設備工業新聞  タブロイド判 〔5・15・25〕 2007/11/05（第 1912 号）～  

日本繊維信息（紡織服装週刊別冊） 【中文】  タブロイド判 〔毎月最終月曜〕 2005/09/01（2005 年 9月号）～  

日本繊維新聞  ブランケット判 〔土・日・祝休〕 2004/04/01（第 16996号）～  

日本装粧品新聞  タブロイド判 〔15・25〕 2007/10/15（第 1526 号）～  

日本店装新聞  タブロイド判 〔15・30〕 2006/02/15（第 1552 号）～  

日本刃物工具新聞  ブランケット判 〔10・20・30〕 2004/01/10（第 1467号）～  

日本パン・菓子新聞  B5 判 〔15〕 2007/02/15（第 1688号）～  

日本ビル新聞  ブランケット判 〔第 1・3 月曜〕 2008/01/07（第 932 号）～  

日本服装附属品新聞  ブランケット判 〔20〕 2005/09/20（第 893 号）～  

日本物流新聞  ブランケット判 〔10・25〕 2004/03/10（第 1083 号）～  

日本文具新聞  タブロイド判 〔10・25〕 2007/10/10（2007/10/10 号）～  

日本ベアリング新聞  タブロイド判 〔1・15〕 2004/02/01（第 1142号）～  

日本ミシンタイムス  ブランケット判 〔1・10・20〕 2007/12/01（第 2649号）～  

日本屋根経済新聞  タブロイド判 〔8・18・28〕 2005/10/08（第 1131 号）～  

日本養殖新聞  タブロイド判 〔5・15・25〕 2007/09/05（第 1258 号）～  

日本洋装新聞  タブロイド判 〔1・15〕 2003/01/01（第 1875号）～  

日本流通産業新聞  ブランケット判 〔木曜〕 2004/04/01（第 919号）～  

日本流通新聞  ブランケット判 〔月曜〕 2004/01/26（第 1767号）～  

日本和裁新聞  タブロイド判 〔15〕 2008/04/15（第 536 号）～  
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日本和洋酒缶詰新聞  タブロイド判 〔5・15・25〕 2008/04/25（第 3397 号）～  

二輪車新聞  ブランケット判 〔金曜〕 2007/10/19（第 2520号）～  

燃料油脂新聞  ブランケット判 〔日・祝休〕 2007/11/01（第 17115号）～  

農機新聞  タブロイド判 〔火曜〕 2003/12/16（第 2973号）～  

農業共済新聞  ブランケット判 〔水曜〕 2007/10/24（第 2726号）～  

農業共同組合新聞  ブランケット判 〔10・20・30〕 2007/10/30（第 2023号）～  

農経新聞  ブランケット判 〔月曜〕 2007/10/01（第 2082号）～  

農経しんぽう  ブランケット判 〔月曜〕 2004/01/05（第 2547号）～  

農場だより  タブロイド判 〔1〕 2007/11/01（第 72 便）～  

納税通信  タブロイド判 〔月曜〕 2007/10/22（第 2995号）～  

農村ニュース  ブランケット判 〔月曜〕 2004/01/12（第 2327号）～  

農民新聞  タブロイド判 〔5・15・25〕 2008/07/15（第 1786 号）～最新  

ハウスウェア  タブロイド判 〔25〕 2007/11/25（第 1816 号）～  

ばね産業新聞  ブランケット判 〔1・10・20〕 2008/05/01（第 1408号）～  

パンニュース  タブロイド判 〔5・15・25〕 2004/01/01（第 2282 号）～  

ビジネス・マシン・ニュース  タブロイド判 〔火曜〕 2007/10/23（第 1907号）～  

ひとはく新聞  タブロイド判  2008/9/30（2008 年 9月 30 日号）～  

（週刊）ビューロウ  タブロイド判 〔木曜〕 2004/01/15（第 2462号）～  

病院新聞  ブランケット判 〔木曜〕 2008/05/01（第 2025号）～  

（週刊）ビル経営  タブロイド判 〔月曜〕 2007/04/16（第 522 号）～現時  

ビル新聞  ブランケット判 〔月曜〕 2004/01/05（第 1294号）～  

ファスニングジャーナル  ブランケット判 〔7・17・27〕 2007/10/17（第 2055号）～  

フォームタイムス  ブランケット判 〔5・15・25〕 2007/10/05（第 1785号）～  

福井新聞  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

福島民報  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

福島民友  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

フジサンケイ ビジネスアイ  タブロイド判  2004/03/01（第 17299 号）～  

府政新聞  ブランケット判 〔5・20〕 2003/01/05（第 864号）～  

（週刊）物流  タブロイド判 〔金曜〕 2004/01/02（第 1985号）～  

物流ウィークリー  ブランケット判 〔月曜〕 2007/10/08（Ｎｏ.1037）～  

（日刊）不動産経済通信  B5 判 〔土・日・祝休〕 2004/02/02（第 10893 号）～  

プラスチック産業資材新聞  タブロイド判 〔1・15〕 2007/07/01（第 882 号）～  

プリテックステージニュース  タブロイド判 〔5・15・25〕 2007/10/05（第 1587 号）～  

プロパン産業新聞  ブランケット判 〔火曜〕 2005/10/18（第 2277号）～  

プロパン・ブタンニュース  ブランケット判 〔月曜〕 2007/10/22（第 2749号）～  

ぶんぐ事務機ガイド  ブランケット判 〔10・20〕 2008/08/10（第 709号）～  

ヘアーサロンジャーナル  ブランケット判 〔1・11・21〕 2007/11/11（第 1773号）～  

ヘアビューティニュース  ブランケット判 〔1・15〕 2007/11/01（第 1435号）～  

ペイント＆コーティングジャーナル  タブロイド判 〔水曜〕 2008/04/02（第 2816号）～  
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ベーカーズタイムス  タブロイド判 〔10〕 2004/02/10（第 1624 号）～  

（週刊）ペーパー・ビジネス・レビュー  タブロイド判 〔月曜〕 2007/09/24（Ｎｏ.1531）～  

包装機械新聞  ブランケット判 〔15〕 2007/10/15（第 460 号）～  

（週刊）包装タイムス  ブランケット判 〔月曜〕 2005/02/07（Ｎｏ．2204）～  

訪販ニュース 縮刷版  Ａ４判 〔年 1〕 2003/01/01（2003/1-12）～  

ホームリビング  タブロイド判 〔5・15・25〕 2003/11/05（第 1229 号）～  

北陸中日新聞  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

釦手芸裁縫新聞  ブランケット判 〔5・20〕 2007/10/20（第 1761号）～  

北海道新聞  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

北國新聞  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

ポリオレフィン時報  タブロイド判 〔7・17・27〕 2008/08/07（第 1845 号）～  

毎日新聞（大阪） 本紙  ブランケット判  直近約 1年分  

毎日新聞（大阪） マイクロ版    市内版：1876（Ｍ9）/2/20～、地方版：1983/1～1998.12  

毎日新聞（東京） 縮刷版  Ａ４  Ｓ25/1～ （Ｓ40/8 欠）  

マンション管理新聞  タブロイド判 〔5・15・25〕 2008/04/05（第 738 号）～  

マンションタイムズ  タブロイド判 〔1〕 2007/11/01（Ｎｏ.269）～  

みどり  タブロイド判 〔毎月初旬〕 2007/11/01（2007 年 11月号）～  

南日本新聞  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

見本市展示会通信  タブロイド判 〔1・15〕 2005/02/01（第 459 号）～  

宮崎日日新聞  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

民団新聞  ブランケット判 〔水曜〕 2001/01/01（第 2336号）～  

メタル・リサイクル・マンスリー  タブロイド判 〔1〕 2005/06/25（第 414号）～  

麺業新聞  タブロイド判 〔金曜〕 2007/10/17（第 2199号）～  

木材工業新聞  タブロイド判 〔水曜〕 2008/04/30（第 6629号）～  

文部科学広報  タブロイド判  2008/03/28（第 101 号）～  

薬事日報  タブロイド判 〔月・水・金〕 2004/03/31（第 9893号）～  

薬事ニュース  タブロイド判 〔金曜〕 2004/01/01（第 3609号）～  

薬粧流通タイムズ  タブロイド判 〔15〕 1982/10/15（第 1号）～  

薬日新聞  タブロイド判 〔水曜〕 2008/04/23（第 3467号）～  

薬局新聞  タブロイド判 〔水曜〕 2004/01/28（第 2628号）～  

山形新聞  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

山口新聞  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

山梨日日新聞  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

輸送機器新聞  ブランケット判 〔25〕 2008/05/25（第 1802 号）～  

輸送新聞  タブロイド判 〔月曜〕 2004/01/26（第 2045号）～  

洋装産業新聞  ブランケット判 〔1・15〕 2003/01/01（第 1745）～  

読売新聞（大阪） 本紙  ブランケット判  直近約 1年 6ヶ月分  

ラジオ商業新聞  ブランケット判 〔第 1・第 3木〕 2008/08/07（第 2205 号）～  

ラベル新聞  ブランケット判 〔1・15〕 2007/01/01（Ｎｏ．899）～  



 61 

リサイクル通信  タブロイド判 〔10・25〕 2006/02/25（第 146号）～  

リフォーム産業新聞  タブロイド判 〔火曜〕 2006/02/28（Ｎｏ．719）～  

流開センターニュース  タブロイド判 〔隔月〕 2006/01/01（第 143 号）～  

琉球新報  ブランケット判  当月分含み 3ヶ月分（約 2週間遅れで届く）  

（旬刊）旅行新聞  ブランケット判 〔1・11・21〕 2004/02/01（第 1114号）～  

林業新聞  タブロイド判 〔水曜〕 2008/04/09（第 9210号）～  

林経新聞  タブロイド判  2007/10/18（第 14071 号）～  

林材新聞  
ブランケット判 〔5・10・15・20・25・30〕  

2004/01/01（第 14936 号）～  

冷凍食品新聞  ブランケット判 〔月曜〕 2004/01/26（第 1764号）～  
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近松研究所開設二十周年記念『曽根崎心中』展報告  
 
 
                                                   乾 安代 (園田学園女子大学近松研究所 ) 

 

 

 園田学園女子大学近松研究所では、開設二十周年記念事業として本年度二つの展示を開催

した。『曽根崎心中』展はそのうちの一であり、2008(平成20)年11月15日～28日に開催 (於近

松研究所 )。  

 

 『曽根崎心中』展に展示したのは、  

 1 8行25丁本 竹本筑後掾正本、山本九兵衛・山本九右衛門板『曽根崎心中』  

                                黒部市美術館所蔵  

 2 8行25丁本 奥書欠本『曽根崎心中』          大阪府立中之島図書館所蔵  

 3 14行9丁半・絵入本 山本九兵衛板『曽根崎心中』  

                           天理大学附属天理図書館所蔵  

 4 6行43丁本 竹本筑後掾正本、山本九兵衛・山本九右衛門板『曽根崎心中』  

                                             甲南女子大学図書館細川景正文庫所蔵  

 5 8行24丁本 宇治加賀掾正本、山本九兵衛板『曽根崎心中』  

                            大阪府立中之島図書館所蔵  

 6 寸珍絵本『曽根崎初夢曽我』                 小谷成子氏所蔵  

以上の6本のみである。そして、6を除いた5本はすべて、近松門左衛門作『曽根崎心中』の

正本である。  

 

 今回のこの展示には、黒部市教育委員会からの要請を受け、近年紹介された1の黒部市美

術館所蔵本の位置づけを明確にする、ということもあわせて目論まれていた。そのため、展

示期間中に、私ども研究所員はもとより、研究所がご指導・ご協力をお願いしている関係の

先生がたによる調査を複数回実施した。  

  専門の先生がたによる丁寧かつ詳細な調査の結果、  

 1 黒部市美術館所蔵本が、『曽根崎心中』上演後の元禄16年中に刊行の初板本である 
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 とすることに矛盾はないこと。  

 2 当該本は水損等による痛みが大ではあるが、原装本と言い得ること。  

の2点が確認された。  

 1については、言うまでもなく、従来唯一存在の知られていた大阪府立中之島図書館所蔵

本 (上記2)との比較検討による結果であるが、当該2本のきわめて詳細な比較によって、さら

に、  

 1 両本は同一の板木を使用したものであること。                                      

 2 印字の微妙な相違や墨付きの状況等から、大阪府立中之島図書館所蔵本のほうが前 

 に印刷されたもの、と考えられること。  

の2点が確認された。但し、2に言う｢前に印刷｣という点については、同時期に印刷したもの

の初めのほうの印刷と後のほうの印刷ということなのか、時期を異にする印刷なのか、まで

は特定できない。  

 

 以上に述べた、黒部市美術館所蔵本の位置づけの明確化は、同時に大阪府立中之島図書館

所蔵本 (上記2)の位置づけの確定をも意味するものであった。すなわち、当該本は第19丁の

落丁と奥書を欠くという現況のために、従来、『曽根崎心中』上演後まもなくの初板正本で

あろうとの推定はされていたが、確定には至っていなかった。それが、黒部市美術館所蔵本

との比較によって、確定したのである。  

 ただ残念なことに当該本は改装されているので、このこと (及び欠丁 )による瑕疵は補い得

ない。しかしながら、黒部市美術館所蔵本とは異なり、保存状況もよく、今後も初板本『曽

根崎心中』正本としての価値にかわりはない。  

 

 展示品 (書籍 )6点のみ、しかも展示期間実質10日間という短時日の展示、というきわめて

小規模の記念展ではあったが、上述の成果を得、私ども近松研究所の開設二十周年にふさわ

しい展示であった、と自負している。  

 最後に、黒部市美術館所蔵本との比較検討のために、当該本の詳細な調査をご快諾くださ

った、大阪府立中之島図書館関係各位に深謝申し上げ、『曽根崎心中』展報告とする。     
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『
長
好
師
家
集
』
お
よ
び
紙
背
文
書
に
つ
い
て 

                                                   

大
谷 

俊
太
（
奈
良
女
子
大
学
教
授
） 

  

本
館
所
蔵
の
貴
重
書
『
長
好
師
家
集
』
を
紹
介
す
る
。
本
書
は
江
戸
時
代
初
期
の
歌
人
、
望
月
長
孝
自

筆
の
私
家
集
で
あ
る
。
望
月
長
孝
は
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
生
ま
れ
、
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
没
、

享
年
六
十
三
歳
。
四
郎
右
衛
門
、
重
公
、
兼
友
、
長
好
と
名
乗
る
。
長
孝
は
最
晩
年
の
名
称
。
明
暦
四
年
、

四
十
歳
の
時
、
剃
髪
。
法
号
、
道
空
。
洛
西
嵯
峨
野
広
沢
池
畔
に
庵
、
小
狭
野
屋
を
結
ぶ
。
十
三
歳
の
時

か
ら
和
歌
を
松
永
貞
徳
に
学
び
、
飛
鳥
井
雅
章
・
雅
直
父
子
ら
と
も
交
わ
る
。
貞
徳
門
の
和
田
以
悦
と
と

も
に
貞
徳
歌
学
を
継
承
し
、
の
ち
の
平
間
長
雅
・
有
賀
長
伯
と
続
く
地
下
歌
学
の
有
力
な
一
派
の
系
譜
に

名
を
連
ね
る
。
ま
た
、
松
江
重
頼
ら
と
交
わ
り
俳
諧
に
も
遊
び
、
鹿
苑
寺
鳳
林
承
章
の
も
と
に
出
入
り
も

し
た
。 

 

『
長
好
師
家
集
』
は
写
本
で
十
八
巻
十
冊
。
大
本
（
縦28.5
糎
・
横21.2

糎
、
た
だ
し
、
冊
に
よ
り
数

ミ
リ
の
違
い
は
あ
る
）
、
四
つ
目
袋
綴
。
香
色
紙
表
紙
。
後
背
装
。
全
十
冊
の
う
ち
、
丁
数
の
多
い
五
冊

は
、
紙
の
右
端
で
仮
綴
し
、
そ
の
右
に
四
角
柱
の
板
を
宛
て
て
背
面
部
分
と
す
る
と
い
う
特
殊
な
製
本
を

行
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
本
の
喉
の
部
分
が
綴
じ
る
こ
と
に
よ
り
見
え
な
く
な
る
こ
と
を
懼
れ
て
、
右

端
に
四
角
柱
を
副
え
後
背
装
に
し
て
体
裁
を
整
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
外
題
は
左
肩
に
楮
紙
の
題
箋
に

墨
書
で
「
長
好
師
家
集 

一
二
」
（
第
一
冊
、
但
し
剥
落
部
分
多
し
）
。
表
紙
・
外
題
箋
と
も
後
装
。
料

紙
は
楮
紙
だ
が
、
た
ま
に
斐
楮
交
漉
き
料
紙
や
小
豆
色
楮
紙
料
紙
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
各
冊
の
第
一
丁

も
し
く
は
第
二
丁
表
右
上
や
見
返
し
左
上
に
「
住
友
氏
蔵
」
の
朱
の
方
印
を
捺
す
。
即
ち
本
書
は
明
治
四

十
年
（
一
九
〇
七
）
に
本
館
に
寄
贈
さ
れ
た
住
友
家
旧
蔵
書
中
の
一
冊
で
、
「
住
友
氏
蔵
」
の
蔵
書
印
か

ら
も
と
住
友
本
店
に
伝
わ
っ
た
も
の
と
知
れ
る
。
（
中
之
島
図
書
館
百
周
年
記
念
展
示
図
録
「
住
友
春
翠

か
ら
の
贈
り
物
」
二
〇
〇
四
年
六
月
〜
七
月
）
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
住
友
家
の
三
代
、
住
友
新
右
衛
門
友

信
は
長
孝
の
歌
道
の
門
弟
で
あ
っ
た
。
本
書
に
も
、
た
と
え
ば
、 

 

（
延
宝
七
年
）
正
月
廾
六
日
、
友
信
丈
新
宅
興
行
会 

 

兼 

梅
始
開 

鶯
も
百
よ
ろ
こ
び
の
こ
ゑ
そ
へ
て
宿
し
め
そ
む
る
梅
の
初
花 

 

当 

岑
樹
霞 

朝
日
影
い
ざ
よ
ふ
岑
に
薄
く
こ
く
霞
も
果
ぬ
松
の
む
ら
だ
ち 

 
 

同
廾
八
日
、
友
信
興
行
、
兼
題
同
前 

 
 
 

春
山 

当
座 
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山
桜
今
か
よ
し
の
ゝ
春
な
ら
し
さ
け
る
さ
か
ざ
る
か
つ
ち
る
も
み
ゆ 

な
ど
と
友
信
主
催
の
歌
会
で
の
歌
が
収
載
さ
れ
る
。
本
館
に
は
本
書
の
他
に
も
、
『
古
今
和
歌
集
両
度
聞

書
』
な
ど
長
孝
の
旧
蔵
書
・
伝
授
書
な
ど
長
孝
縁
り
の
資
料
が
襲
蔵
さ
れ
て
い
る
。
（
日
下
幸
男
『
近
世

古
今
伝
授
史
の
研
究 

地
下
編
』
） 

 

本
書
の
外
題
「
長
好
師
家
集
」
は
、
「
師
」
と
あ
る
の
で
、
も
と
よ
り
後
に
付
さ
れ
た
書
名
で
あ
る
が
、

内
題
に
は
「
塵
壺 

前
後
不
同
」
（
第
一
冊
か
ら
第
七
冊
）
「
塵
泥
」
（
第
八
冊
か
ら
第
十
三
冊
・
第
十

五
冊
か
ら
第
十
七
冊
）
「
麓
塵
」
（
第
十
四
冊
）
「
稽
古
」
（
第
十
八
冊
）
と
あ
り
、
自
ら
の
和
歌
を
「
塵
」

と
謙
遜
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
長
孝
自
身
の
命
名
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
書
は
長
孝
自
筆
の
自
撰

家
集
で
あ
り
、
上
述
の
よ
う
な
特
殊
な
製
本
が
施
さ
れ
た
の
も
、
本
書
の
内
容
・
外
形
を
尊
重
し
損
な
う

こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
に
伝
え
よ
う
と
し
た
後
人
の
所
為
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
き
、
本
書
の
確
か
な
伝
来

と
貴
重
さ
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
夙
に
本
紀
要
の
一
三
〜
一
五
号
（
一
九
七
七
年
〜
一
九

七
九
年
）
に
、
多
治
比
郁
夫
氏
ほ
か
の
方
々
に
よ
っ
て
、
巻
五
ま
で
の
前
半
の
翻
刻
紹
介
が
な
さ
れ
た
の

で
あ
っ
た
。 

 

最
後
の
十
八
巻
は
「
定
家
卿
出
題
百
首
和
歌
」
の
草
稿
の
書
付
で
あ
り
、
こ
れ
を
別
に
す
る
と
、
本
書

の
編
纂
方
針
は
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
る
。
第
一
・
二
冊
は
、
承
応
二
年
ま
で
の
詠
歌
を
部
類
し
て
排
列

す
る
。
第
三
冊
目
は
、
承
応
二
年
ま
で
の
定
数
歌
な
ど
が
置
か
れ
た
後
、
承
応
三
年
か
ら
明
暦
三
年
の
詠

歌
が
部
類
分
け
し
て
並
べ
ら
れ
第
五
冊
目
ま
で
続
く
。
第
六
冊
目
以
降
は
、
詠
ま
れ
た
時
間
に
沿
っ
て
並

べ
ら
れ
て
い
る
。
承
応
二
年
の
時
点
で
一
度
、
ま
た
明
暦
四
年
の
時
点
で
も
う
一
度
、
そ
れ
ま
で
の
詠
草

を
整
理
し
、
お
そ
ら
く
は
自
ら
の
家
集
を
ま
と
め
る
た
め
の
下
準
備
と
し
、
明
暦
四
年
以
後
は
日
付
順
に

書
き
継
い
で
行
っ
て
現
在
の
形
を
と
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
承
応
二
年
十
一
月

十
五
日
に
は
師
の
松
永
貞
徳
が
没
し
て
お
り
、
明
暦
四
年
は
長
孝
四
十
歳
、
嵯
峨
野
広
沢
池
畔
に
隠
居
し

た
年
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
本
書
の
和
歌
の
詞
書
き
に
は
、
歌
題
の
み
な
ら
ず
、
歌
会
が
行
わ
れ
た
場
所
や
興
行
者
な
ど
が

明
記
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
年
次
別
排
列
で
も
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
長
孝
の
詠
作
活
動
の
実
際
、
ま
た
、

和
歌
を
め
ぐ
っ
て
の
長
孝
の
交
遊
の
さ
ま
が
具
体
的
に
う
か
が
え
興
味
深
い
。
し
か
し
、
そ
の
長
孝
の
交

遊
、
あ
る
い
は
ま
た
、
長
孝
の
日
常
を
窺
う
こ
と
の
で
き
る
資
料
と
し
て
、
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
資
料
群

が
、
実
は
本
書
の
中
に
あ
る
。
本
書
全
十
八
巻
、
総
計
五
百
四
丁
の
料
紙
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
長
孝
の

と
こ
ろ
に
寄
せ
ら
れ
た
手
紙
、
詠
草
、
薬
の
包
紙
な
ど
が
再
利
用
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。 

 

以
前
か
ら
、
表
側
の
家
集
を
閲
覧
し
た
幾
た
り
も
の
研
究
者
が
紙
背
の
文
字
を
透
か
し
読
も
う
と
試
み

断
念
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
が
、
今
回
、
表
側
の
家
集
を
全
巻
に
渡
り
翻
刻
す
る
作
業
に
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多
治
比
郁
夫
氏
と
従
事
す
る
中
で
、
中
之
島
図
書
館
の
ご
厚
意
に
よ
り
、
綴
を
外
す
こ
と
で
各
丁
の
紙
背

文
書
を
つ
ぶ
さ
に
閲
覧
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
有
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

本
書
は
大
切
に
扱
わ
れ
て
き
た
伝
来
品
で
あ
り
、
や
や
特
殊
な
装
丁
が
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

一
旦
綴
を
外
し
た
後
、
再
び
現
状
の
ま
ま
に
復
元
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
た
め
に
万
全
を
期
す
こ
と
と
し

た
。
ま
ず
、
現
状
の
詳
細
な
書
誌
的
調
査
と
写
真
撮
影
を
行
い
、
中
身
の
家
集
に
つ
い
て
も
表
側
の
す
べ

て
の
文
字
を
解
読
、
全
体
の
翻
字
原
稿
を
作
成
し
錯
簡
・
綴
違
え
の
有
無
を
確
認
し
た
。
そ
の
上
で
表
装
・

和
本
修
復
の
専
門
家
に
本
館
へ
の
出
張
を
依
頼
し
、
綴
を
外
し
た
の
で
あ
る
。
や
や
特
殊
な
装
丁
で
は
あ

っ
た
が
、
糊
付
け
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
ほ
ぼ
通
常
の
袋
綴
製
本
の
場
合
と
同
じ
作
業
で

解
体
で
き
た
こ
と
は
、
和
本
の
綴
糸
は
消
耗
品
で
あ
り
、
綴
じ
直
し
や
改
装
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
和
本
の

常
態
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
知
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

 

本
書
の
紙
背
文
書
約
五
〇
〇
点
の
内
訳
は
、
薬
な
ど
の
包
紙
が
約
一
一
〇
点
、
詠
草
や
懐
紙
の
草
案
な

ど
が
約
一
〇
〇
点
、
長
孝
宛
の
書
状
な
い
し
は
長
孝
書
状
の
下
書
き
が
約
二
五
〇
点
で
あ
る
。 

 

薬
の
包
紙
と
は
、
「
蘇
生
丹
」
「
四
君
子
湯
」
な
ど
と
表
書
き
の
あ
る
も
の
で
、
「
和
中
湯
」
と
あ
る

包
紙
に
は
「
只
今
急
用
之
間
、
先
御
薬
加
減
い
た
し
進
申
候
。
下
血
に
も
腹
痛
に
も
此
薬
能
御
座
候
」
（
巻

六
の
三
三
丁
）
と
あ
る
の
で
、
医
者
の
処
方
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
誰
で
あ
る
か
は
不
詳
で
あ
る
。

宛
先
は
ほ
と
ん
ど
が
「
か
め
や
四
郎
右
衛
門
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
長
孝
の
こ
と
。
長
孝
自
身
も
し
く
は

家
族
が
服
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
薬
以
外
に
金
額
の
み
が
記
さ
れ
た
包
紙
も
十
数
枚
見
ら
れ
る
の

は
、
あ
る
い
は
歌
の
添
削
指
導
に
対
す
る
礼
金
か
と
も
思
わ
れ
る
が
不
詳
。 

 

次
に
、
詠
草
や
懐
紙
の
草
案
で
は
、
た
と
え
ば
、
巻
十
五
の
第
十
四
丁
の
紙
背
は
長
孝
の
和
歌
詠
草
で

あ
る
。 

 

去
廾
日
兼
題                               

兼
友 

上 

 
 

寒
草 

＼
冬
が
れ
の
入
江
の
あ
し
の
霜
ゆ
き
に
お
ら
れ
ぬ
な
み
や
ほ
に
の
こ
る
ら
ん 

 

同
日
当
座 

 
 

寄
朝
恋 

＼
＼
す
き
ま
も
る
袖
の
日
影
に
ま
が
へ
て
も
も
の
お
も
ふ
ね
や
の
あ
け
の
な
み
だ
は 

＼
こ
の
ね
ぬ
る
あ
さ
て
小
衾
ぬ
ぐ
も
お
し
幾
日
も
あ
れ
な
人
の
う
つ
り
香 

第
三
句
、
少
さ
ら
へ
て
き
こ
え
侍
。
さ
れ
ど
又
か
や
う
に
な
く
て
や
は
。
ぬ
ぎ
か
へ
に
し
な
ど
は
一
入
ゆ
う
に

き
こ
え
侍
。
置
所
ゆ
へ
に
や
。
兼
当
両
首
御
認
可
被
遣
候
。
珎
重
／
＼
。 

 

当
十
五
兼 
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雪
満
群
山 

＼
大
ひ
え
や
ふ
り
さ
け
み
れ
ば
雲
の
上
に
白
雪
た
か
し
比
良
も
横
川
も 

降
つ
も
る
山
の
端
毎
に
な
が
め
て
も
又
ふ
た
つ
な
き
雪
の
月
か
げ 

下
句
、
ふ
と
き
こ
え
て
侍
。
相
拶
な
ど
の
五
も
じ
に
侍
ら
ば
さ
も
こ
そ
。
さ
れ
ど
、
雪
の
月
影
と
つ
ゞ
き
て
は

落
題
た
る
べ
き
に
や 

可
然
様
御
添
削
可
忝
候
。 

僻
案
之
四
墨
、
四
。
長
、
壱
。 

愚
案
未
調
候
。
何
共
有
が
た
き
題
に
て
候
。 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

 

歌
の
作
者
の
兼
友
と
は
長
孝
の
こ
と
。
署
名
の
下
に
「
上
（
た
て
ま
つ
る
）
」
と
あ
り
、
文
末
に
「
可
然

様
御
添
削
可
忝
候
」
と
あ
る
の
で
、
師
匠
に
対
し
て
自
ら
の
詠
歌
を
見
せ
添
削
・
合
点
を
依
頼
し
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
二
字
下
げ
で
少
し
小
さ
な
文
字
の
部
分
が
師
に
よ
る
評
語
。
長
孝
の
和
歌
の
師
と
し
て
は

〈 巻十五 十四丁 〉 



 68 

飛
鳥
井
雅
章
と
松
永
貞
徳
の
名
が
挙
が
る
が
、
和
歌
に
直
接
添
削
が
施
さ
れ
て
い
な
い
点
、
評
語
に
「
両

首
御
認
可
被
遣
候
」
と
敬
語
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
添
削
者
は
貞
徳
の
可
能
性
が
あ

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
長
孝
自
筆
の
添
削
・
合
点
資
料
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。 

 

次
に
、
紙
背
文
書
の
う
ち
最
も
分
量
の
多
い
長
孝
宛
書
状
か
ら
一
例
を
示
す
。
裏
端
書
に
は
「
餘
斎
」

「
長
好
様 

 

以
悦
」
と
あ
り
、
和
田
以
悦
の
書
状
で
あ
る
と
知
ら
れ
る
。 

 

猶
々
久
々
不
得
芳
意
御
物
遠
に
打
過
申
候
。
此
暦
大
□
よ
り
被
頼
便
候
間
伝
達
申
候
。
以
上
。 

先
度
者
早
々
御
参
賀
忝
存
候
。
他
適
不
得
芳
意
御
残
多
令
存
候
。
御
佳
作
数
首
珎
々
重
々
致
吟
興
候
。

愚
身
事
老
衰
、
い
づ
か
た
へ
も
不
罷
出
候
。
併
昨
今
之
内
可
致
参
賀
存
候
処
候
。
雨
天
老
足
難
叶
候

間
、
先
以
書
中
御
祝
申
納
候
。
廾
二
日
於
野
亭
会
執
行
申
候
。
若
御
隙
共
候
者
、
御
出
座
忝
存
候
。

い
つ
も
の
会
衆
に
御
座
候
。
将
亦
先
日
御
年
玉
二
種
、
別
而
致
賞
翫
御
心
入
忝
存
候
。
書
中
之
験
柄

杓
菓
子
一
袋
致
進
上
候
。
御
祝
義
之
寸
志
斗
候
。
恐
惶
謹
言 

 
 

正
月
十
三
日                                           

（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

〈 巻八 二十五丁 〉 
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和
田
以
悦
は
長
孝
と
同
じ
く
貞
徳
門
下
の
歌
人
で
、
長
孝
よ
り
二
十
三
歳
の
年
長
で
あ
る
。
以
悦
は
貞
徳

か
ら
古
今
伝
受
を
受
け
た
が
、
長
孝
も
そ
の
席
に
同
席
し
た
。
右
の
書
状
は
以
悦
の
自
筆
資
料
と
し
て
注

目
に
値
す
る
が
、
以
悦
が
餘
斎
の
号
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
、
こ
れ
ま
で
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。
書
状
の

内
容
は
、
新
年
の
挨
拶
と
歳
旦
詠
拝
見
の
御
礼
と
以
悦
亭
で
の
和
歌
会
へ
の
出
席
の
誘
い
で
あ
る
。
特
段

特
別
な
内
容
の
書
状
と
は
言
え
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
一
通
一
通
の
書
状
の
集
積
に
よ
っ
て
長
孝
た
ち
の

日
常
の
生
活
の
一
齣
一
齣
が
リ
ア
ル
に
再
現
さ
れ
、
引
い
て
は
京
都
の
町
衆
で
あ
る
長
孝
の
、
も
の
の
考

え
方
、
感
じ
方
を
知
る
よ
す
が
と
な
ろ
う
。 

 

以
上
僅
か
二
例
の
み
で
は
あ
る
が
、
本
書
の
紙
背
文
書
の
持
つ
意
義
の
一
端
を
紹
介
し
た
。
も
と
よ
り
、

紙
背
文
書
中
に
見
え
る
人
物
名
な
ど
の
情
報
が
、
表
側
の
和
歌
の
解
釈
の
精
度
を
上
げ
る
こ
と
に
も
な
る
。

墨
の
裏
写
り
が
激
し
い
本
書
の
場
合
、
表
と
裏
と
を
合
わ
せ
見
る
こ
と
に
よ
り
読
み
取
れ
る
文
字
も
ま
た

少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
紙
背
文
書
の
閲
覧
・
解
読
に
際
し
て
高
配
を
賜
っ
た
佐
藤
敏
江
大
阪
資
料
・
古

典
籍
課
長
は
じ
め
中
之
島
図
書
館
各
位
に
深
謝
致
し
ま
す
。 
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寄
贈
資
料
紹
介 

 
 
 
 
 
 

中
之
島
図
書
館 

大
阪
資
料
・
古
典
籍
課 

 

佐
藤 

敏
江 

 

一 

屏
風 
六
曲
三
双 

大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
で
は
、
東
大
阪
病
院
名
誉
院
長
田
中
治
・
美
譽
子
夫
妻
よ
り
寄
贈
さ
れ
た
屏
風

三
点
を
、
二
十
年
六
月
に
公
開
し
た
。
公
開
用
の
調
査
資
料
を
ま
と
め
、
中
之
島
図
書
館
所
蔵
の
絵
画
の

紹
介
と
す
る
。
こ
の
屏
風
は
小
寺
兼
吉
氏
（
元
神
戸
市
長
）
の
所
蔵
で
あ
っ
た
が
、
弟
の
小
寺
又
吉
夫
妻

に
贈
ら
れ
、
又
吉
夫
妻
か
ら
縁
続
き
の
田
中
夫
妻
に
贈
ら
れ
た
と
の
事
で
あ
る
。 

一 

篠
崎

し
の
ざ
き

小
竹

し
ょ
う
ち
く

筆
「
頼ら

い

山
陽

さ
ん
よ
う

詩
屏
風
」 

 

六
曲
一
双
（
本
体
：
一
六
三×

三
六
〇 

詩
：
一
三
四×

五
十
五
・
五
） 

落
款
類･

･

小
竹
斎
楕
円
印 

篠
崎
弼
方
印
・
承
弼
方
印 

末
尾
に
「
頼
子
成
詩
六
首 

七
十
小
竹
老
人
書
」

「
頼
山
陽
詩
六
章 

小
竹
七
十
老
人
書
」 

 

篠
崎
小
竹
が
親
交
の
あ
っ
た
頼
山
陽
の
漢
詩
（
左
記
）
十
二
首
を
揮
毫
し
た
作
品
。 

 

「
頼
山
陽
漢
詩
」 

五
月
十
四
日
飲
夢
于
上
村
太
壽
宅
務 

（
山
陽
詩
鈔
巻
三
） 

把
万
盃
竹
底
意
陶
然 

正
是
晴
窻
竹
醉
天 

 

竹
己
醒
時
人
卻
醉 

竹
風
呼
起
醉
人
眠 

 
 
 

五
月
十
四
日
飲
夢
于
上
村
太
壽
宅
務 

（
山
陽
詩
鈔
巻
三
） 

把
万
盃
竹
底
意
陶
然
正
是
晴
窻 

竹
醉
天
竹
已
醒
時
人
却
醉 

竹
風
呼
起
醉
人
眠 

 

題
夢
自
畫
山
水
務 

（
山
陽
詩
鈔
巻
三
） 

 

収
夢
拾
雲
煙
務
寄
夢
戯
嬉
務
峰
巒
満 

幅
墨
淋
漓
休
万
嫌
点
染
欠
夢
妍
麗
務 
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免
万
被
無
人
呼
夢
做
畫
師
務 

 

 

入
夢
豊
前
務
過
夢
耶
馬
渓
務
遂
訪
夢
雲
蕐
師
務
共
再
遊
焉
遇
万
雨
有
万
記
又
得 

夢
八
絶
句
務 
〔
の
内
〕 

（
山
陽
詩
鈔
巻
四
） 

山
屐
何
辭
泥
路
新
天
将
夢
変
套
務 

 

待
夢
遊
人
務
群
峰
得
夢
雨
如
夢
龍
闘
務 

隠
躍
雲
閒
見
夢
爪
鱗
務 

 

 

舟
中
逢
夢
立
春
務 

二
首
〔
の
内
〕 

（
山
陽
詩
鈔
巻
四
） 

擬
未
與
夢
飛
鴻
務
争
味
後
先
蔓
北
帰
萬
里 

趂
夢
春
煙
務
行
帆
背
指
豊
山
雪
歴 

々
游
蹝
已
隔
万
年 

 
 

芳
山 

（
山
陽
詩
鈔
巻
五
） 

侍
万
輿
百
里
度
夢
嶙
峋
務
花
落
南
山 

萬
緑
新
筍
蕨
侑
万
酒
山
館
夕 

慈
顔
自
有
夢
十
分
春
務 

 

 

在
万
備
題
夢
山
水
圖
務 

（
山
陽
詩
鈔
巻
五
） 

 

雲
光
打
万
水
々
揺
万
欄
満
紙
烟
波 

墨
未
万
乾
吾
亦
有
万
樓
鳧
水
上 

秋
来
名
月
附
万
誰
看 

 
 

頼
子
成
詩
六
首 

 

七
十
小
竹
老
人
書 

篠
崎
弼
印 

承
弼 

 
 

湖
夢
泰
水
務 

 

（
山
陽
詩
鈔
巻
五
） 

山
彎
疑
到
夢
水
窮
處
務
岸
豁
還
逢 

人
住
郷
竹
翠
沙
明
家
八
九
門 

々
魚
網
曬
夢
斜
陽
務 

 

鴨
川
寓
居
雑
詩
〔
の
内
二
首
〕 

（
山
陽
詩
鈔
巻
五
） 
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書
幌
沈
々
鎖
夢
月
明
務
酒
醒
枕
上 

剔
夢
残
檠
務
鄰
樓
笑
語
人
初
定 

錯
認
夢
水
聲
務
為
夢
雨
聲
務 

 

 

幾
股
沙
流
蹙
夢
夕
暉
務
樓
々
向
万
晩 

捲
夢
簾
幃
務
誰
家
鴨
陣
記
夢
栖
処
務 

 

撹
夢
亂
波
紋
務
相
喚
帰 

 

題
画 

（
山
陽
詩
鈔
巻
五
） 

近
遮
夢
林
樹
務
遠
遮
万
山
誰
道
雲
閑 

何
肯
閒
獨
有
夢
泉
聲
遮
不
慢
住 

故
穿
夢
深
處
務
作
夢
潺
湲
務 

 

 

移
万
居
築
万
園
雑
詠
〔
よ
り
二
首
〕 

（
山
陽
詩
鈔
巻
六
） 

家
面
夢
東
山
務
常
眼
明
朝
嵐
夕
翠 

机
閒
横
吾
儂
怕
万
折
夢
看
万
山
幅
務 

 

翻
把
夢
琴
書
務
移
入
万
城 

 

傍
万
墻
種
万
桂
養
夢
金
葩
務
當
万
砌
栽
万
蘭 

護
夢
玉
芽
務
更
記
山
僧
許
夢
劚
送
務 

留
夢
将
餘
地
務
待
夢
梅
華
務 

 

 
 

頼
山
陽
詩
六
章 

小
竹
七
十
老
人
書 

篠
崎
弼
印 

承
弼 

 

※
本
詩
は
「
山
陽
詩
鈔
」
に
収
載
さ
れ
て
い
る
詩
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
が
、
一
部
違
う
部
分
も
あ
る
。
参

考
ま
で
に
、
各
詩
章
の
前
に
「
山
陽
詩
鈔
」
中
の
題
と
収
載
さ
れ
て
い
る
巻
数
を
付
し
た
。 

 

篠
崎

し
の
ざ
き

小
竹

し
ょ
う
ち
く 

天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
〜
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
） 

江
戸
時
代
の
儒
学
者
・
漢
詩
人
。
名
は
弼
、
字
は
承
弼
、
通
称
は
長
左
衛
門
。
小
竹
散
人
・
畏
堂
・
南
豊
・

聶
し
ょ
う

江こ
う

。
父
親
は
豊
後
出
身
の
医
師
加
藤
周
貞
、
大
坂
京
町
堀
生
ま
れ
。
九
歳
で
篠
崎
三
島
に
学
び
、
十
三

歳
で
養
子
に
な
っ
た
。
養
父
三
島
は
管
甘
谷
（
荻
生
徂
徠
門
人
）
に
就
き
、
私
塾
梅
花
社
を
開
い
た
。 

一
時
江
戸
に
出
、
昌
平
学
の
古
賀
精
里
に
入
門
、
朱
子
学
統
を
承
け
て
帰
坂
後
、
梅
花
書
屋
を
継
ぐ
。
町
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儒
者
に
徹
し
、
辺
幅
を
飾
ら
ず
育
英
に
尽
く
し
た
。
そ
の
門
人
に
は
有
名
人
が
多
く
見
ら
れ
る
。（
「
輔
仁

姓
名
録
」
・
「
麗
沢
簿
」
当
館
所
蔵
「
大
阪
府
立
図
書
館
紀
要
第
四
号
」
に
翻
刻
有
） 

詩
と
書
を
善
く
し
、
頼
山
陽
と
親
し
く
、
当
館
で
も
小
竹
の
自
筆
に
山
陽
・
松
陰
等
が
朱
批
を
い
れ
た
写

本
「
小
竹
先
生
艸
稿
」
、
山
陽
が
朱
批
を
い
れ
た
「
小
竹
先
生
自
筆
文
稿
本
」
等
を
所
蔵
し
て
い
る
。 

墓
所
：
大
阪
天
満
東
寺
町
天
徳
寺 

頼ら
い

山
陽

さ
ん
よ
う 

 

安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
〜
天
保
三
年
（
一
八
三
二
） 

 

江
戸
時
代
の
儒
学
者
。
名
は
襄
、
字
は
子
賛
の
ち
子
成
、
通
称
久
太
郎
、
憐
二
・
徳
太
郎
と
称
し
た
こ
と

も
あ
る
。
山
陽
は
号
。
別
号
は
三
十
六
峰
外
史
。
広
島
藩
儒
頼
春

し
ゅ
ん

水す
い

の
長
子
、
母
の
静
子
（
梅
颸
と
号
す
）

は
大
坂
の
儒
医
飯
岡
義
斎
の
女
。
大
坂
江
戸
堀
生
ま
れ
、
父
の
広
島
藩
儒
医
登
用
に
よ
り
、
広
島
に
移
る
。

七
歳
頃
か
ら
叔
父
杏
坪
の
指
導
で
素
読
を
始
め
、
九
歳
で
学
問
所
に
入
学
、
詩
・
書
画
も
学
ぶ
。
寛
政
九

年
叔
父
杏
坪
に
従
い
一
年
程
江
戸
に
遊
学
、
尾
藤
二
州
・
服
部
栗
斎
に
従
学
し
た
。
寛
政
一
二
年
脱
藩
、

享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
廃
嫡
と
な
り
、
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
門
外
自
由
と
な
る
。
以
後
備
後
で
は

菅
茶
山
の
廉
塾
の
後
を
継
ぎ
、
京
都
で
は
私
塾
を
開
校
し
人
材
育
成
に
努
め
る
傍
ら
執
筆
活
動
を
続
け
た
。

門
人
に
は
、
後
藤
松
陰
・
藤
井
竹
外
・
森
田
節
斎
等
の
名
が
み
ら
れ
る
。
墓
所
：
京
都
東
山
長
楽
寺 

 

一 

鶴
沢
探
山

つ
る
さ
わ
た
ん
ざ
ん

筆
「
風
俗
十
二
ヶ
月
屏
風
」 

 

六
曲
一
双
（
本
体
：
一
七
〇×

三
七
〇 

絵
：
一
三
四×

五
十
五
・
五
） 

落
款
：
法
眼
探
山
円
印 

探
幽
系
の
月
次
風
俗
図
（
十
二
月
図
）
の
図
様
に
基
づ
く
作
品
。
各
幅
は
千
寿
万
歳
（
正
月
）・
獅
子
舞
（
二

月
）
・
鶏
合
せ
（
三
月
）・
春
景
（
四
月
）
・
端
午
の
印
地
打
ち
（
五
月
）
・
氷
室
の
節
供
（
六
月
）
・
七
夕
の

踊
り
（
七
月
）・
船
遊
び
（
八
月
）・
重
陽
の
菊
酒
（
九
月
）・
恵
比
寿
講
（
十
月
）
・
御
火
焚
（
十
一
月
）・

煤
払
い
（
十
二
月
）
の
十
二
の
風
景
を
描
く
。 

京
都
国
立
博
物
館
の
谷
文
晁
「
久
隅
守
景
筆
十
二
月
屏
風
縮
図
」
と
図
柄
を
ほ
ぼ
同
じ
く
し
、
京
都
府
立

総
合
資
料
館
蔵
（
京
都
文
化
博
物
館
管
理
）
の
鶴
沢
探
山
筆
「
五
節
句
図
」（
享
保
十
二
年
）
と
も
重
な
る

部
分
が
あ
る
。 

鶴
沢
探
山 

年
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
〜
享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
） 

 

江
戸
時
代
の
狩
野
派
画
家
。
名
は
守
見
・
良
信
・
兼
信
。
別
号
幽
泉
の
可
能
性
が
高
い
。
京
都
に
生
ま
れ
、

狩
野
探
幽
最
晩
年
の
弟
子
。
探
幽
様
式
に
熟
練
し
て
法
眼
に
叙
せ
ら
れ
る
。
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
〜
一

七
〇
四
）
探
幽
の
弟
子
中
か
ら
選
ば
れ
て
上
洛
、
禁
裏
御
用
絵
師
と
な
り
、
探
川
改
め
探
山
と
号
し
、
鶴

沢
派
を
開
く
。
享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）
七
月
十
三
日
、
七
十
五
歳
没
。
墓
所
：
京
都
二
条
川
端
の
善
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源
寺
。
代
表
作
に
「
鉄
拐
・
山
水
図
」
（
三
腹
対
）
が
あ
る
。 

『
古
画
備
考
』
の
狩
野
探
山
の
項
に
は
「
元
禄
中
、
東
山
院
勅
宣
あ
り
て
、
探
幽
弟
子
中
、
秀
逸
可
被

召
由
に
て
、
探
川
を
上
洛
な
さ
し
む
。
甚
叡
慮
に
叶
。
于
今
永
く
其
家 

 

禁
中
に
奉
仕
、
上
洛
後
狩
野

探
山
と
改
、
・
・
・
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

六 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜ 

   
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

七 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

一 

狩
野

か

の

う

探
信

た
ん
し
ん

（
守
政
）
筆
「
山
水
図
屏
風
」 

 
 

六
曲
一
双
（
本
体
：
一
七
〇×

三
八
五 

絵
：
一
一
九×

四
八
） 
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落
款
：
「
狩
野
探
山
筆
」 

忠
淵
方
印 

金
地
に
夏
景
と
冬
景
を
墨
で

え
が
い
た
作
品
。 

狩
野
探
信 

享
保
三
年
一
〇
月
（
一
七
一
八
）
没 

 

江
戸
後
期
の
画
家
。
探
幽
守
信
の
長
男
。
初
名
仙
千
代
、
幼
名
図
書
。
後
守
政
又
忠
淵
。
号
は
探
信
、
忠

淵
。
画
を
父
（
探
幽
）
に
学
び
、
山
水
人
物
を
よ
く
す
。
父
の
後
を
継
ぎ
幕
府
の
絵
師
と
な
り
、
法
眼
に

叙
せ
ら
れ
宮
内
卿
と
称
す
。
鍛
冶
橋
狩
野
第
二
世
。
享
保
三
年
十
月
十
四
日
、
六
十
六
歳
で
死
亡
。
墓
所
：

池
上
本
門
寺
中
南
院 

『
石
亭
画
談
』
に
は
、「
探
幽
甚
こ
れ
を
愛
し
、
人
探
信
に
画
を
嘱
す
る
も
の
あ
れ
ば
、
探
幽
潜
に
画
を
作

り
、
探
信
を
し
て
款
せ
し
め
、
以
て
嘱
者
に
あ
た
ふ
。
是
探
信
の
美
名
を
欲
す
る
也
」
の
一
文
が
あ
る
。 

  

二 

片
野
家
所
蔵
資
料 

軸
三
点
書
簡
九
通 

平
成
二
十
年
度
、
平
野
一
郎
様
の
ご
紹
介
に
よ
り
、
東
京
在
住
の
片
野
昭
（
故
人
）・
み
を
ご
夫
妻
か
ら
中

之
島
図
書
館
に
、
家
蔵
の
軸
三
点
、
書
簡
九
通
が
寄
贈
さ
れ
た
。
現
在
整
理
中
の
資
料
で
あ
る
が
、
屏
風

と
あ
わ
せ
て
紹
介
す
る
事
と
し
た
。
寄
贈
者
で
あ
る
片
野
昭
氏
は
朝
日
新
聞
に
勤
務
、
停
年
後
は
「
文
化

厚
生
事
業
団
」
の
事
務
局
長
と
し
て
社
会
福
祉
関
係
や
文
化
イ
ベ
ン
ト
の
世
話
役
と
し
て
活
躍
さ
れ
た
。 

軸
三
点 一 

内
藤
湖
南
書
七
絶
幅 

 

内
藤
湖
南
（
虎
次
郎
）
書 

 
 

一
軸 

五
九
（
三
七×

一
二
一
） 

落
款･

･

「
虎
」
炳
卿
等
方
印
三
種 

 

本
文 

「
緑
樹
陰
濃
夏
日
長
楼
臺
倒
影
入
池
塘
水
晶
篇
動
微
風
起
満
架
蕃
薇
一
院
香 

落
款 

虎
」 

 

内
藤
虎
次
郎 

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
〜
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
） 

秋
田
生
ま
れ
、
明
治
か
ら
昭
和
前
期
に
か
け
て
の
東
洋
史
学
者
と
し
て
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
。
字
は
炳

卿
（
へ
い
け
い
）
、
湖
南
、
ま
た
黒
頭
尊
者
の
別
号
が
あ
る
。
秋
田
県
師
範
学
校
を
卒
業
、
は
じ
め
国
学
を

好
み
そ
の
蔵
書
に
よ
り
世
に
知
ら
れ
た
が
火
災
に
あ
い
消
失
、
以
後
唐
本
の
蒐
集
に
志
し
、
支
那
学
を
主

と
し
た
。
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
『
万
朝
報
』
な
ど
の
記
者
と
し
て
活
躍
後
、
草
創
期
の
京
都
帝
国
大
学
文
科
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大
学
の
東
洋
史
講
座
を
担
当
し
た
。
博
学
の
上
に
多
才
で
詩
文
に
長
じ
、
書
を
善
く
し
た
。
そ
の
蒐
集
し

た
善
本
は
国
宝
を
含
み
、
没
後
杏
雨
書
屋
（
武
田
科
学
振
興
財
団 

大
阪
市
淀
川
区
）
に
入
っ
た
。 

 

内
藤
虎
次
郎
は
当
館
と
縁
が
深
く
、
明
治
三
十
三
年
十
一
月
二
十
九
・
三
十
日
の
「
大
阪
朝
日
新
聞
」

に
、
「
図
書
館
に
就
て
（
上 

下
）
」
の
題
で
建
設
予
定
の
府
立
図
書
館
へ
の
期
待
を
こ
め
た
記
事
が
掲
載

（
『
内
藤
湖
南
全
集 

三
巻
』
筑
摩
書
房
刊
に
収
載
）
さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
図
書
館
発
足
当
時
、
漢
籍
の
収
集
方
針
に
悩
ん
だ
今
井
貫
一
初
代
館
長
は
、
館
長
就
任
挨
拶
に

朝
日
新
聞
社
を
訪
れ
た
際
、
読
書
会
知
名
の
大
家
で
あ
っ
た
同
社
の
記
者
内
藤
湖
南
・
西
村
天
囚
の
両
氏

に
逢
い
、
漢
籍
の
収
集
の
要
訣
を
尋
ね
た
。
そ
の
後
今
井
館
長
が
大
手
町
の
内
藤
氏
宅
を
訪
問
し
た
際
、

先
生
の
書
目
答
問
を
取
り
出
し
綿
密
に
一
二
三
の
購
入
番
号
を
朱
書
し
て
審
か
に
説
示
さ
れ
た
等
々
、

（
「
内
藤
湖
南
先
生
を
憶
ふ
」
『
懐
徳 

十
二
号
』
所
載
）
）
当
館
に
と
っ
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
人
物
と
い

え
る
。 

尚 

当
館
で
は
、
湖
南
自
筆
資
料
と
し
て
『
内
藤
湖
南
先
生
書
七
絶
幅 

』（
藤
沢
文
庫
九
一
一
六
）
一

軸
〈
藤
沢
桓
夫
氏
旧
蔵
〉
を
所
蔵
し
て
い
る
。 

 

一 

永
井
（
釈
）
瓢
斎
俳
句
画
幅 

 
 
 
 

 

一
軸 

 

四
五
（
一
〇
二×

二
八
） 

落
款･

･

「
瓢
斎
」
方
印 

親
子
と
お
も
わ
れ
る
人
物
図
（
彩
色
）
に
「
た
ゞ
あ
る
く
事
の
う
れ
し
さ
秋
の
晴
れ
」
の
句
を
付
し
た
作

品
。
永
井
瓢
斎
の
俳
画
作
品
『
瓢
斎
俳
画
集
』
人
文
書
院
刊
（
を
／
四
）
に
は
収
載
さ
れ
て
い
な
い
。 

釈
瓢
斎
は
本
名
永
井
栄
蔵
、
大
阪
朝
日
新
聞
の
記
者
、
社
会
部
記
者
、
論
説
委
員
、
特
派
員
等
を
経
て
、

昭
和
の
は
じ
め
ご
ろ
（
四
年
〜
十
一
年
）
に
「
天
声
人
語
」
を
担
当
。
俳
句
を
添
え
た
「
天
声
人
語
」
は

評
判
と
な
っ
た
。
「
天
声
人
語
」
は
無
署
名
で
あ
っ
た
が
、
初
登
場
し
た
明
治
三
十
七
年
頃
の
大
阪
朝
日
の

論
説
担
当
は
内
藤
湖
南
、
西
村
天
囚
（
天
声
人
語
の
命
名
者
）
、
鳥
居
素
川
、
大
正
に
は
長
谷
川
如
是
閑
が

執
筆
し
て
い
る
。 

 

一 

書
翰
九
通 

①
安
田
善
次
郎
差
出 

片
野
重
久
あ
て 

九
月
二
五
日 

結
婚
祝
添
状 

 

②
由
良
哲
次
差
出 

 

片
野
文
吉
あ
て 

日
付
な
し 

西
田
先
生
の
手
紙
に
つ
い
て 
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③
狩
野
亨
吉
差
出 

 

片
野
文
吉
あ
て 

一
二
日 

訃
報
見
舞
い
状 

 

④
内
藤
虎
次
郎
差
出 

片
野
文
吉
あ
て 

五
月
二
八
日 

訃
報
見
舞
い
状 

 

⑤
桑
木
厳
翼
差
出 

 
得
能
文
あ
て 

九
年
一
〇
月
一
七
日 

見
舞
い
礼
状 

 

⑥
姉
崎
正
治
差
出 

 

得
能
文
あ
て
〔
明
治
〕
四
二
年
四
月
八
日 

西
田
氏
を
囲
む
会
合
に
つ
い
て 

 

⑦
〔
藤
岡
作
太
郎
〕
差
出 

 

得
能
文
あ
て 
二
月
一
六
日 

近
世
絵
画
史
（
金
湊
堂
刊
）
に
つ
い
て 

 

「
拝
復
先
日
来
御
不
快
の
由
今
で
は
御
全
癒
に
や
、
や
生
も
興
津
行
以
来
大
い
に
健
康
を
誇
り
居
候 

當

三
日
来
風
邪
に
か
ゝ
り
閉
口
仕
候 

此
頃
ハ
小
説
も
何
も
よ
ま
ず
グ
ズ

〱
致
し
居
候 

近
世
絵
画
史
○

ま
ら
ぬ
な
が
ら
不
遠
刊
行
致
度
と
存
候
處 

彼
此
は
か
ど
ら
す
標
本
の
写
真
を
入
れ
る
に
つ
き
て
は
権
貴

富
憂
に
頼
み
あ
る
か
ざ
る
べ
か
ら
ず 

こ
れ
に
は
ホ
ッ
と
致
候 

博
覧
會
の
折
は
古
社
寺
宝
物
の
展
覧
も

あ
る
べ
く 

其
節
ハ
西
下
致
度
存
候
が
四
五
月
頃
ハ
六
か
し
か
る
べ
く 

せ
め
て
七
月
あ
た
り
は
と
存
し

世
に
御
座
候 

當
浦
嶋
も
し
市
上
に
得
心
上
は
御
送
り
可
申
上
候 

此
日
別
書
も
せ
ず
面
白
き
噂
も
聞
か

ず
何
と
な
く
懶
し
く
候
間
こ
れ
に
て
閣
筆
置
ゐ
て
可
申
上
候 

頓
首 

三
月
十
六
日 

作
太
郎 

得
能
様
」 

『
近
世
絵
画
史
』
（
九
一
一
／
十
七
）
は
、
明
治
三
十
六
年
五
月
の
序
文
、
六
月
の
印
刷
・
発
行
と
な
っ

て
い
る
。
画
家
索
引
を
付
す
な
ど
、
時
間
を
要
し
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
が
、
こ
の
書
簡
に
よ
っ
て

も
、
使
用
す
る
図
版
な
ど
も
含
め
な
か
な
か
は
か
ど
ら
な
か
っ
た
様
子
が
窺
え
る
。 

 

⑧
芥
川
龍
之
介
差
出 

 

得
能
〔
文
〕
あ
て 

 

九
月
六
日 

 

人
物
（
菅
忠
雄
）
紹
介
状 

 

⑨
波
多
野
精
一
差
出 
 

得
能
文
あ
て 

 

〔
一
年
〕
九
月
一
一
日 

 

白
松
氏
の
翻
訳
に
つ
い
て 

 

「
拝
啓
お
手
紙
拝
見
致
候 

御
申
越
の
如
く
ば
事
全
く
原
著
者
自
身
の
誤
解
よ
り
出
で
た
る
事
故
白
松
氏

も
貴
下
に
対
し
て
感
情
を
害
す
る
な
ど
の
事
は
な
か
る
べ
し
と
存
候
殊
に
同
氏
の
翻
訳
は
未
さ
ほ
ど
進
行

せ
し
様
子
に
も
無
之
候
へ
ば
御
懸
念
に
も
及
ぶ
ま
じ
き
か
兎
角
感
情
の
行
違
ひ
な
ど
の
無
き
や
う
及
ば
ず
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な
か
ら
力
を
添
へ
申
有
べ
く
候
。
敬
具 

九
月
十
一
日 

波
多
野
精
一 

得
能
文
様
」 

 

⑩
加
藤
弘
之
翁
差
出 

 
得
能
文
あ
て 

二
月
二
十
八
日 

一
軸 

五
五
（
一
八×

四
七
） 

 

片
野
文
吉
は
片
野
昭
氏
の
父
、 

片
野
重
久
は
片
野
昭
氏
の
祖
父
、 

得
能
文
は
昭
氏
の
母
方
の
祖
父
、
一
八
六
六
年
〜
一
九
四
五
年 

哲
学
者 

文
学
博
士 

東
大
卒
業 

 

参
考
文
献 

大
日
本
書
画
名
家
大
鑑 

荒
木
矩
編 

大
日
本
書
画
名
家
大
鑑
刊
行
会 

一
九
三
四
年
刊
（
七
二
一
／
一

五
五
Ｎ
） 

和
漢
美
術
鑑
定
全
書 

刊
（
九
〇
八
／
七
八
） 

「
増
訂
古
画
備
考
」
十
三
・
十
四
巻 

朝
日
興
禎
著 

弘
文
館 

明
治
三
六
年
刊 
（
九
一
一
／
五
八
） 

石
亭
画
談
（
続
日
本
随
筆
大
成 

九
巻
） 

森
銑
仙
三
編 

吉
川
弘
文
館
（
〇
四
一
／
七
一
） 

扶
桑
画
人
伝 

二
巻 

古
筆
了
仲
著 

坂
昌
員
著 

（
三
五
一
／
一
二
〇
）（
朝
日
九
一
一
／
一
） 

近
世
京
都
の
狩
野
派
展 

京
都
文
化
博
物
館
学
芸
課
編 

京
都
文
化
博
物
館 

平
成
十
六
年
刊
（
七
二
一
、

四
／
三
二
Ｎ
） 

谷
文
晁
「
古
図
縮
臨
」
狩
野
博
幸
著
（
日
本
美
術
工
芸 

五
百
九
号
）
日
本
美
術
工
芸
社 

一
九
八
一
刊

（
雑
一
三
四
五
） 

山
陽
詩
鈔 

 

頼
山
陽
著 

（
二
三
七
・
四
／
五
四
八
）
（
二
三
七
・
四
／
一
〇
六
） 

「
図
書
館
に
就
て
」
（
内
藤
湖
南
全
集
三
巻
） 

内
藤
虎
次
郎
著 

筑
摩
書
房 

一
九
七
一
刊
（
三
三
〇
／

三
四
七
） 

「
内
藤
湖
南
先
生
を
憶
ふ
」
（
懐
徳
十
二
号
） 

懐
徳
堂
記
念
会
編
・
刊 

一
九
三
四
年
（
雑
八
一
七
） 

朝
日
新
聞
社
史 

朝
日
新
聞
百
年
史
編
集
委
員
会
編 

朝
日
新
聞
社 

一
九
九
〇
―
九
五
年
刊 

文
化
人
名
録 

昭
和
二
七
年
版 

日
本
著
作
権
協
議
会
編
刊 

国
史
大
辭
典 
 

国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編 

吉
川
弘
文
館 

一
九
五
二
刊 

日
本
古
典
文
学
大
辞
典 

日
本
古
典
文
学
大
辞
典
編
集
委
員
会
編 

岩
波
書
店 

一
九
八
五
年
刊 
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編集後記 

 

    「大阪府立図書館紀要」第 38号をお届けします。 

今回ご寄贈いただきました「近松研究所解説二十周年記念『曽根崎心中』展報告」でも触れられて 

いますが、黒部市で発見された本との比較研究の結果、中之島図書館所蔵の『曽根崎心中』が元禄 

16年に刊行された初版正本であることが改めて確認されました。また、「『長好師家集』および紙背文 

書について」では、当館所蔵「『長好師家集』についてご研究の一端を示していただきました。今後の 

ご研究が待ち望まれます。今更ながら貴重な資料を所蔵していることの重みを感じています。 

100年に一度と言われる世界的な金融危機の下、自治体の財政事情のさらなる悪化により公共サ 

ービスの見直しが行われる中で、府立図書館もその例外ではなく、いろんな意味でそのあり方につい 

て問われています。しかしながら、人類の貴重な知的財産を保存し、提供していく使命は揺るぎの無 

いものとして伝えていきたいと考えています。 

   「紀要」の発行を継続することもその一助となることと願っています。 

 

   当紀要に記載された著作物の著作権は執筆者に属し、その著作の使用に関しては大阪府立図書 

館が著作権者の了解を得ています。 
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