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憶
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島
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都

下

に
於

け

る

吾
等

の
古

い
馴

染

の
地

と

云
.へ
ば
、早

稲

田

は

半

世

紀

に

わ

た

る
古

馴

染

で

あ

る

が
、そ

れ

よ

り
も

古

い

馴
染

は

神

田

の
触

り

廣

く

も

な

い

一
匠

で

あ

る
。

委

し

く

云

へ
ば

一
ツ
橋

か

ら

神

保

町

に

及

ぶ

地
匪

で

あ

る
。
　
一
ッ
橋

通

り

は

一
時

大

學

を

始

め

各

種

學

校

の
淵

叢

で

あ

っ
た
、

吾
等

が

郷

里

で
英

學

を

學

び
、明

治

八

年

に
出

京

し

て
、入

っ
た

學

校

は
乃

ち

東

京

英

語

學

校

で
あ

っ
た
。

そ

れ

は

一
ツ

橋

通

り

の

越

後

高

田

の
奮

藩

主
榊

原

侯

の
奮

邸

を
昔

の
ま

エ
學

校

に

充

て
た

の

で
、門

も

昔

の
ま

瓦
で

あ

っ
た

し
ハ教

室

竜

元

の
諸

室

に

多

少

の
手

入
を

な

し
、盤

を

上

げ

硝

子

戸

を

は

め

た

位

の
程

度

で
、假

校

舎

と

見

る

べ
き

も

の

で
あ

っ
た
、
　
こ

れ

と

ハ

ス
か

ひ

に
大

道

を
隔

て

二
大

學

が

あ

っ
た
。

今

の
學

士
會

館

の
あ

る

あ

た

り

一
圓

の
地

で
、そ

れ

が
濠

に
ま

で

及

ん

で
、な

か

ノ
＼
～
手
・廣

の
も

の
で

あ

っ
た

が
、こ
れ

が
南

校

か

ら
系

統

を

引

い
た

最

高

學

府

で
、吾

等

の
出

京

し

た

頃

は
開

成

學

校

と

云
う

た

が
、其

後

東

京

大

學

と

改

構

し
、法

理

文

の
三

科

が

置

か

れ

た

の

で
、東

京

大

學

三

學

部

と

呼

ん

で

み

た
。

讐

科

だ
け

は
本

郷

の
今

の
大

學

の
所

に

別

に

な

っ

て



み

た
。　
此

頃

は

ま

だ
高

等

學

校

は

な

し
、大

學

に
入

る

に

は
豫

備

門

を

漕

ら

ね

ば

な

ら

な

か

っ

た
。　
そ

れ

は

大

學

内

に
置

か

れ

て
あ

っ

た
、

こ

の
大

學

は

木

造

建

築

で

は

あ

っ
た

が
、英

語

學

校

の
や

う

な

間

に
合

は

せ

も

の

で

な
く
、堂

々
た

る
白

票

館

で
、寄

宿

舎

も

あ
り
、外

國
教

師

の
薦

め

幾

棟

の
教

師

館

も

あ

り
、文

数

百

人

を

容

れ
得

る
大

講

堂

も

あ

っ

た
、

吾
等

が

豫

備

門

を
経

て
大

學

の
文

科

に

入

っ
た

の
は

文

科

が

置

か

れ

た

二

年

目

で
、當

時

の
文

科

は

純

文

學

で

な

く
、政

治

経

済

の
學

科

を

も

併

せ

て
文

科

と

云

う

た
、
　
こ

の
大

學

の
前

面

に

大

道

を

隔

て

義
商

業

學

校

が

あ

り
、外

国

語

學

校

が

あ

り
、
一
時

學

習
院

も

あ

っ
た

や

う

に

記

憶

す

る
。

吾

等

は
漢

文

を

敏

は

る
薦

め

に
外

囲

語

學

校

へ
も

或

る

時

間

通

っ

た
が
、今

は

商

科

大

學

と
外

國

語

學

校

が

髄存

す

る

の
み

で
、竹

橋

外

の
文

部

省

は

大

震

災

後

炭

の
門

に
移

縛

し

た
。

　

軍

に
以

上

墨

げ

た

の
み

で
も
、神

田

の

一
匹

は
文

化

に

大

關

係

の
あ

る

こ
と

は

架

設

を
待

た

な

い
。

術

ほ

お
茶

の
水

の
濠

が
経

界

と

な

っ

て
向

ふ

が

本

郷

匪

で

あ

る

が
、神

田

に
接

近

の
庭

に

昔

の
學

府

で
あ

っ
た
昌

李

學

校

の
奮

堤

が

あ

り
、そ

こ

に

は

聖

堂

が

あ

っ

て
、曾

て

は
国

書

館

が

開

か

れ
、教

育

博

物

館

が

設

け

ら
れ

た

こ

と

も

あ

り
、そ

れ

に
隣

っ

て
高

等

師

範

學

校

が

あ

っ

た
。

此
等

も

一
ツ
橋

の
學

校

の
延
長

と

見

ら

れ

な

い

で
も

な

い
。

ま

た
私

設

の
明

治

大

學
・専

修

大
學
・中

央

大

學
・日
本

大

堅

雪

も

あ

り
、近

く

の
九

段

下

に

は
大

橋

同

書

館

も

あ

る

こ

と

を

思

ふ
と
.文

化

機

關

の
斯

く

ま

で
多

く
存

じ
、亦

文

化

の
経

歴

に
斯

く

ま

で
富

む

所

は
、

東
京
の
何
れ
轟

ね
て
森

田
の
此

麓

に
匹
敵
し
得
る
所
は
決
し
て
無
い
・
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學

校

の

所

在

地

と

し

て

隠

れ

も

な

い

の
は
、帝

国

大

學

所

在

の
本

郷
、早

稲

田

大

學

の
早

稻

田
、慶

慮

義
塾

大
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學

の
三

田
等

で

あ

る
け

れ

ど
も
、神

田

の
學

匠

に

は

他

に
な

、い

一
特

…徴

が

あ

る
。

そ

れ

は

何

か

と

云

ふ

と
.書

物

の
集

散

地

が

此

匪

に

在

っ

て
、文

化

の
稗

補

に
大

な

る

貢
献

を

な

し

て

み

る

こ

と

で
あ

る
。

大

震

災

後

市

庭

の
改

正

で
裏

町

で

あ

っ
た

の

が
表

通

り

と

な

り
、表

通

り

で

あ

っ
た

の
が

却

っ

て
裏

通

り

と

な

っ

た

が
、斯

る
攣

化

が

あ

っ

て
も
、書

物

屋

は
繁

昌

し

て

み

る
。

先

づ

冨

山

房
・三
省

堂
・東

京

堂

の
あ

る
神

保

町

を
観

察

し

て
見

る

と
、此
邊

は

も

と

か

ら

古

本

屋

の
無

か

っ
た

所

で
、新

刊

を

業

と

す

る

大
書

店

が

多

か

っ

た

が
、
一
時

繁

昌

し

た

店

も

い
ろ

く

の
攣

遽

が

あ

っ
た
。

自

分

の
記

憶

は
徐

り
確

か

で
な

い
が
、明

法

堂
・敬

葉

枕
・開

進

堂

な

ど

云

ふ
書

店

が

あ

っ
た

と

思

ふ
。　

此
等

の
中

で
明

法

堂

は
確

か
法

律

書

の
出

版

を

圭

と

し
、敬

業

肚

は

中

學

の
敏

青

書

を
專

ら

と

し
、開

進

堂

は
数

學

書

の
出

版

が
専

門

で

あ

っ
た

や

う

に
思

ふ
。

術

ぼ

此

外

に

八
尾

書

店

な

ど

も

あ

っ

て
、中

に

は

一
時

成

功

し

て
な

か

く

立

派

な

店

舗

を
構

へ
た

が

皆
潰

れ

て

跡

方

も

な

い
。

洋

書

の
専

門

店

で

は

小

野

梓

氏
経

管

の
東

洋

館

書

店

が

あ

り
、中

西

屋

書

店

が

あ

り
、有

斐

閣

も

一
時

洋

書

の

み

を

費

つ
た

こ
と

が
あ

っ
た
。

此

等

の
内

東

洋

館

は

小
野

氏

の
易

箕

と

共

に
康

業

し
、其

後

一
時

集

成

肚

と

稻

し

て
赤

坂

某

が

維
馨

し

た

が
、そ

れ

が
移

っ
て

冨

山

房

と

な

っ

て

か

ら
既

に
牛

世

紀

を

経

て

居

る
。

中

西

屋

は

丸

善

支

店

と
看

板

が

代

っ
た

が
、今

も

榮

え

て
み

る
。

九

段

下

に

は

堅

木

屋

書

店

が
洋

本

の
教

科
書

類

を

專

ら

螢

業

と

し

今

も

纏

績

し

て
み

る
。



　

多

く

の
書

店

が
出

版

に
熱

中

し

た

動

機

は

二

つ
あ

る

か

に

思

ふ
。
　
一
は
法

典

編

纂

が
成

っ

た

こ
と

と
、他

の

一
は

小
學

教

科

書

の
編

纂

で
あ

る
。

此

の

二

つ

の
事

は
普

遍

的

に

杢

國

に
及

び
、共

に
大

な

る
事
業

で

こ

れ

に
成

功

す

れ

ば

互
利

を

牧

め

得

る
所

か

ら
、或

る
も

の

は
法

典

の
出

版

に
、或

る
も

の

は

教

科

書

の
出

版

に

熱

中

し

た

歴

史

が

あ

る
。

恐

ら
く

書

店

が

大

を

な

し

た
原

因

は

こ
れ

に
あ

る

で

あ

ら

う
。

東

洋

館

書

店

を

継

承

し
た

冨

山

房

が

牛

世

紀

の
功

を

積

み

堂

々
た

る
店

と

な

っ
た

の
も
、
一
時

教

科

書

に

全

力

を

傾

け

た

の

が

其

成

功

の
第
二

歩

で

あ

っ
た

や

う

に
思

は

れ

る
。

今

日
實

力

に
富

む

書

店

の
経

歴

を

尋

ね

る
と

大

抵

こ

の

二
大

事
業

の
執

れ

か

に
力

を

籠

め

て
成

功

し

た

も

の

が
多

い

の
で

あ

る
。

出

版

界

の
最

大

難

事

で
あ

る

彪

人

な

る
種

々

の
譜

典

を

編

纂

出

版

し
、之

れ

に
依

り

世

を
益

し

亦

自

ら

も

利

し

た

冨

山

房
・三

省

堂

な

ど

は
、

共

功

績

人

な

る

も

の

で
あ

る

が
、こ
れ

は

資

力

が

充
實

し

て
か

ら

で
な

け

れ

ば
出

来

得

な

い
事

業

で
、
一
書

を

企

て

義
兵

成

功

を
見

る
ま

で

に

は

十

年

若

く

は

二
十

年

も
費

さ

ね

ば

な

ら

ぬ

も

の
が

あ

り
、共

店

に
充

分

信

用

が

無

け

れ
ば

財

力

だ

け

で
出

来

な

い
業

で

あ

る
か

ら
、僻

書

を
専

門

に
す

る
書

店

の
出

来

た

こ
と

は
實

に

書

店

の

一
大

進

歩

と
謂

は

ね

ば

な

ら

ぬ
。

　

世

間

で

は
書

物

商
費

を

水

商

責

と
稻

す

る

も

の
も

あ

る

が
、こ
れ

は

比

高

費

の
危

険

性

を

云

う

た

も

の

で
、

徒

ら

に
流

行

を
追

う

て
見

込

出

版

を

事

と

す

る
も

の
は
、中

る

こ
と

も

あ

れ

ば
、外

れ

る

こ
と

も

あ

り
、外

れ

る

と

幾

萬

の
書

物

を
紙

屑

に

せ

ね
ば

な

ら

ん

か

ら
・危

陰

性

の
あ

る

こ
と

は

事

實

だ

が
、併

し

お

の

つ

か

ら

除

外
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憶
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紬
　保
町
の
億、
ひ
出

初

も

あ

っ

て
、不

朽

の
名

著

を

出

版

す

る

の

は

此

限

り

で

な

い
。

亦

辞

書

出

版

を
専

一
、。
す

る

も

の
も

例

外
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で
あ

る
。

其

澤

は

僻

書

の
編

纂

ぼ
ど

骨

の
折

れ

る
も

の
は

な

く
、
一
人

の
力

で
之

れ

を

な

せ

ば

一
生

を
費

す

も

の

も

あ

り
、衆

多

の
力

を

併

し

て

作

る

も

の
、例

へ
ば

百

科

譜

典

の

や

う

な

も

の
も

共

冊

数

の

多

い
だ

け

そ

れ

だ

け
、十

数

年

を

経

ざ

れ

ば

成

功

に
至

ら

な

い
。
　
こ
れ

は
流

行

な

ど

云

ふ
潮

流

を

超

越

し
、容

易

に
競

孚

者

の
起

ら
な

い
も

の

で
、堅

實

に
丹

精

に

や

り

遂

げ

れ

ば
、そ

れ

が
廣

く

長

く

流

布

す

る

か

ら
、時

に

改

訂

増
補

を

施

せ
ば

永

久

性
を

持

つ
か

ら
、此

等

は
水

商

責

と

お

の
つ

か

ら

選

を
異

に
す

る
。

し

か

し

此
等

の
書

は

目

前

の
利

を
眼

中

に
置

か

す
、堅

實

に

歩

み
、丹

精

を

凝

し
、久

し

き

に
堪

へ
、多

く

の
時

と

資

を
要

す

る

か

ら
、結

局
資

本

主

義

の
勝

利

に

齢

す

る
と

云

ふ

べ

き

で

あ

ら

う
。

　

以

上

は

出
版

書

難

に
就

て
聯

か
陳

べ

た

に

過

ぎ

な

い
が
、神

保

町
(今

川
小

路

あ

た

り

も

包

容

し

て
)は
寧

ろ

古

本

屋

町

と
し

て
、つ
と

に
知

れ

て

み

る

位
、此

邊

は
古

本

屋

の
淵

叢

で
あ

り
、震

災

前

は

裏

町

に

ま

ば

ら

に

あ

っ
た

も

の

が
、災

後

地

匪

が

攣

じ

て
電

車

道

路

に

面
す

る

表

通

り

と

な
り
、連

管

櫛

比
、皆

古

本

屋

で
あ

る
。
　
こ

の
古

本

屋

の
中

に
は

全

然

和

漢

の
古

刹
書

を

專

ら

と

す

る

も

の
、活

版

の
古

本

を

專

ら

と
す

る
冒も

の
、出

版

を

須

ね

る
も

の
等

種

々
あ

る

が
、今

便

宜

上

一
括

古

本

屋

と

し

て
観

察

す

る

に
、こ

れ

も

文

化

の
薦

め

に
大

切

の

務

を

な

す

も

の
で
、斯

る
擬

闘

が
無

け

れ

ば
、古

書

籍

殊

に

和
漢

の
古

刻

本

の
供

給

が
何

に
依

っ

て
求

め

得

ら

る

ム
で
あ

ら
う

か
。

活

字

本

の
如

き

や

弐
近

刊

の
も

の
は

別

と

し

て
、古

刻

書

を

供

給

す

る
竜

の
は

古

本

屋



の

内

で

も

一
種

特

異

な

も

の

で

あ

る
。

と

云

ふ

の

は
す

べ
て

物

貰

に

は
何

に
就

て
も

問

屋

が
あ

っ
て
、そ

れ

に

就

け

ば

容

易

に
仕

入

が

出
来

る

が
、古

刻

苦

に
就

て

は
問

屋

が

無

い
か

ら
.此

種

の
古

本

を

專

ら

と
す

る
書

店

は

随

時
種

々

の
方

法

に

よ
り

買

求

め

ね

ば

な

ら

ぬ
。

時

に

は

各

地

に
買

出

し

に

ま

で
出

ね
ば

な

ら

ん

か

る

か

ら
、吾

等

は

且
ハ
業

務

の

持

続

を

希

望

せ

ざ

る

を

得

ぬ
。

の

は

客

の

薦

め

に

は

便

利

の

こ

と

で
、書

物

を

尋

ね

る

に

　

　

　

神
保

町
の
憶
ひ
出

　

ら
、其

勢

は
軽

微

で

な

く
、往

々
族

費

倒

れ

と

な

る

こ

と

も

あ

る
。

大

な

る

　

掘

り
出

し

を

し

て
珍

書

で

大
儲

け

を

す

る

こ

と

が

あ

っ

て
も
、そ

れ

は
極

　

め

て
稀

有

の
事

で
、此
螢

業

は

決

し

て
利

得

の
大

き

い
喝

の

で

な

い
。

唯

神保

だ

上

口m
の
商

費

で

あ

る
と

云

ふ

の

で
、割

合

に

好

ん

で
此

業

に

就

く

も

の

町

が
あ

る
け

れ

ど

も

出

版

書

店

の

如
く

裕

幅

に
行

か

な

い
。

殊

に
世

相

の

の書

攣

に
連

れ

て
、大

抵

は
活

版

本

で

間

に
合

は

せ

る
傾

向

が

あ

る

の
で
、活

版

店

古

本

屋

の
方

が

寧

ろ
繁

昌

す

る

課

で
も

あ

る

が
、店

貸

り

だ

け

で
は

お

つ

街　

つ
か
す
、書

林

が
聯

合

し

て
デ

パ

ー

ト

に
進

出

す

る

や

う

に

な

っ
た
。
　
一

　

面

古

割

書

漁

り

を
す

る
も

の
も

段

々
に
減

じ
、そ

の
買

入

も

大

震

災

後

釜

　

釜

困

難

と

な

っ

て
き

た
。

し

か

し

古

本

供

給

は

い

つ
ま

で
も

大

切

で
あ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

事

實

神

保

町

の
如

く
、連

管

櫛

比

の
書

難

の
あ

る

　

　

　

　

　

　

　

■

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一
店

に

無

け

れ
ば

次

ぎ

の
他

店

で
得

ら

る

エ
便

利

473



　

　

　

　

諦
保
町
の
憶
ひ
出

が

あ

る
。

書

難

同

士

も

互

ひ

に

一
所

に
居

れ

ば

有

無

相

通

す

る

の
釜

も

あ

る
。

だ

か

ら
店

の
盛

衰

は
頻

々
　

74

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
4

で
、古

い
成

り

立

ち

の
店

は
無

い
や

う

だ

が
、三

四

十

年

の
既

往

に
較

べ

る

と

ど

の
店

も

可

な

り

立

派

に
な

っ

た

や

う

に
思

ふ
。

　

此

町

は
も

と

か

ら

畢

生

町

の
稻

が
あ

っ

て
、畢

生

達

は

多

く

こ

の
庭

で
書

物

の
供

給

を

得

て
居

る
。

古

刻

書

を

漁

る
も

の
も

亦

常

に

ご

二
に

足

を

運

ん

で

み

る
。

永

い
聞

に

此

地
斑

か

ら

研

究
家

が

如

何

に
多

く

の

資

料

を

得

た

か
、好

事

家

が

如
何

に

多

く

の
珍

籍

を
得

た

か
、大
蔵

書

家

の
書

架

を

充

し

た
本

地

は

全

く

こ

義

,
に

在

る

こ
と

を
思

ふ

と
、此

町

が

文

化

に
貢

献

し

た

功

の
大

な

る

こ

と

を
感

ぜ

ざ

る
を

得

ぬ
。

吾

等

も

少

壮

よ

り

此

本

屋

町

の

お
蔭

に

浴

し

た
。

随

っ

て
此

町

の
前

途

の
益

々
多

幸

な

ら

ん

こ
と

を
希

望

せ

ざ

る
を

得

ぬ
。




