
出

版

の

今

昔

市
　

島
　

春
　

城

　

版

書

版

本

は

文

化

の
生

ん

だ
華

で
、昔

は

或

る
階

級

の
外

見

る

こ

と

が
出

来

な

か

っ
た

も

の

で

あ

る
。
　
こ

の
華

の
険

か

な

い
前

の
吾

等

の
遠

い
祖

先

な

ど

は
夢

に

も

版

本

を

知

ら
す

に
墓

に

入

っ
た
。

出

版

が
出

来

て
か

ら

も

地
方

の
も

の
な

ど

は

全

く

知

ら

な

か

っ
た

時

代

も

あ

る
。

今

は
婦

女

小

見

の
娯

…繁

用

に
澤

山

の

檜

本

が

あ

る

が
、或

る

時

代

に
は

貴

族

の
家

で

も
、お

伽

草

子

は
筆

爲

の
も

の

で

あ

っ
た
。

不

安

朝

に

は
既

に

版

書

が

行

は

れ

た
頃

だ

が
、板

書

は

幾

ん

ど

寺

院

の
摺

経

に

限

ら

れ

て

み

た
。
　
源

氏
物

語

を

書

い

た
紫

式

部

な

ど

は
、石

山

寺

で
版

経

は
見

た

で
も

あ

ら

う

が
、己

れ

の
筆

作

に

係

る
大

部

の
小

説

が
、後

世

版

刻

さ

れ

よ

う

な

ど

と

は
夢

に
も

期

さ
な

か

っ
た

で
あ

ら

う

と
想

像

さ
れ

る

が
、出

版

が

盛

ん

に
な

っ
た
後

の

世

に
は
、幾

十

同

も

こ

れ

が

板

に
刻

さ

れ

て
教

科
書

と

も

な

り
、そ

の
注

繹
、そ

の

評
論
、そ

の
抜

葦

等

の
末

書

が

幾

百

に
及

ん

で
を

る

こ

と

を
式

部

を

地

下

に

起

し

て
見

せ

た

ら

ど

ん

な

に
驚

く

こ
と

で
あ

ら

う

か
。

書
票

如
何

隻

化

に
窃

で
あ

っ
て
も
・そ

れ
が
衆
庶

の
眼

に
鰯

れ
な

い
で
隻

化

に
替

蓋

す

る

鰯

　

　

　

出

版

の

今

昔



　

　

　

出

版

の

今

昔

所

が

な

い
。

出

版

は

そ

の
傳

播

の
方

便

で

あ

る

こ
と

は
、ラ
ヂ

オ

が

思

想

の
傳

播
機

關

で
あ

る

と

同

様

で
、出
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3

版

を

知

ら

な

、い
国

土

に

は

文

化

は

無

い

と

も

言

ぴ
得

る

の

で

あ

る
..

随

っ
て

日

本

の
出

版

の

歴

史

は

取

り

も

直

さ
す

日
本

の
文

化
史

で
あ

る
。

そ

の
歴

史

は

複

雑

で

あ

る

か

ら
、簡

軍

に
語

る

こ
と

は

困

難

だ

が
、日
本

の
出

版

は

佛

教

宣

傳

よ
り

真

因

を

獲

し
、そ

の
螢

達

も

佛

教

の
隆

盛

に
俘

ぴ
、出

版

の
歴
史

は

佛

教

の
歴

史

と

常

に
纒

綿

し
、長

い
間

出

版

と

云

へ
ば

佛

教

の
経

典

に
幾

ん

ど

限

ら

れ

た

も

の

で

あ

っ
た
。

往

々
佛

書

以

外

の
書

物

即

ち

外

典

が
出

版

さ

れ

た
け

れ

ど
も
、そ

れ

は

佛

書

出

版

の
鯨

波

に
過

ぎ

な

か

っ
た

時

代

も

あ

る
。

　

佛

教

で
は

教

義

の
研
究

の

た
め

又
請

護

の
た

め

に
多

く

の
経

文

を

要

し

た

が
、経

文

を

作

る

こ

と

が
佛

の

供

養

と

さ

れ
、亦

罪

障

消

滅

と

云

ふ
思

想

か

ら

も

作

ら

れ

た

か

ら
、其

敷

は
實

に
移

し

い
も

の

で

あ

る

が
、そ

れ

は
宗

教

を

弘

め

る

に
功

が

あ

っ
て
も
、直

接

一
般

文

化

を
稗

益

し

た

の

は
佛

書

以

外

の
書

物

が

多

く

出

版

さ

れ

て

か

ら

で
、そ

れ

は

比

較

的

近

世

の
事

に
属

し

て

み

る
。

丈

権

は
久

し

く

僧

侶

の
手

に
あ

っ

た

か

ら
、僧

侶

の
薦

め

に
詩

文

や

字

書

や
韻

書

た

ど

は

寺

か

ら
出

版

さ

れ

た

こ

と
も

あ

る
け

れ

ど

も
、
一
般

国

書

が
佛

典

か

ら
猫

立

し

て
出

版

さ

る

玉
に

至

っ
た

の

は
、文

禄

の
役

に
朝

鮮

の

活

字

を

持

ち

来

り
、出

版

界

に

一
生

面

を

開

い

て

か

ら

の
事

で

あ

る
。

豊

公

の
征

韓

は

此
意

味

に

於

て

日
本

文

化

に
偉

功

が

あ

る

と

云

ぴ

得

る

の

で
あ

る
。

　

日

本

の
最

古

の
出

版

は

世

界

最

古

の
出

版

で
、そ

れ

が

矢

張

り

佛

典

で
あ

る

が
、勅

版

か

ら
端

を

獲

し

て

ゐ

'



●

る

の
は

面

白

い

こ
と

で
あ

る
。

則

ち

聖
黄

帝

が

百

萬

塔

を
寺

々

に
納

め

ら

る

N
に
當

り
、塔

内

に
置

く

百
萬

部

の
四

種

の
陀

羅

尼

を

印

刷

し

た

の

が
、所

謂

寳

鞄

版

で
、此
時

代

に
は

世

界

の
ど

の
國

に
も

出

版

は
ま

だ
無

か

っ
た
。
　
支

那

の
書

物

に
は

蜜

魑

に

少

し

く

先

ん
じ

て
出

版

が

あ

っ
た

と
書

か

れ

て

み

る
け

れ
ど

も
、其

實

物

が
存

在

し

な

い

か

ら
、日

本

が
最

古

出

版

の
誇

り

を
持

つ
も

の

で
あ

る
。
　
こ

の
陀

羅

尼

経

は

小

さ

な

も

の

で
あ

る
け

れ

ど

も
、真

数

が

百
萬

と

云

ふ
大

量

で

あ

る
薦

め
、便

宜

上

出

版

が

工
夫

さ

れ

た

が
、そ

れ

が

木
版

で

あ

っ
た

か
金

属

版

で
あ

っ
た

か
、研
究

家

に

】
二

の
説

は
あ

る

が
、金

属

版

で
あ

っ
た

ら

し

い
。
　
こ
れ

が

空

前

の
最

古

の
出

版

で
、こ

の
先

躍

は

あ

り

な

が

ら
、久

し

い

こ
と

出

版

は
ま

だ

行

は

れ

な

か

っ
た
。

　

古

く

佛

敏

の
開

け

た

所

は
、奈

良

の
蕾

都

で
、こ

曳

に
は
東

大

寺
、興

幅

寺
、法

隆

寺

等

の
名

刹

が

あ

り
、こ

の
興

福

寺

の
配

下

に

は

春

日
肚

が

あ

り
、紀

州

に
は

高

野

山

が

あ

り

江

州

に
は

叡

山

が
あ

る
。

京

都

を
経

っ

て
、多

く

有

力

の
寺

が
あ

っ
た

が
、京

都

も

各

宗

の
本

山

が
あ

っ
た

の

で
、京

都

を
中

心

と

す

る
上

方

が
、出
版

の
淵
叢

で
、寺

女

の
出

版

物

は

こ

N
に
輻

韓

し

た
。

大

な

る

寺

院

に

は
自

か

ら
版

を

刻

し

旦

つ
自

か

ら

印
刷

し

た

所

も

あ

っ

た

が
、多

く

は
京

都

の
書

騨

に

よ

っ
て

出

版

さ

れ
、江

戸

に
徳

川

幕

府

が
開

け

丈

権

は

こ

N
に
移

っ

て

も
、出

版

と
な

る

と

京

都

が
專

費

で
、諸

侯

そ

の

他

が

出

版

を

企

る

と
、多

く

は
京

都

の
書

球

に
托

し

た
。

江

戸

で

盛

ん

に
出

版

す

る

や

う

に

な

っ
た

の

は
降

っ
て

元

禄

頃

で

あ

る
。

京

都

は
江

戸

の
如

く

火

災

の
無

い
塵

だ
か

ら
タ

か
ら
托

さ
れ
た
版

黍

こ
え

ど
れ

ほ
ど
堆
積

し
た

か
想
像
も

及
ば
な

い
程

の
大
量

で
あ

っ

謝

　

　

　

出

版

の

今

昔



　

　

　

出

版

の
今

昔

た

に

相
違

な

い

が
、預

り

も

の

で

あ

る

か

ら

勝

手

に
虞

分
す

る

こ

と
も

出

來

す
、縦

ま

N
に
出

版

す

る

こ
と

も
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3

出

來

な

か

っ

た
。

當

時

の
法

と

し

て
、版

木

を

二

三
軒

の
書

離

に
分

け

て
預

け

る

法

が
行

は

れ

た

か

ら
、其

書

難

が
共

同

し

な

け

れ

ば
、出

版

が
出

来

な

い

の

で
、そ

こ
に

お

の
つ

か

ら

版

権

の
保

護

と

制

裁

も

あ

っ

た
。

江

戸

に
出

版

が

盛

ん

に

な

っ
た

滑

革

的

記

述

は

煩

裟

に
渉

る

か

ら
、そ

れ

は
後

項

に
貼

出
す

る

こ

と

＼
し

て
、出

版

界

の
大

勢

を

知

る
便

宜

の
た

め
、左

の
六

類

に
分

っ

て
多

少

の
観

察

を
試

み

よ

う
。

時

代

を

逐

う

て
多

数

の
書

目

を

列

離

す

る

如

き

は

こ

の

短
篇

の
企

て
及

ば
た

い
所

で
あ

る

か

ら
、六

類

に
就

て
珈

か

遮

る

に

過

ぎ

な

い
。

　

一　

勅

版

六 五 四 三 ・二

官

版
諸
侯
版

豪
族
版

寺
院
版

私
版

　

此

分

類

は

勿

論

學

術

的

で

は

な

い
が
、談

議

の
便

宜

か

ら
優

り

に

斯

く

分

つ
た

に
外

な

ら
な

い
。

(
一
〉勅
版

の
最

も

古

い

の
は

聖

武

帝

の

百
萬

塔

納

経

四

種

の
陀

羅

尼

で
、こ
れ

が

日
本

ば

か
り

で

な

く
、世

界

の



最

古

の
出

版

で
あ

る

こ
と

は

前

に
言

う

た

通

り

で
あ

る
。

其

後

朝

廷

の
支

援

で
多

く

の
名

刹

か

ら

種

々

の

経

典

が
出

版

さ

れ

た

が
、勅

版

は
其

後

長

く

無

く
、文
禄

二

年

秀

吉

が
朝

鮮

か

ら

獲

た

活

字

を
朝

廷

に
献

じ

た

の

で
、時

の
天
皇

後

陽

成

苗

が
、そ

の
活

字

を

以

て
古

文
孝

経

を

出

版

遊

ば

さ

れ

近

侍

に
賜

っ
た
。
　
こ
れ

が

聖

武

帝

勅

版

後

初

め

て

ゴ
あ

っ

て
、其

後

同

じ

御

宇

の
慶

長

二

年

よ

り

同

八
年

に

至

る

ま

で

に
、錦

繍

殿
、渤
學

文
、

日

本

書

紀

神

代

巻
、四
書
、職

原

抄

な

ど

が

畠

版

さ

れ

た

が
、そ

の
活

字

は
朝

鮮

に
微

っ

て
製

作

さ

れ
た

も

の
で

あ

っ
た
。

術

後

水

尾

天

皇

も

父
帝

に
微

っ

て
元

和

七
年

に
皇

朝

類

苑

十

五

冊

を

活

字

で
印

行

せ
し

め

ら

れ
、

こ
れ

も

近

侍

に
賜

っ
た

だ

け

で
、廣

く

流
布

し

な

か

っ
た

に

せ

よ
、以

上

の
勅

版

は

大

な

る
刺

戟

を

公

家

其

他

に

與

へ
、徳

川

家

康

が
、特

に
活

字

を
製

し

て

皇

室

に
齢

す

る

に

至

っ
た
。

家

康

が

足

利

學

校

の

元

信
(三
婆
)に

命

じ

て
作

ら

せ

た

木

活

字

や
、晩

年

林

羅

山

や

金

地
院

の
崇

傳

に
作

ら

せ

た
銅

活

字

な

ど

で
、大

蔵

一
覧

集
、群

書

治

要
、孔

子

家

譜
、三

略
、内

鞘
、東

鑑
、其

他

を

刷

行

し

た

の
は
、勅

版

の
刺

戟

に
由

る

と

も

云

ぴ
得

る

の

で
あ

っ

て
、こ

N
に
注

意

す

べ

き

は
、儒

書

が

漸

く

佛

書

か

ら
猫

立

し

て
出

版

さ

る

＼
に

至

っ
た

こ
と

で

あ

る
。

(二
)官
版

は
爲

政

者

の
出

版

で
あ

る

と
解

す

れ

ば
、勅

版

も

官

版

で

あ

り
、家

康

の
出

版

に
係

る
数

多

の
圖

書

も

官

版

と
見

る

べ

き

で
あ

ら

う
。

徳

川

將

軍

が
諸

藩

に
命

じ

て

出
版

せ

し

め

た
も

の
も
官

版

に

準

ず

る
も

の

で
あ

る

が
、勅

版

と

諸

侯

版

は

便

宜

上

類

を

立

て

た

か

ら
、そ

れ

を
除

く

と
す

る

と
、官

版

は

樂

翁

公

執

政

の
時

多
く
出

て
を
る
。

林
纂

が
昌
輩

校

で
官
版

の
銘

を
打

っ
て
出
版

さ
れ
た
多
く

の
書
物

は
支
那
刊
本

の

謝

　

　

　

出

版

の

今

昔



　

　

　

出

版

の

今

昔

覆

刻

で
あ

っ
た
。

支

那

に
供

し

て

日

本

の

み

に
存

す

る

侠
書

の
叢

刊
(秩

序

叢

書
)と
塙

保

己

一
の

和
學

講

談
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3

所

で
出

版

し

た

群
書

類

從

な

ど

も

共

に
幕

府

の
補

給

で
出

版

さ

れ

て

る

る

か

ら

官

版

と

し

て

差

支

な

い
で

)
　
　)　
　
　O

汐
こ
レ
;
つ

(三
)諸
侯

版

と

云

ふ

の
は
各

藩

で
出

版

し

た

も

の
を

云

ふ

の

で
、藩

に

は

大

抵
學

校

が
あ

っ

た

の

で
、そ

の
敏

科

用

に

出
版

し

た

も

の
は
勿

論

少

く

な

い
。
　
又
藩

公

に
著

述

が
あ

っ
て

そ

れ

を

出

版

し

た

こ
と

も

少

く

な

い
。

水

戸

の
大

日

本

史

の
如

き

は
其

顕

著

の
例

で

あ

る
。

街

徳

川

幕

府

は
諸

藩

に
令

し

て
出

版

を

漿

罰

し

此

結

果

と

し

て
、各

藩

競

う

て

思

ぴ

/
＼

の
出

版

を
試

み

た
。　
そ

れ
等

は
大

抵

儒
書

で
、宋

版

の
覆

刻

も

少

く

な

か

っ

た
。

如

何

な

る

小
藩

と

難

検

討

す

れ

ば

必
ず

何

か

出

版

の

あ

る

の
は
、幕

府

の
奨

働

に
由

來
・す

る

も

の

で

あ

る
。
　
諸

藩

の
出

版

の
内

に

よ
く

知

れ

て

み

る

の
は
、川

越

版

の
校

刻

日

本

外

史

な

ど

で
あ

る
。　

こ

の
書

は

確

か

八

版

位

重

ね

て
、江

戸

の
板

木

師

は
長

い
間

こ

の
板

刻

に
專

ら

か

玉
り

切

り

で
あ

っ
た

と

云

は

れ

る
程

盛

ん

に
行

は

れ

た
。

同

藩

で
は

當

初

學

校

用

に
版

刻

し

た

の
で
、螢

利

の
薦

め

に

し

た

の

で

な

か

っ
た

が
、こ

の
版

本

が
盛

行

の
た

め
、頼

家

の
出

版

が
押

さ

れ

て

一
向

費

れ

な
く

な

っ
た

の

で
、頼

家

か

ら
版

権

の
訴

訟

を

や

っ
た

結

果
、五
萬

圓

の
灌

料

を

取

る

に

至

っ
た

位

よ

く

流

布

し

た

も

の
だ
。

術

道

楽

出

版

と

も

云

ふ

べ
き

も

の
を

量

る

と
、薬

箱

公

の
実

査

十

種

の
如

き

豪
華

版

が
あ

り
、水
野

閣

老

の
丹

鶴

叢

書

百

三

十

飴

冊

の
佳

版

が
あ

り
、富

山

侯

が

本

郷

の
豪

華

版

を
作

り

つ

＼
あ

る
時
、仕

事

場

が

火

災

に
罹

っ

た

の
で
、捲

當

者

が
斬

罪

に



塵

ぜ

ら

れ

た

悲
惨

事

が
あ

っ
た

の
で
、後

世

そ

の
書

に
「人

斬

り

本

艸
」の
名

を

留

め

る

や

う

な

椿

事

も

あ

っ

た
。

(四
)豪
族

版

と

云

ふ

の
も

自

分

の
便

宜

上

一
類

を

立

て
た

の

で
、諸

侯

に
も

あ

ら
ざ

る

人

で
、出

版

界

に
功

績

あ

る

有

力

者

の
名

を
没

却

し

な

く

な

、い
微

意

に
外

な

ら

な

い
が
、此

部

類

に
は

正

平

版

論

語

を

刻

し

た

堺

流

の

道

茄

が
あ

る
。

同

じ

く

堺

の
阿

佐

井

野

宗

瑞

は

誓

書

大

全

を

刻

し

て

み

る
。

高

師

直
、足

利

尊

氏

が
罪

障

浩

滅

の
所

願

に
佛

典

を
刊

し
、尼

子

晴

久
、大

内

義

隆

に
も

刊

維

が

あ

り
、秋

田

城
介

泰

盛

は
高

野

山

の
開

版

事

業

を
助

け

て

功

績

が

あ
り
、直

江

兼

績

は

文

選

を
閉

刊

し
、豊

臣

秀

頼

は

倭

漢

合

蓮

圖

を

出
版

し

て

み

る
。

本

阿

彌

光

悦
、角

倉

素

庵

が
幾

多

嵯

峨

本

を

閉

刊

し

て

み

る

の

と
、轡

師

で
出

版

に
功

績

あ

る
も

の
は

小

瀬

甫

庵

や

五

十

川

了
庵
、延

壽

院

玄

朔
、讐

徳

堂

守

三
、梅

壽

軒

な

ど

が

あ

っ

て
、共

に

活

字

本

を

多

く

出

し

て

み

る

が
、以

上

警

察

の
出

し

た

も

の
は

誓

書

の
み

で

も

な

い
。

以

上

は
書

史

に
著

名

の
人

々
で
あ

る

が
、皆

室

町

よ

り

慶

長

に
到

る

出

版

の
困

難

時

代

の
有

力

者

で

あ

っ

た
。

荷

以

上
出

版

の
内
、嵯

峨

本

と

唱

ふ

る
も

の
は
、光
悦

の
猫

創

の
意

匠

に
成

り
、光

悦
書

風

の
活

字

を

作

り
、紙

も

特

別

に
作

ら

せ
、或

は

五

色

に
染

め

或

は

雲

母

を
引

き
、標

紙

に

は

雲

母

の
檜

で
装

飾

ぜ

ら

る

＼
な

ど
、當

時

の
み

な

ら
す

後

世

に

至

っ

て

も

異

彩

を

放

つ
豪

華

本

で
、此

式

で
謡

曲

百
番

が

開

版

さ

れ
、光

挽

の
門

人

角

倉

素

庵

は
師

の
意

匠

に
微

っ

て
諸

版

を

作

っ

た

中

に
史

記

の

出
版

も

あ

っ

た
.

(五
号

院

版

は
出

版

歴

史

の
最

も

須

要

の

類

で
、出

版

の
最

初

で

も

あ

り
、亦

一
般

圖

書

出

版

の

範

と
も

な

つ

鋤

　

　

　

出

版

の

今

昔



　

　

　

出

版

の

今

昔

た

も

の
は

比

類

で
あ

る
。
　
日
本

最

古

の
百

萬

塔

納

経

は

聖

武

帝

の
勅

版

で
あ

る

こ
と

は
前

に
陳

べ
た

が
、こ
　

92

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

3

の
古

い
先

躍

は
あ

り

な

が

ら
、追

随

は
鯨

程

後

年

で
、寛

弘

六

年
(
一
千

九

年
)十

二
月

の
御

堂

開

白

の

日
誌

に
中

宮

の
御

安

産

を
祈

る

た

め

法

華

経

千

部

を
「摺

切
」し

た

こ
と

が

見

え

て

み

る

が
、或

は

此
頃

が
経

典

出

版

の
初

め

で
あ

る

か
も

知

れ

ぬ
。

佛

教

で

は

摺

経

供

養

が

大

切

と

さ

れ
、多

く

の
経

を
納

め

れ

ば
、納

め

る
ほ

ど

功

徳

が

あ

り

と

さ

れ

た

か

ら

版

経

が
珍

重

さ

れ

た

こ
と

は

言

ふ
ま

で

も

な

い
。

南

都

の
興
幅

寺
、東

大

寺
、西

大

寺
、

法

隆

寺

な

ど

は

帝

室

の
館

依
も

あ

っ

た

の

で
、寺

の
裕

幅

時

代

で

あ

っ
た

か
ら
、各

寺

が
競

う

て

摺

経

を

行

う

た

こ

と

は
想

像

に
難

く

な

い
。

省

南

都

諸

寺

の
外

に
室

海

の
野

山

が

あ

り

最

澄

の
叡

山

が

あ

っ

て
、こ

N
に

も

多

く

の
摺

経

が
行

は

れ
、京

都

は

後

の
帝

都

で
各

宗

の
本

山

は

袋

に
集

ま

っ
た

か

ら
、各

宗

の

摺

経

が
盛

ん

に

行

は

れ

た
。

殊

に
輝

宗

が

導

か

れ

て

か

ら
、近

世

名

づ

け

て

五

山

版

と

い

ふ
も

の

が
出

た
。
　
こ

の
宗

は
武

家

の
支

持

を

得

た

の
で
、吉

野

朝

時

代

に

は

隆

盛

を

極

め
、経

典

の
外

に
外

典

も
多

く

出

た
。
　
こ

れ
ま

で

は
寺

院

は

隆

盛

で
あ

っ
て

も
、経
典

の
出

版

に
忙

し

く
、未

だ

儒

書
、詩

文
、字

書
、韻

書

な

ど

に

手

が

延

び

な

か

っ

た

が
、

五

山

隆

盛

の
時

に

は

多

く

の
朱

元

本

が
支

那

か

ら

舶

載

さ

れ
、五

山

の
寺

院

は
之

を

覆

刻

す

る

爲

め

に
多

数

の
刻

工
を

支

那

か

ら
招

致

し

た

か

ら
、此
際

の
覆

刻

に
佳

版

の
多

い

の
も

偶

然

で

な

い
。
　
こ

の

覆

刻

の

た
め

吾

剣

術

も

一
生

面

を

開

き
、後

來

進

歩

を

な

し

た

の

は

お
手

本

が

宋

版

で
、指

南

番

が

本

場

の
刻

工

で

あ

っ
た

か

ら

と

も

云

ぴ
得

よ

う
。

五
山

版

は

匡

郭

の

一
隅

に
姓

名

が

細

刻

さ

れ

て
み

る

が
、そ

れ

が

・即

ち

支

那

の
刻



工

の
名

で
あ

る
。

荷

支

那

の
刻

王
命

良

甫
、陳

孟
榮

の
両

人

が
特

に
自

家

の
名

義

で
、刻

し

た

相

當

大

部

の
儒

書

が

あ

る
。

此

等

は

寺

の
出

版

と
も

思

は

れ
す
、彼

等

の
自

家

出

版

と
す

る
と
、吉

野

朝

時

代

の

一
異

彩

と

見

る

べ
き

も

の
で

あ

る
。

　

活

字

が

導

か

れ

て
か

ら
、京

洛

の
各

寺

は

競

う

て

活
版

の
法

を

用

ぴ

て
摺

経

を

行

う

た
。

そ

の
寺

院

の
中

に
も

法

華

宗

の

要

法

寺

が
最

も

多

く

活

字

本

を
出

し

た
。

勿

論

寺

で

活

字

を

作

っ

た
。

所
謂

要

法

寺

活

字

と

云

ふ
も

の

で
、今

で
も

存

在

し

て

み

る
。

直

江
版

の
文

選

も

實

は
要

法

寺

版

で
あ

る
。

此

寺

の
僧

は

日

性

で
圓

智

と

云

う

た

が
、出

版

に

は
蝕

程

の
熱

心

家

で

あ

っ

て
、佛

書

の
外

に
、論

語

集

解
、太

手

記
、沙

石
集
、倭

漢

皇

統

編

年

合

蓮

閥

な

ど

を

出

し

て
、慶

長

五
年

よ
り

同

十

八

年

迄

十

数

種

の
本

を

活

字

で
出

版

し

て
み

る

の
が
、

活

字

鷹

用

の
顯

著

の
例

で

あ

る
。

高

野

山
、比
叡

山

等

に
も

活
字

版

の
行

は

れ

た

こ
と

は
申

す

ま

で

も

な

い
。

後

年

活

版

を
底

本

と

し

て
覆

刻

さ

れ

た
出

版

が

少

く

な

い

が
、如
何

に
活

版

が
盛

ん

に

行

は

れ

た

か

の

一
端

を

語

る
も

の

で
あ

ら

う
。

　

宗

教

出

版

の
因

縁

で

こ

の
類

に
附

記

を

要

す

る

の
は
、耶

蘇

教

徒

の
吉

利

支

丹

版

で

あ

る
。

天

正

前

後

九

州

に
耶

蘇

教

が

盛

ん

で

あ

っ
た

頃
、宣

教

師

が
本

國

か

ら
、印

刷

機

械

を

携

帯

し
幾

多

の
書

物

が

出

版

さ

れ

た
。

そ

れ

は
総

じ

て
吉

利

支

丹

版

と

云

は

れ

て

る

る

が
、耶

蘇

教

布

教

の
用

と
し

て
信

徒

の
問

に
流

布

し

た

も

の

で
宗

旨

に
關
す

る
書
物
告

日
本

の
歴
史

や
董

も
あ

る
・

即
ち
象

物

調
李

記

の
や
う
な
も

の
爽

説

　

　

　

出

版

の

今

春



　

　

　

出

版

の

'今

昔

に
、字

書

な

ど

が

和

字

を

以

て

出

版

さ

れ

た

。
　

こ

れ

等

の

書

物

は

耶

蘇

教

の

禁

令

と

共

に

影

を

牧

め

た

が
、
こ
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3

の

活

字

版

は

朝

鮮

活

字

の

渡

来

よ

り

数

年

先

だ

ち
、活

版

の

先

輩

で

あ

る

が
、
こ

れ

は

宗

教

上

に

専

用

さ

れ

た

爲

め
、他

の

出

版

物

に

何

等

の

交

渉

も

た

か

っ

た

。

(六
)私
版

の

一
類

は

勅

版

や

官

版

に

致

し

て

云

ふ

の

で

な

く
、
モ

ツ

ト

廣

く

前

に

墨

げ

た

五

類

の

外

の

も

の

を

全

部

包

擁

し

て

云

ふ

の

で

あ

る
、

豪

族

版

な

ど

ぼ

勿

論

私

版

で

あ

っ

て
、
そ

の

尤
.
な

る

も

の

で

あ

る
。

出

版

の

困

難

時

代

に

は

有

力

者

で

な

け

れ

ば

私

版

を

作

る

こ

と

が

出

來
・
た

か

っ

た

が
、追

々

板

行

の

術

が

進

む

と
、

個

人

が

自

家

の

著

述

を

出

版

し

た

り

、書

難

が

猫

自

の

見

込

で

種

々

の

も

の

を

出

版

す

る

や

う

に

な

っ

て
、官

府

や

寺

院

に

猫

立

し

て

出

版

が

出

水
・
る

や

う

に

な

っ

た

の

は

主

と

し

て

経

済

状

態

が

斯

る

こ

と

を

可

能

な

ら

し

め

た

か

ら

で

あ

る

。

元

禄

時

代

以

後

江

戸

の

文

化

が

多

く

の

圓

書

を

生

み

出

し

た

の

は

概

ね

比

類

に

入

る

の

だ

か

ら
、そ

の

一」
端

と

難

こ

の

短

篇

に

陳

べ

る

こ

と

は

出

來

た

い

か

ら

、僅

か

に

一
事

を

陳

る

に

止

め

る

。

そ

れ

は

江

戸

文

學

の

隆

盛

に

つ

れ

て
、娯

楽

書

の

多

く

出

版

さ

れ

た

こ

と

で

あ

る

。
　
こ

れ

は

太

平

の

文

化

を

語

る

も

の

で
、既

往

に

は

多

く

見

な

い

こ

と

で

あ

る
。

勿

論

多

少

娯

楽

の

書

物

は

早

く

出

版

さ

れ

て

も

み

る

が
、縞

入

本

の

出

版

は

江

戸

時

代

に

最

も

盛

ん

で

あ

っ

た

。
　
こ

れ

は

浮

世

絵

の

獲

達

に

由

る

の

で

も

あ

る

が
、娯

樂

の

書

に

は

必

ず

挿

檜

が

作

ひ
、絡

に

は

本

文

よ

り

も

挿

絵

の

方

が

讃

者

の

喜

ぶ

所

と

な

っ

て
、草

双

紙

な

ど

は

宛

が

ら

パ

ノ

ラ

マ

式

に

毎

夏

に

あ

っ

て
、そ

れ

が

半

分

物

を

言

ふ

や

う

に

た

り
、給

の

板

刻

は

江

戸



が

本

場

と

さ

る

.＼
ま
・で
進

ん

だ
。

　

以

上

の
如

き

簡

輩

な

説

話

で

も

出

版

の
大

勢

が
略

文
,分

れ

ば

望

外

の
幸

で

あ

る

が
、術

二

三

濁

れ

て
置

か

ね

ば

た

ら

ぬ

こ
と

が
あ

る
。

そ

れ

は
或

る
時

代

に
儒

書

鶴

版

の
萬

た

こ

と

で

あ

る
。

儒

書

は

内

容

の
論

で
、

こ

＼
に

は
關

係

が

な

い

や

う

で

も

あ

る
が

44貝
は
幾

多

の
儒

書

傭

版

の
出

た

こ
と

は
、明

か

に

出

版

界

が

進

歩

し

て
、そ

れ

だ

け

蝕

裕

が
あ

っ

た

こ
と

を

語

る

も

の

で
あ

る
。
　
日

本

に
は

ま

だ

纒

ま

っ

た

偽

書

偽

版

考

は
著

は

さ

れ

て
み

な

い

が
、自

分

が

曾

て
聯

か
調

べ
た

結

果

に
擦

る

と
、意

外

に
澤

山

あ

る

の
を

認

め

た
。

其

委

曲

は

こ

」

に
語

る

こ

と

を

得

な

い

が
、著

名

た

も

の

に

は
蕉

事

大

威

経

と

云

ふ
大

部

の
も

の

が

あ

る
。
　
こ
れ

は

伊

勢

の
内

宮

外

宮

の

お
株

を

奪

は

ん

薦

め

作

っ

た
も

の
で

あ

る

が
、相

當

の
勢

力

と

資

力

を

以

て

し

た

い

で

は

出
来

な

い
業

で

あ

っ

て
、途

々
禁

厭

と

な

り

著

者

は
罰

さ

れ

て

ヶ

リ

が

附

い

た
。

爾

寺

や

家

の
本

末

の
雫

で
、誇

擦

と

し

て
作

っ

た
系

譜

や
縁

起

類

の
儒

書

や
、神

道

佛

教

の

両

部

一
位

説

を
浮

屠

氏

が

方

便

の
薦

め

儒

書

で
宣

博

し

た

も

の
が

少

か

ら
ず

あ

り
、苦

難

が
螢

利

の
薦

め
,學

者

が
學

殖

を

衝

ふ
薦

め

に
、侠

書

を
偽

造

し

て
正

書

と

し

た

類
等

は

一
々
畢

げ

る

の
も

煩

は

し

い
が
、
こ
ん
な

も

の

曳
多

く

出

た

の
も
、出

版

界

に
そ

れ

だ

け

鯨

裕

が

生

じ

た

一
端

を

語

る

も

の

と

云

は

ざ

る
を

得

た

い
。

術

以

上

と
相

似

た

一
事

に
柳

か
濁

れ

て
置

き

た

い

の
は
、末

書

の
盛

ん

に

出

版

さ

れ

た

こ
と

で
あ

る
。

末
書

と

云

ふ

は
本

書

乃

ち

根

本

書

に
射

し

て

云

ふ

の

で

根

本
書

は

唯

だ

一
で
あ

る

が

そ

れ

に
附

攣

る

末
書

が

頗

る
多

く

出

て
・著

名

の
書

物

と

た

る

と

木

鋤

　

　

　

出

版

の

今

昔

　

　

　

　

　

　

溜



　

　

　

出

版

の

ム・
昔

書

の
出

版

が
数

百

に

及

ん

で
み

る
。

乃

ち

長

く

流
布

し

た
爲

本

に

は
謄

爲

の
誤

が

あ

る

の

で
、そ

れ

を
校

正
　

96

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

3

し

た
本

が
幾

程

も

出

で
、そ

の
注

繹

本

が
亦

幾

種

も

出

で
、評

論

書

が

出

る

と

そ

れ

を

駁

す

る
書

が
出

版

さ

れ
、

摘

要

の
書

や

そ

の
書

に
擬

し

た

書

迄

も

刻

さ

る

N
仕

来

で
、日

本

の
古

い

時

代

の
根

本

書

を
煎

じ
詰

め

る

と
、

割

合

に
少

、い
も

の

で

あ

る

が
、末

書

の
多

、い
こ
と

は

こ

れ

に

十

倍

-

百

倍

し

目

録

は
多

く

末

書

を

以

て
充

た

さ

れ

て

み

る
。

比

類

の
書

物

は
古

事

記

や

日

本

書

紀

や
萬

葉

集

や
源

氏
物

語

其

他

の
ク

ラ

シ

ッ

ク

で
あ

る

が
、こ
れ

も

亦

出

版

直

裁

が

大

い

に
損

が

つ
た

こ
と

を

語

る

も

の

で
あ

る
。

　

以

上

の
如

く

偽

版

や

末
書

が

多

く

出

た

位

だ

か

ら
、江

戸

時

代

の
出
版

隆

盛

期

に
は
、出

版

の

翼

壁
、者

は
格

別

の

困
難

な

く

共

目

的

を

達

し

た

で
あ

ら

う

と
想

像
す

る

の
も

強

ち

無

理

は

な

い

が
、事

實

は

さ

う

で
な

く
、

な

か

/
＼

難

儀

を

し

て

み

る
。

そ

の
事

實

の

一
二

を

語

る

の
も
、當

時

の
出

版

界

の
實

情

を

知

る

に
無

益

で

も

あ

る

ま

い
と

思

ふ
。

柴

野

栗

山

に
は

雑

字

類

編

と

云

ふ

二

冊

の
著

書

が

あ

る
。
　
初

學

に
熟

字

を
教

へ
る

た

め

に
締

し

た

も

の

で
、ど

こ

の
古

本

屋

に
も

聴

が

つ

て

み

る

も

の
だ

が
、誰

も

そ

れ

を

見

て
栗

山

が

出

版

に

苦

心

し

た

と

考

へ
な

い
。　
そ

れ

も

其

筈
、昌

早

撃

校

の
三

大

儒

の

一
人

で

あ

る
栗

山

先

生

あ

れ

ほ

ど

の
本

を

礎

版

す

る

氣

が

あ

れ
ば
、ど

ん

な
書

物

屋

で
も

直

ち

に

お

受

け

を
し

て

ヤ

ス

く

と

出
版

し

た

で
あ

ら

う

と

思

は

れ

る

が
、事

實

は

そ

ん

な

諜

の
も

の

で
な

く
、今

の
人

が
想

像

も
出

来

な

い
苦

心

を

経

て

み

る
。

栗

山

は

先

づ

刻

工
を

自

分

の
家

に
置

き
、そ

れ

に
衣

食

を
供

し

て
彫

刻

さ

せ

た
、

當

時

は

旗

本

の
次

男

坊

な

ど

で
、生



計

の
薦

め
版

木

師

と
な

っ
た

も

の
が

い
く

ら

も

あ

っ
た
。

栗

山

は
之

を
捜

し

て
家

に

つ

れ

て

き

た

の
で

あ

る
。

さ

て

一
年

も

費

し

て
刻

は
成

っ
た

が
、之

を

刷

る

に
、紙

が

要

る
段

と
な

っ

て
、之

を

購

ふ
資

に
窮

し

た
、

そ

こ

で
郷

里
讃

岐

の
貴

弟

で
讐

業

を
警

ん

で

み

る
も

の

に

手
紙

を

寄

せ

て
紙

代

を

借

り

た

い

と

無

心

を

云

ふ

て
、若

干

の
借

銀

を

し

て

ヤ

ツ

ト
刷

り

立

た

の
が

此

書

の
出

版

さ

れ

た
経

路

で
、其

手

紙

が
現

存

し

て

み

る

の

で
、私

と
難

其

意

外

な

る

に
驚

い

た
。

若

し

こ

の
手

紙

が

無

か

っ
た

ち
、何

人

も
書

物

屋

の
出

版

と
軽

々
に

理

解
す

る

で
あ

ら

う

が
、當

時

の
大

儒

で

も
僅

か

に

二

百
枚

許

の
出

版

に
自

ら

刻

工
を

傭

ひ
借

金

ま

で

し

て
、

紙

を

購

は

な

け

れ

ば

成

功

し

な

か

っ
た

こ
と

を

思

ふ

と
、常

時

出

版

の
容

易

で

な

か

っ

た

こ

と

が
窺

は

れ

る
。

　

福

山

藩

の
儒

者

太

田

全

齋

の
韓

非

子

翼

義
(十

一
冊
)は

韓

非

子

の

注

繹
本

で
、支

那

に
も

誇

り

得

る
名

著

だ

が
、そ

の
出

版

に
は

悲
哀

の
歴

史

が

あ

る
。

杢

齋
…
が
多

年

心

血

を

醜

い

だ
此

書

が

脱

稿

し

た
時
、江

戸

の
藩

邸

附

近

に

火
災

が
あ

っ

て
、藩

邸

が

類

焼

す

れ

ば
、此

苦

心

の
結

晶

も

一
炬

に
附

し

去

っ
た

か

も

知

れ

な

い

の

で

あ

っ

た
。

幸

ぴ

に
免

れ

た

が
、全

齋

は

此

時
戦

便

し

な

が
ら

案

じ

た
。

僅

か

に

一
部

し

か

な

い

稿

本

が
、ど

ん

な

攣

災

で

亡

び

な

い

と

も

限

ら

な

い
。
　
せ

め

て
二

十

部

位

版

に

し

た

い
も

の

と
考

へ
た
。

偶

々
知

る
人

か

ら

木

活

字

の
供

給

が

あ

っ
た

の
で
、家

庭

で
年

少

の

小

供

等

を

役

し

て
組

に
か

N

つ

て
見

る

と
、足

ら

な

い
文

字

が

澤

山

あ

る

の
で
、先

づ

そ

れ
等

を
補

刻
す

る
必

要

が

起

り
、そ

れ

を

長

男

次

男

に
課

し

た

が
、そ

れ

が

容

易

の
業

で
無

か

っ
た
。

こ

の
補

刻
中

奎

齋

の
妻

が
病

に
臥

し

た

の
で
・ま

だ

乳

離

れ

を

し

な

い
幼

児

を

全

齋

が

謝

　

　

　

出

版

の
》
ム
7

昔

　

　

　

　

　

　

鵠.



　

　

　

　

撫四　
版
　　の　　ム》　
北日

抱

い

た
り

負

う

た

り

し

て

児

等

を

督

倒

し

て
、泣

き

の
涙

で
、辛

・つ
じ

て

二
+

部

を

印

刷

し

卒

へ
た
。

.)
の
家

庭

の
印

刷

に
は

四

人

の
青

年

兄

弟

が
書

典

つ
た

の

で
、杢

齋

は
共

の
始

末

を
叙

し

て

巻

尾

に
附

し
、子

供

の
名

を

列

記

し

て

み

る

が
こ

の
始

末

書

は

涙

な

く

し

て

は

謹

め

な

い

も

の
で

あ

る
。

　

菊

池

容

齋

の
前

賢

故

實

は
、歴
代

署

名

人

物

の
風

貌

と

そ

の
時

代

の
服

装

を

考

讃

し

て
縮

に

し

た

も

の

で
、

今

は
珍

重

さ

れ

て
居

る

が
、し

き

り

に
縮

本

が

刻

さ

れ

た

江

戸

時

代

だ

か

ら
、何

の
面

倒

も

な

く

出

版

さ

れ
た

と

思

ふ
人

も

多

い

が
、事
實

は

之

に
反

し
、容

齋

が

半

生

の

心

血

を
濯

い
だ

此

本

も
、常

時

出

版

の

方

法

が

無

か

っ
た

の

で
あ

る
。

芝

増

上

寺

の
學

僧

福

田

行

誠

が
、容

齋

に
同
情

を

寄

せ

て
、破

る
富

豪

を
説

い

て

千

圓

の
資

を

出

さ

せ
、そ

れ

に
由

っ
て

ヤ
ツ

ト
世

に
出

た

の
が

此
書

で
あ

る
。

斯

る
例

は

ま

だ

い

ろ

/
＼

あ

る

が
、他

は

,
略

す

る

と

し

て
、平
.田

篤

胤

が

前

金

豫

約

の
法

を

案

じ

て
、自

家

の
著

述

を

出

版

し

た

こ
と

を

語

ら

う
。

　

平

田

篤

胤

は

秋

田

出

身

の
倭

學

者

で
、該

博

の
學

問

が

あ

る

上

に
経

輪

も

あ

っ
た

の

で
、そ

の

豊

富

の
著

書

　
が

盛

ん

に
流

布

し

た
。

併

し

篤

胤

の
著

書

も

ヤ

ス

/
＼

と
出

版

さ

れ

た

課

で

は

な

く
、な

か

/
＼

苦

心

の
結

果

漸

く

成

功

し

た

の

で
あ

る
。

篤

胤

は

先

づ

購

讃

講

と

で

も

云

ふ

べ
き

も

の
を

方

乏

組

織

し
、そ

の
講

元

　

を

江

戸

と

大

阪

に
置

い

た
。
　
こ

の
講

中

の
規

定

の
大

略

を

云

ふ

と
、講

員

は

毎

日

神

棚

を
拝

す

る
時

に
、必
ず

　

十

文

銭

を
饗

銭

と

し

て
神

棚

に
上

げ

よ

と

勧

め

た
。
　
こ

れ

が

一
種

の
貯

金

法

で
、二

三

ヶ
月
若

く

は

五

六

ヶ

　

月

を

経

る

と
、真

金

を
講

元

に
届

け

る
。　
さ
う

す

る

と

そ

の
債

に
相

當
・す

る
篤

胤

の
著
書

が

配

本

さ

れ

る

と

398
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＼

云

ふ

の

が
規

定

の
骨

子

で
、毎

日

十

文
銭

を

棘

棚

へ
上

げ

る

位

は
、誰

れ

に
も

苦

痛

の
な

い

こ

と

で
、そ

れ

が
積

れ
ば

篤

胤

の
新

著

が
手

に

入

る

か

ら
、多

く

の
人

女
は
喜

ん

で

之

を

貴

行

し

た
。

講

元

は

信

用

あ

る
富

豪

で
、

金

の
管

理

に
聯

か

も

間

違

が

無

か

っ
た

の

で
、こ

の
法

が

成

功

し

た

と

云

は

れ

る
。

自

分

は
曾

て

こ

の
宣

傳

ビ

ラ

を

手

に
入

れ

た

こ

と

が

あ

る
。

そ

れ

に

は

貯

金

の
法

も

書

物

頒

布

の
法

も

委

し
く

且

つ
巧

み

に
書

か

れ

て

み

た

が
、多

分

篤

胤

自

身

が
書

い
た

も

の
で

あ

ら

う

と
思

う

た
。

篤

胤

の
著

述

が
多

く

出

版

さ

れ
.所

謂

篤

胤

宗

が

到

る
庭

に
出

来

た

の
も
、斯

る
手

段

に

よ

っ
た

か

ら

で

あ

ら

う
。

前

金

豫

約

法

を

巧

み

に

正
風

し

た

の
は

流

石

に
枇

會

通

の
篤

胤

で

あ

る
。

　

江

戸

時

代

は
出

版

の
隆

盛

期

で
あ

っ

た

と

は

云

へ
、實

際

に

於

て
以

上

語

る

如

き

悩

み

が

あ

っ

た
。

慶

長

頃

に
風

靡

の
勢

を

な

し

て
、整

版

を

座

し

た

活

版

印

刷

も

漸

く
衰

退

し

て

江

戸

時

代

に
整

版

の
復

興

を
見

る

に
至

っ
た
。

江

戸

の
出

版

界

に

は
稀

に
活

版

印

刷

も

あ

っ
た

け

れ

ど

も
、大

盤

は
整

版

印
刷

で

あ

っ
た
。
　
こ

れ

は

一
寸

不

思

議

に

思

は

る

＼
現
象

で
、活

版

が
便

利

と

さ

れ
、そ

れ

が
整

版

を

堕
す

る
ま

で

に
行

は

れ

た

と

す

れ

ば
、活

版

が

益

々
珍

重

さ

れ

江

戸

の
出

版

界

も

既
往

に
倍

す

る

活

版

の
盛

行

を
見

る

べ

き

箸

で
あ

る

の

に
、そ

の
然

ら
ざ

る

は

整

版

が
漸

く

獲

達

し

て
敏

速

の
勲

も

敢

て

活

版

に
譲

ら

な

い

の

み
た

ら

す

印

刷

の
面

目

は

活

版

に

比

し

て
優

っ

た
故

で

も

あ

ら
う

か
。

兎

に
角

活
版

の
隆

盛

期

は

明

治

以

後

に

屡

す

る

の
で

あ

る
。

明

治

よ
り

今

日

に
至

り

活
版

は

途

に
整

版

を

堅

し
、整

版

は
幾

ん

ど

真

影

を

止

め

た

い

迄

に

至

っ

た

の

　

　

　

出

版

の

今

昔

399



　

　

　

出

飯

の

今

昔

は

既

往

に
見

ざ

る

こ
と

で
、全

く

活

版

の
威

力

に
由

る

も

の

で
あ

る
。

但

し

今

日

の
活

版

を

以

て

慶

長

頃

の
　

σσ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
4

も

の

と

比
較

す

る

こ

と

は
不

倫

で

あ

る
。

私

共

は

明

治

以

前

の
活

字

を

古

活

字

と

稻

し

て
み

る

が
、こ

の
古

活

字

は

多

く

は

木

彫

で
、版

に
字

を

彫

る
代

り

に

活

字

を

植

ゑ

て

彫

刻

の
勢

を
省

く

相
違

が

あ

り
、
一
旦
用

ひ

た

活

字

を
幾

同

も

使

用

す

る
便

利

は

あ

る

に

せ

よ
、實

は

そ

れ

だ
け

で

は

整

版

と
饒

り
隔

り

が

無

い
。

況

し

て

當

時

は

印
刷

の
術

が

進

ま

す
、
一
枚

く

の
手

摺

で
あ

っ
た

か

ら

整

版

の
印

刷

と

は

些

し

も

違

が

無

か

っ

た
。
　
一
時

盛

っ
た

活

版

が
、衰

退

し

た

原

因

は

こ

の
邊

に
も

あ

っ
た

で

あ

ら

う
。

實

を

云

へ
ば

活

版

の
威

力

は

活

字

に

あ

る

と

云

ふ

よ
り

も

別

行

の
敏

速

に

あ

る

の

で
あ

る
。

活
版

の
本

能

は

全

く
機

械

の
作

用

で
獲

挿

せ

ら

る

x

の
で
、斯

る
焚

達

を

見

た

の
は

明

治

以
後

の
事

に
屡

し

て

み

る
。

活

字

で

一
枚

版

を

作

る
と

紙

型

に
取

っ

て
同

じ

版

を

幾

枚

も

幾

十
枚

も

つ
く

り
、輪

軸

機

に

か
け

て
、
一
瞬

幾

百

千
枚

を

印

刷

し
、そ

れ

を

裁

断

機

で
断

り

離

し
、更

に
機

械

で
綴

る

如

き

は
、江

戸

時

代

に
於

て
す

ら
ま

だ

無

か

っ
た

こ
と

で

あ

る
。

斯

る

敏

速

の
功

程

が
出

版

の
債

を

低

廉

に

し
、書

物

を
廣

く
流

布

す

る
原

因

を

な

し

た

の

で
あ

る
。

但

し

い
く

ら

廉

債

出

版

が

出
来

て

も

運

搬

の
便

が
開

け

ね

ば

流

布

は

出
来

な

い
。

更

に
書

物

を

欲

求

す

る

だ
け

の
文

化

即

ち

教

育

が
普

及

せ

ね

ば

な

ら

ぬ
。

今

日

毎

朝

百
萬

以

上

の
新

聞

紙

を

稜

行
ず

る
肚

が
京

阪

で
数

肚

あ

り
、

一
部

幾

十

萬

の
雑

誌

を

蛮

行

す

る
も

の
が
幾

肚

も

あ

る

の
は
、軍

に
印

刷

術

の
進

歩

に
依

る
ば

か

り

で

な

く
、

社

倉

の
進

歩

に
由

る

も

の

で
あ

る

こ

と

は

云

ふ
ま

で

も

な

か
ら

う
。



　

以

上

の
如

く

大

量

出

版

が

要

求

さ

る

玉
や

う

に
な

る

と
、猫

立

の
製

産

會

肚

の
起

る

の
も

自

然

の
勢

で

あ

る
。　
昔

も

印

刷

所

が
あ

っ
た

で
あ

ら

う

が
、す

べ

て

の
印

刷

は
書

球

が
捲

當

し

て
之

を

刻

工

や

印

工

に
頒

っ

て

や

ら

せ

た
。

猫

立

し

て

印

刷

業

を

専

門

と
す

る
會

肚

な

ど

は

無

か

っ
た

や

う

で

あ

る
。

昔

寺

院

で
盛

ん

に
出

版

し

た

時

に

は
寺

院

自

ら

も

印

刷

し

た

が
、寺

院

附

の
苦

難

が
御

用

を

つ
と

め

た
。

川

瀬

一
馬

氏

の
調

査

に

依

る

と
、慶

長

寛

永

頃

に
寺

院

の
用

を

た

し

た

書

騨

が

四

五

十

軒

も

寺

町

に

あ

っ
た

と

云

う

て
、其

表

を

示

さ

れ

た

こ
と

が
あ

る
。
　
此

等

の
苦

難

は
即

ち

印
刷

者

で
あ

っ

た

の
で

あ

ら

う
。
　
今

日

で

は

印
刷

業

は
書

離

と
猫

立

し
、大
書

難

と
難

印
刷

工
場

を

有

す

る
も

の
は

い
く

つ
も

無

い
が
、併

し

多

少

の
除

外

が

あ

る
。

新

聞

紙

の
ご

と

き

敏

速

を

要

す

る

出

版

を

な

す

所

は
、肚

内

に
必

ず

工
場

が

あ

る
。

内

閣

に
隷

属

す

る

印
刷

局

な

ど

は

猫

立

の
印
刷

所

と

し

て
早

く

起

つ
た

も

の
で
、民

間

に
印

刷

會

肚

が

起

っ

て
も

こ

の
局

で
種

女

の
印

刷

を

や

っ

た
。

元

來

こ

の
局

の
主

務

は

紙

幣
、印

紙
、官

文
書

等

を

獲

行

ず

る

特

別

の
任

務

が

あ

る

の
で
、そ

こ

に
特

異

性

が

あ

る

が
、私

設

の

印
刷

會

計
　
も

早

く

か

ら
績

出

し

て
、
一
張

一
弛

の
滑

革

は
あ

る

が
、時

運

に
伴

う

て
今

日

で

は

西

洋

に
比

し

て
遜

色

の
な

い
ま

で

に
獲

達

し

て

み

る
。

そ

の
獲
展

は

機

械

の
充

實

な

ど

ば

か

り

で
な

く
、爲

眞

術

の
稜

達

と

相
待

っ

て
美

的

印
刷

が

大

い

に
進

ん

だ
。

し

か

し

我

邦

の

印
刷

に

は

西
洋

と

異

る
難

件

が

あ

る
。

西

洋

で

は

廿

六

個

の
羅

馬

字

を

組

み

合

せ

る
軍

純

な

も

の
だ

が
、我

邦

で

は
「い
ろ

は
」四

+
八
峯

の
假
名

の
外

に
藪

萬

の
漢
字

が
交

る

の
で
活

字

を
作

る
に
も
活
字
を
拾

ふ
に
も
復
讐

手
数

が

姐

　

　

　

出

版

の

今

昔



　

　

　

礒
　
坂
　
)
　
語
　
昔

　

　

　

し̀　　
　}　　　6
　　　/.　　　二

か

曳

っ

て

職

工

に

い

く

ば

く

の

教

育

も

要

る
。

今

よ

り

僅

か

に

二

十

年

程

前
、早

稲

田

大

學

出

版

部

し
,二
口田
山

房

が

互

ぴ

に

相

期

せ

す

、漢

文

の

出

版

を

し

た

際

の

事

を

想

ひ

起

す

が
、早

大

出

版

部

で

は

漢

籍

國

字

解

全

書

を
・
冨

山

房

で

は

漢

文

大

系

を

毎

月

一

冊
、
十

敷

ヶ

月

に

捗

り

定

期

に

続

刊

を

企

て

た

が
、當

時

第

一
流

の

印

刷

會

批

は

毎

月

一

冊

を

製

す

る

こ

と

を

引

受

け

た

か

っ

た

の

で
.已

む

を

得

す

早

大

で

は

一
會

肚

を

起

す

こ

し
」

を

計

書

す

る

に

至

っ

た
つ

そ

れ

が

今

共

同

し

て

大

日

本

印

刷

會

肚

と

な

っ

て

み

る

日

清

印

刷

會

枇

を

起

し

た

動
機

で
あ

る

が
、冨

山

房

で
も

同

じ

や

う

蕪

鮒

に
出

遇

っ

て
三

四

の

一
流

會

杜

に
仕

事

を

分

播

せ

し

む

る

こ
と

を

鯨

儀

た

く

さ

れ

た

と

云

ふ
が
、二

十

年

前

は

印
刷

の
幼

稚

時

代

で
も

な

い

の

に
、漢

文

と

な

る

と
術

こ

の
悩

み

が

あ

っ
た
。

　

明

治

以

後

の
出

版

界

に
就

て

は

滑

革

的

に
語

る

べ

き

も

の

が
少

く

な

い
が
、齢

り

に
近

い

こ

と

で

あ

る

か

ら

す

べ

て

を

略

す

る
。

唯

最

後

に
鯛

れ

て
置

き

た

い

こ

と

は
、書

騨

が
漸

く

確

實

性

を
帯

び

て

き

て
、或

る
時

代

に
は
苦

難

が
猫

立

で

な

し

得

な

い

こ

と

」
た

っ

て

み

た
事

業

が
今

は

そ

れ

に

よ

っ
て
成

さ

れ
、官

府

が
駕

す

よ
り

も
。學

者

が

た

す

よ

り

も

却

っ
て
権

貴

の
信

を
博

す

る

に
至

っ
た

こ

と

で

あ

る
。

そ

れ

は

数

年

若

く

は

十

数

年

を

要

す

る
大

部

の
書

物

の
出

版

で

あ

る
。

就

中

字

書

欝

血
ハ
の
類

は
編

纂

に
多

く

の

歳

月

を
要

し
、

昔

は

官

府

の
力

で

別

に

一
局

を

開

き
、多

数

の
専

門

學

者

を
會

し
、互

大

の
資

を

投

じ

て
幾

+

年

も
費

し
、縄

か

に
成

し

た

こ
と

を

今

は

有

力

の
書

癖

の
手

で

着

々
出

版

さ

る

、
モ

、
に
な

っ
た
。

こ

れ

を
徐

り

古

い
時

代
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で

も

な

い
蘭

學

渡

來

の
時
、學

徒

が

一
文
字

書

を

筆
窮

し

た

頃

の
事

を

思

ぴ
、薩

摩

字

書

が

初

め

て
爵

版

さ
れ

た
時
、官

府

が

そ

れ

を

買

上

げ

て
頒
布

を

手

傳

つ
た

頃

の

こ

と
な

ど

を

考

へ
合

せ

る

と
、眞

に
今

昔

の
感

に
堪

へ
な

い
。

今

日

の
字
書

辞

典

は
曾

て

の
如

く

洋

書

の
翻

課

を

事

と
す

る

奮

套

を

脱

し

て
猫

創

の
も

の

が
多

く

あ

る
。

百
科

僻
典

な

ど

も

一
部

十

数

冊

の

も

の
も

あ

る

が
、こ

れ

も

猫

創

の
も

の
で
、西

洋

の

エ

ン
サ

イ

ク

ロ

ペ
ヂ

ア

に
較

べ

て

決

し

て
譲

る
も

の
で

は

な

い
。

知

新

は

明

治

以
後

出

版

界

の
偉

観

で
、書

難

が

目

前

の

小

利

を

顧

み

す
、其

気

宇

を

大

に
し

た
薦

め

と
、そ

の
實

力

が

増

進

し

た

結

果

で
、慶

ぶ

べ

き

現
象

と

云
は

ざ

る

を
得

な

い
。〆
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