
5455

っ
た
ん
で
す
ね
。

そ
こ
で
日
本
の
字
に
合
っ
た
謄
写
版
と

し
て
翌
二
十
七
年
一
月
に
発
売
し
た
の
が

「
堀
井
謄
写
版
一
号
機
」
で
し
た
。
和
紙

に
パ
ラ
フ
ィ
ン
等
を
塗
っ
た
「
ろ
う
（
蠟
）

原げ
ん

紙し

」
を
「
ヤ
ス
リ
」
の
上
に
乗
せ
、
先

端
が
鉄
で
で
き
た
「
鉄て

っ
筆ぴ

つ
」
で
文
字
や
絵

を
描
い
て
い
く
│
│
版
画
ほ
ど
難
し
く
な

く
、
印
刷
機
ほ
ど
費
用
も
場
所
も
必
要
な

い
。
画
期
的
な
印
刷
技
術
で
す
ね
。

き
、
エ
ジ
ソ
ン
の
発
明
し

た
「
ミ
メ
オ
グ
ラ
フ
」
に

触
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け

で
し
た
。
し
か
し
ミ
メ
オ

グ
ラ
フ
は
、
ペ
ン
先
を
細

か
く
振
動
さ
せ
る
電
気
ペ

ン
で
孔
を
開
け
て
い
く
も

の
で
、
ロ
ー
マ
字
を
書
く

に
は
よ
く
て
も
、
漢
字
を

書
く
に
は
適
し
て
い
な
か

巡
回
教
師
と
し
て
多
く
の
資
料
を
使
っ
て

い
た
た
め
、
簡
易
印
刷
機
の
必
要
性
を
感

じ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
結
局
、
官
史
の
職

を
辞
し
、
同
時
期
に
商
社
を
退
社
し
た
仁

紀
と
と
も
に
、
簡
易
印
刷
機
の
開
発
に
取

り
組
む
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

│
│
謄
写
版
は
ど
の
よ
う
に
し
て
発
明
さ

れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

謄
写
版
と
の
出
合
い
は
明
治
二
十
六
年
。

元
紀
が
シ
カ
ゴ
万
国
博
覧
会
を
訪
れ
た
と

新
治
郎
）
は
農
商
務
省
の
巡
回
教
師
と
し

て
県
内
各
地
で
茶
の
栽
培
や
製
茶
の
指
導
、

製
茶
審
査
員
を
務
め
る
な
ど
、
官
史
の
道

を
歩
ん
で
い
ま
し
た
。
一
方
、
子
・
仁
紀

（
二
代
目
新
治
郎
）
も
商
社
に
勤
務
し
て
い

た
こ
と
か
ら
、
と
も
に
国
内
・
海
外
市
場

へ
の
関
心
は
高
か
っ
た
そ
う
で
す
。

当
時
の
日
本
に
は
印
刷
機
も
輸
入
さ
れ
、

使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
膨
大
な
資
本

と
特
別
な
施
設
が
必
要
で
し
た
。
元
紀
は

き
っ
か
け
は
「
ミ
メ
オ
グ
ラ
フ
」

│
│
い
ま
な
お
全
国
に
愛
好
家
が
い
る
ガ

リ
版
。
そ
の
発
祥
の
地
が
東
近
江
市
と
は

知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

ガ
リ
版
こ
と
謄
写
版
を
明
治
二
十
七

（
一
八
九
四
）
年
に
発
明
し
た
の
が
、
こ
の

ガ
リ
版
伝
承
館
の
建
物
に
住
ん
で
い
た
堀

井
新
治
郎
親
子
で
す
。
父
・
元
紀
（
初
代

●おかだ・ふみのぶ　1956年生ま
れ。NPOガリ版芸術村代表。新ガ
リ版ネットワーク副会長。滋賀県の
「ガリ版伝承館」にてガリ版文化の
啓蒙・普及活動を行なっている。納
豆工房「岡本宿」代表も務める。

岡田文伸
NPOガリ版芸術村代表

琵
琶
湖
の
南
東
、滋
賀
県
東
近
江
市
に
あ
る「
ガ
リ
版
伝
承
館
」。

謄
写
版
を
発
明
し
た
堀
井
新
治
郎
親
子
の
偉
大
な
功
績
を
い
ま
に
伝
え
よ
う
と
、

生
家
を
改
装
し
て
資
料
の
展
示
や
ガ
リ
版
体
験
を
行
な
っ
て
い
る
。

管
理・運
営
に
当
た
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
ガ
リ
版
芸
術
村
代
表
の
岡
田
文
伸
さ
ん
に
聞
い
た
。

発
明
家・堀
井
新
治
郎
親
子
の
功
績
を
後
世
に

発
祥
の
地
で〝
温
か
み
〞を
伝
え
る

明治27年に発売された「堀井謄写版一号機」

明治26年、元紀がシカゴ万博見学のために渡米した
際に入手したエジソンの「ミメオグラフ」


