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Introduction: The Perspective of This Study 
The Shizutani School of the Okayama clan was established as a local school operated by 
the clan, where commoners in the clan would study. This study explores how the 
Shizutani school was established and maintained from the three perspectives of “the 
body and the education”, “media history”, and “local and central”. 

Chapter 1: The Background of the Shizutani School Founding 
Ikeda Mitsumasa opened a clan school in 1669 (9th year of the Kanbun era). Entrants to 
the school were mainly limited to children of the clan master, but it does not mean 
commoners were not allowed to study there. As to educational institutions for 
commoners, a facility for village disciples learning to be justice officials was founded in 
1967 (7th year of Kanbun), and a facility training commoners to become domain officials 
was founded in 1968 (8th year of Kanbun). Money for these schools came from the 
clan, and at the schools’ inception, maintenance and management costs were also 
borne by the clan. These initial schools were then integrated with the Shizutani school 
in 1675 (3rd year of the Enpo era). 
 

Chapter 2: A Comparison of the Shizutani School and Okayama Clan School 
Commonalities between the Shizutani school and the Okayama clan school include 
places for learning and facilities for feeding students adjoining the schools. In the clan 
school, the eating hall became the place for learning penmanship, while in the 
Shizutani school penmanship was taught in the auditorium, which adjoined the serving 
room. Seating at the clan school’s eating hall tables was at times determined by 
learning achievements, and students acted as servers. The curriculum included “boiling 
tea”. The Shizutani school record notes that students also warmed themselves with tea 
by the serving room fire in between learning in the lecture hall. Both schools would use 
these areas for penmanship, which was likely due to the need for water. 
  
When comparing the activities of the two schools, the clan school was segregated into 
commoners and clan masters. The clan school allowed students to separate them by 
ability and compete among themselves. Various subjects were taught at the clan 
school, and it is also notable that no one formally entered the clan school from other 



fiefdoms. The Shizutani school, on the other hand, had several distinct characteristics: 
a) The school had elementary students participating in lectures; b) Students staying in 
boarding houses were required to study night and day of their own accord, c) Students 
commuting to the school were recommended to take on house chores in order to 
practice their filial piety, meaning this system allowed for students flexibility as to how 
they learned; and d) The school accepted students from other fiefdoms; and e) most 
students attended for between one and two years, a shorter period than students in 
the clan school. 
 
Chapter 3 The Education of the Shizutani and Clan Schools as Seen in Their Library 
When comparing the libraries of the Okayama clan school and the Shizutani school, we 
see that the clan school had many volumes on diverse subjects, and acted as a central 
repository for Okayama. Compared with the Shizutani school, the clan school had a 
great deal of poetry and literature, which gives one an idea of the importance of poetry 
as an accomplishment for warrior pupils and masters. Knowledge was also imparted, 
by which we can see that the education was for both the spirit and body of the warrior. 
 
Historical subjects were well represented in the Shizutani school library. The Shizutani 
school had more volumes per student, and, based on the presence of many varieties of 
dictionaries, we can see that independent learning was emphasized there. While there 
were few volumes on miscellaneous topics in the Shizutani school, their content was 
diverse, and included such subjects as the Chinese philosopher Wang Yangming as well 
as anti-establishment views on the then-Japanese Government policies. With this, we 
can see that students in the 19th century were more able to freely and broadly study 
thinking and ideas around the end of the Shogunate. 
 
When we examine the topics of volumes in the Shizutani school library in the early 
modern period, we find such things as trends of Japanese thinking and education at 
that time. In other words, we see that the library covered each time period as 
appropriate, and not just the neo-Confucianism that was in vogue when the school was 
founded. 
 
Chapter 4: School Management 
The Okayama clan school and Shizutani school faculty and students both had 
limitations in their public education and discord between the commoner teachers and 
clan students. As to limitations of public education in the early modern period, there 
tended to be stricter rewards and punishments given in accordance with the demands 
of a meritocracy. There were also issues of weakened relationships between the school 
and the community. 
 
 



 
Conclusion 
As seen from the characteristic of “the body and education”, the education provided 
by the Shizutani school had students competing on the learning they acquired rather 
than scores and ability. The educational institutions of many commoners in Japan back 
then would focus on the universally practical subjects such as reading, writing, and 
arithmetic, while the Shizutani school would make its focus on concepts that all should 
acquire very significant. Thus the Shizutani school combined life and learning. The 
divine and the popular were completely separated in location and scheduling when it 
comes to study; however, both parties served to raise awareness of each other by 
virtue of their close proximity. The shrines, auditoriums, the Ikeda memorial, libraries, 
alcoves, drinking rooms, stone walls, gates, boarding houses, and natural woodlands all 
emphasized a co-existence, and time divisions of day and hour increased the desire for 
learning. 
  
The next thing learned form the library of the Shizutani school was that the thinking 
and ideas that changed over time were reflected in the school itself. On the other hand, 
it is deeply significant that the school was situated in a region called Shizutani 
(“peaceful valley”), and the books on the philosophy of Wang Yangming left behind at 
the school are back in demand after more than 150 years. 
  
The third lesson learned is the relationship between local and central. Those hailing 
from wealthy local farms could forge a path towards becoming doctors, reading 
teachers, or faculty through their desire for learning. In actuality, however, faculty 
coming from wealthy farms at the clan school would deal with the hardship of teaching 
the children of clan masters. Further, adverse effects accompanying the increasing 
demands of a meritocracy include such public education issues as rewards and 
punishments, and weaker relationships between communities and schools. 



岡山藩教育内容の考察 ～閑谷学校と岡山藩学校との対比を中心として～

冨 岡 直 樹

序章 本研究の視点について

岡山藩の閑谷学校は、庶民師弟教育機関として設けられた藩営の鄕学である。閑谷学校については、建築物の多

くが現存しており、江戸時代までに入蔵した学校蔵書のうち６１９８冊が、岡山県立博物館に現存している。閑谷

学校については、成立・維持・内容が光政の名君像のもとに画一的に解釈され、また、為政者や人物を中心に考察

されてきた事で教育内容の実像が見えてこなかった。そこで、本研究ではこれらの成果をふまえ、閑谷学校が近世

のそれぞれの時代の中で、どのように成立・維持されてきたかについて考察する。

本研究においては、三つの視点から明らかにする。

一つ目は、閑谷学校の教育内容を教育方法の形態から捉え直す事である。その際に、学習の実態を「身体と教育」

の視点から捉え直して、その意義を明らかにする。

二つ目は、閑谷学校の蔵書をメディア史の視点から捉え直し、その内容の変遷を明らかにする事である。その際

に、岡山藩の事情や時代の動向との関わりを検討する。また、閑谷学校と岡山藩学校との比較を通して、それぞれ

の教育の特徴を探る。

三つ目は、閑谷学校と岡山藩学校の比較を通して、岡山藩における地方と中央、および、地方豪農・地方藩士と

中央藩士の関係性を探る。この事で、岡山城下、地方のそれぞれの教育内容や生徒・指導者の学習・教育への意識

を明らかにする。

第一章 閑谷学校設立の経緯

池田光政は寛文六年（１６６６）石山仮学館をつくり、寛文九年（１６６９）藩学校を開校する。この入学者は

藩士の子弟に限られたが、一般庶民も小侍者という名目で学ぶことができた。庶民の教育機関も岡山藩が寛文七年

（１６６７）町人子弟のための町方手習所が設立され、寛文八年（１６６８）各郡の庶民のための郡中手習所が岡

山藩領内１２３カ所に設立した。この手習所は、庶民の生活指導者を養成する目的をもって、領内の庄屋・神官・

医者・牢人らから師匠１２９人を選び、２，２５８人を各手習所に収容し、習字・算用および講釈を授けた。設立

費は全て藩が負担し、維持・経営費も当初は藩が支給した。しかし、延宝三年（１６７５）これらの手習所は閑谷

学校に統合される。

学校設立前の庶民の教育は、地方経済都市の豪商層によって地方文化が創られてきたが、近世になり戦国土豪層

から村役人となった豪農が担っていた。そして、家や寄り合いでの個人教育、徒弟教育がなされていた。その際、

必要な読書・筆記・算術などの技能修得の場は僧侶寺院であった。光政が幕府から備後の天領の取り立てを任され

たときも、和気郡の豪農が同行したように、岡山藩も、豪農の能力を利用して統治していたのである。

一方で、彼らが村をまとめるための精神的支柱になったのが仏教であり、特に日蓮宗不施不受派は団結力が強か

った。

このような時に、儒学を導入した要因は、飢饉の原因となった日照りと水害でさえも、現在の政治が要因である。

そのため、今後、五～六年は小農民の保護育成を最優先する。年貢の徴収のためには、農民の勤労意欲向上を促す。

そして、領主側から民との相互の信頼を図り、光政と家臣に「同心道徳」になるよう求めた。このことを実現する

ために儒学を導入した。

池田光政が岡山赴任当時、全国的に藩主の改易や減封、取りつぶしなどもあり、藩政は安定していなかった。鎌

倉時代の「御恩と奉公」という理念も実戦の少ない日常生活では根拠に乏しい。そこで、戦う武士から戦わない武

士への転換点が生まれるのが近世初期であり、新たな社会契約説が必要となるのである。

そこで『太平記』の楠正成という名君の象徴が利用された。『太平記』における名君楠正成は「撫民と御救」によ



り領主と家臣（民）の関係が結ばれるとした。つまり、「特別な格がある（統治する仁的資格のある）主人が自ら

の仁徳によって民（家臣）を可愛がり、苦しんでいれば米を恵んでやる事で民（家臣）も主人を大切にする」とい

うものである。

統治の根拠としては、血統がまずあげられる。墓をつくることで互いの正統性を主張しているのである。池田家の

出自は明確な根拠がないながらも源頼光の末裔を自称し、系図の中で楠正成の孫とつながる説がある。このように

統治の正統性が意識的につくられたのである。初期藩政改革にとって仁政イデオロギーの社会化は重要な過程とな

っている。また、光政の死後は、光政を名君とまつりあげることで池田家の正統性が主張されるようになる。『閑

校御開発略記』などの文書は後に書かれたものであり、意図的に明君池田光政像が創られている。

光政の強い意志によって設立された藩学校と閑谷学校だが、現在に現存するためには、二代目綱政の行動力と熊

沢蕃山の思想が不可欠だった。池田綱政は、自らが生存している時から、自らの墓を曹源寺池田墓所につくってい

る。このことで池田家の正統性とともに、名君とされた父・光政に対する自らの君主正統性も得るためだと思われ

る。また、儒式から仏式に変えているように仏教を愛護した。この政策の変更は、時代の動向の変化に過ぎない。

また、綱政は鳥取藩主綱清をライバル視し、積極的に自分の官位が侍従から少将に昇進するための運動をおこなっ

ている。このことが京都の公家に行く回数を増やし、文化的な収穫にもつながっている。いろいろな事を家臣に任

せたり、家老などにも積極的に相談する姿勢や幕府も含めての多様な関係づくりが禁中造営、御後園（後楽園）、

閑谷学校、新田、百間川といった多くの開発を可能にしたと思われる。

熊沢蕃山と岡山藩は、深い関わりがある。池田光政が学問に開眼するきっかけとなったのは熊沢蕃山との出会い

だといわれているが、両者の考えは次第に互いに離れていった。その経緯について見ていくと、光政の根本的な思

想に変化はなく、外的な要因のため致仕せざる得なかったといえる。また、熊沢蕃山の光政批判を見ていくと、現

実的に土木開発を進める津田永忠に対するもので、蕃山の理想主義を貫くものである。つまり、光政の政策に対す

る直接の批判ではないといえる。

綱政以降近世では第１０代までの藩主がいる。岡山藩の教育が継続できたのは、これら藩主の影響力が大きい。

しかし、それぞれの時代の藩主が、時代の状況や婿養子、健康上の問題があったことが、藩主墓所にみてとれる。

歴代の岡山池田藩主の墓所は，岡山市中区円山にある臨済宗仏式の曹源寺と備前市にある儒式の和意谷墓所の二カ

所にある。曹源寺墓所は城下から東へ二キロの位置にある。和意谷墓所は，城下から３０キロ，閑谷学校から北に

５キロ，交通の便が悪いが静寂で播磨国が見渡せる高台にある。また、歴代藩主の文化趣向と文化政策も、時代に

よって異なり、藩主の意向が学校の盛衰につながっていた。

第二章 閑谷学校と岡山藩学校の比較

閑谷学校と岡山藩学校を位置と設備の比較すると、岡山藩学校は敷地、建物ともに閑谷学校を凌ぐ規模である。

建築面積でそれぞれの講堂を比べると藩学校が２０９畳、閑谷学校が１６０畳で三割ほど大きい。このことは、生

徒数、学領の違いから考えても妥当と思われる。また、閑谷学校では講堂を除くと、建物ごとに学習内容が特定し

にくいのに対して、藩学校は１３棟の学舎が目的ごとに建てられている。また、演武場、弓銃場といった施設があ

ることから藩学校の学習内容が充実している事がわかる。

一方、両者に共通する点は、学習する場所や隣接する場所に飲食する設備がある事である。藩学校では食堂が習

字所になり、閑谷学校では、習字も行った習芸斎の横に飲室がある。この理由として考えられるのは、学習活動と

飲食活動が関連しているという事である。藩学校では学習の成果で食卓の席が決まったり、生徒が給仕したりする

ことがあった。教科の中に、「点茶」もある。また閑谷学校では冬の講堂学習の合間に、飲室の炭火でお茶を飲み

暖まったという記録がある。また、いずれも習字所として使われているため、水が必要だったことが考えられる。

学領についてみると、設立時において藩学校の学領が２０００石。閑谷学校の学領が２７９石充てられたが両者



には大きな差がある。この点は、藩主の政策の優先度が現れていると思われる。実は、藩学校の学領のほとんどが

閑谷学校のある和気郡にあり、閑谷学校の役人が管理した方がよいのに、藩学校領にしている。

また、閑谷学校には学校林がある。森林を切り開いて開発したため学校林がある事は自然だが、「豊かな農業のた

めには山の手入れが大切である。」とした熊沢蕃山の考え方との共通点が見られる。

位置についてみると、藩学校の位置については、最終的に、寛文九年に城下のはずれである西中山下に建てられ

る前には、城下の内山下に石山仮学館があった。西中山下に移された理由としては、庶民が入りやすいためと、城

下町の刺激や誘惑から離れることが考えられる。

閑谷学校の位置については、風水学を参考にしていると思われる。しかし、この地に庶民のための学校をつくる

動機にはならない。そこで、考えられるのがこの地域を基盤としている地元豪農の存在である。豪農の基盤がある

地域だったからこそ、民衆教化の中心地にする必要があったと思われる。

活動内容を比較すると、閑谷学校と異なる点は、大生と小生の出校日が違う。能力別に切磋琢磨する風潮がみら

れる。閑谷学校にない科目には、習礼、点茶、演武（射御、槍剣、水練）、音楽があり、内容がバラエティーに富

んでいる。正規の他領入学者は見あたらないなどの点が挙げられる。

閑谷学校の活動内容において閑谷学校が藩学校と異なるのは、講堂学習に小生も参加できる点。寄宿生には昼夜

を問わず自主的な学習態度が求められた点。日通いの生徒には、「孝」の実践である家事を行う事を推奨するとさ

れて、柔軟な学習参加が可能だった点。他領入学者も受け入れていた点が挙げられる。また、職員の職種も藩学校

とは立地、活動内容の違いに応じて異なったものに成っている。就学期間は１～２年の生徒が多く藩学校に比べて

短い。

また、閑谷学校の生徒、教員は和気地域の住民による自主的な学習サークルである天神講のとも深く関わってお

り、学習活動の地域住民への拡がりは特筆すべきである。

幕末期には岡山藩ならびに閑谷学校の財政が悪化し、人々の家計が苦しかったこともあり生徒数は減少している。

しかし、そこに学んだ生徒には西周、大鳥圭介といった幕臣や陸軍奉行になった者がいたり、備中松山藩の山田方

谷が講堂で講釈を行うなど、人的交流、文化的交流が盛んになっている。

第三章 蔵書にみる閑谷学校と藩学校の教育内容

閑谷学校蔵書の蔵書目録には次のものがある。

（１）『御書物目録閑谷学校御預御内家御品物目録』

（２）『明治十年九月改 閑谷精舎従来備附書籍簿』

（３）『岡山藩校書籍目録 附 閑谷学校蔵書』

（４）『延宝 宝暦 文化時代岡山地方図書館蔵書目録 岡山藩校文庫・閑谷黌文庫・経宜堂（岡山河本一阿設立）』

（５）『漢学研究室図書目録』

これらの目録を比較しながら精査していくと、散逸している書籍や藩学校と閑谷学校で互いに移動している書籍

が特定できる。また、現存しない明治初期の書籍名についても見ることができる。その内訳をみると，史部が今よ

りもかなり充実しており，閑谷学校が藩学校を上回っている。藩学校，閑谷学校ともに経書が多く，教育内容にお

いて中国の歴史を重視していた。特に，一人あたりの書籍数では閑谷学校が多い。当時は，多様な辞書が数多く用

意されていたことがわかる。閑谷学校では、一日の学習時間の大半を小グループの会読および自習とし，自ら学ぶ

ことを重視する方法をとっていた。このことから、同一の複数の辞書が不可欠だったといえる。

岡山藩学校の蔵書内容と閑谷学校の蔵書内容を比較すると藩学校の冊数は多く、内容も多様であり，岡山の中央

文庫としての特質が見られる。また，閑谷学校の詩文書は，比較的少ないが，藩学校の詩文書は多く，武士の師弟

としての嗜みとしての詩歌の重要性も伺うことができる。閑谷学校の蔵書から，岡山藩学校は藩士を対象として知



識を注入したり、武士としての心得を体得するものである事がわかる。

閑谷学校の蔵書をみると，雑書は２６８冊と比較的少ないが，内容は多様であり，更に，反体勢的な書籍も含ん

でいる。閑谷学校では一九世紀には、陽明学の書籍や頼山陽『日本外史』，『日本政記』などの書籍などにより、自

由な幕末思想を学ぶことができた。

本研究の一環で、岡山県立博物館の閑谷学校文庫のうち、『四書』の現物を調査したところ複数の冊子に、模写・

書写の練習の形跡が多く見られた。水戸藩蔵書について同様の漢籍を調査したところ、大変保存状態がよいが、同

様の形跡は見られなかった。

このように、本物の準漢書に触れる体験ができるのは、岡山における漢籍、準漢籍の書籍普及数が多い事にある。

岡山藩では町人河本家によって三万冊を超える蔵書を有する経誼堂という公開図書館が設立されている。また、自

由に学ぶために必要な複数の辞書や書籍があり、自ら調べて学ぶ事ができる学習環境があった事が特質といえる。

また、蔵書にみる時代変遷について、それぞれの時代の動向をふまえて、近世の閑谷学校蔵書から教育内容を見

ていくと、日本の思想・教育の動向を見て取ることができた。つまり、設立当初の内容だけではなく、時代の動向

に即した内容を網羅していたことがわかる。

終章

閑谷学校の教育の特徴を「身体と教育」の点から見ると、寄宿生活が中心となっているので、自学自習、読書会、

講堂に於ける素読、年長者が年少者を五人一組程度で指導する学習などの主体的な学習を継続しておこなっている

点であげられる。その主体的な学びは、学校を飛び出し、地域の天神溝の講師を務めるに至るものである。それは、

点数や能力を競うのではなく、身に付ける学習である。日本の多くの庶民の学習機関が往来物などの読み書きや算

術といった実務的な内容が多かった中で、身に付けるべき思想を学ぶことに意義を見出している点が特徴といえる。

また、生活と学びが連動している点もあげられる。建築配置から見ても、時間配分から見ても、俗と聖は分けら

れ、けじめがつけられている。しかし、両者がいつも、そばにあることで共に意識向上に役立っている。聖廟、講

堂、芳烈祀、文庫、小齋、飲室、石塀、門、寄宿舎、自然の里山が、共に存在を主張し、曜日や時間で、時間を分

けることで、意欲を向上させている事が分かった。 ・

次に、閑谷学校の蔵書をメディア史の視点から捉え直し、その内容の変遷を明らかにすることでわかったことで

ある。近世の学問は、時代と共に様々に変化している。その内容は、閑谷学校にも反映されている。一方で、閑谷

という地方にある機関だからこそ、散失せずに残された陽明学の図書が、１５０年余りを経て需要が生まれた事は、

閑谷学校文庫の特徴といえる。また、閑谷学校の漢籍に、練習のあとが見られたり、生徒が直接手にとって学ぶた

めに十分な書籍（辞書）を確保している事は、実物を手に取り、自ら調べるという学習形態をとっていたといえる。

三つ目は、閑谷学校と岡山藩学校に地方と中央の関係性を探り、地方豪農・地方藩士と中央藩士の関係性を探る

問題である。地方の豪農出身においては、学問を志す事により、藩士として登用される道がある。医師の他、読書

師等の教員といった職業に従事する。しかし、現実には、手習い所構想が頓挫した事もあり、教員としての需要は

地方では少なく、城下の藩校において、豪農出身の教員が、気位の高い藩士を教える点で、苦労した点が見られた。

また、閑谷学校に赴任すると、今度は、中央から赴任したとして、地域の豪農との経済的な紛争に巻き込まれる事

も見られた。その一方では、閑谷学校の知見を、地域に広めるように機能した事例も見られた。天神溝は、閑谷学

校の知見が、地域に開かれ、地元豪農の知見や周囲の自然とも結びついて、文化的に花開いたのである。

このように、岡山藩の教育機関においては、中央においても、地方においても、それぞれの立場で、妬みや優越

感は互いに存在していた。その中で天神溝、武元君立、熊沢蕃山といった人物や事例は、互いの障壁を取り払って、

成功した事例である。この三つの事例はいずれも多くの人とつながる事で、困難を乗り越えたという共通点が見ら

れた。
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を

と
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た

人

物

の

一

人

で

あ

り

、

著

作

も

多

く

、

中

央

と

は

異

な

る

豪

農

史

観

や

他

地

方

の

儒

者

と

交

友

を

知

る

こ

と

が

で

き

る

数

少

な

い

研

究

で

あ

る

。

ひ

ろ

た

ま

さ

き

・

倉

地

克

直

編

に

よ

る

『

岡

山

県

の

教

育

史

』
（

注

５

７

）

で

は

、
古

代

か

ら

明

治

ま

で

の

通

史

で

岡

山

の

教

育

史

を

捉

え

る

こ

と

に

よ

り

、

近

世

の

岡

山

の

教

育

の

特

色

を

記

し

て

い

る

。

瀬

戸

内

の

海

上

航

路

と

山

陽

道

が

文

化

摂

取

の

拠

点

と

な

っ

た

こ

と

。

海

外

と

中

央

、

中

央

と

地

方

の

間

の

い

ち

に

あ

り

、

権

力

抗

争

の

緊

張

に

さ

ら

さ

れ

た

こ

と

。

そ

の

た

め

に

、

人

々

に

用

心

深

さ

と

と

も

に

学

習

の

意

欲

を

生

み

、

法

然

や

栄

西

が

生

ま

れ

た

り

、

一

八

世

紀

中

頃

か

ら

一

九

世

紀

に

か

け

て

民

衆

の

様

々

な

活

動

が

活

性

化

し

た

様

子

が

記

さ

れ

て

い

る

。

岡

山

藩

の

教

育

の

背

景

と

し

て

、

こ

れ

ら

の

活

動

を

抜

き

に

考

え

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

ま

た

、

平

成

九

年

に

特

別

史

跡

旧

閑

谷

学

校

顕

彰

保

存

会

閑

谷

学

校

研

究

委

員

会

が

発

足

し

、
継

続

的

な

研

究

活

動

が

行

わ

れ

て

い

る

。
毎

年

、
研

究

誌
『

閑

谷

学

校

研

究

』
（

注

５

８

）

が

発

行

さ

れ

、

平

成

二

五

年

で

第

一

七

号

を

数

え

る

。

こ

の

中

で

、

本

研

究

と

の

関

わ

り

が

あ

る

も

の

と

し

て

は

、

次

の

論

文

が

あ

げ

ら

れ

る

。

第

１

号

柴

田

一

『

岡

山

藩

の

藩

学

と

鄕

学

』

で

は

、

柴

田

氏

は

、

藩

学

の

始

ま

り

と

さ

れ

て

い

た

花

畠

教

場

が

、

学

校

で

は

な

く

陽

明

学

者

の

同

士

の

会
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で

あ

る

と

す

る

と

と

も

に

、

岡

山

藩

の

藩

学

と

郷

学

の

成

立

に

つ

い

て

記

し

て

い

る

。

第

２

号

定

兼

学

『

近

世

中

後

期

備

作

地

域

に

お

け

る

庶

民

の

教

育

活

動

』

で

は

、

閑

谷

学

校

を

庶

民

教

育

史

の

中

で

相

対

化

し

て

捉

え

な

お

し

た

も

の

で

あ

る

。

近

世

中

後

期

に

封

建

教

化

が

重

視

さ

れ

る

。

そ

の

一

方

、

庶

民

の

中

か

ら

教

育

者

・

学

者

に

な

る

も

の

も

生

ま

れ

た

。

こ

の

教

化

と

教

育

を

結

び

つ

け

る

役

割

を

し

た

の

が

豪

農

・

村

役

人

層

で

あ

る

と

し

て

い

る

。

第

３

号

前

田

弘

美

『

池

田

光

政

の

宗

教

政

策

に

つ

い

て

』

で

は

、

光

政

の

廃

仏

政

策

が

強

行

な

も

の

で

あ

り

、

そ

の

た

め

に

光

政

自

身

も

身

体

を

壊

し

、

藩

内

の

軋

轢

も

生

ん

で

し

ま

っ

た

事

を

述

べ

て

い

る

。

第

３

号

柴

田

一

『

閑

谷

学

校

再

興

と

有

吉

臓

器

』

で

は

、

閑

谷

学

校

の

全

盛

期

で

あ

る

武

元

君

立

の

時

代

に

先

立

ち

、

そ

の

基

礎

を

築

い

た

有

吉

臓

器

に

つ

い

て

述

べ

た

も

の

で

あ

る

。

百

姓

身

分

の

臓

器

が

、

藩

学

校

（

藩

校

）

に

入

学

し

、

藩

学

校

の

授

読

師

と

な

り

、

閑

谷

学

校

の

教

授

役

に

ま

で

な

る

経

緯

。

ま

た

、

藩

学

校

と

閑

谷

学

校

の

感

情

的

対

立

に

つ

い

て

も

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

こ

の

論

文

で

、
明

確

に

出

さ

れ

た
「

百

姓

と

武

士

、
地

方

と

中

央

の

課

題

」
は

、

本

論

文

の

視

点

と

し

て

重

要

で

あ

る

。

第

９

号

～

第

１

０

号

本

多

徹

『

近

世

後

期

に

お

け

る

経

世

思

想

の

展

開

』

で

は

、

近

世

思

想

史

を

熊

沢

蕃

山

の

政

策

と

本

多

利

明

の

思

想

。

ま

た

、

そ

の

周

辺

か

ら

と

ら

え

な

お

す

事

に

よ

り

、
整

理

し

た

も

の

で

あ

る

。
熊

沢

蕃

山

は

、

岡

山

藩

の

政

策

に

、

光

政

の

為

政

時

も

、

死

後

に

も

、

多

大

な

影

響

を

あ

た

え

て

い

る

。
従

来

、
蕃

山

は

新

田

開

発

反

対

論

者

で

あ

る

と

さ

れ

て

き

た

が

、
「
時

処

位

」
論

に

基

づ

き

、
ど

う

い

う

姿

勢

で

開

発

に

臨

む

か

が

大

切

な

の

で

あ

り

、

メ

リ

ッ

ト

と

デ

メ

リ

ッ

ト

を

認

識

す

る

事

の

大

切

さ

を

説

い

て

い

た

こ

と

が

記

さ

れ

て

い

る

。

第

１

０

号

柴

田

一
『

武

元

君

立

と
「

史

鑑

」
の

成

立

』
で

は

、
歴

史

書
「

史

鑑

」

の

執

筆

を

ラ

イ

フ

ワ

ー

ク

と

し

た

武

元

君

立

と

頼

山

陽

、

お

よ

び

武

元

登

々

庵

の

交

流

を

通

し

て

、

豪

農

史

観

を

記

し

て

い

る

。

ま

た

、

藩

学

校

と

閑

谷

学

校

の

職

場

環

境

か

ら

、

君

立

自

ら

が

ど

の

よ

う

な

選

択

を

し

て

い

る

か

が

分

か

る

論

文

で

あ

る

。

第

１

１

号

山

田

芳

泉

則

『

熊

沢

蕃

山

の

思

想

形

成

』

で

は

、

熊

沢

蕃

山

の

思

想

を

先

行

研

究

か

ら

「

朱

子

学

と

陽

明

学

の

理

論

的

統

一

は

行

わ

ず

、

い

ず

れ

も

超

出

し

て

危

機

を

解

消

す

る

立

場

を

と

っ

て

い

た

。
」

と

い

う

点

を

下

に

し

て

、

新

た

に

、

蕃

山

の

思

想

、

死

生

観

、

宗

教

観

を

述

べ

て

い

る

。

第

１

３

号

冨

岡

直

樹

『
「

旧

閑

谷

学

校

歴

史

目

録

資

料

」

に

み

る

教

育

の

変

遷

』
（

注

５

８

）

で

は

、

一

九

八

〇

年

に

県

の

事

業

で

調

査

・

発

行

さ

れ

た

『

旧

閑

谷

学

校

歴

史

目

録

資

料

』

を

、

時

代

、

種

類

、

著

者

な

ど

で

分

析

す

る

こ

と

に

よ

り

、
閑

谷

学

校

の

蔵

書

か

ら

教

育

内

容

を

探

っ

て

い

る

。
本

研

究

は

、

こ

の

目

録

資

料

と

他

の

目

録

資

料

を

比

較

し

た

り

、

多

面

的

に

検

討

し

た

も

の

で

あ

る

。
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ま

た

、

閑

谷

学

校

顕

彰

保

存

会

に

よ

る

『

閑

谷

学

校

ゆ

か

り

の

人

々

』
（

注

５

９

）

で

は

、

設

立

者

、

教

師

、

生

徒

、

訪

れ

た

人

な

ど

、

様

々

な

角

度

か

ら

閑

谷

学

校

に

関

わ

る

七

〇

人

の

人

物

を

取

り

上

げ

て

い

る

。

閑

谷

学

校

が

人

々

に

与

え

た

影

響

力

が

わ

か

る

記

述

が

、

数

多

く

記

さ

れ

て

い

る

。

閑

谷

学

校

の

建

築

を

学

習

環

境

面

か

ら

考

察

し

た

研

究

と

し

て

は

河

田

智

成

『

閑

谷

学

校

に

お

け

る

「

学

び

の

場

」

の

建

築

的

構

造

化

に

つ

い

て

』
（

注

５

３

）

が

あ

る

。

こ

の

中

で

、

そ

れ

ぞ

れ

の

建

築

の

ス

ペ

ー

ス

の

在

り

方

に

つ

い

て

建

築

学

の

立

場

で

考

察

し

て

い

る

。

こ

の

方

法

で

、

藩

学

校

と

の

比

較

を

行

う

こ

と

で

、

そ

れ

ぞ

れ

の

特

徴

が

見

え

て

く

る

と

思

わ

れ

る

。

ま

た

、

近

世

の

儒

学

を

学

ぶ

場

と

し

て

、

不

可

欠

な

儒

教

喪

祭

儀

礼

に

つ

い

て

の

研

究

に

は

、

我

妻

重

二

『

池

田

光

政

と

儒

教

喪

祭

儀

礼

』
（

注

５

４

）

が

あ

る

。

こ

の

中

で

、

池

田

光

政

の

藩

儒

が

陽

明

学

派

と

朱

子

学

派

に

分

け

ら

れ

て

い

る

。

儒

教

喪

祭

儀

礼

に

お

い

て

朱

子

学

と

陽

明

学

の

対

立

は

ほ

と

ん

ど

な

い

と

さ

れ

て

い

る

が

、
陽

明

学

派

の

藩

儒

が

藤

樹

門

人

の

熊

沢

蕃

山

、
泉

仲

愛

、

中

江

弥

三

郎

、

加

世

八

兵

衛

、

熊

沢

権

八

郎

と

多

い

こ

と

に

気

付

か

さ

れ

る

。

ま

た

、

蕃

山

と

互

い

に

論

争

が

あ

っ

た

津

田

永

忠

が

、

陽

明

学

派

だ

っ

た

こ

と

も

興

味

深

い

。

純

粋

朱

子

学

を

重

ん

じ

て

い

て

も

、

実

践

を

重

ん

じ

る

陽

明

学

に

よ

る

喪

祭

儀

礼

と

い

う

見

え

な

い

カ

リ

キ

ュ

ラ

ム

が

あ

る

こ

と

に

気

付

か

さ

れ

た

。

朱

子

学

系

に

は

市

浦

毅

齋

、

小

原

大

丈

軒

、

三

宅

可

三

、

三

宅

道

乙

が

あ

げ

ら

れ

て

い

る

。
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第

二

節

本

研

究

の

視

点

に

つ

い

て

第

一

項

「

学

校

」

観

念

の

発

達

と

時

代

背

景

の

相

対

化

に

つ

い

て

石

川

謙

氏

は

『

日

本

庶

民

教

育

史

』
（

注

１

）

に

お

い

て

「

学

校

」

観

念

の

発

達

に

つ

い

て

の

視

点

を

述

べ

て

い

る

。

こ

の

中

で

、

君

侯

中

心

の

学

校

観

か

ら

、

士

民

本

位

の

学

校

観

へ

の

漸

次

的

転

向

の

課

程

を

考

え

る

に

当

た

っ

て

出

席

強

制

論

、

学

校

公

営

論

、

万

人

教

育

論

、

教

科

目

改

造

論

、

教

育

の

国

家

的

統

制

と

い

っ

た

視

点

を

想

定

し

て

い

る

。

ま

た

、

教

科

内

容

の

推

移

か

ら

は

精

神

淘

治

、

個

人

修

養

を

目

標

と

し

た

人

文

主

義

か

ら

経

世

安

民

を

目

標

に

し

た

実

科

主

義

へ

の

理

念

の

転

向

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

具

体

的

に

は

、

藩

校

教

育

が

寺

子

屋

教

育

の

方

法

を

摂

取

す

る

よ

う

に

な

り

、

藩

校

を

庶

民

に

開

放

す

る

こ

と

に

よ

り

階

級

層

を

浸

透

し

て

両

者

が

接

近

す

る

よ

う

に

な

る

。

や

が

て

、

郷

学

の

発

生

に

よ

り

、

万

人

教

育

制

、

公

立

学

校

観

念

が

樹

立

さ

れ

た

と

し

て

い

る

。

こ

れ

ら

の

視

点

は

岡

山

藩

の

教

育

史

に

お

い

て

も

漸

次

的

推

移

の

傾

向

と

し

て

押

さ

え

て

お

き

た

い

。

ま

た

、

辻

本

雅

史

は

『
「

学

び

の

」

復

権

』
（

注

２

）

に

お

い

て

近

代

か

ら

近

世

を

み

る

こ

と

を

拒

絶

し

、

近

世

学

習

文

化

の

独

自

性

に

よ

り

、

近

世

か

ら

近

代

・

現

代

の

教

育

を

相

対

化

さ

せ

て

い

る

。

こ

の

中

で

、

近

世

で

は

「

教

え

込

み

型

」

で

は

な

い

「

し

み

込

み

型

」

の

学

習

文

化

が

あ

る

こ

と

。

テ

キ

ス

ト

の

身

体

化

、

個

別

指

導

、

多

様

な

学

習

方

法

が

基

本

と

な

っ

て

い

る

こ

と

。

そ

し

て

、

こ

う

し

た

教

育

文

化

が

、

現

在

の

教

育

の

中

に

も

見

ら

れ

る

事

を

述

べ

て

い

る

。

つ

ま

り

、

近

世

と

近

代

・

現

代

に

お

い

て

学

び

の

形

態

が

異

な

る

点

と

共

通

す

る

点

を

明

確

に

し

て

い

る

。

私

は

近

世

の

教

育

内

容

を

よ

り

正

確

に

捉

え

る

た

め

に

、

こ

の

視

点

を

念

頭

に

置

い

て

考

え

て

い

き

た

い

。

第

二

項

身

体

と

教

育

の

視

点

辻

本

雅

史

は

、
「

教

育

」

は

「

身

体

」

を

舞

台

と

し

て

な

さ

れ

、

人

間

の

日

本

に

は

身

体

を

通

し

た

学

び

の

文

化

の

豊

か

な

土

壌

が

あ

っ

た

こ

と

を

指

摘

し

て

い

る

。
（

注

２

）
「

教

育

史

を

身

体

の

視

点

に

即

し

て

み

る

だ

け

で

、

実

は

心

身

関

係

や

そ

れ

に

伴

う

学

び

や

教

育

の

諸

相

、

ひ

い

て

は

学

習

や

教

授

の

方

法

、

あ

る

い

は

人

間

観

や

世

界

観

、

生

命

観

ま

で

含

ん

だ

射

程

が

広

が

っ

て

く

る

点

が

重

要

で

あ

る

。
」

と

し

て

い

る

。

ま

た

、

前

田

勉

は

素

読

・

講

釈

・

会

読

と

い

う

三

つ

の

学

習

形

態

か

ら

、

そ

れ

ぞ

れ

の

地

域

・

時

代

の

学

び

の

実

態

を

明

ら

か

に

し

て

い

る

。
（

注

４

８

）

岡

山

藩

学

校

は

食

堂

、

飲

室

が

、

閑

谷

学

校

は

飲

室

が

、

学

習

の

場

と

隣

接

し

て

お

り

、

ま

た

、

寄

宿

生

活

に

よ

る

隠

れ

た

カ

リ

キ

ュ

ラ

ム

も

、

教

育

内

容

へ

の

影

響

を

与

え

て

い

る

と

思

わ

れ

る

。
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更

に

、

そ

の

教

育

活

動

が

行

わ

れ

る

場

所

や

建

物

が

重

要

で

あ

る

。

そ

の

教

育

活

動

が

行

わ

れ

る

場

所

に

よ

っ

て

、

そ

の

意

味

や

価

値

が

変

わ

っ

て

く

る

の

で

あ

る

。

ま

た

、

そ

の

教

育

環

境

や

位

置

を

考

え

る

こ

と

で

、

実

務

的

に

も

、

精

神

的

に

も

、

ど

の

よ

う

な

意

欲

で

学

習

に

望

む

こ

と

が

で

き

る

か

変

わ

っ

て

く

る

と

思

わ

れ

る

。
（

注

５

３

）

第

三

項

メ

デ

ィ

ア

史

の

視

点

十

七

世

紀

日

本

は

「

文

字

社

会

」

と

大

量

出

版

時

代

を

実

現

し

た

。

こ

の

事

は

個

々

の

教

育

施

設

の

学

習

形

態

や

学

習

内

容

に

大

き

な

変

化

を

も

た

ら

す

こ

と

に

な

る

。

特

に

岡

山

藩

で

は

町

人

河

本

家

に

よ

っ

て

三

一

，

六

七

二

冊

も

の

蔵

書

を

有

す

る

経

誼

堂

と

い

う

公

開

図

書

館

が

設

立

さ

れ

て

い

る

。
（

天

明

）

こ

の

事

は

、

岡

山

藩

に

お

け

る

書

籍

の

普

及

に

貢

献

し

て

い

る

。

こ

う

し

た

事

も

あ

り

、

岡

山

藩

学

校

お

よ

び

閑

谷

学

校

の

文

庫

の

書

籍

数

は

、

天

明

の

段

階

で

岡

山

藩

学

校

一

七

，

六

三

六

冊

、

閑

谷

学

校

四

，

三

五

三

冊

と

膨

大

な

蔵

書

数

と

な

っ

て

い

る

。

こ

の

蔵

書

内

容

を

検

討

す

る

こ

と

で

、

知

の

伝

達

の

内

容

が

見

え

て

く

る

と

思

わ

れ

る

。
（

注

４

９

）

第

四

項

中

央

と

地

方

の

力

関

係

の

視

点

岡

山

は

古

墳

時

代

に

円

筒

埴

輪

に

見

ら

れ

る

様

な

独

自

の

文

化

圏

を

持

っ

た

事

を

除

い

て

は

、

近

畿

諸

国

と

西

国

諸

国

の

勢

力

の

分

岐

と

な

る

こ

と

が

多

か

っ

た

。

近

世

の

岡

山

池

田

藩

に

お

い

て

も

、

幕

府

や

朝

廷

と

の

関

係

を

保

つ

た

め

に

、

婚

姻

、

普

請

、

文

芸

に

力

を

注

い

で

き

た

。

教

育

面

に

お

い

て

も

、

藩

学

校

お

よ

び

閑

谷

学

校

は

公

教

育

で

あ

り

、

幕

府

政

策

の

教

育

内

容

へ

の

影

響

が

見

ら

れ

る

。

幕

府

の

教

育

に

関

す

る

関

与

に

対

し

て

、

岡

山

藩

学

校

・

閑

谷

学

校

で

、

ど

の

程

度

、

教

育

の

独

立

性

を

保

て

た

の

か

、

ま

た

、

人

的

交

流

の

頻

度

に

よ

っ

て

、

そ

れ

ぞ

れ

の

学

習

内

容

も

変

わ

っ

て

く

る

。

同

様

に

、

岡

山

藩

学

校

と

閑

谷

学

校

の

関

係

に

も

、

同

じ

よ

う

に

中

央

と

地

方

の

力

関

係

が

見

ら

れ

る

。

藩

の

中

央

教

育

機

関

で

あ

る

藩

学

校

と

、

地

方

の

教

育

機

関

で

あ

る

閑

谷

学

校

と

い

う

関

係

で

あ

る

。

そ

れ

ぞ

れ

の

教

育

の

独

立

性

と

、

人

的

交

流

に

よ

る

教

育

内

容

の

影

響

を

検

討

す

る

こ

と

で

、

教

育

の

目

的

意

識

が

見

え

て

く

る

と

思

わ

れ

る

。
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第

一

章

閑

谷

学

校

設

立

の

経

緯

第

一

節

近

世

藩

営

学

校

概

観

徳

川

幕

府

治

下

は

中

央

集

権

的

封

建

制

度

で

、

形

式

は

軍

国

主

義

的

武

家

政

治

機

構

で

あ

る

が

、

実

質

は

平

和

治

世

の

組

織

で

あ

っ

た

。

そ

こ

で

、

江

戸

時

代

の

武

士

は

、

文

武

両

道

に

達

す

る

こ

と

が

求

め

ら

れ

た

。

諸

藩

の

学

校

は

、

初

め

は

学

問

所

や

学

校

と

呼

ば

れ

た

。

後

に

は

、

藩

学

、

藩

学

校

、

藩

校

、

国

学

と

称

し

た

。

元

禄

～

正

徳

期

に

設

立

さ

れ

た

藩

学

は

、

綱

吉

が

湯

島

聖

堂

を

造

営

し

た

に

も

か

か

わ

ら

ず

十

数

校

に

す

ぎ

な

い

が

、

吉

宗

に

よ

る

学

問

奨

励

が

行

わ

れ

た

享

保

以

後

は

一

年

に

一

校

の

ペ

ー

ス

で

六

十

八

校

。

寛

政

以

後

は

一

年

に

二

校

の

ペ

ー

ス

で

八

十

七

校

。

天

保

以

後

幕

末

ま

で

に

八

十

六

校

が

開

校

し

た

。

こ

う

し

た

、

流

れ

の

先

駆

と

も

い

え

る

の

が

名

古

屋

藩

主

徳

川

義

直

の

儒

教

奨

励

や

岡

山

藩

主

池

田

光

政

の

藩

学

開

設

で

あ

る

。

池

田

光

政

は

寛

文

六

年
（

一

六

六

六

）
石

山

仮

学

館

を

つ

く

り

、
寛

文

九

年
（

一

六

六

九

）
藩

学

校

を

開

校

す

る

。
こ

の

入

学

者

は

藩

士

の

子

弟

に

限

ら

れ

た

が

、

一

般

庶

民

も

小

侍

者

と

い

う

名

目

で

学

ぶ

こ

と

が

で

き

た

。

庶

民

の

教

育

機

関

も

岡

山

藩

が

寛

文

七

年

（

一

六

六

七

）

町

人

子

弟

の

た

め

の

町

方

手

習

所

が

設

立

さ

れ

、

寛

文

八

年

（

一

六

六

八

）

各

郡

の

庶

民

の

た

め

の

郡

中

手

習

所

が

岡

山

藩

領

内

百

二

十

三

カ

所

に

設

立

し

た

。

こ

の

手

習

所

は

、

庶

民

の

生

活

指

導

者

を

養

成

す

る

目

的

を

も

っ

て

、

領

内

の

庄

屋

・

神

官

・

医

者

・

牢

人

ら

か

ら

師

匠

一

二

九

人

を

選

び

、

二

二

五

八

人

を

各

手

習

所

に

収

容

し

、

習

字

・

算

用

お

よ

び

講

釈

を

授

け

た

。

設

立

費

は

全

て

藩

が

負

担

し

、

維

持

・

経

営

費

も

当

初

は

藩

が

支

給

し

た

。

し

か

し

延

宝

三

年

（

一

六

七

五

）

こ

れ

ら

の

手

習

所

は

閑

谷

学

校

に

統

合

さ

れ

る

。
（

注

３

）
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第

二

節

学

校

設

立

前

の

教

育

の

様

子

戦

国

時

代

に

は

邑

久

郡

福

岡

、

上

道

郡

西

大

寺

、

児

島

郡

郡

、

和

気

郡

片

上

な

ど

の

地

方

経

済

都

市

の

豪

商

層

に

よ

っ

て

地

方

文

化

が

創

ら

れ

て

き

た

が

、

近

世

に

な

り

戦

国

土

豪

層

か

ら

村

役

人

と

な

っ

た

豪

農

層

（

注

５

）

が

担

っ

て

い

た

。

そ

し

て

、

家

や

寄

り

合

い

で

の

個

人

教

育

、

徒

弟

教

育

が

な

さ

れ

て

い

た

。

そ

の

際

、

必

要

な

読

書

・

筆

記

・

算

術

な

ど

の

技

能

修

得

の

場

は

僧

侶

寺

院

で

あ

っ

た

。
『

手

習

所

被

仰

付

趣

意

』
（

注

４

）

に

は

「

前

々

は

百

姓

の

子

供

寺

に

通

ひ

手

習

算

用

習

候

由

、

年

長

け

候

者

も

旦

那

坊

主

の

教

を

受

候

様

に

有

之

候

」

と

あ

り

、

教

育

の

実

権

は

僧

侶

寺

院

に

握

ら

れ

て

い

た

こ

と

が

わ

か

る

。

ま

た

、

こ

う

し

た

家

系

は

名

主

や

大

庄

屋

と

い

っ

た

村

役

人

と

な

っ

た

り

寺

も

任

さ

れ

た

り

も

し

て

い

た

の

で

、

村

を

ま

と

め

、

当

局

と

の

窓

口

と

な

っ

て

い

た

。

江

戸

か

ら

来

た

ば

か

り

の

大

名

や

家

臣

が

、

村

の

動

向

を

把

握

す

る

こ

と

は

難

し

か

っ

た

と

思

わ

れ

る

。

幸

い

に

し

て

岡

山

藩

は

領

内

で

反

目

し

た

り

す

る

も

の

が

少

な

か

っ

た

の

で

彼

ら

の

各

地

域

で

の

リ

ー

ダ

ー

シ

ッ

プ

が

藩

政

に

は

必

要

だ

っ

た

。

光

政

が

幕

府

か

ら

備

後

の

天

領

の

取

り

立

て

を

任

さ

れ

た

と

き

も

、

和

気

郡

の

豪

農

が

同

行

し

た

。
（

注

６

）

つ

ま

り

、

豪

農

の

能

力

を

利

用

し

て

統

治

し

て

い

た

の

で

あ

る

。

一

方

で

、

彼

ら

が

村

を

ま

と

め

る

た

め

の

精

神

的

支

柱

に

な

っ

た

の

が

仏

教

で

あ

り

、

特

に

日

蓮

宗

不

施

不

受

派

は

団

結

力

が

強

か

っ

た

。
（

注

１

６

）

第

三

節

江

戸

時

代

に

儒

学

が

受

容

さ

れ

た

要

因

に

つ

い

て

一

六

世

紀

に

入

る

前

の

中

世

隷

属

的

な

農

民

は

、

耕

地

は

山

間

地

や

扇

状

地

が

、

水

田

よ

り

は

畑

作

地

が

依

然

と

し

て

多

く

、

以

後

に

比

べ

る

と

等

身

大

で

自

然

と

向

き

合

っ

て

い

た

。

し

か

し

、

一

六

世

紀

以

後

、

河

川

の

治

水

技

術

向

上

に

よ

り

、

大

開

発

、

人

口

増

大

の

時

代

に

入

る

と

、

人

と

自

然

を

維

持

す

る

た

め

に

人

間

関

係

を

維

持

す

る

必

要

が

生

ま

れ

た

。
つ

ま

り

、
独

立

し

た

農

業

経

営

の

た

め

の

家
（

イ

エ

）

を

成

立

さ

せ

な

け

れ

ば

な

ら

な

く

な

っ

た

。

高

度

な

社

会

関

係

や

人

間

の

自

然

へ

の

介

入

を

合

理

化

す

る

た

め

に

人

間

中

心

の

思

想

（

人

文

主

義

）

の

儒

教

が

ふ

さ

わ

し

か

っ

た

。

先

述

し

た

光

政

の

政

治

的

背

景

の

よ

う

に

光

政

が

政

治

的

課

題

を

抱

え

て

い

た

と

こ

ろ

に

、

承

応

三

年

（

一

六

五

四

）

岡

山

藩

が

飢

饉

に

見

舞

わ

れ

、

熊

沢

蕃

山

に

よ

る

初

期

藩

政

改

革

が

行

わ

れ

た

。

こ

の

段

階

で

は

領

民

の

保

護

育

成

に

儒

教

思

想

が

投

入

さ

れ

る

。

そ

れ

は

、

以

下

の

よ

う

な

も

の

で

あ

る

。

一

．
飢

饉

の

原

因

と

な

っ

た

日

照

り

と

水

害

は

現

在

の

政

治

が

要

因

で

あ

る

。

（

社

会

の

変

化

に

伴

い

小

農

民

が

自

立

し

つ

つ

あ

る

現

段

階

に

お

い

て

、
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中

世

同

様

に

中

世

の

土

豪

の

よ

う

な

無

理

な

収

奪

を

強

行

し

た

た

め

、

土

地

が

荒

廃

し

た

。
）

二

．

そ

こ

で

今

後

、

五

～

六

年

は

小

農

民

の

保

護

育

成

を

最

優

先

す

る

。

年

貢

の

徴

収

の

た

め

に

は

、

農

民

の

勤

労

意

欲

向

上

を

促

す

。

三

．

領

主

側

か

ら

民

と

の

相

互

の

信

頼

の

途

を

開

か

ね

ば

な

ら

な

い

。
『

孟

子

』

の

王

道

論

よ

り

、
「

恒

産

な

く

し

て

恒

心

あ

り

、

た

だ

士

の

み

可

能

で

あ

る

。

民

、

恒

産

な

け

れ

ば

恒

心

な

し

。
」

を

引

用

し

、

光

政

と

家

臣

に

「

同

心

道

徳

」

に

な

る

よ

う

求

め

た

。

四

．
「

花

園

会

」

と

い

う

武

士

の

精

神

修

練

の

会

を

主

宰

す

る

。

津

田

永

忠

も

参

加

し

た

。

第

四

節

池

田

光

政

に

つ

い

て

第

一

項

池

田

光

政

の

学

問

と

思

想

池

田

光

政

が

岡

山

赴

任

当

時

、

全

国

的

に

藩

主

の

改

易

や

減

封

、

取

り

つ

ぶ

し

な

ど

も

あ

り

、

藩

政

は

安

定

し

て

い

な

か

っ

た

。

た

だ

播

磨

、

鳥

取

、

岡

山

の

池

田

家

は

、

幕

府

か

ら

外

様

大

名

と

し

て

は

優

遇

さ

れ

て

お

り

、

ま

た

、

婚

姻

に

よ

り

、

幕

府

と

の

関

係

は

強

く

な

っ

て

い

た

。

し

か

し

、

鳥

取

池

田

は

家

康

と

血

縁

の

あ

る

光

仲

が

藩

主

と

な

り

、

よ

り

優

遇

さ

れ

る

（

葵

紋

が

許

さ

れ

る

）

親

藩

格

と

な

る

。

光

政

は

播

磨

に

赴

任

し

て

す

ぐ

に

、

ま

だ

幼

い

と

い

う

理

由

で

鳥

取

転

封

と

な

り

、

以

降

、

播

磨

は

、

歴

代

、

譜

代

又

は

親

藩

が

藩

主

を

努

め

て

い

る

。

因

幡

・

伯

耆

の

二

国

一

藩

統

治

と

な

っ

た

鳥

取

藩

は

石

高

が

高

く

家

康

と

血

縁

関

係

の

あ

る

幼

い

光

仲

に

与

え

ら

れ

た

。

池

田

光

政

に

は

山

陽

道

の

要

所

で

あ

る

と

い

う

名

目

で

岡

山

藩

を

与

え

ら

れ

た

と

思

わ

れ

る

。

そ

も

そ

も

、

池

田

家

の

出

自

は

光

政

の

祖

父

「

輝

政

」

の

祖

父

で

あ

る

「

恒

利

」

以

前

は

は

っ

き

り

し

て

い

な

い

の

で

あ

る

。

為

政

者

に

と

っ

て

統

治

の

根

拠

は

大

切

で

あ

る

。

鎌

倉

時

代

の

「

御

恩

と

奉

公

」

と

い

う

理

念

も

実

戦

の

少

な

い

日

常

生

活

で

は

根

拠

に

乏

し

い

。
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そ

こ

で

、

戦

う

武

士

か

ら

戦

わ

な

い

武

士

へ

の

転

換

点

が

生

ま

れ

る

の

が

近

世

初

期

で

あ

り

、

新

た

な

社

会

契

約

が

必

要

と

な

る

の

で

あ

る

。

そ

こ

で

『

太

平

記

』

の

楠

正

成

と

い

う

名

君

の

象

徴

が

利

用

さ

れ

た

。
『

太

平

記

』

に

お

け

る

名

君

楠

正

成

は

「

撫

民

と

御

救

」

に

よ

り

領

主

と

家

臣

（

民

）

の

関

係

が

結

ば

れ

る

と

し

た

。

つ

ま

り

、
「

特

別

な

格

が

あ

る

（

統

治

す

る

仁

的

資

格

の

あ

る

）

主

人

が

自

ら

の

仁

徳

に

よ

っ

て

民

（

家

臣

）

を

可

愛

が

り

、

苦

し

ん

で

い

れ

ば

米

を

恵

ん

で

や

る

事

で

民
（

家

臣

）
も

主

人

を

大

切

に

す

る

」

と

い

う

も

の

で

あ

る

。

こ

の

仁

政

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

は

近

世

に

お

い

て

も

名

君

の

モ

デ

ル

と

な

り

、
「
『

太

平

記

』

よ

み

」

が

全

国

的

に

行

わ

れ

て

い

る

。

統

治

の

根

拠

と

し

て

は

、

血

統

が

ま

ず

あ

げ

ら

れ

る

。

し

か

し

、

光

政

の

父

・

利

隆

と

祖

父

・

輝

政

の

位

牌

は

鳥

取

の

光

仲

に

持

っ

て

行

か

れ

て

し

ま

っ

た

の

で

、

こ

の

二

人

の

遺

骨

は

和

意

谷

と

鳥

取

で

分

骨

し

て

い

る

。

墓

を

つ

く

る

こ

と

で

互

い

の

正

統

性

を

主

張

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

池

田

家

の

出

自

は

明

確

な

根

拠

が

な

い

な

が

ら

も

源

頼

光

の

末

裔

を

自

称

し

、

系

図

の

中

で

楠

正

成

の

孫

と

つ

な

が

る

説

が

あ

る

。
（

注

２

８

）
（

図

）

こ

の

よ

う

に

統

治

の

正

統

性

が

意

識

的

に

つ

く

ら

れ

た

の

で

あ

る

。

初

期

藩

政

改

革

に

と

っ

て

仁

政

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

の

社

会

化

は

重

要

な

過

程

と

な

っ

て

い

る

。
ま

た

、
光

政

の

死

後

は

、

光

政

を

名

君

と

ま

つ

り

あ

げ

る

こ

と

で

池

田

家

の

正

統

性

が

主

張

さ

れ

る

よ

う

に

な

る

。
『

閑

校

御

開

発

略

記

』
な

ど

の

文

書

は

後

に

書

か

れ

た

も

の

で

あ

り

、

意

図

的

に

明

君

池

田

光

政

像

が

創

ら

れ

て

い

る

。
（

注

２

９

）

深

谷

克

已

氏

の

『

明

君

創

造

と

藩

屏

国

家

（

１

～

３

）
』
（

注

７

）

に

よ

る

と

池

田

光

政

の

「

上

様

は

日

本

国

中

の

人

民

を

天

よ

り

預

り

被

成

候

、

国

主

は

一

国

の

人

民

を

上

様

よ

り

預

り

奉

る

」
（

申

出

書

）

に

典

型

的

に

あ

ら

わ

れ

て

い

る

よ

う

に

、

仁

政

の

実

施

が

幕

藩

制

的

「

委

任

」

論

と

一

体

に

な

っ

て

表

明

さ

れ

て

い

た

。
「

天

下

の

民

」
を

天

か

ら

預

か

り

、
「

其

民

を

安

く

せ

ん

事

」
（

同

前

）

が

将

軍

‐

国

主

の

責

務

（

＝

天

職

）

で

あ

る

と

す

る

観

念

を

幕

藩

領

主

が

持

ち

、

当

時

普

及

し

た

社

会

意

識

的

基

盤

を

考

察

し

て

い

く

上

で

も

、

正

統

性

の

根

源

と

し

て

表

明

さ

れ

て

い

る

天

・

天

道

の

近

世

諸

思

想

へ

の

構

造

化

の

あ

り

方

の

解

明

が

重

要

で

あ

る

。

若

尾

政

希

は

領

主

‐

民

の

関

係

意

識

の

形

成

過

程

に

つ

い

て

十

七

世

紀

に

お

い

て

広

範

な

身

分

・

階

層

に

ひ

ろ

ま

っ

た

こ

と

が

認

め

ら

れ

る
「

太

平

記

読

み

」

の

思

想

分

析

か

ら

検

証

し

て

い

る

。

彼

は

『

太

平

記

読

み

』

す

な

わ

ち

『

太

平

記

評

判

秘

伝

理

尽

鈔

』

等

の

講

釈

の

思

想

に

お

い

て

、

天

道

思

想

に

基

づ

き

撫

民

を

君

主

の

責

務

と

す

る

理

想

の

領

主

像

や

領

主

‐

民

の

相

互

的

な

関

係

意

識

な

ど

の

政

治

思

想

の

骨

格

が

そ

ろ

っ

て

い

る

こ

と

を

明

ら

か

に

し

て

い

る

。『

理

尽

鈔

』

講

釈

が

武

士

層

や

儒

家

な

ど

思

想

家

に

強

い

影

響

を

与

え

、

池

田

光

政

の

政

治

論
（

仁

政

論

）
も

そ

の

影

響

と

の

関

連

で

と

ら

え

る

べ

き

と

し

て

い

る

。

（

注

５

５

）

『

理

尽

鈔

』

に

よ

れ

ば

、

領

主

‐

民

の

関

係

に

つ

い

て

領

主

は

慈

悲

深

い

天

の
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徳

を

受

け

継

ぐ

存

在

で

あ

る

。

よ

っ

て

領

主

の

第

一

の

責

務

は

撫

民

で

あ

る

。

も

し

民

を

苦

し

め

る

悪

政

を

行

え

ば

、

天

道

・

人

望

に

背

き

程

な

く

亡

び

る

。

窮

乏

し

た

民

は

法

を

恐

れ

ず

、

君

恩

を

思

う

ど

こ

ろ

か

君

に

恨

み

を

抱

く

よ

う

に

な

る

と

い

う

。

領

主

‐

民

関

係

は

、

鞭

に

よ

っ

て

従

属

さ

せ

る

よ

う

な

一

方

的

関

係

で

は

な

く

、

民

を

慈

し

み

恵

ん

で

民

に

「

君

恩

」

を

感

じ

い

ら

せ

る

、

相

互

的

な

も

の

と

し

て

と

ら

え

ら

れ

て

い

る

。

家

格

を

あ

げ

る

た

め

に

幕

府

と

積

極

的

に

関

わ

り

、
（

建

物

工

事

、

婚

姻

な

ど

）

家

光

に

気

に

入

ら

れ

、

日

光

へ

将

軍

と

参

拝

し

た

り

し

た

。

し

か

し

、

内

情

は

な

か

な

か

住

民

も

役

人

も

思

う

よ

う

に

い

か

ず

い

ら

い

ら

し

て

い

る

よ

う

す

が

あ

る

。

光

政

に

と

っ

て

の

名

君

モ

デ

ル

と

し

て

は

前

述

の

楠

正

成

が

お

り

、

太

平

記

を

書

写

し

て

い

る

が

、

加

え

て

光

政

に

大

き

な

影

響

を

与

え

、

学

問

開

眼

し

た

き

っ

か

け

に

な

っ

た

の

は

中

江

藤

樹

の

思

想

で

あ

る

。

将

軍

家

光

の

徳

治

政

治

の

影

響

も

あ

り

、

学

問

熱

心

だ

っ

た

光

政

は

中

江

藤

樹

の

考

え

と

出

会

い

、

さ

ら

に

熊

沢

蕃

山

を

登

用

し

、

改

革

を

お

こ

な

う

。

し

か

し

、

時

の

大

老

酒

井

忠

勝

と

幕

儒

林

羅

山

は

武

士

が

支

配

者

た

る

こ

と

を

前

提

と

し

た

治

国

平

天

下

論

を

唱

え

、

理

は

事

物

の

中

に

こ

そ

あ

る

と

し

た

。

一

方

、

蕃

山

と

光

政

は

生

産

活

動

に

従

事

し

な

い

武

士

の

天

職

は

撫

民

で

あ

り

、

天

が

将

軍

に

預

け

た

人

民

を

国

主

が

預

か

っ

て

い

る

と

し

た

。

そ

し

て

、

「

良

知

は

心

の

中

に

あ

り

」

と

し

た

。

熊

沢

蕃

山

の

思

想

が

幕

藩

体

制

の

封

建

制

を

覆

す

こ

と

を

危

惧

し

た

林

羅

山

は

蕃

山

を

批

判

す

る

。

承

應

元

年

（

一

六

五

二

）

に

は

江

戸

に

お

い

て

光

政

の

幕

府

謀

反

の

噂

が

な

が

れ

、

家

老

の

支

持

も

得

ら

れ

な

く

な

り

、

蕃

山

は

岡

山

を

離

れ

る

こ

と

を

余

儀

な

く

さ

れ

る

。

対

外

的

な

理

由

で

岡

山

を

離

れ

た

訳

だ

が

、

寛

文

一

〇

年

前

後

の

光

政

か

ら

綱

政

へ

の

書

簡

に

は

「

高

慢

で

独

善

的

で

あ

り

、

藩

に

害

を

及

ぼ

す

の

で

決

し

て

近

づ

け

て

は

い

け

な

い

。
」

と

綱

政

に

蕃

山

が

近

づ

く

事

を

警

戒

し

て

い

る

。

（

注

８

）

こ

の

光

政

と

蕃

山

の

確

執

の

原

因

は

、

光

政

の

几

帳

面

さ

が

蕃

山

の

｢

聖

法

で

も

時

、

処

、

位

に

応

じ

て

判

断

す

る

こ

と｣

（
『

集

義

和

書

』
）

と

い

と

こ

ろ

う

柔

軟

性

に

矛

盾

を

感

じ

た

た

め

だ

と

思

わ

れ

る

。

ま

た

、

蕃

山

は

、

自

ら

が

去

っ

た

あ

と

技

術

官

僚

と

し

て

活

躍

し

た

津

田

永

忠

を

「

不

仁

清

直

」

代

官

と

し

て

批

判

し

た

。
（
『

集

義

和

書

』
『

想

古

録

』
）

蕃

山

が

岡

山

を

は

な

れ

た

明

暦

三

年

（

一

六

五

七

）

よ

り

、

蕃

山

は

綱

政

の

家

庭

教

師

で

あ

り

、

ま

た

、

弟

泉

仲

愛

が

藩

の

重

役

と

い

う

こ

と

も

あ

り

、

蕃

山

は

終

身

、

綱

政

に

書

簡

や

添

削

を

通

し

て

通

じ

て

い

た

。
（

注

９

）

ま

た

、

蕃

山

の

評

価

は

、

酒

井

忠

勝

の

次

の

大

老

で

あ

る

掘

田

正

俊

は

幕

府

へ

の

出

仕

を

要

請

す

る

ほ

ど

高

く

、

荻

生

徂

徠

、

伊

藤

仁

斎

、

横

井

小

楠

な

ど

も

高

く

評

価

し

て

い

る

。
（

注

８

）

光

政

は

「

一

国

を

治

め

る

た

め

に

は

威

と

恩

と

が

並

び

立

つ

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

ず

、

そ

の

た

め

に

は

、

聖

賢

の

教

え

を

稽

古

す

る

こ

と

が

必

須

で

あ

る

。
」

と

い

っ

た

と

い

わ

れ

て

い

る

。
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光

政

に

仕

え

た

熊

沢

蕃

山

は

陽

明

学

を

勧

め

た

の

で

、

蕃

山

の

他

、

中

江

藤

樹

の

高

弟

た

ち

が

大

勢

来

藩

し

、

光

政

は

当

初

、

陽

明

学

を

学

び

、

王

学

精

神

に

あ

ふ

れ

た

壁

書

き

も

残

し

て

い

る

。

し

か

し

、
承

応

元

年
（

１

６

５

２

年

）
に

幕

府

に

対

す

る

謀

叛

の

風

説

を

生

み

、

政

治

問

題

に

な

っ

た

た

め

陽

明

学

を

全

て

廃

し

た

と

は

思

え

な

い

が

陽

明

学

か

ら

朱

子

学

へ

の

転

換

を

は

か

る

。

表

向

き

に

は

「

陽

明

学

は

親

切

を

も

っ

て

身

を

修

む

る

に

足

れ

り

と

い

へ

ど

も

、

政

事

に

余

り

あ

り

と

せ

ず

」

と

の

理

由

か

ら

、

朱

子

学

を

「

極

地

」

な

り

と

し

て

尊

崇

す

る

に

至

っ

た

と

伝

え

ら

れ

て

い

る

。

学

問

の

方

向

転

換

に

あ

た

っ

て

は

市

浦

毅

斉

、

三

宅

可

三

ほ

か

多

く

の

朱

き

さ

い

子

学

者

を

招

聘

し

、

純

粋

朱

説

を

守

る

学

風

は

確

固

た

る

も

の

と

し

て

い

る

。

（

注

３

）

一

方

、

神

職

請

に

あ

た

っ

て

、

寺

社

淘

汰

と

と

も

に

賞

賜

と

神

職

教

育

も

行

っ

て

い

る

。

寛

文

六

年

に

は

光

政

自

身

が

郡

内

を

ま

わ

っ

て

「

孝

」

や

「

行

事

の

執

行

」

な

ど

の

善

行

に

直

接

賞

賜

し

て

い

る

。

こ

の

年

か

ら

吉

川

神

道

の

吉

川

惟

足

の

弟

子

野

田

道

直

を

召

し

抱

え

、

以

後

、

吉

川

神

道

の

神

職

教

育

が

行

こ
れ
た
る

わ

れ

た

。
惟

足

の

吉

田

神

道

は

、
儒

教

思

想

を

取

り

入

れ

た

神

道

だ

っ

た

。
（

注

２

５

）第

二

項

光

政

の

政

治

的

背

景

に

つ

い

て

統

治

す

る

に

当

た

っ

て

、

大

名

家

の

家

格

や

正

統

性

は

大

切

で

あ

る

。

そ

の

た

め

、

新

井

白

石

や

林

羅

山

は

、

家

系

図

作

成

を

依

頼

さ

れ

、

新

井

白

石

『

藩

翰

譜

』
、(

注

５

６)

林

羅

山

、

林

鷲

峰

『

寛

永

諸

家

系

図

伝

』

を

は

じ

め

と

し

て

、

多

く

の

家

系

図

が

作

ら

れ

て

い

る

。
（

図

表

②

参

照

）

『

藩

翰

譜

』

に

よ

る

と

、

池

田

家

の

系

譜

は

源

頼

光

を

遠

祖

と

し

、

そ

の

四

世

孫

の

泰

政

が

池

田

を

名

乗

っ

た

と

さ

れ

て

い

る

。
そ

の

九

世

孫

の

池

田

教

依

が

、

楠

木

正

成

の

子

で

あ

る

楠

木

正

行

の

元

妻

（

内

藤

満

之

の

娘

）

を

妻

と

し

た

事

か

ら

、

源

氏

お

よ

び

楠

木

正

成

の

流

れ

を

汲

む

と

さ

れ

た

。

さ

ら

に

、

教

依

の

五

世

孫

が

池

田

恒

利

と

さ

れ

た

。

し

か

し

、

こ

の

系

譜

の

確

証

性

は

薄

く

、

光

政

自

身

が

、

池

田

家

の

遠

祖

が

源

頼

光

の

流

れ

で

あ

る

こ

と

を

家

系

図

製

作

時

に

依

頼

し

て

い

る

事

か

ら

も

意

図

的

で

あ

る

。

池

田

家

の

始

祖

、

池

田

恒

利

は

高

安

（

滝

川

）

貞

勝

の

三

男

で

あ

り

、

池

田

政

秀

の

後

を

継

い

だ

。

妻

の

養

徳

院

は

織

田

信

長

の

乳

母

と

な

っ

た

。

子

の

恒

興

は

信

長

の

下

で

戦

功

を

あ

げ

、

長

久

手

の

戦

い

で

は

豊

臣

方

に

つ

き

、

戦

死

す

る

。

し

か

し

、

次

男

の

輝

政

は

徳

川

家

康

の

娘

（

督

姫

・

孝

勝

院

）

の

婿

と

な

り

、

関

ヶ

原

の

戦

い

で

の

戦

功

か

ら

、

姫

路

藩

主

と

な

る

。

現

在

の

姿

の

姫

路

城

は

、

輝

政

の

改

修

に

よ

る

も

の

で

あ

る

。

池

田

輝

政

の

長

男

利

隆

は

糸

姫

（

中

川

清

秀

の

娘

）

と

の

嫡

子

。

次

男

忠

継

は

督

姫

（

徳

川

家

康

の

娘

）

と

の

嫡

子

で

あ

る

。

そ

こ

で

、

鳥

取

池

田

家

の

忠
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継

は

、

家

康

の

血

縁

が

あ

る

こ

と

で

、

松

平

姓

と

葵

紋

を

許

さ

れ

、

伯

耆

、

因

幡

の

二

国

統

治

と

な

っ

た

。

備

前

岡

山

池

田

家

は

、

松

平

姓

は

許

さ

れ

て

い

る

が

、

葵

紋

は

許

さ

れ

て

い

な

い

。

こ

の

た

め

、

家

格

の

向

上

は

重

要

だ

っ

た

。

池

田

光

政

は

、

幕

府

・

将

軍

家

光

と

の

関

係

強

化

を

は

か

り

、
（

次

女

を

家

光

の

一

条

家

養

女

に

し

た

り

、

日

光

に

社

参

社

参

を

許

さ

れ

た

。
）

幕

府

と

良

好

な

関

係

に

あ

っ

た

。

そ

の

成

果

が

あ

り

、

外

様

で

あ

り

な

が

ら

早

期

に

「

少

将

」

の

官

位

を

も

ら

っ

て

い

る

。

し

か

し

、

こ

う

し

た

江

戸

で

の

良

い

評

判

と

は

対

照

的

に

藩

内

の

実

務

は

不

安

定

だ

っ

た

。

そ

の

よ

う

な

中

で

も

、

以

下

の

政

策

を

行

な

い

、

岡

山

藩

の

体

制

基

盤

を

整

え

て

い

る

。
（

注

１

９

）
）

一

．

家

臣

団

の

強

化

。
（

一

〇

〇

石

以

上

七

〇

〇

石

未

満

の

増

強

）

二

．

役

職

の

開

設

。

寛

永

一

九

年

（

一

六

四

二

）

三

．

藩

政

の

基

本

法

で

あ

る

十

五

条

の

壁

書

。

寛

永

一

九

年

（

一

六

四

二

）

並

び

に

、

評

定

制

の

確

立

。

正

保

元

年

（

一

六

四

四

）

四

．

郡

方

仕

置

寛

政

一

九

年

（

一

六

四

二

）

第

三

項

池

田

綱

政

と

の

関

係

光

政

は

綱

政

に

熊

沢

蕃

山

を

近

づ

け

な

い

よ

う

に

い

っ

て

い

る

が

、

実

際

は

蕃

山

が

な

く

な

る

ま

で

綱

政

は

蕃

山

か

ら

「

集

義

和

書

」

の

解

説

お

よ

び

添

削

を

し

て

も

ら

っ

て

い

る

。
（

注

９

）

ま

た

、

綱

政

は

生

存

し

て

い

る

時

か

ら

自

ら

の

墓

を

曹

源

寺

池

田

墓

所

に

つ

く

っ

て

い

る

。

こ

の

こ

と

で

池

田

家

の

正

統

性

と

と

も

に

、

名

君

と

さ

れ

た

父

・

光

政

に

対

す

る

自

ら

の

君

主

正

統

性

も

得

た

か

っ

た

の

だ

と

思

わ

れ

る

。

ま

た

、

儒

式

か

ら

仏

式

に

変

え

て

い

る

よ

う

に

仏

教

を

愛

護

し

た

。

ま

た

、

綱

政

は

鳥

取

藩

主

綱

清

を

ラ

イ

バ

ル

視

し

、

積

極

的

に

自

分

の

官

位

が

侍

従

か

ら

少

将

に

昇

進

す

る

た

め

の

運

動

を

お

こ

な

っ

て

い

る

。
（

注

１

０

）

こ

の

こ

と

が

京

都

の

公

家

に

行

く

回

数

を

増

や

し

、

文

化

的

な

収

穫

に

も

つ

な

が

っ

て

い

る

。
さ

ら

に

元

禄

九

年

幕

府

の

柳

沢

吉

保

に

対

し

、
岡

山

藩

を

本

家

、

鳥

取

藩

を

分

家

と

扱

う

こ

と

を

訴

え

て

い

る

。

家

紋

も

留

揚

羽

紋

で

は

な

く

備

前

揚

羽

紋

を

使

う

な

ど

対

外

的

な

面

で

家

格

の

向

上

を

は

か

っ

て

い

る

。

永

忠

を

郡

代

に

抜

擢

し

、

蕃

山

の

指

導

も

受

け

て

い

た

。

当

初

に

大

き

な

経

済

破

綻

が

あ

っ

た

た

め

に

、

新

た

な

資

金

繰

り

の

方

法

が

利

用

さ

れ

た

。
（

社

倉

米

や

藩

銀

、

藩

札

と

い

う

近

世

金

融

商

品

の

利

用

）

借

銀

も

七

年

計

画

で

完

済

し

、

さ

ら

に

天

和

二

年

か

ら

景

気

が

好

転

し

た

。

こ

う

い

っ

た

財

政

の

好

転

に

加

え

て

、

い

ろ

い

ろ

な

事

を

家

臣

に

任

せ

た

り

、

大

老

な

ど

に

も

積

極

的

に

相

談

で

き

る

楽

観

主

義

が

禁

中

造

営

、

田

原

用

水

、

御

後

園

（

後

楽

園

）
、

閑

谷

学

校

、

新

田

、

倉

安

川

、

百

間

川

と

い

っ

た

多

く

の

開

発

を

可

能

に

し

た

と

思

わ

れ

る

。
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第

五

節

熊

沢

蕃

山

に

つ

い

て

第

一

項

熊

沢

蕃

山

と

岡

山

藩

の

関

係

岡

山

県

に

は

、

備

前

市

蕃

山

（

し

げ

や

ま

）
、

岡

山

市

北

区

蕃

山

町

（

ば

ん

ざ

ん

ち

ょ

う

）

と

い

う

地

名

が

あ

る

。

文

字

通

り

熊

沢

蕃

山

が

住

ん

だ

屋

敷

が

あ

っ

た

こ

と

に

因

ん

だ

も

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

、

岡

山

の

人

々

に

親

し

ま

れ

、

影

響

を

与

え

て

い

る

熊

沢

蕃

山

と

岡

山

の

関

わ

り

を

考

え

る

。

蕃

山

は

ま

ず

、

寛

永

一

一

年

（

一

六

三

四

）

岡

山

藩

に

光

政

の

児

小

姓

役

と

し

て

出

仕

す

る

。

そ

し

て

寛

永

一

六

年

（

一

六

三

九

）

一

時

、

岡

山

藩

を

致

仕

す

る

。

そ

し

て

、

寛

永

一

九

年

（

一

六

四

二

）

近

江

国

小

川

村

の

中

江

藤

樹

の

門

下

に

入

り

陽

明

学

を

学

ぶ

。

そ

し

て

正

保

二

年

（

一

六

四

五

）

再

び

岡

山

藩

に

出

仕

し

、

寛

永

一

八

年

（

一

六

四

一

）

に

発

足

し

た

花

畑

教

場

を

中

心

に

活

動

。

正

保

四

年

（

一

六

四

七

）

側

役

と

な

り

、

知

行

四

〇

〇

石

。

慶

安

二

年

（

一

六

四

九

）

光

政

の

江

戸

出

府

に

随

行

。

慶

安

三

年

（

一

六

五

〇

）

鉄

砲

組

番

頭

と

な

り

、

知

行

三

，

〇

〇

〇

石

上

士

。

慶

安

四

年

（

一

六

五

一

）
「

花

畠

会

」

会

約

起

草

。

と

い

う

よ

う

に

、

池

田

光

政

の

ブ

レ

ー

ン

と

し

て

の

信

頼

を

得

て

い

く

。

そ

ん

な

折

、

承

応

三

年

（

一

六

五

四

）

岡

山

平

野

が

洪

水

と

飢

饉

に

見

舞

わ

れ

る

。

蕃

山

は

、

こ

の

時

、

救

済

に

尽

力

し

、

初

期

藩

政

確

立

の

た

め

零

細

農

民

の

救

済

と

治

山

・

治

水

等

の

土

木

事

業

に

よ

り

、

土

砂

災

害

の

軽

減

を

図

る

。
（

新

田

開

発

の

事

項

お

よ

び

、

朱

子

学

者

の

思

想

と

対

立

す

る

。
）

こ

う

し

て

、

蕃

山

の

思

想

や

実

績

が

広

ま

る

一

方

で

、

藩

内

で

陽

明

学

が

広

ま

る

こ

と

や

幕

府

の

監

視

が

厳

し

く

な

る

こ

と

へ

の

不

安

が

広

ま

り

、

光

政

は

熊

沢

蕃

山

を

登

用

す

る

こ

と

が

難

し

い

状

況

と

な

る

。

そ

し

て

、

明

暦

三

年

（

一

六

五

七

）

蕃

山

は

、

城

下

か

ら

知

行

地

の

現

・

備

前

市

蕃

山

に

隠

棲

す

る

。

同

年

、

致

仕

す

る

。

そ

の

後

、

京

都

に

私

塾

を

開

き

、

豊

後

竹

田

に

招

か

れ

、

土

木

指

導

を

行

っ

て

い

る

。

寛

文

八

年

（

一

六

六

八

）

光

政

の

に

招

か

れ

、

岡

山

藩

学

校

開

校

式

に

出

席

す

る

。

そ

し

て

、

中

江

藤

樹

筆

の

書

軸

「

至

聖

文

宣

王

」

を

持

参

し

、

孝

経

を

誦

し

て

い

る

。

こ

の

あ

と

、

寛

文

九

年

幽

閉

さ

れ

た

り

す

る

も

、

多

数

の

家

下

・

武

士

・

町

人

に

支

持

さ

れ

る

。

こ

の

間

に

、

著

述

さ

れ

た

の

が

一

六

七

二

年

の

『

集

義

和

書

』
、

一

六

七

九

年

の

『

集

義

外

書

』

で

あ

る

。

両

書

と

も

に

藩

学

校

、

閑

谷

学

校

に

蔵

書

が

あ

り

、

綱

政

は

『

集

義

和

書

』

に

つ

い

て

の

解

釈

に

つ

い

て

通

信

添

削

を

受

け

る

な

ど

、

交

流

が

継

続

し

て

し

て

い

る

。
（

注

９

）

熊

沢

蕃

山

が

岡

山

を

致

仕

さ

ぜ

る

え

な

か

っ

た

の

と

対

照

的

に

、

中

江

藤

樹

の

同

門

で

あ

る

弟

・

泉

仲

愛

は

慶

安

三

年

岡

山

藩

に

士

官

し

て

以

来

、

一

貫

し
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て

岡

山

藩

の

教

育

に

尽

力

し

た

。

寛

文

六

年

、

藩

学

校

仮

学

校

を

設

立

。

御

廟

・

学

校

惣

奉

行

を

務

め

る

。

寛

文

七

年

に

は

和

意

谷

奉

行

を

務

め

、

閑

谷

学

校

設

立

に

津

田

永

忠

と

と

も

に

尽

力

し

た

。

岡

山

藩

の

教

育

に

お

い

て

、

熊

沢

蕃

山

の

師

で

あ

る

中

江

藤

樹

の

影

響

が

見

ら

れ

る

の

は

、

藩

学

校

の

開

校

式

以

来

、

一

四

年

間

、

中

室

に

、

掲

げ

ら

れ

た

藤

樹

筆

の

書

軸

「

至

聖

文

宣

王

」

で

あ

る

。

こ

の

文

字

は

孔

子

を

あ

ら

わ

し

て

お

り

、

藩

学

校

の

聖

堂

と

し

て

、

学

び

の

象

徴

と

さ

れ

た

。

天

和

二

年

（

一

六

八

二

）
年

に

池

田

綱

政

自

筆

の
「

至

聖

先

師

孔

子

神

位

」
に

改

め

ら

れ

て

い

る

。

（

こ

の

年

に

光

政

が

亡

く

な

っ

て

い

る

。
）

光

政

が

亡

く

な

り

、

す

ぐ

に

掛

け

替

え

ら

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

こ

の

事

は

、

陽

明

学

（

心

学

）

が

「

知

良

致

」

（

学

問

は

心

を

磨

く

た

め

の

も

の

）
、
「

知

行

合

一

」
（

実

践

主

義

）

で

あ

り

、

藤

樹

が

朱

子

学

を

批

判

し

た

経

緯

も

あ

り

、

幕

府

の

監

視

が

厳

し

く

な

る

こ

と

へ

の

対

策

だ

と

思

わ

れ

る

。

熊

沢

蕃

山

と

岡

山

藩

の

関

係

寛

永

一

一

年
（

一

六

三

四

）

岡

山

藩

に

出

仕

光

政

の

児

小

姓

役

～

一

六

年
（

一

六

三

九

）

正

保

二

年
（

一

六

四

五

）

出

仕

寛

永

一

八

年

（

一

六

四

一

）

に

発

足

し

た

花

畑

教

場

を

中

心

に

活

動

正

保

四

年
（

一

六

四

七

）

側

役

知

行

四

〇

〇

石

慶

安

二

年
（

一

六

四

九

）

光

政

の

江

戸

出

府

に

随

行

慶

安

三

年
（

一

六

五

〇

）

鉄

砲

組

番

頭

知

行

三

，

〇

〇

〇

石

上

士

慶

安

四

年
（

一

六

五

一

）

「

花

畠

会

」

会

約

起

草

承

応

三

年
（

一

六

五

四

）

洪

水

と

飢

饉

救

済

に

尽

力

す

る

。

初

期

藩

政

確

立

の

た

め

零

細

農

民

の

救

済

と

治

山

・

治

水

等

の

土

木

事

業

に

よ

り

、

土

砂

災

害

の

軽

減

を

図

る

。

（

新

田

開

発

に

つ

い

て

と

朱

子

学

者

と

対

立

す

る

。
）

明

暦

三

年
（

一

六

五

七

）

城

下

か

ら

知

行

地

の

現

・

備

前

市

蕃

山

に

隠

棲

す

る

。

同

年

、

致

仕

す

る

。

寛

文

八

年
（

一

六

六

八

）

岡

山

藩

学

校

開

校

式

に

出

席

す

る

。

中

江

藤

樹

筆

の

書

軸

を

持

参

し

、

孝

経

を

誦

す

る

。
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第

二

項

熊

沢

蕃

山

の

教

育

思

想

『

学

者

角

力

勝

負

附

評

判

』
天

明

八

年
（

一

七

八

八

）
を

見

る

と

最

高

位
（

大

す

も

う

関

）

は

東

に

熊

沢

蕃

山

、

西

に

新

井

白

石

が

位

置

す

る

。

新

井

白

石

、

荻

生

徂

徠

、

伊

藤

仁

斎

と

い

っ

た

大

学

者

を

さ

し

お

い

て

最

高

位

（

東

大

関

）

に

す

え

ら

れ

て

い

る

。

な

ぜ

、

こ

の

よ

う

に

人

気

が

あ

っ

た

か

に

つ

い

て

南

川

金

渓

と

い

う

侍

講

が

『

閑

散

余

録

』

天

明

二

年

（

一

七

八

二

）

に

次

の

よ

う

に

書

い

て

い

る

。
「

光

政

は

蕃

山

を

執

政

に

抜

擢

し

て

実

際

の

国

政

に

当

た

ら

せ

た

。

し

か

し

、

他

の

儒

者

は

学

ん

だ

学

問

を

実

際

に

役

立

て

る

こ

と

な

く

一

生

を

終

え

て

い

る

。
（

新

井

白

石

も

十

分

の

一

も

役

立

て

て

い

な

い

。
）

蕃

山

は

陽

明

学

を

主

と

す

る

が

、

度

量

が

広

く

、

狭

い

精

神

世

界

や

学

派

に

も

と

ら

わ

れ

ず

、

政

治

の

現

実

に

練

達

で

あ

っ

た

こ

と

は

、

平

凡

な

儒

者

に

は

及

ば

な

い

。
」

こ

の

よ

う

に

、

政

治

の

実

践

と

い

う

得

難

い

経

験

者

と

し

て

儒

者

に

評

価

さ

れ

る

と

と

も

に

、

大

衆

人

気

は

批

判

精

神

の

た

め

に

弾

圧

さ

れ

、

不

遇

の

生

涯

を

閉

じ

ざ

る

得

な

か

っ

た

と

い

う

庶

民

の

同

情

、

判

官

び

い

き

も

あ

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

。
（

注

８

）

綱

政

も

筆

写

し

て

い

た

『

集

義

和

書

』
（

注

９

）

で

は

儒

教

の

五

等

の

階

層

（

天

子

・

諸

侯

・

卿

大

夫

・

士

・

庶

）

の

必

要

性

を

認

め

つ

つ

も

、

上

級

の

等

位

に

あ

る

者

の

正

統

性

を

厳

し

く

問

い

つ

め

て

い

る

。

士

階

層

の

位

置

づ

け

に

つ

い

て

は

、

天

子

も

含

め

為

政

者

た

る

も

の

は

道

徳

的

能

力

を

根

幹

と

す

る

能

力

に

よ

っ

て

、

士

の

中

か

ら

選

出

さ

れ

る

べ

き

で

、

そ

の

地

位

は

世

襲

さ

れ

る

べ

き

も

の

で

は

な

い

と

し

て

い

る

。

た

だ

し

、
「

士

」

に

つ

い

て

日

本

は

中

国

と

は

異

な

る

意

味

を

も

っ

て

い

る

と

し

て

い

る

。

中

国

は

四

海

の

中

央

に

位

置

し

て

い

る

の

で

、

そ

こ

に

住

む

人

は

す

べ

て

「

霊

質

」

を

有

し

て

い

る

が

、

日

本

は

東

夷

な

の

で

、

霊

質

を

本

来

有

し

な

い

「

土

民

」

と

霊

質

を

有

す

る

天

孫

の

系

譜

に

属

す

る

「

士

」

が

分

か

れ

て

存

在

し

て

い

る

と

い

う

の

で

あ

る

。

陽

明

学

の

平

等

主

義

を

継

承

す

る

蕃

山

が

こ

う

い

う

差

別

的

論

理

も

展

開

し

て

い

る

面

も

あ

る

。

『

大

学

或

問

』

で

は

学

校

の

設

置

・

運

営

と

教

師

の

任

用

方

法

を

の

べ

て

い

る

。

こ

の

中

で

儒

教

的

教

育

観

を

継

承

し

た

学

校

観

を

述

べ

た

後

、

八

歳

か

ら

三

十

歳

ま

で

に

わ

た

発

達

段

階

に

即

し

た

教

育

方

法

が

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

段

の

最

後

に

は
「

・

・

・

学

び

た

る

子

共

、
や

が

て

人

の

親

と

な

れ

ば

、
老

て

教

べ

し

。

幼

年

に

は

、

悌

淳

順

を

学

び

、

壮

に

し

て

行

ひ

、

老

後

に

教

、

五

十

年

の

間

に

は

、

君

子

国

と

成

べ

し

。

是

日

本

の

中

興

に

あ

ら

ず

や

。
」

と

あ

る

。

こ

の

こ

と

は

閑

谷

学

校

に

入

学

す

る

生

徒

が

親

子

何

代

か

に

わ

た

っ

て

い

た

り

、

祖

父

や

従

兄

弟

関

係

の

縁

で

入

学

す

る

場

合

が

多

い

こ

と

と

偶

然

で

は

な

い

よ

う

に

思

わ

れ

る

。
（

図

表

⑦

参

照

）

庶

民

の

教

育

に

関

し

て

は

朱

子

学

系

統

の

解

釈

の

よ

う

に

、

で

き

れ

ば

民

に

知

ら

せ

る

べ

き

で

あ

る

と

い

う

考

え

を

と

っ

て

い
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る

。

し

か

し

、
「

町

人

の

賤

し

き

職

を

い

と

い

、

学

問

し

て

よ

き

者

に

交

り

身

を

た

か

ぶ

る

べ

き

た

め

に

、

こ

の

む

も

あ

り

。

其

市

井

の

利

心

は

か

た

く

か

た

ま

り

て

う

ご

か

ず

。

農

に

よ

り

て

学

ぶ

も

の

も

こ

れ

に

同

じ

。

賢

者

は

わ

ざ

と

も

く

だ

り

て

、

か

く

る

べ

き

庶

民

に

を

り

合

た

る

こ

そ

幸

な

れ

ば

、

い

よ

い

よ

卑

下

し

て

己

が

為

す

べ

き

学

を

、

学

に

よ

り

て

其

位

に

も

あ

ら

ぬ

身

を

た

か

ぶ

り

、

庶

人

に

し

て

武

士

の

す

が

た

を

似

せ

候

も

の

は

、

何

と

し

て

真

の

道

徳

に

入

侍

ら

ん

や

」
（
『

外

書

』
）

と

あ

り

、

庶

民

が

治

者

階

級

に

な

る

願

望

を

道

徳

は
べ

的

観

点

か

ら

否

定

し

て

い

る

。

教

育

方

法

に

つ

い

て

『

集

義

外

書

』

で

、

幼

児

期

の

教

育

方

法

と

し

て

礼

式

を

作

物

（

玩

具

、

模

型

）

を

使

っ

た

り

、
「

遊

び

が

て

ら

」

に

教

え

る

べ

つ
く
り
も
の

き

で

あ

る

と

し

て

い

る

。

蕃

山

は

陽

明

学

の

良

知

説

の

影

響

を

強

く

受

け

て

お

り

、

子

ど

も

の

遊

び

の

積

極

的

意

味

や

「

消

極

教

育

」
（

ル

ソ

ー

）

的

発

想

が

み

ら

れ

る

。

つ

ま

り

は

、

子

ど

も

の

お

と

な

に

対

す

る

独

自

性

の

承

認

や

子

ど

も

の

個

性

の

視

点

が

あ

り

、
「

弓

馬

の

け

い

こ

」

の

方

法

、

音

楽

教

育

の

重

要

性

の

指

摘

、

数

学

教

育

の

実

用

的

意

味

を

超

え

た

陶

冶

価

値

の

指

摘

と

い

っ

た

と

う

や

教

育

的

観

点

が

豊

富

に

み

ら

れ

る

。

こ

の

た

め

、

当

時

の

朱

子

学

者

が

朱

子

の

繁

瑣

な

礼

の

実

習

を

せ

ま

る

『

小

学

』

を

、

形

式

的

に

受

容

し

よ

う

と

す

る

事

は

ん

さ

態

の

非

現

実

性

を

指

摘

し

て

い

る

。

ま

た

、

陽

明

の

中

に

あ

っ

た

体

罰

否

定

の

思

想

（
『

伝

習

録

』
）

を

、

子

ど

も

の

プ

ラ

イ

ド

の

喪

失

と

の

関

連

で

意

識

的

に

展

開

し

て

い

る

。

暴

力

行

為

は

人

間

す

べ

て

の

尊

厳

性

に

お

い

て

否

定

さ

れ

て

い

る

の

で

は

な

く

、

士

た

る

も

の

の

尊

厳

性

で

否

定

さ

れ

て

い

る

の

が

特

徴

で

あ

る

。
『

考

経

外

伝

或

問

』

で

は

江

戸

時

代

初

期

の

教

育

方

法

の

変

化

に

つ

い

て

「

昔

は

学

校

の

刑

に

も

む

ち

う

つ

事

み

え

た

が

、

今

で

は

行

わ

れ

る

こ

と

な

く

、

む

ち

を

打

た

な

く

て

禁

戒

を

立

て

て

い

る

。

寺

子

で

は

五

六

十

年

前

は

む

ち

う

ち

が

あ

っ

た

が

、

今

は

士

の

子

は

も

ち

ろ

ん

庶

民

の

子

で

も

む

ち

を

う

つ

教

員

は

ま

れ

に

な

っ

た

。
」

と

証

言

し

て

い

る

。
（

注

１

１

）

蕃

山

は

中

江

藤

樹

に

陽

明

学

を

学

ん

だ

後

、

岡

山

藩

主

池

田

光

政

に

抜

擢

、

重

用

さ

れ

て

三

千

石

を

賜

っ

た

。

し

か

し

、

陽

明

学

と

そ

の

旺

盛

な

理

想

主

義

が

わ

ざ

わ

い

し

て

、

三

十

九

歳

で

隠

退

、

浪

人

に

な

る

こ

と

を

余

儀

な

く

さ

れ

た

。

陽

明

学

と

幕

政

批

判

に

よ

り

、

幕

府

か

ら

反

体

制

の

人

物

と

見

な

さ

れ

た

た

め

、

追

わ

れ

る

よ

う

に

各

地

を

転

々

と

し

、

つ

い

に

下

総

古

河

で

幽

閉

さ

れ

窮

死

し

た

。

藤

樹

の

継

承

者

で

あ

り

な

が

ら

藤

樹

の

非

を

述

べ

、

陽

明

学

者

に

し

て

非

陽

明

学

者

を

名

乗

っ

た

。

丸

山

真

男

は

陽

明

学

な

が

ら

そ

の

思

惟

方

法

は

「

朱

子

学

的

思

惟

の

埒

外

を

超

え

な

か

っ

た

」

と

し

、

尾

藤

正

英

は

「

朱

子

ら
ち
が
い

学

と

陽

明

学

の

中

間

的

立

場

」

で

あ

り

、

む

し

ろ

「

思

考

方

法

が

朱

子

学

の

合

理

主

義

に

ち

か

い

も

の

で

あ

っ

た

」

と

し

て

い

る

。

領

主

‐

家

臣

の

関

係

で

は

領

主

が

「

執

政

に

私

な

く

下

民

を

利

す

」

こ

と

が

「

国

」

に

忠

を

尽

く

す

こ

と

に

な

り

、

民

も

「

国

の

土

地

・

食

を

は

ん

て

」

そ

の

恩

恵

を

受

け

て

い

る

の

だ

か

ら

「

諸

民

皆

其

業

々

在

り

」

と

、

農

工

商

そ

れ

ぞ

れ

の

生

業

に

専

念

せ

よ

、

そ

れ

が

「

報

国

の

忠

」

に

な

る

と

説

く

。

同

様

に
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領

主

‐

家

臣

関

係

で

も

、

家

臣

が

「

奉

公

頭

人

」

と

し

て

領

主

を

補

佐

し

撫

民

を

実

現

す

る

こ

と

は

「

国

」

へ

の

忠

を

尽

く

す

こ

と

で

あ

り

、

こ

れ

は

君

主

へ

の

忠

に

優

先

す

る

も

の

と

位

置

づ

け

ら

れ

る

。

こ

の

よ

う

に

領

主

と

は

別

に

、

領

主

を

超

越

し

た

「

国

」

と

い

う

理

念

を

措

定

し

、
「

国

」

の

下

に

あ

ら

ゆ

る

そ

て

い

勢

力

（

領

主

・

家

臣

・

民

）

を

編

成

・

統

合

使

用

と

す

る

国

家

論

を

提

起

し

て

い

る

。

領

主

領

主

国

国

民

家

臣

ま

た

、

熊

沢

蕃

山

は

山

鹿

素

行

と

な

ら

び

、

最

も

早

く

「

民

は

国

之

本

」

と

い

う

『

理

尽

鈔

』

の

言

葉

を

引

用

し

た

思

想

家

で

あ

る

。
『

集

義

和

書

』
（

寛

文

一

二

年

）

「

近

年

思

い

ひ

の

外

な

る

凶

事

出

来

て

身

代

う

し

な

ひ

た

る

人

に

、

民

の

困

い

で

き

し
ん
だ
い

窮

せ

ざ

る

は

な

し

。
民

は

是

国

の

本

也

と

い

へ

り

。
天

命

の

か

か

る

所

也

」
（
巻

一

六

）

近

年

、

改

易

さ

れ

た

領

主

の

民

は

い

ず

れ

も

困

窮

し

て

い

た

。

国

の

本

で

あ

る

民

を

困

窮

さ

せ

た

が

故

に

天

命

に

み

は

な

さ

れ

た

の

だ

。
と

し

て

い

る

。

蕃

山

や

素

行

は

理

想

的

な

指

導

者

と

し

て

の

楠

正

成

像

を

受

容

し

て

い

た

。

池

田

光

政

が

学

問

に

開

眼

す

る

き

っ

か

け

と

な

っ

た

の

は

熊

沢

蕃

山

と

の

出

会

い

だ

と

い

わ

れ

て

い

る

が

、
両

者

の

考

え

は

次

第

に

互

い

に

離

れ

て

い

っ

た

。

藩

学

校

、

閑

谷

学

校

設

立

当

初

の

構

想

が

藩

政

の

現

実

と

遊

離

し

て

い

く

課

程

を

小

川

晴

久

編

『

実

学

心

学

の

発

見

』
（

論

創

社

）
（

注

１

２

）

で

は

、

以

下

の

よ

う

に

捉

え

て

い

る

。

蕃

山

は

「

君

子

は

人

民

の

た

め

の

財

あ

り

て

、

自

ら

の

た

め

の

財

な

し

」

と

い

う

為

政

者

観

を

持

っ

て

い

た

。

こ

う

し

た

熊

沢

蕃

山

に

よ

る

初

期

藩

政

改

革

が

は

じ

ま

っ

た

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

明

暦

三

年

（

一

六

五

七

）

に

は

熊

山

蕃

山

は

岡

山

を

致

仕

す

る

。

次

の

段

階

で

あ

る

寛

文

年

間

（

一

六

六

一

～

一

六

七

三

年

）

に

岡

山

藩

体

制

が

確

立

す

る

。

こ

の

段

階

で

は

領

民

支

配

統

制

（

儒

教

に

基

づ

く

啓

蒙

専

制

君

主

）

に

儒

教

思

想

が

投

入

さ

れ

る

。

そ

れ

は

、

以

下

の

よ

う

な

も

の

で

あ

る

。

一

．

池

田

家

の

廟

を

仏

教

式

か

ら

儒

教

式

に

変

え

る

と

と

も

に

、

巨

額

を

投

じ

て

儒

教

式

の

墓

所

を

造

営

し

先

祖

を

改

葬

す

る

。

二

．

寺

院

を

破

却

し

、

領

民

に

も

儒

教

式

の

葬

祭

を

行

わ

せ

た

。
（
「

儒

教

式

の

葬

祭

を

通

し

て

一

族

が

親

和

す

る

こ

と

が

領

内

安

定

の

基

礎

」

と

述

べ

て

い

る

。

し

か

し

、

綱

政

は

光

政

が

生

前

中

に

は

仏

教

請

、

儒

教

請

【

神

道

請

】

並

立

と

し

、

光

政

死

後

に

は

仏

教

請

に

戻

し

、

１

０

年

程

度

で

儒

教

式

の

葬

祭

は

頓

挫

す

る

。
）

三

．

閑

谷

学

問

所

、

郡

中

手

習

所

を

設

立

し

、

儒

教

教

育

を

行

う

。
（

儒

教

儀

礼

と

思

想

注

入

に

よ

る

藩

・

村

・

家

を

貫

く

上

か

ら

の

秩

序

化

）
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四

．

大

規

模

開

発

を

行

う

。

そ

の

た

め

に

、

信

賞

必

罰

に

基

づ

く

厳

格

な

統

治

に

よ

り

農

民

支

配

の

組

織

化

を

は

か

っ

た

。

ま

た

、

社

倉

法

（

農

民

へ

の

融

資

機

関

）

集

ま

っ

た

資

金

を

領

主

財

政

に

組

み

込

み

、

そ

れ

を

も

と

に

大

規

模

な

水

利

工

事

や

新

田

開

発

を

行

っ

た

。

儒

教

に

基

づ

く

政

治

を

領

内

の

村

々

ま

で

徹

底

さ

せ

、

一

元

的

な

秩

序

化

の

道

具

と

し

て

儒

教

が

使

わ

れ

た

。

第

三

項

熊

沢

蕃

山

の

光

政

批

判

津

田

永

忠

に

つ

い

て

は

「

熊

沢

蕃

山

を

土

俵

の

外

に

投

げ

出

し

、

多

く

の

新

し

い

提

案

で

藩

政

の

旧

習

を

革

新

す

る

が

、

細

か

す

ぎ

、

毀

誉

相

半

ば

し

て

領

き

よ

民

の

恨

み

を

招

く

こ

と

も

多

か

っ

た

。
」
と

批

判

し

て

い

る

。
山

田

三

川

編
『

想

古

録

』

実

際

の

津

田

永

忠

の

功

罪

に

つ

い

て

み

る

と

優

れ

た

点

も

あ

る

。

大

名

の

意

図

に

沿

っ

た

事

を

忠

実

に

行

い

、

そ

の

信

用

が

他

の

工

事

に

も

つ

な

が

り

、

よ

り

高

い

技

術

力

が

身

に

つ

い

て

い

た

事

と

社

倉

米

を

導

入

し

た

こ

と

な

ど

で

あ

る

。

ま

た

、

能

率

が

上

が

る

た

め

の

工

夫

も

し

て

い

る

。

好

ま

し

く

な

い

点

は

百

間

川

建

設

な

ど

大

き

な

工

事

で

多

く

の

犠

牲

者

を

出

し

た

こ

と

で

あ

る

。（
注

１

３

）

ま

た

、

五

万

枚

と

も

言

わ

れ

る

大

量

の

瓦

を

焼

く

た

め

に

、

木

を

切

り

洪

水

を

お

こ

し

て

い

る

こ

と

で

あ

る

。

そ

の

た

め

閑

谷

周

辺

に

は

土

が

堆

積

し

て

石

門

も

三

メ

ー

ト

ル

も

埋

ま

っ

た

ま

ま

で

あ

る

。
（

注

１

４

）

閑

谷

周

辺

の

耕

作

量

は

あ

ま

り

伸

び

て

い

な

い

。

新

田

開

発

は

幕

府

の

政

策

で

も

あ

る

が

、

他

の

藩

は

専

売

等

で

商

品

貨

幣

経

済

に

体

質

改

善

し

て

い

る

。

し

か

し

岡

山

藩

は

農

業

収

入

に

依

存

す

る

古

い

体

制

の

ま

ま

に

な

っ

て

い

る

。
（

注

１

５

）

熊

沢

蕃

山

が

去

っ

た

あ

と

、

儒

学

者

と

し

て

は

市

浦

毅

斎

が

、

実

業

家

監

督

と

し

て

は

津

田

永

忠

が

政

策

実

施

に

あ

た

る

。

そ

の

様

子

を

熊

沢

蕃

山

は

、

以

下

の

よ

う

に

批

判

し

て

い

る

。

儒

教

の

葬

祭

を

強

制

さ

れ

る

事

は

、

民

衆

に

と

っ

て

今

ま

で

自

分

た

ち

が

作

っ

て

き

た

村

の

秩

序

を

踏

み

に

じ

る

事

に

な

る

。

や

が

て

、

形

だ

け

従

う

ふ

り

を

し

て

隠

れ

て

仏

教

を

信

仰

す

る

事

に

な

る

。

つ

ま

り

、

心

に

内

外

の

あ

る

も

の

を

つ

く

る

こ

と

に

な

り

、
「

民

に

偽

り

を

教

え

る

」

結

果

を

も

た

ら

し

た

。

さ

ら

に

、
「

仁

政

が

行

わ

れ

ず

葬

祭

の

み

が

残

っ

た

の

で

は

日

本

に

興

っ

た

儒

教

も

廃

れ

て

し

ま

う

。
」

と

し

た

。

そ

の

一

方

で

、

民

衆

へ

の

儒

教

の

適

用

方

法

と

し

て

「

時

所

位

」

＝

「

人

情

事

変

」

論

を

説

い

た

。

つ

ま

り

、

そ

の

時

と

場

所

に

応

じ

た

施

し

方

で

儒

教

を

適

用

す

る

こ

と

の

大

切

さ

を

説

い

た

の

で

あ

る

。

儒

教

・

神

道

・

仏

教

は

宇

宙

を

貫

く

普

遍

的

な

「

道

」

が

中

国

・

日

本

・

イ

ン

ド

の

「

水

土

」

や

「

俗

」

に

応

じ

て

現

れ

た

「

迹

」

で

あ

り

、

日

本

で

は

貴

族

や

武

士

に

儒

教

を

適

宜

援

用

す

る

こ

と

は

可

能

で

あ

る

。

し

か

し

、
「

地

生

」

の

民

衆

に

は

儒

教

を

適

合

し

な

い

の

で

儒

教

よ

り

も

仏

教

の

簡

易

な

法

が

む

し

ろ

相

応

し

い

と

し

た

。
（

光
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政

は

、

儒

教

理

想

主

義

の

放

棄

と

し

て

蕃

山

を

批

判

し

た

。
）

ま

た

、

永

忠

の

大

規

模

開

発

の

問

題

点

に

つ

い

て

支

配

者

も

農

民

も

負

い

倒

れ

る

「

不

仁

」

と

し

た

。

干

拓

は

大

阪

の

商

人

資

本

か

ら

の

借

金

に

よ

り

完

了

し

た

が

、

新

田

は

長

期

の

汐

害

で

収

穫

は

な

い

。

し

か

し

、

高

率

の

租

税

負

担

は

残

る

。
（

豊

作

で

も

米

価

下

落

。
）

生

活

の

た

め

に

山

林

を

乱

獲

し

、

そ

の

た

め

災

害

が

多

発

し

て

い

る

。

こ

の

よ

う

に

、

津

田

永

忠

の

経

済

合

理

主

義

を

批

判

し

た

の

で

あ

る

。

一

方

で

、
「

地

理

の

勢

い

」

を

生

か

す

方

法

と

し

て

次

の

よ

う

に

主

張

し

て

い

る

。

土

地

の

農

民

か

ら
「

地

理

の

勢

い

」
を

教

わ

り

、
小

規

模

な

た

め

池

を

つ

く

る

。

治

水

の

基

本

は

山

林

の

保

持

に

あ

る

。

森

林

は

山

の

「

神

気

」

の

元

で

あ

り

、

そ

の

「

神

気

」

が

自

然

界

の

「

気

」

の

循

環

を

成

り

立

た

せ

、

水

土

が

形

成

さ

れ

る

。

人

間

社

会

の

文

化

的

爛

熟

と

「

神

気

」

は

相

容

れ

な

い

が

、

戦

乱

に

よ

る

人

口

の

減

少

を

待

た

ず

に

「

神

気

」

を

回

復

す

る

方

法

は

、

山

林

の

保

護

と

農

民

が

山

を

荒

ら

さ

な

い

で

す

む

よ

う

な

「

仁

政

」

で

あ

る

と

小

農

民

の

生

活

の

保

障

を

主

張

し

た

。
こ

う

し

た

、
熊

沢

蕃

山

の

論

点

は

他

の

儒

学

者
（

荻

生

徂

徠

な

ど

）

や

過

去

の

神

仏

論

争

に

お

け

る

本

地

垂

迹

説

に

も

共

通

し

た

論

点

が

あ

り

、

理

解

に

苦

し

い

も

の

で

は

な

い

と

思

え

る

が

、

蕃

山

は

光

政

と

意

見

が

す

れ

違

い

の

ま

ま

天

和

二

年

（

一

六

八

二

）

光

政

が

他

界

し

、

元

禄

四

年

（

一

六

九

一

）

蕃

山

が

他

界

す

る

。
（

注

１

２

）
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第

六

節

綱

政

以

降

の

藩

主

と

教

育

に

つ

い

て

第

一

項

藩

主

墓

所

に

み

る

藩

主

の

立

場

歴

代

の

岡

山

池

田

藩

主

の

墓

所

は

，

岡

山

市

中

区

円

山

に

あ

る

臨

済

宗

仏

式

の

曹

源

寺

と

備

前

市

に

あ

る

儒

式

の

和

意

谷

墓

所

の

２

カ

所

に

あ

る

。

曹

源

寺

墓

所

は

城

下

か

ら

東

へ

２

キ

ロ

，
倉

益

川

を

通

じ

て

乗

り

入

れ

る

位

置

に

あ

る

。

和

意

谷

墓

所

は

，

城

下

か

ら

３

０

キ

ロ

，

閑

谷

学

校

か

ら

北

に

５

キ

ロ

，

交

通

の

便

が

悪

い

が

静

寂

で

播

磨

国

が

見

渡

せ

る

高

台

に

あ

る

。

こ

の

そ

れ

ぞ

れ

の

墓

所

の

配

置

か

ら

歴

代

藩

主

に

よ

っ

て

置

か

れ

た

立

場

を

う

か

が

う

こ

と

が

で

き

る

。
（

注

５

０

）
（

図

表

⑨

・

⑪

参

照

）

葬

儀

を

寺

院

に

依

頼

す

る

形

式

が

定

着

す

る

の

は

、
一

七

世

紀

半

ば

で

あ

り

、

寛

永

一

五

年

（

一

六

三

八

）

の

寺

請

制

度

に

よ

っ

て

檀

那

寺

が

力

を

持

ち

始

め

た

事

に

よ

る

。
（

注

５

１

）

儒

式

の

和

意

谷

墓

所

は

光

政

が

祖

父

・

輝

政

と

父

・

利

隆

の

墓

所

（

京

都

妙

心

寺

）

火

災

に

よ

り

移

築

さ

れ

た

こ

と

に

始

ま

る

。
（

一

六

六

八

年

）

和

意

谷

墓

所

造

営

に

先

立

っ

て

、
一

六

五

五

年

、
祖

先

を

儒

式

に

よ

っ

て

祭

り

、

一

六

五

九

年

、

岡

山

城

内

に

中

国

の

儒

教

礼

制

に

基

づ

く

家

廟

を

造

営

し

て

い

る

。

こ

の

家

廟

に

は

輝

政

、

利

隆

、

光

政

が

祭

ら

れ

、

光

政

が

祖

先

を

大

切

に

す

る

儒

家

思

想

を

尊

重

し

て

い

る

事

と

、

池

田

家

の

正

統

性

を

体

現

し

て

い

る

と

思

わ

れ

る

。

し

か

し

、

そ

の

輝

政

、

利

隆

を

は

じ

め

、

利

政

、

輝

興

は

分

骨

で

あ

り

、

い

ず

れ

も

仏

式

で

他

に

も

埋

葬

さ

れ

て

い

る

。

徳

川

家

を

は

じ

め

と

し

て

儒

家

的

喪

祭

が

提

唱

さ

れ

る

が

、

定

着

す

る

こ

と

が

難

し

か

っ

た

。

こ

の

事

は

、

儒

家

の

蟹

養

齋

が

『

居

家

大

事

記

』
（

一

七

四

〇

）

で

述

べ

て

い

る

。

火

葬

に

し

な

い

こ

と

。

血

筋

を

重

ん

じ

て

養

子

を

取

る

場

合

も

、

血

縁

の

あ

る

家

か

ら

取

る

こ

と

。

等

の

喪

祭

を

述

べ

て

い

る

。

そ

の

一

方

で

、
「

世

上

一

統

佛

ヲ

用

ル

」
「

人

の

評

判

ヲ

キ

ニ

ス

ル

ナ

」

と

あ

り

、

一

七

四

〇

年

に

は

世

の

な

ら

わ

し

の

多

く

は

仏

教

の

影

響

下

に

あ

る

こ

と

が

わ

か

る

。
（

注

）

こ

の

よ

う

な

状

況

下

で

、

和

意

谷

墓

所

に

埋

葬

さ

れ

て

い

る

の

は

、

ど

の

よ

う

に

事

情

が

あ

る

の

だ

ろ

う

か

。

ま

ず

は

、

輝

政

、

利

隆

、

利

政

、

輝

興

は

，

と

も

に

播

磨

に

ゆ

か

り

が

あ

る

こ

と

か

ら

，

播

磨

の

地

が

望

め

る

こ

の

地

に

墓

所

を

設

営

し

て

い

る

。

次

に

、

光

政

が

儒

式

で

埋

葬

さ

れ

て

い

る

の

は

、

自

身

が

仏

教

を

禁

止

し

た

こ

と

や

、
儒

教

を

中

心

と

し

た

自

ら

の

思

想

な

ど

か

ら

、
当

然

だ

と

思

わ

れ

る

。
，

慶

政

は

，

輝

政

の

子

孫

と

い

う

こ

と

で

養

子

で

あ

り

な

が

ら

も

、

儒

家

喪

祭

に

よ

っ

て

祭

ら

れ

る

権

利

が

あ

る

。

茂

政

は

池

田

家

と

の

血

縁

が

遠

く

，

茂

政

は

水

戸

藩

も

儒

式

墓

所

で

あ

る

こ

と

な

ど

か

ら

，

儒

式

へ

の

抵

抗

感

が

な

か

っ

た
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の

で

、

和

意

谷

墓

所

に

あ

る

と

思

わ

れ

る

。

茂

政

は

水

戸

藩

徳

川

慶

喜

の

弟

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

戊

辰

戦

争

後

は

、

隠

居

し

た

い

思

い

は

強

か

っ

た

と

思

わ

れ

る

。一

方

，

臨

済

宗

仏

式

・

曹

源

寺

は

，

元

禄

一

六

年

に

、

綱

政

が

父

・

光

政

と

信

輝

（

恒

興

）

の

菩

提

を

弔

う

た

め

に

創

建

し

た

菩

提

寺

で

あ

り

，

池

田

家

の

正

当

性

の

た

め

に

は

、

こ

の

地

に

墓

所

を

置

く

こ

と

は

重

要

で

あ

る

。

岡

山

城

に

近

く

、

運

河

で

つ

な

が

っ

て

お

り

、

利

便

性

も

良

い

。

「

歴

代

藩

主

等

の

儒

式

・

和

井

谷

墓

所

の

主

な

墓

所

と

政

策

」

「

臨

済

宗

仏

式

・

曹

源

寺

正

覚

谷

墓

所

の

主

な

歴

代

藩

主

と

政

策

」

一
の
お
山

池
田
輝
政

播
磨
姫
路
藩
初
代
（
光
政
祖
父
）

（
分
骨
）

二
の
お
山

池
田
利
隆

播
磨
姫
路
藩
二
代
（
光
政
父
）

（
分
骨
）

三
の
お
山

池
田
光
政

備
前
岡
山
藩
初
代

岡
山
藩
学
校
・
閑
谷
学
校
創
建

神
仏
分
離
・
倹
約
令

四
の
お
山

池
田
慶
政

備
前
岡
山
藩
八
代
（
婿
養
子
・
豊
前
国
中

津
藩
・
輝
政
の
女
系
子
孫
）

渋
染
一
揆
・
倹
約
令

五
の
お
山

池
田
茂
政

備
前
岡
山
藩
九
代
（
婿
養
子
・
水
戸
藩
徳

川
慶
喜
弟
）

幕
府
追
討
の
勅
に
よ
り
隠
居

能
楽
の
復
興

六
の
お
山

池
田
輝
興

播
磨
赤
穂
藩
二
代
（
光
政
叔
父
）

（
分
骨
）

七
の
お
山

池
田
利
政

備
前
岡
山
藩
（
光
政
叔
父
）

（
分
骨
）

池
田
綱
政

備
前
岡
山
藩
二
代

和
歌
・
書
・
閑
谷
学
校
建
築
・
後
楽
園
・
百
間
川
他

池
田
継
政

備
前
岡
山
藩
三
代
（
綱
政
四
男
）

能
（
舞
台
図
「
諷
形
図
」
著
作
）
・
絵
画
・
書

池
田
宗
政

備
前
岡
山
藩
四
代
（
継
政
長
男
）

藩
学
校
の
充
実
・
書
画
・
俳
諧
・
和
歌

池
田
治
政

備
前
岡
山
藩
五
代
（
宗
政
長
男
）

絵
画
、
俳
諧
の
作
品
群
・
閑
谷
学
校
の
再
興
・
寛
政
の

改
革
の
倹
約
令
に
従
わ
な
か
っ
た
。

池
田
斉
政

備
前
岡
山
藩
六
代
（
治
政
長
男
）

倹
約
財
政
・
文
化
振
興
・
書

池
田
斉
敏

備
前
岡
山
藩
七
代
（
婿
養
子
・
薩
摩
藩
）

井
田
再
現
（
後
楽
園
内
）

池
田
章
政

備
中
鴨
方
藩
九
代
～
備
前
岡
山
藩
十
代

（
末
期
養
子
・
人
吉
藩
・
宗
政
玄
孫
）

戊
辰
戦
争
で
幕
府
側
の
姫
路
藩
を
追
討
・
書
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第

二

項

歴

代

藩

主

の

文

化

趣

向

と

文

化

政

策

光

政

を

第

一

代

と

し

て

第

一

〇

代

章

政

に

至

る

ま

で

、
近

世

の

池

田

藩

主

は

、

「

学

校

」

の

壁

書

を

書

い

て

お

り

、

林

原

美

術

館

に

所

蔵

さ

れ

て

い

る

。

藩

主

と

し

て

の

書

を

は

じ

め

と

す

る

文

化

素

養

は

、

幕

府

や

他

藩

と

の

交

流

に

欠

か

せ

な

い

も

の

で

あ

り

、

時

代

の

流

行

を

見

て

取

る

こ

と

が

で

き

る

。
（

注

３

・

５

３

）

特

に

、
文

化

的

素

養

・

文

化

政

策

が

顕

著

な

藩

主

と

し

て

あ

げ

ら

れ

る

の

は

、

第

一

代

光

政

で

あ

る

。

几

帳

面

で

『

光

政

日

記

』

は

二

九

歳

か

ら

三

三

年

間

に

わ

た

っ

て

の

日

記

が

現

存

し

て

い

る

。

元

旦

に

は

「

忠

孝

」

の

掛

軸

を

か

け

、

孝

経

を

読

ん

で

い

た

。

ま

た

、

儒

学

だ

け

で

な

く

、

古

典

、

和

歌

に

も

通

じ

て

お

り

、

古

今

和

歌

集

、

伊

勢

物

語

を

は

じ

め

百

数

十

点

に

の

ぼ

る

和

漢

の

書

を

筆

写

し

て

い

る

。

第

二

代

の

綱

政

は

華

や

か

な

元

禄

時

代

を

生

き

た

事

も

あ

り

、

公

家

文

化

に

親

し

み

、

和

歌

を

好

ん

で

詠

み

、

多

く

の

作

品

を

残

し

て

い

る

。

後

楽

園

、

閑

谷

学

校

を

建

築

し

た

。

第

三

代

の

継

政

は

文

人

と

し

て

優

れ

て

お

り

、

和

歌

を

好

み

、

空

山

と

号

し

て

絵

画

や

書

、

能

に

才

能

を

発

揮

し

た

。

能

楽

に

お

い

て

は

能

の

舞

台

図

で

あ

る

「

諷

形

図

」

五

巻

を

著

作

し

て

い

る

。

特

に

、

絵

画

は

多

く

の

優

れ

た

作

品

を

残

し

て

い

る

。

仏

教

に

信

心

が

深

く

、

湊

山

に

仏

心

寺

を

建

立

し

た

。

第

四

代

の

宗

政

は

聡

明

で

、

学

問

を

好

み

、

絵

画

、

書

に

堪

能

だ

っ

た

。

第

五

代

の

宗

政

は

聡

明

か

つ

、
一

心

齋

と

号

し

て

書

や

絵

画

、
俳

諧

を

好

み

、

多

く

作

品

を

残

し

て

い

る

。

特

に

太

字

の

書

が

得

意

で

、

閑

谷

学

校

講

堂

の

中

に

も

、

常

時

、

宗

政

の

大

書

「

克

明

徳

」

が

掲

げ

ら

れ

て

い

る

。

衰

退

し

た

閑

谷

学

校

の

再

興

を

行

っ

た

。

ま

た

、

剛

毅

な

性

格

で

、

寛

政

の

改

革

の

倹

約

令

に

も

従

わ

な

か

っ

た

。

第

六

代

の

斉

政

は

能

や

歌

舞

伎

を

好

み

、

後

楽

園

に

上

方

歌

舞

伎

の

役

者

を

招

い

て

上

演

さ

せ

た

り

し

て

い

た

。

第

七

代

の

斉

敏

は

三

二

歳

と

い

う

若

さ

で

無

く

な

っ

た

が

、

現

存

す

る

岡

山

の

土

産

で

あ

る

「

大

手

ま

ん

ぢ

ゅ

う

」

を

名

付

け

た

と

い

わ

れ

て

い

る

。

第

九

代

の

茂

政

は

能

楽

を

好

み

、

そ

の

復

興

に

努

め

た

。

第

一

〇

代

の

章

政

は

能

書

家

で

、
琢

堂

と

号

し

、
多

く

の

書

を

残

し

て

い

る

。

ま

た

、

伊

万

里

焼

を

好

み

、

墓

所

の

灯

籠

も

伊

万

里

焼

で

作

ら

れ

て

い

る

。
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第

七

節

閑

谷

学

校

設

立

第

一

項

設

立

の

経

緯

寛

文

六

年

に

光

政

に

よ

っ

て

行

わ

れ

た

寺

院

淘

汰

に

よ

り

、

そ

れ

ま

で

の

寺

院

総

数

千

四

十

四

、

僧

侶

千

九

百

五

十

一

人

の

う

ち

、

寺

院

五

百

六

十

三

、

僧

侶

八

百

四

十

七

人

が

除

か

れ

た

り

、

還

俗

さ

せ

ら

れ

た

。

こ

の

た

め

、

そ

れ

ま

で

寺

子

屋

で

読

み

書

き

と

そ

ろ

ば

ん

を

学

ん

で

い

た

村

役

人

や

平

百

姓

の

子

弟

は

学

ぶ

場

所

を

失

っ

て

し

ま

う

。

藩

主

池

田

光

政

は

、

寛

文

七

年

の

岡

山

栄

町

の

手

習

所

を

は

じ

め

、

藩

内

に

百

二

十

四

の

藩

営

の

手

習

所

を

設

け

、

最

盛

期

に

は

小

子

二

千

二

百

五

十

八

人

、

教

師

百

二

十

九

人

が

い

た

事

が

記

録

さ

れ

て

い

る

。

手

習

所

は

将

来

の

地

方

役

員

と

し

て

の

公

用

を

勤

め

る

た

め

の

読

み

書

き

算

用

の

技

量

を

養

う

と

と

も

に

平

百

姓

の

子

弟

に

四

書

、

小

学

の

文

義

を

理

解

さ

せ

る

事

で

模

範

青

年

、

精

農

家

を

養

成

す

る

こ

と

を

目

的

と

し

て

い

た

。

特

に

、

村

役

人

の

子

弟

は

強

制

的

に

就

学

を

命

じ

た

。

年

齢

は

六

歳

か

ら

十

七

歳

ぐ

ら

い

ま

で

で

通

学

日

数

は

一

ヶ

月

中

十

五

日

だ

っ

た

。

こ

う

し

た

状

況

の

中

、

寛

文

六

年

（

一

六

六

六

）

に

池

田

光

政

は

池

田

家

の

墓

所

設

置

の

場

所

を

探

す

た

め

に

和

気

郡

を

訪

れ

た

。
こ

の

と

き

、
閑

谷

学

校

設

立

を

決

め

て

お

り

、

寛

文

十

年

（

一

六

七

〇

）

に

閑

谷

に

藩

営

の

仮

学

校

。

寛

文

十

二

年
（

一

六

七

二

）
に

は

、
閑

谷

学

問

所

と

称

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

。

更

に

、

手

習

所

が

す

べ

て

廃

止

さ

れ

閑

谷

に

統

合

す

る

事

態

が

生

じ

る

。

こ

れ

は

、

寺

子

屋

に

比

べ

る

と

遠

い

通

学

距

離

や

飢

饉

、

藩

の

財

政

立

て

直

し

、

軍

用

金

や

兵

器

の

整

備

充

実

と

い

っ

た

事

情

が

あ

っ

た

。

こ

の

よ

う

に

藩

の

状

況

で

、

学

校

存

続

が

危

う

く

な

ら

な

い

た

め

に

学

校

領

を

二

百

七

十

九

石

余

り

を

岡

山

藩

か

ら

独

立

さ

せ

、

永

代

閑

谷

学

問

所

に

付

与

す

る

措

置

が

と

ら

れ

た

。

第

二

項

入

学

者

入

学

規

定

は

以

下

の

よ

う

に

な

っ

て

い

る

。

閑

谷

学

校

に

入

学

す

る

も

の

は

、

民

間

の

子

弟

を

主

体

と

し

家

中

武

士

の

子

弟

お

よ

び

他

領

者

も

含

ま

れ

て

お

り

、

民

間

の

子

弟

で

入

学

を

希

望

す

る

者

は

、

家

主

の

名

判

お

よ

び

村

役

人

の

奥

書

の

あ

る

願

書

を

、

閑

谷

学

校

の

見

届

役

・

教

授

あ

て

に

提

出

し

、

藩

校

惣

奉

行

（

学

校

奉

行

）

の

認

可

を

得

た

上

で

入

学

す

る

こ

と

に

な

っ

て

い

た

よ

う

で

あ

る

。

家

中

武

士

の

子

弟

の

場

合

に

も

、

願

書

を

右

の

両

役

あ

て

に

提

出

し

た

上

で

、

学

校

奉

行

の

認

可

を

得

て

入

学

し

た

も

の

で

あ

る

。

た

だ

し

、

他

領

者

で

入

学

を

希

望

す

る

者

の

場

合

に

も

、

岡

山
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藩

内

の

縁

者

ま

た

は

由

緒

の

あ

る

者

（

実

際

に

は

閑

谷

新

田

村

の

村

役

人

）

に

依

頼

し

て

、

藩

校

の

方

へ

「

内

う

か

が

い

」

を

し

た

上

で

一

か

年

を

限

っ

て

引

き

請

け

、

在

方

に

逗

留

す

る

願

書

を

郡

方

へ

指

し

出

し

て

、

引

請

人

か

ら

入

学

願

書

を

出

し

て

認

可

を

受

け

る

し

く

み

に

な

っ

て

い

た

。

右

記

の

よ

う

な

手

続

き

を

経

て

入

学

を

許

可

さ

れ

た

者

は

、
大

生

・

小

生
（

藩

校

の

場

合

八

歳

以

上

で

前

髪

の

あ

る

者

が

小

生

。
小

生

で

前

髪

を

と

っ

て

以

後

、

十

九

歳

ま

で

の

者

を

大

生

と

い

っ

た

。
）

普

通

は

、

学

房

（

寄

宿

舎

）

に

は

い

る

が

、

学

房

の

一

部

屋

に

は

大

生

・

小

生

を

混

ぜ

て

四

～

五

人

ほ

ど

ず

つ

収

容

し

、
大

生

一

人

が

部

屋

長

と

な

っ

て

取

り

締

ま

っ

た

よ

う

で

あ

る

。
も

っ

と

も

、

学

校

近

村

か

ら

の

入

学

生

は

「

日

通

参

校

者

」

と

呼

ば

れ

て

、

自

宅

か

ら

通

学

し

て

い

た

よ

う

で

あ

る

。

な

お

、

入

学

者

の

う

ち

寄

宿

生

は

、

藩

校

と

同

じ

く

扶

持

方

米

は

自

弁

で

あ

り

、

他

領

か

ら

の

入

学

生

は

、

塩

噌

料

と

し

て

一

日

米

一

合

を

納

め

た

よ

う

で

あ

る

。

そ

し

て

習

字

用

の

諸

道

具

や

材

料

類

を

支

給

さ

れ

た

ほ

か

、

学

業

に

格

別

精

進

し

た

者

は

、

金

子

や

書

物

な

ど

を

褒

美

と

し

て

下

賜

さ

れ

る

こ

と

が

あ

っ

た

。

一

．

領

内

入

学

者

文

化

十

年

（

一

八

一

三

）

小

生

五

十

人

大

生

十

人

文

久

二

年

（

一

八

六

二

）

三

十

人

に

限

る

。

慶

応

四

年

（

一

八

六

八

）

五

十

四

名

が

入

学

。

内

領

内

家

中

武

士

及

び

そ

の

子

弟

十

五

名

民

間

の

子

弟

が

三

十

九

名

（

内

通

学

生

九

名

）
（

内

医

学

関

係

者

八

名

、

大

庄

屋

・

名

主

な

ど

の

村

役

人

の

子

弟

が

十

四

名

、

一

般

農

民

の

子

弟

と

見

ら

れ

る

者

が

十

五

名

、

そ

の

他

が

二

名

。
）

つ

ま

り

、

約

三

割

が

武

士

関

係

で

あ

り

、

過

半

が

上

層

庶

民

で

占

め

ら

れ

て

い

た

。

二

．

他

領

入

学

者

期

限

は

一

か

年

限

り

を

原

則

と

し

た

が

、

特

別

な

場

合

に

は

二

か

年

な

い

し

三

か

年

在

学

し

た

こ

と

も

あ

っ

た

。

他

領

入

学

者

は

ほ

と

ん

ど

閑

谷

新

田

名

主

に

由

緒

を

求

め

て

、

一

か

年

限

り

名

主

宅

へ

寄

留

し

て

入

学

す

る

こ

と

に

な

っ

て

お

り

、

引

受

人

で

あ

る

名

主

か

ら

入

学

届

け

を

出

し

、

そ

れ

を

五

人

組

合

員

の

加

印

、

入

学

者

の

身

元

を

証

明

す

る

五

人

組

頭

の

奥

書

、

さ

ら

に

、

大

庄

屋

が

奥

書

し

た

も

の

を

見

届

役

・

教

授

あ

て

に

提

出

し

、

格

別

の

事

由

が

な

け

れ

ば

入

学

が

許

可

さ

れ

て

い

た

よ

う

で

あ

る

。

嘉

永

四

年

（

一

八

五

一

）

～

文

久

二

年

（

一

八

六

二

）

の

他

領

入

学

者

二

十
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三

名

の

動

向

の

史

料

を

見

る

と

、

出

身

地

は

播

州

（

多

く

が

赤

穂

郡

）

が

約

半

数

の

十

一

名

で

、

讃

州

六

名

、

備

中

四

名

、

作

州

二

名

の

順

に

な

っ

て

い

る

。

第

三

項

職

員

・

教

官

の

組

織

教

官

と

し

て

は

、

教

授

役

が

一

人

も

し

く

は

二

人

、

読

書

師

お

よ

び

習

字

師

が

あ

わ

せ

て

十

人

ば

か

り

置

か

れ

て

い

た

ら

し

い

。

教

授

役

は

教

育

全

般

の

総

括

指

導

者

で

あ

り

、

講

堂

で

の

主

な

講

釈

を

担

当

し

、

少

な

く

と

も

教

授

役

の

一

人

は

、

現

地

に

在

住

す

る

こ

と

が

慣

例

と

な

っ

て

い

た

。

池

田

治

政

の

時

代

に

は

、
二

人

の

教

授

役

に

加

え

て

、
岡

山

藩

校

か

ら

一

ヶ

月

の

う

ち

十

五

日

間

、

閑

谷

に

通

勤

す

る

教

授

役

あ

っ

た

。

ま

た

、

閑

谷

学

校

か

ら

、

岡

山

藩

校

に

通

勤

す

る

こ

と

も

あ

り

、

互

い

に

教

授

役

が

人

事

交

流

し

て

い

た

。

読

書

師

や

習

字

師

は

日

常

的

な

教

育

を

支

え

て

い

た

が

、

そ

の

多

く

は

百

姓

身

分

の

出

身

だ

っ

た

。

事

務

職

員

に

は

見

届

役

と

い

う

最

上

席

の

者

が

二

人

も

し

く

は

三

人

お

り

、

こ

の

下

で

種

々

の

事

務

を

分

掌

す

る

者

と

し

て

、

御

蔵

方

・

地

方

山

林

方

じ

か

た

・

書

物

方

・

筆

紙

墨

方

・

校

厨

賄

方

・

作

事

方

・

日

雇

方

・

山

廻

り

・

御

番

人

な

ど

の

諸

職

が

置

か

れ

て

い

た

。

ま

た

、

天

明

末

年

も

し

く

は

寛

政

初

年

（

一

七

八

八

）

に

閑

谷

奉

行

と

い

う

現

地

総

責

任

者

の

職

が

設

け

ら

れ

て

い

る

。

第

四

項

教

則

と

教

育

内

容

諸

生

に

対

し

て

は

遊

興

・

飲

酒

を

慎

み

、

行

儀

作

法

を

正

し

て

、

学

業

に

出

精

し

、

謙

虚

な

態

度

で

村

方

一

般

の

模

範

に

な

る

よ

う

に

心

掛

け

る

こ

と

が

要

望

さ

れ

て

い

る

。

そ

し

て

、

学

校

職

員

の

う

ち

の

主

と

し

て

見

届

役

が

、

諸

生

の

風

儀

の

取

り

締

ま

り

に

関

与

し

て

い

た

。

学

風

の

根

本

は

、

朱

子

学

で

あ

る

。

岡

山

藩

校

や

閑

谷

学

校

が

創

設

さ

れ

た

当

時

、

藩

主

池

田

光

政

自

身

の

学

風

が

、

か

つ

て

中

江

藤

樹

や

熊

沢

蕃

山

の

影

響

を

受

け

た

陽

明

学

か

ら

、

朱

子

学

に

傾

い

て

お

り

、

す

ぐ

れ

た

朱

子

学

者

だ

っ

た

市

浦

清

七

郎

や

小

原

善

助

ら

が

藩

に

招

聘

さ

れ

、

創

立

期

の

閑

谷

学

校

へ

も

出

講

し

て

い

た

。

諸

生

に

対

す

る

教

育

内

容

に

つ

い

て

は

、

ま

ず

習

字

と

、

「

孝

経

」
「

小

学

」

や

四

書

・

五

経

の

素

読

が

課

せ

ら

れ

た

。

つ

い

で

、
「

左

傳

」
「

国

語

」
「

史

記

」
「

漢

書

」

な

ど

の

中

国

の

史

書

に

も

及

ん

だ

。

習

字

・

読

書

は

、

休

日

で

あ

る

五

の

日

と

十

の

日

を

除

い

て

、

毎

日

四

ッ

時

（

午

前

十

時

）

か

ら

九

ッ

時

（

午

後

一

時

）

ま

で

、

習

字

所

に

お

い

て

、

習

字

師

・

読

書

師

の

指

導

の

下

に

行

わ

れ

た

。
こ

の

う

ち

一

の

日

と

六

の

日

の

四

ツ

時

か

ら

は

、

閑

谷

学

校

教

授

役

に

よ

る

講

義

が

講

堂

で

行

わ

れ

、
講

義

の

教

材

は

四

書
（
「

大

学

」
「

中

庸

」
「

論

語

」
「

孟

子

」
）

が

順

次

取

り

上

げ

ら

れ

る

こ

と

に

な

っ

て

い

た

。
（

講

義

修

了

後

は

習

字

所

で

習

字

読

書

）

ま

た

、

三

の

日

と

八

の

日

に
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は

、
八

ッ

時
（

午

後

二

時

）
か

ら

習

芸

斉

で

五

経
（
「

易

経

」
「

書

経

」
「

詩

経

」

「

春

秋

」
「

礼

記

」
）

お

よ

び

諸

賢

傳

の

類

の

講

釈

が

あ

り

、

読

書

師

が

輪

番

で

勤

め

た

。

そ

の

講

義

が

終

わ

っ

た

後

で

、

大

生

の

一

グ

ル

ー

プ

ず

つ

の

研

究

討

議

、

小

生

一

人

ず

つ

の

試

読

が

お

こ

な

わ

れ

た

。

以

上

が

近

村

か

ら

の

日

通

い

の

民

間

子

弟

な

ど

多

く

の

一

般

諸

生

の

必

修

の

日

課

で

あ

る

。

更

に

、

庶

民

の

中

で

も

優

秀

な

才

能

を

有

す

る

者

や

、

藩

士

の

子

弟

に

は

、

深

い

講

習

や

史

書

・

諸

子

百

家

な

ど

よ

り

高

度

な

教

育

が

与

え

ら

れ

た

。

こ

と

に

、

学

校

に

寄

宿

し

て

い

る

諸

生

は

、

更

に

、

朝

は

六

ッ

半

時

（

午

後

七

時

）

か

ら

夜

四

ツ

時
（

午

後

十

時

）
の

間

、
七

ツ

時
（

午

後

四

時

）
か

ら

六

ツ

時
（

午

後

六

時

）

ま

で

、

休

憩

時

間

を

除

い

て

、

寸

暇

な

く

勉

強

す

る

よ

う

に

言

っ

て

い

る

。

こ

う

し

た

、

教

科

・

教

育

の

諸

則

が

整

備

さ

れ

、

教

育

機

構

が

革

新

さ

れ

た

の

は

、

治

政

の

時

代

（

明

和

年

間

）

だ

と

思

わ

れ

る

。

特

に

、

講

堂

に

お

け

る

月

六

回

の

月

次

の

講

釈

は

、

こ

れ

以

後

、

閑

谷

学

校

に

お

け

る

課

業

の

う

ち

最

も

重

要

視

さ

れ

、
こ

の

講

義

に

は

閑

谷

学

校

に

学

ぶ

諸

生

の

全

員

は

も

ち

ろ

ん

、

読

書

師

・

習

字

師

ら

の

教

官

、

見

届

役

以

下

事

務

職

員

も

全

員

出

席

し

、

そ

の

ほ

か

山

廻

り

・

番

人

以

下

の

諸

奉

公

人

た

ち

も

、

志

あ

る

も

の

は

御

用

の

透

き

に

聴

聞

に

出

る

よ

う

に

と

い

う

こ

と

で

あ

っ

た

。

月

次

の

講

釈

に

は

毎

月

も

し

く

は

隔

月

に

一

度

、

藩

校

か

ら

学

校

奉

行

か

、

も

し

く

は

上

席

の

教

授

役

が

列

せ

し

め

て

い

る

。

こ

の

ほ

か

に

、

毎

月

朔

日

の

朝

、

習

芸

斉

で

は

白

鹿

洞

（

は

く

ろ

う

ど

う

）

掲

示

の

講

釈

が

学

校

開

設

初

期

か

ら

行

わ

れ

て

い

た

ら

し

い

。

近

村

の

百

姓

も

、

こ

の

講

釈

を

聴

聞

し

て

い

た

と

思

わ

れ

る

。

幕

末

、

天

保

の

頃

か

ら

は

、

算

術

の

課

業

も

行

わ

れ

た

。

賞

賜

も

あ

り

、
学

問

出

精

や

行

儀

宜

敷

の

場

合

に

は

、
金

子

や

書

物

や

紙

包

み

、

菓

子

包

み

が

賞

賜

さ

れ

た

。

講

堂

に

は

白

鹿

洞

（

は

く

ろ

う

ど

う

）

が

掲

示

さ

れ

て

い

る

。

朱

子

が

そ

の

書

院

白

鹿

洞

書

院

に

掲

げ

て

い

た

学

規

（

朱

文

公

学

規

）

で

朱

子

の

学

説

を

簡

明

に

示

し

て

い

る

。
学

を

為

す

の

序

で

は
「

博

く

学

び

、
つ

ま

び

ら

か

に

問

い

、

ひ

ろ

く

慎

ま

し

や

か

に

思

い

、

明

ら

か

に

弁

じ

、

篤

く

行

う

」

と

し

て

い

る

。

閑

谷

学

あ

つ

く

校

の

学

風

を

純

粋

朱

子

学

で

あ

る

と

意

思

表

示

し

た

も

の

で

あ

る

。

儀

式

に

は

「

読

初

」

と

「

釈

菜

」

の

儀

が

あ

る

。

年

頭

読

初

の

儀

が

い

つ

か

ら

始

ま

っ

た

か

も

の

か

は

明

ら

か

で

は

な

い

が

、

宝

永

七

年(

一

七

一

〇)

の

正

月

十

七

日

に

岡

山

藩

校

か

ら

学

校

奉

行

が

出

校

列

座

し

、

閑

谷

学

校

教

授

役

が

講

書

の

役

を

行

っ

て

い

る

。

読

初

と

並

ん

で

重

要

な

孔

子

を

祭

る

祭

典

で

あ

る

釈

菜

（

せ

き

さ

い

）

は

貞

亭

三

年

（

一

六

八

六

）

に

初

め

て

行

わ

れ

て

い

る

。

寛

保

四

年

（

一

七

四

四

）

か

ら

は

、

読

初

の

儀

は

「

孝

経

」

の

首

章

の

句

。

釈

菜

の

儀

は

「

大

学

」
「

中

庸

」
「

論

語

」

の

首

章

の

句

を

年

代

わ

り

に

講

ず

る

こ

と

に

な

っ

た

。

ま

た

、

近

村

（

閑

谷

お

よ

び

和

意

谷

）

の

百

姓

に

対

し

て

は

、

各

々

の

名

主

に

命

じ

て

、

一

ヶ

月

に

一

～

二

度

百

姓

を

集

め

、

閑

谷

学

校

の

教

官

お

よ

び

そ
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れ

ぞ

れ

の

役

人

も

一

人

ず

つ

列

席

し

て

、

池

田

光

政

著

の

教

諭

書

を

読

み

聞

か

せ

、

指

導

す

る

こ

と

を

申

し

伝

え

て

い

る

。

天

神

講

は

天

明

二

年

（

一

七

八

二

）

か

ね

て

か

ら

閑

谷

学

校

の

学

風

に

感

化

を

受

け

て

い

た

和

気

郡

北

方

村

の

農

民

の

発

意

に

基

づ

い

て

、

聖

賢

の

道

を

学

習

す

る

気

運

が

熟

し

、

講

師

と

し

て

地

元

か

ら

の

閑

谷

学

校

入

学

生

ら

を

依

頼

し

、

同

校

の

教

授

を

務

め

て

い

た

有

吉

蔵

器

を

擁

し

て

組

織

さ

れ

た

学

習

サ

ー

ク

ル

で

あ

る

。
毎

月

四

、
十

四

、
二

十

四

の

三

回

会

合

を

催

す

こ

と

と

な

っ

た

。

こ

の

よ

う

な

農

民

た

ち

に

よ

っ

て

自

発

的

に

結

成

さ

れ

た

天

神

講

は

、

か

つ

て

の

郡

中

手

習

書

の

機

能

復

活

で

も

あ

り

、

閑

谷

学

校

の

延

長

上

に

あ

る

と

思

わ

れ

る

。
（

注

３

・

４

）
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第

二

章

閑

谷

学

校

と

岡

山

藩

学

校

の

比

較

第

一

節

位

置

と

設

備

岡

山

藩

学

校

は

敷

地

、

建

物

と

も

に

閑

谷

学

校

を

凌

ぐ

規

模

で

あ

る

。

閑

谷

学

校

が

今

の

建

物

に

な

っ

た

の

は

元

禄

一

四

年

（

一

七

〇

一

）

で

あ

り

、

正

式

な

藩

学

校

が

で

き

た

の

が

寛

文

九

年

（

一

六

六

九

）

な

の

で

、

単

純

に

比

較

で

き

な

い

が

、
建

築

面

積

で

そ

れ

ぞ

れ

の

講

堂

を

比

べ

る

と

藩

学

校

が

二

〇

九

畳

、

閑

谷

学

校

が

一

六

〇

畳

で

三

割

ほ

ど

大

き

い

。

こ

の

こ

と

は

、

生

徒

数

、

学

領

の

違

い

か

ら

考

え

て

も

妥

当

と

思

わ

れ

る

。

ま

た

、

閑

谷

学

校

で

は

講

堂

を

除

く

と

、

建

物

ご

と

に

学

習

内

容

が

特

定

し

に

く

い

の

に

対

し

て

、

藩

学

校

は

一

三

棟

の

学

舎

が

目

的

ご

と

に

建

て

ら

れ

て

い

る

。

ま

た

、

演

武

場

、

弓

銃

場

と

い

っ

た

施

設

が

あ

る

こ

と

か

ら

藩

学

校

の

学

習

内

容

が

充

実

し

て

い

る

事

が

わ

か

る

。
（

図

表

③

・

④

参

照

）
（

注

３

・

注

１

７

）

一

方

、

両

者

に

共

通

す

る

点

は

、

学

習

す

る

場

所

や

隣

接

す

る

場

所

に

飲

食

す

る

設

備

が

あ

る

事

で

あ

る

。

藩

学

校

で

は

食

堂

が

習

字

所

に

な

り

、

閑

谷

学

校

で

は

、

習

字

も

行

っ

た

習

芸

斎

の

横

に

飲

室

が

あ

る

。

こ

の

理

由

と

し

て

考

え

ら

れ

る

一

点

目

は

、

学

習

活

動

と

飲

食

活

動

が

関

連

し

て

い

る

と

い

う

事

で

あ

る

。

藩

学

校

で

は

学

習

の

成

果

で

食

卓

の

席

が

決

ま

っ

た

り

、

生

徒

が

給

仕

し

た

り

す

る

こ

と

が

あ

っ

た

。

教

科

の

中

に

、
「

点

茶

」

も

あ

る

。

ま

た

閑

谷

学

校

で

は

冬

の

講

堂

学

習

の

合

間

に

、

飲

室

の

炭

火

で

お

茶

を

飲

み

暖

ま

っ

た

と

い

う

記

録

が

あ

る

。
（

旧

閑

谷

学

校

資

料

館

）

二

点

目

は

、

ど

ち

ら

も

習

字

所

と

し

て

使

わ

れ

て

い

る

た

め

、

水

が

必

要

だ

っ

た

こ

と

が

考

え

ら

れ

る

。

学

領

に

つ

い

て

み

る

と

、
設

立

時

に

お

い

て

藩

学

校

の

学

領

が

二

〇

〇

〇

石

。

閑

谷

学

校

の

学

領

が

二

七

九

石

充

て

ら

れ

た

が

両

者

に

は

大

き

な

差

が

あ

る

。

こ

の

点

は

、

藩

主

の

政

策

の

優

先

度

が

現

れ

て

い

る

と

思

わ

れ

る

。

実

は

藩

学

校

の

学

領

の

ほ

と

ん

ど

が

閑

谷

学

校

の

あ

る

和

気

郡

に

あ

り

、

閑

谷

学

校

の

役

人

が

管

理

し

た

方

が

よ

い

の

に

、

藩

学

校

領

に

し

て

い

る

。

ま

た

、

閑

谷

学

校

に

は

学

校

林

が

あ

る

。

森

林

を

切

り

開

い

て

開

発

し

た

た

め

学

校

林

が

あ

る

事

は

自

然

だ

が

、
「

豊

か

な

農

業

の

た

め

に

は

山

の

手

入

れ

が

大

切

で

あ

る

。
」

と

し

た

熊

沢

蕃

山

の

考

え

方

と

の

共

通

点

が

見

ら

れ

る

。
（

注

１

２

）

位

置

に

つ

い

て

み

る

と

、

藩

学

校

の

位

置

に

つ

い

て

は

、

寛

文

九

年

に

城

下

の

は

ず

れ

で

あ

る

西

中

山

下

に

建

て

ら

れ

る

前

に

、

城

下

の

内

山

下

に

石

山

仮

学

館

が

あ

っ

た

。

最

終

的

に

西

中

山

下

に

移

さ

れ

た

理

由

と

し

て

は

、

庶

民

が

入

り

や

す

い

た

め

と

、

城

下

町

の

刺

激

や

誘

惑

か

ら

離

れ

る

こ

と

が

考

え

ら

れ

る

。
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閑

谷

学

校

の

位

置

に

つ

い

て

は

、

和

井

谷

の

池

田

家

墓

所

が

先

に

選

定

さ

れ

て

い

る

が

「

ゆ

か

り

の

深

い

播

磨

平

野

の

空

が

見

え

る

地

に

池

田

利

隆

、

池

田

輝

政

の

墓

所

を

建

て

て

よ

か

っ

た

。
」
と

光

政

が

話

し

た

と

い

う

記

述

が

あ

る

。

ま

た

、

閑

谷

学

校

内

の

建

物

の

配

置

に

風

水

学

の

考

え

方

が

見

ら

れ

る

（

納

所

と

鬼

門

、

講

堂

、

山

と

谷

の

位

置

な

ど

）

こ

と

か

ら

、

池

田

家

墓

所

、

閑

谷

学

校

に

つ

い

て

も

風

水

学

を

参

考

に

し

て

い

る

と

思

わ

れ

る

。

し

か

し

、

こ

の

地

に

庶

民

の

た

め

の

学

校

を

つ

く

る

動

機

に

は

な

ら

な

い

。

そ

こ

で

、

考

え

ら

れ

る

の

が

こ

の

地

域

を

基

盤

と

し

て

い

る

地

元

豪

農

の

存

在

で

あ

る

。

光

政

は

、

承

応

三

年

（

一

六

五

四

）

か

ら

熊

沢

蕃

山

の

考

え

に

よ

り

「

農

民

の

勤

労

意

欲

向

上

」
を

行

っ

て

い

た

が

、
寛

文

年

間
（

一

六

六

一

～

）
か

ら

は
「

民

衆

教

化

」

へ

と

政

策

を

転

換

し

て

い

た

。

和

気

郡

は

慶

長

検

地

が

さ

れ

ず

土

着

し

た

戦

国

土

豪

層

の

潜

在

勢

力

が

あ

っ

た

地

域

で

あ

る

。
（

注

４

）

柴

田

一

氏

は

「

こ

う

し

た

戦

国

大

名

（

浦

上

氏

）

の

勢

力

を

引

き

継

い

だ

豊

か

な

家

は

、

岡

山

藩

の

内

別

制

度

に

よ

っ

て

（

本

家

か

ら

分

家

し

た

土

地

も

本

家

の

土

地

と

し

て

記

載

す

る

。
）
同

族

共

同

体

が

拡

大

し

、
大

庄

屋

や

村

役

人

に

任

用

さ

れ

、

安

定

し

た

勢

力

を

持

つ

に

至

っ

た

。
」

と

し

て

い

る

。

こ

の

影

響

も

あ

っ

て

か

、

和

気

郡

は

元

キ

リ

シ

タ

ン

信

者

や

日

蓮

宗

不

施

不

受

派

信

者

が

多

い

地

域

で

も

あ

る

。

日

蓮

宗

不

施

不

受

派

信

者

に

対

し

て

寛

文

五

年(

一

六

六

五)

に

幕

府

の

「

日

蓮

宗

不

施

不

受

派

禁

教

」

の

令

が

出

て

い

る

。

こ

の

翌

年

の

寛

文

六

年

（

一

六

六

六

）

に

光

政

は

和

気

郡

木

谷

に

学

校

を

つ

く

る

よ

う

に

命

じ

た

こ

と

か

ら

も

関

連

が

あ

る

と

思

わ

れ

る

。

こ

の

様

な

豪

農

の

基

盤

が

あ

る

地

域

だ

っ

た

か

ら

こ

そ

、

民

衆

教

化

の

中

心

地

に

す

る

必

要

が

あ

っ

た

と

思

わ

れ

る

。
（

図

表

⑨

⑫

参

照

）



- 31 -

第

二

節

活

動

内

容

第

一

項

岡

山

藩

学

校

岡

山

藩

学

校

の

内

容

は

、

そ

の

目

的

か

ら

民

衆

教

化

期

（

寛

文

九

年

～

延

宝

元

年

）

停

滞

期

（

延

宝

元

年

～

元

禄

十

四

年

）

家

塾

的

藩

営

学

校

期

（

元

禄

十

五

年

～

寛

政

一

二

年

）

能

力

開

発

期

（

享

和

元

～

）

に

分

類

し

た

い

。

（

図

表

①

・

④

参

照

）

民

衆

教

化

期

に

は

、

小

侍

者

の

学

習

と

勤

務

を

三

十

五

条

に

わ

た

っ

て

細

か

く

規

定

し

て

い

る

。

小

侍

者

は

百

姓

の

師

弟

で

、

習

字

の

余

暇

官

俗

吏

を

し

佩

刀

を

許

さ

れ

た

。

し

か

し

、

正

規

生

の

小

生

や

大

生

と

は

明

確

に

区

別

さ

れ

て

い

た

。

講

習

は

、

読

書

を

中

心

に

藩

学

校

開

校

時

間

外

の

前

後

一

～

二

時

間

で

あ

り

、

生

活

も

諸

生

部

屋

一

室

に

隔

離

さ

れ

て

い

た

。

学

習

時

間

以

外

は

、

詰

番

、

掃

除

、

給

仕

、

寝

番

な

ど

の

雑

用

を

勤

め

る

。

在

学

期

間

は

五

年

間

だ

っ

た

。

延

宝

に

な

り

、

飢

饉

が

お

こ

る

と

学

校

領

は

五

〇

〇

石

に

減

ら

さ

れ

、

延

宝

二

年

（

一

六

七

四

）
「

宗

旨

請

が

勝

手

次

第

」

と

な

り

神

職

請

は

頓

挫

す

る

。

そ

の

た

め

小

侍

者

の

入

学

も

停

止

さ

れ

、

元

禄

期

に

再

興

さ

れ

る

ま

で

藩

学

校

は

停

滞

期

に

入

る

。

元

禄

期(

一

六

八

八

～)

に

な

る

と

生

徒

数

が

回

復

し

、

元

禄

十

五

年

頃

（

一

七

〇

二

）

か

ら

再

興

さ

れ

、

当

初

は

小

侍

者

も

復

活

し

た

が

宝

永

三

年(

一

七

〇

六)

に

は

小

侍

者

の

記

録

は

無

く

な

っ

て

い

る

。

つ

ま

り

、

こ

の

頃

か

ら

は

小

侍

者

在

学

の

実

態

が

な

い

か

少

な

く

な

っ

て

い

る

と

思

わ

れ

る

。

し

か

し

、

の

ち

に

藩

学

校

お

よ

び

閑

谷

学

校

の

教

師

に

な

る

庄

屋

の

息

子

で

あ

る

有

吉

蔵

器

も

在

学

し

て

お

り

制

度

と

し

て

は

存

在

し

て

い

た

。

こ

の

頃

は

、
家

臣

の

師

弟

で

あ

る

小

生

の

躾

や

学

習

状

況

が

細

か

く

規

定

さ

れ

、

家

塾

的

藩

営

学

校

期

と

な

る

。

詩

会

、

文

会

が

開

催

さ

れ

、

グ

ル

ー

プ

学

習

や

年

間

参

校

日

が

一

八

〇

日

と

さ

れ

る

な

ど

活

動

が

活

発

に

な

っ

た

。

ま

た

明

和

六

年(

一

七

六

九)

に

は

、

講

堂

学

習

の

回

数

が

増

え

て

月

に

十

二

回

と

な

り

、

講

堂

と

食

堂

の

ど

ち

ら

か

で

行

っ

た

。

享

和

元

年

（

一

八

〇

一

）

か

ら

は

そ

れ

ま

で

の

学

芸

的

な

雰

囲

気

か

ら

能

力

主

義

に

一

転

す

る

能

力

開

発

期

に

な

る

。

試

験

の

制

は

毎

年

連

続

十

日

間

に

わ

た

っ

て

行

わ

れ

る

厳

し

い

試

験

で

五

等

級

の

学

年

が

設

定

さ

れ

て

い

た

。

そ

の

た

め

就

学

期

間

も

長

く

、

平

均

一

〇

歳

余

り

の

入

学

者

の

八

割

が

十

九

歳

ま

で

就

学

し

て

い

る

。

学

習

内

容

や

方

法

は

時

代

に

よ

る

変

遷

も

あ

る

が

、
次

の

様

な

も

の

で

あ

る

。

講

堂

学

習

は

、

三

と

八

の

日

に

四

書

を

講

義

し

た

。

内

容

は

充

実

し

て

お

り

、

四

書

を

一

周

す

る

の

に

六

～

七

年

か

か

る

ほ

ど

だ

っ
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た

。

閑

谷

学

校

と

違

う

点

は

小

生

は

大

生

と

同

伴

で

な

け

れ

ば

聴

講

で

き

な

い

点

で

あ

り

、

講

堂

学

習

は

成

人

講

座

だ

っ

た

。

小

生

、

大

生

の

学

習

は

、

集

団

や

個

人

で

ゲ

ー

ム

形

式

で

競

わ

せ

、

生

徒

同

士

が

与

え

る

等

座

学

だ

け

で

は

な

く

集

団

活

動

が

あ

る

点

が

特

徴

的

で

あ

る

。

歌

留

多

形

式

で

競

い

、

食

堂

に

勝

ち

負

け

ご

と

の

席

に

座

り

、

負

け

た

者

が

勝

っ

た

者

の

世

話

を

す

る

の

で

あ

る

。

ま

た

、

閑

谷

学

校

と

異

な

る

点

は

、

大

生

と

小

生

の

出

校

日

が

違

う

。

能

力

別

に

切

磋

琢

磨

す

る

風

潮

が

み

ら

れ

る

。
閑

谷

学

校

に

な

い

科

目

に

は

、
習

礼

、

点

茶

、

演

武

（

射

御

、

槍

剣

、

水

練

）
、

音

楽

が

あ

り

、

内

容

が

バ

ラ

エ

テ

ィ

ー

に

富

ん

で

い

る

。

正

規

の

他

領

入

学

者

は

見

あ

た

ら

な

い

な

ど

の

点

が

挙

げ

ら

れ

る

。

第

二

項

閑

谷

学

校

活

動

内

容

に

お

い

て

閑

谷

学

校

が

藩

学

校

と

異

な

る

の

は

、

講

堂

学

習

に

小

生

も

参

加

で

き

る

点

。

寄

宿

生

に

は

昼

夜

を

問

わ

ず

自

主

的

な

学

習

態

度

が

求

め

ら

れ

た

点

。

日

通

い

の

生

徒

に

は

、
「

孝

」

の

実

践

で

あ

る

家

事

を

行

う

事

を

推

奨

す

る

と

さ

れ

て

、

柔

軟

な

学

習

参

加

が

可

能

だ

っ

た

点

。

他

領

入

学

者

も

受

け

入

れ

て

い

た

点

が

挙

げ

ら

れ

る

。

ま

た

、

職

員

の

職

種

も

藩

学

校

と

は

立

地

、

活

動

内

容

の

違

い

に

応

じ

て

異

な

っ

た

も

の

に

成

っ

て

い

る

。

就

学

期

間

は

一

～

二

年

の

生

徒

が

多

く

藩

学

校

に

比

べ

て

短

い

。

閑

谷

学

校

は

、
そ

の

活

動

内

容

か

ら

創

設

期
（

寛

文

十

二

年

～

宝

暦

十

三

年

）

活

動

全

盛

期

（

宝

暦

十

四

年

～

文

政

一

二

年

）

幕

末

期

（

天

保

年

間

～

明

治

維

新

）

に

分

け

ら

れ

る

。
（

図

表

①

②

参

照

）

創

設

期

に

は

藩

学

校

と

同

様

に

、

民

衆

教

化

を

目

的

と

し

て

い

た

が

神

職

請

の

頓

挫

も

あ

り

、

や

が

て

衰

退

し

て

い

る

。

そ

の

後

、

津

田

永

忠

ら

の

尽

力

で

廃

校

の

危

機

を

乗

り

切

り

、

市

浦

毅

斎

ら

の

運

営

に

よ

っ

て

維

持

さ

れ

て

き

た

。
「

学

校

と

し

て

の

体

を

成

し

て

い

な

い

」

と

い

わ

れ

る

状

態

に

あ

っ

た

閑

谷

学

校

を

再

興

し

た

の

が

有

吉

臓

器

で

あ

る

。

そ

し

て

、

池

田

治

政

が

藩

主

に

な

っ

た

宝

暦

十

四

年

に

全

盛

期

と

な

る

。

有

吉

臓

器

は

、

百

姓

身

分

の

近

隣

の

庄

屋

家

に

生

ま

れ

た

。

父

が

優

秀

で

苗

字

・

帯

刀

も

許

さ

れ

て

い

た

の

で

、

蔵

器

も

国

学

に

入

学

す

る

こ

と

が

で

き

、

儒

官

と

な

る

。

し

か

し

、

当

時

、

衰

退

し

て

い

た

閑

谷

学

校

に

左

遷

さ

れ

る

こ

と

と

な

る

。

こ

の

こ

と

を

本

人

は

、

教

育

に

精

魂

を

こ

め

て

い

た

の

で

藩

士

の

師

弟

で

あ

ろ

う

と

厳

し

く

叱

責

し

た

こ

と

が

原

因

だ

と

考

え

て

い

た

。

身

分

的

な

差

別

感

情

も

背

景

と

し

て

考

え

ら

れ

る

。

し

か

し

、

実

家

の

働

村

に

近

く

、

自

分

の

教

え

を

広

め

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

に

気

付

き

、
「

課

業

規

則

」

を

作

っ

た

り

、

武

元

登

々

庵

・

武

元

君

立

な

ど

の
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優

秀

な

卒

業

生

も

送

り

出

し

た

。

彼

は

、

性

格

剛

直

で

上

司

に

対

し

て

も

主

張

を

曲

げ

ず

、

生

徒

に

対

し

て

も

叱

責

し

た

。

年

齢

も

増

し

た

閑

谷

学

校

時

代

に

は

温

厚

に

な

り

、

購

読

の

と

き

に

は

故

事

を

談

じ

、

冗

談

も

交

え

る

が

、

話

の

結

末

は

義

理

談

義

で

落

と

し

た

と

い

う

。

息

子

の

有

吉

行

蔵

は

教

授

役

で

あ

る

。

岡

山

藩

校

と

閑

谷

学

校

は

、

教

師

、

生

徒

と

も

に

互

い

に

ラ

イ

バ

ル

意

識

が

あ

っ

た

よ

う

で

あ

る

。

岡

山

藩

校

は

藩

士

と

し

て

の

中

央

意

識

。

閑

谷

学

校

は

、

地

方

役

人

、

医

師

、

実

務

家

と

し

て

の

行

動

力

。

ま

た

、

京

都

に

近

く

な

お

か

つ

中

央

の

監

視

が

届

き

に

く

い

と

い

う

地

理

的

要

因

に

よ

る

自

由

な

情

報

と

い

う

自

負

が

あ

っ

た

よ

う

で

あ

る

。

こ

の

時

期

に

特

筆

す

べ

き

点

は

、

藩

学

校

の

小

侍

者

や

閑

谷

学

校

出

身

の

元

百

姓

の

者

が

藩

学

校

や

閑

谷

学

校

の

指

導

者

と

な

っ

た

り

、

様

々

な

分

野

で

豪

農

独

自

の

思

想

や

学

問

を

開

花

さ

せ

、

全

国

規

模

で

様

々

な

人

々

と

交

流

を

持

っ

て

い

た

事

で

あ

る

。

ま

た

、

閑

谷

学

校

の

生

徒

、

教

員

は

和

気

地

域

の

住

民

に

よ

る

自

主

的

な

学

習

サ

ー

ク

ル

で

あ

る

天

神

講

の

と

も

深

く

関

わ

っ

て

お

り

、

学

習

活

動

の

地

域

住

民

へ

の

拡

が

り

は

特

筆

す

べ

き

で

あ

る

。

幕

末

期

に

は

岡

山

藩

な

ら

び

に

閑

谷

学

校

の

財

政

が

悪

化

し

、

人

々

の

家

計

が

苦

し

か

っ

た

こ

と

も

あ

り

生

徒

数

は

減

少

し

て

い

る

。

し

か

し

、

そ

こ

に

学

ん

だ

生

徒

に

は

西

周

、

大

鳥

圭

介

と

い

っ

た

幕

臣

や

陸

軍

奉

行

に

な

っ

た

者

が

い

た

り

、

備

中

松

山

藩

の

山

田

方

谷

が

講

堂

で

講

釈

を

行

う

な

ど

、

人

的

交

流

、

文

化

的

交

流

が

盛

ん

に

な

っ

て

い

る

。

（

図

表

⑦

参

照

）
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第

三

節

藩

学

校

と

閑

谷

学

校

の

特

質

第

一

項

藩

学

校

の

特

質

一

．

最

古

の

藩

学

校

岡

山

藩

内

で

は

、

ま

ず

石

山

仮

学

校

が

設

置

さ

れ

、

や

が

て

本

格

的

な

岡

山

藩

学

校

が

設

置

さ

れ

て

い

く

。

こ

れ

ら

が

日

本

で

最

も

古

い

藩

営

の

学

校

で

あ

る

事

が

特

質

の

一

つ

に

挙

げ

ら

れ

る

。

岡

山

藩

学

校

が

設

立

さ

れ

て

も

、

他

藩

に

藩

校

は

増

え

な

か

っ

た

。

他

藩

に

お

い

て

藩

校

の

設

立

が

増

え

る

の

は

寛

政

年

間

か

ら

天

保

年

間

に

か

け

て

で

あ

る

。

諸

藩

は

教

育

を

藩

政

改

革

の

一

環

と

し

て

、
幕

藩

体

制

の

揺

ら

ぎ

に

対

応

で

き

、

富

国

強

兵

策

を

推

進

で

き

る

人

材

の

育

成

を

め

ざ

し

た

。

当

初

、

他

の

藩

学

は

異

な

る

年

齢

や

異

な

る

能

力

の

生

徒

が

混

在

し

て

学

習

し

て

い

た

り

、

教

育

課

程

が

明

確

で

は

な

い

実

態

が

あ

っ

た

。

教

育

シ

ス

テ

ム

が

整

う

の

は

寛

政

年

間

の

頃

で

あ

る

。

幕

末

に

は

藩

校

へ

の

庶

民

の

入

学

も

許

可

す

る

と

こ

ろ

も

出

て

く

る

。

二

．

小

侍

者

岡

山

藩

学

校

の

二

つ

目

の

特

色

と

し

て

あ

げ

ら

れ

る

の

は

、

庶

民

の

入

学

を

い

ち

早

く

許

可

し

て

い

た

事

で

あ

る

。

岡

山

藩

学

校

は

当

初

か

ら

大

生

、
小

生

、
小

侍

者

の

学

習

時

間

を

分

け

て

お

り

、

通

知

表

で

評

価

を

行

い

、

庶

民

も

受

け

入

れ

て

い

る

な

ど

、

他

藩

に

先

駆

け

た

教

育

課

程

や

運

営

方

法

を

お

こ

な

っ

て

い

た

。

学

校

修

了

後

は

岡

山

藩

学

校

の

小

侍

者

か

ら

閑

谷

学

校

や

そ

の

他

の

教

育

者

に

な

っ

た

も

の

は

多

い

。

ま

た

、

閑

谷

学

校

か

ら

藩

学

校

に

進

学

し

た

も

の

も

い

る

。

い

ず

れ

の

場

合

も

、

庶

民

と

士

民

が

同

じ

場

所

で

学

べ

た

事

は

特

質

で

あ

る

。

し

か

し

、

無

制

限

に

自

由

に

受

け

入

れ

た

わ

け

で

は

な

く

、

一

定

の

分

限

が

あ

っ

た

。

能

力

の

あ

る

も

の

を

登

用

す

る

事

と

一

定

の

分

限

を

す

る

事

は

両

校

の

開

校

当

初

か

ら

の

相

矛

盾

す

る

課

題

だ

っ

た

。
木

村

政

信

氏

は
「

分

限

教

育

論

」

の

概

念

を

提

起

し

、

寺

子

屋

は

児

童

が

「

読

み

書

き

算

盤

」

を

学

び

、

私

塾

は

青

年

が
「

漢

学

・

国

学

そ

の

他

の

専

門

学

科

」
を

学

ぶ

。（

両

性

具

有

も

あ

る

。
）

と

い

う

学

校

種

の

分

限

。

ま

た

、

村

の

な

か

で

は

階

層

に

応

じ

て

教

育

段

階

が

設

定

さ

れ

て

い

て

、

教

育

内

容

で

は

①

漢

文

・

漢

学

を

学

ぶ

層

②

中

程

度

の

の

学

芸

層

③

初

歩

的

学

芸

お

よ

び

文

字

教

育

層

④

無

文

字

層

と

い

う

階

層

の

分

限

を

例

に

挙

げ

て

い

る

。
（

注

１

８

）

藩

学

校

の

小

侍

者

は

一

部

こ

の
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分

限

か

ら

自

由

に

な

っ

た

の

だ

が

、

そ

の

中

で

の

分

限

は

あ

る

。

小

侍

者

を

藩

学

校

、

閑

谷

学

校

に

入

学

さ

せ

た

理

由

と

し

て

は

、

ま

ず

神

道

請

に

な

っ

た

た

め

、

寺

社

の

撤

廃

、

つ

ま

り

寺

子

屋

の

全

廃

が

行

わ

れ

る

こ

と

と

な

っ

た

。

そ

こ

で

、

急

遽

、

多

く

の

手

習

所

を

藩

が

創

設

す

る

事

と

な

っ

た

が

、

教

員

が

不

足

し

て

い

る

。
（

将

来

は

、

私

立

に

す

る

予

定

だ

っ

た

。
）

そ

こ

で

教

員

養

成

の

た

め

に

、

武

士

以

外

の

庶

民

も

受

け

入

れ

た

と

さ

れ

て

い

る

。

全

国

で

も

、

公

開

講

座

以

外

で

庶

士

共

学

だ

っ

た

の

は

岡

山

、

加

賀

、

大

野

の

三

藩

の

み

だ

っ

た

。

三

．

人

材

養

成

の

た

め

の

教

育

機

関

藩

校

の

成

立

に

は

「

孔

子

を

祀

る

聖

廟

か

ら

拡

大

し

た

も

の

」
、
「

儒

者

な

ど

の

家

塾

が

藩

の

保

護

を

受

け

て

公

的

な

も

の

に

転

換

し

た

も

の

」
、
「

講

釈

の

た

め

の

講

堂

か

ら

成

長

し

た

も

の

」

が

あ

る

が

、

藩

学

校

は

「

講

釈

の

た

め

の

講

堂

か

ら

成

長

し

た

も

の

」

だ

と

思

わ

れ

る

。

岡

山

藩

学

校

に

は

聖

廟

が

な

く

、

開

校

当

初

か

ら

中

室

と

い

う

建

物

に

中

江

藤

樹

の

書

が

掲

げ

ら

れ

て

い

た

。

釈

菜

が

行

わ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

の

は

開

校

か

ら

十

三

年

後

の

天

和

二

年

（

一

六

八

二

）

で

あ

る

。

つ

ま

り

、

開

校

時

に

は

陽

明

学

に

依

拠

し

て

い

た

学

風

が

、

次

第

に

純

粋

朱

子

学

と

な

っ

た

も

の

と

思

わ

れ

る

。

ま

た

、

民

衆

教

化

の

た

め

と

は

い

え

、

延

宝

二

年(

一

六

七

四)

神

職

請

が

な

く

な

っ

て

も

小

侍

者

の

入

学

を

許

し

て

い

る

事

か

ら

進

取

的

で

堅

実

な

学

風

が

う

か

が

え

る

。

し

か

し

、

閑

谷

学

校

と

の

関

係

か

ら

み

る

と

藩

学

校

の

保

守

性

が

明

ら

か

に

な

る

。

藩

学

校

は

あ

く

ま

で

も

中

央

や

新

し

い

学

問

に

通

じ

る

藩

役

人

養

成

の

た

め

の

教

育

機

関

で

あ

り

、

能

力

の

あ

る

庶

民

で

も

藩

の

方

針

に

異

議

を

申

し

立

て

る

人

は

些

細

な

事

で

も

責

任

を

取

ら

さ

れ

た

り

、

容

疑

を

か

け

ら

れ

た

り

し

た

。

一

方

、

能

力

が

あ

り

異

議

を

申

し

立

て

な

い

人

は

江

戸

に

派

遣

さ

れ

た

り

、

後

の

仕

事

を

保

証

さ

れ

る

な

ど

対

応

が

異

な

る

の

で

あ

る

。

第

二

項

閑

谷

学

校

の

特

質

一

．

最

古

の

郷

学

閑

谷

学

校

の

特

質

の

一

つ

目

は

、

寛

文

十

二

年

（

一

六

七

二

）

に

で

き

た

最

も

古

い

庶

民

の

「

郷

学

」

と

い

う

点

で

あ

る

。

成

立

年

代

に

つ

い

て

は

異

論

も

あ

る

が

本

稿

で

は

、

閑

谷

学

問

所

と

呼

ば

れ

る

よ

う

に

な

り

、

郡

代

で

あ

る

津

田

永

忠

が

取

り

立

て

専

任

と

な

っ

た

寛

文

十

二

年

を

設

立

年

代

と

し

た

い

。
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二

．

聖

廟

を

中

心

と

し

た

学

校

成

立

特

質

の

二

つ

目

を

、

学

校

の

成

立

ス

タ

イ

ル

に

つ

い

て

考

え

る

と

、
「

孔

子

を

祀

る

聖

廟

か

ら

拡

大

し

た

も

の

」

に

な

る

と

思

わ

れ

る

。

建

築

順

を

見

る

と

、

講

堂

、

聖

堂

、

小

斎

な

の

だ

が

建

て

替

え

ら

れ

た

順

を

見

る

と

聖

堂

、

芳

烈

祀

、

講

堂

の

順

と

な

る

の

で

あ

る

。
（

小

斎

が

一

番

古

く

池

田

光

政

の

象

徴

と

し

て

残

さ

れ

て

い

る

が

、

教

育

に

も

儀

式

に

も

使

わ

れ

て

い

な

い

）

そ

し

て

、

津

田

永

忠

が

将

来

を

心

配

し

、
「

孔

子

と

池

田

光

政

を

ま

つ

り

あ

げ

る

こ

と

に

よ

っ

て

維

持

さ

せ

よ

う

と

し

た

。
」

こ

と

か

ら

も

孔

子

が

学

校

の

中

心

で

あ

る

と

思

わ

れ

る

。

し

か

し

、

旧

聖

堂

が

造

ら

れ

た

延

宝

二

年

（

一

六

七

四

）

に

は

「

宗

旨

請

は

勝

手

次

第

」

と

な

り

神

職

請

が

終

わ

っ

て

い

る

事

を

考

え

る

と

光

政

の

精

神

を

シ

ン

ボ

ル

と

し

て

残

し

た

い

と

い

う

意

識

か

ら

聖

堂

、

芳

烈

祀

を

造

っ

た

と

考

え

る

方

が

自

然

で

あ

る

。

閑

谷

学

校

の

当

初

の

設

立

目

的

は

庶

民

の

儒

教

へ

の

教

化

で

あ

る

と

さ

れ

る

が

、

延

宝

二

年

（

一

六

七

四

）

に

は

す

で

に

神

職

請

が

終

わ

っ

て

お

り

、

儒

教

へ

の

教

化

で

は

な

く

儒

学

（

朱

子

学

）

に

よ

る

リ

ー

ダ

ー

養

成

へ

と

目

的

が

変

化

し

て

い

る

。
（

注

１

９

）

三

．

庶

民

リ

ー

ダ

ー

養

成

の

た

め

の

教

育

機

関

特

質

の

三

つ

目

の

学

風

は

、

宝

暦

十

四

年

頃

か

ら

明

ら

か

に

出

て

く

る

。

そ

れ

ま

で

は

、
「

学

校

と

し

て

の

体

も

成

し

て

い

な

い

。
」

と

も

言

わ

れ

た

。

し

か

し

、
宝

暦

年

間

の

頃

か

ら

豪

農

独

自

の
「

修

身

斉

家

」
か

ら
「

経

世

斉

民

」

へ

と

転

換

し

て

い

く

思

想

・

学

問

や

、

余

裕

の

あ

る

時

間

や

場

所

で

生

ま

れ

る

「

高

踏

的

趣

味

的

学

問

」

が

純

粋

朱

子

学

と

い

う

正

課

に

肉

付

け

さ

れ

る

形

で

内

容

の

拡

大

が

見

ら

れ

る

。

ま

た

、

学

校

と

い

う

枠

を

越

え

て

藩

学

校

出

身

の

教

師

や

、

士

族

、

庶

民

、

地

域

住

民

ま

で

の

広

い

範

囲

で

広

が

っ

た

。

さ

ら

に

、

周

囲

の

私

塾

や

地

域

住

民

、

他

領

の

文

化

人

と

の

自

由

な

交

流

が

ひ

ろ

が

っ

た

こ

と

も

特

筆

す

べ

き

で

あ

る

。
（

図

表

⑦

参

照

）
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第

三

章

蔵

書

に

み

る

閑

谷

学

校

と

藩

学

校

の

教

育

内

容

第

一

節

閑

谷

学

校

蔵

書

の

目

録

に

つ

い

て

第

一

項

蔵

書

に

つ

い

て

閑

谷

学

校

は

寛

文

一

〇

年

（

一

六

七

〇

）

に

仮

学

校

が

創

設

さ

れ

た

こ

と

に

は

じ

ま

る

が

，

そ

の

蔵

書

の

源

流

に

は

，

閑

谷

学

校

開

校

前

に

延

宝

七

年

（

一

六

七

九

）

に

岡

山

学

校

文

庫

か

ら

閑

谷

学

校

に

転

置

さ

れ

た

『

十

三

経

注

疏

』
，

寛

永

一

三

年

の

印

が

あ

る

『

四

書

蒙

引

』
，

寛

永

二

〇

年

の

『

武

経

直

解

』

な

ど

が

あ

る

。

そ

の

後

，

開

校

に

と

も

な

っ

て

大

量

に

入

庫

し

た

ほ

か

，

時

代

と

共

に

様

々

な

書

籍

が

入

庫

す

る

。

そ

し

て

明

治

維

新

と

と

も

に

一

時

休

止

す

る

が

，

明

治

六

年

に

閑

谷

精

舎

と

し

て

，

ま

た

，

明

治

一

七

年

に

閑

谷

黃

と

な

り

，

私

立

閑

谷

中

学

校

，

私

立

中

学

閑

谷

黃

，

岡

山

縣

閑

谷

中

学

校

，

岡

山

県

立

閑

谷

高

等

学

校

と

校

名

が

変

わ

り

な

が

ら

も

，

昭

和

三

九

年

（

一

九

六

四

）

ま

で

学

校

と

し

て

存

続

し

て

い

た

。

こ

の

こ

と

は

，

他

藩

と

比

べ

て

蔵

書

の

散

逸

が

少

な

か

っ

た

要

因

で

あ

る

。

本

研

究

で

は

，

江

戸

時

代

の

入

庫

本

に

つ

い

て

と

り

あ

げ

る

。

蔵

書

印

や

入

庫

年

月

日

が

記

入

し

て

い

る

も

の

は

、

購

入

の

時

期

を

特

定

で

き

る

。

ま

た

，

漢

籍

で

あ

っ

て

も

発

行

年

代

が

近

代

の

も

の

は

除

外

し

た

。

閑

谷

学

校

蔵

書

の

蔵

書

目

録

に

は

次

の

も

の

が

あ

る

。

（

１

）
『

御

書

物

目

録

閑

谷

学

校

御

預

御

内

家

御

品

物

目

録

』

こ

の

時

期

，

池

田

光

政

を

祀

っ

て

い

る

芳

裂

祀

が

閑

谷

神

社

と

な

る

に

あ

た

っ

て

，

池

田

家

ゆ

か

り

の

物

品

や

書

籍

等

は

池

田

家

事

務

所

（

後

の

林

原

美

術

館

）

に

移

管

し

て

い

る

。

ま

た

，
（

１

）

以

降

，

幾

度

も

廃

校

の

危

機

に

瀕

す

る

に

あ

た

り

，

多

く

の

書

籍

や

宝

器

が

池

田

家

事

務

所

に

入

庫

し

，

そ

の

多

く

の

書

籍

は

岡

山

県

立

図

書

館

に

管

理

を

委

託

さ

れ

て

い

る

。

（

２

）
『

明

治

十

年

九

月

改

閑

谷

精

舎

従

来

備

附

書

籍

簿

』

こ

の

目

録

が

つ

く

ら

れ

る

前

，

明

治

八

～

九

年

に

東

京

書

籍

館

が

旧

藩

蔵

書

の

収

集

を

行

い

一

一

部

六

九

冊

が

閑

谷

学

校

か

ら

東

京

書

籍

館

（

後

の

国

立

国

会

図

書

館

）

に

提

出

さ

れ

て

い

る

。

（

３

）
『

岡

山

藩

校

書

籍

目

録

附

閑

谷

学

校

蔵

書

』

昭

和

三

年

四

月

に

，

旧

岡

山

県

立

図

書

館

か

ら

帝

国

図

書

館

に

寄

せ

ら

れ

た

蔵

書

調

査

記

録

で

あ

る

。
（

３

）

と

（

４

）

の

目

録

の

内

容
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は

同

様

で

あ

る

。

（

４

）
『

延

宝

宝

暦

文

化

時

代

岡

山

地

方

図

書

館

蔵

書

目

録

岡

山

藩

校

文

庫

・

閑

谷

黌

文

庫

・

経

宜

堂

（

岡

山

河

本

一

阿

設

立

）
』

こ

の

目

録

に

は

閑

谷

学

校

の

蔵

書

と

と

も

に

岡

山

藩

学

校

の

蔵

書

お

よ

び

民

間

の

書

店

で

あ

る

経

宜

堂

の

蔵

書

が

併

記

さ

れ

て

い

る

。

岡

山

藩

学

校

と

閑

谷

学

校

は

人

事

交

流

と

と

も

に

，

数

多

く

書

籍

が

流

入

し

て

い

る

。
（

７

）

の

蔵

書

は

，

現

存

す

る

閑

谷

学

校

文

庫

に

保

存

さ

れ

て

い

た

が

，

平

成

一

二

～

一

四

年

に

四

，

〇

四

一

点

が

重

要

文

化

財

に

指

定

さ

れ

る

に

あ

た

り

，

六

，

一

九

八

冊

が

岡

山

県

立

博

物

館

に

管

理

を

移

譲

さ

れ

て

い

る

。

（

５

）
『

漢

学

研

究

室

図

書

目

録

』

こ

の

冊

数

を

み

る

と

（

３

）

お

よ

び

（

４

）

か

ら

冊

数

が

減

少

し

て

い

る

。

第

二

項

散

逸

し

た

蔵

書

に

つ

い

て

こ

の

よ

う

な

管

理

の

移

譲

の

経

緯

に

よ

っ

て

，
（

６

）

岡

山

大

学

図

書

館

の

池

田

家

文

庫,

林

原

美

術

館

，

国

立

国

会

図

書

館

に

も

そ

れ

ぞ

れ

複

数

存

在

し

て

い

る

。

林

原

美

術

館

に

は

池

田

由

来

の

書

籍

お

よ

び

写

本

。

国

立

国

会

図

書

館

に

は

近

世

漢

書

の

基

幹

と

な

る

書

籍

，

そ

の

他

の

希

少

図

書

と

し

て

岡

山

大

学

図

書

館

の

池

田

家

文

庫

に

存

在

し

て

い

る

。

こ

う

し

た

蔵

書

移

管

の

経

緯

に

つ

い

て

は

、
（

図

）

に

示

し

た

通

り

で

あ

る

。

ま

た

，

戦

前

の

岡

山

県

立

図

書

館

所

蔵

の

約

四

，

〇

〇

〇

点

余

り

が

昭

和

二

〇

年

に

焼

失

し

，

残

さ

れ

て

い

な

い

。

そ

こ

で

戦

前

の

閑

谷

学

校

の

蔵

書

の

全

体

像

（

江

戸

期

入

庫

）

を

明

ら

か

に

す

る

た

め

に

、

次

の

第

二

節

に

お

い

て

，
（

４

）
『

延

宝

宝

暦

文

化

時

代

岡

山

地

方

図

書

館

蔵

書

目

録

』

岡

山

縣

立

図

書

館

と

（

７

）
『

旧

閑

谷

学

校

歴

史

資

料

目

録

』

特

別

史

跡

閑

谷

学

校

顕

彰

保

存

会

を

比

較

し

照

ら

し

合

わ

せ

て

考

察

し

た

。
（

図

表

⑫

参

照

）
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第

二

節

昭

和

一

〇

年

お

よ

び

昭

和

五

五

年

の

目

録

に

よ

る

考

察

第

一

項

戦

前

の

蔵

書

内

容

の

考

察

「

昭

和

一

〇

年

お

よ

び

昭

和

五

五

年

の

デ

ー

タ

に

よ

る

目

録

」

の

網

掛

け

部

分

が

，

昭

和

一

〇

年

お

よ

び

昭

和

五

五

年

の

間

に

戦

災

や

そ

の

他

の

理

由

で

紛

失

，

焼

失

ま

た

は

他

に

移

動

し

て

無

く

な

っ

て

い

る

書

籍

で

あ

る

。

こ

の

参

照

に

よ

り

，

岡

山

県

立

博

物

館

に

現

存

と

し

て

い

る

六

一

九

八

冊

よ

り

も

，

多

い

六

，

六

一

三

冊

以

上

の

在

庫

が

推

測

さ

れ

た

。

ま

た

，

そ

の

内

訳

を

み

る

と

，

史

部

が

今

よ

り

も

か

な

り

充

実

し

て

お

り

，

閑

谷

学

校

が

藩

学

校

を

上

回

っ

て

い

る

。

藩

学

校

，

閑

谷

学

校

と

も

に

経

書

が

多

く

，

教

育

内

容

に

お

い

て

中

国

の

歴

史

を

重

視

し

て

い

た

。

特

に

，

一

人

あ

た

り

の

書

籍

数

で

は

閑

谷

学

校

が

多

い

。

ま

た

，

今

回

，

明

ら

か

に

な

っ

た

昭

和

一

〇

年

の

デ

ー

タ

を

み

る

と

，

当

時

は

，

多

様

な

辞

書

が

数

多

く

用

意

さ

れ

て

い

た

こ

と

が

わ

か

る

。

閑

谷

学

校

で

は

、

一

日

の

学

習

時

間

の

大

半

を

小

グ

ル

ー

プ

の

会

読

お

よ

び

自

習

と

し

，

自

ら

学

ぶ

こ

と

を

重

視

す

る

方

法

を

と

っ

て

い

た

。

こ

の

こ

と

か

ら

、

同

一

の

複

数

の

辞

書

が

不

可

欠

だ

っ

た

と

い

え

る

。
（

図

⑬

参

照

）

第

二

項

蔵

書

に

み

る

岡

山

藩

学

校

の

特

質

昭

和

一

〇

年

の

岡

山

藩

学

校

の

蔵

書

内

容

と

閑

谷

学

校

の

蔵

書

内

容

を

比

較

す

る

と

藩

学

校

の

冊

数

は

多

く

一

七

，

六

三

六

冊

で

あ

り

，

雑

書

六

，

三

五

六

冊

に

み

ら

れ

る

よ

う

に

内

容

も

多

様

で

あ

り

，

岡

山

の

中

央

文

庫

と

し

て

の

特

質

が

見

ら

れ

る

。

ま

た

，

閑

谷

学

校

の

詩

文

書

は

，

比

較

的

少

な

い

が

，

藩

学

校

の

詩

文

書

は

多

く

，

武

士

の

師

弟

と

し

て

の

嗜

み

と

し

て

の

詩

歌

の

重

要

性

も

伺

う

こ

と

が

で

き

る

。

昭

和

一

〇

年

の

閑

谷

学

校

の

蔵

書

か

ら

，

現

在

の

蔵

書

を

み

る

よ

り

も

，

閑

谷

学

校

の

特

質

が

よ

り

現

れ

て

い

る

こ

と

が

わ

か

っ

た

。

岡

山

藩

学

校

は

藩

士

を

対

象

と

し

て

知

識

を

注

入

し

た

り

、

武

士

と

し

て

の

心

得

を

体

得

す

る

も

の

で

あ

り

，

中

央

（

池

田

家

，

幕

府

）

の

監

視

も

あ

っ

て

，

互

い

の

競

争

意

識

を

煽

る

風

潮

が

あ

る

。

第

三

項

蔵

書

に

み

る

閑

谷

学

校

の

特

質

閑

谷

学

校

は

豪

農

他

，

庶

民

が

対

象

の

自

学

自

習

が

基

本

と

な

る

ゆ

と

り
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の

あ

る

教

育

で

あ

り

，

少

人

数

で

年

長

生

徒

に

よ

る

指

導

を

行

っ

て

い

る

。

閑

谷

学

校

も

開

校

当

時

は

純

粋

朱

子

学

の

建

前

が

あ

っ

た

も

の

の

，

城

下

か

ら

五

〇

キ

ロ

も

離

れ

て

い

る

の

で

池

田

藩

の

目

も

行

き

届

か

な

く

な

り

，

一

八

世

紀

に

は

自

然

の

中

で

詩

吟

を

楽

し

む

場

と

し

て

多

く

の

文

人

・

才

人

が

訪

れ

，

有

能

な

人

材

を

輩

出

し

た

。

昭

和

一

〇

年

の

閑

谷

学

校

の

蔵

書

か

ら

，

現

在

の

蔵

書

を

み

る

よ

り

も

，

閑

谷

学

校

の

特

質

が

よ

り

現

れ

て

い

る

こ

と

が

わ

か

っ

た

。

閑

谷

学

校

の

雑

書

は

二

六

八

冊

と

比

較

的

少

な

い

が

，

内

容

は

多

様

で

あ

り

，

更

に

，

反

体

勢

的

な

書

籍

も

含

ん

で

い

る

。

こ

の

よ

う

に

閑

谷

学

校

で

は

一

九

世

紀

に

は

、

陽

明

学

の

書

籍

や

頼

山

陽

『

日

本

外

史

』
，
『

日

本

政

記

』

な

ど

の

書

籍

な

ど

に

よ

り

、

自

由

な

幕

末

思

想

を

学

ぶ

こ

と

が

で

き

た

。

そ

の

た

め

に

、

他

藩

入

学

者

が

増

加

し

て

い

る

。

本

研

究

の

一

環

で

、

岡

山

県

立

博

物

館

の

閑

谷

学

校

文

庫

の

う

ち

、
『

四

書

』

の

現

物

を

調

査

し

た

と

こ

ろ

複

数

の

冊

子

に

、

模

写

・

書

写

の

練

習

の

形

跡

が

多

く

見

ら

れ

た

。

水

戸

藩

蔵

書

に

つ

い

て

同

様

の

漢

籍

を

調

査

し

た

と

こ

ろ

、

大

変

保

存

状

態

が

よ

い

が

、

同

様

の

形

跡

は

見

ら

れ

な

か

っ

た

。

こ

の

よ

う

な

本

物

の

準

漢

書

に

触

れ

る

体

験

が

で

き

る

の

は

、

岡

山

に

お

け

る

漢

籍

、

準

漢

籍

の

書

籍

普

及

数

が

多

い

事

に

あ

る

。

岡

山

藩

で

は

町

人

河

本

家

に

よ

っ

て

三

万

冊

を

超

え

る

蔵

書

を

有

す

る

経

誼

堂

と

い

う

公

開

図

書

館

が

設

立

さ

れ

て

い

る

。
（

こ

の

図

書

館

に

も

他

藩

か

ら

も

訪

れ

て

い

る

。
）

そ

し

て

、

岡

山

城

下

と

は

異

な

る

大

ら

か

さ

も

要

因

だ

と

思

わ

れ

る

。

ま

た

、

自

由

に

学

ぶ

た

め

に

必

要

な

複

数

の

辞

書

や

書

籍

が

あ

り

、

自

ら

調

べ

て

学

ぶ

事

が

で

き

る

学

習

環

境

が

あ

っ

た

事

が

特

質

と

い

え

る

。
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第

三

節

時

代

ご

と

の

思

想

背

景

お

よ

び

閑

谷

学

校

蔵

書

に

つ

い

て

第

一

項

蔵

書

に

み

る

時

代

変

遷

に

つ

い

て

朱

子

学

が

「

広

く

普

及

し

、

受

容

さ

れ

」

は

じ

め

た

の

は

綱

吉

の

治

世

の

頃

で

あ

り

、

そ

れ

ま

で

は

い

ま

だ

仏

教

の

影

響

力

が

圧

倒

的

で

あ

っ

た

こ

と

が

当

時

か

ら

つ

く

ら

れ

は

じ

め

た

出

版

目

録

を

見

て

も

わ

か

る

。

こ

こ

で

は

、

一

七

世

紀

か

ら

順

番

に

、

教

育

に

お

け

る

そ

れ

ぞ

れ

の

時

代

の

動

向

を

ふ

ま

え

て

、

近

世

の

閑

谷

学

校

蔵

書

か

ら

教

育

内

容

を

探

っ

て

み

た

い

。

（

図

表

⑬

参

照

）

第

二

項

一

七

世

紀

朱

子

学

が

武

士

の

基

礎

教

養

と

し

て

要

請

さ

れ

た

の

は

「

文

武

両

道

」

を

筆

頭

に

置

く

最

初

の

「

武

家

諸

法

度

」

元

和

元

年

（

一

六

一

五

）

の

成

立

か

ら

と

も

考

え

ら

れ

よ

う

が

、

実

質

的

に

は

一

八

世

紀

を

通

し

て

ゆ

っ

く

り

と

浸

透

・

普

及

し

て

ゆ

く

よ

う

で

あ

る

。

閑

谷

学

校

蔵

書

に

朱

子

学

の

入

門

書

と

し

て

の

『

近

思

録

』

が

多

数

あ

る

。

こ

の

『

近

思

録

』

か

ら

、

当

時

の

勉

強

に

臨

む

姿

勢

の

観

念

を

う

か

が

う

こ

と

が

で

き

る

。

す

な

わ

ち

、

真

剣

・

切

実(

切

己

）

な

不

断

の

修

養

や

読

書

・

道

せ
つ

き

徳

的

実

践

を

通

し

て

、

凡

人

も

聖

域

の

域

ま

で

到

達

で

き

る

は

ず

で

あ

る

と

し

て

弟

子

を

激

励

し

、
「

切

磋

琢

磨

」

の

ガ

ン

バ

リ

ズ

ム

を

要

請

し

た

朱

子

学

派

で

は

、

大

部

分

の

普

通

の

人

間

に

お

い

て

は

、

学

問

や

徳

行

の

初

発

の

「

困

し

く
る

み

」
や
「

ひ

た

す

ら

努

力
（

勉

強

）
」
が

伴

う

事

を

認

め

ざ

る

を

得

な

か

っ

た

。

こ

れ

が

「

勉

強

す

べ

し

」

の

意

で

あ

る

と

し

て

い

る

。

し

か

し

、

聖

人

の

境

地

に

お

け

る

心

の

状

態

や

行

往

坐

臥

（

行

動

）

は

自

然

で

の

び

や

か

な

も

の

で

あ

る

は

ず

で

あ

り

、

勉

学

の

過

程

に

あ

っ

て

も

、

で

き

れ

ば

無

理

や

作

為

を

排

し

て

、

ゆ

っ

く

り

時

間

を

か

け

て

、

主

体

的

か

つ

自

然

に

熟

成

す

る

か

の

よ

う

に

進

歩

し

て

こ

そ

、

ほ

ん

も

の

の

聖

人

の

域

に

限

り

な

く

近

づ

け

る

と

考

え

て

い

た

。

ま

た

、

朱

子

学

で

は

「

教

え

る

」

と

い

う

行

為

そ

の

も

の

さ

え

も

懐

疑

的

に

み

る

傾

向

が

あ

っ

た

。

自

ら

主

体

的

に

学

習

し

た

り

、

体

得

し

た

も

の

で

な

け

れ

ば

、

ぴ

っ

た

り

と

身

に

つ

く

（
「

体

貼

」
）

は

ず

が

な

い

と

考

え

て

い

た

の

で

た
い
ち
よ
う

あ

る

。
も

と

も

と

『

論

語

』

に

は

「

君

子

は

争

う

所

な

し

」
（

八

佾

）

と

あ

り

、

こ

は
つ
い
つ

う

い

う

教

え

は

少

な

く

と

も

建

前

と

し

て

は

一

般

的

で

あ

っ

た

。

し

か

し

、

太

宰

春

台

や

そ

の

師

・

荻

生

徂

徠

に

は

朱

子

学

が

嫌

っ

た

法

家

思

想

を

導

入

し

て

、

人

間

同

士

の

競

争

心

に

訴

え

て

経

世

の

才

豊

か

な

人

材

を

育
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て

よ

う

と

す

る

発

想

が

生

じ

て

い

た

。

太

宰

春

台

は

元

禄

期

以

来

人

材

抜

擢

は

多

か

っ

た

が

、

そ

れ

は

「

只

文

学

・

書

記

ノ

任

ニ

止

マ

リ

テ

、

政

事

ニ

預

ル

コ

ト

ナ

シ

」

で

あ

っ

た

と

身

分

制

社

会

を

批

判

し

、

更

に

褒

賞

と

人

材

抜

擢

の

対

象

・

手

段

を

拡

大

す

る

こ

と

を

主

張

す

る

に

至

る

。

十

七

世

紀

半

ば

頃

ま

で

は

「

お

家

断

絶

」
、

減

封

な

ど

の

強

権

的

政

策

に

よ

っ

て

多

数

の

浪

人

が

出

現

す

る

一

方

で

、

武

芸

や

特

殊

な

才

能

、

あ

る

い

は

仇

討

ち

の

完

遂

な

ど

に

よ

り

、

新

鮮

な

人

材

が

「

新

規

召

抱

」

と

な

り

、

そ

の

能

力

を

発

揮

す

る

機

会

も

存

在

し

て

い

た

。

し

か

し

、

寛

文

・

延

宝

期

（

一

六

六

一

～

八

一

）

頃

か

ら

『

家

』

を

基

軸

に

構

成

し

て

い

く

秩

序

観

念

が

支

配

す

る

「

藩

政

確

立

期

」

に

移

行

す

る

。

こ

れ

は

、

家

格

に

よ

り

、

就

任

可

能

な

ポ

ス

ト

、

昇

進

の

ル

ー

ト

、

限

界

が

固

定

化

し

て

く

る

こ

と

で

も

あ

り

、

藩

主

が

大

胆

な

人

材

登

用

策

に

よ

っ

て

そ

の

弊

害

を

除

去

し

よ

う

と

し

て

も

、

家

老

層

な

ど

の

上

級

武

士

集

団

に

抵

抗

さ

れ

て

押

込

ら

れ

、

そ

う

い

う

改

革

型

藩

主

に

対

す

る

集

団

的

反

抗

と

い

う

行

為

自

体

が

公

認

さ

れ

る

よ

う

な

慣

行

も

生

じ

て

く

る

。

こ

の

よ

う

な

一

七

世

紀

の

閑

谷

学

校

の

蔵

書

に

は

朱

熹

を

中

心

と

し

た

朱

子

学

の

漢

書

が

多

い

。

ま

た

、

中

村

惕

斎

が

訪

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

彼

の

著

書

も

多

い

。

藤

原

惺

窩

と

そ

の

門

人

で

あ

る

林

羅

山

、

松

永

尺

五

、

堀

杏

庵

、

な

ら

び

に

那

波

活

所

の

弟

子

・

鵜

飼

信

之

の

名

が

見

え

る

と

こ

ろ

は

日

本

の

正

統

朱

子

学

を

意

識

し

て

い

る

こ

と

が

わ

か

る

。

朝

鮮

李

滉

は

李

氏

朝

鮮

を

代

表

す

る

儒

者

だ

が

、

明

朝

で

栄

え

た

陽

明

学

を

退

け

て

朱

子

学

を

尊

重

し

、

林

羅

山

、

山

﨑

安

齋

に

影

響

を

与

え

た

。

ま

た

、
山

﨑

安

齋

と

そ

の

門

人

で

あ

る

崎

門

学

派

の

名

が

見

え

る

。
雲

川

弘

毅

、

村

瀬

誨

輔

、

鵜

飼

眞

昌

で

あ

る

。

山

﨑

安

齋

は

当

初

は

純

粋

朱

子

学

を

講

じ

た

が

の

ち

に

神

儒

合

一

・

垂

加

神

道

を

唱

え

た

。

儒

教

を

日

本

人

の

精

神

の

中

に

自

然

に

と

け

込

ま

せ

る

た

め

の

理

論

づ

け

に

も

成

り

得

る

と

思

わ

れ

る

。

『

蒙

求

』

や

そ

の

解

説

書

も

あ

る

。
『

蒙

求

』

は

唐

の

李

瀚

が

編

し

た

四

字

句

り

か

ん

の

韻

文

で

子

ど

も

に

歴

史

の

故

事

を

記

憶

さ

せ

る

目

的

で

つ

く

ら

れ

た

五

九

六

句

か

ら

構

成

さ

れ

て

い

る

人

物

故

事

集

で

あ

る

。

松

永

尺

五

の

弟

子

で

も

あ

る

貝

原

益

軒

の

著

作

も

あ

る

。

彼

は

経

験

主

義

を

取

り

、

分

か

り

や

す

く

寺

子

屋

に

も

ひ

ろ

く

用

い

ら

れ

た

。

ま

た

、

当

初

か

ら

『

象

山

先

生

全

集

』

が

あ

る

こ

と

か

ら

心

学

も

講

じ

ら

れ

て

い

た

可

能

性

が

あ

る

。

歴

史

書

と

し

て

は

、

平

安

時

代

の

総

合

日

本

仏

教

文

化

史

（

六

国

史

）

で

あ

る

『

扶

桑

略

記

』
。

鎌

倉

時

代

の

武

家

政

権

や

社

会

の

動

き

を

記

述

し

た

『

吾

妻

鏡

』
。

そ

の

他

、

伝

記

や

系

譜

が

見

ら

れ

る

。

ま

た

、

文

学

と

し

て

『

後

太

平

記

』
『

管

家

文

草

』

が

あ

る

。

こ

れ

ら

は

藩

学

校

の

印

が

あ

る

の

で

移

動

し

た

ま

ま

に

な

っ

て

い

る

も

の

だ

が

、

菅

原

道

真

の

天

神

思

想

や

楠

正

成

の

天

道

思

想

を

説

話

と

し

て

学

ぶ

た

め

に

必

要

な

も

の

だ
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と

思

わ

れ

る

。

ま

た

、

奈

良

時

代

の

大

宝

律

令

や

養

老

律

令

の

解

説

書

で

あ

る

『

令

義

解

』

や

『

古

暦

便

覧

（

暦

）
』

な

ど

も

見

ら

れ

る

。

ま

た

『

式

經

直

解

』

を

藩

学

校

か

ら

手

に

入

れ

て

い

る

事

か

ら

村

役

人

た

る

作

法

も

重

視

さ

れ

た

と

思

わ

れ

る

。

第

三

項

一

八

世

紀

一

八

世

紀

に

な

る

と

「

享

保

か

ら

元

文

・

寛

延

」

期

（

一

七

一

六

～

五

一

）

を

ピ

ー

ク

と

し

て

内

面

的

修

養

を

学

問

か

ら

排

除

し

た

徂

徠

学

者

が

全

国

に

風

靡

し

、

諸

藩

の

執

政

と

し

て

あ

る

い

は

藩

儒

と

し

て

活

躍

す

る

。

こ

の

中

で

、

儒

者

や

武

芸

師

範

な

ど

高

い

個

人

能

力

が

求

め

ら

れ

る

職

種

に

つ

い

て

は

家

禄

の

相

続

制

を

制

限

し

、

藩

校

に

よ

る

武

士

教

育

を

求

め

る

学

政

論

が

多

く

な

っ

た

。

こ

の

動

向

は

世

紀

の

後

半

か

ら

盛

り

返

し

て

く

る

朱

子

学

者

の

一

部

に

も

顕

著

に

な

る

。

そ

し

て

、
寛

政

四

～

五

年
（

一

七

九

二

～

一

七

九

三

）
か

ら

開

始

さ

れ

た
「

学

問

吟

味

」
「

素

読

吟

味

」

と

い

う

直

参

の

旗

本

・

御

家

人

の

長

男

す

べ

て

を

対

象

と

し

た

試

験

制

度

の

開

始

に

つ

な

が

っ

て

い

る

。

定

信

の

改

革

の

初

期

に

さ

か

ん

に

人

材

登

用

が

行

わ

れ

る

こ

と

で

、

江

戸

の

武

士

層

が

そ

の

動

向

に

過

敏

に

反

応

し

、
「

風

聞

」

に

よ

る

不

確

か

な

選

抜

に

不

満

が

出

て

い

た

。

ま

た

、
吉

宗

の

時

代

の

室

鳩

巣

は
「

正

学

」
た

る

朱

子

学

の

道

統

を

死

守

し

、

「

行

状

、

弓

馬

、
（

四

書

の

素

読

）
」

の

三

点

で

不

適

格

な

武

士

の

家

督

相

続

を

不

許

可

に

せ

よ

と

い

う

進

言

（
『

献

可

録

』
）

も

あ

っ

た

。

こ

う

し

た

室

鳩

巣

の

思

想

の

後

代

へ

の

応

用

と

い

う

面

も

あ

っ

た

。

一

八

世

紀

半

ば

を

境

に

起

こ

っ

た

変

化

は

以

下

の

様

な

も

の

で

、

儒

者

た

ち

の

共

通

認

識

に

な

っ

て

く

る

。

一

．

賞

に

よ

る

人

材

抜

擢

論

に

止

ま

ら

ず

、

家

禄

削

減

な

ど

、

世

襲

制

度

の

根

底

を

ゆ

る

が

す

は

ず

の

罰

の

活

用

を

説

く

論

が

出

現

す

る

。

二

．

儒

者

や

武

芸

師

範

な

ど

、

個

人

の

学

力

・

能

力

が

決

定

的

に

な

る

職

種

に

つ

い

て

は

、

家

禄

の

相

続

制

を

廃

止

ま

た

は

制

限

す

る

論

が

一

般

的

に

な

る

。

三

．

藩

校

に

よ

る

武

士

教

育

が

望

ま

し

い

と

い

う

論

が

強

ま

る

こ

と

。

四

．

藩

校

に

藩

士

の

長

男

す

べ

て

は

少

な

く

と

も

就

学

さ

せ

た

い

と

い

う

論

が

顕

著

に

な

る

。

五

．

背

景

と

し

て

農

民

一

揆

の

頻

発

、

風

俗

の

奢

侈

化

、

治

者

た

る

武

士

層

し

や

し

の

志

気

・

能

力

の

低

下

と

い

う

危

機

意

識

が

あ

り

、

そ

の

方

策

と

し

て

武

士

層

全

体

の

人

材

育

成

が

注

目

さ

れ

た

。

六

．

被

治

者

た

る

庶

民

教

化

も

統

治

政

策

上

重

視

さ

れ

て

く

る

。
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こ

う

し

た

学

政

論

が

現

れ

る

場

面

を

時

代

ご

と

に

あ

げ

る

と

次

の

よ

う

な

も

の

が

挙

げ

ら

れ

る

。

享

保

年

間

「

陽

明

学

中

興

の

祖

」

三

輪

執

斉

は

「

八

歳

以

上

の

子

供

は

学

問

所

に

差

し

出

し

、

手

跡

・

読

書

な

ど

が

全

く

不

案

内

で

あ

れ

ば

役

職

就

任

さ

せ

な

い

よ

う

に

」

と

い

っ

て

い

る

。

ま

た

、

宝

暦

四

年

（

一

七

五

四

）

芦

東

山

（

仙

台

藩

儒

・

藩

校

の

設

立

を

強

く

説

き

な

が

ら

も

、
「

身

分

・

家

格

に

と

ら

わ

れ

な

い

藩

校

内

で

の

座

列

」

の

実

施

を

強

く

主

張

し

て

幽

閉

さ

れ

た

。

室

鳩

巣

の

弟

子

）

は

芸

術

（

学

問

・

武

芸

）

の

修

練

を

怠

っ

て

役

に

立

た

な

い

物

は

家

禄

を

三

分

の

二

に

削

減

す

る

と

い

っ

て

い

る

。

彼

の

藩

校

設

立

建

議

は

「

教

育

公

費

制

」
「

家

中

総

教

育

」

で

あ

っ

た

。

こ

の

よ

う

に

賞

罰

に

よ

る

武

士

教

育

へ

の

動

機

づ

け

の

論

法

が

、

鳩

巣

に

淵

源

し

て

性

理

学

（

宋

明

学

）

の

系

統

の

儒

者

に

も

継

承

さ

れ

て

い

る

こ

と

が

わ

か

る

。

徂

徠

学

、

朱

子

学

、

陽

明

学

に

も

賞

罰

に

よ

る

功

利

的

・

現

実

的

な

学

政

論

に

傾

い

て

い

た

の

で

あ

る

。

徂

徠

学

系

統

で

は

「

天

明

・

寛

政

（

一

七

八

一

～

一

八

〇

一

）
」

の

藩

校

ブ

ー

ム

の

な

か

で

熊

本

藩

校

・

時

習

館

が

諸

藩

か

ら

モ

デ

ル

と

し

て

注

目

さ

れ

て

い

た

。

宝

暦

五

年

（

一

七

五

五

）

時

習

館

が

開

学

さ

れ

た

が

、

こ

こ

で

は

毎

月

「

勤

惰

」

を

試

み

、

席

順

を

下

上

す

る

ほ

か

、

年

末

の

小

試

験

、

三

年

ご

と

の

大

試

験

の

結

果

に

よ

り

「

賞

罰

」

が

行

わ

れ

る

こ

と

に

な

っ

て

い

た

。

幕

府

で

は

後

の

寛

政

学

政

改

革

の

立

役

者

と

な

る

柴

野

栗

山

は

宝

暦

十

三

年

（

一

七

六

三

）

に

「

人

に

目

を

醒

さ

せ

の

は

賞

罰

の

他

に

は

な

い

」

と

書

い

て

い

る

。

天

明

七

年

（

一

七

八

七

）

幕

府

儒

官

経

験

者

で

あ

る

大

塚

孝

威

は

将

軍

家

斉

に

武

士

の

う

ち

の

有

力

な

者

の

発

見

・

育

成

、

そ

の

前

提

と

し

て

の

総

学

校

教

育

化

、

そ

の

た

め

の

国

土

全

域

へ

の

公

立

学

校

の

設

置

を

奉

呈

し

て

い

る

。

こ

の

時

期

（

天

明

七

年

〈

一

七

八

七

〉
）

に

な

る

と

、

前

後

八

年

間

に

す

ぎ

な

い

天

明

年

間

に

二

十

四

藩

の

藩

校

が

創

立

さ

れ

て

い

る

。

た

だ

し

、

当

時

の

藩

財

政

の

悪

化

や

上

層

藩

士

の

強

い

身

分

意

識

は

、

本

来

財

政

負

担

が

大

き

く

、

学

業

の

成

否

に

よ

る

競

争

原

理

の

導

入

を

内

包

す

る

学

校

の

創

設

を

容

易

に

許

さ

な

い

状

況

に

あ

り

、

事

実

、

小

藩

で

は

幕

末

に

至

る

ま

で

藩

士

の

教

育

を

儒

者

の

家

塾

や

自

由

開

業

の

私

塾

に

委

ね

た

場

合

が

多

か

っ

た

。

し

た

が

っ

て

、

そ

れ

に

も

拘

わ

ら

ず

藩

校

を

創

設

す

る

と

い

う

こ

と

は

、

そ

う

い

う

負

担

や

危

険

性

が

あ

っ

て

も

、

藩

士

教

育

の

効

用

に

期

待

を

か

け

ざ

る

得

な

い

ほ

ど

の

体

制

の

根

幹

の

崩

壊

を

、

藩

当

局

が

認

識

し

は

じ

め

た

と

い

う

こ

と

で

も

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

一

八

世

紀

の

閑

谷

学

校

の

蔵

書

に

は

、

荻

生

徂

徠

や

そ

の

弟

・

荻

生

北

渓

の

名

が

見

え

る

。

徂

徠

学

は

「

為

政

者

が

道

徳

的

に

立

派

な

ら

国

は
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治

ま

る

。
」

と

し

た

そ

の

頃

の

朱

子

学

を

批

判

し

、

先

王

の

古

典

籍

の

意

味

を

正

確

に

理

解

す

る

べ

き

と

説

い

た

。

荻

生

徂

徠

は

将

軍

綱

吉

の

寵

臣

柳

沢

吉

保

に

仕

え

た

。

岡

白

駒

の

名

も

多

く

見

ら

れ

る

が

、
彼

は

西

山

拙

斎

、
管

茶

山

の

師

匠

で

あ

る

。

『

救

荒

本

草

』

は

中

国

で

一

五

六

〇

年

に

刊

行

さ

れ

、

本

草

学

者

で

あ

る

松

岡

玄

達

に

よ

っ

て

訓

点

を

施

し

た

も

の

で

、

食

用

と

な

る

植

物

四

一

四

種

を

草

二

四

六

種

、

木

七

九

種

、

米

穀

二

〇

種

、

果

三

七

種

、

菜

三

二

種

に

分

類

し

、

植

物

の

特

徴

、

産

地

、

生

え

る

場

所

、

食

べ

方

が

記

さ

れ

て

い

る

。

当

書

は

飢

饉

の

多

か

っ

た

こ

の

時

代

、

村

役

人

に

は

欠

か

せ

な

い

文

献

だ

っ

た

。

刊

行

さ

れ

た

享

保

元

年

の

も

の

で

あ

る

こ

と

か

ら

緊

急

性

が

わ

か

る

。

一

方

、

延

享

五

年(

一

七

四

八)

に

鉄

砲

引

廻

役

・

湯

浅

常

山

（

注

２

６

）

は

『

文

会

雑

記

』

の

中

で

次

の

よ

う

な

閑

谷

学

校

へ

の

批

判

を

し

て

い

る

。
（

注

１

９

）

一

．
城

下

に

一

つ

士

分

の

者

の

た

め

に

設

け

る

の

を

学

校

と

呼

ぶ

の

で

あ

り

、

私

的

な

も

の

、

あ

る

い

は

村

落

に

設

け

る

も

の

は

、

例

え

ば

、

塾

と

か

院

と

か

を

用

い

る

べ

き

で

あ

る

。

二

．

建

築

が

華

美

に

過

ぎ

、

学

問

教

育

の

本

義

に

背

い

て

い

る

。

三

．
城

下

を

遠

く

離

れ

た

辺

鄙

な

山

奥

に

、
藩

校

を

置

い

た

た

め

し

が

な

い

。

四

．

孔

子

の

像

を

鋳

造

し

た

の

は

仏

教

を

ま

ね

た

邪

道

で

、

木

製

の

位

牌

を

置

く

の

が

正

道

で

あ

る

。

五

．

芳

烈

祠

を

孔

子

廟

と

並

べ

て

祀

る

な

ど

は

も

っ

て

の

ほ

か

で

あ

る

。

こ

の

意

見

は

徂

徠

学

の

立

場

に

立

っ

た

神

儒

合

一

を

す

る

と

と

も

に

、

よ

り

高

い

水

準

の

藩

営

教

育

を

求

め

、

本

格

的

に

被

治

者

た

る

庶

民

を

教

化

す

る

事

を

求

め

る

動

き

だ

と

思

わ

れ

る

。

第

四

項

一

九

世

紀

一

九

世

紀

に

入

り

、

武

士

の

子

弟

の

か

な

り

の

部

分

が

試

験

と

学

校

教

育

の

シ

ス

テ

ム

に

動

員

さ

れ

る

よ

う

に

な

る

と

、

彼

ら

に

と

っ

て

「

勉

強

」

は

い

よ

い

よ

書

物

の

上

の

み

で

の

こ

と

、

外

か

ら

押

し

つ

け

ら

れ

る

も

の

に

な

っ

て

き

た

。

武

士

の

子

弟

の

間

で

は

今

日

的

意

味

で

の

勉

強

観

が

定

着

し

、

明

治

以

後

に

強

力

に

接

続

・

流

入

し

た

。

思

想

家

・

二

宮

尊

徳

と

中

村

正

直

が

「

勉

強

」

と

い

う

語

を

愛

用

し

て

い

る

が

両

者

と

も

「

努

力

す

る

」
「

努

め

る

」

と

い

う

行

為

そ

の

も

の

に

対

し

て

い

う

伝

統

的

用

語

法

に

沿

っ

て

使

っ

て

い

る

。

し

か

し

、

尊

徳

は

農

業

復

興

の

一

手

段

と

し

て

農

村

共

同

体

に

は

異

質

だ

っ

た

仲

間

内

で

の

賞

罰

制

度

を

持

ち

込

み

、
「

天

道

」
と

は

分

離

さ

れ

た
「

人

道

」

の

実

践

に

人

々

を

強

力

に

誘

っ

た

。
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な

お

、

庶

民

の

レ

ベ

ル

に

賞

罰

を

大

幅

に

持

ち

込

む

こ

と

を

論

じ

た

の

は

海

保

青

陵

で

あ

る

。

中

村

正

直

は

、

生

涯

、

朱

子

学

的

な

「

天

道

と

人

道

の

一

致

」

を

信

じ

た

。
『

人

あ

る

い

は

功

な

く

し

て

敗

る

る

も

の

あ

り

。

し

か

れ

ど

も

善

事

を

企

て

て

成

ら

ざ

る

者

は

善

人

た

る

こ

と

を

失

わ

ず

。

ゆ

え

に

敗

る

る

と

い

え

ど

も

貴

ぶ

べ

し

。

そ

の

跡

の

成

敗

の

み

に

観

る

べ

か

ら

ず

。
』

と

し

て

い

る

。

ま

た

、

二

宮

尊

徳

も

農

村

で

の

「

作

為

」
「

勉

強

」

の

高

揚

に

褒

賞

や

選

挙

の

制

度

を

導

入

し

た

が

、

他

方

で

「

人

道

」

の

実

践

が

「

天

道

」

の

実

現

に

深

く

結

び

つ

け

ら

れ

て

い

た

。

し

か

し

、
維

新

後

の

勉

強

観

は
「

学

問

は

身

を

立

つ

る

の

財

本

」
と

し

た
「

学

制

」
（

明

治

五

年

〈

一

八

七

二

〉
）

の

い

わ

ゆ

る

功

利

主

義

的

な

学

問

観

で

あ

り

、

庶

民

に

も

「

勉

強

次

第

で

い

か

ほ

ど

貴

き

身

分

に

な

れ

る

」

と

説

い

て

い

る

。
（
「
人

道

」

と

「

天

道

」

は

結

び

つ

け

ら

れ

て

い

な

い

。
）

こ

の

よ

う

な

一

九

世

紀

の

閑

谷

学

校

の

蔵

書

に

は

本

居

宣

長

の
『

古

事

記

傳

』

が

あ

る

。

藩

学

校

の

印

の

も

の

だ

が

闇

斎

の

垂

加

神

道

は

本

居

の

復

古

神

道

に

引

き

継

が

れ

た

。

閑

谷

学

校

に

は

芳

烈

祀

や

聖

廟

が

あ

る

た

め

そ

の

根

拠

に

も

な

り

得

た

と

思

わ

れ

る

。

頼

山

陽

は

閑

谷

学

校

を

訪

れ

た

こ

と

も

あ

る

歴

史

家

、

詩

人

、

陽

明

学

者

で

あ

り

、

大

塩

平

八

郎

に

も

影

響

を

あ

た

え

た

。
「

王

陽

明

文

粹

」

が

入

っ

て

い

る

こ

と

も

当

時

の

内

容

を

想

定

さ

せ

る

。
「

日

本

外

史

」

は

武

家

の

時

代

史

で

史

実

に

つ

い

て

は

齟

齬

が

あ

る

の

で

歴

史

物

語

と

い

え

る

。

尊

皇

攘

夷

運

動

に

影

響

を

与

え

た

。
「

日

本

政

記

」

は

、

従

来

と

は

異

な

る

天

皇

論

を

展

開

し

、

政

治

論

、

組

織

論

、

兵

法

論

と

し

て

、

斬

新

な

も

の

で

伊

藤

博

文

の

愛

読

書

と

な

っ

た

。
（

注

４

７

）

頼

山

陽

の

父

、

頼

春

水

の

友

人

で

山

陽

の

面

倒

を

み

て

い

た

の

が

篠

﨑

小

竹

で

あ

る

。

彼

は

最

初

は

古

文

辞

学

だ

っ

た

が

古

賀

精

里

に

師

事

し

、

朱

子

学

者

と

な

る

。

古

賀

精

里

も

頼

春

水

の

影

響

で

古

文

辞

学

か

ら

朱

子

学

へ

転

向

し

て

い

る

。

や

が

て

佐

賀

に

藩

校

弘

道

館

を

つ

く

り

、

昌

平

坂

学

問

書

の

儒

官

と

な

っ

て

寛

政

の

三

博

士

と

よ

ば

れ

た

。

『

孝

經

』

を

発

行

し

て

い

る

佐

藤

一

斎

は

林

羅

山

を

祖

と

す

る

林

家

・

林

述

斎

の

弟

子

で

儒

学

者

の

最

高

権

威

と

も

い

え

る

昌

平

坂

学

問

所

学

長

を

勤

め

た

。

朱

子

学

か

ら

陽

明

学

ま

で

幅

広

く

こ

な

し

、

弟

子

に

は

佐

久

間

象

山

、

渡

辺

崋

山

、

横

井

小

楠

な

ど

が

い

る

。

廣

瀬

求

馬

（

旭

荘

）

は

能

力

主

義

的

な

私

塾

の

典

型

で

あ

る

日

田

・

咸

宜

園

ひ

た

か

ん

ぎ

え

ん

（

年

齢

・

学

歴

・

身

分

の

相

違

を

無

視

し

た

試

験

制

度

を

用

い

た

。
）

を

創

っ

た

広

瀬

淡

窓

の

弟

で

咸

宜

園

の

後

継

者

と

な

っ

た

。

彼

は

咸

宜

園

創

設

者

廣

か
ん
ぎ
え
ん

か
ん
ぎ
え
ん

瀬

淡

窓

と

の

議

論

の

中

で

学

生

百

余

人

の

位

を

定

め

よ

う

と

し

た

。

こ

の

時

、
「

徳

は

こ

れ

と

つ

か

ま

え

た

る

所

な

き

物

」

で

あ

る

か

ら

序

列

を

客

観

化

で

き

な

い

、

し

か

し

、
「

学

才

は

、

書

籍

を

購

読

せ

し

め

れ

ば

、

忽

に

た

ち

ま
ち

分

る

」

と

し

て

百

余

人

の

位

を

学

力

に

よ

っ

て

確

定

し

た

。
（
『

九

桂

草

堂

随
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筆

』
）

こ

の

よ

う

に

旭

荘

は

身

分

制

を

否

定

し

、

社

会

を

新

た

な

序

列

づ

け

に

よ

っ

て

再

編

成

す

る

に

あ

た

っ

て

の

原

理

を

主

張

す

る

一

方

で

、
「

徳

」

の

価

値

も

尊

重

し

た

。
（

注

１

１

・

注

２

４

・

注

２

５

）

こ

の

時

代

の

蔵

書

を

見

る

と

国

学

、

陽

明

学

と

い

っ

た

維

新

に

向

け

た

新

し

い

動

き

や

考

え

方

が

取

り

入

れ

ら

れ

、

そ

れ

ぞ

れ

の

著

者

自

身

も

時

代

状

況

の

早

い

変

化

に

伴

っ

て

、

思

想

が

変

化

し

て

い

る

人

が

多

い

。

第

四

節

明

治

維

新

以

降

の

動

向

こ

う

し

た

維

新

に

向

け

て

の

思

想

と

動

き

は

、

岡

山

藩

に

お

い

て

具

体

的

な

動

き

と

な

っ

て

あ

ら

わ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

戊

辰

戦

争

が

は

じ

ま

る

と

、
岡

山

藩

は

播

磨

藩

を

攻

撃

し

、
鳳

輩
（

人

が

牽

く

、

ほ
う
れ
ん

車

輪

が

つ

い

て

い

る

新

政

府

軍

の

御

輿

）

を

閑

谷

に

お

い

て

行

在

所

に

す

る

計

画

が

あ

っ

た

。

播

磨

藩

は

光

政

以

降

譜

代

親

藩

が

藩

主

で

あ

る

。

よ

っ

て

岡

山

（

特

に

は

閑

谷

学

校

は

）

地

理

的

に

新

政

府

軍

に

と

っ

て

最

前

線

で

あ

る

。

親

幕

派

と

い

っ

て

も

外

様

で

あ

り

、

か

つ

て

陽

明

学

蕃

山

が

お

り

、

幕

末

、

山

田

方

谷

な

ど

に

よ

り

そ

の

気

運

が

上

昇

し

て

い

た

岡

山

が

戊

辰

戦

争

で

も

重

要

視

さ

れ

た

。

し

か

し

、

将

軍

慶

喜

の

実

弟

が

藩

主

で

あ

り

、

藩

主

を

交

代

し

た

と

は

い

え

、

本

腰

は

入

ら

な

か

っ

た

と

思

わ

れ

る

。

閑

谷

黌

資

料

に

は

蕃

山

や

陽

明

学

の

著

書

が

大

量

に

持

ち

込

ま

れ

、

陽

明

学

が

維

新

後

に

し

き

り

に

教

育

さ

れ

た

こ

と

が

わ

か

る

。

山

田

方

谷

の

陽

明

学

に

対

す

る

思

い

が

教

育

内

容

に

も

反

映

さ

れ

て

い

た

こ

と

が

想

定

さ

れ

る

。

ま

た

、
明

治

に

な

っ

て

明

石

文

庫

が

加

わ

る

が

、
武

元

君

立

の

蔵

書

で

あ

り

、

蕃

山

の

書

物

が

多

い

こ

と

か

ら

、

蕃

山

の

影

響

が

見

ら

れ

る

。

ま

た

、

こ

れ

ら

の

書

物

が

維

新

後

、

閑

谷

こ

う

に

、

明

石

文

庫

と

し

て

寄

付

さ

れ

た

の

は

、
幕

末

に

な

り

、
方

谷

を

は

じ

め

と

し

て

蕃

山

の

思

想

が

導

入

さ

れ

、
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経

世

論

の

起

爆

剤

に

利

用

さ

れ

た

事

と

関

係

が

深

い

。

維

新

後

、
佐

久

間

象

山

、
吉

田

松

陰

な

ど

の

書

物

が

持

ち

込

ま

れ

て

い

る

の

で

、

江

戸

時

代

と

明

治

時

代

で

教

育

内

容

が

大

き

く

変

わ

っ

て

い

る

こ

と

が

わ

か

る

。第

五

節

明

石

文

庫

に

み

る

学

問

と

思

想

当

資

料

目

録

は

昭

和

五

四

年(

一

九

七

九)

の

段

階

で

の

蔵

書

な

の

で

、

そ

れ

ぞ

れ

の

時

代

で

発

禁

と

な

っ

た

も

の

や

不

要

な

も

の

は

廃

棄

、

散

逸

し

て

い

る

と

思

わ

れ

る

。

し

か

し

、

必

要

が

あ

れ

ば

、

教

員

の

蔵

書

を

教

材

と

し

て

使

う

は

ず

で

あ

る

。

明

石

文

庫

は

武

元

君

立

の

子

孫

明

石

照

男

氏

宅

蔵

書

が

寄

贈

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

。

君

立

在

職

時

代

の

教

育

内

容

や

当

時

の

武

元

家

の

様

子

を

う

か

が

い

知

る

こ

と

が

で

き

る

。

明

石

文

庫

江

戸

時

代

の

蔵

書

で

特

に

当

時

の

内

容

を

想

定

で

き

る

と

思

わ

れ

る

も

の

を

あ

げ

る

。

『

備

急

千

金

要

方

』
（

万

治

二

年

〈

一

六

五

九

〉
）

十

五

冊

は

中

国

・

唐

時

代

の

医

学

書

で

養

生

法

が

初

め

て

体

系

的

に

記

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

。

明

石

家

の

系

譜

に

は

君

立

、

登

々

庵

と

と

も

に

天

神

講

講

釈

を

行

い

、

閑

谷

学

校

校

医

だ

っ

た

赤

石

順

治

や

藩

主

池

田

慶

政

の

侍

医
（

儒

医

）
で

閑

谷

学

校

最

期

の

時

、

教

授

助

だ

っ

た

明

石

（

武

元

）

文

中

も

い

る

。

当

時

は

医

師

と

儒

者

を

兼

ね

る

事

が

多

い

こ

と

か

ら

こ

う

し

た

養

生

法

も

、

寄

宿

生

活

に

取

り

入

れ

、

村

役

人

と

し

て

の

生

か

し

て

い

た

と

思

わ

れ

る

。
「

食

」
「

動

」
の

養

生

と

並

ん

で
「

気

」

の

養

生

を

大

切

に

し

て

い

る

。

ま

た

、

平

田

篤

胤

の

著

書

が

『

俗

神

道

大

意

』
『

悟

道

辨

講

本

』
『

霊

能

真

あ
つ
た
ね

柱

』
『

鬼

神

新

論

』

の

４

つ

あ

る

こ

と

に

注

目

し

た

い

。

平

田

篤

胤

は

国

学

・

あ
つ
た
ね
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復

古

神

道

の

大

成

者

だ

が

、

彼

を

取

り

立

て

た

の

は

備

中

松

山

藩

板

倉

勝

静

で

あ

り

、
そ

の

寵

臣

が

閑

谷

学

校

を

閑

谷

簧

と

し

て

再

興

す

る

山

田

方

谷

で

あ

る

。

平

田

学

は

全

国

的

に

庶

民

に

も

広

ま

り

、

尊

皇

攘

夷

の

支

柱

に

も

な

っ

た

が

岡

山

や

閑

谷

学

校

と

無

縁

で

は

な

い

人

物

で

あ

る

。

日

本

語

の

文

法

を

解

説

し

た

本

居

宣

長

の

『

詞

の

玉

緒

』
（

寛

政

四

年

〈

一

七

九

二

〉
）

七

冊

な

ど

の

文

法

書

、

熊

沢

蕃

山

の

『

集

義

和

書

』
『

集

義

外

書

』

（

嘉

永

六

年

〈

一

八

五

三

〉
）

各

五

冊

、

武

元

登

々

庵

の

『

古

詩

韻

範

』
（

文

化

一

二

年

〈

一

八

一

五

〉
）
、
『

臨

池

正

法

』
（

文

化

四

年

〈

一

八

〇

七

〉
）
、
『

農

業

全

書

鈔

』

武

元

勇

（

天

明

四

年

〈

一

七

八

四

〉
）
、

賀

茂

真

淵

『

宇

比

麻

奈

備

』
（

天

明

元

年

〈

一

七

八

一

〉
）

五

冊

、
『

生

花

之

心

得

書

』

長

瀬

（

文

政

二

年

〈

一

八

一

九

〉
）

と

い

っ

た

実

践

的

な

書

が

あ

る

。

ま

た

史

書

で

は

、

徳

川

光

圀

の

『

大

日

本

史

』
（

嘉

永

四

年

〈

一

八

五

一

〉
）

一

〇

〇

冊

、

大

安

萬

呂

撰

の

『

古

事

記

』
（

享

和

三

年

〈

一

八

〇

三

〉
）

三

冊

、

『

今

昔

物

語

』

一

四

冊

『

日

本

書

紀

』

五

冊

、
『

慶

長

関

ヶ

原

記

』

二

冊

な

ど

が

あ

る

。

前

述

の

閑

谷

学

校

の

学

習

方

法

を

み

る

と

、

当

校

は

緩

や

か

な

カ

リ

キ

ュ

ラ

ム

で

必

要

に

応

じ

て

個

別

、

グ

ル

ー

プ

学

習

を

行

っ

て

い

た

り

、

寄

宿

し

て

い

る

師

を

訪

ね

る

こ

と

も

多

か

っ

た

よ

う

で

あ

る

。

そ

う

す

る

と

、

明

石

文

庫

の

内

容

に

つ

い

て

も

求

め

に

応

じ

て

解

説

す

る

機

会

が

あ

っ

た

と

考

え

る

事

は

自

然

だ

と

思

わ

れ

る

。

蔵

書

か

ら

わ

か

る

こ

と

は

次

の

よ

う

な

も

の

で

あ

る

。

純

粋

朱

子

学

を

基

礎

と

し

て

時

代

の

動

向

に

即

し

た

儒

学

に

つ

い

て

も

解

説

す

る

。
ま

た

、
そ

の

内

容

か

ら

付

随

す

る

内

容
（

言

語

、
歴

史

、
政

治

・

法

令

、

暦

、

詩

、

雑

学

）

を

学

ぶ

と

い

う

も

の

で

あ

る

。

い

ず

れ

も

多

様

な

現

実

や

変

動

す

る

思

想

や

社

会

に

対

し

て

純

粋

儒

学

と

い

う

当

校

の

正

統

性

を

維

持

す

る

た

め

に

付

随

し

て

広

が

っ

て

き

た

と

思

わ

れ

る

。

つ

ま

り

、

当

初

の

漢

籍

蔵

書

に

つ

い

て

は

註

者

が

幕

府

公

認

の

藤

原

惺

窩

、

林

羅

山

、

松

永

尺

五

、

那

波

活

所

、

堀

杏

庵

と

な

っ

て

い

る

も

の

を

バ

ラ

ン

ス

よ

く

選

ん

で

い

る

。

他

藩

や

幕

府

の

聖

廟

の

監

修

も

行

っ

て

い

る

中

村

惕

斎

の

註

書

が

多

い

特

徴

も

見

ら

れ

る

。

当

初

か

ら

心

学

と

陽

明

学

が

排

除

さ

れ

て

は

い

な

い

が

少

な

い

特

徴

が

あ

る

。

幕

儒

が

林

羅

山

か

ら

山

﨑

闇

斎

に

変

わ

る

と

そ

の

一

門

の

註

書

を

選

ん

で

い

る

。

こ

れ

ら

が

、

閑

谷

学

校

の

基

本

蔵

書

と

な

っ

て

い

る

。

天

神

思

想

、

天

道

思

想

、

律

令

の

蔵

書

は

幕

藩

制

度

の

理

論

づ

け

に

な

っ

て

い

る

。

そ

の

後

は

荻

生

徂

徠

、

新

井

白

石

と

い

っ

た

幕

儒

の

著

書

や

註

書

、

広

く

普

及

し

て

い

た

「

蒙

求

」

や

貝

原

益

軒

の

著

書

を

採

用

し

て

い

る

。

本

居

宣

長

の

著

書

を

購

入

し

た

時

期

は

、

幕

末

で

あ

り

、

国

学

・

復

古

神

道

と

の

関

わ

り

で

必

要

だ

っ

た

の

だ

ろ

う

。

頼

山

陽

の

著

書

も

全

国

的

に

藩

校

で

使

わ

れ

尊

皇

攘

夷

運

動

に

大

き

な

影

響

を

あ

た

え

た

著

作

で

あ

る

。
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こ

の

二

人

の

著

作

が

導

入

さ

れ

た

時

期

に

は

大

鳥

圭

介

を

は

じ

め

、

他

藩

か

ら

も

入

学

者

が

ふ

え

て

い

る

。

つ

ま

り

、

こ

の

時

期

、

尊

皇

攘

夷

運

動

の

理

論

的

根

拠

と

な

っ

た

儒

学

と

国

学

と

い

う

需

要

が

閑

谷

学

校

の

学

習

内

容

と

一

致

し

た

と

思

わ

れ

る

。

（

注

４

６

）
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第

四

章

学

校

経

営

第

一

節

教

職

員

に

つ

い

て

第

一

項

藩

校

教

員

の

悩

み

藩

学

校

・

閑

谷

学

校

に

お

い

て

学

習

活

動

が

盛

ん

に

な

る

要

因

と

し

て

教

員

の

モ

チ

ベ

ー

シ

ョ

ン

が

あ

る

。

閑

谷

学

校

に

お

い

て

宝

暦

期

か

ら

文

化

・

文

政

期

に

か

け

て

学

習

活

動

が

活

発

に

な

っ

た

の

は

有

吉

臓

器

か

ら

武

元

君

立

ら

に

か

け

て

の

歴

代

教

員

の

力

が

大

き

か

っ

た

。

し

か

し

、

こ

の

あ

と

三

人

の

教

員

が

自

殺

し

た

り

、

や

め

さ

せ

ら

れ

る

事

件

が

起

こ

っ

た

り

、

儒

者

を

め

ざ

そ

う

と

す

る

人

が

少

な

く

な

っ

て

い

る

実

情

が

あ

っ

た

。
（

注

３

）

こ

れ

ら

の

出

来

事

の

真

相

を

知

る

手

が

か

り

と

し

て

、

近

世

後

期

の

教

員

の

悩

み

に

つ

い

て

の

具

体

的

な

研

究

事

例

が

あ

る

。

以

下

の

加

賀

藩

校

明

倫

堂

の

事

例

か

ら

藩

学

校

・

閑

谷

学

校

の

教

員

の

環

境

を

考

え

た

い

。
（

注

１

１

）

加

賀

藩

の

場

合

「

上

士

」

に

属

す

る

「

年

寄

」

の

嫡

子

は

藩

校

で

は

行

わ

れ

ず

、

京

都

に

遊

学

す

る

こ

と

が

多

く

、

遊

学

以

前

や

帰

藩

後

は

数

人

ま

た

は

数

十

人

の

文

武

に

わ

た

る

専

門

別

の

家

庭

教

師

か

ら

個

人

指

導

を

う

け

た

。

「

人

持

組

」

の

嫡

子

は

各

部

局

の

長

を

勤

め

る

の

で

、

そ

の

教

育

は

藩

の

関

心

事

だ

っ

た

が

、

難

解

な

漢

籍

の

読

解

が

不

出

来

で

あ

っ

て

も

、

高

位

の

役

職

が

保

証

さ

れ

て

い

た

か

ら

、

藩

校

へ

の

通

学

に

は

最

も

不

熱

心

だ

っ

た

。

こ

の

下

に

は

「

平

士

」
（

中

士

・

中

流

武

士

）
、
「

平

士

並

」
、
「

下

士

」

が

い

た

。

明

倫

堂

の

実

質

的

な

最

高

教

官

で

あ

る

助

教

に

下

士

以

下

か

ら

抜

擢

し

て

任

ず

る

場

合

、
表

面

上

は
「

下

士

」
だ

が

、
実

質

は
「

平

士

並

」
の

待

遇

を

う

け

た

。

藩

校

教

官

の

相

対

的

地

位

の

低

さ

は

、

教

官

の

権

威

、

教

育

力

の

低

さ

に

も

つ

な

が

っ

た

。
「

下

士

」

の

子

弟

か

ら

儒

者

や

専

門

的

学

者

、

教

官

に

な

る

も

の

も

か

な

り

い

た

が

、

下

士

の

子

弟

は

よ

ほ

ど

優

秀

で

な

い

限

り

藩

校

教

育

の

対

象

者

で

は

な

く

、

兵

士

の

中

か

ら

効

果

的

に

有

能

者

選

抜

を

行

お

う

と

す

る

理

念

に

さ

さ

え

ら

れ

て

い

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

中

央

の

人

材

登

用

の

気

運

が

影

響

し

て

、

中

堅

武

士

を

対

象

と

し

た

明

倫

堂

で

も

、

創

立

時

に

は

町

在

之

者

も

四

民

教

導

さ

れ

る

学

校

が

設

立

さ

れ

る

。

教

員

登

用

に

あ

た

っ

て

は

、
幅

広

く

あ

た

っ

て

は

い

る

が

、
そ

の

身

分

の

低

さ

、

待

遇

の

悪

さ

か

ら

集

ま

ら

ず

、
日

常

的

な

カ

リ

キ

ュ

ラ

ム

の

実

現

に

は

程

遠

く

、

儒

者

の

講

釈

の

聴

講

を

中

心

と

し

た

も

の

だ

っ

た

。

そ

こ

で

歴

代

の

教

員

は

常

に

身

分

・

待

遇

の

向

上

を

申

し

入

れ

て

い

る

。

や

が

て

、

生

徒

の

教

官

に

対

す

る

不

従

順

、

蔑

視

と

い

う

事

態

が

蔓

延

し

て

く

る

。
そ

こ

で

享

和

二

年
（

一

八

〇

二

）
教

員

の

身

分

を

組

頭

に

挙

げ

、
「
諸

士

」

の

教

官

登

用

を

う

た

っ

た

改

革

が

な

さ

れ

る

が

、

こ

の

「

御

仕

法

」

に

よ

る

登
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用

は

藩

内

の

圧

力

に

よ

り

実

現

し

な

か

っ

た

。

ま

た

、

儒

者

に

な

り

た

い

と

い

う

武

士

も

減

少

し

た

。

こ

の

対

策

と

し

て

文

化

元

年

（

一

八

〇

四

）

二

名

の

助

教

を

「

生

徒

主

附

」

と

お
も
つ
け

し

て

任

命

し

指

導

強

化

を

は

か

っ

た

が

無

理

だ

っ

た

。

そ

こ

で

、

彼

ら

は

「

教

諭

方

主

附

」

の

指

導

を

尊

守

す

る

こ

と

を

確

認

す

る

儀

式

で

あ

る

「

主

附

」

宅

へ

の

「

礼

謝

」

を

き

ち

ん

と

行

わ

せ

、
「

正

学

」

に

励

む

よ

う

に

と

い

う

趣

旨

の

原

案

を

作

成

し

、

藩

主

の

名

で

達

し

て

ほ

し

い

と

懇

願

し

て

い

る

が

叶

え

ら

れ

な

か

っ

た

。

そ

の

理

由

は

原

因

は

教

員

の

や

り

方

が

悪

い

か

ら

だ

と

い

う

も

の

だ

っ

た

。

こ

の

点

を

閑

谷

学

校

に

当

て

は

め

て

み

る

と

、

歴

代

の

藩

主

が

講

堂

の

学

規

を

代

代

わ

り

す

る

た

び

に

書

き

、
掲

げ

て

い

る

意

味

の

重

要

性

が

見

え

て

く

る

。

藩

主

の

直

筆

が

掲

げ

ら

れ

て

い

る

こ

と

で

学

校

の

正

当

性

が

保

障

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

明

倫

館

の

事

態

は

、

当

然

、

解

決

せ

ず

、

文

政

八

年

（

一

八

三

七

）

大

島

忠

蔵

の

意

見

書

で

は

、

経

書

や

明

代

の

中

国

の

前

例

を

も

と

に

、

不

服

従

者

へ

の

体

罰

の

肯

定

が

述

べ

ら

れ

て

い

る

。
（

朱

子

学

で

は

否

定

さ

れ

て

い

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

。
）

大

島

忠

蔵

の

嫡

子

の

大

島

清

田

は

文

政

五

年

（

一

八

二

二

）

帰

藩

し

助

教

と

な

っ

た

。

彼

は

天

保

期

に

多

く

の

意

見

書

を

提

出

し

、

一

部

は

実

現

し

た

が

、

多

く

は

実

現

し

な

か

っ

た

。

彼

は

、

以

上

の

藩

校

教

育

の

矛

盾

・

困

難

性

を

乗

り

切

る

手

段

と

し

て

賞

罰

や

「

勧

懲

」

の

活

用

を

説

く

点

で

一

貫

し

て

い

る

が

、

他

方

で

は

、

朱

子

学

者

ら

し

く

利

益

誘

導

に

よ

る

能

力

主

義

や

競

争

心

の

刺

激

は

さ

け

た

い

と

い

う

気

持

ち

が

強

い

。

今

日

的

に

い

え

ば

、

学

問

・

研

究

は

、

あ

く

ま

で

も

そ

れ

自

体

の

価

値

の

た

め

に

こ

そ

取

り

組

ま

れ

る

べ

き

で

あ

る

。

し

か

し

、

取

り

組

ん

だ

結

果

プ

ロ

セ

ス

の

実

績

が

立

身

出

世

に

つ

な

が

る

よ

う

に

制

度

も

整

備

す

る

こ

と

を

望

ん

だ

。

一

九

世

紀

前

半

ま

で

の

競

争

や

賞

罰

は

、

そ

れ

自

体

と

し

て

藩

校

内

部

で

機

能

す

る

に

は

、
未

だ

身

分

制

の

枠

組

み

が

あ

ま

り

に

強

固

だ

っ

た

と

思

わ

れ

る

。

明

治

の

初

年(

一

八

六

八)

に

お

い

て

、

過

去

に

は

忌

避

さ

れ

て

き

た

競

争

や

賞

罰

に

よ

る

利

益

誘

導

の

施

策

す

な

わ

ち

試

験

制

度

が

、

小

学

校

に

さ

え

全

面

的

に

移

入

さ

れ

、

十

数

年

か

ら

二

十

数

年

間

受

容

さ

れ

る

事

に

な

る

。

文

久

三

年

（

一

八

六

三

）
勝

海

舟

は
「

普

ね

く

諸

藩

と

士

民

と

を

論

ぜ

ず

、
人

物

を

集

め

」

て

天

下

の

海

軍

を

創

設

す

る

こ

と

を

論

じ

て

い

る

。

こ

の

よ

う

な

身

分

制

否

定

に

通

ず

る

論

理

を

内

包

す

る

広

範

な

人

材

登

用

策

は

、

ペ

リ

ー

来

航

以

前

か

ら

の

先

進

的

海

防

論

の

な

か

で

醸

成

さ

れ

て

き

た

物

だ

っ

た

。

勝

海

舟

と

ほ

ぼ

同

時

に

橋

本

左

内

や

佐

野

常

民

な

ど

も

身

分

を

こ

え

た

人

材

登

用

を

説

く

よ

う

に

な

る

。

す

な

わ

ち

、

旧

体

制

の

担

い

手

た

る

武

士

自

身

の

中

か

ら

「

封

建

社

会

の

治

者

の

危

機

意

識

に

も

と

づ

い

て

、

危

機

打

開

の

た

め

に

は

、

国

家

の

た

め

に

平

等

に

実

用

的

で

あ

り

う

る

。
」

と

す

る

機

能

的

平

等

観
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が

出

現

す

る

。
（

注

２

１

）

ま

た

、
武

士

身

分

の

解

体

は

、
そ

れ

自

身

が

自

己

目

的

で

は

な

く

、
富

国

強

兵

、

万

国

対

峙

と

い

う

国

家

目

標

の

追

求

の

た

め

に

生

じ

た

意

図

せ

ざ

る

結

果

で

あ

る

と

し

て

い

る

。
（

注

２

２

）

第

二

項

教

員

の

連

携

藩

学

校

と

閑

谷

学

校

の

教

員

は

兼

任

し

て

い

る

事

も

、

専

任

の

場

合

も

あ

る

。

閑

谷

学

校

奉

行

や

中

心

の

教

授

役

が

専

任

で

あ

る

と

き

に

は

、

閑

谷

学

校

が

主

体

性

を

も

っ

て

活

動

し

、

独

自

性

が

あ

ら

わ

れ

て

い

る

。

そ

の

一

方

で

は

、

両

校

の

対

立

も

生

ま

れ

て

い

た

。

そ

の

点

で

、

両

校

兼

任

の

職

員

は

両

校

の

調

整

役

に

な

っ

て

い

た

あ

ろ

う

。

ま

た

、

教

員

や

修

了

生

に

は

公

務

の

傍

ら

も

し

く

は

、

退

職

後

に

私

塾

を

開

く

者

が

少

な

く

な

い

。
（

図

表

⑤

・

⑥

）

そ

の

た

め

学

校

以

外

の

地

域

で

、

そ

れ

ぞ

れ

の

教

員

が

人

々

に

影

響

力

を

与

え

て

い

る

と

思

わ

れ

る

。

藩

学

校

と

閑

谷

学

校

を

比

べ

る

と

、

学

習

内

容

を

見

て

も

藩

学

校

の

情

報

量

が

多

い

。

こ

れ

役

人

や

教

員

が

江

戸

に

遊

学

す

る

時

に

、

藩

学

校

の

教

員

に

籍

を

お

い

て

江

戸

在

勤

と

い

う

形

で

派

遣

さ

れ

る

な

ど

新

し

い

情

報

に

触

れ

る

機

会

が

多

い

か

ら

だ

と

思

わ

れ

る

。

こ

う

し

て

江

戸

で

修

行

し

た

士

官

は

教

授

役

に

取

り

立

て

ら

れ

る

事

が

多

い

が

、

生

徒

と

し

て

藩

学

校

で

優

秀

な

成

績

を

修

め

て

教

師

に

な

っ

て

も

藩

士

の

職

員

が

多

く

、

ま

た

、

学

校

内

の

雑

用

も

な

く

校

務

や

学

問

に

専

念

で

き

る

事

も

あ

る

か

ら

か

十

三

の

学

房

の

う

ち

の

ひ

と

つ

の

読

書

師

に

と

ど

ま

る

場

合

が

多

か

っ

た

。

百

姓

の

子

息

が

教

師

に

な

っ

て

も

教

授

役

に

は

な

っ

て

い

な

い

。
（

注

３

）

閑

谷

学

校

の

教

職

員

は

、

教

授

役

で

あ

っ

て

も

閑

谷

奉

行

と

い

う

総

括

業

務

を

し

た

り

、
読

書

師

、
習

字

師

と

い

っ

た

教

職

と

御

倉

方

、
山

林

方

、
書

物

方

、

筆

紙

墨

方

と

い

っ

た

校

務

を

兼

任

し

て

い

る

場

合

が

数

多

く

見

受

け

ら

れ

る

。

百

姓

出

身

が

多

か

っ

た

か

ら

こ

そ

兼

任

で

き

、

財

政

上

、

兼

任

す

る

必

要

が

あ

っ

た

と

思

わ

れ

る

。

こ

う

い

っ

た

事

情

も

あ

り

、

生

徒

に

は

自

主

的

な

学

習

態

度

を

求

め

て

い

た

の

で

あ

ろ

う

。

ま

た

、

嘉

永

四

年

か

ら

閑

谷

学

校

読

書

師

兼

ね

て

算

法

の

指

導

を

行

っ

て

い

た

窪

田

善

之

介

は

、
、

安

政

か

ら

藩

学

校

附

御

徒

格

と

し

て

江

戸

在

勤

と

な

り

学

を

研

鑽

し

、

帰

国

後

も

藩

学

校

の

教

官

に

加

え

て

閑

谷

学

校

の

通

勤

見

届

役

を

命

ぜ

ら

れ

て

い

る

。

江

戸

か

ら

の

情

報

は

江

戸

藩

邸

、

藩

、

藩

学

校

、

閑

谷

学

校

の

順

に

情

報

が

入

っ

て

く

る

。

つ

ま

り

、

優

秀

な

人

材

は

藩

学

校

に

引

き

抜

か

れ

て

、

藩

の

役

人

と

し

て

の

人

材

と

し

て

育

成

さ

れ

る

べ

く

江

戸

在

勤

に

な

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

ま

た

、

こ

の

善

之

介

の

祖

父

窪

田

浅

五

郎

は

文

化

年

間

に

天

文

・

暦

数

学

者

の

原

田

元

五

郎

に

学

び

、

伊

能

忠

敬

の

瀬

戸

内

海

沿

岸

の

測

地

に

も

従

事

し

た

算
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数

学

者

だ

っ

た

。

閑

谷

学

校

の

教

員

に

は

、

親

子

や

親

類

と

も

に

通

っ

た

り

勤

め

た

も

の

が

少

な

く

な

い

。
有

吉

家

、
万

波

家

、
国

吉

家

、
野

坂

家

、
武

元

家

、

千

原

家

な

ど

が

挙

げ

ら

れ

る

。
（

図

表

⑦

参

照

）

こ

の

よ

う

に

、

宝

暦

年

間

以

降

の

閑

谷

学

校

の

成

果

は

、

同

年

代

の

職

員

・

生

徒

に

限

ら

ず

、

世

代

を

越

え

て

広

く

深

く

積

み

上

げ

ら

れ

た

知

識

・

思

想

や

技

能

が

生

ん

で

も

の

だ

と

思

わ

れ

る

。

ま

た

、

情

報

量

の

多

さ

で

は

藩

学

校

が

有

利

だ

が

、

閑

谷

学

校

の

教

職

員

は

私

的

に

人

的

交

流

を

ひ

ろ

げ

て

い

る

。

武

元

君

立

、

武

元

登

々

庵

、

明

石

文

中

の

そ

れ

ぞ

れ

の

交

流

図

を

見

る

と

、

地

方

と

の

つ

な

が

り

と

中

央

と

の

接

点

、

蘭

学

、

文

人

へ

の

拡

が

り

が

見

ら

れ

る

。

こ

の

他

に

藩

学

校

出

身

の

画

家

浦

上

玉

堂

、
姫

井

桃

源

、
西

山

拙

斎

、
管

茶

山

、
武

元

登

々

庵

ら

の

交

流

も

あ

っ

た

。

天

保

年

間

に

な

り

閑

谷

学

校

で

算

術

の

課

業

も

行

わ

れ

る

に

あ

た

り

、

藩

学

校

教

授

の

片

山

金

弥

が

天

文

・

暦

数

の

修

行

の

た

め

江

戸

詰

め

を

命

じ

ら

れ

、

そ

の

ま

ま

閑

谷

学

校

付

御

用

を

仰

せ

付

け

ら

れ

て

い

る

。

金

弥

の

門

下

指

導

の

下

に

筆

算

方

と

し

て

山

本

静

之

介

、

千

原

助

之

丞

、

小

松

原

啓

太

郎

ら

が

指

導

に

あ

た

っ

て

い

た

と

思

わ

れ

る

。

こ

の

よ

う

に

、

藩

学

校

が

最

新

の

情

報

を

取

得

し

、

閑

谷

学

校

の

教

授

へ

の

情

報

提

供

や

指

導

を

し

た

り

、

両

校

職

員

の

人

事

交

流

が

行

わ

れ

て

い

た

。
（

注

１

９

）

閑

谷

学

校

は

、

全

盛

期

に

な

る

と

発

展

し

全

国

に

知

ら

れ

る

よ

う

に

な

り

、

他

藩

が

学

校

の

模

範

を

藩

学

校

の

み

な

ら

ず

閑

谷

学

校

に

も

求

め

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

。

し

か

し

、

藩

士

の

師

弟

を

教

育

す

る

藩

学

校

と

百

姓

の

師

弟

を

百

姓

の

教

師

が

教

育

す

る

閑

谷

学

校

と

感

情

的

対

立

が

あ

っ

た

と

思

わ

れ

る

。

宝

永

十

三

年

、

有

吉

臓

器

は

藩

学

校

の

授

読

師

か

ら

閑

谷

学

校

の

教

授

役

に

命

じ

ら

れ

た

。

当

時

の

閑

谷

学

校

の

実

情

は

「

文

芸

曠

廃

し

、

生

徒

皆

散

ず

。

亦

後

、

官

吏

数

名

を

以

て

護

衛

・

掃

除

の

役

を

給

す

る

の

み

」
（

注

４

）

と

さ

れ

、

本

人

も

周

囲

も

こ

の

こ

と

は

左

遷

だ

と

捉

え

て

い

る

。

有

吉

臓

器

の

教

え

子

で

あ

る

武

元

君

立

は

左

遷

さ

れ

た

理

由

を

「

臓

器

は

厳

格

に

生

徒

に

接

し

、

不

正

を

厳

し

く

叱

責

す

の

で

生

徒

や

同

僚

に

受

け

容

れ

ら

れ

な

か

っ

た

の

だ

。
」

と

書

い

て

い

る

。

臓

器

は

こ

の

あ

と

閑

谷

学

校

の

内

容

を

発

展

さ

せ

る

が

、

最

後

に

は

、

学

校

領

の

訴

訟

問

題

で

閑

谷

奉

行

の

職

を

引

責

辞

任

し

て

い

る

。

ま

た

、

文

政

元

年

、

武

元

君

立

は

、

改

革

派

藩

士

の

支

持

を

得

て

、

藩

政

の

現

状

を

批

判

し

改

革

を

提

唱

し

て

『

勧

農

策

』

を

建

白

し

た

。

こ

の

と

き

、

保

守

的

な

藩

学

校

や

藩

の

保

守

派

の

反

発

を

招

き

、

脱

藩

し

て

い

る

。ま

た

、

文

政

三

年

に

は

同

僚

の

有

吉

行

蔵

と

万

波

泰

介

は

藩

学

校

に

呼

び

出

さ

れ

、

収

賄

の

容

疑

を

か

け

ら

れ

る

。

そ

し

て

、

閑

谷

学

校

に

戻

り

割

腹

自

殺

し

て

い

る

。
（

注

４

）

こ

れ

ら

の

事

か

ら

、

庶

民

派

改

革

派

で

あ

る

閑

谷

学

校

と

封

建

的

保

守

派

で

あ

る

藩

学

校

の

対

立

の

構

図

が

う

か

が

え

る

。
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ま

た

、
「

こ

こ

数

年

学

校

領

か

ら

学

校

費

用

が

入

っ

て

い

な

い

。
」

と

い

う

書

状

（

注

３

０

）

も

残

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

こ

と

は

単

に

収

穫

が

少

な

か

っ

た

だ

け

で

は

な

く

、

地

元

の

庄

屋

・

名

主

な

ど

が

年

貢

を

取

り

立

て

て

い

る

周

辺

よ

り

も

、

学

校

領

や

井

田

は

年

貢

を

取

り

立

て

に

く

か

っ

た

の

で

は

な

い

か

と

思

わ

れ

る

。

周

囲

の

村

と

は

違

っ

て

農

業

に

疎

い

も

の

が

学

校

奉

行

と

し

て

取

り

立

て

る

と

ト

ラ

ブ

ル

も

お

こ

る

。

ま

た

、

自

由

な

商

品

取

引

も

し

に

く

い

の

で

採

算

も

合

わ

な

く

な

る

。

「

閑

谷

焼

」

な

る

焼

き

物

を

「

瓦

釜

」

を

使

っ

て

焼

い

た

の

も

、

現

金

収

入

獲

得

の

手

段

と

も

考

え

ら

れ

る

。

こ

の

よ

う

な

事

も

あ

り

、

学

校

と

地

元

住

民

の

折

り

合

い

が

悪

く

な

り

、

土

地

の

訴

訟

問

題

に

陥

っ

た

の

か

も

し

れ

な

い

。

第

二

節

岡

山

藩

の

財

政

岡

山

藩

は

幕

末

ま

で

財

政

悪

化

の

一

途

を

た

ど

っ

て

い

た

。

そ

の

要

因

と

し

て

、
武

士

、
庶

民

の

文

教

政

策

も

関

わ

り

が

あ

る

と

思

わ

れ

る

。

谷

口

澄

夫

氏

の

『

岡

山

藩

政

史

の

研

究

』
（

注

１

５

）

に

よ

る

と

、

岡

山

藩

財

政

悪

化

の

原

因

は

２

つ

で

あ

る

。

一

つ

に

は

参

勤

交

代

と

江

戸

表

の

藩

邸

の

出

費

で

あ

り

、

二

つ

め

は

幕

府

か

ら

強

制

さ

れ

た

国

役

の

負

担

の

出

費

で

あ

る

。

一

つ

め

の

江

戸

藩

邸

の

出

費

負

担

の

大

き

さ

を

（

図

表

⑧

）

か

ら

見

る

と

、

歳

入

を

年

貢

に

頼

り

、

更

に

債

務

の

累

積

が

続

い

て

い

る

事

が

わ

か

る

。

二

つ

め

の

国

役

負

担

は

、

寛

永

二

〇

年

（

一

六

四

三

）

か

ら

万

延

元

年(

一

八

六

〇)

ま

で

に

二

八

回

あ

っ

た

。
（

禁

裏

造

営

銀

三

九

〇

〇

貫

、

河

川

の

普

請

金

五

二

〇

〇

〇

両

、

筋

川

普

請

金

四

八

〇

〇

〇

両

等

）

こ

れ

ら

は

大

阪

の

鴻

池

家

か

ら

の

借

金

で

や

り

過

ご

し

、
「

文

化

年

間

（

一

八

〇

四

～

一

八

一

七

）

に

お

い

て

は

鴻

池

算

用

上

で

は

全

大

名

貸

の

六

割

を

占

め

る

に

至

っ

た

。
」
（

森

泰

博

）

と

あ

る

。

諸

藩

で

は

藩

営

専

売

が

流

行

し

て

い

た

が

、

岡

山

藩

で

は

実

施

さ

れ

る

の

が

遅

く

（

弘

化

年

間

以

降

〈

一

八

四

四

～

〉
）

で

あ

り

、

し

か

も

藩

営

専

売

に

反

対

の

声

も

上

が

り

失

敗

し

た

。

注

目

さ

れ

る

の

は

、

岡

山

藩

士

の

あ

い

だ

の

根

強

い

尚

農

思

想

が

反

対

の

要

因
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に

な

っ

た

と

思

わ

れ

る

こ

と

で

あ

る

。

藩

士

の

建

白

書

に

は

「

御

百

姓

の

本

文

に

添

っ

て

、

農

業

に

出

精

い

た

し

、

御

厄

介

を

申

し

出

ず

・

・

・

。
」
「

商

売

の

ご

仕

法

は

か

え

っ

て

人

心

に

支

障

を

き

た

し

・

・

・

。
」

と

い

っ

た

藩

政

へ

の

批

判

が

見

ら

れ

る

。

こ

う

し

た

、

財

政

破

綻

の

要

因

を

植

松

忠

博

氏

は

「

儒

教

主

義

の

仁

政

と

い

う

固

定

観

念

が

生

ん

だ

産

業

構

造

の

硬

直

化

と

、

貨

幣

経

済

の

進

展

に

逆

行

す

る

尚

農

賤

商

政

策

で

あ

る

。
」

と

し

て

い

る

。
（

注

２

７

）
（

図

表

⑧

参

照

）

第

三

節

閑

谷

学

校

の

生

徒

数

の

推

移

と

そ

の

要

因

創

立

当

初

、

将

来

の

村

役

人

に

な

る

豪

農

の

子

ど

も

の

教

化

を

目

的

と

し

た

漢

籍

を

中

心

と

し

た

カ

リ

キ

ュ

ラ

ム

は

そ

れ

ま

で

の

実

践

の

た

め

の

寺

子

屋

や

手

習

所

を

中

心

と

し

た

学

習

内

容

に

比

べ

て

難

解

で

親

し

み

に

く

い

も

の

だ

っ

た

。

一

方

、

寺

子

屋

の

テ

キ

ス

ト

は

「

往

来

物

」
（

書

簡

）

が

多

く

習

字

も

実

践

的

・

技

能

的

な

学

習

内

容

だ

っ

た

。

そ

の

た

め

、

閑

谷

学

校

に

立

派

な

建

物

や

書

籍

、

教

授

が

配

備

さ

れ

て

い

て

も

一

般

的

な

豪

農

の

子

ど

も

の

ニ

ー

ズ

は

少

な

か

っ

た

と

思

わ

れ

る

。

当

時

の

豪

農

＝

村

役

人

層

の

知

的

水

準

は

「

手

習

算

用

の

師

匠

」

に

は

な

れ

て

も

「

文

字

読

の

師

匠

」

に

は

な

れ

な

い

レ

ベ

ル

で

あ

り

、
「

実

用

的

知

識

の

段

階

」

停

滞

し

て

い

た

。

手

習

所

や

閑

谷

学

校

の

「

思

想

を

理

解

す

る

段

階

」

に

は

到

達

し

て

い

な

か

っ

た

と

言

え

る

。
（

注

４

）

ま

た

、

手

習

所

も

学

習

内

容

は

手

習

算

用

だ

っ

た

が

一

年

ほ

ど

で

ほ

と

ん

ど

お

と

ろ

え

て

し

ま

っ

て

い

る

。

藩

に

よ

る

機

械

的

強

制

的

拡

大

だ

っ

た

た

め

、

人

々

が

反

発

し

て

学

習

が

根

付

か

な

か

っ

た

と

思

わ

れ

る

。

寛

文

七

年

（

一

六

六

七

）

に

岡

山

藩

に

幕

府

巡

見

使

が

派

遣

さ

れ

た

時

に

、

百

姓

か

ら

出

さ

れ

た

目

安

「

備

前

津

高

郡

百

姓

目

安

写

」

で

は

「

新

学

宗

を

広
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め

て

い

た

だ

い

て

、

慈

悲

・

正

直

と

聞

こ

え

る

が

幾

ば

く

も

変

わ

ら

な

い

。
」

増

徴

の

た

め

に

姑

息

な

操

作

を

し

て

い

る

こ

と

に

つ

い

て

「

明

徳

の

わ

ざ

で

し

ょ

う

」

と

皮

肉

で

批

判

し

て

い

る

。
（

注

１

９

）

さ

ら

に

相

次

ぐ

飢

饉

が

あ

っ

た

こ

と

も

学

ぶ

余

裕

を

無

く

し

て

い

た

の

か

も

し

れ

な

い

。

し

か

し

、

生

徒

が

少

な

い

こ

の

時

代

で

も

津

田

永

忠

や

市

浦

毅

斎

ら

の

尽

力

に

よ

り

、

維

持

さ

れ

た

こ

と

が

後

の

繁

栄

に

つ

な

が

っ

て

い

る

。

当

時

の

豪

農

の

子

ど

も

が

寺

子

屋

に

通

っ

て

い

る

こ

と

は

和

気

郡

の

寺

子

屋

の

数

が

多

い

こ

と

か

ら

わ

か

る

。
（

資

料

⑨

参

照

）

皮

肉

な

こ

と

に

閑

谷

学

校

設

立

の

遠

因

と

し

て

仏

教

を

禁

止

し

た

反

動

や

綱

政

の

仏

教

愛

護

策

に

よ

り

、

僧

侶

寺

院

や

地

元

豪

農

（

庄

屋

と

儒

者

と

医

師

を

兼

ね

る

人

も

い

た

）

が

教

育

を

に

な

っ

て

い

た

と

思

わ

れ

る

。

元

禄

期

に

な

る

と

景

気

が

好

転

し

、

文

化

的

・

学

問

的

に

も

盛

り

上

が

り

を

見

せ

る

が

、

生

徒

数

が

拡

大

す

る

こ

と

は

な

く

低

迷

し

て

い

た

。

し

か

し

、

こ

の

頃

、

商

品

経

済

の

発

達

な

ど

に

よ

り

豊

か

に

な

っ

た

豪

商

農

層

に

は

学

問

や

芸

能

の

修

得

に

意

欲

を

持

ち

始

め

て

い

た

。

こ

の

こ

と

は

山

崎

闇

斎

や

伊

藤

仁

斎

の

門

人

が

瀬

戸

内

海

沿

岸

や

備

前

、

作

州

に

い

た

こ

と

や

、
藩

学

校

の

講

堂

学

習

に

毎

年

二

〇

～

三

〇

人

の

医

師

、
町

人

、

神

職

が

含

ま

れ

て

い

た

事

か

ら

考

え

ら

れ

る

。

こ

の

よ

う

な

民

の

文

化

的

・

経

済

的

蓄

積

も

あ

り

、

一

七

世

紀

後

半

か

ら

豪

農

も

含

ま

れ

た

俳

諧

集

団

が

岡

山

の

各

地

に

形

成

さ

れ

て

い

た

。

や

が

て

、

一

八

世

紀

に

な

る

と

こ

れ

ら

の

豪

農

層

か

ら

農

業

書

、

俳

諧

書

、

物

語

書

、

謡

書

、

茶

湯

書

、

算

術

書

、

名

所

記

な

ど

が

出

版

さ

れ

、

儒

書

の

出

版

部

数

も

増

加

し

て

い

る

。

こ

の

よ

う

に

出

版

物

が

文

化

形

成

の

ス

ピ

ー

ド

ア

ッ

プ

に

大

き

な

役

割

を

果

た

し

て

い

る

こ

と

が

わ

か

る

。

こ

の

よ

う

に

文

化

蓄

積

し

て

き

た

豪

農

出

身

の

有

吉

臓

器

と

豪

農

出

身

の

生

徒

が

出

会

っ

た

事

が

閑

谷

学

校

の

教

育

改

革

に

つ

な

が

っ

た

の

で

あ

る

。

教

え

る

側

と

学

ぶ

側

の

ニ

ー

ズ

が

一

致

し

た

と

言

え

る

。

こ

の

流

れ

は

、

教

員

・

生

徒

が

代

々

教

職

に

つ

い

た

り

、

同

じ

学

校

に

通

う

と

い

う

形

で

継

続

し

、

文

化

的

な

高

ま

り

は

学

校

の

範

疇

を

こ

え

て

天

神

講

と

い

う

社

会

教

育

に

ま

で

拡

が

り

を

見

せ

た

。

し

か

し

、

文

化

・

文

政

期

を

ピ

ー

ク

と

し

て

生

徒

数

が

減

少

す

る

。

こ

の

背

景

に

は

、

高

度

に

専

門

化

さ

れ

た

各

分

野

の

私

塾

や

数

多

く

増

大

し

た

寺

子

屋

の

出

現

が

あ

っ

た

と

思

わ

れ

る

。

閑

谷

学

校

の

蔵

書

を

み

て

も

こ

の

頃

の

内

容

は

多

種

多

様

に

わ

た

っ

て

お

り

、

と

り

と

め

が

な

い

と

お

も

わ

れ

る

も

の

も

あ

っ

た

。

や

が

て

、

幕

末

期

に

な

っ

て

生

徒

数

が

増

え

る

。

こ

の

時

期

の

蔵

書

を

み

る

と

国

学

や

陽

明

学

な

ど

尊

皇

攘

夷

運

動

に

つ

な

が

る

も

の

が

あ

る

。

そ

し

て

、

こ

の

時

期

の

生

徒

の

大

鳥

圭

介

は

幕

臣

の

陸

軍

奉

行

に

な

っ

て

い

る

。
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岡

山

藩

に

お

い

て

、

教

育

機

関

設

立

の

初

期

に

さ

か

の

ぼ

る

と

、

創

立

式

に

は

日

本

の

陽

明

学

の

祖

と

い

わ

れ

た

中

江

藤

樹

の

書

を

持

っ

て

熊

沢

蕃

山

が

参

列

し

た

岡

山

藩

学

校

と

、

蕃

山

の

弟

で

あ

る

泉

仲

愛

に

よ

っ

て

創

ら

れ

た

閑

谷

学

校

が

、

こ

の

よ

う

な

時

代

の

変

遷

の

な

か

で

、

熊

沢

蕃

山

と

と

も

に

伝

説

化

し

た

こ

と

が

、

幕

末

に

お

い

て

生

徒

数

が

増

え

た

要

因

だ

と

思

わ

れ

る

。

（

図

表

⑩

参

照

）
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終

章

本

研

究

を

と

お

し

て

、

次

の

事

が

明

ら

か

に

な

っ

た

。

閑

谷

学

校

の

教

育

の

特

徴

を

「

身

体

と

教

育

」

の

点

か

ら

見

る

と

、

寄

宿

生

活

が

中

心

と

な

っ

て

い

る

の

で

、
自

学

自

習

、
読

書

会

、
講

堂

に

於

け

る

素

読

、

年

長

者

が

年

少

者

を

五

人

一

組

程

度

で

指

導

す

る

学

習

な

ど

の

多

様

な

主

体

的

な

学

習

を

継

続

し

て

お

こ

な

っ

て

い

る

点

で

あ

げ

ら

れ

る

。

そ

の

主

体

的

な

学

び

は

、

学

校

か

ら

地

域

住

民

に

広

ま

り

、

地

域

の

天

神

溝

の

講

師

を

務

め

る

に

至

る

も

の

で

あ

る

。

ま

た

学

習

内

容

の

多

く

は

、

点

数

や

能

力

を

競

う

の

で

は

な

く

、

身

に

付

け

る

学

習

で

あ

る

。

日

本

の

多

く

の

庶

民

の

学

習

機

関

が

往

来

も

の

な

ど

の

読

み

書

き

や

算

術

と

い

っ

た

実

務

的

な

内

容

が

多

か

っ

た

中

で

、

身

に

付

け

る

べ

き

思

想

を

学

ぶ

こ

と

に

意

義

を

見

出

し

て

い

る

点

が

特

徴

と

い

え

る

。

ま

た

、

生

活

と

学

び

が

連

動

し

て

い

る

点

も

あ

げ

ら

れ

る

。

建

築

配

置

か

ら

見

て

も

、

時

間

配

分

か

ら

見

て

も

、

俗

と

聖

は

分

け

ら

れ

、

け

じ

め

が

つ

け

ら

れ

て

い

る

。

週

２

～

３

回

だ

け

許

さ

れ

る

聖

な

る

講

堂

や

習

芸

齊

で

の

学

習

と

俗

な

る

日

常

の

生

活

と

一

体

的

に

学

ぶ

寄

宿

舎

で

の

学

習

、

ま

た

は

、

午

前

と

午

後

で

、

両

者

を

行

き

来

す

る

生

活

で

あ

る

。

講

堂

・

習

芸

齊

の

横

に

、

飲

室

が

あ

っ

た

り

、

寄

宿

舎

か

ら

は

、

講

堂

を

中

心

と

し

た

建

物

群

が

見

え

る

中

で

学

習

す

る

こ

と

。

そ

し

て

、

両

者

が

い

つ

も

、

そ

ば

に

あ

る

こ

と

で

共

に

意

識

向

上

に

役

立

っ

て

い

る

。

つ

ま

り

、

儒

学

を

学

び

な

が

ら

、

日

常

生

活

を

振

り

返

り

、

日

常

生

活

を

送

る

中

で

、

儒

学

を

意

識

す

る

と

い

う

「

知

行

致

」

が

実

現

で

き

る

環

境

が

存

在

し

て

い

る

。

聖

廟

、

講

堂

、

芳

烈

祀

、

文

庫

、

小

齋

、

飲

室

、

石

塀

、

門

、

寄

宿

舎

、

自

然

の

里

山

が

、

共

に

存

在

を

主

張

し

、

曜

日

や

時

間

で

、

時

間

を

分

け

る

こ

と

で

、

意

欲

を

向

上

さ

せ

て

い

る

事

が

分

か

っ

た

。次

に

、

閑

谷

学

校

の

蔵

書

を

メ

デ

ィ

ア

史

の

視

点

か

ら

捉

え

直

し

、

そ

の

内

容

の

変

遷

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

で

わ

か

っ

た

こ

と

で

あ

る

。

近

世

の

学

問

は

、

時

代

と

共

に

様

々

に

変

化

し

て

い

る

が

、

閑

谷

学

校

に

も

反

映

さ

れ

て

い

る

。

全

国

か

ら

、

書

籍

が

届

け

ら

れ

た

り

、

岡

山

藩

学

校

か

ら

の

貸

借

さ

れ

る

な

ど

し

て

、

多

種

多

様

な

種

類

の

多

く

の

書

籍

が

、

存

在

し

て

い

る

。

頼

山

陽

の

『

日

本

外

史

』

の

よ

う

な

幕

府

の

発

禁

本

や

陽

明

学

の

本

で

あ

っ

て

も

、

散

失

せ

ず

に

残

っ

て

い

る

。

そ

し

て

、

一

五

〇

年

経

て

か

ら

、

価

値

・

需

要

が

生

ま

れ

た

事

は

、

そ

の

特

徴

と

い

え

る

。

ま

た

、

閑

谷

学

校

の

、

漢

籍

の

蔵

書

に

も

生

徒

の

筆

に

よ

る

練

習

の

あ

と

が

見

ら

れ

た

り

、

生

徒

が

直

接

手

に

と

っ

て

学

ぶ

た

め

に

十

分

な

書

籍

（

辞

書

）

を

確

保

し

て

い

る

事

も

、

特

徴

的

で

あ

る

。

閑

谷

は

城

下

か

ら

４

０

Ｋ

ｍ

離

れ

た

場

所

に

あ

り

、

こ

の

距

離

が

、

町

の

監

視

や

喧

噪

か

ら

解

放

さ

れ

る

要

因

と

な

っ

た

と

思

わ

れ

る

。
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三

つ

目

は

、

閑

谷

学

校

と

岡

山

藩

学

校

に

地

方

と

中

央

の

関

係

性

を

探

り

、

地

方

豪

農

・

地

方

藩

士

と

中

央

藩

士

の

関

係

性

を

探

る

問

題

で

あ

る

。

地

方

の

豪

農

出

身

に

お

い

て

は

、

学

問

を

志

す

事

に

よ

り

、

藩

士

と

し

て

登

用

さ

れ

る

道

が

あ

る

。

医

師

の

他

、

読

書

師

等

の

教

員

と

い

っ

た

職

業

に

従

事

す

る

。

し

か

し

、

現

実

に

は

、

手

習

い

所

構

想

が

頓

挫

し

た

事

も

あ

り

、

教

員

と

し

て

の

需

要

は

地

方

で

は

少

な

く

、

城

下

の

藩

校

に

お

い

て

、

豪

農

出

身

の

教

師

は

、

辛

酸

を

な

め

る

こ

と

と

な

る

。

豪

農

出

身

の

教

員

が

、

プ

ラ

イ

ド

の

高

い

藩

士

を

教

え

る

点

で

、

苦

労

し

た

点

が

見

ら

れ

た

。

ま

た

、

閑

谷

学

校

に

赴

任

す

る

と

、

今

度

は

、

中

央

か

ら

赴

任

し

て

き

た

と

し

て

、

地

域

の

豪

農

と

の

経

済

的

な

ト

ラ

ブ

ル

に

巻

き

込

ま

れ

る

事

も

見

ら

れ

た

。

そ

の

一

方

で

は

、

閑

谷

学

校

の

知

見

を

、

地

域

に

広

め

る

よ

う

に

機

能

し

た

事

例

も

見

ら

れ

た

。

天

神

溝

は

、

閑

谷

学

校

の

知

見

が

、

地

域

に

開

か

れ

、

地

元

豪

農

の

知

見

や

周

囲

の

自

然

と

も

結

び

つ

い

て

、

文

化

的

に

花

開

い

た

の

で

あ

る

。

武

元

君

立

は

、

岡

山

藩

学

校

に

見

ら

れ

る

忙

し

い

時

間

の

流

れ

と

出

世

意

識

か

ら

、

閑

谷

学

校

で

自

由

な

時

間

に

移

行

す

る

こ

と

で

、

他

藩

と

の

交

流

も

広

ま

り

、

多

く

の

著

作

を

残

し

、

閑

谷

学

校

の

再

興

を

果

た

す

こ

と

に

つ

な

が

っ

た

。

熊

沢

蕃

山

は

、

経

世

思

想

の

下

に

反

感

を

買

い

、

岡

山

藩

を

後

に

し

た

り

、

幽

閉

さ

れ

た

り

し

た

が

、

そ

の

思

想

は

、

死

後

に

渡

っ

て

、

幕

末

ま

で

人

々

に

影

響

を

与

え

る

も

の

だ

っ

た

。

こ

の

よ

う

に

、

岡

山

藩

の

教

育

機

関

に

お

い

て

は

、

中

央

に

お

い

て

も

、

地

方

に

お

い

て

も

、

そ

れ

ぞ

れ

の

立

場

で

、

妬

み

や

優

越

感

が

互

い

に

存

在

し

て

い

た

。

そ

の

中

で

天

神

溝

、

武

元

君

立

、

熊

沢

蕃

山

と

い

っ

た

人

物

や

事

例

は

、

互

い

の

障

壁

を

取

り

払

っ

て

、

成

功

し

た

事

例

で

あ

る

。

こ

の

三

つ

の

事

例

は

い

ず

れ

も

多

く

の

人

と

つ

な

が

る

事

で

、

困

難

を

乗

り

越

え

た

と

い

う

共

通

点

が

見

ら

れ

た

。
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お

わ

り

に

現

在

、

特

別

史

跡

お

よ

び

国

宝

に

指

定

さ

れ

て

い

る

閑

谷

学

校

は

「

池

田

光

政

が

つ

く

っ

た

庶

民

の

た

め

の

現

存

す

る

最

古

の

学

校

」

と

い

う

名

目

で

観

光

さ

れ

て

い

る

。

今

回

の

研

究

を

通

し

て

、

そ

う

い

っ

た

一

元

的

な

視

点

で

は

見

え

な

い

実

像

が

あ

る

事

に

気

付

か

さ

れ

た

。

そ

の

一

つ

目

は

時

代

に

よ

っ

て

変

遷

す

る

日

本

の

儒

学

者

の

奥

深

さ

で

あ

る

。

神

道

や

仏

教

を

取

り

込

ん

だ

り

容

認

し

て

し

ま

い

な

が

ら

も

そ

れ

ぞ

れ

の

時

代

に

必

要

な

思

想

が

う

ま

れ

て

い

る

。

二

つ

目

は

庶

民

の

学

ぶ

こ

と

へ

の

忍

耐

強

さ

で

あ

る

。

学

校

以

外

で

も

、

近

世

の

庶

民

は

様

々

な

形

で

生

活

に

即

し

て

学

ん

で

い

た

。

そ

し

て

庶

民

で

あ

る

が

故

に

、

自

由

な

学

習

活

動

が

可

能

に

な

り

、

確

実

に

集

団

と

し

て

も

力

を

付

け

る

こ

と

が

で

き

た

。

三

つ

目

は

こ

う

し

た

庶

民

を

活

用

し

て

統

治

し

た

為

政

者

の

政

治

力

で

あ

る

。

様

々

に

変

化

す

る

時

代

に

登

用

と

分

限

、

藩

主

と

庶

民

、

江

戸

と

岡

山

の

そ

れ

ぞ

れ

の

狭

間

で

調

整

し

な

が

ら

閑

谷

学

校

を

維

持

し

て

き

た

事

実

に

驚

か

さ

れ

た

。

こ

う

し

た

時

代

に

ご

と

の

変

遷

と

、

現

存

す

る

閑

谷

学

校

を

見

る

と

改

め

て

継

続

し

て

い

く

こ

と

の

意

義

を

見

る

こ

と

が

で

き

る

。

一

方

、

今

回

の

研

究

で

は

時

代

に

よ

る

変

遷

を

中

心

に

考

察

を

進

め

た

が

、

多

く

の

史

料

が

存

在

す

る

も

の

の

、

史

料

の

分

析

力

不

足

の

た

め

、

時

代

ご

と

の

一

般

的

な

生

徒

像

、

教

員

像

を

充

分

明

ら

か

に

出

来

な

か

っ

た

。

し

か

し

、

引

き

続

き

継

続

し

て

、

史

料

に

当

た

り

続

け

る

事

と

、

全

国

的

な

動

向

と

照

ら

し

あ

わ

せ

る

事

で

、

そ

れ

ぞ

れ

の

史

料

を

再

び

生

か

す

こ

と

が

で

き

る

と

思

わ

れ

る

。

（

注

釈

）
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（

注

１

）

石

川

謙

『

日

本

庶

民

教

育

史

』

玉

川

大

学

出

版

社

一

九

七

二

年

Ｐ

．

１

～

Ｐ

．

７

９

Ｌ

８

（

注

２

）

辻

本

雅

史

『
「

学

び

」

の

復

権

』

角

川

書

店

一

九

九

九

年

Ｐ

．

１

３

Ｌ

１

４

～

Ｐ

．

１

４

Ｌ

４

，

Ｐ

．

４

８

Ｌ

９

～

Ｐ

．

４

９

Ｌ

１

７

，

Ｐ

．

５

９

Ｌ

１

～

Ｐ

．

８

５

Ｌ

１

７

（

注

３

）

特

別

史

跡

旧

閑

谷

学

校

顕

彰

保

存

会

『

増

訂

閑

谷

学

校

史

』

福

武

書

店

一

九

八

七

年

（

注

４

）

柴

田

一

『

近

世

豪

農

の

学

問

と

思

想

』

新

生

社

一

九

六

六

年

Ｐ

．

１

５

０

Ｌ

２

～

Ｐ

．

２

９

１

Ｌ

７

（

注

５

）

閑

谷

学

校

で

主

な

教

育

の

対

象

と

な

っ

た

の

は

手

習

所

に

準

じ

て

豪

農

層

で

あ

る

。

但

し

、

閑

谷

学

校

で

は

下

級

藩

士

＝

御

扶

持

人

や

医

師

の

子

息

も

認

め

ら

れ

た

。

小

前

百

姓

層

は

含

ま

れ

な

い

。

村

役

人

の

名

称

は

時

代

に

よ

っ

て

変

わ

る

の

で

整

理

し

て

お

く

。

村

方

三

役

肝

煎

庄

屋

年

寄

五

人

組

頭

百

姓

↓

元

禄

二

年

（

一

六

八

九

）

～

大

庄

屋

名

主

五

人

組

頭

判

頭

百

姓

村

方

三

役

（

注

６

）

仙

田

実

「

歴

史

と

伝

説

の

間

」
（

東

備

歴

史

研

究

協

議

会

会

誌

第

一

二

号

二

〇

〇

二

年

一

二

月

）

に

和

気

郡

の

豪

農

日

笠

氏

に

つ

い

て

の

記

述

が

あ

る

。

日

笠

氏

は

『

天

神

山

記

』

に

も

か

か

れ

た

土

豪

で

、

江

戸

時

代

に

は

大

庄

屋

を

世

襲

し

て

い

た

。

日

笠

房

仲

の

奉

公

書

に

よ

る

と

、

光

政

が

寛

文

六

年

日

笠

家

に

立

ち

寄

っ

た

翌

年

一

四

歳

で

藩

学

校

に

召

し

出

さ

れ

通

役

を

務

め

、

寛

文

一

〇

年

熊

沢

蕃

山

と

と

も

に

学

文

の

た

め

に

明

石

に

行

く

。

そ

の

後

、

閑

谷

学

校

、

藩

学

校

の

教

員

と

な

り

、

切

米

十

二

俵

を

あ

て

が

わ

れ

る

。

元

禄

二

年

福

山

検

地

、

ま

た

、

福

永

村

の

堤

防

工

事

に

従

い

、

享

保

三

年

閑

谷

見

届

け

役

（

校

長

格

）

と

な

っ

て

い

る

。

（

注

７

）

深

谷

克

己

『

早

稲

田

大

学

大

学

院

文

学

研

究

科

紀

要

・
（

哲

学

史

学

編

）
』
「

明

君

創

造

と

藩

屏

国

家

」

一

九

九

四

年

Ｐ

．

２

Ｌ

２

９

～

Ｐ

．

５

Ｌ

３

０

（

注

８

）

大

橋

健

二

『

反

近

代

の

精

神

・

熊

沢

蕃

山

』

勉

誠

出

版

二

〇

〇

二

年

Ｐ

．

３

９

Ｌ

２

～

Ｐ

４

４

．

Ｌ

１

１

（

注

９

）
『

集

義

和

書

』
『

夜

会

記

』

熊

沢

蕃

山

著

（

池

田

綱

政

写

本

）

林

原

美

術

館

熊

沢

蕃

山

は

綱

政

が

江

戸

藩

邸

に

居

た

と

き

綱

政

の

家

庭

教

師

を

し
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て

い

た

。

ま

た

、

池

田

綱

政

は

熊

沢

蕃

山

が

岡

山

を

致

仕

し

た

の

ち

に

出

版

前

の

『

集

義

和

書

』

を

写

し

、

熊

沢

蕃

山

が

亡

く

な

る

前

に

書

い

た

『

夜

会

記

』

も

写

し

て

い

る

。

ま

た

蕃

山

の

添

削

し

た

文

書

も

多

数

存

在

す

る

事

か

ら

、

両

者

の

継

続

し

た

関

係

が

わ

か

る

。

（

注

１

０

）

堀

新

「

岡

山

藩

と

武

家

官

位

～

池

田

綱

政

の

少

将

昇

進

を

め

ぐ

っ

て

～

」
『

史

観

』

第

１

３

３

冊

一

九

九

五

年

（

注

１

１

）

江

森

一

郎

『
「

勉

強

」

時

代

の

幕

開

け

』

平

凡

社

選

書

一

九

九

〇

年

（

注

１

２

）

小

川

晴

久

『

実

学

心

学

の

発

見

』

論

創

社

二

〇

〇

六

年

（

注

１

３

）

岡

山

市

立

旭

操

小

学

校

『

ふ

る

さ

と

旭

操

』

一

九

八

三

年

沖

新

田

の

堤

防

工

事

は

難

工

事

で

何

度

、

塩

止

め

を

し

て

も

う

ま

く

い

か

な

い

。

そ

れ

は

龍

神

様

の

怒

り

に

触

れ

て

い

る

の

で

、

怒

り

を

静

め

る

た

め

に

若

い

娘

の

人

柱

と

し

て

生

き

た

ま

ま

海

に

沈

ん

だ

と

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

生

娘

は

沖

田

神

社

に

祀

ら

れ

て

い

る

が

、

こ

の

神

社

自

体

が

多

く

の

犠

牲

者

を

祀

っ

た

も

の

で

あ

る

。

以

降

も

倉

安

川

、

百

間

川

、

新

田

が

あ

る

こ

の

地

域

で

は

度

重

な

る

水

害

や

低

湿

地

の

た

め

の

伝

染

病

な

ど

が

起

こ

っ

て

い

る

。

（

注

１

４

）

武

元

君

立

『

閑

谷

学

図

』

閑

谷

学

校

資

料

館

一

八

一

三

年

当

時

の

風

景

を

見

る

と

、

実

際

の

原

風

景

に

近

い

風

景

が

描

か

れ

て

い

る

こ

と

が

わ

か

る

。

こ

の

頃

と

現

在

を

比

べ

て

大

き

く

異

な

る

の

が

植

生

で

あ

る

。

当

時

は

松

や

照

葉

樹

が

多

く

描

か

れ

て

い

る

が

、

現

在

は

周

辺

も

含

め

て

檜

や

杉

が

大

変

多

い

。

学

校

建

設

時

に

五

万

枚

と

も

い

わ

れ

る

備

前

焼

瓦

を

近

く

の

窯

で

焼

い

て

お

り

、

多

量

の

松

が

使

わ

れ

た

こ

と

で

、

檜

や

杉

が

植

え

ら

れ

植

生

が

変

わ

っ

た

と

思

わ

れ

る

。

そ

の

た

め

、

周

囲

の

学

校

田

が

洪

水

に

な

っ

て

い

る

記

録

が

多

く

、
今

で

も

土

が

流

出

し

続

け

て

い

る

。

一

キ

ロ

下

流

の

石

門

は

三

メ

ー

ト

ル

近

く

地

中

に

埋

没

し

て

お

り

、

川

の

流

れ

も

著

し

く

変

わ

っ

た

形

跡

が

あ

る

。

（

注

１

５

）

谷

口

澄

夫

『

岡

山

藩

政

史

の

研

究

』

塙

書

房

一

九

六

四

年

Ｐ

．

５

６

１

Ｌ

１

４

～

Ｐ

．

５

６

５

Ｌ

１

７

，

Ｐ

．

５

６

８

Ｌ

２

８

～

Ｐ

５

７

１

Ｌ

１

（

注

１

６

）

妻

鹿

淳

子

「

地

下

に

生

き

続

け

た

信

仰

～

不

受

不

施

派

～

」

『

図

説

岡

山

県

の

歴

史

』

河

出

書

房

新

社

一

九

九

〇

年

Ｐ

１

９

２

（

注

１

７

）

中

尾

寿

夫

『

岡

山

藩

学

校

と

半

池

』

自

費

出

版

一

九

六

三

年

（

注

１

８

）

木

村

政

行

『

近

世

地

域

研

究

史

の

研

究

』

思

文

閣

出

版

二

〇

〇

六

年

（

注

１

９

）

倉

地

克

直

『

岡

山

県

の

教

育

史

』

思

文

閣

出

版

一

九

八

八

年

Ｐ

．

５

６

～

Ｐ

．

２

８

４

Ｌ

４

（

注

２

０

）

岡

山

県

教

育

委

員

会

『

旧

閑

谷

学

校

歴

史

資

料

目

録

』

特

別

史

跡

閑

谷

学

校

顕

彰

保

存

会

一

九

八

〇

年



- 64 -

（

注

２

１

）

林

屋

辰

三

郎

編

『

幕

末

文

化

の

研

究

』

岩

波

書

店

一

九

七

八

年

（

注

２

２

）

林

屋

辰

三

郎

編

『

文

明

開

化

の

研

究

』

岩

波

書

店

一

九

七

九

年

（

注

２

３

）

閑

谷

学

校

の

成

立

年

代

に

つ

い

て

は

、

寛

文

一

〇

年

と

す

る

説

が

あ

る

が

、

こ

れ

は

後

に

な

っ

て

記

述

さ

れ

た

も

の

を

根

拠

と

し

て

お

り

、

正

確

で

は

な

い

。

寛

文

八

年

に

郡

内

手

習

所

が

つ

く

ら

れ

た

が

寛

文

一

二

年

の

和

気

郡

五

か

所

手

習

所

に

も

閑

谷

や

そ

の

周

辺

の

地

名

も

な

い

。

寛

文

一

一

年

の

記

録

に

は

木

谷

手

習

所

が

登

場

す

る

。

つ

ま

り

、

こ

の

寛

文

一

一

年

に

木

谷

手

習

所

が

で

き

た

後

、

寛

文

一

二

年

閑

谷

学

問

所

と

し

て

整

備

さ

れ

た

（

津

田

家

奉

公

書

）

と

思

わ

れ

る

。

（

注

２

４

）

加

地

伸

行

他

『

儒

教

の

本

』

学

習

研

究

社

二

〇

〇

一

年

Ｐ

．

６

５

～

Ｐ

．

９

２

，

Ｐ

．

１

４

８

～

Ｐ

．

２

２

３

（

注

２

５

）

大

森

祟

編

『

神

道

の

本

』

学

習

研

究

社

一

九

九

二

年

Ｐ

．

１

７

０

～

Ｐ

．

１

８

２

（

注

２

６

）

湯

浅

常

山

は

池

田

家

に

仕

え

た

徂

徠

学

派

の

儒

学

者

（

注

２

７

）

植

松

忠

博

『

士

農

工

商

～

儒

教

思

想

と

官

僚

支

配

～

』

同

文

館

一

九

九

七

年

（

注

２

８

）

儒

者

の

林

大

学

が

池

田

家

の

系

図

づ

く

り

を

依

頼

さ

れ

て

い

る

。

光

政

の

祖

父

輝

政

の

祖

父

恒

利

は

摂

津

池

田

氏

と

つ

な

が

り

が

あ

り

、

恒

利

の

六

代

前

の

池

田

教

正

は

楠

木

正

成

の

子

楠

木

正

行

ま
さ
つ
ら

の

実

子

と

さ

れ

る

。

（

注

２

９

）
『

閑

校

記

録

』

宝

暦

一

一

年

（

一

七

六

一

）

『

閑

校

御

開

発

略

記

』

寛

政

七

年

（

一

七

九

五

）

齋

藤

一

興

『

池

田

家

履

歴

略

記

』

寛

政

一

一

年

（

一

七

九

九

）

で

は

、

学

校

設

立

当

時

の

事

柄

や

、

光

政

に

関

す

る

事

柄

が

過

去

を

振

り

返

る

形

で

書

か

れ

て

い

る

。

（

注

３

０

）
「

津

田

永

忠

書

状

」

備

前

市

閑

谷

江

戸

時

代

『

岡

山

県

立

博

物

館

特

別

展

図

録

・

江

戸

時

代

の

教

育

と

閑

谷

学

校

』

平

成

一

二

年

（

二

〇

〇

〇

）

Ｐ

．

３

０

に

よ

る

と

津

田

永

忠

か

ら

学

校

奉

行

市

浦

毅

斎

へ

の

書

状

で

「

閑

谷

新

田

村

の

物

成

は

閑

谷

学

校

の

経

営

に

一

昨

年

か

ら

用

い

て

い

な

い

」
と

主

張

し

て

い

る

。

（

注

３

１

）

笠

井

助

治

『

近

世

藩

校

の

総

合

的

研

究

』

吉

川

弘

文

館

一

九

六

〇

年

（

注

３

２

）

薗

部

等

氏

「

弘

道

館

の

蔵

書

に

つ

い

て

」
『

水

戸

史

学

』
，

水

戸

史

学

会

一

九

八

一

年

（

注

３

３

）

鈴

木

暎

一

，

小

圷

の

り

子

「

水

戸

藩

の

出

版

書

・

蔵

書

と

そ

の

普

及

に

つ

い

て

の

調

査

研

究

」
『

近

世

日

本

の

学

問

・

教

育

と

水

戸

藩

Ⅱ

』

二

〇

一

一

年

，

水

戸

市

（

注

３

４

）

深

井

紀

夫

「

閑

谷

学

校

現

存

典

籍

に

つ

い

て

―

印

記

に

よ

る

蔵

書

の

源

流

―

」
（
『

岡

山

朝

日

研

究

』

第

二

号

，

一

九

八

一

年
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（

注

３

５

）

浅

利

尚

民

「
〈

諸

什

器

取

調

表

〉

旧

岡

山

藩

関

係

資

料

・

調

度

品

の

近

代

に

お

け

る

変

遷

と

そ

の

復

元

」
（
『

林

原

美

術

館

紀

要

』

二

号

，

林

原

美

術

館

，

平

成

二

〇

〇

八

年

，

Ｐ

，

２

５

～

３

１

）

「

旧

岡

山

藩

主

池

田

家

の

近

代

に

お

け

る

文

化

財

管

理

の

実

態

に

つ

い

て

」
（
『

林

原

美

術

館

紀

要

』

三

号

，

林

原

美

術

館

，

平

成

二

〇

〇

九

年

，

Ｐ

３

３

）

「

歴

代

岡

山

藩

主

と

林

原

美

術

館

所

蔵

品

」
（
『

岡

山

県

の

自

然

と

文

化

』

三

〇

号

，

岡

山

県

文

化

財

団

，

平

成

二

〇

一

一

年

）

（

注

３

６

）
『

旧

閑

谷

学

校

歴

史

資

料

目

録

』

特

別

史

跡

閑

谷

学

校

顕

彰

保

存

会

，

一

九

八

〇

年

（

注

３

７

）

岡

山

県

立

博

物

館

図

録

『

江

戸

時

代

の

教

育

と

閑

谷

学

校

』

岡

山

県

立

博

物

館

図

録

，
，

二

〇

〇

〇

年

Ｐ

．

２

５

（

注

３

８

）

笠

井

助

治

『

近

世

藩

校

に

於

け

る

出

版

書

の

研

究

』

吉

川

弘

文

館

，

一

九

六

二

年

Ｐ

．

４

１

Ｌ

５

～

Ｐ

．

８

８

Ｌ

３

（

注

３

９

）

谷

口

澄

夫

「

藩

学

校

の

経

営

に

つ

い

て

の

一

考

察

」
『

地

方

史

研

究

』

第

一

八

巻

第

二

号

，

一

九

六

八

年

（

注

４

０

）

柴

田

一

『

近

世

豪

農

の

学

問

と

思

想

』

新

生

社

，

一

九

六

六

年.

（

注

４

１

）

冨

岡

直

樹

「
『

旧

閑

谷

学

校

歴

史

資

料

目

録

』

に

み

る

教

育

の

変

遷

」
『

閑

谷

学

校

研

究

』

第

一

三

号

，

特

別

史

跡

旧

閑

谷

学

校

顕

彰

保

存

会

，

二

〇

〇

六

年

Ｐ

．

２

１

（

注

４

１

）

井

上

厚

央

「

韓

国

の

儒

教

的

教

育

シ

ス

テ

ム

」
『

閑

谷

学

校

シ

ン

ポ

ジ

ウ

ム

』

備

前

市

教

育

委

員

会

，

二

〇

一

一

年

（

注

４

２

）
薗

部

等

氏
「

弘

道

館

の

蔵

書

に

つ

い

て

」
『

水

戸

史

学

』
一

五

号

，

水

戸

史

学

会

一

九

八

一

年

（

注

４

３

）

鈴

木

暎

一

，

小

圷

の

り

子

「

水

戸

藩

の

出

版

書

・

蔵

書

と

そ

の

普

及

に

つ

い

て

の

調

査

研

究

」
『

近

世

日

本

の

学

問

・

教

育

と

水

戸

藩

Ⅱ

』

二

〇

一

一

年

，

水

戸

市

Ｐ

．

８

６

（

注

４

４

）

深

井

紀

夫

「

閑

谷

学

校

現

存

典

籍

に

つ

い

て

―

印

記

に

よ

る

蔵

書

の

源

流

―

」
『

岡

山

朝

日

研

究

』

第

二

号

，

一

九

八

一

年

（

注

４

５

）

岡

長

平

『

刊

行

物

に

み

る

岡

山

県

立

図

書

館

概

史

』

岡

山

県

立

図

書

館

，

二

〇

一

一

年

，

Ｐ

．

１

１

（

注

４

６

）
和

辻

哲

郎
『

日

本

倫

理

思

想

史

』
（

三

）
Ｐ

．
９

Ｐ

．
～

３

３

８

．

Ｌ

２

、
（

四

）
Ｐ

．
１

５

～

Ｐ

．
９

９

．
Ｌ

８

、
Ｐ

．
１

４

１

Ｐ

．

２

５

２

Ｌ

５

岩

波

書

店

一

九

五

二

年

（

注

４

７

）

安

藤

英

男

『

頼

山

陽

日

本

政

記

』

白

川

書

院

，

一

九

七

六

年

（

注

４

８

）

前

田

勉

『

江

戸

の

読

書

会

』

平

凡

社

，

二

〇

一

二

年

，

Ｐ

．

３

６

～

Ｐ

６

７

（

注

４

９

）

辻

本

雅

史

『

思

想

と

教

育

の

メ

デ

ィ

ア

史

』

ぺ

り

か

ん

社

，

二

〇

一

一

年

，

Ｐ

．

２

６

４

～

Ｐ

．

２

７

６

Ｌ

６
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「

一

七

世

紀

日

本

の

メ

デ

ィ

ア

革

命

」
『

教

育

史

研

究

の

最

前

線

』

教

育

史

学

会

，

二

〇

〇

七

年

，

Ｐ

．

２

３

６

～

２

４

０

（

注

５

０

）

高

橋

文

博

「

蟹

養

齋

の

喪

祭

論

に

み

え

る

死

者

の

観

念

」
『

東

ア

ジ

ア

の

死

者

の

行

方

と

葬

儀

』

勉

誠

出

版

，

二

〇

〇

九

年

，

Ｐ

．

４

６

～

Ｐ

．

５

２

（

注

５

１

）

長

澤

宏

昌

『

散

骨

は

、

す

べ

き

で

な

い

埋

葬

の

歴

史

か

ら

』

講

談

社

，

二

〇

一

二

年

，

Ｐ

．

８

９

～

９

５

Ｌ

１

（

注

５

２

）

黒

﨑

義

博

『

岡

山

の

図

書

館

』

日

本

文

教

出

版

，

一

九

九

一

年

，

Ｐ

．

３

４

Ｌ

２

４

～

４

３

Ｌ

３

７

（

注

５

３

）

河

田

智

成

「

閑

谷

学

校

に

お

け

る

『

学

び

の

場

』

の

建

築

的

構

造

化

に

つ

い

て

」
『

名

古

屋

造

形

大

学

紀

要

』
，

二

〇

一

一

年

，

Ｐ

．

６

７

～

Ｐ

．

７

７

（

注

５

４

）

吾

妻

重

二

「

池

田

光
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図 表 ① 閑 谷 学 校 ・ 藩 学 校 関 連 年 表

西 暦 年 代 大 名 事 柄

1632 寛 永 9 光 政 光 政 岡 山 に 移 封 （ 23 歳 ）

1634 11 蕃 山 岡 山 藩 に 出 仕

1647 正 保 4 蕃 山 300 石 近 習 と な る

1650 慶 安 3 蕃 山 3000 石 組 頭 と な る

1654 承 応 3 洪 水 、 承 応 改 革 （ 農 政 改 革 ）

1657 明 暦 3 蕃 山 、 岡 山 を 致 仕 す る 。 江 戸 岡 山 藩 邸 焼 失 す る 。

1661 万 治 元 三 宅 可 三 （ 朱 子 学 者 ） が 岡 山 藩 に 来 る 。

1665 寛 文 5 幕 府 に よ り 、 日 蓮 宗 不 施 不 受 派 禁 教 に な る

1666 6 寺 社 淘 汰 ・ ｷ ﾘ ｼ ﾀ ﾝ 神 職 請 、 光 政 が 墓 地 学 校 予 定 地 を 見 に 来 る 。

学 岡 山 藩 学 校 （ 仮 学 校 ） 開 校

1667 7 幕 府 巡 見 死 使 が 藩 を 監 察 、 農 民 か ら 藩 政 批 判 の 目 安 提 出

1668 8 手 1 郡 1 箇 所 の 郡 々 手 習 所 の 取 建 て を 命 ず る 。

池 田 家 墓 所 完 成 す る 。

1669 9 学 新 学 校 建 設 。 蕃 山 開 校 式 参 列 。 小 子 数 最 高 。

1671 11 学 学 校 「 掟 」 改 定 。 11 歳 以 上 の 宗 子 の 入 学 義 務 づ け る 。

学 小 侍 者 の 規 定 設 け ら れ る 。

手 郡 々 手 習 所 拡 大 123 カ 所 に な る 。

社 倉 米 が 行 わ れ る 。

1672 12 綱 政 光 政 致 仕 （ 63 歳 ） 綱 政 （ 34 歳 ）

閑 閑 谷 学 問 所 に な る 。

閑 津 田 重 二 郎 学 校 奉 行 → 閑 谷 学 問 所 取 建 て 専 任

1673 延 宝 元 閑 閑 谷 学 校 講 堂 完 成 。 （ 元 ～ 3 年 洪 水 飢 饉 ）

1674 2 閑 閑 谷 学 校 聖 堂 完 成 。 閑 谷 学 校 領 279 石 が 付 け ら れ る 。

宗 旨 請 は 勝 手 次 第 と し 、 神 職 請 終 わ る 。

学 岡 山 藩 学 校 が 希 望 入 学 に な る 。

手 郡 々 手 習 所 14 カ 所 に 統 合 さ れ る 。

蕃 山 、 光 政 や 岡 山 藩 政 を 批 判 し 始 め る 。

1675 3 手 郡 々 手 習 所 全 廃 。 学 校 領 2000 石 → 500 石

1677 5 閑 閑 谷 学 校 御 殿 （ 小 斉 ） 完 成 。

1679 7 藩 札 発 行

1682 天 和 2 光 政 死 す ( 73 歳 ) 、 倉 田 新 田 干 拓

1684 貞 亭 元 閑 閑 谷 学 校 新 聖 堂 完 成 、 幸 島 新 田 干 拓

1685 2 御 後 園 （ 後 楽 園 ） 工 事 開 始 （ ～ 1700 ）

1686 3 閑 閑 谷 学 校 東 御 堂 （ 芳 烈 祠 ） 完 成

1687 4 神 職 請 廃 止 さ れ る 。

1690 元 禄 3 綱 吉 に よ り 、 幕 府 に よ る 儒 学 興 隆 と な る 。

1691 4 熊 山 蕃 山 死 す 。

1697 10 池 田 家 菩 提 寺 と し て 曹 源 寺 造 営 が 命 じ ら れ る 。



1701 14 閑 閑 谷 学 校 新 講 堂 完 成 。 全 容 が 整 う 。

1707 宝 永 4 津 田 永 忠 死 す 。

閑 市 浦 毅 斎 が 閑 谷 学 校 支 配 を 命 じ ら れ る 。

1708 5 学 藩 学 校 領 500 石 に 縮 小 さ れ る 。

1709 6 閑 閑 谷 学 校 縮 小 が 検 討 さ れ る 。

1710 7 閑 日 笠 喜 三 郎 、 閑 谷 見 届 役 に な る 。

1714 正 徳 4 継 政 綱 政 死 す （ 76 歳 ） 。 継 政 襲 封 ( 15 歳 ) 。

1718 8 学 日 笠 喜 三 郎 、 藩 学 校 見 届 役 に な る 。

1727 享 保 12 学 岡 山 藩 で 簡 略 仕 法 が 行 わ れ 、 藩 学 校 一 時 停 滞 す る 。

17 学 万 波 醒 廬 、 藩 学 校 入 学

1739 元 文 4 「 備 陽 国 誌 」 完 成

1746 延 亭 3 松 山 藩 学 問 所 設 け ら れ る

1752 宝 暦 2 宗 政 継 政 襲 封 ( 53 歳 ) 。

1754 4 新 見 藩 稽 古 場 設 け ら れ る

1755 5 学 こ の 頃 よ り 、 浦 上 市 三 郎 （ 玉 堂 ） 藩 学 校 に 学 ぶ 。

1761 11 学 岡 山 藩 学 校 で 観 校 式 日 を 定 め る 。 藩 学 校 領 → 1000 石 に 増 額

1763 13 閑 有 吉 蔵 器 、 閑 谷 学 校 教 授 に な る 。

14 治 政 治 政 襲 封 （ 14 歳 ）

1764 明 和 2 津 山 藩 学 問 所 を お く 。

1772 安 永 元 学 岡 山 藩 学 校 で 藩 主 名 代 に よ る 月 １ 回 の 監 督 始 ま る 。

1776 5 閑 武 元 登 々 庵 、 君 立 、 閑 谷 学 校 入 学

1782 天 明 2 和 気 郡 北 方 村 天 神 講 始 ま る 。

1790 寛 政 2 幕 府 、 寛 政 異 学 の 禁

1794 6 斉 政 治 政 致 仕 ( 44 歳 )

1796 8 早 川 代 官 久 世 に 典 学 館 を 開 く 。

1799 11 岡 山 に 心 学 講 社 の 三 行 舎 が 設 立 。

1800 12 武 元 登 々 庵 私 塾 を 開 く 。

1813 文 化 10 閑 武 元 君 立 、 閑 谷 学 校 教 授 に な る 。 ( 小 生 50 人 、 大 生 10 人 )

1823 文 政 6 庭 瀬 藩 が 藩 校 誠 意 館 を 建 て る 。

1834 天 保 5 倉 敷 に 明 倫 館 が 設 立 さ れ る 。

大 塩 平 八 郎 来 校 、 著 書 を 納 め る 。

1835 6 倉 敷 に 心 学 講 社 自 省 会 が 設 立 。

1839 10 天 神 講 再 開 す る 。

天 保 閑 佐 藤 陶 亭 閑 谷 学 校 入 学

1845 弘 化 2 閑 大 鳥 圭 介 閑 谷 学 校 入 学 。

1847 4 閑 谷 学 校 火 災 で 学 房 焼 失 す る 。

1853 嘉 永 6 ペ リ ー 来 航 、 岡 山 藩 は 房 総 海 岸 警 備 を 命 ぜ ら れ る 。

1856 安 政 3 渋 染 一 揆 。 箕 作 阮 甫 幕 府 番 書 調 所 教 授 に な る 。

1857 4 山 田 方 谷 、 松 山 藩 参 政 と な り 藩 政 改 革 を 行 う 。

1862 文 久 2 西 周 ら 幕 府 か ら オ ラ ン ダ 留 学 に 派 遣 さ れ る 。

慶 応 4 閑 54 人 入 学 武 士 15 人 民 間 39 人 ( 医 8 村 役 人 14 一 般 農 民 15 他 2 )















h
問
（

表図

兵

国E

県

図表⑪

関谷学校周辺見取図

岡山藩学校における生徒数の推移
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漢籍 S10年 S10年

分野 書名 著者 年代 数 縣図書館 書名 著者 年代 数 縣図書館

『經部』
易類 易?家引 明蔡淸 承應元・印(1652) 24 24 周易 雲川弘毅・帖 明和(1764～1771) 1 藩学→1

周易大全 26
易経 4
通變 3

書類 尚書通孝 黄鎮成 寛文５・印(1665) 18
書經講義会編 李鴻 10 15
書經筆記 13
書経 4

詩類 詩經説約 明顧夢麟・編 寛文９(1669) 28 28
詩經筆記 15
詩経 4

禮類（周禮） 周禮 釋周哲・帖　 寛永13(1636) 13 6
禮類（通禮） 儀禮經傳通觧 宋朱熹 寛文2(1662) 20 20 五禮通孝 宋宗元・校 120 藩学→90

同上 同上 寛文９(1669) 28 藩学→28
儀禮 7

禮類（雑禮） 家禮（儀節） 楊愼・校 慶安元(1648) 4 4
春秋類（左氏傳） 春秋經傳集觧 堀正意・帖 寛永８(1631) 30

春秋左氏傳校本 村瀬誨輔・校 文化８(1811) 14 同左 12
同上 嘉永３(1850) 13

春秋釋例 晋杜預 8 1 春秋左傳杜林合註 明萬暦２２ 12 藩学→12

左伝杜註 90
左伝林註 50
左伝解 10
左傳句讀直觧 松永昌易・帖 寛文元(1661) 25
左繍 池内泰時・帖 嘉永７(1854) 13 藩学→16

孝經類 孝經 1 16
羣經總義類（羣經） 五經 中村惕斎・帖 5 44 同左 山﨑闇齋　雲川弘毅・帖 明和７(1770) 12 12

同上 佐藤一斎・帖 文化１０(1813) 11 11
五經集註 寛文３(1663) 58 58
五經大全 明萬暦３３ 62 藩学→268

官板五經大全 林信勝（道春）・帖 194 180
十三經注疏 190 200

四書類（四書） 四書白文（大学・中庸・孟子） 慶安５(1652) 2
四書白文（大学・中庸） 寛文７(1667) 4
四書（大学・大学或問・中庸・ 朱熹・註、闇斎・帖 4 8
中庸或問・論語・孟子）

四書大全 鵜飼信之・帖 22 130
同上 藤原惺窩・註 65 88
四書大全説約合恭正解 淸??・編 元禄１０(1697) 30
四書家引 敖鯤・校 寛永13(1636) 20 40
四書淺説 劉蜚英・訂 13 48
四書便蒙講述 廬伯儒・編 慶安４(1651) 40 40
四書存疑 鵜飼信之・帖 承應３(1654) 24 28
四書抄 38
松陽講義 篠﨑弼・帖 文政１１(1828) 5 5
四書朱子本義匯參 明王歩靑・編 天保７(1836) 83

小学類 大廣益会増修玉篇 明朱?檳・編 寛文４(1664) 5
古今韻會　要小補 正保５(1648) 31
字 14
洪武正韻 5 5

『史部』
正史類 史記評林 24 漢書評林 明暦４(1658) 40

史記 150
前漢書 40 藩学→170

後漢書 鵜飼眞昌・帖 55 55
南斎書 明萬暦１６ 8
陳書 明萬暦１５ 4
北齊書 明萬暦１６ 6
隋書 明萬暦２０ 4
南史 明萬暦１７ 20
北史 明萬暦２ 30
唐書 40 藩学→82
唐鑑 12

編年類 清三朝實録?要 文化４(1807) 8 8 資治通鑑 天保７(1836) 148
明鑑易知録 篠﨑竹陰・刊 嘉永２(1849) 7

閑谷学校印蔵書　S55年 藩学校印蔵書S55年

杜氏通典 75 75
傳記類 朱子實紀 寛文１２(1672) 11 11

朱子行状 寛文５(1665) 1 1
名臣言行録 鵜飼眞昌・帖 寛文７(1667) 12 12
伊洛淵源録新増 慶安２(1649) 4 4
尚友録 明萬暦４５ 12
義奴傳 1
諫爭傳 2
世説 10
本朝考子傳 6

外国史類 東國通鑑 寛文７(1667) 57 藩学→57

地理類（外紀） 中山傳信録 明和３(1766) 6
政書類（通制） 文獻通獻考 100
政書類（法令） 大明律 荻生渓北・帖 享保８(1723) 9 1
『子部』
儒家類 周張二子書 朱熹・註 明萬暦３４ 6

二程全書 朱熹・編 14
近思録 慶安元(1648)・ 6 24

寛文８(1668)
童蒙須知 朱熹 寛文９以前(1669) 1 1
小学 朱熹 寛文７(1667) 3 3
小学（無点） 14
小学大全 11
小学集成 朝鮮金? 萬治元(1658) 21 38
朱子語類 鵜飼眞昌・帖 寛文８年(1668) 60 60
朱子書節要 朝鮮李滉・編 寛文１１(1671) 20 20
朱子訓子帖 山﨑闇齋・編 1 1
大学衍義 20 20 大学衍義補 明萬暦３３ 32
性理大全 小出立庭・帖 承應２(1653) 50 120
讀書録 12 12
居業録 4 4
傳習録（附陽明先生詩） 4 7
夙興夜箴 1 1
文選素本 13

兵家類 式經直解 寛永２ 14
農家類 救荒本草 享保元(1716) 7 7
天文算法類 天經或問 1 1
雑家類（雑学） 呂氏春秋 漢高誘・註 寛保３ 10 藩校→10

雑家類（雑纂） 豪求 慶安２・明和４ 5
類書類 圓機活法詩学全書 20 20

淵鑑類函 200
道家類 荘子因 寛政９(1797) 6 6
『集部』
別集類（漢魏六朝） 韓文起 文政６(1823) 10 10 杜工部詩集 杜甫・撰、集千家註 12 藩校→12

白氏長慶集 白居易・撰、立野春節・帖 萬治元( 35 35
別集類（宋） 朱文公文集 朱熹・撰、 正徳元 80 81 東坡全集 宗王宗稷編 40

象山先生全集 羅山手識 寛永 10 山谷詩集注 宋任淵 慶安５ 11 藩校→11

別集類（明） 晦菴文鈔 朱熹・撰 4
王陽明文粹 村瀬誨輔・編 文政１１ 4
唐刑川文粹 村瀬誨輔・編 文政１３ 4

別集類（清） ?愚詩鈔 王鳴盛・編 8
総集類 韓柳全集 鵜飼信之・帖 寛文４以降 50 50 唐詩正聲 享保１４年 3 藩校→3

國朝詩別裁集 淸沈徳潜・編 16
六臣註文選 慶安５ 31 31
古文奇賞 明陳仁錫・編 明萬暦４６ 21
洪範全書 6
二程全書 14
周張全書 6
郡子全書 16
別裁詩集 1
唐詩金粉 6
草書淵海 2
頭書玉篇 12
文徴明墨本 1
聯珠詩格 宋千斎・編 天保２ 10
続聯珠詩格 3

詩文評類 静志居詩話 20

図表⑬



 

準漢籍 閑谷学校印蔵書S55年 S10年 藩学校印蔵書S55年 S10年

分野 書名 著者 年代 数 縣図書館 書名 著者 年代 数 縣図書館

『經部』易類 易学啓蒙諺解大成 榊原玄圃　　　　　 天和４ 7 8
書類 筆記書集傳 中村惕斎 28 28
禮類 慎終疏節（通考） 中村惕斎 14 11
春秋類 春秋左氏傳解 岡白駒 宝暦１０ 5
四書類（大学） 大学章句俗解 山田昌殷 元禄２ 5 5

大学諸説辨誤 古賀樸（精里） 文化９ 2
四書類（四書） 四書訓蒙輯疏 安帽山 嘉永元 29

四書集註抄 承應２ 38 6
四書章句集註鈔説 中村惕斎 元禄３ 36
四書故事 4
四書正律 20

孝経類 大和孝経 10
『史部』正史類 史記解 岡白駒 寛永５ 5 5
政書類 明律國正解 荻生徂徠 16
『子部』
儒家類 孔子家語 岡白駒 寛保元 5 5

筆記太極圖説解 中村惕斎 3
筆記西銘解説 中村惕斎 1
近思録備考 貝原益軒 寛文８ 4 4
近思録鈔説 中村惕斎 元禄 5 5
近思録句解 10
白鹿洞学規 山﨑闇斎 3 3
小学句讀備考 貝原益軒 寛文９ 6 64
小学集説　 松永尺五 正保４ 11 藩校→48

小学合壁 8
小学章句 6
小学抄 17
小学句解 60
大和小学 16

筆記
ヒッキ

朱子
シュシ

敬
ケイ

斎
サイ

箴
シン

中村惕斎 1 藩校→6

兵家類 七書正義 5
（雑纂） 蒙求 岡白駒 天保３ 3 3 同左 同左 寛政４ 3

同上 佐々木向陽 安政５ 12
蒙求詳説 宇都宮（由的） 天和３ 9

『集部』
續文章軌範評林註釋 伊東惟和・校 寛政６ 6

国書 閑谷学校印蔵書S55年 S10年 藩学校印蔵書S55年 S10年

分野 書名 著者 年代 数 縣図書館 書名 著者 年代 数 縣図書館

『言語』
辞書 字集便覧 承應２ 9

真草ニ行節用集 寛文５ 6
倭名類聚鈔 寛文７ 9 10
小補韻會 62
字彙 70
和字彙 9
玉篇 5
文字會宝 10
訓蒙図彙 中村惕斎 22
増補節用集 7
沈帰玄字解 8
事文類聚 1
文章軌範 6
古文竒冥 22

『文学』
国文 後太平記 元禄５ 22 藩校→22

集霊物語 1
土佐日記 4

漢文 ニ礼童覧 元禄元 2 2 管家文草 菅原道真 寛文７ 3

詩 小竹斎詩鈔 篠﨑
シノザキ

弼
ヒツ

（小竹
コタケ

） 安政７ 5

梅
ウメ

?
トン

詩
シ

鈔
ショ ウ

廣瀬求馬（旭荘） 嘉永元 9

管茶山集 5
管茶山集後編 4
三家詠物詩 3

和歌 金葉和歌集・詞花和歌集 19

『歴史』

通史 日本外史 頼山陽 21 21 同左 40
日本政記 頼山陽 文久元 16
皇朝史略 10
國史略 5

時代史 扶桑略記 僧皇円・編 6 6 古事記傳 本井宣長・撰 天保１５ 39
新刊吾妻鏡(東鑑) 寛文元 25 25

雑史 近代正説碎玉話 熊澤正輿（淡庵） 天明２ 9
傳記 本朝儒宗傳 巨勢正純、巨勢子瑛・編 元禄３ 3 3

仮名本朝孝子傳 貞享４ 3
五倫書 3
唐宋八大家読本 16
近世叢語 4
孔門傳道録 4

系譜 藩翰譜 新井白石 14 14
松平御系図 1

『政治・法令』
法令 令義解 清原夏野等奉勅撰 慶安３ 11 11

法曹至要抄 坂上明兼・撰 3 3
皇州典則 6

『教育』
教訓 大和西銘 1 28

西銘筆記 1
朱文公学規 1
入学紀綱 中村惕斎 1 1
比売鑑 中村惕斎 31 31
学規 3
学規句解 1
羅山文庫 30
精里前後篇 10
朱子文集 4
翁問答 5
旭巣文集 3
家禮孝諺 7
追遠疏節 中村惕斎 2
類宕禮楽疏 10

『理学』
天文暦算 新撰古暦便覧 梅村彌右衛門 貞享１０ 2 2

鏡草 1
書夜調法記 1
中臣祓淵源 2
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