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「
江
戸
期
の
多
様
さ
が
生
ん
だ
活
力
」

増

山

雄

三

当

然

の

こ

と

な

が

ら

、

太

平

洋

戦

争

後

の

日

本

社

会

は

、

敗

戦

に

よ

っ

て

成

立

し

た

が

、

そ

れ

よ

り

以

前

の

明

治

国

家

は

、

僅

か

六

十

年

に

満

た

ず

に

、

病

み

滅

ん

で

し

ま

っ

た

が

、

昭

和

に

入

っ

て

か

ら

は

、

統

帥

権

と

い

う

国

家

支

配

の

鬼

胎

を

生

じ

、

国

家

そ

の

も

の

を

滅

ぼ

し

て

し

ま

っ

た

。

そ

れ

で

も

、

そ

の

鬼

胎

の

時

代

か

ら

戦

後

社

会

に

入

っ

た

時

、

焼

け

跡

と

食

糧

難

の

時

代

と

は

い

え

、

こ

ん

な

よ

い

社

会

が

来

る

と

は

思

は

な

か

っ

た

が

、

そ

れ

は

む

し

ろ

、

日

本

人

の

気

質

や

習

慣

等

に

適

っ

た

、

自

由

な

社

会

だ

っ

た

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

そ

れ

で

も

、

い

ま

の

社

会

は

、

行

政

管

理

の

精

度

は

高

い

が

、

平

均

的

な

統

一

性

や

、

人

々

の

持

つ

価

値

意

識

の

単

純

化

な

ど

が

あ

り

、

価

値

の

多

様

化

こ

そ

、

独

創

性

の

あ

る

思

考

や

社

会

の

活

性

化

を

生

む

と

思

う

の

に

、

逆

の

均

一

へ

と

向

か

っ

て

い

る

の

で

、
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や

が

て

日

本

は

衰

弱

す

る

の

で

は

な

い

か

。

そ

ん

な

不

安

か

ら

、

江

戸

時

代

の

商

品

経

済

の

盛

行

が

、

商

人

や

都

市

に

住

む

農

民

た

ち

の

間

で

、

合

理

主

義

思

想

を

生

ん

だ

と

思

う

が

、

そ

れ

ら

社

会

の

実

務

層

か

ら

出

て

き

た

の

が

、

荒

井

白

石

（

一

六

五

七

～

一

七

二

五

）

や

荻

生

徂

徠

（

一

六

六

六

～

一

七

二

八

）

な

ど

の

、

人

文

科

学

的

な

思

想

家

が

で

た

。

そ

れ

で

も

、

む

ろ

ん

文

化

の

均

一

性

が

な

い

訳

で

は

な

い

が

、

礼

儀

作

法

や

服

飾

に

結

髪

は

一

種

類

し

か

な

く

、

文

章

表

現

の

面

で

も

そ

う

で

あ

り

、

公

用

と

か

私

用

を

問

わ

ず

、

藩

に

よ

っ

て

差

異

が

あ

る

訳

で

な

く

、

ま

た

、

武

家

の

必

須

の

遊

芸

と

し

て

謡

曲

を

身

に

付

け

た

の

は

、

蝦

夷

地

の

松

前

藩

か

ら

九

州

南

端

の

薩

摩

藩

に

至

る

ま

で

、

変

り

は

な

か

っ

た

。

こ

れ

が

藩

法

と

な

る

と

、

多

少

藩

に

よ

っ

て

違

う

が

、

そ

れ

は

小

異

で

あ

っ

て

大

方

は

同

じ

で

あ

り

、

ま

た

、

幕

府

の

性

格

で

は

、

中

央

政

府

に

似

た

機

能

を

果

し

て

い

た

と

は

い

え

、

德

川

家

は

大

名

同

盟

の

盟

主

に

過

ぎ

ず

、

幕

府

機

構

は

自

領

の

行

政

を

す

る

だ

け

に

す

ぎ

な

か

っ

た

。
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そ

し

て

、

幕

府

の

司

法

権

は

各

藩

の

藩

内

に

は

及

ば

な

か

っ

た

の

で

、

た

と

え

ば

諸

大

名

は

、

公

館

と

し

て

江

戸

に

上

屋

敷

を

持

っ

て

い

て

、

そ

の

屋

敷

地

に

罪

人

が

逃

げ

込

ん

だ

場

合

で

も

、

幕

府

の

司

法

権

は

及

ば

ず

、

ま

た

各

藩

で

の

家

中

の

不

始

末

に

つ

い

て

も

、

幕

府

は

、

じ

か

に

司

法

権

を

執

行

す

る

訳

に

い

か

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。

と

こ

ろ

で

、

教

育

や

学

問

に

つ

い

て

言

え

ば

、

そ

の

あ

り

か

た

は

藩

に

よ

っ

て

違

い

、

各

藩

は

江

戸

中

期

ご

ろ

か

ら

競

っ

て

藩

校

を

も

ち

、

そ

の

充

実

を

図

っ

た

が

、

将

軍

の

家

で

あ

る

徳

川

家

の

場

合

、

そ

れ

に

相

当

す

る

旗

本

学

校

を

、

幕

府

が

瓦

解

す

る

ま

で

持

た

ず

じ

ま

い

だ

っ

た

。

そ

れ

で

、

昌

平

黌

や

講

武

所

、

あ

る

い

は

洋

学

機

関

は

、

い

さ

さ

か

性

質

が

違

い

、

要

す

る

に

江

戸

の

旗

本

や

御

家

人

の

子

弟

は

、

勝

海

舟

の

父

で

あ

る

小

吉

が

そ

う

だ

っ

た

よ

う

に

、

ぶ

ら

ぶ

ら

と

無

学

の

ま

ま

、

生

涯

を

送

る

事

も

で

き

た

の

で

あ

る

。

そ

し

て

、

江

戸

の

旗

本

や

御

家

人

の

直

参

た

ち

も

呑

気

な

も

の

で

、

先

の

小

吉

の

自

伝

だ

っ

た

「

無

酔
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独

言

」

で

は

、

お

れ

ほ

ど

の

馬

鹿

な

者

は

、

世

の

中

に

あ

ん

ま

り

い

な

い

と

思

う

が

、

孫

や

ひ

孫

の

た

め

に

咄

し

て

聞

か

せ

る

が

、

能

く

能

く

不

法

者

や

、

馬

鹿

者

の

戒

め

に

す

る

が

い

い

ぜ

、

と

語

っ

て

い

る

。

一

方

、

佐

賀

藩

で

は

、

江

戸

末

期

に

、

人

間

の

漬

物

で

も

作

る

よ

う

に

、

家

中

の

青

少

年

を

藩

校

と

い

う

大

桶

に

入

れ

て

、

勉

強

漬

け

に

し

て

し

ま

っ

て

い

た

が

、

こ

ん

に

ち

と

同

様

、

六

、

七

才

で

小

学

校

に

入

れ

、

二

十

五

、

六

才

で

よ

う

や

く

卒

業

さ

せ

た

。

言

う

ま

で

も

な

く

、

サ

ム

ラ

イ

の

身

分

は

家

禄

に

あ

る

が

、

そ

れ

は

、

江

戸

初

期

の

物

価

レ

ベ

ル

で

決

め

た

の

で

、

江

戸

後

期

に

な

る

と

、

と

て

も

そ

れ

で

は

食

え

な

い

の

で

、

ど

の

藩

で

も

役

に

就

く

事

を

望

み

、

役

料

を

貰

っ

て

暮

ら

し

を

立

て

て

い

た

。

そ

れ

で

も

惨

い

こ

と

に

佐

賀

藩

は

、

不

出

来

の

た

め

次

の

段

階

に

進

め

な

い

者

は

、

役

人

に

な

れ

な

い

ば

か

り

か

、

家

禄

の

十

分

の

八

を

削

っ

た

が

、

そ

の

学

問

と

は

、

暗

誦

を

重

ん

じ

独

創

を

否

定

し

た

の

で

、

旧

佐

賀

藩

士

の

大

隈

重

信

は

、

「

一

藩

の

人

物

を

悉

く

同

一

の

模

型

に

入

れ

、

為

め

に

倜

儻

不

羈

の

気

象



5

を

亡

失

せ

し

め

た

り

」

と

い

っ

た

。

さ

ら

に

大

隈

は

、

「

佐

賀

藩

の

学

制

は

、

豈

に

余

多

の

俊

秀

を

駆

り

て

凡

庸

た

ら

し

め

し

結

果

な

し

て

せ

ん

や

」

と

激

し

く

言

っ

て

い

る

が

、

の

ち

、

彼

が

早

稲

田

大

学

を

興

し

た

の

は

、

多

分

に

、

こ

の

よ

う

な

佐

賀

の

学

制

へ

の

憎

悪

が

そ

う

さ

せ

た

の

だ

。

か

た

や

、

こ

れ

に

対

し

て

、

同

じ

九

州

で

も

薩

摩

藩

は

別

国

で

、

む

し

ろ

意

識

的

に

学

問

を

軽

ん

じ

、

暗

黙

の

う

ち

な

が

ら

、

藩

士

の

教

育

な

ど

初

等

程

度

で

よ

い

と

さ

れ

て

、

あ

ま

り

学

問

を

す

る

と

理

屈

っ

ぽ

く

な

り

、

峻

烈

果

敢

な

士

風

が

、

鈍

磨

し

て

し

ま

う

、

と

思

わ

れ

て

い

た

よ

う

だ

。

こ

の

藩

は

、

他

藩

に

な

い

青

少

年

教

育

の

、

郷

中

と

い

う

制

度

を

持

っ

て

い

て

、

そ

れ

は

、

台

湾

の

少

数

民

族

や

西

日

本

一

帯

を

覆

っ

て

い

た

、

南

方

古

俗

の

若

衆

宿

を

、

士

族

教

育

の

場

に

吸

い

上

げ

て

、

そ

れ

を

制

度

化

し

て

い

た

の

で

あ

る

。

芸

州

藩

出

身

だ

っ

た

頼

山

陽

が

、

そ

れ

を

「

健

児

ノ

社

」

と

よ

ん

で

珍

し

が

っ

た

の

は

そ

れ

で

、

居

住

区

ご

と

に

郷

中

が

あ

っ

た

と

さ

れ

る

が

、

他

の

農

漁
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村

で

の

若

衆

頭

に

あ

た

る

立

場

が

、

薩

摩

の

士

族

制

で

は

、

そ

れ

を

郷

中

頭

と

い

っ

た

。

西

日

本

民

俗

に

お

け

る

若

衆

組

が

、

ム

ラ

の

長

と

同

格

で

あ

る

よ

う

に

、

薩

摩

の

郷

中

頭

も

、

彼

が

預

か

っ

て

い

る

少

年

の

父

親

が

、

い

か

に

身

分

が

高

か

ろ

う

と

も

、

教

育

の

こ

と

で

話

し

合

う

場

合

は

、

全

く

同

格

と

さ

れ

た

の

で

あ

る

。

郷

中

頭

は

、

十

八

、

九

才

に

な

る

と

引

退

し

、

そ

し

て

オ

ト

ナ

社

会

に

入

る

が

、

若

い

こ

ろ

の

西

郷

隆

盛

は

、

魅

力

的

な

郷

中

頭

だ

っ

た

の

で

、

彼

は

乞

わ

れ

る

ま

ま

に

二

十

四

才

ま

で

、

甲

突

川

東

岸

に

あ

っ

た

、

下

加

治

屋

町

七

十

余

戸

の

、

士

族

居

住

区

の

郷

中

頭

を

つ

と

め

た

が

、

そ

の

頃

の

若

者

に

、

大

久

保

利

通

や

大

山

巌

、

そ

れ

に

最

年

少

の

者

と

し

て

、

東

郷

平

八

郎

が

い

た

の

で

あ

る

。

つ

い

で

に

い

う

と

、

明

治

七

年

、

西

郷

が

下

野

し

て

か

ら

で

き

た

私

学

校

と

い

う

の

は

、

学

校

と

い

う

も

の

で

は

な

く

、

郷

中

の

別

称

だ

っ

た

の

で

あ

り

、

こ

の

本

校

は

城

下

に

設

け

ら

れ

た

が

、

郷

士

の

居

住

区

で

あ

る

外

城

に

も

、

町

内

で

あ

る

方

限

ご

と

に

、
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こ

れ

が

設

け

ら

れ

て

い

た

と

い

う

。

下

野

し

た

後

の

西

郷

の

位

置

は

、

そ

の

総

郷

中

頭

と

い

う

べ

き

も

の

だ

っ

た

が

、

若

衆

宿

が

と

き

に

オ

ト

ナ

系

列

と

対

立

す

る

よ

う

に

、

私

学

校

と

い

う

の

は

、

中

央

政

府

と

も

い

う

べ

き

、

オ

ト

ナ

社

会

に

対

峙

し

て

い

た

の

だ

が

、

い

ず

れ

に

せ

よ

、

こ

う

い

っ

た

制

度

は

、

ほ

か

の

ど

の

藩

に

も

な

い

、

い

わ

ば

、

こ

の

藩

独

特

の

も

の

な

の

で

あ

ろ

う

。

ま

た

江

戸

期

は

、

大

藩

よ

り

も

小

藩

の

ほ

う

が

、

か

な

り

精

度

の

高

い

学

問

を

行

な

っ

た

が

、

江

戸

末

期

の

蘭

学

を

担

っ

た

の

は

、

多

く

は

越

前

大

野

、

石

州

津

和

野

、

肥

前

大

村

、

伊

予

宇

和

島

と

い

っ

た

よ

う

な

小

藩

で

あ

り

、

ま

た

そ

の

出

身

者

達

だ

っ

た

。

こ

の

よ

う

に

、

士

族

の

教

育

制

度

と

い

う

点

か

ら

見

て

も

、

江

戸

期

は

微

妙

な

が

ら

も

多

様

で

あ

り

、

そ

の

多

様

さ

が

、

い

さ

さ

か

抽

象

的

な

言

い

方

に

な

る

と

思

う

が

、

明

治

の

統

一

期

に

あ

っ

た

、

内

部

的

な

豊

富

さ

と

活

力

を

、

大

い

に

生

ん

で

い

っ

た

と

い

え

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

令

和

三

年

十

二

月


