
井上円了没後100周年記念講演会

「長岡が育んだ哲学者・妖怪博士　井上円了」

新潟県立歴史博物館　田遽　幹

維新期における長岡の教育と井上円了

本論の目的

長岡における明治初頭～10年頃（円了が長岡にいたころ）の教育の様子を概観

しつつ、そこで円了が見たもの、円了のその後に与えた影響について考察・紹介

する。

（1）円了、漢学を学ぶ
・真宗僧侶としての教育：安政5年、井上円了、越後国長岡藩西組浦村の真宗大谷

派慈光寺に生まれる。父円悟から真宗僧侶として教育を

受ける。

・石黒思惑に学ぶ：石黒思惑、幕臣、佐久間象山に学ぶ。幕府の医学所を卒業、

句読師。のち軍医総監。片貝村で塾を開く。

・木村鈍椴に学ぶ：木村鈍椴、長岡藩儒者、崇徳館都講。

当時の情勢：戊辰戦争前後の混乱にともないそれまで幕府や藩に庇護されてい

た知識人たちが野に下り、地方名望家の庇護のもとに局地的に郷村の教育が充

実する時期。

⇒旧藩校流（武士流）の高度な教育が一部の郷村に波及する時期。

〇円了の様子　【資料1】襲常詩稿「慈襲雑吟」

【資料2】履歴書　西洋事情・学問勧など福沢の思想にも触れる
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（2）円了、洋学（英学）を学ぶ

①明治6年5月　高山楽群社へ　栗原氏（丹波の人、詳細不明）より英語の初歩を
「授業」

〇円了の様子　【資料3】襲常詩稿「夏日致高山洋学校策」

前掲【資料2】履歴書

②明治7年5月　新潟学校第一分校（長岡洋学校）へ

i、長岡洋学校、概要
・戊辰戦争で敗れた長岡藩は、藩復興の第一に人材育成を掲げる（小林虎三

郎の『興学私擬』、米・百俵）
・明治2年、国漢学校（藩営）を創設。洋学局・医学局などを併設

・明治4年、廃藩置県により廃校。明治5年、三島億二郎を学校掛として長

岡洋学校を設立（柏崎県の認可）。旧長岡藩士で慶應義塾の学頭であった

藤野善蔵を教師に招聴。

※当時、全国でもトップレベルの洋学校

厳格な藤野の教育方針、三島らの後援＝福沢の理想形に近い

丑、県令楠本正隆による洋学校の合併一新潟学校第一分校
・明治5年、楠本正隆、県令として赴任。

・楠本県令、英学校を県の管轄に移し、明治6年、新潟学校として整備。

・明治6年6月、柏崎県、新潟県に編入、県内の英語教育振興を実現。新潟

学校を本校、長岡・柏崎・新発田・高田など県内各地の洋学校を分校とし

て整理統合を図る

⇒三島・藤野は当然、の反対　官からの一方的な押しつけに対する在野か

らの反対

藤野、契約を更新せず東京へ。三島辞任。ほかの教員も長岡学校を去る。

※「風紀緩み」（小西信八回想）

「一時寂英たる有様」（長岡学校沿革雑記）

→三島の復帰【資料4】

〇円了にとっての高山楽群社、新潟学校第一分校
・明治6年5月～8月『高山楽群社』についての記載は『履歴書』の読書記録のみ

・明瀞結5月　円了、新潟学校第一分校に入学【資料5】

洋学への期待⇒学校の混乱を目の当たりに

※円了の履歴の記載

『履歴書・読書録』（屈攫詩集）＝新潟学校第一分校・長岡洋学校
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『博士の略歴』（「故井上博士の略歴及著書」『哲学会雑誌』第389号＝長岡洋

学校

『円了茶話』＝長岡洋学校

○新潟学校第一分校と円了のその後
・県令が永山盛輝に替わり、洋学教育に関する政策も変わり、新潟学校から独立

仮学校、私立学校として開校
・円了、授業生に

・和同会を設立

まとめ．にかえて一円了の思想と長岡洋学校の混乱－

【仮説】
・高山楽群社は円了にとってあまり有意義とは認められなかったのでは？

・新潟学校第一分校時代、学校の混乱を目の当たりにしたのでは？

＝藤野の長岡洋学校への憧れ　【資料6】

二宮への強い反発の一因　　【資料7】

官による教育への干渉の失敗を体験＝官より民

『独立自活』二円了の教育理念のひとつ

【田邁先生プロフィール】

田遽　幹。1975年（昭和50年）宮城県生まれ。

東北大学大学院文学研究科博士課程前期修了。

2000年（平成12年）4月より新潟県立歴史博物館設立準備室。

2000年（平成12年）8月新潟県立歴史博物館開館に伴い、同館研究員（学芸員）。

同博物館で、資料の収集・整理・保管、調査研究、企画展の開催等にあたる。

担当した主な展覧会
・「絵葉書が語る近代」

・「博物館の怪談」

・「北前船」

・「戊辰戦争150年」等がある。
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為
永
候
、
然

処
拙
者
儀
近
来
老
壌
之
土
殊
ニ
多
病
二
苦
し
み
、
気
力
漸
く
衰
弱
仕
り
鮫
て

何
分
鋸
劇
之
市
勢
）
一
概
荒
俣
二
付
、
不
本
意
之
健
二
候
得
共
、
右
御
遵
之
適

率
命
仕
謙
依
之
右
取
締
煎
努
御
免
破
戒
下
底
奉
駁
慣
　
以
上

明
治
八
年
一
月
廿
六
日
　
三
田
億
二
郎
副

学
長
　
二
橘
元
長
　
殿

稲
彊
林
的
離
床
世
人
日
精
こ
て
、
本
勝
行
二
付
、
典
前
夕
同
氏
紅
此
紙
を
挿
し

木
鯨
二
規
ス二

月
　
四
日
　
午
後
風
欝

午
前
間
隙
、
林
四
郎
氏
昨
日
新
潟
よ
り
舶
来
之
蘭
こ
て
、
曹
長
薄
命
を
偉
く
・
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日
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－
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－
－
－
－
－
－
－
g
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且
ツ
兼
托
ス
ル
処
、
学
枚
縦
之
学
長
よ
り
更
二
典
任
、
承
乏
す
へ
ぎ
之
縦
談
あ

達
せ
し
む
る
之
要
用
怠
緊
な
る
態
方
二
離
し
、
以
来
ハ
良
二
此
二
法
惑
す
べ
き

を
話
す

【
資
料
5
】
　
詩
冊
　
前
掲
『
甫
水
井
上
円
了
漢
詩
集
』

始
動
長
岡
洋
学
板
作

独
到
長
岡
京
甲

始
避
洋
学
巽

講
堂
終
日
坐

頻
諦
患
微
声

始
め
て
長
岡
洋
学
校
に
到
る
の
作

独
り
到
る
　
長
岡
の
市

始
め
て
遊
ぶ
　
洋
学
按

諮
堂
に
終
日
坐
し

頻
り
に
諦
す
　
恵
微
声

【
資
料
6
】
　
詩
冊
　
前
掲
『
甫
水
井
上
円
了
漠
詩
集
』

枝
申
偶
成

自
到
長
岡
三
月
余
　
　
長
岡
に
到
り
て
よ
旦
二
月
余

三
月
有
余
学
洋
書
　
　
三
月
有
余
　
洋
轟
を
学
ぶ

患
身
堪
祉
オ
精
油
　
　
恩
身
才
憎
の
拙
な
る
を
址
づ
る
に
堪
え
ん

離
登
時
目
す
功
虚
　
　
時
日
を
重
ぬ
と
難
も
寸
功
墟
し

【
資
料
7
】
　
詩
冊
　
前
掲
『
甫
水
井
上
円
了
漢
詩
集
』

り
し
と
珪
ふ
、
婦
路
学
校
二
過
ル
、
技
監
二
氏
共
薄
命
を
諮
求
し
て
、
稲
々
談

剃
甲

十
　
八
　
円

十
時
出
校
、
十
一
時
後
病
院
に
臨
む

英
　
二

秀
菊
却
生
幽
谷
裡

芳
開
運
発
僻
山
中

択
賢
豊
只
婿
紳
士

草
葬
由
来
起
大
雄

秀
菊
は
却
っ
て
幽
谷
の
種
に
生
じ

芳
蘭
は
還
っ
て
僻
山
の
中
に
発
く

、
を
b
∴
∴
∴
∴
あ
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
し
ん

賢
を
択
ぶ
に
豊
に
只
だ
結
納
の
士
の
み
な

ら
ん
や

車
券
は
由
来
大
雄
よ
り
趣
く

骸
闘
小
島
教
員
・
仙
田
・
稲
墟
ハ
不
参
、
生
徒
休
薬
、
午
後
四
時
半
出
校
、
枚

ニ
人
数
良
三
名
、
脚
枚
之
届
あ
り
、
即
ち
佼
監
局
二
会
し
共
恵
を
費
む
、
芸
名

辞
紺
之
外
他
な
し
、
附
し
て
小
島
氏
微
震
之
為
二
明
日
を
禍
し
て
、
談
話
す
べ

さ
に
決
ス
、
本
宮
老
人
鳩
車


