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令
和
元
年
の
幕
開
け
に
知
っ
て
お
き
た
い

　
　
　
　
　
明
治
時
代
の
「
石
岡
の
教
育
」

　
新
元
号
「
令
和
」
元
年
を
迎
え

ま
し
た
。
昭
和
、
平
成
と
経
て
、

令
和
は
ど
ん
な
時
代
に
な
る
の
で

し
ょ
う
か
？

　
２
０
２
０
年
度
に
は
小
学
校
で

２
０
２
１
年
度
に
は
中
学
校
で
新

学
習
指
導
要
領
が
全
面
実
施
さ
れ

ま
す
。新
し
い
時
代
を
つ
く
る
の
は

今
を
生
き
る
子
ど
も
た
ち
。ふ
る
さ

と
歴
史
館
で
は
、
新
た
な
時
代
の

幕
開
け
に
あ
た
り
、
教
育
で
明
治

と
い
う
新
時
代
を
作
ろ
う
と
し
た

石
岡
の
教
育
者・
鈴
木
銀
四
郎
に

関
す
る
企
画
展
を
開
催
し
ま
す
。

　
温
故
知
新
。
地
域
の
歴
史
を
知

る
こ
と
は
、
よ
り
良
い
未
来
を
考

え
る
ヒ
ン
ト
に
な
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

明
治
の
教
育
改
革
と
私
塾 

　
「
人
々
自み

ず
か
ら
其そ

の
身
を
立
て
其

の
産さ

ん

を
治
め
其
の
業ぎ

ょ
うを

昌さ
か
んに

し
以も

っ

て
其
の
生せ

い

を
遂と

げ

る
」

　

こ
れ
は
明
治
５
年
の
学
制
序

文
の
冒
頭
に
書
か
れ
た
言
葉
で

す
。
簡
単
に
訳
せ
ば
、
教
育
を
受

け
て
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
見

つ
け
、
悔
い
の
な
い
人
生
を
送
り

ま
し
ょ
う
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で

し
ょ
う
か
。

　
明
治
の
教
育
改
革
を
受
け
、
石

岡
で
も
公
立
小
学
校
が
各
地
に
設

置
さ
れ
、
近
代
教
育
が
ス
タ
ー
ト

し
ま
し
た
。

　

し
か
し
金
銭
面
で
余
裕
が
な

い
、
遠
く
て
通
え
な
い
な
ど
の
理

由
で
小
学
校
に
行
け
な
い
子
ど
も

た
ち
も
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
子
ど

も
た
ち
が
通
っ
た
の
が
、
江
戸
時

代
後
期
頃
か
ら
各
地
に
設
置
さ
れ

た
私
塾
で
す
。

　
私
塾
と
は
、
か
つ
て
藩
校
な
ど

で
学
ん
だ
旧
藩
士
や
庄
屋
・
名
主

層
、
あ
る
い
は
天
狗
党
の
乱
に
参

加
し
た
志
士
な
ど
に
よ
っ
て
運
営

さ
れ
、
読
み
書
き
だ
け
で
な
く
、

農
業
指
導
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。

　
地
域
に
根
差
し
た
内
容
を
取
り

扱
い
、
子
ど
も
や
家
庭
に
合
わ
せ

た
教
育
の
選
択
肢
が
あ
っ
た
こ
と

が
読
み
取
れ
ま
す
。

長
峰
塾

　  

―
教
育
で
作
る
新
時
代

　
石
岡
市
内
に
は
、
水
戸
藩
士
や

国
学
者
に
よ
る
私
塾
の
ほ
か
、
井

関
の
楢な

ら
や
ま山

塾
と
い
っ
た
私
塾
が
開

か
れ
、
こ
れ
ら
の
塾
か
ら
は
近
代

石
岡
の
発
展
を
支
え
る
人
物
が
巣

立
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

　
今
回
は
、
そ
れ
ら
の
私
塾
の
一

つ
、
井
関
地
区
の
「
長な

が
み
ね峰
塾
」
を

紹
介
し
ま
す
。

　

指
導
者
は
、
井
関
村
の
庄
屋

だ
っ
た
鈴
木
銀
四
郎
。「
徳
川
時

代
並な

ら
びニ

明
治
初
年
ノ
私
塾
ニ
関
ス

ル
調
査
」（
石
岡
市
史
中
巻
Ⅱ
収

録
）
の
資
料
に
よ
る
と
、
長
峰
塾

で
は
、
水
戸
学
者
・
会
沢
正せ

い
し
さ
い

志
斎

な
ど
の
影
響
を
強
く
受
け
た
水

戸
学
を
基
礎
に
据
え
て
授
業
を

行
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
読
み

書
き
な
ど
の
基
礎
教
養
に
加
え
、

四し
し
ょ
ご
き
ょ
う

書
五
経
や
歴
史
書
を
用
い
た
講

義
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
教
育
は
誰
も
が
受
け
る
も
の
と

い
う
思
想
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、

授
業
料
は
徴
収
せ
ず
、
経
済
的
に

井関地区の庄屋、鈴木銀四郎が起こした私塾「長峰塾（安政５年～明治末期）」。長峰塾とは通称で、幕末から明治初期を
「惜

せ き い ん し ゃ

陰舎」、一時の中断を挟み明治 20 年以降を「水
す い せ い ざ ん そ う

西山荘」または「水西学舎」と言います。惜陰舎は時間を大切にする
という意味で、水西山荘は尊敬する人物、西山公・徳川光圀から付けられた名前です。 
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特集 : 時の記憶 シリーズ 158（拡大版）「明治の私塾、長峰塾」

「長峰塾」指導者・鈴木銀
ぎ ん し ろ う

四郎の生い立ち
　幼名を六郎といい、天保９年に水戸藩領の井関村で生まれました。家訓に
従い 5 歳から学問を始め、11 歳で田伏村（現かすみがうら市田伏）の齋藤
晩
ば ん せ い

晴の塾に入ります。
　齋藤晩晴は立原杏

き ょ う し ょ

所などに学び、藤田東
と う こ

湖や佐久良東
あずまお

雄などと親交を持っ
た人物です。鈴木銀四郎はこの塾で学問に打ち込み、小川・延方などの郷校
で講義を担当したり、小石川弘道館での文武修行を許されるほどでした。井
関村に帰ってからも、庄屋として、郷校時代に結んだ水戸藩の志士と交流を
保ち、充実した知識を地域へと供給しました。

余
裕
の
な
い
家
庭
で
あ
っ
て
も
教

育
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
何
歳
で
入
塾
す
る
か
、
何
年

学
ぶ
か
は
人
そ
れ
ぞ
れ
。
幅
広
い

学
習
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
ま
し
た
。

　
明
治
20
年
の
入
塾
者
は
33
名
。

同
年
の
井
関
尋
常
小
学
校
の
生
徒

数
は
72
名
で
、
多
く
の
子
ど
も
を

引
き
受
け
て
い
た
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。
塾
の
入
門
者
を
記
録
し
た

名
簿
に
よ
れ
ば
、
お
よ
そ
半
数
は

地
元
、
半
数
は
村
外
か
ら
の
学
生

で
、
小
桜
や
林
な
ど
八
郷
地
区
か

ら
も
学
び
に
来
て
い
ま
し
た
。
長

峰
塾
は
延
べ
37
年
間
、
明
治
末
ま

で
続
き
ま
し
た
。

人
と
し
て
一
日
も

　  

欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の 

　
銀
四
郎
の
功
績
は
、
私
塾
で
多

く
の
子
弟
を
育
て
た
だ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
石
川
・
成
井
・
宍
倉

の
井
関
周
辺
の
村
々
と
協
議
を
進

め
、
明
治
９
年
に
公
立
小
学
校
を

設
置
し
ま
す
。
自
ら
は
学
校
事
務

係
と
し
て
運
営
を
支
え
ま
し
た
。

　
ま
た
「
公
立
学
校
二
校
ヲ
設
置

ス
ル
経
意
」（
石
岡
市
史
中
巻
Ⅱ

収
録
）
に
よ
れ
ば
、
明
治
15
年
に

一
校
で
は
不
足
で
あ
る
と
し
、
学

校
の
追
加
設
置
を
求
め
て
い
ま

す
。
そ
こ
に
は
「
夫そ

れ
人
と
し
て

一
日
も
欠か

く
可べ

か
ら
ざ
る
者
は
教

育
の
道み

ち
な
り也
」
と
あ
り
ま
す
。
銀
四

郎
は
「
新
た
な
時
代
を
作
る
上
で

最
も
重
要
な
こ
と
は
教
育
で
あ

る
」
と
い
う
こ
と
を
見
抜
い
て
い

た
の
で
す
。
公
立
学
校
設
置
に
あ

た
り
、
無
償
教
育
を
実
施
し
、
教

科
書
・
道
具
類
の
貸
出
な
ど
を
提

案
、
近
代
教
育
の
理
想
を
実
現
す

る
た
め
尽
力
し
ま
し
た
。

　ふるさと歴史館は、縄
文時代から近世までの石
岡の歴史を学べる施設。
　年に 4 回、文化振興課
の職員がテーマを決めて
企画展を実施しています。
今回は、地域と密接に結
びつく明治初期の石岡の
教育に関する展示です。
期間
5 月 8 日水～ 8 月 4 日日

（午前 10 時～午後 4 時）
場所　ふるさと歴史館
　　　（市民会館隣り )
住所　総社 1 － 2 － 10
休館日　月曜日

（祝日の場合は翌日）
入館料　無料
問ふるさと歴史館
　℡ 23-2398

長峰塾
―教育で作る新時代―

ふるさと歴史館 企画展

（写真左）銀四郎が井関村の小学校開設のため村の人たちから資金を募った記
録です（写真右）長峰塾をのぞむ林の中に建てられた石碑。卒業生によって建
てられました

　5 人以上集まれば、石
岡市の学芸員による歴史
講座を受講できます。
　詳しくは本号 10 ペー
ジをご確認ください。
問生涯学習課（支所）
℡ 43‒1111（内線 1364）

まちづくり出前講座
学芸員の解説が聞ける

　　　　　　　５　　　広報いしおか５月１日号　№３２６


