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伊 

藤 
 

洋 

博

覧

強

記

を

も

っ

て

知

ら

れ

る

山

梨

大

学

教

授

佐

藤

正

幸

さ

ん

か

ら

、

明

治

か

ら

昭

和

に

か

け

て

活

躍

し

た

反

骨

ジ

ャ

ー

ナ

リ

ス

ト

宮

武

外

骨

（

１

８

６

７

～

１

９

５

５

）
の

著

書
『

府

藩

県

制

史

』
（

１

９

４

１

年

刊

）

に

つ

い

て

教

え

ら

れ

た

。

そ

れ

に

よ

れ

ば

、

山

梨

県

の

よ

う

に

江

戸

時

代

の

藩

名

と

県

名

が

異

な

る

県

と

、

鹿

児

島

県

や

山

口

県

の

よ

う

に

一

致

す

る

県

の

相

違

は

「

永

久

不

滅

の

賞

罰

的

県

名

」

と

い

う

ル

ー

ル

に

従

っ

て

い

た

と

い

う

。
す

な

わ

ち

、

幕

末

の

早

い

段

階

か

ら

官

軍

側

に

つ

い

た

「

忠

勤

藩

」
、

官

軍

側

に

敵

対

し

た

「

朝

敵

藩

」
、
つ

く

に

は

つ

い

た

が

遅

か

っ

た

「

曖

昧

藩

」

と

い

う

分

類

に

よ

っ

て

、

県

名

の

命

名

ル

ー

ル

を

違

え

た

と

い

う

の

で

あ

る

。

 

外

骨

に

よ

れ

ば

明

治

維

新

時

に

薩

長

軍

だ

っ

た

藩

は

藩

庁

所

在

地

名

を

県

名

に

し

、

一

方

で

薩

長

軍

で

な

か

っ

た

所

は

「

郡

名

」

な

ど

あ

ま

り

人

口

に

膾

炙

し

な

か

っ

た

名

前

を

命

名

さ

れ

て

い

る

、

と

い

う

の

で

あ

る

。

 

こ

の

結

果

、

山

梨

県

を

は

じ

め

関

東

一

円

の

幕

府

直

轄

の

「

天

領

地

」

で

は

県

名

に

藩

庁

所

在

地

名

で

は

な

く

、

郡

名

ま

た

は

山

川

草

木

を

も

っ

て

命

名

し

た

。

つ

ま

り

、

山

梨

県

は

甲

府

県

で

は

な

く

て

「

山

梨

郡

」

の

「

梨

」

で

あ

り

、

茨

城

県

は

水

戸

県

で

は

な

く

て
「

若

森

」
か

ら
「

茨

」

だ

っ

た

と

い

う

。

 

外

骨

の

こ

の

説

に

は

異

論

も

多

く

、

そ

の

後

府

県

名

に

は

随

分

手

が

入

っ

て

詳

細

に

及

ぶ

と

煩

瑣

で

あ

る

の

で

こ

れ

以

上

は

触

れ

な

い

。
た

だ

、

気

に

か

か

る

の

は

こ

の

「

朝

敵

藩

」

な

ど

と

い

う

呼

称

で

あ

る

。

実

は

こ

の

「

朝

敵

藩

」

と

呼

ば

れ

る

多

く

の

府

県

に

は

旧

制

高

等

学

校

が

置

か

れ

て

こ

な

か

っ

た

か

、

設

置

さ

れ

た

と

し

て

も

随

分

後

世

に

な

っ

て

か

ら

で

あ

っ

た

、

と

い

う

動

か

し

難

い

事

実

が

あ

る

。

岩

手

、

福

島

、

栃

木

、

群

馬

、

千

葉

、

神

奈

川

、

山

梨

、

岐

阜

、

三

重

・

和

歌

山

、

富

山

、

福

井

、

滋

賀

、

奈

良

、

鳥

取

、

香

川

、

徳

島

、

大

分

、

宮

崎

な

ど

が

こ

れ

で

あ

る

。

 

こ

れ

ら

以

外

に

も

、

設

置

さ

れ

る

に

は

さ

れ

た

が

後

回

し

の

末

で

あ

っ

た

大

都

市

と

し

て

大

阪

や

名

古

屋

が

あ

る

。

名

古

屋

は

ナ

ン

バ

ー

校

最

後

の

第

八

高

等

学

校

で

あ

っ

た

し

、

旧

制

大

阪

高

等

学

校

は

ナ

ン

バ

ー

校

で

す

ら

な



か

っ

た

。

両

府

県

と

も

徳

川

家

ゆ

か

り

の

地

で

あ

っ

た

。

 
こ

の

よ

う

に

旧

制

高

等

学

校

の

設

置

さ

れ

な

か

っ

た

地

域

に

は

、

そ

れ

に

代

わ

っ

て

職

業

性

を

特

徴

と

す

る

専

門

学

校

が

設

置

さ

れ

た

。

盛

岡

高

等

農

林

学

校

と

か

、

山

梨

高

等

工

業

学

校

と

か

、

福

島

高

等

商

業

学

校

の

類

で

あ

る

。

 

旧

制

高

等

学

校

が

ほ

と

ん

ど

旧

制

帝

国

大

学

の

予

備

門

で

あ

っ

た

こ

と

か

ら

す

る

と

、

旧

制

高

等

学

校

が

置

か

れ

な

か

っ

た

地

域

の

青

年

達

の

進

路

は

陰

に

陽

に

狭

め

ら

れ

て

い

た

と

言

え

な

く

も

無

い

。

勘

繰

り

つ

い

で

に

言

わ

せ

て

も

ら

え

ば

、

帝

国

大

学

が

官

吏

の

養

成

機

関

で

あ

っ

た

こ

と

か

ら

し

て

、

こ

う

い

う

地

域

の

子

弟

の

政

府

機

関

へ

の

登

用

を

阻

止

し

た

か

っ

た

か

ら

で

は

な

か

っ

た

か

と

さ

え

思

わ

れ

る

の

で

あ

る

。

 

か

く

し

て

近

代

の

山

梨

で

は

、「

士

」

た

る

官

僚

よ

り

身

分

の

低

い

と

さ

れ

た

「

農

工

商

」

の

「

工

」

た

る

技

術

者

へ

の

道

が

設

え

ら

れ

、

農

家

の

次

参

男

坊

を

中

心

に

工

業

分

野

へ

多

く

の

人

材

を

供

給

し

て

い

っ

た

の

で

あ

る

。

佐

藤

教

授

に

よ

れ

ば

、

こ

の

山

梨

高

等

工

業

学

校

で

さ

え

も

官

立

と

は

言

い

状

、

土

地

は

若

尾

財

閥

の

寄

付

で

あ

り

、

校

舎

も

山

梨

県

が

造

っ

て

国

に

寄

贈

し

た

の

で

あ

っ

て

、

国

の

恩

沢

は

ほ

と

ん

ど

な

か

っ

た

と

言

う

。

そ

れ

で

も

、

卒

業

生

が
「

灯

り

と

乗

り

物

」

を

標

榜

し

た

「

甲

州

財

閥

」

系

企

業

の

中

核

的

技

術

者

と

な

っ

て

、

そ

の

後

の

繁

栄

の

礎

と

な

っ

た

の

が

、

地

域

に

と

っ

て

は

せ

め

て

も

の

効

用

と

言

え

ば

言

え

な

く

も

無

か

っ

た

の

で

あ

る

。

 

こ

の

よ

う

な

歴

史

を

持

つ

本

県

の

高

等

教

育

は

相

当

に

歪

ん

だ

形

で

今

日

を

迎

え

て

い

る

の

で

は

な

い

か

。

０

７

年

現

在

、

山

梨

県

は

人

口

当

た

り

の

大

学

数

が

国

内

第

３

位

と

な

っ

て

い

る

。

大

学

の

数

の

多

さ

が

地

域

と

し

て

の

高

等

教

育

の

完

備

性

を

意

味

す

る

の

な

ら

よ

い

が

、

上

述

の

歴

史

か

ら

見

て

も

、

地

域

の

必

要

性

に

呼

応

し

て

こ

れ

ら

の

大

学

が

自

主

的

に

バ

ラ

ン

ス

よ

く

設

置

さ

れ

た

と

は

思

え

な

い

こ

と

か

ら

す

れ

ば

、

誇

れ

る

事

態

と

は

言

い

難

い

だ

ろ

う

。

 

か

く

の

ご

と

く

、

地

域

の

高

等

教

育

の

完

備

性

が

不

問

に

付

さ

れ

た

ま

ま

現

在

に

至

っ

て

い

る

こ

と

か

ら

す

れ

ば

、

恐

ら

く

地

域

と

し

て

の

人

材

養

成

の

需

給

バ

ラ

ン

ス

も

適

正

さ

を

欠

い

て

い

る

こ

と

が

容

易

に

想

像

さ

れ

る

。

そ

の

結

果

、

本

県

で

学

ん

だ

学

生

の

ほ

と

ん

ど

が

他

地

域

に

流

出

し

て

い

く

こ

と

に

な

っ

て

、

人

口

の

社

会

減

に

繋

が

っ

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

想

像

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

 

少

子

化

と

全

入

、

生

涯

学

習

、

地

域

間

競

争

等

々

、

高

等

教

育

自

体

も

大

変

革

の

時

代

を

迎

え

て

い

る

。「

朝

敵

山

梨

」

の

地

域

政

策

に

、

歴

史

上

初

め

て

高

等

教

育

政

策

を

論

ず

べ

き

時

代

が

来

て

い

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

 


