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宮
沢
賢
治
と
そ
の
生
徒
の
経
済
的
・
教
育
的
階
層
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は
じ
め
に

お
れ
た
ち
は
み
な
農
民
で
あ
る

ず
ゐ
ぶ
ん
忙
が
し
く
仕
事
も
つ
ら
い

よ
く
知
ら
れ
た
宮
沢
賢
治
の
「
農
民
芸
術
概
論
概
論
綱
要
」
（
以
下
、
「
綱
要
」
）
は

こ
う
始
ま
る
。
こ
こ
か
ら
、
大
根
を
か
じ
っ
て
糊
口
を
凌
ぐ
貧
し
い
〝
農
民
〟
の
姿
と
、

彼
ら
に
向
け
て
熱
心
に
芸
術
を
説
く
宮
沢
の
姿
が
想
像
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
東
北
と
言
え
ば
凶
作
、
宮
沢
と
言
え
ば
童
話
作
家
と
い

っ
た
一
般
的
な
印
象
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
〝
農
民
〟
と
い
っ
て
も
一
枚
岩
で
な
い
。

宮
沢
賢
治
も
、
作
家
と
い
う
面
の
み
を
も
つ
の
で
は
な
い
。

本
稿
は
「
綱
要
」
の
理
解
の
た
め
に
、
農
民
芸
術
論
を
講
義
し
た
宮
沢
と
彼
の
講
義

を
受
け
た
生
徒
と
取
り
上
げ
、
岩
手
県
に
お
け
る
彼
ら
の
経
済
的
・
教
育
的
階
層
を
確

認
す
る
。
宮
沢
の
農
民
芸
術
論
を
考
え
る
際
、
彼
の
居
住
し
た
岩
手
県
花
巻
に
お
け
る

経
済
的
・
教
育
的
階
層
を
踏
ま
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
農
民
芸
術
論
は
、

花
巻
農
学
校
・
岩
手
県
国
民
高
等
学
校
・
私
塾
の
羅
須
地
人
協
会
で
講
義
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
農
民
芸
術
論
は
宮
沢
の
階
層
と
そ
れ
を
受
講
す
る
生
徒
の
階
層

が
深
く
考
慮
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

宮
沢
賢
治
は
作
家
研
究
が
盛
ん
に
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
本
稿
の
取
り
組
み

は
、
こ
れ
ま
で
の
賢
治
研
究
の
一
部
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
本
稿
は

こ
れ
ま
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
作
家
研
究
に
多
く
を
学
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究

で
は
宮
沢
の
身
近
な
情
報
が
集
め
ら
れ
て
も
、
そ
れ
が
そ
の
時
代
や
地
域
の
な
か
で
相

対
化
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
情
報
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か

に
つ
い
て
は
あ
ま
り
検
証
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
後
述
す
る
が
、
同
時
代
の

思
潮
の
な
か
で
相
対
化
を
試
み
た
先
行
研
究
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
中
央
の
思
潮
に
着

眼
し
た
も
の
で
あ
り
、
地
域
的
な
視
点
は
と
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

以
上
を
踏
ま
え
、
本
稿
は
農
民
芸
術
論
が
講
義
さ
れ
た
そ
の
時
代
性
や
地
域
性
を
整

理
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
宮
沢
の
農
民
芸
術
論
が
そ
の
時
代
、
そ
の
地
域
、
そ
の

対
象
者
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
の
か
を
考
え
る
一
助
と
な
る
こ
と
を

目
標
と
し
て
い
る
。

一

宮
沢
賢
治
の
階
層

宮
沢
の
農
民
芸
術
論
は
、
一
連
の
取
り
組
み
と
し
て
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。
宮

沢
は
、
１
９
２
１
年
に
花
巻
農
学
校
（
前
・
稗
貫
農
学
校
）
教
諭
に
着
任
し
た
の
ち
、

農
学
校
の
生
徒
ら
に
詩
や
童
話
を
読
み
聞
か
せ
、
自
ら
脚
本
を
書
い
た
劇
を
上
演
し
て

い
た
。
こ
れ
自
体
農
民
芸
術
の
実
践
と
な
っ
て
い
る
が
、
論
と
し
て
ま
と
め
る
き
っ
か

け
と
な
っ
た
の
は
、
１
９
２
６
年
に
出
講
し
た
岩
手
県
国
民
高
等
学
校
の
「
農
民
芸
術
」

の
講
義
で
あ
る
。
こ
の
講
義
の
後
、
宮
沢
は
退
職
し
、
そ
の
後
独
居
農
耕
生
活
を
始
め

岩手県における宮沢賢治の経済的・教育的階層
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る
。
同
時
に
、
私
塾
・
羅
須
地
人
協
会
を
開
設
し
、
こ
こ
で
「
労
農
詩
」
等
の
講
義
を

し
た
。
こ
れ
ら
の
講
義
に
並
行
し
て
１
９
２
６
年
６
月
頃
「
綱
要
」
を
私
的
に
ま
と
め

た
と
考
え
ら
れ
る
〔

下
・
３
１
５
〕
。

16

以
上
の
一
連
の
農
民
芸
術
は
、
宮
沢
が
そ
の
生
徒
に
向
け
て
実
践
・
講
義
し
、
構
想

さ
れ
た
も
の
だ
。
こ
の
宮
沢
と
そ
の
生
徒
と
の
階
層
を
一
言
で
言
え
ば
、
盛
岡
高
等
農

林
を
卒
業
し
た
花
巻
農
学
校
教
員
と
農
学
校
お
よ
び
岩
手
県
国
民
高
等
学
校
の
生
徒
で

あ
る
。
こ
う
し
た
事
実
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
当
時
の
岩
手
県
に
お
い
て
、

こ
れ
ら
の
階
層
が
ど
う
認
識
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
考
察
さ
れ
な
か
っ

た
。
こ
れ
に
関
連
す
る
先
行
研
究
の
指
摘
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
研
究
の
初
期
に
は
、
宮
沢
が
高
級
な
知
識
人
の
階
層
に
い
る
と
捉
え
ら
れ
、
そ

し
て
彼
の
農
民
芸
術
論
は
教
育
水
準
の
低
い
階
層
の
農
民
に
向
け
た
独
り
よ
が
り
の
講

義
だ
と
指
摘
さ
れ
た
。
戦
後
の
知
識
人
批
判
の
な
か
で
、
宮
沢
も
知
識
人
と
し
て
批
判

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
中
村
稔
氏
は
「
け
っ
し
て
農
民
で
は
な
か
っ
た
」
宮
沢
が
、
観
念

的
な
農
民
芸
術
論
を
「
講
義
に
つ
い
て
ゆ
け
ぬ
農
民
た
ち
」
に
講
じ
た
こ
と
を
「
空
虚
」

だ
と
批
判
し
た

。
北
川
透
氏
は
、
知
識
人
で
あ
る
宮
沢
が
「
芸
術
な
ど
と
い
う
も
の
か

(1)

ら
疎
外
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
生
活
の
基
層
を
持
っ
て
い
る
農
民
」
に
向
か
っ
て
「
観
念
的

で
図
式
的
な
農
村
美
化
」
を
し
た
こ
と
を
「
欺
瞞
」
だ
と
批
判
し
た

。
(2)

さ
ら
に
そ
れ
は
１
９
９
０
年
代
に
入
っ
て
、
農
民
の
実
態
に
目
を
背
け
農
村
を
美
的

に
表
現
し
た
も
の
だ
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
農
本
主
義
的
な
国
家
主
義
や
フ
ァ
シ
ズ
ム
の

ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
機
能
し
た
と
批
判
さ
れ
た
。
村
井
紀
氏
は
、
「
「
農
民
芸
術
概

論
綱
要
」
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
娘
を
売
っ
て
い
る
農
民
と
農
村
を
芸
術
化＝

美
学
化

し
た
も
の
」
だ
と
指
摘
し
、
宮
沢
の
農
民
表
象
か
ら
は
「
自
己
同
一
的
な
「
日
本
」
が

見
出
さ
れ
、
美
学
的
に
「
近
代
の
超
克
」
が
見
出
さ
れ
る
」
と
批
判
し
た

。
(3)

以
上
の
よ
う
な
指
摘
が
前
提
と
し
て
い
る
の
は
、
宮
沢
と
花
巻
農
学
校
生
徒
と
に
経

済
的
・
教
育
的
な
懸
隔
が
あ
る
と
す
る
見
方
で
あ
る
。
宮
沢
は
経
済
的
に
も
教
育
的
に

も
高
級
な
階
層
に
お
り
、
講
義
を
受
け
た
生
徒
は
無
教
育
で
貧
困
な
階
層
に
い
た
。
こ

う
し
た
懸
隔
の
も
と
で
、
宮
沢
が
、
生
徒
の
実
態
に
そ
ぐ
わ
な
い
高
級
な
芸
術
論
を
講

義
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
生
徒
側
の
貧
困
が
当
時
の
東
北
の
凶
作
に
重

ね
ら
れ
、
強
調
さ
れ
て
き
た
き
ら
い
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
指
摘
は
、
そ
の
当

時
の
認
識
と
し
て
適
切
な
の
だ
ろ
う
か
。
「
知
識
人
」
「
地
主
」
「
農
民
」
と
い
っ
て
も
、

一
枚
岩
で
な
く
そ
れ
ぞ
れ
に
階
層
を
も
つ
。
そ
れ
ぞ
れ
は
、
広
く
隔
て
ら
れ
た
階
層
で

は
な
く
、
経
済
的
・
教
育
的
に
重
な
り
が
あ
り
、
社
会
的
な
交
流
も
あ
っ
た
。
本
節
で

は
ま
ず
、
宮
沢
の
階
層
が
岩
手
県
と
い
う
地
域
で
ど
う
認
識
さ
れ
て
い
た
か
を
確
認
す

る
。で

は
第
１
に
、
宮
沢
の
経
済
的
な
階
層
か
ら
確
認
し
よ
う
。
宮
沢
は
自
活
し
て
い
た

期
間
が
短
い
た
め
、
出
身
階
層
で
あ
る
父
・
政
次
郎
の
階
層
に
着
目
す
る
。
『
岩
手
県
紳

士
録
』
（
岩
手
県
実
業
倶
楽
部
、
１
９
１
６
）
を
見
る
と
、
稗
貫
郡
内
で
所
得
税
額
は
17

番
目
（
１
５
１
円
）
、
営
業
税
額
は

番
目
（

円
）
で
あ
る
。
摘
要
を
見
る
と
、
郡
で

13

78

上
位
１
～
３
番
目
の
者
に
は
「
県
下
有
数
」
「
県
下
一
流
」
と
記
載
さ
れ
る
が
、
政
次
郎

は
「
地
方
財
界
ニ
重
キ
を
置
カ
レ
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
分
か
る
の
は
、

政
次
郎
は
、
岩
手
県
を

に
分
け
た
郡
と
い
う
単
位
に
お
い
て
も
、
最
上
級
の
階
層
で

14

は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
先
行
研
究
の
「
岩
手
屈
指
の
富
豪
」

(4)

と
い
う
指
摘
は
正
し
く
な
い
。

さ
ら
に
、
土
地
所
有
に
つ
い
て
も
見
て
い
こ
う
。
政
次
郎
は
、

町
程
度
を
所
有
す

10

る
（
田

町
、
畑

町
）
中
地
主
で
あ
っ
た
。
１
町
前
後
の
土
地
が
あ
れ
ば
自
作
農
で

5.7

4.4

一
家
の
生
計
を
立
て
ら
れ
る
た
め
、
む
ろ
ん
地
主
と
し
て
も
裕
福
な
の
で
は
あ
る
が
、

牧千夏
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町
ほ
ど
で
は
郡
内
の
土
地
所
有
者
の
上
位

番
の
な
か
に
は
ラ
ン
キ
ン
グ
さ
れ
な
い
。

10

20

農
政
に
お
い
て
、
大
地
主
と
し
て
問
題
に
さ
れ
る
の
は
、
田
畑
併
せ
て

町
以
上
を
所

50

有
し
た
、
全
農
家
の

％
に
あ
た
る
階
層
で
あ
る

。
そ
の
た
め
、
「
「
東
北
」
の
地
主
階

0.1

(5)

級
を
代
表
し
て
い
る
」

と
い
う
階
級
と
ま
で
は
い
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
宮
沢
家
が
岩
手

(6)

県
で
上
層
の
階
層
に
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
が
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
た
ほ
ど

の
上
層
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
正
確
に
は
、
郡
内
で

番
前
後
の
資
産
を
も
つ
、
商
家

20

兼
中
地
主
で
あ
る
。

宮
沢
賢
治
個
人
の
経
済
的
な
階
層
に
つ
い
て
も
確
認
し
よ
う
。
宮
沢
は
、
１
９
２
１

年
農
学
校
教
員
と
し
て
着
任
し
た
と
き
、
初
任
給
が

円
だ
っ
た
〔

下
・
２
２
８
〕
。

80

16

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
紳
士
録
に
記
載
さ
れ
る
よ
う
な
破
格
の
俸
給
で
は
な
い
。
し
か
し
、

当
時
の
小
学
校
教
員
の
初
任
給
は

円
強
で
あ
り
、
一
般
的
に
中
等
教
育
の
教
員
は
初

40

等
教
育
の
教
員
の
２
倍
程
度
の
俸
給
を
得
て
い
た

。
こ
の
こ
と
は
、
教
育
的
階
層
と
も

(7)

関
連
す
る
の
で
指
摘
し
て
お
く
。

次
に
、
教
育
的
階
層
を
確
認
す
る
。
宮
沢
の
最
終
学
歴
は
盛
岡
高
等
農
林
学
校
（
以

下
、
盛
岡
高
農
）
農
学
科
第
２
部
得
業
（
１
９
１
８
）
で
あ
る
。
こ
の
盛
岡
高
農
は
、

専
門
学
校
で
あ
る
。
こ
の
進
路
を
、
卒
業
し
た
盛
岡
中
学
校
の
な
か
で
相
対
化
す
る
。

盛
岡
中
学
校
は
、
岩
手
県
一
の
進
学
校
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
は
《
表
１
》
の
よ
う
な

分
布
が
あ
っ
た
。
当
時
は
、
中
学
卒
業
後
の
進
路
と
し
て
、
必
ず
し
も
進
学
の
み
が
重

視
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
中
学
卒
業
後
ま
で
学
問
を
続
け
る
こ
と
に
批
判
的
な

家
庭
は
多
く
、
実
業
従
事
と
い
う
進
路
は
、
進
学
よ
り
劣
る
進
路
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
。
そ
の
実
業
従
事
を
除
い
て
考
え
れ
ば
、
最
上
の
進
路
先
は
旧
制
高
校
お

よ
び
大
学
予
科
で
あ
り
、
次
が
専
門
学
校
で
あ
っ
た
。
宮
沢
は
、
卒
業
時
点
で
は
家
事

手
伝
い
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
盛
岡
高
農
に
進
学
し
た
。
盛
岡
高
農
進
学
と
い
う
進
路

は
、
岩
手
県
の
な
か
で
最
上
位
の
教
育
的
階
層
に
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
れ
に

岩手県における宮沢賢治の経済的・教育的階層

《表1》第29回盛岡中学校卒業生の進路

進路先 名

第一高等学校 5(2)

第二高等学校 3(2)

第三高等学校 1(1)

東北帝国大学農科大学予科 4(4)

早稲田大学予科 2

明治大学予科 1

法政大学予科 1

東京外国語学校 1(1)

東京高等工業学校 3(2)

東京高等商業学校 2(1)

千葉医学専門学校 1

東京私立慈恵院医学専門部 1

東北帝国大学工学専門部 4(4)

新潟医学専門学校 2(1)

盛岡高等農林学校 7(4)

秋田鉱山専門学校 2(2)

小樽高等商業学校 1(1)

山口高等商業学校 1(1)

秋田県師範学校二部 1

岩手県師範学校二部 1

実業従事 10

家事手伝 5

自宅独学 30

東京遊学（不詳） 8

合計 115(24)

※うち既卒生は括弧内

『校友会雑誌』26（盛岡中学校、1915）参照。

宮沢は29回生だった。
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次
ぐ
階
層
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

盛
岡
高
農
は
農
科
で
あ
る
た
め
、
農
科
と
い
う
観
点
か
ら
全
国
的
に
教
育
的
階
層
を

見
て
み
よ
う
。
農
科
の
最
上
は
東
京
帝
国
大
学
農
科
大
学
、
次
に
東
北
帝
国
大
学
農
科

大
学
、
そ
れ
に
続
い
た
の
が
専
門
学
校
で
あ
っ
た
。
当
時
は
、
盛
岡
高
農
・
鹿
児
島
高

農
・
千
葉
県
立
園
芸
専
門
学
校
だ
っ
た

。
(8)

こ
の
農
科
の
専
門
学
校
は
、
農
科
の
大
学
と
は
異
な
る
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
た
。

盛
岡
高
農
創
設
の
目
的
は
「
農
業
を
通
じ
て
の
地
域
的
不
均
等
の
解
決
」
す
る
こ
と

で
(9)

あ
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
度
重
な
る
東
北
地
方
の
凶
作
が
あ
る
。
そ
の
対
策
の
一
拠

点
と
し
て
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
農
科
の
専
門
学
校
は
、
日
本
の
農
学

を
率
い
る
学
者
の
養
成
と
い
う
よ
り
は
、
地
方
の
技
術
者
養
成
を
役
割
と
し
て
い
た
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
宮
沢
を
「
知
識
人
」
と
し
た
指
摘

は
、
正
し
く
は
あ
る

(10)

が
、
日
本
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
学
者
・
技
術
者
と
い
う
階
層
で
は
な
い
。
県
の
農
業
を
指

導

す

る
技

術

者

・
教

育
者

と

い

う
階

層

に
あ

っ

た
と

い

う
方

が

適
切

で

あ

る
。

続

い
て

、

農
学

校

教
諭

と
い

う

宮

沢
の

職

業
か

ら

も

教

育

的
階

層

を
確

認

す

る

。

宮
沢

の

卒
業

し

た
盛

岡

高
農

農

科

の
進

路

先
を

見
て
み
よ
う
。
《
表
２
》
に

あ
る

よ

う

に
、

中

学

校
・

農
学

校

教
諭

は

３

番
目

に

多

く

、
盛

岡

高

農
の

な
か

で

は

一
般

的

な
進

路

だ
っ

た
。当

時
、
こ
の
中
学
校
・
農
学
校
は
、
限
ら
れ
た
者
の
み
の
中
等
教
育
機
関
で
あ
っ
た
。

１
９
１
６
年
に
岩
手
県
で
は
、
尋
常
お
よ
び
高
等
小
学
校
が
６
７
１
校
（
う
ち
分
校
２

３
８
校
）
あ
る
の
に
対
し
、
そ
の
上
級
の
学
校
で
あ
る
中
学
校
は
４
校
、
県
立
農
学
校

は
１
校
、
郡
市
町
村
立
農
学
校
も
１
校
し
か
な
い

。
そ
の
た
め
、
農
学
校
教
諭
と
い
う

(11)

職
は
、
県
有
数
の
中
等
教
育
機
関
の
指
導
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
立
場
は
、
進
路
先
で
２
番
目
に
多
い
県
庁
技
手
と
い
う
職
業
と
通
じ
る
。
こ
こ

で
い
う
技
手
は
、
県
農
会
・
県
立
農
事
試
験
場
で
勤
務
す
る
た
め
、
県
の
農
業
を
指
導

す
る
立
場
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
盛
岡
高
農
得
業
生
は
、
技
手
に
し
て
も
教
諭
に
し
て
も
、

県
の
有
数
の
機
関
に
お
い
て
指
導
的
立
場
に
立
っ
て
い
た
と
い
え
る

。
(12)

二

花
巻
農
学
校
の
生
徒
の
階
層

続
い
て
、
農
民
芸
術
論
を
受
講
し
、
農
民
芸
術
論
の
対
象
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た

花
巻
農
学
校
の
生
徒
に
つ
い
て
、
経
済
的
・
教
育
的
な
階
層
を
確
認
す
る
。
農
民
芸
術

論
を
体
系
的
に
講
じ
た
の
は
、
岩
手
県
国
民
高
等
学
校
と
私
塾
・
羅
須
地
人
協
会
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
２
つ
の
機
関
は
資
料
が
残
っ
て
お
ら
ず
、
受
講
生
の
情
報
が
得
ら

れ
な
い
。
両
機
関
で
学
ん
だ
生
徒
は
、
花
巻
農
学
校
卒
業
生
と
ほ
ぼ
同
じ
階
層
で
あ
っ

た
と
い
わ
れ
る
こ
と
か
ら

、
比
較
的
資
料
が
豊
富
な
花
巻
農
学
校
（
元
・
稗
貫
農
学
校
）

(13)

に
着
目
す
る
。

花
巻
農
学
校
生
徒
の
経
済
的
階
層
は
、
小
地
主
～
自
作
農
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

岡
田
洋
司
氏
は
、
当
時
の
日
本
に
お
け
る
農
村
子
弟
の
出
身
階
級
と
最
終
学
歴
と
の
相

関
に
つ
い
て
「
中
学
校
、
お
よ
び
そ
れ
以
上―

地
主
、
高
等
小
学
校―

自
作
、
尋
常
小

学
校―

小
作
と
い
う
対
応
関
係
」

が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
花
巻
農
学
校
生

(14)

牧千夏

《 表２》盛岡高等農林学校農学科

1916-17年度 得業生進路先

進路先 名

自営 17

県庁技手(県立農事試験場・県農会等) 16

中学校・農学校教諭 11

社 員 （ 農 場 員 含 む ） 11

大学生 6

農商務省 4

兵役 4

渡米 5

盛岡高農講師等 3

死亡 1

合 計 78

『同窓会報』1（盛岡高農同窓会、1920）参照。宮沢は1917年度

の得業生。
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徒
に
も
お
お
よ
そ
当
て
は
ま
る
。
花
巻
農
学
校
前
身
の
稗
貫
農
学
校
の
在
校
生
家
庭
調

（
１
９
２
０
）
に
は
、
在
校
生
の
父
兄
の
職
業
が
「
地
主

自
作
農

自
小
作
農

小

5

41

7

作
農

そ
の
他

」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
同
校
の
生
徒
の
出
身
階
級
の
中

1

7

(15)

心
は
、
小
地
主
～
自
作
農
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
岩
手
県
の
農
家
の
な
か

で
は
上
層
に
位
置
す
る
。
当
時
、
岩
手
県
の
農
家
は
、
自
作
が
４
割
・
自
小
作
が
４
割

・
小
作
が
２
割
で
あ
っ
た

。
自
分
の
土
地
を
持
ち
、
生
活
資
金
の
余
剰
で
子
弟
を
小
学

(16)

校
よ
り
上
に
や
れ
る
、
あ
る
程
度
経
済
的
余
裕
の
あ
っ
た
階
層
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
先

行
研
究
の
な
か
に
は
農
民
芸
術
論
の
「
農
民
」
を
「
娘
身
売
り
に
欠
食
児
童
」
と
い
う

最
下
層
の
小
作
人
と
し
て
捉
え
た
論
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
階
層
と
は
異
な
る
。
確
か
に

「
綱
要
」
自
体
で
も
、
農
民
の
経
済
的
な
困
難
さ
は
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
岩

手
県
全
体
で
見
れ
ば
、
上
層
に
あ
る
農
家
の
困
難
さ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
花
巻
農
学
校
生
徒
の
教
育
的
階
層
を
見
て
い
く
。
第
１
節
で
も
指
摘
し
た
よ
う

に
、
農
学
校
は
中
学
校
や
高
等
女
学
校
に
並
ぶ
県
有
数
の
中
等
教
育
機
関
で
あ
っ
た
。

岩
手
県
で
最
も
優
れ
た
農
学
校
は
盛
岡
農
学
校
で
あ
る
が
、
花
巻
農
学
校
は
そ
れ
に
次

ぐ
位
置
に
あ
っ
た
。
花
巻
農
学
校
は
、
乙
種
（
修
業
年
限
２
ヶ
年
）
か
ら
１
９
２
６
年

に
甲
種
（
修
業
年
限
３
ヶ
年
）
に
昇
格
し
て
い
る
。
こ
の
教
育
的
な
位
置
づ
け
は
生
徒

も
自
覚
し
て
い
た
。
「
三
年
制
度
の
甲
種
に
昇
格
し
て
か
ら
の
農
学
校
は
地
方
農
家
の
子

弟
に
は
憧
れ
の
的
で
も
あ
っ
た
」

と
い
う
証
言
が
あ
る
。
宮
沢
も
こ
れ
を
認
識
し
て
い

(17)

た
よ
う
で
、
小
品
「
〔
或
る
農
学
生
の
日
誌
〕
」
で
は
、
農
学
校
の
生
徒
が
「
農
学
校
終

っ
た
っ
て
自
分
だ
け
い
ゝ
こ
と
を
す
る
な
」
〔

・
２
６
２
〕
と
妬
ま
れ
る
場
面
を
描
い

10

て
い
た
。
彼
ら
は
地
域
で
高
い
教
育
を
受
け
た
一
部
の
者
と
し
て
見
ら
れ
、
彼
ら
自
身

に
も
そ
の
自
覚
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
花
巻
農
学
校
卒
業
生
は
、
そ
れ
相
応
の
職
業
に
つ
い
た
。
《
表
３
》
を
見

る
と
、
就
職
先
で
多
く
を
占
め
る
の
は
、
小
学
校
・
村
役
場
、
ま
た
は
穀
物
検
査
場
・

村
農
会
だ
と
分
か
る
。
こ
れ
ら
は
、
郡
立
・
村
立
で
あ
る
た
め
、
彼
ら
は
公
務
員
ま
た

は
技
術
者
と
し
て
郡
や
村
を
指
導
・
管
理
す
る
立
場
に
立
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
進

路
先
と
し
て
最
多
の
実
業
は
、
ほ
と
ん
ど
が
家
業
の
農
家
で
あ
る
。
自
作
農
上
層
は
、

村
の
農
業
指
導
・
管
理
を
期
待
さ
れ
た
層
で
あ
り

、
先
の
就
職
先
と
同
様
の
社
会
的
立

(18)

岩手県における宮沢賢治の経済的・教育的階層

《表３》花巻農学校卒業生進路先

卒業年 実業 就職 学生 兵役 就職先詳細

1922 10 6 0 0 小学校教員2、穀物検検査所、花巻温泉会社、樺太堀内工事事

務所、河北新聞社

1923 14 9 2 1 小学校教員2、農学校教員2、穀物検査所検査員2、東京自動車

運転手、大阪マルキ号株式会社、不詳会社員

1924 16 15 1 4 小学校教員6、村農会技手4、銀行員2、樺太王子製紙会社員、

梅津金物店員、不詳会社員

1925 11 15 2 3 小学校教員6、補習学校教員、村農会技手4、村役場2、県庁、

樺太丸善商店

1926 20 14 4 1 小学校教員4、補習学校教員2、村農会技手2、村役場、穀物検

査所2、花巻電気会社、種鶏場、花巻町丸三支店

1927 - - - - 記載なし

1928 24 17 3 0 小学校教員6、分教場教員、村農会技手、村役場、不詳官吏、

銀行員、発電所、農場員2、東京福助足袋花巻出張所、三益社

佐藤成『宮沢賢治地人への道』（私家版、1983）に転載された『花巻農学校会報』4（1929）参照。
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場
に
あ
っ
た
。

最
後
に
付
け
加
え
た
い
の
は
、
こ
の
花
巻
農
学
校
生
徒
は
当
時
「
農
村
青
年
」
と
呼

ば
れ
た
層
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
農
村
青
年
」
は
一
部
の
農
家
子
弟
を
示
す
語
と
し

て
、
当
時
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
。
農
村
青
年
を
冠
し
た
特
集
は
「
農
村
青
年
の
奮
起
」

（
『
農
政
研
究
』
３
（
３
）
、
１
９
２
４
）
や
「
農
村
青
年
に
寄
す
」
（
『
改
造
』
、
５
（
９
）

１
９
２
３
）
な
ど
多
数
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
れ
を
、
岩
手
の
農
村
青
年
自
身
も
自
覚
し

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
花
巻
農
学
校
で
は
な
い
が
、
同
じ
く
県
内
農
学
校
で
あ
る
県
立

盛
岡
農
学
校
の
校
友
会
誌
に
は
「
農
村
青
年
」
を
自
認
す
る
発
言
が
多
数
見
ら
れ
る

。
(19)

岡
田
洋
司
氏
は
「
農
村
青
年
」
が
、
耕
作
し
つ
つ
村
を
改
善
・
指
導
す
る
人
物
を
示
す

語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
山
本
瀧
之
助
『
田
舎
青
年
』
（
私

家
版
、
１
８
９
６
）
の
い
う
明
治
の
地
方
青
年
を
継
ぐ
概
念
と
し
た

。
こ
の
「
農
村
青

(20)

年
」
認
識
は
、
後
に
制
度
化
さ
れ
る
。
１
９
３
２
年
の
農
山
漁
村
経
済
更
生
運
動
で
は
、

「
農
村
中
堅
人
物
」
と
し
て
指
定
さ
れ
、
村
の
管
理
・
調
査
を
行
い
、
更
生
計
画
実
行

を
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
花
巻
農
学
校
の
生
徒
が
、
経
済
的
に
も
教
育
的
に
も
地

域
社
会
で
上
層
に
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
卒
業
後
は
こ
う
し
た
立
場
か
ら
村
を
ま

と
め
る
実
質
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

宮
沢
は
、
経
済
的
に
は
稗
貫
郡
で

番
程
度
の
上
層
の
階
層
に
位
置
し
た
。
教
育
的

20

に
は
、
中
学
校
盛
岡
高
農
と
県
有
数
の
教
育
過
程
に
進
み
、
そ
れ
は
県
の
指
導
的
な
役

割
を
担
う
階
層
で
あ
っ
た
。
一
方
、
宮
沢
の
講
義
を
受
け
た
花
巻
農
学
校
の
生
徒
は
、

経
済
的
に
は
地
主
～
自
作
農
の
家
庭
の
出
身
で
、
農
家
と
し
て
は
上
層
に
位
置
し
た
。

教
育
的
に
も
、
中
学
校
に
次
ぐ
高
度
な
教
育
を
受
け
た
階
層
に
位
置
し
、
彼
ら
は
そ
の

後
村
で
指
導
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
っ
た
。

以
上
を
踏
ま
え
れ
ば
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
た
宮
沢
と
花
巻
農
学
校
生
徒
と
に
経

済
的
・
教
育
的
な
懸
隔
が
あ
る
と
す
る
見
方
は
正
し
い
と
は
い
え
な
い
。
両
者
は
当
時

の
岩
手
県
の
な
か
で
、
経
済
的
に
も
教
育
的
に
も
上
層
に
位
置
し
、
隣
接
し
た
階
層
に

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
専
門
学
校
を
卒
業
し
た
県
の
指
導
的
な
階
層
が
、
村
の
指

導
者
た
る
農
村
青
年
を
指
導
す
る
と
い
う
の
は
、
当
時
制
度
的
に
も
慣
例
的
に
も
一
般

的
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
教
育
課
程
の
な
か
で
宮
沢
の
農
民
芸
術
論
は
講
じ
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

《
付
記
》
引
用
の
漢
字
は
適
宜
現
行
の
も
の
に
改
め
、
改
行
は
ス
ラ
ッ
シ
ュ
で
示
し
た
。

引
用
し
た
資
料
・
参
考
資
料
の
副
題
は
省
略
し
た
。
宮
沢
作
品
の
引
用
は
『
【
新
】
校
本

宮
沢
賢
治
全
集
』
（
筑
摩
書
房
、
１
９
９
５
～
２
０
０
１
）
か
ら
行
い
、
〔
巻
・
頁
数
〕

を
示
し
た
。
引
用
部
分
の
傍
点
は
筆
者
が
付
し
た
。

注
中
村
稔
「
「
農
民
芸
術
概
論
」
に
つ
い
て
」
（
『
定
本
宮
沢
賢
治
』
筑
摩
書
房
、
１
９

(1)７
２
）
１
６
５
・
１
７
０
頁
。
初
版
は
１
９
６
５
年
発
行
。

北
川
透
「
『
農
民
芸
術
概
論
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
ユ
リ
イ
カ
』

（

）
、
１
９
７
７
）

(2)

9

10

２
７
９
頁
。

)

村
井
紀
「
戦
前
の
思
考
」
（
『
情
況
』

（

）
、
１
９
９
７
）

・

頁
。
な
お
、

(3

8

4

26

28

こ
の
批
判
は
、
私
小
説
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。

前
掲

村
井
「
戦
前
の
思
考
」
２
６
頁
。

(4)
川
原
仁
左
エ
門
『
岩
手
県
農
会
史
』
（
刊
行
会
出
版
、
１
９
６
８
）
１
５
８
頁
。
中
地

(5)

牧千夏
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主
と
い
っ
た
が
、
一
般
的
に
大
地
主
が

町
以
上
、
中
地
主
が
５
～

町
と
区
分
け
さ

10

10

れ
る
た
め
、
大
地
主
下
層
と
も
い
え
る
。

前
掲

村
井
「
戦
前
の
思
考
」

頁
。

(6)

28

山
田

浩
之
「
戦
前
に
お
け
る
中
等
教
員
社
会
の
階
層
性
」（
『
教
育
社
会
学
研
究
』

、

(7)

50

１
９
９
２
）
３
０
９
頁

小
沢
俊
郎
「
解
説
」
（
『
宮
沢
賢
治

友
へ
の
手
紙
』
筑
摩
書
房
、
１
９
６
８
）
１
９

(8)８
頁
。

「
盛
岡
高
等
農
林
学
校
設
立
の
沿
革
」
（
『
岩
手
大
学
農
学
部
七
十
五
年
史
』
教
育
文

(9)化
出
版
、
１
９
７
９
）

～

頁
。

75

76

前
掲

北
川
「
『
農
民
芸
術
概
論
』
を
め
ぐ
っ
て
」
、
村
井
紀
「
宮
沢
賢
治
と
い
う
現

(10)象
」
（
『
日
本
文
学
』

（

）
、
１
９
９
８
）

頁
。

47

5

92

)

岩
手
県
『
岩
手
県
要
覧
（
大
正
五
年
）
』
２
頁
。
他
に
は
県
立
師
範
が
校
が
１
校
、

(11県
立
女
学
校
が
２
校
あ
る
。

じ
っ
さ
い
、
宮
沢
着
任
時
の
稗
貫
農
学
校
教
諭
は
６
名
中
、
宮
沢
含
め
３
名
（
校
長

(12)・
畠
山
栄
一
郎
、
堀
籠
文
之
進
、
宮
沢
）
が
盛
岡
高
農
卒
で
あ
り
、
後
に
農
事
講
習
会

等
で
関
わ
る
岩
手
県
農
会
職
員
（
技
師
・
大
森
堅
弥
、
技
手
・
佐
藤
有
三
、
川
原
仁
左

エ
門
）
も
盛
岡
高
農
卒
で
あ
っ
た
。

自
身
も
卒
業
生
で
あ
る
伊
藤
清
一
は
、
岩
手
県
国
民
高
等
学
校
の
生
徒
を
「
卒
業
者

(13)帰
村
後
は
、
皆
中
堅
人
物
と
し
て
村
の
要
職
を
担
当
し
、
又
は
堅
実
な
る
農
業
経
営
に

当
る
」
と
指
摘
し
た
。
『
花
農
六
十
周
年
記
念
誌
』
（
岩
手
県
立
花
巻
農
業
高
等
学
校
、

１
９
６
９
）

頁
。
ま
た
菊
池
信
一
は
羅
須
地
人
協
会
の
会
員
を
「
特
に
農
学
校
と
国

68

高
の
卒
業
生
の
中
か
ら
と
、
そ
れ
に
近
在
の
篤
農
老
青
年
」
と
指
摘
し
た
。
「
石
鳥
谷
肥

料
相
談
所
の
思
ひ
出
」
（
草
野
心
平
編
『
宮
沢
賢
治
研
究
』
十
字
屋
書
店
、
１
９
３
９
）

４
１
９
頁
。

)

岡
田
洋
司
「
あ
る
〝
疾
風
怒
濤
〟
１
幼
少
時
代
」
（
『
農
村
青
年＝

稲
垣
稔
』
不
二
出

(14

版
、
１
９
８
５
）

頁
。

36

佐
藤
成
『
証
言
宮
沢
賢
治
先
生
』
（
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
１
９
９
２
）
２
６
７
頁
。

(15)『
大
正
十
年
度
岩
手
県
稗
貫
農
学
校
要
覧
』
か
ら
の
引
用
。
宮
沢
が
勤
務
し
て
い
た
と

き
は
、
校
種
が
昇
格
し
て
い
た
た
め
、
父
兄
の
階
層
も
少
し
上
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
昭
和
二
年

岩
手
県
勢
要
覧
』
（
岩
手
県
、
１
９
２
８
）

頁
。
当
時
は
、
地
主
も

(16)

16

手
作
り
地
主
が
８
割
を
超
え
る
た
め
、
地
主
は
自
作
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
本
邦
農
業
要
覧
』
（
大
日
本
農
会
、
１
９
２
５
）

頁
。

31

多
田
大
二
「
昭
和
前
期
の
思
い
出
」
（
前
掲
『
花
農
六
十
周
年
記
念
誌
』
）

頁
。

(17)

83

こ
れ
は
慣
例
と
し
て
あ
っ
た
が
、
１
９
３
２
年
の
農
山
漁
村
経
済
更
生
運
動
で
制
度

(18)化
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
自
作
農
上
層
は
「
農
村
中
堅
人
物
」
と
し
て
村
の
更
生
計
画
実

行
を
任
さ
れ
た
。

『
校
友
会
誌
』

（
岩
手
県
立
農
学
校
交
会
、
１
９
１
８
）
。
弁
論
部
の
題
目
参
照
。

(19)

14

岡
田
洋
司
「
は
じ
め
に
」
（
前
掲
『
農
村
青
年＝

稲
垣
稔
』
）
８
頁
。

(20)

岩手県における宮沢賢治の経済的・教育的階層
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Economic and educational class of Kenji Miyazawa and his students in Iwate Prefecture

MAKI Chinatsu*

The purpose of this paper is to investigate the economic and educational hierarchy of Kenji Miyazawa

and the students who attended his lectures. Kenji Miyazawa's "Art Theory for Farmers" was lectured at

agricultural schools and adult education. Therefore, Kenji Miyazawa's "Art Theory for Farmers" is based

on the class of students who took the lecture.

キーワード：宮沢賢治，農民芸術概論綱要，農学校，岩手県

*牧千夏 一般科 准教授。また本稿は、第 12 回未来を強くする子育てプロジェクト スミセイ女

性研究者奨励賞の成果の一部である。


