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農

民

の

学

歴

取

得

の

意

味

に

つ

い

て

明

治

以

来
､

農
民

が

学

校
へ

行
く
と

い

う
こ

と
は

何
を

意
味
し

た

の

だ

ろ

う
か

｡

学
校

制

度
は

､

初

等
教

育
､

中
等
教

育
､

高
等

教
育
の

三

段
階
に

一

応
区

分
さ

れ

て

き

て

い

る

が
､

そ

の

そ

れ

ぞ

れ

の

段
階
は

農
民
の

眼
に

は

ど
の

よ

う

な

も
の

と

し

て

映

じ
て

い

た

の

で

あ

ろ

う
か

｡

制
度
を

作
っ

た

側
は

､

農
業
教
育
に

つ

い

て
､

有
能
な

農
業
者
を

作
る

と
い

う

考
え

方
を

終
始
の

べ

て

い

る

が
､

そ

れ

と

実
際
に

農
民

が

ど

う

応
じ

た

か

は

明

ら
か

で

は

な
い

｡

一

般
に

わ

が

国
の

農
業
に

か

か

わ

る

人

た

ち
の

教
育
は

､

農
業

教

育
､

農
民

教

育
､

島
村
教

育
と
い

う

よ

び

か

た

に

分

割

さ

れ
､

そ

れ

ぞ

れ

重

点
の

あ
り

方

を

異
に

し
て

論
じ

ら
れ

て

い

る
｡

た

と

ぇ

ば
､

農
業
教

育
は

主

と

し
て

制

度
内
の

農

業
学

校
の

教

育
内

容

浜

田

陽

太

郎

を

中
心
に

し

て

論

じ

ら

れ
､

農
民

教

育
は

､

一

般
農
民
へ

の

技
術

伝
達
か

､

あ

る

い

は

農
民

運

動
の

領
域
内
で

の

教
育
論
を

指
向

す

る

傾
向

を

も
っ

て

い

る

し
､

農
村

教
育
は

､

社

会

教
育
の

分

野
に

く
り
こ

ま

れ
､

農
村
在
住
者
の

教
化

教

育
に

重

点
を

指
向

す
る

と

い

っ

た

ぐ

あ
い

で

あ

る
｡

し
か

し
､

農
村
に

住
み

農
業
に

従

事
し

､

生

産
し
て

い

る

の

は

同

じ

農
民
で

あ

り
､

そ

れ

ら

は

分

割
し

う
る

も
の

で

な

く

綜
合

的
に

把

握
さ

る

ぺ

き

も
の

で

あ
る

｡

こ

の

よ

う

な
ご

く
あ

た

り

ま

え

の

事
も

､

そ

の

綜
合
化
の

ア

プ

ロ

ー

チ

と

な

る

と

容
易
な

こ

と

で

ほ

な
い

｡

ま

た
､

農
業
者
に

か

か

わ

る

教
育
を

論

ず
る

場
合

､

他
の

産
業

従

事
者

､

あ

る

い

ほ
一

般
教
育
と
は

異
っ

た

視

点

を

準

備
し

な

け

れ

ば
な

ら
な
い

要
素

を

わ

が

国
の

農
業
社

会
は

も
っ

て

い

た
｡

そ

れ

は
､

①
労
働
力
の

地

域
定

着
の

教
育
で

あ

る

こ

と
｡

一

般

7 2 4
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に

教
育
の

段
階

が

上

昇
す
る

に

つ

れ

て
､

そ

の

人

問
の

活
動
領
域

が

拡
大
す
る

､

と

同

時
に

そ

れ

は

知
的
専
門
職
を

指
向

す
る

｡

こ

の

よ

う
な

性
格
を

も

ち
､

資
格
を

取

得
し

た

人
た

ち
は

､

そ

の

結

果
と

し

て
､

そ

の

人

間
を

必

要
と

す
る

場
所
と

地

位
か

ら
の

ま

ね

き
に

応
じ

て

移
動
を

始
め

る
｡

わ

が

国
の

企
業
が

､

終
身
雇
用
制

を

中
心

と

し

て

い

る

た

め
に

､

最
近
に

至

る

ま
で

､

割
合
に

一

地

域
に

定

住
す
る

傾

向

を

有
し
て

は

い

る

も
の

の
､

農
業
の

定

着
性

に

比
べ

れ

ば
､

は

る

か

に

高
い

移
動

性
を

も
っ

て

い

る
｡

知
的

向

上
を

は

か

る

学

校
は

､

常
に

そ

の

人

間
の

能
力
に

応
じ

た

移
動
を

内

包
し

て

い

る

が
､

農
業
に

従

事
す

る

人

間
を

教
育
す
る

場
合
は

､

一

定
の

土
地

に

定
着
さ

せ

ね

ば

な

ら
な
い

と
い

う

矛
盾
し
た

要
求

を

認
め

ね

ば

な

ら
な
い

｡

農
業
者
の

教
育
が

､

初
等
教
育
か

ら
上

の

教

育
へ

向
え

ば

向

う

程
､

そ

の

矛

盾
に

逢
着
せ

ざ
る

を

え

な
い

｡

明

治
の

初
め
か

ら

今
日

に

至
る

ま
で

､

農
業
者
の

教
育
に

ほ
､

こ

の

矛

盾
が

つ

き

ま

と
っ

て

い

る
｡

こ

う
い

う

性
格
の

一

例
と

し
て

､

大
正

期
に

議
会
に

提
出
さ

れ

た

農
業
教
育
振
興
に

関
す
る

建
議
(

大
正

一

四

年
三

月
二

〇
日
)

の

趣
旨
説
明
を

あ

げ
て

み

よ

う
｡

(

l
)

｢

兵
争
校
(

中
等
教
育
段
階
の

も

の
)

､
を

卒
業
し

た

も
の

は

ど

う
で

あ

る

か
､

是
亦

大
正

五

年
よ

り

九

年
ま

で

の

平

均
成
績
を

見

ま

す

と

云

ふ

と
､

是
は

中
々

中

学
校
の

如
き

不

良
の

成
績
は

示

し

て

居
り

ま
せ

ぬ
､

･
即
ち

甲
種
農
学
校
を

卒
業
致
し

ま

し

た

者
の

六

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

割
ほ

父

兄
の

手

許
に

在
り

ま

し
て

､

賓
業
に

准
事
し

て

居

り

ま

す
､

ヽ

ヽ

ヽ

乙

種
義
挙
校
を

卒
業
致

し

ま

し

た

者
は

､

.
八

割
七

分
か

ら

父
兄
の

ヽ

ヽ

手

許
に

在
つ

て

働
い

て

居
る

着
で

あ

る
､

其
平

均
は

即
ち

七

割
六

分
と

云

ふ

も

の

が

父
兄
の

手

許
に

在
つ

て
､

此

農
業
に

甘

ん

じ
て

従
事
し
て

居
る

､

所
謂
農
村

生

活
を

柴
み

､

農
村
の

中

堅

人

物
と

な
つ

て

働
い

て

居
る

の

で

あ

り

ま

す
｡

-
中
略

-
卒
業
後
何

を

し
て

居
る

か

詳
の

分
か

ら
ぬ

や

う

な

者
ほ

､

僅
か

に

七

分
六

厘

に

過
ぎ

な
い

の

で

あ

り

ま

す
､

今
日

斯
様
な

優
良
な

る

所
の

成
績

を

示

し
て

居
る

､

所
謂
眞
面

目
に

農
村
の

為
に

働
き

蜜
業
に

従
事

す
る

所
の

者
を

作
り

つ

つ

あ

る

の

が
､

今
日

の

農
業
畢
枚
の

成
績

で

あ

る

の

で

あ

り

ま

す
+

｡

右
の

よ

う
に

中
等
段
階
に

位
置
し
た

農
学
校
が

､

そ

の

社
会
的

価
値
を

評
価
さ

れ

る

の

は
､

そ

の

卒
業
生
た

ち
が

ど

れ

だ

け

父

兄

の

許
に

と

ど

ま
っ

て

い

る

か

が

問
題
点
と

し

て

あ

げ

ら

れ

て

い

た

の

で

あ
る

｡

そ

こ

で

は

農
業
の

従

業
者
養
成
と
い

う
よ

り

は
､

家

業
､

家

産
継

承

者
の

養
成
で

あ

り
､

労
働
力
と

し
て

の

移
動
性
は

拒
否
さ

れ

て

い

た

の

で

あ

る
｡

】

L

J

⑧

第
二

の

特
徴
は

､

第
一

の

特
徴
と

か

ら

み

あ
っ

て

い

る

が
､

花
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学
歴
を

高
次
に

取

得
す
る

こ

と
が

､

一

般
に

そ

の

人

間
の

役
割
と

地

位
の

社

会
的
垂

直
移
動

(

急
呈
0

巴

月
O

E
-

i

t

ユ

を
も

た

ら
す

要
因
と

し
て

考
え

ら

れ

る

の

に

対

し
､

農
民
の

場
合

､

そ

れ

ほ

逆

に
､

先

祖
か

ら
の

社
会
階

層
を

維
持
す
る

役
割
を

果
す

要
因
と

し

て

考
え

ら

れ

て

い

た

と
い

う
点

で

あ

る
｡

後
に

詳
述
す

る

が
､

わ

が

国
の

農
村
の

村
落
構
造

ほ

土

地

所

有
を

基
盤
と

し
て

､

一

定
の

ヒ

エ

ラ

ル

キ

ー

を

構
成

し
て

い

た
｡

す
な

わ

ち
､

俗
に

大
地

主
､

手

作
地

主
､

自
作
農

､

自
小

作
農

､

小

自
作
貴

､

小

作
農
と

よ

ば

摺

れ

た

土
地

を

中

心

と

し
た

階
層
に

分

類
さ

れ
､

か

つ
､

こ

の

分

類

が

単
に

経
済
的
な

階
層
を

示

す
だ

け

で

ほ

な

く
､

政

治
､

文

化
､

家
格
の

階
層
を

も
ほ

ぼ

重

複
し

て

表
現

し
､

そ

れ

ら

が

い

わ

ゆ
る

村
落
共

同

体

を

形
成
し

て

い

た

わ

け
で

あ
る

｡

村
の

秩
序
は

､

こ

の

ヒ

エ

ラ

ル

キ

ー

を

経
持
す

る

こ

と

で

あ

る

と

共
に

､

こ

の

ヒ

エ

ラ

ル

キ

ー

そ

の

も
の

が

村
の

秩
序
で

あ

っ

た
｡

従
っ

て

学

歴
取

得

第 1 表 全 国壮 丁 の 教 育春慶別 人貞

%教 育 寒 度 l 人 員

0 .4
1 ･ 不 就 学 l 2

,
3 3 3

】71
2 ･ 尋 常小 学 校 半途退 学 l l O

,
2 1 2

111
3 ･ 尋常小 学校 卒業 l 6 8

,
5 3 9

93

A
T

▲仇

2 4
,
0 2 5

2
,
3 1 9

4 ･ 高 等小 学校 在学 及 半途 退 学

5
･ 青年学校 普 通科 修 了

4521 5 6
,
2 0 1

451

只
Y

O

Ol

9 4
,
7 0 各

1 1 5
,
9 0 4

6 ･ 高等小 学 校卒業

7 ･ 青 年学校 本 科在学及 半 途退 学

8 ･ 青 年学校本 科 卒業

253 1
,
95 9

14 .

. 4
∠

U8

2 5
,
1 7 8

5 3 1
,
3 7 8

9 ･ 青年学 校 研 究 科 修 了

1 0 ･ 中等学校 在学 及 半途 退 学

計

ー7
(

リ
ノ

1 1 ･ 中等学校 卒業者 l 5 9
,
8 4 1

421 2 ･ 専 門 学 校 卒 業 】 1 4
,
4 3 0

511 3 ･ 大 学 学 部卒 業 】 9
,
4 71

′
L

U31計 】 8 3
,
7 4 2

00016 15
,
1 2 0合 計

注 1 0 の 項目 に は実景学校 ｢ 乙+ を 卒業 した も の を 含む .

も
こ

の

ヒ

エ

ラ

ル

キ

ー

に

応
じ
て

取

得
す

る

の

が

当

然
と

考
え

ら

れ

て

い

た
｡

戦
前

の

学
校
体

系
は

い

わ

ゆ
る

複
線
型

で

あ

り
､

そ

の

こ

と

は
､

こ

う
し

た

ヒ

エ

ラ

ル

キ

ー

に

照

応
し
た

学

校
を

用

意
し
て

い

た
｡

大

学
､

専
門

学
校

､

中
学
校

､

甲

種

農
学

校
､

乙

種
農
学

校
､

高
等
小

学
校
と

い

う

学
校

系
列
は

､

お

お

ま
か

に

い

う
な

ら
､

さ

き

の

村
落
階
層
に

照

応
す
る

も
の

で

あ
っ

た
｡

教
育
鍵
度
を

示

す

全

国
的
な

デ
ー

タ

ー

が

少
い

の

で

あ

る

が
､

晦

和
一

四

年

度
の

(

2
)

｢

壮
丁

教
育
調

査
+

の

三

つ

の

表
を

み

て

ほ

し
い

｡
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一 橋論叢 第六十 四 巻 第 六 号 ( 5 2 )

第
1

と

第
2

の

表
か

ら
わ

か

る

よ

う
に

､

教

育

程

度
の

1 1

か

ら

1 3

ま

で

の

中

等
教
育
以

上
の

学

歴
を

取

得
す
る

の

は
､

昭

和
一

四

年
に

至
っ

て

も
1 4

%
に

満
た

な
い

｡

さ

ら
に

大

学
の

高
等
教

育
を

受
け

る

者
は

六
一

万

強
の

同
一

年
齢
男
子
の

中
で

一

万

人

を

割
っ

て

い

る
｡

つ

ま
り
こ

の

こ

と

は
､

中

等
教
育
以

上
の

学
歴
を

取

得

す

る

か
､

し

な
い

か

が
､

被
指
導
者
の

階
層
に

な
る

か
､

指
導
者

の

階
層
に

入

る

か

の

分

れ

道
に

な
っ

て

い

る

こ

と

を

示
し

て

い

る
｡

さ

ら
に

､

1 0

の

項
目
の

注
の

｢

実
業
学
校

『

乙
』

を

含
む
+

と
い

ぅ
こ

と

は
､

農
業
に

つ

い

て

い

え

ば

乙

種
農
学

校
(

農
学
校
の

中

で

は

多
数
を

占

め

て

い

た
)

を

指
す

も

の

で

あ

り
､

そ

れ

は
､

中

等
学
校
卒

業
者
よ

り

な

下

と

考
え

ら

れ

て

お

り
､

指
導

者
層
に

直

結
す
る

学
歴
で

は

な

か
っ

た

こ

と

を

示
し

て

い

る
｡

そ

し
て

､

第

2

表
が

示

す
よ

う
に

､

中

等

教
育
以
上
の

学
歴

を

取

得
す
る

比

率

は
一

定
を

保
っ

て

い

る
｡

青
年
学

校

程
度
と

い

う

学

歴
の

比

率
が

急

上

昇
を

し

て

い

る

が
､

青

年
学
校

は
､

学

校
と

は

い

え

制

度
上

の

鬼
子

で

あ

り
､

分

類
上

は

初

等
教
育
段
階
に

入

れ

ら

れ

る

も

の

で

あ

る

こ

と
か

ら

す
れ

ば
､

そ

れ

は

高
等
小

学

校

程

度
と

同
一

視

し

て

も

そ

う

大
き

な

差
は

な
い

｡

た

だ

軍

事
訓
練
と

い

う

点
だ

け

が

高
く
な
っ

て

い

た

に

す

ぎ
な
い

｡

苫

ら
に

儲
3

表
を

み

る

上
､

こ

の

学
歴

取

得
の

形

態
が

市
部
上

郡

部
で

い

ち
じ

る

し

く

差
の

あ

る

こ

と

が

判

明
す

る
｡

昭

和
一

四

欄

年
の

郡
部
は

､

ま

ず
農

村
と

考
え
て

よ

い

わ

け

だ

が
､

そ

の

農
村

で

指
導
者
層
に

入

る

と

み

な

さ

れ

る

中

等
教

育
以

上
の

学

歴
を

取

得
す
る

も
の

は

全
く

ひ

と
に

ぎ

り

の

人

間
と

し
か

考
え

ら
れ

な
い
｡

こ

の

三

万

人
強
の

人
々

が

ど

う
い

う

農
村
の

ヒ

エ

ラ

ル

キ

ー

か

ら

出
た

人

間
で

あ

る

か

が

問
題
に

な

る

わ

け
で

あ

る
｡

こ

の

点

は

後

述
す
る

｡

⑨
三

番

目
の

特
徴
は

､

農
業
教
育
に

し

ろ
､

農
民

教

育
と

呼
ば

れ

る

に

し

ろ
､

一

貫
し

て

流
れ

る
一

つ

の

思

想
を

も
っ

て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

つ

ま

り
､

い

わ

ゆ
る

農
本

主

義
と

よ

ば

れ

る

も
の

で

あ

る
｡

農

本
主

義
と

よ

ば

れ

る

も
の

の

本
体

は
､

そ

の

こ

と

ば

の

人
口

に

謄
灸
し

て

い

る

に

し
て

は

明

確
に

は

さ

れ

て

お

ら

ず
､

多

(

3
)

く
の

解

釈
を

生

ん

で

い

る
｡

そ

の
一

人

で

あ

る

筑
波

常
治
ほ

｢

農

本
主

義

-
読
ん

で

字
の

ご

と

く
､

点
こ

そ

あ

ら

ゆ
る

も
の

の

大

本
だ

と

み

な

す

思

想
｡

た

だ

し

『

農
』

と
い

う

文

字
を

産

業
と

し

て

の

『

農
業
』

の

意
味
に

理

解

し

た

ら
､

日

本
の

農
本

主

義
の

本

質
を

と

ら
え

る

こ

と

は

で

き

な
い

よ

う
に

思

う
｡

そ

れ

は

も
っ

と

広
く

『

自
然
に

し

た

が
っ

て

生

き
る
』

生
き

方

を
､

農
と

い

う

文

字
に

こ

め

て

表
現

し
た

も
の

で

は

な
い

か
｡

t
ば

し

ば
一

部
に

は
､

農
本

主

義
と

は

農

村
の

富
農

･

地

主

層



( 5 3 ) 長氏 の 学歴取 得 の 意 味 に つ い て

を

基

経
に

さ

か

え

た

卦
建
的
イ

デ
オ

ロ

ぎ

ー

で
､

農
地

改

革
に

よ

っ

て

す
で

に

崩
壊
の
一

途
を

た

ど
っ

て

い

る

も
の

だ
､

と
い

う

主

張
が

お

こ

な

わ

れ

て

い

る
｡

し

か

し
､

自
然
に

し
た

が
っ

て

生

き

る

こ

と
こ

そ
､

人

間
に

と
っ

て

も
っ

と

も

理

想

的
な

生
き

方
だ

と

み

な

す
人

生

観
は

､

特

定
の

階

層
を
こ

え
て

日

本

人
の

あ

い

だ

に

ひ

ろ

く

湊
み

と
お

り
､

そ

れ

を

も

と
に

派

生

し
た

思

考
の

形
態

は
､

お

も

て

む
き

は

近

代
化

し
た

日

本
社
会
の

各
部
面
に

ガ

ン

細

胞
の

よ

う
に

ば

ら

ま
か

れ

て
､

増
殖
を

つ

づ

け

て

い

る

の

で

は

な

い

か
｡

+

と
の

ぺ

て

い

る
｡

氏
の

考
え

方
は

農
本

主

義
を

日

本
人

の

思

想
と

み

る

最
広

義
の

解

釈
で

あ

る

が
､

そ

の

よ

う

な

解
釈
が

許

容
さ

れ

る

程
､

こ

の

こ

と

ば

ほ

あ
い

ま
い

さ

を

含
ん

で

お

り
､

思

想
と

い

い

え

な
い

側
面

を

有
し
て

い

る

と

も
い

え

る
｡

し
か

し
､

そ

の

よ

う

な

あ
い

ま
い

さ

を

有
し

な
が

ら

も
､

そ

の

あ
い

ま
い

さ

の

故
に

､

幅
広
く
日

本
の

社

会
に

機
能
し
て

来
た

｡

そ

の

こ

と

ほ
､

教
育
の

面
で

は
､

大

学
の

農
学
部
か

ら
､

初
等
教

育
に

至
る

全

段
階
の

学
校
体

系
の

内

部
に

お

い

て

も
､

学

校

教
育

に

反

撥
し
た

私

塾

-
塾
風

教

育
と

よ

ば

れ

た

系
列
の

教
育
や

､

一

般
の

農
村
教

育
に

お

い

て

も
､

一

貫
し

て

農
民

育
成
の

根
本
理

念
と

考
え

ら
れ

て

い

た
｡

明

治
一

一

年
一

月
､

わ

が

国
近

代
農
業
教

育
の

発
生
と

い

わ

れ

る

物
象
農
学
校
の

阿
校
式
に

､

明

治

天

皇

が

臨

幸

し
､

｢

農
ハ

■■
鼠

ノ

本
ナ

リ
+

と

い

う

勅
語
を

下

し

て

以

来
､

農
業
教
育
は

､

こ

の

こ

と

ば

を

錦
の

御
旗
と

し
て

か

か

げ

る

こ

と
が

で

き
た

｡

そ

の

こ

と

ば

の

解
釈
が

ど
の

よ

う
な

も

の

で

あ

ろ

う

と
､

そ

れ

は
､

天

皇

制
下
の

わ

が

国
に

お

い

て
､

教
育
勅
語
的
な

機
能
を
は

た

す
こ

と

が

で

き

た
｡

つ

ま

り
､

官
許
の

思

想
と

し

て

の

地

位
を

保
つ

こ

と

が

で

き

た

の

で

あ
る

｡

敗

戦
に

至
る

ま

で
､

た

と

い

産
業
と

し

て

の

農
業
の

位
置
が

､

工

業
に

追
い

こ

さ

れ

よ

う

と
､

経
済
合
理

性

を

越
え

て

機
能
し

え

た

の

で

あ

る
｡

筑
波

氏
の

考
え

方

を

み

る

な

ら
､

農
本
主

義
思

想
は

､

日

本
人

の

思

想
､

あ

る

い

は

民

衆
の

思
想
と
い

う
レ

ッ

テ

ル

を

は

る

こ

と

が

可

能
で

あ

り
､

そ

の

よ

う

な

発
想
を

否
定
す

る

こ

と

も
で

き

な

い
｡

だ

が
､

そ

れ

は
､

民

衆
の

思

想
で

あ

る

と

共
に

､

官
許
の

思

想
で

も

あ

る

と
い

う
二

重

性
を

も
っ

て

い

た

と
こ

ろ
に

永
い

機
能

性
を

発
揮
し
え

た

要
因
が

あ
っ

た

と

み

る

ぺ

き

で

あ
る

｡

こ

の

よ

う
な

民

衆
と

官
許
の

二

重

性
の

あ

る

農
本
主

義
は

､

多

様
な

内

容
を

持
っ

た

ま

ま

農
民

育
成
の

基
本
理

念
に

な
っ

て

い

た
｡

一

つ

の

産
業
の

従

事
者
の

養
成
が

長
年
月

一

つ

の

理

念
を

堅

持
し

た

こ

と

は

わ

が

国
の

農
民

教
育
の

他

産
業
に

み

ら

れ

な
い

特
色
で

あ
っ

た
｡

花∂



一 橋論叢 第六 十 四巻 第六 号 ( 5 4 )

以
上

述
べ

て

き
た

三

つ

の

視
点

は
､

わ

が

国
の

農
業
に

た

ず
さ

わ

る

人

た

ち
の

教
育
の

質
を

み

る

上
で

欠

く
こ

と

の

で

き
ぬ

も

の

で

あ

る
｡

こ

の

三

つ

の

視
点
に

つ

い

て
､

そ

れ

ぞ

れ
､

今
の

ぺ

た

こ

と

が

ら
に

つ

い

て

の

実
証

資
料
を
こ

ま

か

に

あ

げ

ね

ば

な

ら
な
い

が
､

紙
数
の

都
合

上
､

⑧
の

視
角
を

中
心
に

し
て

少

し

深
く

考
え

て

み

る

こ

と
に

し
た

い
｡

〓

第
二

の

視
点
に

対

し
て

異
論
が

な
い

わ

け

で

は

な
い

｡

た

と

え

ば
､

丸

山

美
男
氏

な

ど
に

よ

る

と
､

わ

が

国
の

教
育
形

態
に

つ

い

(

4
)

て

｢

ど

ん

な
に

貧
し
い

家

庭
の

子

弟
で

も
､

ど
ん

な
に

低
い

家

柄

の

出
で

も
､

頭
さ

え

良
け

れ

ば
､

旧

藩
の

殿
様
や

財
閥
の

育
英
資

金
に

よ

→

て

帝
国
大

学
に

進
み

､

高
等
文

官
試
験
を

経
て

官
吏
に

な
る

こ

と

に

よ
っ

て

顕
官
の

地

位
に

昇
進
す

る

か
､

ま
た

ほ

殆
ど

経

費
の

か

か

ら

な
い

軍

関

係
の

学
校
へ

入
っ

て

最
高
の

武
官
に

ま

で

昇
進
で

き
る

よ

う
な

極
め

て

行

き

届
い

た

配

慮
が

早

く
か

ら

な

さ

れ

て

い

ま

し
た

｡

こ

う
し

て

日

本
の

支
配
階

叔
は

全

国

津
々

浦

々

の

俊
才

を
､

磁

石
が

砂
鉄

を

惹
く
よ

う
に

支
配

階

級
の

中
に

吸

い

こ

む
こ

と

が

出
来
た

の

で

す
｡

+

と
い

ぅ

見
靡

を
示

し

て

い

る
｡

た

し

か

に

制

度
上
の

原

則
か

ら

す
れ

ば

見

解
の

通
り

に

ち
が

い

な

刃一7

い

の

だ

が
､

そ

れ

が

実
際
に

機
能
し

た

か

ど

う
か

と
い

え

ば

別

問

題
で

あ

る
｡

見

解
に

あ

る

よ

う
に

帝
国

大

学
に

進
め

れ

ば
､

そ

の

学
歴
は

社

会
移
動
を

上

層
に

動
か

す

原

動
力
と

な

り

え

た

に

ち
が

い

な
い

｡

し

か

し
､

そ

の

学

歴
を

取

得
す
る

こ

と
は

容

易
の

こ

と

で

は

な

か
っ

た
｡

後
に

兵
科

大

学
に

な

る

駒
易
農
学

校
の

第
一

回

志
願
者
と

合
希
者
を
み

る

と
､

兵
学
科
に

お

い

て
､

志

願
者
四

九

名
中

四

五

名
が

士

族
で

あ

り
､

合
蒋
者
二

〇

名

中
士

族
が

一

九

名

を

占
め

､

平

民
は

わ

ず
か

に
一

名
に

す

ぎ
な

か
っ

た

し
､

獣
医

学

科
に

お

い

て

も
､

志

願
者
五

七

名

中
四
九

名
が

士

族
で

あ

り
､

合

蒋
者
二

九

名
中

士

族
二

七

名
､

平
民
二

名
で

あ
っ

た

こ

と

は

広
ぺ

知
ら
れ

て

い

る
｡

士

族
の

子

弟
が

高

等
教
育
機
関
に

多
い

の

は
､

当

時
の

状

況
と

し

て

は
､

農
業
教
育
に

限
っ

た

こ

と

で

は

な
い

が
､

こ

と
に

農
業
の

場
合

､

秩
禄
奉
還
に

と

も

な

う
士

族
授
産
的

な

傾

向
が

あ
っ

た

こ

と

は

み

と

め

ざ
る

を

え
な
い

｡

士

農
工

商
の

意
識

が

存
在
す
る

時
代
に

､

士
に

次

ぐ

階

層
､

士

が

な

く

な
れ

ば

農
と

い

う

考
え

方
の

存
在
し
た

こ

と

も
､

農
業
の

教
育
に

永
く

影
響
し

た

と
い

え

よ

う
｡

後
に

明

治

末
期
に

中
等
教
育
棟
関
と

し
て

の

農
学
校
が

全

国
に

(

5
)

増
加
し
て

く
る

が
､

そ

の

創
設
の

滴
神
に

｢

当

時
の

訓
育
方

針
は
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( 5 9 ) 農民 の 学歴取 得 の 意味 に つ い て

『

武

士

吋
鼻
翼
者
』

の

養
成
に

お

く
+

と
い

う

考
え

方
を

見
る

こ

と
が

で

き

る

の

は
､

蔑
に

ま
つ

わ

る

特
有
の

雰
囲

気
と

み

る

こ

と

が

で

き
よ

う
｡

と
こ

ろ

で
､

そ
.

の

よ

う
に

士

族
が

多
数
を

占
め
て

い

た

の

で

あ

る

が
､

そ

の

士

族
た

ち
が

､

よ

ろ
こ

ん

で

農
業
へ

志
し
た

の

か
､

農
業
教
育
に

い

か

な

る

期
待
を
い

だ

い

て

い

た

の

か

と
い

え

ば
､

そ

れ

は

農
業
に

と
っ

て

好

ま

し
い

も
の

で

は

な

か
っ

た
｡

た

と

え

ば
､

駒
場
の

第
一

回

卒
業
生
で

あ

る

玉

利
害
造
は

そ

の

回

顧
談
の

(

6
)

中

で

｢

喜
造
等
ハ

…

…

毒
モ

日

本
農
業
二

於

ケ

ル

知
識
ナ

カ

バ

(

ァ
し

シ
+

と
の

ぺ

て

い

る

し
､

後
の

貴
科

大
学
教
授
古

老
由
重

も

｢

ど

う

も

百

姓
の

畢
校
へ

は

束
が

向
か

な
か

つ

た
｡

だ

が

友
人

は

資
力

を

験
め

す
に

良
い

横
合
だ

か

ら

是
非
受
け
よ

と

切
り

に

勤
め

る

も

の

だ

か

ら

…
･

∵

何
も

線
だ

と

息
つ

て

到
嘗
は

い

つ

て

し

ま
つ

た

詳

さ
｡

斯
ん

な

草
間
を

し
や

う
な

ど

と

は

夢
に

も

考
へ

て

は

ゐ

な
か

つ

た
+

｡

と

い

う

次

第
で

あ
っ

た
｡

こ

の

よ

う
な

士

族

の

子

弟
に

と
っ

て
､

農
業
労
働
を

実

際
に

す
る

な

ど

と
い

う
こ

と

は

武
士
の

気

賀
の

ゆ
る

さ

ぬ

と
こ

ろ
で

あ
っ

た
｡

よ

り

農
業
労
働
に

近
い

駒

(

8
)

場
の

試
業
科
の

学
生

で

も

次
の

よ

う
な

も

の

で

あ
っ

た
｡

す
な

わ

ち
､

明

治
一

〇

年
六

月

勧
業
局
か

ら

各
府

県
に

照

会

し
た

試

業
科

へ

9
)

生

徒
欠

員
補
充
の

招
集

旨
趣
書
に

｢

昨
年
招
募
二

應
ジ

タ

ル

各
地

ノ

試
業
生

徒
ヲ

観
ル

ニ

､

其

曾
テ

稼

穂
二

従
事
シ

タ

ル

モ

ノ

ハ

講

習
ノ

際
､

往
々

各
自
ノ

賓
験
ヲ

畢
ゲ

テ

之
ヲ

教
師
二

間
難
シ

轍
ク

教
師
ノ

譲
二

服
シ

旨
セ

サ

ル
■

モ

ノ

ア

リ
､

教
師
乃
チ

特
二

此

輩
ノ

生

徒
ヲ

嘉
奨
シ

テ

其
早
晩

必
ス

成
業
二

重
ル

ヘ

キ

ヲ

保
セ

リ
､

特

二

憾
ム

ラ

ク

ハ

生

徒
中
此

輩
ノ

人
二

乏
シ

キ

ヲ
､

豪
農
子

弟
ノ

若

キ
ハ

大

卒
稼
穂
ノ

事
ヲ

解
セ

ス

､

其
甚
シ

キ

ハ

手
未
満
ヲ

把
り

糞

土

ヲ

操

拝
ス

ル

ヲ

厭
忌
ス

ル

モ

ノ

ア

リ
､

偽
悪
ゾ

彼
是
耕
作
ノ

得

失
ヲ

参
較
ス

ル

ヲ

望
マ

ン

ヤ
｡

蓋
シ

此

輩
ノ

所
志
ハ

直
二

高
尚
ナ

ル

畢
理
ヲ

書
冊

上
二

求
ム

ル

ニ

ア

リ

テ

窮
ヲ

耕
作
ヲ

賓
践
ス

ル

ハ

素
ヨ

リ

屑
ト

セ

サ

ル

モ

ノ

ノ

如
シ

｡

是
或
ハ

嘗
初

生

徒
ヲ

召

募
ス

ル

ノ

際
其
旨

趣
明

売
徹
底
セ

サ

ル

ノ

致
ス

所
ナ

ラ

ン

カ
｡

+

と

み

ら
れ

る
｡

士

族
が

多
い

上
に

､

多
少
で

も

豪
農
の

子

弟
を

含
む

試
業
科
生

で

も
､

農
民

た

る

た

め

に

高
等
農
業
教

育
棟
関
を

志

し
た

も

の

で

(

1 0
)

は

な

か

っ

た
｡

｢

駒
場
の

卒
業
生

は

大

学
の

先
生

に

な

る

か
､

さ

も

な

け

れ

ば

技
師
と

な
っ

て

農
林
省
や

地

方

庁
に

勤
め
る

の

で
､

自
分
で

農
場
を

経

営
す

る

と

か
､

遠
く

海
外
に

進
出
す
る

と

か

い

う

も
の

は

極
め

て

稀
れ

で

し
た

｡

又

植
民

地
に

行
く

も
の

や

政

治

方

面
に

進
む
も
の

は

殆
ん

ど

あ

り

ま
せ

ん

で

し

た
｡

+

と

い

う
の

(

1 1
)

∂

が
､

そ

の

性
蒋
で

あ
っ

た
｡

そ

の

こ

と

を
一

般
化

し

た

も

の

が

第

乃
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4

･

第
5

表
で

あ

る
｡

こ

れ

は

｢

家
の

光
+

の

｢

年
表
農
業
百

年
+

の

中
に

奥
谷

松
治

氏
が

農
業
に

功
療
の

あ

っ

た

人

物

六

八

人
の

経

歴
を

け
い

さ
い

し
て

い

る

が
､

そ

の

中
か

ら

作
成

し
た
.

も
の

で

あ

る
｡

第
4

表
は

一

九

名
を

あ

げ
て

あ

る

が
､

こ

れ

は

す
べ

て

旧

士

族

(

貧
乏

下
士

が

多
い

が
)

の

子

弟
に

相

当

す
る

人

物
で

あ

り
､

第
5

表
は

士

族
以

外
の

子

弟
で

あ

る
｡

第
4

表
を

み

れ

ば

わ

か

る

よ

う
に

､

さ

き
の

有
馬
氏
の

回

顧
の

ご

と

く
､

ほ

と

ん

ど

す
べ

て

が

官
途
に

つ

い

て

い

る
｡

い

わ

ゆ
る

明

治

的

立

身

出
世

を
と

げ
た

人
々

で

あ

る
｡

そ

の

学
歴

取

得
の

形

態

を
み

る

と
､

藩
学
校

･

洋

学

塾
か

ら

駒
場
農
学

校
が

ほ

と

ん

ど
で

あ

り
､

明

治

以

前
に

出
生

し
た

人

物
が

す
べ

て

あ

て

は

ま

る
｡

明

治
以

降
に

出
生
し

た

人

物

は
､

尋
常
中

学
(

旧

制

高
校
の

前
身
)

か

ら

東
京

帝

大
へ

の

複
線

型

学

制
の

中
に

あ
っ

て

は
､

エ

リ

ー

ト

中
の

エ

リ

ー

ト

養
成
た

る

稀
少

価
値
の

正

統
コ

ー

ス

を

た

ど
っ

て

い

る
｡

こ

こ

に

あ

ら

わ

れ

た

人

物
に

関
す
る

限
り

､

士

族
と

い

う

枠
に

目
を
つ

ぶ

れ

ば
､

日

高
氏
の

い

う
よ

う
に

能
力

さ

え

あ

る

な

ら

出
世

で

き
る

配
慮
が

な

さ

れ

て

い

た

と
い

ト

つ

こ

と

を

承

認

す
る

こ

と

が

で

き
る
｡

し

か

し
､

農
民

出
身
で

は

な
い

と

い

う
こ

と

と
､

自
ら

農
業
自

営
を

し

な
い

と
い

う
点

か

ら

み

て
､

農
業
教

育
の

高
等
教
育
機
関
は

､

農
民

世

界
で

の

社

会
移
動
上

昇
を

満
た

し
て

く

れ

る

学

歴
取

得
と
ほ

い

う

わ

け
に

い

か

な
い

｡

一

方
､

第
5

表
は

､

全

員
い

わ

ゆ
る

正

統
の

学
歴
取

得
の

形

態

を

と
っ

て

い

な
い

｡

寺
子

屋
､

私

塾
(

報
徳

社
､

学

長

社

等
)

､

小

学

校
が

み

ら

れ

る

の

み

で

あ

る
｡

一

八

八

〇

年
代
(

学

歴
取

得

の

年
齢
を

考

え

る

と

明

治
の

三

〇

年
代
)

に

生
れ

た

並

河

成

資
の

時
代
ま

で

き
て

､

始
め

て

中

学
か

ら

大

学
と
い

う

稀
少
コ

ー

ス

を

た

ど
っ

た

の

が

み

ら
れ

る

の

み

で

あ
る

｡

こ

の

表
の

人

物
た

ち
の

出
身
ほ

､

大

半
､

大
地

主
､

豪
農
の

子

弟
で

名
主

､

庄
屋
と
い

う

よ

う

な

農
村
ヒ

エ

ラ

ル

キ

ー

の

ト

ッ

プ

層
に

位
置
し
た

人
々

の

子

弟
で

あ

り
､

自
ら

も

そ

の

層
に

定

着
し
て

い

っ

た

人
々

で

あ

る
｡

っ

ま
り

､

こ

の

年
代

層
で

は
､

高
等
教

育
の

学

歴
取

得
は

､

大

地

主
､

豪
貴
層
の

子

弟
と
い

え

ど

も
､

必

要
と

し

な
か

っ

た

し
､

そ

ぅ
い

う

学

歴
を

取

得
す

る

こ

と

は
､

か

え
っ

て
､

農
村
か

ら
の

離

脱
を

意
味
す
る

も
の

と

し

て

う
つ

っ

て

い

た

の

で

あ
る

｡

こ

の

傾
向

は
､

農
民
に

高
等
教
育
機
関
の

学

歴

取

得
の

意
味
と

し
て

永

く
も

た

せ

た

も
の

の

よ

う
で

あ
る

｡

明

治
の

末
期
か

ら

大

正

期
に

か

け
て

､

農
業
の

高
等
教
育
棟
関
も

､

大

学
､

専
門

学

校

と
い

う
よ

う
に

拡
大
は

さ

れ

て

い

く

け
れ

ど
も

､

そ

れ

は

決
し
て

農
業
従

事
者
そ

の

も

の

の

養
成

を
は

た

し

た

も
の

で

は

な
か

っ

た
｡

大

正

期
の

農
業
高
等
教
育
棟
関
の

拡

大
の

一

典
型
で

あ

る

岐
阜
高

7 3 伊
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第6 表 岐阜高等農林 昭和 9 年 ま で の 卒業生 6 7 0 名 の 就 職状 況

農 学 科 l 林 学 科 】 農芸 化 学 科 l 計

4 4

1 0

9

2

%

5 0

耶l
ノ

▲U
ノ

3

5

44

}

i

5

A
T

4

q
′

O

l

′

b

O
O

2

3

4

q
ノ

2

′

O

1

3
8411

ノ

3

5

2

21

1 3

3

2

5

8

9

′
L

U

8

ュ

8

】7

1

【

ノ

4

1

1
-
.

ヽ
)ll

ノ

′
h

U

541

8

2

4

1

5

3 9

6

2

一

2 7

3

1

3

%

2 0

糾l
ノ

0

3

つ

J

71

3

5

3

q
′

l

′

0

7

0

0

1

8

2

1

1

2

4

1

2

1

農 業 自 営

商 工 自 営

役

員

員

吏

員

術

社

公

兵

技

A
7 ミ

官

教

上 級学 校 生

本 校研 究 生

そ の ノ

他

死 亡

07
′

n

)
002】791372計

(

1 2
)

貞
の

卒

業
生

の

傾
向

を

6

表
か

ら
み

て

ほ

し
い

｡

そ

こ

に

は
､

駒

場
農
学

枚
よ

り
一

段
下
の

高
等
教
育
機
関
で

あ
る

専
門

学

硬
で

も
､

駒
場
の

卒
業
生
の

傾
向
と

類
似
し

て

い

る

も

の

を

発
見
す
る

こ

と

が

で

き

る
｡

農
業
自
営
を

志

し

た

者
は

わ

ず
か

一

剖
以

下
で

あ

り
､

全

卒

業
生
の

七

五

%

以
上

が

ホ

ワ

イ

ト

カ

ラ

ー

と

な
っ

て

い

る
｡

駒
場
の

卒

業
生
が

国
家

規
模
の

官
途
に

つ

い

た

の

に

此

し
､

そ

れ

は

地

方

規
模
の

官
途
に

つ

い

た

こ

と

を

想
像
さ

せ

る

だ

け
で

あ

る
｡

結
局
は

､

貴
業
に

お

け
る

高
等
教

育
の

学
歴

取

得
は

､

士

族
の

地

位
保
持
と

､

農
業
現

業
か

ら
の

離
脱
を

は

か

る

役
割
を

果
し

て

き

た

も

の

で

あ

り
､

農
民
に

と
っ

て
､

自
ら

営
む

農
業
へ

の

直

接
投

資
の

対

象
で

ほ

な
か

っ

た

と
い

う
こ

と

が

で

き
よ

う
｡

三

明

治
五

年
に

始
ま
っ

た

｢

学

制
+

ほ

当

時
に

お

い

て

小

学
校

一

ケ

月
五

〇

銭
､

中
学
に

お

い

て

五

円

五

〇

銭
の

月

謝
を

必

要
と

し

て

い

た
｡

当
時

一

円
に

て

米
一

斗
一

升

か

ら
一

斗
八

升
の

物
価
で

あ
っ

た

こ

と

を

考
え

る

と
､

中

等
教

育
も

ま
た

か

な
り

の

高
嶺
の

花
で

あ

り
､

農
民
に

投
資
の

効
果
が

か

な

り

顕
著
に

み

え

な
い

限

り
､

食
欲
の

わ

く

も
の

で

な

か

り

た

こ

と

を

想

像
さ

せ

る
｡

(

1 3
)

｢

百

姓
は

作

物
の

種
子

札
と

己

れ

の

姓
名

を

記

す
る

程

度
の

文

字
を

解

す
れ

ば

よ

い
+

と

当

時
の

古

老

た

ち
が

農
民
に

説
い

た

の

も
も

っ

と

も

な
こ

と

で

あ

っ

た
｡

フ3 7
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ふ

る

く
か

ら

敗

戦
に

至
る

ま

で

農
民
の

中
で

語

ら
れ

て

き
た

多

く
の

い

い

つ

た

え

の

中
に

｢

上

の

子
の

一

五

は

家
の

難
儀

､

下
の

子
の
一

五

は

家
の

盛
り
+

と

い

う
の

が

あ

る
｡

こ

の

一

五

歳
は

､

数

え

年
で

あ
･
る

か

ら

ほ

ぼ

高
等
小

学
校
を

卒
業
し
た

年
齢
を

意
味

す
る

｡

農
家

の

子

沢

山

は
､

｢

貧

乏

人
の

子
沢

山
+

格
言
と

同
意
の

義
で

あ
っ

た

こ

と
か

ら

す
る

な

ら
､

上
の

子
の
一

五

は
､

ま

だ

下

に

多
く
の

食
わ

せ

な

く
て

は

な

ら

な
い

子

ど

も

の

存
在
を

意
味

す

る
｡

ま

た
､

労
働
力

多
投
を

基
幹
と

し
て

発

達
し
て

き
た

わ

が

国

の

農
業
技
術
の

発
展
の

方

向
と

､

そ

の

労
働
力

多
投
に

よ

る

生

産

量
の

拡
大
が

即

富
の

生

産
で

あ

り

農
民
の

幸
福
を
も

た

ら

す
も
の

で

あ

る

と
い

う

観
念
の

注
入

を

軸
と

し
て

い

た

農
民

の

生

活
に

と

っ

て
､

一

五

歳
の

子

ど
も

は

十

分
に

一

人

前
の

労
働
力

と

し
て

機

能
す
る

こ

と

が

可

能
で

あ
っ

た
｡

一

人

前
の

労
働
力

と

し
て

十

分

機
能
す
る

能
力
を

も
っ

た

子

ど

も
た

ち
を

､

学

理

を

学
ぶ

も
の

と

し
て

う
つ

っ

て

い

た

学

校
教

育
を

受
け

さ

せ

る

だ

け
の

余

裕
も

､

実
益
を

も

有
し

な
い

と

農
民
が

考
え

る

の

も

無
理
の

な
い

こ

と
で

あ
っ

た
｡

学
校
へ

あ

げ
て

も

特
別
に

生

産
量
が

ふ

え

る

わ

け

で

も

な

し
､

そ

の

期
間
の

労
働
力
の

放
棄
所

得
を

考
え

れ

ば

学

歴
取

得

は
､

農
民
に

と
っ

て

魅
力
の

あ
る

も
の

で

ほ

な

か
っ

た
｡

第
7

表
と

第
3

表
を

み

て

ほ

し
い

｡

第
7

表
は

､

三

重

県
だ

け

の

も

の

で

あ

る

の

で
､

一

般

化

す
る

こ

と

は

む

ず
か

し
い

が
､

農

偶

業
に

お

い

て

三

年
以

上
の

学

歴

取

得
が

一

〇

%
に

満
た

な
い

こ

と

第 7 表 敬業 別 就学 率 × 職業 別就 学水 準

( 三 重県 明治 1 8 年 各砥業 の 子弟 ガ竣 体 と して ど の 水準 に 就学 して い た か を 示すも の )

計

1

3

0

′

h
)

3

′

n

)
0

0

0

0

′
L

U

っ

J

1

4

4

美事労 力

0 .0 5

4 .2 1

3 3 .8 6

5 9 .9 7

菜】商

0 .9 2

2 0 .3 7

5 0 .9 1

2 7 .8 7

業i ェ

0 . 13

1 3 . 06

4 3 . 74

4 3 .0 7

業5 貞1 庶

0 .1 5

9 .3 5

4 6
. 7 6

4 3 .7 3

3 .0 1

2 5 .8 0

4 9 .9 2

2 3 .2 7

高 等科( 6 年以 上)

中 等科( 3 年以 上)

初 等科( 3 年未満)

不就 学

菊池城司 ｢ 近代日本 に お け る中等敦育機会+ 教育社会学研究 第 2 2 集 より転載

を

示

し
て

お

り

他

産
業
と

く

ら

べ

て
､

い

か

に

農
民

が

学

歴

取

得
に

関
心

を
い

だ

い

て

い

な
い

か

の
一

端
を

示

し
て

い

る
｡

さ

ら
に

第
3

表
に

戻
る

と
､

義
務

教

育
六

年
が

布
か

れ

て

ほ

ぼ

四

〇

年
経

っ

た

昭

和
一

四

年
に

お

い

て

す

ら
､

高

等
小

学

校

ま
で

で

終
る

も

の

約
四

〇
%

に

及

ん

で

お

り
､

学

歴
と

は

よ

べ

な
い

青
年
学
校
を

加
え

る

な

ら

八

〇

%
の

農
村
部
の

子

弟

と

み

ら
れ

る

着
た

ち

が

含
ま

れ

て

い

る
｡

農
民

に

と
っ

て
､

学

歴
と

は
､

義
務

を

履
行

す
る

限

度
で

し
か

機
能

し

て

い

な

か
っ

た

わ

け
で

あ

る
｡

こ

こ

で

興

味
あ

る

試
算
を

こ
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1 9 2 7 年に お け る あ る 数値 の加 工

絵島家数 5
,
4 7 5 千戸 うち , 自作 農 3 0 .5 % 約 1

,
6 6 9 千戸 .

こ の 自作農 の 農家補 充 率 を 2 5 年世 代 で と る と毎年 6 6
,
7 0 0 人 必 要 と な る .

1 9 2 9 年当 時 の 全 国補 充 率は 9 4 % で あ る か ら 6 2
,
7 0 0 人 が 就 農 して い た こ 阜に な

る .

1 9 2 7 年 当 時 中等農業 教 育機 関 の 卒業 生 は 1 6
,
3 6 2 人 で あ っ た .

う ち 8 0 % が 就 農 す る と い わ れ て い た か ら そ の 就農 者 は 1 3
,
0 8 9 人 と な る .

推定 と して 自作 農 の 成 島子弟 62
,
7 0 0 人 中 1 3 ♪8 9 人 即 ち 2 0 % が 中 等 農 業教 育棟

関 の 卒業 生 だ と ノ

仮定 す る .

1 9 3 3 年当 時 の 自作農 の 経 営規模 の 上 の 方 か ら こ の 就 農 子 弟 を あて はめ る と釣 2 0

反 以 上 の 経営規 模 を も っ た農 家 に 概 当 す る .

こ

ろ
み

て

み

よ

う
｡

一

九
二

七

年
(

昭

和
二

年
)

の

も
の

で

あ

る

か

ら
､

か

な

り

教
育

棟
会
が

拡
大

さ

れ

た

以

後
の

も
の

で

あ

る
｡

こ

れ

は
､

初
等
学

歴
が

圧

倒

的

と
い

う

こ

と
か

ら
､

中
等
農

業
教
育
機
関
へ

の

進

学
は

少

く
と

も

自

作

農
以

上
の

子

弟
で

あ

ろ

う
と
い

う

推
定

を

し

て

計

算
し
た

ら

ど

う
い

う

結
果
が

出
る

か

と
い

う
こ

こ

ろ

み

で

あ

る
■｡

少

く
と

も
､

数
の

上
か

ら
で

は
､

自
作
農
と
い

っ

て

も
､

二

〇

反

以
上

の

農

家

数
に

み

あ

う
歎
し
か

､

そ

う
い

う
学
歴

取

得
を

し

た

人

間
は

い

な

い

と
い

う

答
え

を

出
し

て

く
れ

た

の

で

あ
る

｡

こ

の

数
値
は

か

な

り

多
く
の

与

件
を

つ

く
っ

て

い

る

の

で
､

確
実
に

は

い

い

き

れ

な

い

が
､

農
民
に

と
っ

て

中
等
農

業
教
育
棟
関
が

高
嶺
の

花
で

あ

る

こ

と

は

い

な

め

な
い

｡

ち
ょ

う

ど
こ

の

頃
､

議
会
で

農
業
教
育
振

興
に

関
す

る

建
議
が

(

1 4
)

な

さ

れ

て

い

た

(

大
正

一

四

年
三

月
)

そ

の

趣
旨
の

中

で

｢

わ

が

国
の

貞
畢
校
は

今
や

三

百
二

〇

を

算
す

る

の

で

あ

り

ま

す
｡

而
し

て

其

卒
業
生
は

最
近
五

箇
年
の

平
均
に

よ

り

ま

す
と

一

高
一

千

人

づ

つ

を

算
す
る

の

で

あ

り

ま

す
｡

併
な
が

ら

此

畢
校
を

郡
に

割
つ

て

見

ま

す
し

+

優
に

二

郡
に

封
し
て

一

校
の

割
合
に

過
ぎ

な
い

の

で

あ

る
｡

文

革
枚
数
を

農
家
の

戸

数
に

割
雷
て

て

見
ま

す

と
､

一

高

七

千

戸
に

封
し

ま

し

て

僅
か

に
一

校
の

割
合
に

過
ぎ

な
い

の

で

あ

る
｡

而
し
て

其

卒
業
は

一

萬
一

千

人

と

申
し
ま

す
け

れ

ど

も
､

農

家

百

戸
に

封
し

て

僅
か

に

五

人

と
い

う
よ

う
な

有
様
で

あ

る
｡

計

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

作
貞
に

之
を

判
官
て

て

見

ま

す

と

農
家

百

戸
に

封
し
て

僅
に

一

五

人

と

い

う
や

う
な

有
様
な
の

で

あ

り

ま

す
+

｡

と
か

さ

き

に

引

用

し

た

よ

う
に

甲

種
乙

種
の

貴
学

校

卒
業
生

の

多
く

が

農
業
に

従

事

し
て

い

る

こ

と

を

う
っ

た

え

て

い

る
｡

つ

ま

り
､

中
等
農
業
教
育
機
関
の

メ

リ

ッ

ト

は
､

自
作
農
の

子

湖
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弟
を

入

れ

た

い

と
こ

ろ

で

あ

り
､

自
作
農
た

ち
に

と
っ

て
､

そ

の

機
関
は

農
村
定

着
を

子

弟
に

し

む

け
て

く
れ

る

も
の

で

あ
る

と

い

い

た

い

わ

け
で

あ

る
｡

こ

れ

の

詳
し
い

実

証

は
､

多
く
け

実
業
学
校
の

生

徒
の

実

態
を

語

ら
ね

ば

な

ら

な
い

の

だ

が
､

そ

れ

は

割
愛
し
て

一

､

二

を

指
摘

す
る

に

と

ど

め

る
｡

明

治
三

三

年
に

は

じ

め

て

統
一

的
な

実
業

学
校
令
が

公

布
さ

れ
､

農
学

校
が

中
等
教
育
と

し
て

位
置
づ

け

ら

れ

た

の

で

あ

る

が
､

こ

の

中
等
教

育
棟
関
に

は

さ

き
の

高
等
教
育
機
関
と

は

異
り

､

士

族

の

子

弟
か

ら

は

そ
っ

ぽ

を

む
か

れ

て

い

る
｡

エ

リ

ー

ト
･

コ

ー

ス

た

る

中
学

校
に

は
､

こ

の

年
代
で

は
､

ま
だ

多
く
の

士

族
の

子

弟

の

入

学
を

み

て

い

る

の

で

あ

る

が
､

農
学

校
は

無
視
さ

れ

て

い

る
｡

そ

し

て
､

そ

れ

に

代
っ

て
､

自
作
地

主
､

自
作
農
の

子

弟
が

入

学

す
る

傾
向

を

示
し

て

い

る
｡

も

う
一

つ

重

安
な
こ

と

は
､

こ

の

点

学
校
に

お

け
る

教

育
の

中
心
が

､

新
し
い

学
理
の

普
及

も

さ

る

こ

と

な
が

ら
､

国

家

有

為
の

人

物
､

地

方

自
治
の

指
導
者
た

る

こ

と

と
い

う
よ

う

な

訓

育
の

分

野
で

あ
っ

た

こ

と

で

あ

る
｡

農
村

教
育
者
と

し
て

著
名

な

山

崎
延

吉
が

､

明

治
三

四

年
校

長

･
(

1 5
)

と

し

て

赴
任
し

た

愛
知
県

立

農
学

校
の

校

訓

｢

一

､

穐
節
を

正

し

廉
恥
を

重

ん

じ

古

武
士
の

風
を

養
ふ

ぺ

し
､

一

､

国
家
に

貢

戯
せ

ん

と

庶

幾
ふ

も

の

ほ

勤
螢
を

以
て

身
を

馴
ら

す
べ

し
､

一

､

利
を

榊

忘
る
ぺ

か

ら

ざ

る

も

尚
之

が

蔑
め

他
の

迷
惑
を

招
く
こ

と

あ

る

ぺ

か

ら

ず
､

一

､

共

同
一

致

が

成

功
の

基
た

る

を

覚
知
す
べ

し
+

や
､

彼
自
身

｢

農

林

業
の

実
務
に

た

ず
さ

わ

る

人

物
を

養
成
す
る

に

あ

っ

た

こ

と

は

も

ち

ろ

ん

で

あ

る

が
､

そ

れ

だ

け

で

は

国
家

有
用
の

材
に

な
る

こ

と

は

で

き
ぬ
+

と
い

い

技
術

教
育
に

お

ち
い

る

こ

と

を

い

ま
し

め

て

い

た
｡

こ

う

し
た

風
潮
は

い

ず
れ

の

農
学
校
に

お

い

て

も

同
工

異
曲

で

あ
っ

た
｡

こ

の

よ

う
に

し
て

､

農
民
に

と
っ

て
､

農
学
校

系
の

中
等
教
育

の

学
歴
取

得
は

､

農
業
か

ら
の

離

脱
や

農
業
技
術
に

よ

る

垂

直

的

社

会
移
動
な

ど

を

意
味
す
る

も

の

で

は

な

か
っ

た
｡

そ

こ

に

は
､

他
の

産
業
社

会
に

お

け
る

学

歴
取

得
と

は

異
っ

た

意
味
を

も

っ

て

い

た

と
い

え

よ

う
｡

注

資

料
の

多
く
を

割

愛
せ

ざ

る

を

え

な
か

っ

た

た

め

舌
た

ら

ず
に

な

っ

た
こ

と

を

お

わ

び

し

て

お

く
､

試

論

的

な

も
の

と

し

て

み

て

い

た

だ

け
れ

ば

幸
で

あ

る
｡

年
代
は

試

論
的

な

も
の

の

た

め

正

確
に

く
ぎ
っ

て

い

な
い

が

お

お

よ
そ

明

治
の

十

年
代

か

ら

昭

和
の

ひ

と

桁

台
ま

で

と

考
え
て

ほ

し
い

｡

(

1
)

安

部

磯
雄

編

帝

国

議

会

筈
議

事

絵

島
銅

器
軌

舶
飴

昭

和
八

年

一

一

七

-
一

一

八

貞



(

2
)

文

部
省

社

会

教

育

局

昭

和
十

四

年
虔
壮

丁

教

育

調

査

概

況

昭

和
十
六

年

(

3
)

筑
波

常

治

日

本

農
本

主

義
序
説

｢

思

想

の

科

学
+

一

九

六

〇

当
○

-

00

所
収

(

4
)

丸
山

美
男

政

治
の

せ

界

お

茶
の

水

書

房

五

五

～

五

六

頁

(

5
)

劇

竺

空
ハ

○

周

年

記

念

栃
農

六

〇

年

誌

一

九

六
七

年

二

三

頁

(

6
)

玉

利

喜

造

｢

日

本

農
業
の

今

昔
+

(

｢

日

本

農

業
発

達

史
+

第
九

巻
所

収
)

七

六
一

頁

(

7
)

安
藤
円

秀
窮

駒
場

農

学

校

等
史
料

一

九

六

六

年

一

七

八

-
一

八

〇

頁

(

8
)

本

科

と
は

別
に

五

反

以

上
の

土

地

を

所

有

す
る

者
及

び

子

弟
で

従

前

農

業
に

従

事

し

た

も
の

と
い

う

条

件
で

募
集
し

た

学

生

(

9
)

安

藤
扁

前
掲

書

一

五

〇

～
一

五
一

頁

(

1 0
)

有

馬

頼
寧

｢

七

〇

年
の

回

憑
+

昭

和
三

八

年

一

二

二

～
二
一

頁

(

1 1
)

日

本

農

業
年
鑑
刊

行

会

編

年
表
農
業
百

年

(

M

ご

創
立

十

周

年
記

念

岐
阜
高

等

農

林

学
校

昭

和
四
二

年

昭

和

九

年

三

八

一
三

九

頁

(

13
)

福
地

重

孝

士

族

と

士

族

意
識

(

1 4
)

安
部

磯

雄

編

前
掲
書

二
七

頁

(

1 5
)

山

崎

延

着

伝

刊

行

委
員
会

編

我

意

生

山

峰

延

苦

伝

昭

和
四

一

年
五

九

-

六
一

頁

(

東
京

教

育

大

学

助

教

授
)

( 6 5 ) 農民 の 学歴取 得 の 意味 に つ い て
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