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開
催
に
あ
た
っ
て

　

明
治
七
年（
一
八
七
四
）八
月
、小
学
校
教
員
養
成
の
た
め
、兼
六
園
成
巽
閣
石
川
県
英

学
校
内
の
一
画
に
石
川
県
集
成
学
校
が
創
設
さ
れ
た
の
が
県
内
の
教
員
養
成
の
始
ま
り
で

す
。

　

集
成
学
校
は
同
年
十
一
月
、石
川
県
師
範
学
校
と
改
称
し
、変
遷
を
た
ど
り
な
が
ら
、昭

和
十
八
年（
一
九
四
三
）、石
川
師
範
学
校（
男
子
部
・
女
子
部
）と
し
て
再
出
発
し
ま
し

た
。同
十
九
年
、金
沢
高
等
師
範
学
校
が
設
置
さ
れ
、石
川
青
年
師
範
学
校
も
開
校
し
て
い

ま
す
。こ
れ
ら
の
各
師
範
学
校
は
昭
和
二
十
四
年
の
国
立
学
校
設
置
法
に
基
づ
く
新
制
大

学
設
置
に
よ
り
、金
沢
大
学
に
包
括
さ
れ
、教
員
養
成
機
能
は
教
育
学
部
へ
と
引
き
継
が

れ
、県
内
外
の
教
育
界
に
多
く
の
人
材
を
輩
出
し
て
き
ま
し
た
。

　

金
沢
大
学
で
は
、平
成
二
〇
年
度
か
ら
、従
来
の
学
部
を
中
心
と
し
た
教
育
体
制
を
新

た
に「
３
学
域
・
16
学
類
」に
再
編
成
し
ま
す
。こ
れ
は
、「
地
域
と
世
界
に
開
か
れ
た
教
育

重
視
の
研
究
大
学
」を
め
ざ
す
本
学
が
、幅
広
い
視
野
を
持
っ
て
課
題
を
発
見
・
解
決
し
、

社
会
に
貢
献
す
る
人
材
の
育
成
を
企
図
し
て
行
う
大
き
な
挑
戦
で
す
。今
回
の
展
示
会
は
、

こ
れ
を
機
に
各
師
範
学
校
の
歴
史
と
そ
こ
で
行
わ
れ
た
教
育
を
検
証
し
、近
代
日
本
の
国

家
・
社
会
・
地
域
に
お
け
る
教
育
の
在
り
方
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、現
代
の
教
育

に
つ
い
て
考
え
を
深
め
る
契
機
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。さ
ら
に
、教
育
に
熱

心
だ
っ
た
石
川
県
と
の
歴
史
的
な
関
わ
り
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
、「
学
都
」と
し
て
の

地
域
の
新
た
な
魅
力
を
、よ
り
多
角
的
な
面
か
ら
発
見
す
る
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

本
展
示
の
趣
旨
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、様
々
な
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
方
々
に
感
謝
い

た
し
ま
す
。

金
沢
大
学
資
料
館　
　

金
沢
大
学
附
属
図
書
館
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金
沢
大
学
資
料
館
は
、角
間
へ
の
総
合
移
転
に
と
も
な
っ
て
金
沢
城
址
内
の
旧

キ
ャ
ン
パ
ス
に
あ
っ
た
、と
く
に
石
川
門
・
三
十
間
長
屋
・
鶴
の
丸
倉
庫
で
保
存
さ

れ
て
い
た
諸
資
料
を
収
蔵
管
理
す
る
目
的
で
設
立
さ
れ
ま
し
た
。し
か
し
、創
設
当

初
は
キ
ャ
ン
パ
ス
移
転
に
と
も
な
っ
て
各
研
究
室
の
片
隅
で
眠
っ
て
い
る（
す
で

に
歴
史
的
資
料
と
し
て
の
価
値
が
出
て
き
た
）各
種
機
器
を
廃
棄
せ
ず
に
収
蔵
し
て

お
こ
う
と
い
う
現
実
的
な
目
的
に
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。そ
れ
で
も
、平

成
十
一
年（
一
九
九
九
）金
沢
大
学
創
立
五
十
周
年
記
念
を
迎
え
る
大
事
業
の
一
環

と
し
て
、本
学
の
歴
史
を
資
料
と
と
も
に
整
理
し
て
、現
在
か
ら
未
来
を
見
据
え
る

地
平
づ
く
り
が
本
格
的
に
着
手
さ
れ
ま
し
た
。大
学
を
挙
げ
て
の
一
大
事
業
で
し
た

が
、モ
ノ
と
い
う
実
在
資
料
の
収
集
や
整
理
は
資
料
館
の
責
任
に
お
い
て
実
施
さ

れ
、現
在
も
継
続
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

好
評
を
博
し
た
昨
年
度
特
別
展「
四
高
開
学
百
二
十
周
年
記
念
展
示
︱
学
都
金
沢

と
第
四
高
等
学
校
の
軌
跡
︱
」は
ま
だ
記
憶
に
新
し
い
こ
と
で
す
が
、こ
れ
は
金
沢

大
学
の
前
身
校
発
掘
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
第
一
弾
で
し
た
。今
年
度
は
第
二
弾
と
な
る

「
教
え
る
×
学
ぶ
︱
師
範
学
校
と
い
し
か
わ
の
教
員
養
成
史
︱
」展
示
と
地
域
の
教

員
養
成
に
関
わ
る
歴
史
的
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
が
、附
属
図
書
館
と
の
協
力
で
実

現
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

金
沢
大
学
の
沿
革
を
ひ
も
と
け
ば
、そ
の
母
体
と
な
っ
た
の
は
第
四
高
等
学
校
の

ほ
か
、石
川
師
範
学
校
、金
沢
高
等
師
範
学
校
、石
川
青
年
師
範
学
校
、金
沢
医
科
大

学
、金
沢
医
科
大
学
附
属
薬
学
専
門
部
、金
沢
工
業
専
門
学
校
が
あ
り
ま
す
。今
回
の

展
示
企
画
は
石
川
師
範
学
校
、金
沢
高
等
師
範
学
校
、石
川
青
年
師
範
学
校
に
焦
点

を
当
て
、教
育
に
力
を
注
い
だ
石
川
県
と
の
関
わ
り
の
中
で
、そ
の
歴
史
と
実
態
を

豊
富
な
歴
史
資
料
に
よ
っ
て
検
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　

昭
和
二
十
四
年（
一
九
四
九
）に
金
沢
大
学
が
新
制
大
学
と
し
て
出
発
し
た
時
、教

員
養
成
機
関
と
し
て
の
役
割
を
引
き
継
い
だ
教
育
学
部
に
移
管
さ
れ
た
教
材
や
資

料
ば
か
り
で
は
な
く
、今
回
の
展
示
企
画
を
機
に
各
師
範
学
校
の
同
窓
会
や
出
身
の

方
々
の
御
協
力
で
集
め
ら
れ
た
貴
重
な
写
真
や
各
種
教
材
、校
旗
や
校
章
、卒
業
証

書
な
ど
は
師
範
学
校
の
生
活
と
時
代
を
生
き
生
き
と
語
っ
て
く
れ
る
に
ち
が
い
あ
り

ま
せ
ん
。こ
の
機
会
に
、そ
の
前
身
校
時
代
以
来
、今
日
に
い
た
る
ま
で
金
沢
大
学
が

果
た
し
て
き
た
地
域
に
お
け
る
教
員
養
成
の
役
割
と
歴
史
を
振
り
返
り
、来
年
度
か

ら
８
学
部
制
か
ら
３
学
域
に
大
き
く
シ
フ
ト
し
て
再
出
発
す
る
新
生
金
沢
大
学
の
中

で
、新
た
な
教
育
へ
の
展
望
を
地
域
の
皆
様
と
い
っ
し
ょ
に
考
え
て
み
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

（
金
沢
大
学
資
料
館
長
・
教
育
学
部
教
授
）

前
身
校
を
発
掘
す
る
資
料
館　
　
　
　
　
　

 

宮
下　

孝
晴　



��

教
員
養
成
の

　

過
去
と
こ
れ
か
ら 

江
森　

一
郎

　
「
教
員
養
成
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
」は
、お
お
げ
さ
に
言
え
ば
、日
本
の
将
来
を

決
め
る
問
題
で
あ
る
。

　

学
歴
や
取
得
資
格
が
職
業
選
択
の
大
き
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
今
日
、学
校
教
育

へ
の
関
心
が「
異
常
に
」と
い
っ
て
も
良
い
ほ
ど
高
ま
っ
て
い
る
。こ
の
よ
う
な
状
況

下
で
、文
部
科
学
省
も
す
で
に
教
員
に
な
っ
た
人
の
た
め
の
現
職
研
修
制
度
の
改
革

と
と
も
に
、教
員
養
成
制
度
改
革
に
特
に
力
を
入
れ
て
い
る
。そ
し
て
そ
の
当
否
は

と
も
か
く
、本
年
六
月
二
十
日
の
新「
教
育
職
員
免
許
法
」に
よ
り
教
員
免
許
更
新

（
十
年
間
）制
度
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。

　

大
学
教
育
を
含
め
教
育
は
主
と
し
て
教
師
が
担
う
の
だ
か
ら
、教
師
を
ど
の
よ
う

に
養
成
す
る
か
は
、あ
る
意
味
で
学
校
教
育
全
体
の
根
本
問
題
で
あ
る
。こ
の
展
示

で
扱
う
の
は
、主
と
し
て
明
治
～
昭
和
戦
前
期
の
小
学
校
教
師
養
成
の
歴
史
で
あ
る

が
、今
回
の
展
覧
会
を
機
会
に
日
頃
教
員
養
成
に
関
心
の
薄
か
っ
た
方
た
ち
も
教
師

養
成
や
教
師
の
あ
り
か
た
を
考
え
る
機
会
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

明
治
五
年（
一
八
七
二
）の
学
制
の
頒
布
か
ら
日
本
の
近
代
学
校
制
度
が
整
備
さ

れ
た
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。組
織
的
な
教
員
養
成
の
歴
史
も
こ
こ
か
ら
始
ま

る
。江
戸
時
代
に
は
寺
子
屋
が
発
達
し
、幕
末
に
は
全
国
津
々
浦
々
に
普
及
し
た（
正

式
な
調
査
結
果
は
存
在
し
な
い
が
、そ
の
数
は
数
万
と
推
定
さ
れ
る
。ち
な
み
に
近

代
以
後
現
在
に
い
た
る
小
学
校
数
は
、大
体
二
万
五
千
校
）が
、組
織
的
に
寺
子
屋
師

匠
が
養
成
す
る
と
い
う
考
え
方
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

　

学
制
以
後
、直
ち
に
東
京
に
師
範
学
校
が
つ
く
ら
れ
、各
県
に
は
小
学
教
員
伝
習

所
や
師
範
講
習
所
が
創
設
さ
れ
、そ
の
後
女
子
師
範
学
校
、高
等
師
範
学
校
・
女
子

高
等
師
範
学
校
・
青
年
師
範
学
校
な
ど
が
つ
く
ら
れ
て
き
た
。石
川
県
で
は
明
治
七

年
八
月
に「
年
令
大
凡
二
十
歳
以
上
三
十
五
歳
以
下
」を
入
学
資
格
と
し
た
集
成
学

校
を
創
立
し
た
が
、こ
れ
が
後
の
石
川
県
師
範
学
校
の
前
身
で
あ
る
。

　

そ
の
後
の
各
種
師
範
学
校
の
歴
史
は
、別
稿
が
あ
る
の
で
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
い

た
だ
く
と
し
て
、こ
こ
で
は
戦
前
の
師
範
教
育
に
対
す
る
反
省
の
上
に
築
か
れ
た
戦

後
の
理
想
主
義
的
な
教
員
養
成
の
理
念
を
戦
前
の
師
範
学
校
教
育
と
の
対
比
で
少
し

説
明
し
て
お
き
た
い
。

　

一
言
で
言
う
と
、戦
前
の
急
ご
し
ら
え
の「
近
代
国
家
」は
そ
の
構
成
員（
国
民
）

の
育
成
を
義
務
教
育
に
委
ね
よ
う
と
し
、過
酷
な
訓
練
を
教
師
の
卵
に
強
い
た
。教

師
養
成
に
特
別
な
使
命
感
を
持
っ
た
森
有
礼
が
文
部
大
臣
に
就
任
し
、師
範
学
校
令

を
定
め
た
明
治
十
九
年
以
後
、全
員
寄
宿
制
に
よ
る
軍
隊
的
生
活
訓
練
方
式
や「
兵

式
体
操
」の
採
用
と
完
全
な
給
費
制
度
と
そ
れ
と
連
動
し
た
卒
業
以
後
の
長
期
教
職

就
職
義
務
制
度
が
セ
ッ
ト
に
さ
れ
、そ
れ
が
全
国
一
律
に
実
施
さ
せ
た（
水
原
克
敏

『
近
代
日
本
教
員
養
成
史
研
究
』一
九
九
〇 

参
照
）。そ
の
後
、詳
論
し
な
い
が（
旧

制
）中
学
校
卒
業
を
入
学
条
件
と
す
る「
二
部
」生
の
採
用
な
ど
多
少
の
教
員
養
成
の

理
念
に
か
か
わ
る
政
策
の
変
更
は
あ
っ
た
が
、基
本
構
造
は
維
持
さ
れ
、師
範
学
校

で
養
成
さ
れ
る
教
師
の
多
く
は
、学
問
や
研
究
の
本
質
に
ふ
れ
え
な
い
卑
屈
で
裏
表

が
あ
る
性
格
の
強
い
い
わ
ゆ
る「
師
範
タ
イ
プ
」の
人
間
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
言

わ
れ
る
。（
も
ち
ろ
ん
戦
前
の
石
川
県
に
も
優
れ
た
教
師
が
た
く
さ
ん
お
り
、師
範
学

校
出
身
教
師
が
す
べ
て「
師
範
タ
イ
プ
」で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
が
）

　

敗
戦
後
の
教
師
教
育
改
革
は
、こ
の
よ
う
な
過
去
の
教
師
養
成
へ
の
強
い
反
省
か

ら「
小
学
校
教
員
を
ふ
く
め
た
教
員
養
成
」を
大
学
で
行
う
と
い
う
こ
と
と
、教
師
は

計
画
養
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
面
が
あ
り
教
員
養
成
学
部
が
原
則
と
し
て
各
県
に
一

つ
ず
つ
設
け
は
し
た
が
、教
員
養
成
学
部
以
外
の
学
部
の
学
生
に
も
一
定
の
教
職
科

目
を
修
得
す
れ
ば
教
員
免
許
を
取
得
で
き
る
と
す
る「
開
放
性
」を
二
大
原
則
と
し

た
。教
師
の
知
識
・
教
養
水
準
を
高
め
、ど
こ
の
学
部
に
所
属
し
よ
う
と
、本
当
に
教

師
に
な
り
た
い
人
が
自
ら
望
ん
で
教
師
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
原
則
を
立
て
た
の

で
あ
る
。こ
の
教
員
養
成
制
度
の
百
八
十
度
の
転
換
の
推
進
役
は
自
ら
受
け
て
き
た

戦
前
の
師
範
教
育
を「
盆
栽
教
育
」と
自
己
否
定
し
た
戦
後
初
期
の
学
校
教
育
局
師

範
教
育
課
長（
昭
和
二
十
四
年〈
一
九
四
九
〉～
大
学
学
術
局
教
職
員
養
成
課
長
、の

ち
に
福
岡
教
育
大
学
学
長
）玖
村
敏
雄
で
あ
っ
た
こ
と
は
記
憶
に
留
め
て
お
く
価
値

が
あ
る（
山
田
昇『
戦
後
日
本
教
員
養
成
史
研
究
』一
九
九
三 

参
照
）。し
か
し
、こ
の

高
い
理
想
も
実
現
が
難
し
か
っ
た
面
も
あ
り
、今
日
に
至
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、今
の
教
育
学
部
学
生
と
話
し
て
い
て
驚
く
の
は
、彼（
彼
女
）ら
の
多

く
は
教
育
学
部
へ
入
学
す
る
と
小
・
中
学
校
で
の
教
え
方
を
中
心
に
教
え
て
く
れ
る

も
の
と
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。現
在
の
教
員
養
成
学
部
で
は
教
員
免
許

法
に
準
拠
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
組
ん
で
お
り
、一
九
九
八
年
改
正
の
現
行
免
許
法

が
教
職
科
目
や
教
科
教
育
法
の
授
業
の
単
位
数
が
多
く
な
っ
て
い
る
の
で
、そ
れ
以

前
の
教
育
学
部
よ
り
学
生
の
イ
メ
ー
ジ
に
近
づ
い
て
は
い
る
。し
か
し
、大
学
の
存

在
意
義
が
厳
し
く
問
わ
れ
て
い
る
時
代
で
は
あ
る
が
、本
来
大
学
は
就
職
の
た
め
の

ノ
ウ
ハ
ウ
を
効
率
的
に
教
え
る
職
業
準
備
的
存
在
だ
け
で
は
な
く
、あ
く
ま
で
も
自

ら
科
学
や
文
化
の
最
先
端
や
蘊
奥
を
窺
え
る
教
育
を
提
供
し
て
ゆ
く
場
で
あ
ろ
う
。

　

金
沢
大
学
の
来
年
度
か
ら
の
改
革
で
教
育
学
部
は
改
組
さ
れ
、人
間
社
会
学
域
の

中
の
学
校
教
育
学
類
と
し
て
再
出
発
す
る
。金
沢
大
学
の
教
員
養
成
の
核
に
な
る
は

ず
の
こ
の
学
類
が
戦
前
・
戦
後
に
お
け
る
教
員
養
成
の
経
験
の
反
省
の
上
に
新
し
い

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
時
代
を
展
望
し
た
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
意
欲
が
あ
り
実
力
の
あ
る

教
師
を
学
類
の
枠
を
越
え
て
養
成
し
て
ゆ
く
事
を
期
待
し
た
い
。

（
金
沢
大
学
教
育
学
部
教
授
）

石川県師範学校校舎絵葉書（金沢大学附属図書館蔵）
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教
員
養
成
の

　

歴
史
と
教
育

　

明
治
五
年（
一
八
七
二
）学
制
の
頒
布
と
と
も
に
、国
家
の
構
成
員
と
し
て
の「
国
民
」を
育
成
す
る
、「
師
範
学
校
」を

中
心
と
し
た
教
員
養
成
の
歴
史
が
始
ま
る
。

　

石
川
県
で
は
、当
初
、加
賀
藩
以
来
の
教
育
的
伝
統
を
受
け
継
ぎ
、明
治
七
年
八
月
、小
学
校
教
員
養
成
の
た
め
の
集

成
学
校
が
開
校
し
た
。し
か
し
、十
一
月
に
は
石
川
県
師
範
学
校
と
改
称
し
、近
代
国
家
に
よ
る
教
員
養
成
制
度
に
組
み

込
ま
れ
て
い
く
。そ
の
後
、同
十
九
年
の
師
範
学
校
令
で
石
川
県
尋
常
師
範
学
校
と
な
り
、こ
こ
に
兵
式
体
操
と
軍
隊
式

の
全
寮
制
生
活
に
よ
る
順
良
・
親
愛
・
威
重
の
三
気
質
を
備
え
た
教
員
養
成
を
目
的
と
し
、学
資
支
給
と
卒
業
後
の
服

務
義
務
に
よ
っ
て
生
徒
を
国
家
統
制
下
に
お
い
た
師
範
教
育
の
性
格
が
確
立
し
た
。第
二
次
世
界
大
戦
後
、師
範
教
育

は
国
家
主
義
・
軍
国
主
義
の
温
床
と
し
て
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
が
、他
方
全
て
の
教
科
の
教
授
法
を
短
期
間
に
習
得

し
た
教
員
を
養
成
で
き
た
と
い
う
一
面
も
あ
っ
た
。ま
た
、学
資
支
給
制
度
は
、経
済
的
に
恵
ま
れ
な
い
子
弟
が
勉
強
を

続
け
て
い
く
た
め
の
貴
重
な
ひ
と
つ
の
進
路
を
提
供
し
た
。明
治
三
十
一
年
、同
校
は
石
川
県
師
範
学
校
と
名
を
変
え
、

戦
時
中
の
昭
和
十
八
年（
一
九
四
三
）、全
国
の
師
範
学
校
と
と
も
に
官
立
の
石
川
師
範
学
校
と
し
て
専
門
学
校
程
度
に

昇
格
し
て
い
る
。

　

石
川
県
の
女
性
教
員
養
成
機
関
の
成
立
は
、地
方
で
は
最
も
早
く
、明
治
八
年
に
幼
児
教
育
者
養
成
の
た
め
石
川
県

女
子
師
範
学
校
が
開
校
し
た
。当
初
女
性
教
員
は
社
会
的
な
認
知
度
が
低
く
、女
子
師
範
も
い
っ
た
ん
石
川
県
師
範
学

校
に
吸
収
さ
れ
た
が
、明
治
三
十
年
代
の
教
員
不
足
を
背
景
に
進
学
者
を
伸
ば
し
、大
正
三
年（
一
九
一
四
）分
離
・
独

立
し
て
い
る
。昭
和
十
八
年
に
は
再
び
石
川
師
範
学
校
に
統
合
さ
れ
女
子
部
と
な
っ
た
。

　

こ
の
ほ
か
、県
内
の「
師
範
学
校
」と
し
て
、同
十
九
年
、戦
争
末
期
の
中
等
学
校
教
員
不
足
、軍
事
目
的
の
科
学
教
育

の
振
興
を
背
景
と
し
て
金
沢
高
等
師
範
学
校
が
設
立
し
て
い
る
。こ
れ
は
中
等
学
校
の
教
員
養
成
機
関
で
あ
る
全
国
七

校
の
高
等
師
範
学
校
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。ま
た
同
年
に
は
、勤
労
青
少
年
の
教
育
に
当
た
る
教
員
養
成
機
関
と
し
て
、同

じ
く
官
立
の
石
川
青
年
師
範
学
校
が
開
校
し
て
い
る
。

　

な
お
、石
川
県
に
は
、「
師
範
学
校
」以
外
の
教
員
養
成
機
関
と
し
て
、明
治
三
十
年
代
以
降
各
郡
市
に
臨
時
の
小
学

校
教
員
養
成
所
が
設
置
さ
れ
、大
正
十
二
年
か
ら
第
四
高
等
学
校
に
中
等
学
校
教
員
養
成
の
た
め
の
第
十
臨
時
教
員
養

成
所
が
、戦
時
下
の
昭
和
十
八
年
に
は
金
沢
高
等
工
業
学
校
に
工
業
教
員
養
成
所
が
付
設
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
各「
師
範
学
校
」は
、戦
後
す
べ
て
金
沢
大
学
に
包
括
さ
れ
た
。

　

昭
和
二
十
年（
一
九
四
五
）の
段
階
で
、全
国
に
官
立

の
教
員
養
成
諸
学
校
は
高
等
師
範
学
校
四
校
、女
子
高

等
師
範
学
校
三
校
、師
範
学
校
五
十
六
校
、青
年
師
範

学
校
四
十
七
校
、教
員
養
成
専
門
学
校（
農
業
教
育
・

体
育
）二
校
、臨
時
教
員
養
成
所
・
実
業
学
校
教
員
養

成
所
三
十
校
の
計
百
四
十
二
校
が
存
在
し
て
い
た
。こ

れ
ら
の
教
員
養
成
諸
学
校
を
、い
か
に
戦
後
の
新
学
制

下
で
処
遇
す
る
の
か
、教
育
政
策
の
課
題
と
さ
れ
た
。

戦
前
期
の
画
一
的
・
形
式
的
な
師
範
教
育
を
是
正
す
る

た
め
、師
範
学
校
自
ら
で
協
議
を
重
ね
、新
し
い
教
員

養
成
の
学
課
課
程
を
模
索
し
始
め
る
。石
川
師
範
学
校

も
、昭
和
二
十
二
年
一
月
、東
京
第
一
師
範
学
校
で
開

催
さ
れ
た「
教
育
大
学
創
設
準
備
協
会
全
国
大
会
」に

参
加
し
て
い
る
。全
国
各
県
に
、教
育
大
学
を
設
置
し

よ
う
と
す
る
師
範
学
校
側
の
試
み
で
あ
っ
た
。

　

石
川
県
師
範
学
校
は
、明
治
七
年（
一
八
七
四
）に

小
学
校
の
教
員
を
養
成
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
る
。翌

年
、女
性
教
員
養
成
の
た
め
に
石
川
県
女
子
師
範
学
校

を
設
置
し
た
。明
治
期
以
来
、県
立
で
あ
っ
た
師
範
学

校
は
、昭
和
十
八
年
三
月
の「
師
範
教
育
令
」改
正
に

よ
っ
て
、専
門
学
校
に
昇
格
し
て
官
立（
国
立
）学
校

と
な
る
。同
年
四
月
、石
川
県
女
子
師
範
学
校
を
合
併

し
て
、石
川
師
範
学
校
男
子
部
・
女
子
部
が
設
置
さ
れ

た
。昭
和
二
十
二
年
五
月
、県
内
の
教
育
関
係
者
ら
が

参
集
し
て
、「
石
川
学
芸
大
学
」創
設
準
備
会
を
組
織
す

る
。柴
野
県
知
事
を
会
長
に
、石
川
師
範
同
窓
会
を
中

心
に
し
て
、一
千
万
円
の
募
金
を
目
標
に
全
県
的
に
活

動
を
展
開
し
た
。

　

石
川
学
芸
大
学
を
金
沢
に
設
置
す
る
た
め
に
は
、図

書
館
等
の
施
設
・
設
備
の
充
実
が
課
題
と
さ
れ
た
。男

子
部
二
万
四
百
七
十
五
冊
、女
子
部
一
万
十
三
冊
、校

友
会
図
書
九
百
二
十
一
冊（
昭
和
二
十
一
年
の
学
校
調

査
）で
は
全
体
的
な
蔵
書
数
も
少
な
く
、蔵
書
内
容
も

自
然
科
学
・
社
会
科
学
関
係
の
文
献
が
僅
少
で
あ
り
、

人
文
・
社
会
・
自
然
科
学
の
領
域
を
満
遍
な
く
満
た

す
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。そ
の
充
実
の
具
体
策
と
し

て
、地
元
の
宗
教
家
で
蔵
書
家
で
も
あ
っ
た
暁
烏
敏
に

五
万
冊
の
寄
贈
依
頼
を
行
い
、暁
烏
師
か
ら
書
物
を
十

分
に
収
納
で
き
る
だ
け
の
書
庫
を
用
意
す
る
よ
う
に
注

文
を
受
け
た
。そ
こ
で
、目
標
の
募
金
額
の
内
、五
百
万

円
余
り
を「
暁
烏
文
庫
」設
置
に
充
て
る
こ
と
と
し
た
。

実
際
に
は
七
十
万
円
ほ
ど
し
か
集
ら
ず
、当
初
の
規
模

を
大
幅
に
縮
小
し
て
、木
造
モ
ル
タ
ル
二
階
建
て
の
書

庫
を
昭
和
二
十
三
年
十
一
月
に
竣
工
し
た
。

　

昭
和
二
十
二
年
十
二
月
に
入
る
と
、石
川
師
範
学
校

は「
大
局
的
見
地
に
立
ち
県
下
の
要
望
に
応
え
、学
校

の
発
展
を
望
ん
で
欣
然
綜
合
大
学
の
一
環
と
し
て
参
加

す
る
こ
と
を
、全
教
官
、全
生
徒
が
認
め
石
川
学
芸
大

学
の
構
想
は
綜
合
大
学
教
育
学
部
の
構
想
に
急
転
し
」

（『
石
川
県
師
範
教
育
史
』一
九
五
三
、三
四
七
頁
）て

い
く
。昭
和
二
十
四
年
五
月
、新
制
国
立
大
学
の
金
沢

大
学
に
包
括
統
合
さ
れ
て
、金
沢
大
学
石
川
師
範
学
校

と
改
称
す
る
。昭
和
二
十
六
年
三
月
、七
十
有
余
年
の

歴
史
を
有
す
る
石
川
師
範
学
校
は
閉
校
し
た
。戦
後
の

石
川
師
範
学
校
は
、全
国
的
な
情
勢
や
文
部
省
・
Ｇ
Ｈ

Ｑ
・
軍
政
隊
の
動
向
を
的
確
に
把
握
し
な
が
ら
、状
況

下
で
最
良
と
考
え
ら
れ
る
選
択
判
断
を
教
官
会
議
の
も

と
に
行
っ
た
。教
員
養
成
の
在
り
方
が
問
題
と
さ
れ
る

今
日
、当
時
の『
教
官
会
議
録
』（
金
沢
大
学
資
料
館
所

蔵
）を
改
め
て
読
ん
で
み
る
価
値
は
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

（
東
京
大
学
大
学
史
史
料
室
）

戦
後
石
川
に
お
け
る

教
員
養
成
の
選
択
肢

︱
戦
後
の
石
川
師
範
学
校
︱

谷
本　

宗
生

石川青年師範学校校舎・校門、昭和22年（個人蔵）
金沢市野田町の校舎

金沢高等師範学校校舎、昭和19年～20年（金沢大学蔵）
金沢市中村町の校舎

卒業証書、昭和17年（㈶石川県文教会館蔵）
石川県師範学校本科第一部卒業

国民学校教員免許状、昭和17年（㈶石川県文
教会館蔵）
石川県女子師範学校卒業生に授与された

教育実習録（個人蔵）
石川県師範学校の生徒が、昭和17年5月11日～6
月27日、附属国民学校で教育実習した時の記録
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師
範
学
校
の
蔵
書
の
中
に
は
、明
治
期
以
降
の
教
科
書
類
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い

る
。こ
れ
ら
教
科
書
の
変
遷
か
ら
、日
本
の
近
代
教
育
の
歴
史
や
そ
の
地
域
的
特
徴

を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

明
治
五
年（
一
八
七
二
）の「
学
制
」で
重
点
が
置
か
れ
た
小
学
校
は
、子
ど
も
た

ち
が
同
じ
教
室
の
中
で
、同
じ
教
科
書
を
使
っ
て
学
ぶ
一
斉
授
業
の
形
態
が
と
ら
れ

た
。こ
の
年
、東
京
に
文
部
省
直
轄
の
師
範
学
校（
東
京
師
範
学
校
）が
設
け
ら
れ
、

学
制
実
施
に
と
も
な
う
新
し
い
教
員
の
養
成
と
と
も
に
、小
学
校
教
科
書
の
編
集
も

行
わ
れ
た
。文
部
省
は
府
県
に
対
し
て
、文
部
省
お
よ
び
東
京
師
範
学
校
編
集
の
教

科
書
の
翻
刻
を
許
可
し
た
た
め
、こ
れ
ら
の
教
科
書
は
急
速
に
全
国
に
普
及
し
た
。

地
方
で
は
こ
う
し
た
教
科
書
の
翻
刻
の
ほ
か
、地
方
版
の
教
科
書
の
発
行
な
ど
も
行

わ
れ
た
。

　

石
川
県
に
お
け
る
教
科
書
出
版
の
中
核
を
担
っ
て
い
た
の
が「
益
智
館
」で
あ
る
。

益
智
館
は
、倉
知
新
吾
等
が
教
科
用
図
書
刊
行
を
目
的
に
創
立
し
た
も
の
で
、初
め

は
出
版
会
社
と
称
し
、後
に
益
智
館
と
改
め
ら
れ
た
。『
小
学
読
本
』『
萬
國
地
誌
略
』

な
ど
主
要
な
教
科
書
の
翻
刻
を
は
じ
め
と
し
て
、『
女
の
し
つ
け
』『
く
り
や
の
こ
こ

ろ
え
』『
加
賀
地
誌
略
』な
ど
、県
内
の
師
範
学
校
や
地
元
の
教
育
関
係
者
が
編
纂
に

携
わ
っ
て
い
る
教
科
書
の
発
行
も
手
が
け
た
。こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、地
域
が
一
体

と
な
っ
て
教
科
書
の
作
成
・
発
行
に
取
り
組
ん
で
い
た
姿
が
う
か
が
え
る
。

　

明
治
期
の
石
川
県
師
範
学
校
に
お
い
て
は
、『
国
史
略
』『
物
理
階
梯
』『
西
洋
事
情
』

『
輿
地
誌
略
』な
ど
が
教
科
書
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た（『
石
川
県
師
範
教
育
史
』

一
九
五
三
）。

　

明
治
十
年
代
よ
り
、教
科
書
の
制
度
を
整
え
て
、国
家
の
統
轄
を
強
め
よ
う
と
い

う
動
き
が
見
ら
れ
た
。明
治
十
九
年
、初
代
文
部
大
臣
の
森
有
礼
に
よ
る
学
制
改
革

が
実
施
さ
れ
た
際
、教
科
書
の
検
定
制
度
が
成
立
し
た
。検
定
制
度
は
小
学
校
の
み

で
な
く
中
学
校
お
よ
び
師
範
学
校
の
教
科
書
に
つ
い
て
も
実
施
さ
れ
た
。検
定
教
科

書
に
な
る
と
地
方
出
版
の
教
科
書
は
激
減
し
、教
科
書
の
出
版
は
東
京
に
集
中
し
て

い
っ
た
。こ
の
教
科
書
の
検
定
制
度
は
、出
版
社
と
府
県
の
審
査
委
員
と
の
間
の
贈

収
賄
な
ど
不
正
行
為
を
多
発
さ
せ
、明
治
三
十
五
年
の
大
規
模
な
摘
発
に
よ
り
、師

範
学
校
長
な
ど
各
府
県
の
教
育
界
の
指
導
的
地
位
に
あ
る
人
々
が
検
挙
さ
れ
る
事
態

と
な
っ
た
。こ
の「
教
科
書
事
件
」を
契
機
と
し
て
、小
学
校
教
科
書
の
国
定
制
度
が

実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

明
治
三
十
七
年
よ
り
小
学
校
で
は
国
定
教
科
書
が
使
用
さ
れ
始
め
る
。そ
の
後
、

時
勢
の
変
化
に
伴
い
、四
度
の
大
幅
な
修
正
が
行
わ
れ
る
。昭
和
に
入
る
と
、明
る
い

色
刷
り
の
挿
絵
も
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、内
容
的
に
は
国
家
主
義
的
思
想

が
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。教
育
内
容
に
対
す
る
国
家
統
制
が
強
ま
る
に
つ
れ
、

中
等
学
校
お
よ
び
師
範
学
校
で
は
昭
和
十
八
年
か
ら
、青
年
師
範
学
校
で
は
昭
和

十
九
年
か
ら
教
科
書
が
国
定
と
な
っ
た
。

　

ま
た
、昭
和
十
二
年
に
文
部
省
よ
り
出
さ
れ
た『
国
体
の
本
義
』や
、そ
れ
に
続
く

『
臣
民
の
道
』な
ど
は
戦
時
下
に
必
須
の
読
み
物
と
し
て
各
学
校
に
配
布
さ
れ
、師
範

学
校
な
ど
で
も
教
科
書
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。

　

昭
和
二
十
年
の
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
戦
後
は
、戦
時
中
の
教
科
書
は
そ
の
ま
ま

で
は
使
用
で
き
な
く
な
り
、軍
国
主
義
的
な
部
分
な
ど
を
削
除
す
る
た
め
、該
当
箇

所
に
墨
を
塗
っ
た
り
、切
り
貼
り
し
た
教
科
書
が
使
用
さ
れ
た
。昭
和
二
十
一
年
度

は
こ
れ
ら
の
部
分
を
削
除
し
た
粗
末
な
仮
綴
分
冊
の
教
科
書
が
発
行
さ
れ
た
。昭
和

二
十
二
年
か
ら
新
学
制
が
実
施
さ
れ
、教
科
書
も
国
定
制
度
を
廃
止
し
て
検
定
制
度

に
改
め
ら
れ
た
。

『西洋事情』
福澤諭吉纂輯、慶応義塾出版局、明治3年（金沢大学附属図書館蔵）
明治初期には、民間の啓蒙運動に関連して編集、翻訳された書物が多数出
版され、これらは教科書としても用いられた。また、西洋近代科学の輸入に
伴い、理科関係の翻訳教科書も多数出版されている。

『師範育児保健』
文部省、師範学校教科書株式会社、昭和21年（金沢大学附属
図書館蔵）
仮綴分冊教科書

『尋常小学修身書』
文部省、日本書籍、明治37年（金沢大学附属図書館蔵）
国定教科書期（第一期）

『尋常小学修身』
重野安繹編輯、八尾新助、明治26年［訂正3
版］ （金沢大学附属図書館蔵）
検定教科書期

『師範歴史』『師範教育』
文部省、師範学校教科書株式会社、昭和19年

（金沢大学附属図書館蔵）
師範国定教科書

『小学読本』
師範学校編輯、益智館翻刻、明治7年（金沢大
学附属図書館蔵）
初版は明治6年。巻一、巻二は当時アメリカで普及
していたウィルソン・リーダーの翻訳によって作
られている。明治7年の改正版では不自然な直訳
を改め、内容についても全体にわたり修正が行わ
れている。この小学読本は、多くの府県の教則の
中に読物の教科書として示された。ほとんど全て
の府県で翻刻され、非常に普及した教科書である。
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大
正
期
か
ら
、初
等
教
育
に
お
い
て
、郷
土
の
歴
史
や
地
理
、自
然
、生
活
、文
化

等
を
教
材
と
し
、そ
う
す
る
こ
と
で
、郷
土
の
現
実
を
認
識
・
理
解
し
て
郷
土
の
再

編
を
目
指
す
、あ
る
い
は
郷
土
愛
・
愛
国
心
を
育
成
す
る
、郷
土
教
育
が
さ
か
ん
と

な
っ
た
。

　

昭
和
五
年（
一
九
三
〇
）、文
部
省
が
全
国
の
師
範
学
校
に
対
し
郷
土
研
究
施
設
費

の
補
助
を
開
始
し
、石
川
県
で
も
石
川
県
師
範
学
校
・
同
附
属
小
学
校
・
石
川
県
女

子
師
範
学
校
に
郷
土
教
育
資
料
研
究
費
が
支
給
さ
れ
た
。こ
れ
を
受
け
て
、同
七
年

石
川
県
師
範
学
校
に
郷
土
教
育
の
理
論
的
究
明
と
実
践
の
た
め
、郷
土
館
が
設
立
さ

れ
た
。『
郷
土
研
究
資
料
目
録
』（
石
川
県
師
範
学
校
）に
よ
れ
ば
、同
館
は
三
つ
の
研

究
室
か
ら
な
り
、第
一
室
は
、郷
土
の
地
図
・
地
誌
・
写
真
な
ど
の
地
理
的
参
考
資

料
の
ほ
か
、郷
土
教
育
の
参
考
文
献
や
統
計
書
を
備
え
た
生
徒
の
自
習
室
と
し
て
利

用
さ
れ
、第
二
室
は
郷
土
の
自
然
・
産
業
に
関
す
る
資
料
を
蒐
集
し
、第
三
室
は
郷

土
の
文
化
・
歴
史
・
人
物
に
関
す
る
資
料
を
蒐
集
・
陳
列
し
て
、生
徒
の
郷
土
研
究

に
資
す
る
機
能
を
持
っ
て
い
た
。そ
の
後
、資
料
が
増
加
し
た
の
か
、第
四
室
ま
で
設

け
ら
れ
て
い
る
。ま
た
同
年
に
は
、女
子
師
範
学
校
に
も
郷
土
室
が
新
築
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
た
郷
土
教
育
の
中
で
生
徒
自
身
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
掛
図
や
論
文
が
、

本
学
教
育
学
部
や
附
属
図
書
館
に
残
さ
れ
て
い
る
。

  

明
治
五
年（
一
八
七
二
）の「
学
制
」以
降
、義
務
教
育
の
機
会
は
基
本
的
に
男
女
均

等
で
あ
る
べ
き
と
さ
れ
た
が
、当
初
は
ま
だ
女
子
教
育
が
急
激
に
進
展
す
る
状
況
で

は
な
か
っ
た
。

  

石
川
県
で
は
学
制
の
実
施
当
初
か
ら
女
子
の
初
等
教
育
に
力
を
入
れ
、明
治
六
年

に
は
石
川
県
女
小
学
校
が
創
立
さ
れ
た
。そ
の
後
、県
下
の
小
学
校
を
男
女
別
学
の

方
式
に
す
る
方
針
を
示
し
、主
要
な
地
域
に
は
女
児
小
学
校
が
開
設
さ
れ
た
。こ
の

男
女
別
の
小
学
校
の
設
置
は
、石
川
県
に
お
い
て
女
子
初
等
教
育
を
普
及
さ
せ
る
こ

と
と
な
っ
た
。

  

女
児
小
学
校
の
普
及
に
伴
い
、女
性
教
員
の
養
成
の
取
り
組
み
も
始
ま
る
。明
治
八

年
五
月
、文
部
省
の
認
可
を
得
て
、石
川
県
女
子
師
範
学
校
が
設
立
さ
れ
る
。明
治
七

年
に
で
き
た
官
立
の
東
京
女
子
師
範
学
校
に
続
き
、公
立
と
し
て
は
最
初
の
女
子
師

範
学
校
で
あ
る
。石
川
県
女
子
師
範
学
校
は
、名
称
の
変
更
、石
川
県
師
範
学
校（
男

子
）と
の
合
併
・
分
離
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、昭
和
二
十
六
年（
一
九
五
一
）に
閉
校

と
な
る
ま
で
、女
性
教
員
養
成
の
場
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
。

  

明
治
以
降
、女
子
の
教
育
は
家
事
・
裁
縫
な
ど
を
中
心
と
し
た
良
妻
賢
母
主
義
で
、

そ
の
傾
向
は
昭
和
に
入
っ
て
も
続
い
た
。そ
の
よ
う
な
中
、女
子
師
範
学
校
は
、単
に

女
性
教
員
の
養
成
の
場
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、よ
り
高
度
な
教
育
を
提
供
す
る
場

と
も
な
り
、女
性
の
社
会
進
出
の
機
会
を
増
や
し
た
。

歴代九谷焼作風標本・青木木米（金沢大
学資料館蔵）

石川県師範学校郷土館平面図（『郷土研究資料目録』（金沢大学資料館蔵）より）

『くりやのこころえ』
石川県第一女子師範学校纂輯、益智館、明治
13年（金沢大学附属図書館蔵）
伝統的な厨（くりや、台所）の心得全般が記され
ている。

『郷土地理研究　能登部町に於ける工業
発達とその影響』（金沢大学教育学部蔵）

『儀式風俗図絵』
巌如春画、昭和8年（金沢大学附属図書館蔵）
昭和5年以降、師範学校に対して郷土研究施設費が交付され、
各師範学校では史料や図書の購入および模型制作をすすめた。
石川県女子師範学校は、金沢の画家であった巌如春に『加賀藩
年中行事図絵』および『儀式風俗図絵』の制作を依頼する。これ
は郷土教育の教材であると同時に、図絵を鑑賞することで、女
子生徒が昔ながらの日本女性の気風に立ち戻るようにと意図
されたものであった。
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明
治
二
十
年
代
か
ら
、尋
常
小
学
校
後
の
勤
労
青
少
年
へ
の
実
務
教
育
機
関
と
し

て
県
内
各
地
で
実
業
補
習
学
校
が
設
置
さ
れ
、農
業
技
術
の
指
導
な
ど
が
主
と
し
て

行
わ
れ
た
。こ
れ
と
は
別
に
、大
正
十
五
年（
一
九
二
六
）入
営
前
の
十
六
歳
以
上
の

男
子
に
軍
事
教
練
を
主
体
と
し
た
訓
練
を
施
す
青
年
訓
練
所
が
設
置
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、こ
の
実
業
補
習
学
校
と
青
年
訓
練
所
は
、教
育
を
受
け
る
対
象
が
ほ
ぼ

重
複
し
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、両
校
を
統
合
し
、昭
和
十
年（
一
九
三
六
）職
能
実

務
教
育
と
軍
事
教
練
を
行
う
青
年
学
校
が
制
度
化
さ
れ
、県
内
各
地
に
設
立
さ
れ
た

（
同
十
四
年
か
ら
男
子
の
み
義
務
制
と
な
っ
た
）。

　

そ
こ
で
同
十
二
年
、青
年
学
校
の
教
員
養
成
を
目
的
と
し
て
石
川
県
立
青
年
学
校

教
員
養
成
所
と
同
女
子
青
年
学
校
教
員
養
成
所
が
設
立
さ
れ
、農
業
科
に
重
点
を
お

い
た
教
育
が
実
施
さ
れ
た
。ま
た
翌
十
三
年
に
は
、教
員
の
需
要
増
大
に
よ
り
、小
学

校
本
科
正
職
員
の
免
許
状
所
有
者
を
対
象
に
臨
時
教
員
養
成
科
が
松
任
農
学
校
に
附

設
さ
れ
た
。こ
う
し
て
地
域
の
青
年
学
校
で
は
、養
成
所
卒
の
教
官
か
ら
、普
通
教
育

の
補
習
と
農
業
指
導
、軍
事
教
練
が
施
さ
れ
た
。

　

同
所
は
、昭
和
十
九
年
官
立
の
石
川
青
年
師
範
学
校
と
な
り
、師
範
教
育
の
一
環

と
し
て
石
川
師
範
学
校
・
金
沢
高
等
師
範
学
校
と
同
じ
く
師
範
教
育
令
の
中
に
位
置

づ
け
ら
れ
た
が
、戦
局
の
悪
化
に
伴
い
、青
年
学
校
は
軍
事
教
練
、食
糧
増
産
、軍
需

生
産
に
挺
身
す
る
場
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　

戦
後
、新
義
務
教
育
制
度
に
よ
り
青
年
学
校
は
廃
止
さ
れ
、以
後
の
勤
労
青
少
年

に
対
す
る
教
育
は
定
時
制
高
等
学
校
や
公
民
館
に
よ
る
青
年
学
級
な
ど
に
移
行
し
て

い
っ
た
。同
時
に
、石
川
青
年
師
範
学
校
に
お
け
る
教
員
養
成
も
、新
制
中
学
校
の
職

業
科
・
家
庭
科
の
教
員
養
成
へ
と
方
針
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

金
沢
高
等
師
範
学
校
が
創
設
さ
れ
た
昭
和
十
九
年（
一
九
四
四
）の
十
二
月
、戦
況

が
悪
化
す
る
中
、文
部
省
の
指
示
に
よ
り
同
校
教
授
陣
に
よ
る「
特
別
科
学
教
育
研

究
班
」が
設
置
さ
れ
た
。全
国
で
は
、他
に
東
京
高
等
師
範
学
校
な
ど
五
か
所
の
み
設

け
ら
れ
た
。

　

太
平
洋
戦
争
の
末
期
、米
軍
の
圧
倒
的
な
科
学
的
軍
事
力
と
物
量
を
目
前
に
し
た

日
本
で
は
、科
学
技
術
力
の
飛
躍
的
向
上
が
至
上
課
題
と
な
り
、「
科
学
技
術
ニ
俊
秀

ナ
ル
資
質
ヲ
有
ス
ル
」学
徒
へ
の
高
度
な
英
才
教
育
を
施
し
、「
科
学
決
戦
」に
勝
利

す
る
科
学
者
を
養
成
す
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
。

　

金
沢
高
等
師
範
学
校
の「
特
別
科
学
教
育
学
級
」は
、同
二
十
年
一
月
、全
国
の

ト
ッ
プ
を
切
っ
て
開
始
。北
陸
地
域
の
中
等
学
校
一
・
二
年
生
の
生
徒
お
よ
び
国
民

学
校
な
ど
の
四
・
五
年
生
児
童
か
ら
選
抜
さ
れ
た
学
徒
は
、数
学
・
理
科
・
科
学
工

作
・
英
語
な
ど
の
授
業
や
、生
徒
各
自
に
よ
る
自
由
研
究
の
授
業
を
大
幅
に
増
や
し

た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
も
と
、高
度
な
内
容
の
英
才
教
育
を
受
け
た
。生
徒
の
自
由
研

究
は
、空
中
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
や
水
雷
艇
、雲
母
製
飛
行
機
や
電
気
機
関
車
の
研
究
製

作
、火
薬
の
研
究
、海
水
塩
分
測
定
法
研
究
な
ど
、高
度
か
つ
実
践
的
な
も
の
で
あ

り
、同
校
で
は
同
年
六
月
に
第
一
回
特
別
科
学
学
級
成
績
発
表
会
が
開
催
さ
れ
、そ

の
成
果
が
内
外
に
披
露
さ
れ
た
。

　

し
か
し
終
戦
後
、「
特
別
科
学
教
育
」は
昭
和
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
で
廃
止
、

生
徒
の
大
部
分
は
そ
の
ま
ま
金
沢
高
等
師
範
学
校
附
属
中
学
校
へ
と
編
入
さ
れ
た
。

校舎を背に見事な白菜畑と生徒達（個人蔵）

青年学校用教科書、昭和12年～18年刊行（㈶石川県文教会館蔵）

特別科学教育研究学級での実験風景（金沢大学蔵）

「科学教育関係」文書（金沢大学資料館蔵）
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学
生
た
ち
の
生
活

　
「
我
々
の
世
代
で
は
、ほ
と
ん
ど
が
校
歌
よ
り
寮
歌
に
親
し
み
を
感
じ
て
い
る
で
あ
ろ
う
」（『
石
川
師
範
同
窓
会
百
十

年
記
念
誌
』一
九
九
八
）。あ
る
卒
業
生
が
こ
う
述
懐
す
る
よ
う
に
、原
則
と
し
て
全
員
入
寮
の
寄
宿
舎
生
活
の
思
い
出

は
、彼
ら
の
心
に
深
く
刻
ま
れ
た
が
、寄
宿
舎
は
師
範
教
育
史
を
み
る
う
え
で
不
可
欠
な
制
度
で
も
あ
る
。

　

明
治
十
九
年（
一
八
八
六
）に
公
布
さ
れ
た
師
範
学
校
令
は
、そ
の
後
数
十
年
に
及
ぶ
学
制
の
基
礎
と
な
っ
た
が
、同

令
に
規
定
す
る
三
気
質（
順
良
・
信
愛
・
威
重
）鍛
錬
の
場
と
し
て
全
寮
制
寄
宿
舎
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。こ
れ
は
当
時

の
森
有
礼
初
代
文
相
の
国
家
至
上
主
義
の
教
育
観
を
反
映
し
た
も
の
で
国
体
主
義
教
育
と
呼
ば
れ
、軍
隊
式
教
育
を
師

範
学
校
に
お
い
て
試
み
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る（
文
部
省
編『
学
制
百
年
史
』一
九
七
二
）。

　

寄
宿
舎
生
活
は
朝
夕
の
点
呼
か
ら
就
寝
ま
で
時
間
き
ざ
み
で
あ
り
、学
年
間
の
序
列
の
中
で
集
団
指
導
体
制
で
行
わ

れ
た
。あ
る
時
期
の
師
範
生
の
日
課
を
み
る
と
、平
日
は
五
時
半
に
起
床
し
朝
礼
点
呼
の
あ
と
直
ち
に
朝
食
。授
業
は
昼

食
を
挟
み
午
後
三
時
ま
で
五
十
分
授
業
の
七
限
。夕
食
の
六
時
ま
で
が
自
由
時
間
と
な
り
、食
事
後
七
時
か
ら
は
黙
習

（
自
修
）で
八
時
半
の
夕
礼
の
あ
と
九
時
に
消
灯
と
な
る
。

　

生
ま
れ
て
初
め
て
親
元
を
離
れ
て
の
厳
し
い
寄
宿
生
活
は
、食
事
も
喉
を
通
ら
ぬ
こ
と
も
あ
っ
た
。戦
時
下
の
生
徒

の
日
記
に
は
、休
暇
に
帰
省
し
た
と
き
も
氏
神
に
早
朝
参
拝
し
、境

内
で
体
操
、乾
布
摩
擦
を
行
う
な
ど
、寄
宿
舎
を
離
れ
た
と
き
で
も

規
律
あ
る
生
活
を
守
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

女
子
師
範
の
寄
宿
生
活
に
お
い
て
も
、規
則
正
し
く
、清
潔
整
頓
、

衛
生
に
注
意
深
く
、時
間
励
行
等
の
指
導
が
行
わ
れ
て
い
た
。

　

そ
ん
な
中
、学
友
会
活
動
や
寄
宿
舎
の
食
堂
の
出
店
で
掛
け
払
い

で
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
一
杯
の
う
ど
ん
は
、彼
ら
の
数
少
な
い
楽

し
み
で
あ
っ
た（『
石
川
県
師
範
教
育
史
』）。

明
治
時
代
の

　
﹁
体
操
﹂と
用
具

大
久
保　

英
哲

　

体
育
と
い
う
教
科
は
戦
前
ま
で「
体
操
」と
呼
ば
れ

た
。こ
の「
体
操
」科
が
全
国
津
々
浦
々
の
小
学
校
に

ま
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、明
治
十
年
代

末
の
こ
と
で
あ
る
。こ
の
時
の
主
要
な
教
材
は「
軽
体

操
」と
い
い
、徒
手
あ
る
い
は
木
製
の
ダ
ン
ベ
ル
や
棒

な
ど
を
持
ち
、教
師
の
号
令
に
合
わ
せ
て
一
斉
に
体
を

動
か
す
集
団
の
体
操
で
あ
る
。体
を
鍛
え
た
り
、運
動

能
力
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
よ
り
は
、心
身
の
健
康
を

保
持
す
る
た
め
に
軽
く
体
を
動
か
す
も
の
で
、わ
ず
か

に
負
荷
を
か
け
る
た
め
用
具
を
手
に
す
る
。も
と
も

と
は
ア
メ
リ
カ
人
医
師
リ
ー
ラ
ン
ド
が
明
治
十
一
年

（
一
八
七
八
）に
体
操
伝
習
所（
現
筑
波
大
学
体
育
専
門

学
群
）の
教
官
と
な
っ
て
指
導
し
た
体
操
法
で
あ
る
。

　

石
川
県
師
範
学
校
で
は
明
治
十
五
年
か
ら
十
七
年
に

か
け
て
三
名
の
教
員
を
こ
の
体
操
伝
習
所
に
派
遣
し
て

そ
の
指
導
法
を
学
ば
せ
、帰
県
後
師
範
学
校
で
生
徒
た

ち
に
伝
授
し
た
。明
治
十
七
年
頃
に
は
そ
の
効
あ
っ
て

県
内
各
地
で
師
範
学
校
の
卒
業
生
た
ち
が
体
操
を
実
施

し
始
め
た
報
告
が
上
が
り
始
め
る
。

　

さ
て
、用
具
で
あ
る
。ダ
ン
ベ
ル
はdum

b-bell

、字

義
通
り
唖あ

鈴れ
い

、Indian- club

は
棍こ

ん

棒ぼ
う

、bar-bell

は
球

き
ゅ
う

竿か
ん

と
訳
さ
れ
た
。こ
れ
ら
の
指
導
法
や
用
具
製
作
法
を

ま
と
め
た
わ
が
国
初
の
体
操
教
科
書
が
体
操
伝
習
所

『
新
撰
体
操
書
』（
明
治
十
五
年
）で
あ
る
。（
写
真
参
照
）

桜
、ヤ
マ
グ
ワ
、ケ
ヤ
キ
等
を
用
い
る
。例
え
ば
唖
鈴

（
男
子
用
）は
長
さ
八
寸
二
分（
約
二
十
五
㎝
）、柄
の
長

さ
三
寸
二
分（
約
十
㎝
）、柄
の
直
径
九
分
～
一
寸（
約

三
㎝
）、球
の
直
径
二
寸
三
分（
約
七
㎝
）。重
さ
の
指
定

は
な
い
。

　

一
斉
指
導
の
体
操
に
は
、少
な
く
と
も
ク
ラ
ス
分
の

用
具
を
必
要
と
す
る
。こ
れ
ら
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら

供
給
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
近
代
教
育
の
一
翼
を
担
い
、製
作
供
給
元
に

な
っ
た
の
は
江
沼
郡
山
中
村（
現
加
賀
市
山
中
町
）の

伝
統
漆
器
産
業
で
あ
っ
た
。山
中
漆
器
は
椀
や
木
皿
等

の
日
常
的
な
丸
物
漆
器
が
有
名
で
あ
り
、多
少
の
収
縮

や
脆
弱
性
は
あ
っ
て
も
、小
木
を
丸
木
の
ま
ま
用
い
、

ま
た
こ
の
段
階
で
ろ
く
ろ
を
使
う
工
程
が
発
達
し
て
い

た
。こ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
生
か
し
、木
地
挽
職
人
森
山
定

吉
は
、山
中
村
と
鹿
島
郡
二
宮
村
で
こ
の
体
操
器
具
を

製
造
販
売
し
た
。い
わ
ば
石
川
県
最
初
の
ス
ポ
ー
ツ
用

品
製
造
販
売
業
で
あ
る
。『
石
川
県
学
事
報
告
』や『
文

部
省
年
報
』に「
そ
の
廉
価
な
る
と
品
質
の
佳
良
な
る

と
を
も
っ
て
体
操
科
の
普
及
を
助
け
た
」と
記
載
さ
れ

る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。残
念
な
が
ら
軽
体
操
は
そ
の
後
教

材
価
値
が
疑
問
視
さ
れ
、明
治
二
十
年
代
以
後
は
兵
式

体
操
、や
が
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
体
操
に
取
っ
て
代
わ
ら

れ
る
の
で
あ
る
が
、明
治
十
年
代
末
、近
代
教
育
を
象

徴
す
る「
体
操
」科
の
普
及
に
伝
統
地
場
産
業
が
果
た

し
た
役
割
は
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
金
沢
大
学
教
育
学
部
教
授
）

『新撰体操書』体操伝習所、明治15年
（金沢大学附属図書館蔵）

寄宿舎での入浴（個人蔵）

寄宿舎での大掃除（個人蔵）

石川県師範学校男子寄宿舎絵葉書（金沢大学附属図書館蔵）

寄宿舎での勉強（個人蔵）

各師範学校の学友会雑誌（㈶石川県文
教会館蔵）懸垂運動（金沢大学教育学部蔵）
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資　料　名 年　代 所　蔵　者

45 石川師範学校卒業証書　 昭和19 ㈶石川県文教会館

46 小学校教員免許状　修身
教 育・ 国 語・ 算 術・ 歴
史・理科・地理・体操・
音楽・図画

昭和16 ㈶石川県文教会館

47 第十四回教員学力補充講
習会修了証書

昭和16 ㈶石川県文教会館

48 石川県主催代用教員養成
講習会修了証書

昭和16 ㈶石川県文教会館

49 石川県石川郡犀川村立青
年学校指導員嘱託任命状

昭和16 ㈶石川県文教会館

50 国民学校教員免許状 昭和19 ㈶石川県文教会館

51 教育実習録 昭和17 個人蔵

52 教育実習写真 個人蔵

53 こん棒・アレイ 金沢大学教育学部

54 新撰　体操書 明治15 金沢大学附属図書館

55 教育勅語習字帖 明治24 金沢大学附属図書館

56 師範学校　修身教科書　
第三

明治39 ㈶石川県文教会館

57 講習科用　修身教科書　
上巻

大正2 ㈶石川県文教会館

58 生徒思想の動向と其対策 昭和10 金沢大学附属図書館

59 皇紀2601年卒業アルバム 昭和16 個人蔵

60 修養道場鞍ヶ嶽明倫堂概要 昭和12 金沢大学附属図書館

戦時体制への動員

61 沖縄戦参戦連名血判状 昭和20 個人蔵

62 賞状　功労賞 昭和20 ㈶石川県文教会館

63 勤労報国隊写真 昭和15 個人蔵

64 スタンプ及びスケッチ帖
其ノ三

昭和15 個人蔵

65 学徒動員出動の通知及び
封筒

昭和20 個人蔵

66 学徒動員出動中の健康保
険証

昭和20 個人蔵

67 学徒動員出動中の記念写真 昭和20 個人蔵

68 学徒動員出動中の卒業写真 昭和20 個人蔵

69 作業日誌 昭和20 金沢大学資料館

70 勤労動員事務手控 昭和20 金沢大学

学生たちの生活

71 石川県師範学校男子寄宿
舎絵葉書 金沢大学附属図書館

72 石川師範学校寮生手帳 昭和17〜 ㈶石川県文教会館

73 寮生人員点呼表 昭和19 ㈶石川県文教会館

74 石川師範学校女子部寄宿
舎入舎心得

個人蔵

75 会誌　51号 昭和4 ㈶石川県文教会館

76 学友会雑誌　第36・37号 大正6・7 ㈶石川県文教会館

77 交友会誌　第12号 大正15 ㈶石川県文教会館

78 無限　創刊号 昭和22 金沢大学資料館

79 かがみ 昭和24 ㈶石川県文教会館

80 農芸部年報　1948・1949
年版

昭和24 ㈶石川県文教会館

81 農業部年報　1950年版 昭和25 ㈶石川県文教会館

82 関東地方修学旅行日誌 個人蔵

83 石川県師範学校運動会絵
葉書

明治39〜
大正3

金沢大学附属図書館

84 石川県師範学校運動会プ
ログラム

大正14 金沢大学附属図書館

85 四十年水泳者高浜海岸　
写真

明治40 金沢大学資料館

86 石川師範学校写真 個人蔵

87 女子寮前で全員集合 昭和20 個人蔵

資　料　名 年　代 所　蔵　者

石川県の各師範学校の歴史

1 石川師範校章 ㈶石川県文教会館

2 石川師範学校校旗 金沢大学資料館

3 石川青年師範学校校旗 金沢大学資料館

4 金沢新市街地図 昭和12 金沢大学附属図書館

5 金沢勝地賑双六 明治10年代 石川県立歴史博物館

6 卒業証書 昭和17 ㈶石川県文教会館

7 修了証書　 昭和18 ㈶石川県文教会館

8 卒業証書 昭和17 ㈶石川県文教会館

9 修了証書　 昭和22 ㈶石川県文教会館

10 卒業証書 昭和23 個人蔵

11 卒業証書 昭和25 個人蔵

12 明朗敢為　扁額 金沢大学資料館

13 剛健醇美　扁額 金沢大学資料館

14 第一男女・第三男女師範
学校辞祝

明治10年 金沢市立玉川図書館
近世史料館

15 小学校教員試目及第証書 明治13 金沢市立玉川図書館
近世史料館

16 石川県師範学校修了証書 明治19 金沢市立玉川図書館
近世史料館

17 春季剣術試合一等賞授与書 明治29 金沢市立玉川図書館
近世史料館

18 石川県尋常師範学校生徒
写真

明治24〜30 金沢大学資料館

19 石川県尋常師範学校年報
第4〜9

明治23〜28 金沢大学附属図書館

20 母校新築落成記念号 大正4 金沢大学附属図書館

21 校舎新築落成記念写真帳 大正5 石川県立図書館
22 石川県女子師範学校（石

川県立金沢第二高等女学
校）校地校舎図

昭和7 金沢大学資料館

23 暁烏敏胸像 昭和23 金沢大学附属図書館

24 暁烏文庫看板 昭和25 金沢大学附属図書館

25 永井柳太郎　暁烏敏宛書簡 昭和9 金沢大学附属図書館

26 暁烏文庫落成記念式写真 昭和23 金沢大学

27 石川県師範学校卒業アル
バム

㈶石川県文教会館

28 学資等領収書 昭和13 個人蔵

29 制服用ボタン ㈶石川県文教会館

30 級長ヲ命ス 昭和12 ㈶石川県文教会館

31 皆勤証 昭和17 ㈶石川県文教会館

32 石川県女子師範学校合格
通知書及び封筒

昭和18 個人蔵

33 石川師範学校女子部入学
式案内通知ハガキ

昭和18 個人蔵

34 金沢高等師範学校制服用
バッジ・袖用バッジ

昭和19 金沢大学資料館

35 金沢高等師範学校理科一
類バッジ

昭和19 金沢大学資料館

36 金沢高等師範学校卒業ア
ルバム

昭和23 金沢大学資料館

37 石川青年師範学校校舎・
校門

昭和22 個人蔵

38 運動場より眺めた校舎や
桜並木

昭和22 個人蔵

39 校舎と桜並木 昭和22 個人蔵

40 卒業記念写真・手作りの
制服を着て

昭和21 個人蔵

41 青年師範学校校章 昭和19頃 ㈶石川県文教会館

教員養成と師範教育

42 国民学校教員免許状 昭和17 ㈶石川県文教会館

43 国民学校教員免許状 昭和17 ㈶石川県文教会館

44 教員免許状　中学校・高
等女学校

昭和23 個人蔵

■出品目録
資　料　名 年　代 所　蔵　者

131 青年学校　修身及公民科
教科書　巻二

昭和16 ㈶石川県文教会館

132 裁縫教科書　上巻 明治39 ㈶石川県文教会館

133 統合　家事教科書 昭和14 ㈶石川県文教会館

134 青年学習書　巻六 昭和9 ㈶石川県文教会館

135 青年学校　統合教科書　
巻一

昭和15 ㈶石川県文教会館

136 女子青年学校教本　普通
学科　巻三

昭和18 ㈶石川県文教会館

137 青年学校教本　修身及公
民科　巻二

昭和16 ㈶石川県文教会館

138 青年学校経営 昭和12 金沢大学附属図書館

139 和牛 昭和24 金沢大学附属図書館

140 蔬菜採種園芸 昭和23 金沢大学附属図書館

141 肥料の統制及配給 昭和16 金沢大学附属図書館

142 改訂　農作害虫精説 昭和11 金沢大学附属図書館

特別科学教育と金沢高等師範学校

143 科学教育関係 金沢大学資料館

144 金沢高等師範学校創立記
念写真帳

金沢大学

145 Mathematica 昭和25 金沢大学資料館

146 海の科学 昭和24 金沢大学附属図書館

147 ノート　動物学
ZOOLOGY　Ⅰ

㈶石川県文教会館

148 ノート　動物学
　ZOOLOGY　Ⅱ

㈶石川県文教会館

149 ノート　動物学
　ZOOLOGY　Ⅲ

㈶石川県文教会館

150 ノート　生理学
　PHYSIOLOGY　（Ⅰ）

㈶石川県文教会館

151 ノート　生理学
　PHYSIOLOGY　（Ⅱ）

㈶石川県文教会館

152 ノート　生理学
　PHYSIOLOGY　（Ⅲ）

㈶石川県文教会館

153 ノート
ANIMAL HISTOLOGY

㈶石川県文教会館

154 ノート　植物学　Ⅰ
（BOTANY)

㈶石川県文教会館

155 ノート　植物学　Ⅱ
（BOTANY)

㈶石川県文教会館

156 ノート　BOTANY　Ⅲ ㈶石川県文教会館

157 ノート
Ecology Physiology (Ⅳ)

㈶石川県文教会館

158 ノート　動物生態学 ㈶石川県文教会館

159 ノート　地学（Ⅰ） ㈶石川県文教会館

160 ノート　地学（Ⅱ） ㈶石川県文教会館

161 代数学講義 昭和21 ㈶石川県文教会館

162 初等整数論講義 昭和21 ㈶石川県文教会館

163 訂正　最小自乗法 昭和21 ㈶石川県文教会館

164 接続の幾何学 昭和22 ㈶石川県文教会館

165 微分幾何学 昭和21 ㈶石川県文教会館

166 郡論 昭和21 ㈶石川県文教会館

167 函数概論 昭和21 ㈶石川県文教会館

168 力学通論 昭和22 ㈶石川県文教会館

169 改訂　物理学　上巻 昭和18 ㈶石川県文教会館

170 改訂　物理学　下巻 昭和21 ㈶石川県文教会館

171 代数的整数論 昭和23 ㈶石川県文教会館

172 古事記抄 大正11 ㈶石川県文教会館

資　料　名 年　代 所　蔵　者

88 石本先生と堀口先生を囲
んでの収穫祭

昭和20 個人蔵

89 青師中部大会（長野市）優
勝を祝し善光寺前に集合
した選手・応援団

昭和21 個人蔵

90 青師中部大会宿舎前に集
う応援団

昭和21 個人蔵

91 青師中部大会優勝バレー
部メンバー

昭和21 個人蔵

92 中部青師大運動会写真 昭和22 個人蔵

93 師範学校・青年師範学校ハ
ンドボール全国大会写真

昭和22 個人蔵

94 青年師範体育大会写真 昭和23 個人蔵

教科書と地域出版

95 格物入門 明治2 金沢大学附属図書館

96 西洋事情 明治3 金沢大学附属図書館

97 物理階梯 明治7 金沢大学附属図書館

98 改訂増補 新撰数学 明治11 金沢大学附属図書館

99 小学読本 明治7 金沢大学附属図書館

100 萬國地誌略 明治10 金沢大学附属図書館

101 加賀地誌略 明治11 金沢大学附属図書館

102 改訂 加賀地誌略 明治14 金沢大学附属図書館

103 石川県地誌 明治22 金沢大学附属図書館

104 尋常小学修身 明治26 金沢大学附属図書館

105 尋常小学修身書 明治37 金沢大学附属図書館

106 尋常小学修身書 明治43 金沢大学附属図書館

107 師範歴史 昭和19 金沢大学附属図書館

108 師範教育 昭和19 金沢大学附属図書館

109 国体の本義 昭和12 金沢大学附属図書館

110 臣民の道 昭和16 金沢大学附属図書館

111 師範育児保健 昭和21 金沢大学附属図書館

郷土教育と師範学校

112 金沢城下町割絵図 昭和10 金沢大学教育学部

113 郷土研究資料目録 昭和7 金沢大学資料館

114 写真帳 金沢大学教育学部

115 銅鏡レプリカ（木製箱入） 金沢大学教育学部

116 郷土史料：歴代九谷作風
標本

金沢大学資料館

117 日本神社様式　並　鳥居
一覧表

昭和11 金沢大学教育学部

118 能美郡ニ於ケル蘭草栽培
状態ニ就テ

金沢大学教育学部

119 郷土地理研究　能登部町
に於ける工業発達とその
影響

金沢大学教育学部

女子教育と女子師範学校

120 加賀藩年中行事図絵 昭和7 金沢大学附属図書館

121 儀式風俗図絵 昭和8 金沢大学附属図書館

122 くりやのこころえ 明治13 金沢大学附属図書館

123 女のしつけ 明治12 金沢大学附属図書館

124 版権免許之證 明治12 株式会社うつのみや

125 習字手本版木 株式会社うつのみや

青年教育と青年師範学校

126 校舎を背に見事な白菜畑
と生徒達

昭和20 個人蔵

127 青年学校教科書　普通学
科　巻二

昭和15 ㈶石川県文教会館

128 漁村読本　第六 昭和13 ㈶石川県文教会館

129 農業教科書　土壌肥料篇 昭和12 ㈶石川県文教会館

130 青年修身公民書　巻三 昭和18 ㈶石川県文教会館
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＊青字は石川師範学校男子部、ピンク字は同校女子部、緑字は石川青年師範学校、茶字は金沢高等師範学校の系統を表す

西暦 年号 各師範学校の系譜 社会の動き

1874 明治7 小学校教員養成のため、兼六園成巽閣石川県英学校内に集成学校開校（8月）
仙石町の石川県変則中学校跡へ移転、附属小学校開校（10月）
集成学校を、石川県師範学校と改称（11月）

明治5 学制頒布

1875 明治8 松原町女児小学校内に石川県女子師範学校開校（5月）
附属小学校を設置（7月）
師範学校支校を大聖寺・輪島に設置（8月）。（以後県域の変遷とともに推移）
石川県女子師範学校を仙石町の石川県師範学校に移し校舎・校長を統合する（9
月）

1877 明治10 広坂通6番地に新築・移転（2月）
石川県師範学校・同女子師範学校を、石川県第一師範学校・同女子師範学校と改
称。その後、両校を石川県第一小学師範学校・同女子小学師範学校と改称（7月）

明治10 西南戦争

明治12 教育令公布、石川県内にコレラ流行
1880 明治13 石川県第一小学師範学校・同女子小学師範学校を、石川県金沢小学師範学校・

同女子小学師範学校と改称（7月）
明治13 教育令改正

1881 明治14 石川県金沢小学師範学校・同女子小学師範学校を、石川県金沢師範学校・同女
子師範学校と改称（10月）

1883 明治16 石川県金沢師範学校と同女子師範学校を合併し、石川県師範学校（男子部・女子
部）と改称（11月）

明治18 内閣制度創設
1886 明治19 同窓会結成（2月）。石川県師範学校を、石川県尋常師範学校と改称（12月） 明治19 師範学校令、小学校令、中学校令、

諸学校通則公布
1887 明治20 学友会結成（9月）

文部大臣森有礼来校（10月）

1889 明治22 広坂通88番地に新築・移転（11月） 明治22 大日本帝国憲法発布
明治23 教育勅語発布、第1回衆議院総選

挙、第1回帝国議会
明治27 日清戦争

1896 明治29 小学校教員養成所を付設（4月）
明治30 師範教育令公布

1898 明治31 石川県尋常師範学校を、石川県師範学校と改称（4月）
明治37 日露戦争

1913 大正2 石川県師範学校男子部を、石川郡野村に新築・移転（4月）
1914 大正3 石川県師範学校女子部が広坂で独立し、石川県女子師範学校として開校。石川県

立第二高等女学校を併設（4月）
大正3 第一次世界大戦

1915 大正4 金沢市広坂の附属小学校を、石川県女子師範学校に属す（4月）
大正6 ロシア革命

1918 大正7 石川県立農業教員養成所を、石川郡松任町の石川県立農学校に付設（4月） 大正7 金沢で米騒動
1921 大正10 石川県立農業教員養成所を、石川県立実業補習学校教員養成所と改称（4月）

大正12 関東大震災。第四高等学校に第十
臨時教員養成所付設

1925 大正14 高等師範学校の金沢誘致運動を県市合同で展開 大正14 治安維持法公布、普通選挙法成立
1926 大正15 石川県師範学校･同女子師範学校に、専攻科設置（5月）
1937 昭和12 石川県立実業補習学校教員養成所を、石川県立青年学校教員養成所と改称（4月）

河北郡津幡町に石川県立女子青年学校教員養成所開校（4月）
鞍ヶ嶽明倫堂建設（10月）

昭和12 日中戦争

昭和13 国家総動員法
1939 昭和14 傷痍軍人尋常小学校准教員養成講習科設置（9月） 昭和14 青年学校男子義務制
1941 昭和16 石川県師範学校明倫報国団結成（4月） 昭和16 太平洋戦争、国民学校令公布
1943 昭和18 石川県師範学校と石川県女子師範学校が合併し、官立の石川師範学校（男子部・

女子部）として専門学校程度に昇格(4月)
昭和18 師範教育令改正。学徒出陣。金沢高

等工業学校工業教員養成所付設

1944 昭和19 金沢市中村町に金沢高等師範学校開校。石川県立青年学校教員養成所と同女子
青年学校教員養成所が合併し、津幡に官立の石川青年師範学校開校（4月）

昭和19 学徒勤労動員通年制実施

1945 昭和20 特別科学学級始まる（1月）
学友会・一真会結成（10月）

昭和20 戦時教育令。終戦

1946 昭和21 金沢市野田町に移転（6月）。特別科学教育研究室発足（6月）
金沢市野田町180番地に移転（9月）

昭和21 日本国憲法公布

1947 昭和22 教育大学創設準備協会全国大会に参加（1月）
金沢高等師範学校附属中学校創立（4月）
石川学芸大学創設準備会発足（5月）

昭和22 教育基本法・学校教育法公布

1948 昭和23 新制附属高等学校・同中学校付設（4月）
1949 昭和24 石川師範学校女子部と石川青年師範学校を石川師範学校男子部校舎に収容（4月）

国立学校設置法公布により新制金沢大学が発足。石川師範学校・石川青年師範
学校・金沢高等師範学校が包括される（5月）

1950 昭和25 警察予備隊駐留のため、野田町から金沢大学理学部校舎(旧四高校舎）へ移転 昭和25 朝鮮戦争
1951 昭和26 石川師範学校、石川青年師範学校閉校
1952 昭和27 金沢高等師範学校閉校

（『金沢大学五十年史』通史編、『石川県教育史』等参照）

（財）石川県文教会館
石川県立図書館
石川県立歴史博物館
株式会社うつのみや
金沢市立玉川図書館近世史料館
安達實
在田則子
奥田晴樹
清原岑夫
五味武臣
菅村暾
鈴森庸雄
田嶋万希子
田中昭子
深川明子
水原克敏
宮口尚義
本康宏史
山瀬晋吾
鷲山靖

平成19年度資料館・附属図書館シンポジウム

「金沢大学３学域化と総合大学の教員
養成の新機軸―地域における教員養成
の過去・現在・未来―」

2007年10月29日（月） 13:30～16:30
会場：金沢大学大学教育開放センター

■石川県の各師範学校年表

池上佳芳里
伊藤美和
江森一郎
大久保英哲
奥野麻理子
川添真澄
谷本宗生
野村洋子
橋洋平
堀井美里
宮下孝晴
村田勝俊

（50音順・敬称略）

協力者

編集・執筆者

石川師範学校男子部同窓生
　坂本仙之介・神宮弘・滝速雄
　道端孫左エ門
石川師範学校女子部同窓生
　上島洋子・小林綾子・小泉しげ・山形朝子
金沢高等師範学校同窓生
　小島和夫・羽場究・棒田実・宮崎光二
　深山哲
石川青年師範学校同窓生
　久保繁子・高西喜久松・洞庭弘・中森智
　早川恒夫
金沢大学教育学部同窓生
　荒木善彦・小山田秀一・野村祐治
　（50音順・敬称略）

【会期日程】

平成19年10月15日（月）～11月16日（金）
　9：00～17：00　　※期間中無休

【場　所】
金沢大学資料館展示室
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