
第
二
節

学
校
方
針
の
決
定
に
至
る
ま
で

（
以
上
『
フ
ェ
ノ
ロ
サ
資
料
ー
』
所
収）

東
京
美
術
学
校
設
置
の
公
布
以
後
、
小
石
川
植
物
園
内
の
事
務
所
で
開
校
の

準
備
が
進
め
ら
れ
た
が
、
こ
こ

に
―
つ
の
難
関
が
立
ち
現
れ
た
。
そ
れ
は
文
相

森
有
礼
が
岡
倉
ら
の
設
置
構
想
と
は
別
の
美
術
師
範
学
校
設
置
案
を
打
ち
出
し

て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
文
相
の
案
文
そ
の
も
の
は
現
存
し
て
い
な
い
の
で

内
容
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
岡
倉
の
フ
ェ
ノ
ロ
サ
宛
書
簡
（
明
治
二
十
一

年
二
月
八
日
付
）
や
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
森
有
礼
宛
書
簡
お
よ
び
金
子
堅
太
郎
宛
書
簡

な
ど
に
よ
れ
ば
、
美
術
教
員
養
成
を
主
眼

と
す
る
構
想
で
あ
り
、
教
育
方
式
は
一
般
教
育
課
程
に
は
西
洋
方
式
を
と
り
、

専
門
教
育
課
程
で
は

日
本
式
と
西
洋
式
を
並
置
し
て
、
そ
の
選
択
は
生
徒
の
自

由
に
任
せ
る
と
い
う
案
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
右
記
の
書
簡
に
は

文
相
の
提
案
に
外
山
正
一
（
文
科
大
学
学
長
）
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
外
山
は
美
術
に
関
す
る
論
説
や
活
動
に
お
い
て
岡
倉
ら
と
対
立
す
る

立
場
を
表
明
し
て
い
た
が
、
森
文
相
は
彼
の
意
見
を
容
れ
て
、

美
術
学
校
に
は

西
洋
美
術
と
日
本
美
術
の
両
科
を
置
き
、
ど
ち
ら
が
発
展
す
る
か
は
自
然
淘
汰

に
委
ね
る
と
い
う
方
針
を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

新
設
の
美
術
学
校
が
ど
の
よ
う
な
方
針
を
と
る
か
は
世
の
関
心
事
で
あ
り
、

『
絵
画
叢
誌
』
（
第
十
一
巻
。
明
治
二
十
一
年
二
月
二
十
九
日
）
な
ど
も
こ
れ
を
大
き

く
と
り
上
げ
、
「
美
術
学
校
設
立
」
と
題
す
る
論
説
（
無
記
名
）
を
掲
げ
て
い
る

が
、
結
論
と
し
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

美
術
學
校

論
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

世
論
ノ
紛
々
タ
ル
ニ
惑
ハ
サ
ル
、

7
ナ
ク
美
術
學
校
二
於
テ
ハ
東
西
綸
甕

ヲ
併
セ
取
リ
互
二
相
混
同
セ
ズ
各
々
之
ヲ
教
授
セ
バ
本
邦
固
有
ノ
美
術
ヲ

損
ス
ル

7
ナ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
之
ヲ
振
興
ス
ル
ト
興
二
西
洋
綸
齋
ノ
偲
播
ヲ

見
ル
ベ
ク
本
邦
縮
畳
モ
大
二
進
ミ
西
洋
給
聾
モ
亦
練
熟
ス
ル
所
ア
ル
ペ
ク

嬰
美
兼
ネ
収
メ
テ
以
テ
本
邦
ノ
有
ト
ナ
サ
バ
我
ガ
東
洋
美
術
國
ノ
名
ヲ
シ

テ
盆
々
宇
内
二
顕
著
ナ
ラ
シ
ム
ベ
キ
ナ
リ

ち
な
み
に
こ
の
『
絵
画
叢
誌
』
の
発
行
元
は
保
守
派
日
本
画
家
た
ち
が
主
導

す
る
東
洋
絵
画
会
で
あ
る
。
同
会
が
会
則
に
画
学
校
設
立
計
画
を
盛
り
込
む
な

ど
し
て
教
育
施
設
の
開
設
に
積
極
的
姿
勢
を
示
し
て
い
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た

が
、
右
の
論
説
に
よ
れ
ば
、
官
立
美
術
学
校
が
名
目
上
発
足
し
た
時
点
で
の
同

会
の
学
校
構
想
は
東
西
美
術
並
立
主
義
を
と
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
岡
倉
は
こ
の
よ
う
な
主
義
を
強
く
批
判
し
、
い
わ
ゆ
る
「
自
然
発
達
主

(90
頁
参
照
）
。

義
」
を
主
張
し
て
い
た

ま
た
、

『
朝
野
新
聞
』
（
明
治
二
十
一
年
二
月
八
日
）
も
こ
の
方
針
を
め
ぐ
る
議

0
同
校
創
立
の
事
に
開
し
其
の
筋
に
て
は
、
さ
き
に
御
雇
米

人
フ
ェ
ネ
ロ
サ
、
文
学
士
岡
倉
覺
三
の
二
氏
を
し
て
、
歌
米
に
航
し
美
術

上
の
景
況
を
視
察
せ
し
め
、
右
の
二
氏
は
蹄
朝
の
後
主
任
と
な
り
て
、
同

校
教
授
方
法
等
の
事
に
開
し
種
々
取
調
べ
中
の
由
な
る
が
、
近
束
教
授
の

方
法
に
付
、
日
本
風
を
基
礎
と
な
す
ぺ
し
と
の
説
と
、
欧
米
風
の
質
物
模

窯
に
傲
ふ
べ
し
と
の
二
説
に
分
れ
居
る
由
に
て
今
其
の
日
本
風
を
基
礎
と
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す
べ
し
と
為
す
人
の
説
を
き
く
に
、
歌
米
の
美
術
中
に
も
分
派
頗
る
多
く

し
て
恰
も
日
本
の
美
術
中
に
分
派
多
ぎ
に
異
な
ら
ず
、
何
れ
を
可
、
何
れ

を
不
可
と
な
し
が
た
け
れ
共
、
西
洋
の
各
派
は
重
も
に
宜
物
の
模
寓
を
主

と
し
、
東
洋
の
各
派
は
主
と
し
て
風
韻
雅
致
を
尊
ぶ
に
在
り
、
而
し
て
又

た
其
の
國
々
に
因
て
多
少
の
差
異
を
生
ず
る
は
、
勢
の
ま
ぬ
が
れ
ざ
る
所

な
り
、
今
ま
我
邦
の
美
術
は
欧
米
の
美
術
に
比
し
て
劣
る
な
き
の
み
な
ら

ず
反
て
臥
米
各
派
の
美
術
家
が
夙
に
賛
稲
し
て
措
か
ざ
る
所
に
し
て
、
夫

の
登
達
の
著
し
き
こ
と
を
以
て
有
名
な
る
佛
蘭
西
派
の
如
き
も
、
漸
次
宜

物
模
寓
の
風
に
遠
か
り
て
東
洋
美
術
に
模
倣
せ
ん
と
す
る
の
傾
向
あ
り
、

又
美
術
に
志
し
あ
る
者
は
喋
々
東
洋
の
美
術
就
中
日
本
の
美
術
を
論
じ
て

止
ま
ず
、
此
の
如
く
日
本
美
術
は
西
洋
人
の
着
目
す
る
所
と
な
り
、
佛
蘭

西
派
の
如
き
は
日
本
美
術
に
模
倣
せ
ん
と
す
る
の
傾
向
あ
る
今
日
に
営

て
、
歌
米
の
風
に
模
は
ん
と
す
る
は
不
可
な
り
、
目
今
欧
米
美
術
の
有
様

を
見
る
に
、
漸
次
質
物
模
倣
を
す
て
て
要
貼
の
み
う
つ
さ
ん
と
す
る
の
傾

向
あ
る
時
な
れ
ば
、
日
本
は
よ
ろ
し
く
基
礎
を
そ
の
國
風
に
定
め
お
き

て
、
臥
米
の
風
を
参
照
す
べ
し
、
又
た
我
が
邦
人
は
一
般
に
美
術
思
想
を

有
す
る
者
に
て
、
僅
か
に
膝
を
入
る
4

の
小
屋
に
住
す
る
の
車
夫
等
と
雖

も
、
花
瓶
に
花
升
を
挿
み
愛
翫
す
る
の
風
あ
り
て
、
他
邦
に
は
多
く
そ
の

比
を
見
ざ
る
所
な
り
、
も
し
此
の
美
風
を
し
て
倍
万
盛
ん
な
ら
し
む
る
に

至
ら
ば
、
夫
の
富
有
な
る
の
徒
が
豪
遊
之
れ
事
と
し
て
、
時
々
蟹
風
を
演

ず
る
の
醜
を
ま
ぬ
が
る
4

に
至
ら
ん
こ
と
も
亦
た
望
み
な
き
に
あ
ら
ず
、

此
の
望
み
を
達
せ
ん
と
せ
ば
、
邦
人
固
有
の
美
術
思
想
を
登
達
せ
し
む
る

反
到
す
る
者
は
美
術
を
學
ば
し
む
る
に
は
、
最
初
の
ニ
―
―
―
年
は
欧
米
風
の

に
し
く
は
な
し
、
此
の
一
貼
に
就
て
は
双
方
異
論
な
し
と
為
し
、
之
れ
に

質
物
模
倣
を
學
ば
し
め
、
而
し
て
後
に
日
本
風
の
美
術
を
教
ふ
る
に
如
か

ず
と
為
す
に
在
り
、
然
れ
ど
も
第
一
説
を
主
張
す
る
者
は
第
二
説
を
駁
し

て
、
若
し
日
本
の
美
術
を
學
ば
ん
と
す
る
者
に
教
ゆ
る
に
欧
米
の
風
を
以

て
せ
ば
、
勢
ひ
欧
米
の
風
に
感
染
し
、
又
た
日
本
の
風
を
う
つ
す
能
は
ざ

る
に
至
ら
ん
、
現
に
我
が
蕉
工
部
大
學
校
美
術
科
生
徒
の
如
き
、
最
初
教

ゆ
る
所
の
課
程
は
欧
米
の
風
な
り
し
を
以
て
、
之
を
し
て
事
を
為
さ
し
む

る
も
、
我
が
邦
人
の
嗜
好
に
應
ず
る
能
は
ざ
る
は
、
世
人
の
善
＜
是
認
す

る
所
に
あ
ら
ず
や
と
の
言
を
以
て
す
、
夫
は
兎
に
角
其
の
筋
に
て
は
二
説

中
の
何
れ
を
採
る
や
は
未
だ
確
か
な
ら
ざ
れ
ど
も
、
多
分
第
一
説
を
採
る

な
ら
ん
と
云
ふ
、
又
同
校
に
て
は
来
る
九
月
頃
開
校
す
る
筈
に
て
、
生
徒

七
八
十
名
を
募
集
す
る
由
な
る
が
、

今
回
は
創
立
の
際
な
れ
ば
、
入
學
試

瞼
を
為
す
に
も
普
通
の
學
力
如
何
は
第
二
に
措
き
、
専
ら
美
術
思
想
あ
り

て
其
の
道
に
心
得
あ
る
者
を
採
用
す
る
筈
な
り
と
云
ふ
。

（
『
新
聞
集
成
明
治
編
年
史
』
第
七
巻
所
収
）

こ
の
記
事
は
一
読
し
て
フ
ェ
ノ
ロ
サ
、
岡
倉
側
に
取
材
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
「
日
本
風
を
基
礎
と
な
す
べ
し
」
と
の
説
が
フ
ェ
ノ
ロ
サ
ら
の

主
張
を
指
す
こ
と
は
言
を
待
た
な
い
。
「
臥
米
風
の
宜
物
模
窺
に
傲
ふ
ぺ
し
」

と
の
説
と
は
森
有
礼
側
の
主
張
で
あ
ろ
う
。
美
術
学
校
の
方
針
は
小
山
正
太
郎

ら
洋
画
派
に
と
っ
て
も
重
大
な
関
心
事
で
あ
り
、
当
然
政
府
に
何
ら
か
の
働
き

か
け
を
し
た
に
相
違
な
く
、
そ
う
し
た
意
向
も
森
有
礼
側
の
設
置
案
に
は
盛
り

込
ま
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

森
有
礼
の
提
案
が
フ
ェ
ノ
ロ
サ
や
岡
倉
に
と
っ
て
―
つ
の
危
機
で
あ
っ
た
こ

と
は
、
前
述
の
金
子
堅
太
郎
宛
フ
ェ
ノ
ロ
サ
書
簡
が
よ
く
証
明
し
て
い
る
。
そ
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岡
倉
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
を
は
じ
め
事
務
所
関
係
者

一
同
が
危
機
打
開
の
た
め
に

窟
闘
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
手
段
は
伊
藤
総
理
へ
の
直
訴
で
あ
っ
た
。

翌
三
月
に
至
り
、
事
態
は
好
転
し
、
岡
倉
ら
は
制
度
、
組
織
の
編
成
作
業
を

進
め
た
。
同
月
十
七
日
付
『
東
京
日
日
新
聞
』
に
、
前
日
の
十
六
日
、
フ
ェ
ノ

こ
に
は
フ
ェ
ノ
ロ
サ
ら
が
森
文
相
の
無
理
解
に
絶
望
し
て
伊
藤
総
理
に
直
接
交

渉
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
や
美
術
学
校
は
必
ず
し
も
文
部
省
と
限
ら
ず
宮
内

省
な
い
し
は
農
商
務
省
所
属
で
も
よ
い
と
ま
で
考
え
て
い
る
こ
と
な
ど
、
苦
慮

の
さ
ま
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
関
し
て
高
屋
肖
哲
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

『
東
京
美
術
学
校
校
友
会
月
報
』
第
三
十

明
治
廿
一
年
二
月
頃
と
思
ひ
ま
し
た
、
岡
倉
登
一
―
―氏
よ
り
秋
水
、
肖
哲

二
人
を
呼
び
寄
せ
て
の
話
し
に
曰
く
、
明
日
の
談
判
に
破
裂
せ
．
は
お
互
に

乞
食
せ
ん
な
ら
ん
と
言
ひ
渡
さ
れ
ま
し
た
が
、
此
時
フ
エ
ノ
ロ
サ
氏
の
妻

君
は
あ
る
園
遊
會
に
て
伊
藤
公
に
逢
ひ
て
美
術
學
校
の
創
立
談
を
説
き
っ

け
、
芳
崖
師
は
伊
藤
公
の
邸
に
到
り
應
接
室
に
て
、
日
本
工
藝
及
び
東
洋

美
術
の
話
し
を
充
分
説
い
て
後
ち
、
エ
藝
及
び
美
術
な
る
も
の
A

意
氣
込

み
は
穂
て
斯
様
な
も
の
な
り
と
て
、
扇
子
を
披
げ
て
仕
舞
を
始
め
腰
部
の

骨
子
を
見
せ
て
講
繹
し
、
辟
す
る
に
臨
み
、
昨
夕
書
き
た
る
話
の
草
稿
の

手
帳
を
公
に
渡
せ
し
に
公
は
之
れ
を
受
取
り
て
、
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
ら
れ

し
と
云
ふ
。
是
れ
は
創
立
の
際
に
て
力
ら
あ
る
話
し
な
り
し
。
是
ぞ
岡
倉

氏
の
心
擾
し
た
る
と
こ
ろ
で
す
。

（
「
座
談
会
の
後
に
」
高
屋
肖
哲
゜

巻
第
一
号
。
昭
和
六
年
四
月
）

ロ
サ
と
岡
倉
が
森
文
相
に
美
術
学
校
組
織
上
の
事
に
つ
い
て
上
申
し
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
森
文
相
と
の
折
衝
に
関
す
る
資
料
は
皆
無
で
あ
る
か
ら
、
こ

れ
は
推
測
に
過
ぎ
な
い
が
、
森
文
相
案
を
あ
る
程
度
制
度
や
組
織
に
反
映
さ
せ

る
こ
と
で
決
着
が
つ
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
好

転
の
要
因
の
一
っ
は
肖
哲
い
う
と
こ
ろ
の
熱
烈
な
伊
藤
総
理
説
得
活
動
で
あ
ろ

う
が
、
も
う

一
っ
見
落
と
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
時
あ
た
か
も
岡
倉
ら
の
強

力
な
庇
護
者
で
あ
る
九
鬼
隆
一
が
宮
内
省
図
書
頭
に
就
任
（
同
年
二
月
十
日
）

し
、
岡
倉
ら
の
美
術
学
校
構
想
と
根
源
を
同
じ
く
す
る
古
美
術
保
護
構
想
の
具

体
化
に
乗
り
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
。
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