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「現
在
経
営
し
て
ゐ
る
学
校
の
現
況
」
よ
り
。
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④最後の校長村田良策

昭和二十四年七月二十七日、村田良策は東京芸術大学美術学部長

兼東京美術学校長兼東京芸術大学美術部附属工芸技術講習所長に任

命された。昭和二十七年三月三十一日、東京美術学校廃校とともに
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文 工 彫家五柴師 翌塁 喜 悶理 業 金駒年
雙 国

科 胃の宮自崎由 霊
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大
大 研究 種営 校

且
}子ユ } 子

＾ 子
A 子 二す太 工 日 工 t 文 校 を郎 ゜郎 芸 本 工 画 科

A 子 機 な氏氏， 画 科 科 大 太
部 械

す゚ 春^ 就に 塁
卒 羹科 学 平 ； 哲 科 業 器 土

旦} 子 卒 岳き 業 業 靡 木
科 業 -て 工 喜卒 の学 卒 乎子 t 業 もび 業 は 喜と 大

校
長
の
兼
務
を
解
か
れ
る
。

村
田
は
明
治
二
十
八
年
栃
木
県
佐
野
市
に
生
ま
れ
、
大
正
八
年
東
京
帝
国
大

学
文
学
部
美
学
美
術
史
学
科
を
卒
業
。
昭
和
十
年
ま
で
法
政
大
学
、
東
洋
大
学

の
教
授
を
つ
と
め
、
ま
た
、
同
八
年
か
ら
同
十
五
年
ま
で
文
部
省
社
会
教
育
局

嘱
託
講
師
を
つ
と
め
た
。
東
京
美
術
学
校
で
は
大
正
十
一
年
四
月
か
ら
英
語
の

講
師
に
任
ぜ
ら
れ
、
同
十
一一一
年
九
月
に
は
さ
ら
に
美
学
、
西
洋
彫
刻
史
授
業
を

増
嘱
さ
れ
、
同
十
四
年
四
月
か
ら
は
英
語
、
美
学
、
色
彩
学
を
担
当
。
同
十
八

年
五
月
教
授
に
就
任
し
、
同
年
八
月
生
徒
主
事
兼
務
と
な
っ
た
。
東
京
芸
術
大

学
に

三
十
七
年

一
月
ま
で
在
職
し
、
そ
の
間
、
二
十
六
年
六
月
に
は
神
奈
川
県

立
近
代
美
術
館
初
代
館
長
に
就
任
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
四
十
年
間
と
い
う
長
い
間
勤
続
し
た
村
田
は
、
退
官
の
頃
そ
れ

を
振
り
返
っ
て
「
美
術
学
校
と
私
」
（
『現
代
の
眼
』
第
八
十
六
号
。
昭
和
一――
十
七
年

一
月
）
の
一
文
を
書
い
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
本
校
で
は
矢
代
幸
雄
が
留
学

し
た
あ
と
の
講
義
を
板
垣
鷹
穂
と
加
藤
成
之
が
担
当
し
た
が
、
加
藤
も
間
も
な

く
留
学
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
大
学
院
生
だ
っ
た
村
田
に
後
任
を
依
頼
し

た
の
だ
と
い
う
。
次
の
文
を
読
む
と
、
苦
労
も
あ
っ
た
と
は
い
え
、
村
田
が
本

校
教
師
と
い
う
仕
事
を
好
ん
で
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

〔
上
略
〕
と
も
か
く
親
の
す
ね
か
じ
り
で
勉
強
で
も
あ
る
ま
い
と
、
親
へ
の

見
得
も
あ
っ
て
加
藤
君
の
話
に
の
り
、
結
局
研
究
室
通
い
半
分
上
野
通
い
半

分
と
中
途
半
端
な
っ
と
め
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
正
木
校
長
に
お
会
い
し

た
ら
将
来
の
私
の
希
望
な
ど
訊
か
れ
た
。
結
城
素
明
先
生
に
も
会
っ
た
ら
い

い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
あ
と
で
わ
か
っ
た
こ
と
だ
が
学
科
の
講
師
の
手
当

は
主
任
級
の
先
生
た
ち
の
俸
給
の
あ
た
ま
を
は
ね
て
下
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
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で
あ
る
。
大
正
十
年
秋
の
こ
と
で
、
お
手
当
は
月
二
十
円
、
ち
ょ
う
ど
下
宿

料
が

二
十
円
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
母
親
に
知
ら
せ
た
ら
、
お
ま
え
も
一
人
前

に
な
っ
た
ね
と
手
紙
で
返
事
が
来
た
。
な
ん
と
な
く
一
人
前
に
な
っ
た
気
が

英
語
が
週
十
時
間
。
こ
ち
ら
が
若
い
し
自
信
も
な
い
。
自
分
よ
り
歳
の
上

ら
し
い
生
徒
も
た
く
さ
ん
い
る
。
当
時
美
校
の
角
力
部
は
全
盛
時
代
だ
っ
た

、、

と
か
で
強
そ
う
な
奴
が
威
圧
的
な
代
返
を
や
る
。
く
や
し
い
か
ら
教
科
書
に

難
か
し
い
や
つ
を
使
っ
て
や
ろ
う
と
ウ
ォ
ル
タ
ー

・
ペ
ー
ク
ー
の
ル
ネ
サ
ン

ス
と
カ
ー
ラ
イ
ル
の
サ
ァ
タ
ァ

・
リ
サ
ー
タ
ス
を
使
っ
た
。
実
は
こ
ち
ら
が

弱
っ
た
が
勉
強
に
は
な
っ
た
。
そ
の
じ
ぶ
ん
の
生
徒
は
今
よ
り
出
席
も
よ
か

っ
た
し
、
よ
く
つ
い
て
来
た
よ
う
に
思
う
。
満
点
に
ち
か
い
点
を
取
っ
た
そ

の
じ
ぶ
ん
の
生
徒
の
顔
を
想
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
よ
く
美
校
の
生
徒
は

ど
う
と
か
こ
う
と
か
評
判
さ
れ
そ
の
で
た
ら
め
さ
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
け
れ

ど
も

一
面
本
気
で
勉
強
す
る
も
の
も
い
て
教
師
と
し
て
の
気
分
は
わ
る
く
な

か
っ
た
。
私
の
性
分
に
合
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
翌
年

学
年
が
わ
り
の
時
か
ら
美
学
の
講
義
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
四
年
生
の
ク

ラ
ス
で
あ
っ
た
。
ま
え
か
ら
美
学
会
で
な
じ
み
で
あ
っ
た
菅
原
教
造
先
生
が

持
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
美
学
科
卒
業
で
あ
る
と
い
う
の
で
若
僧
の
私

に
譲
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
こ
れ
に
は
大
弱
り
し
た
。
手
頃
な
日
本
の
参
考
書

が
な
か
っ
た
し
、
阿
部
次
郎
先
生
の
岩
波
版
「
美
学
」
だ
け
の
う
け
売
り
講

義
も
で
き
な
い
し
、
だ
い
た
い
具
体
的
な
話
を
し
な
い
と
生
徒
が
う
け
つ
け

な
い
。
私
が
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
美
学
三
巻
と
デ
ッ
ソ
ア
ー
ル
の
本
を
講
義
準
備

の
た
め
と
は
い
え
精
読
し
た
の
は
こ
の
じ
ぶ
ん
で
、
そ
の
お
か
げ
で
今
で
も

こ
の
美
学
を
抜
け
き
れ
な
い
で
い
る
。
森
鵡
外
先
生
も
美
校
で
美
学
を
講
ぜ

し
た
。

ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
美
学
の
日
本
へ
の
紹
介
者

は
先
生
だ
っ
た
か
ら
妙
な
因
縁
で
あ
る
。
別
に
意
識
し
た
わ
け
で
は
な
く
、

フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
の
本
が
読
み
易
い
し
美
術
文
学
の
作
品
例
が
豊
富
で
あ
っ
た

か
ら
美
校
で
の
話
に
は
都
合
が
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
お
か
げ
で
読
ん

で
い
な
い
外
国
文
学
な
ど
を
や
た
ら
に
読
ん
で
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
の
言
う
こ
と

を
納
得
し
よ
う
と
し
た
。

こ
ん
な
こ
と
か
ら
私
の
美
校
教
師
時
代
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
美
校

講
師
の
正
式
辞
令
は
大
正
十
一
年
四
月
で
、
そ
の
こ
ろ
の
帝
大
の
先
生
が
た

は
お
お
か
た
亡
く
な
ら
れ
生
徒
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
か
ら
大
家
に
な
っ
た

人
た
ち
も
多
い
。
考
え
れ
ば
幸
な
出
発
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い

が
師
と
友
人
の
善
意
の
ほ
か
に
、
こ
れ
ら
学
生
た
ち
の
実
際
の
勉
強
と
仕
事

ぶ
り
を
な
が
い
あ
い
だ
見
て
き
た
こ
と
は
理
論
の
書
物
だ
け
に
明
け
暮
す
よ

り
ず
い
ぶ
ん
自
分
に
プ
ラ
ス
に
な
っ
た
こ
と
が
多
く
、
ま
っ
た
＜
幸
だ
っ
た

と
想
う
よ
り
ほ
か
は
な
い
。

〔
中
略
〕
大
正
十
二
年
九
月
あ
の
関
東
大
震
災
が
あ
っ
た
。
こ
の
災
変
を
境

に
し
て
社
会
の
様
相
も
急
変
し
た
と
よ
く
言
わ
れ
る
け
れ
ど
も
学
校
で
の
私

の
身
辺
ば
か
り
で
な
く
美
校
教
師
と
し
て
も
、
赤
の
学
生
指
導
の
役
を
正
木

先
生
か
ら
言
い
わ
た
さ
れ
て
だ
ん
だ
ん
苦
労
も
多
く
な
り
社
会
や
思
想
の
推

移
に
も
眼
を
向
け
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
美
術
評
論
壇
に
も
特
別
な
調
子

が
見
ら
れ
始
め
た
の
も
こ
の
こ
ろ
か
ら
の
よ
う
に
思
う
。

式

⑤

卒

業

昭
和
二
十
四
年
三
月
二
十
四
日
、
第
五
十
九
回
卒
業
証
書
授
与
式
が
行
わ

れ
、
左
記
の
生
徒
が
卒
業
し
た
。
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