
「
自
主
自
律
」
を
考
え
る 

校
長 

栃
倉 

和
則  

「
自
主
自
律
」
…
本
校
の
特
色
、
校
風
を
語
る
上
で
欠
か
せ
な
い
言
葉
で
す
。
皆
さ
ん
は
、
こ
の
意
味
を

自
覚
し
て
行
動
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。「
自
主
」
と
は
、「
自
ら
主
体
的
に
取
り
組
む
」
と
い
う
意
味
に
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。「
自
律
」
は
、「
自
ら
を
律
す
る
」
す
な
わ
ち
、「
自
分
に
厳
し
く
」
と
い
う
こ
と
で
、「
自．

立．
」
に
つ
な
が
る
言
葉
で
す
。
皆
さ
ん
も
言
葉
の
意
味
は
よ
く
理
解
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

寒
く
な
っ
て
、
学
校
に
遅
刻
す
る
人
が
増
え
て
き
た
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
。
朝
、
起
き
る
の
が
つ
ら

い
、
人
の
常
で
す
。
日
常
の
生
活
、
毎
日
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
っ
て
、
と
て
も
つ
ら
い
こ
と
で
も
あ
り
ま

す
。
で
も
、
時
間
は
待
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
自
律
」
の
精
神
が
大
切
な
の
で
す
。
も
う
少

し
早
め
に
家
を
出
て
、
遅
く
と
も
八
時
二
十
五
分
ま
で
に
は
正
門
を
通
り
ま
し
ょ
う
。 

校
長
室
に
は
、
歴
代
の
校
長
先
生
方
の
写
真
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
初
代
か
ら
第
四
代
校
長
ま
で
は
肖

像
画
で
す
。
そ
の
頃
も
「
自
主
自
律
」
と
言
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
、
ど
ん

な
も
の
だ
っ
た
の
か
と
思
い
を
馳
せ
ま
す
。
本
校
は
一
九
四
十
年
開
校
で
す
。
第
一
期
、
二
期
生
の
卒
業
式

が
行
わ
れ
た
の
が
一
九
四
五
年
、
戦
争
の
真
只
中
で
す
。
当
時
の
卒
業
生
た
ち
も
戦
地
に
向
か
っ
て
行
っ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
生
き
る
の
に
精
い
っ
ぱ
い
で
、
人
の
こ
と
な
ど
か
ま
っ
て
い
ら
れ
な
い
時
代
。
人
に

迷
惑
を
か
け
ず
、
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
行
う
。
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。 

今
あ
る
自
由
は
、
お
そ
ら
く
学
生
運
動
以
降
の
も
の
で
し
ょ
う
。
一
九
六
〇
年
代
、
多
く
の
大
学
で
は
、

学
生
の
自
治
、
学
問
の
自
由
を
求
め
、
政
治
に
も
介
入
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
高
校
に
飛
び
火
し
た

の
が
六
〇
年
代
終
盤
の
こ
と
。
い
く
つ
か
の
都
立
高
校
で
は
、
生
徒
た
ち
が
自
由
を
求
め
て
、
ス
ト
ラ
イ
キ

や
学
校
封
鎖
を
行
い
ま
し
た
。
時
に
機
動
隊
が
介
入
し
て
鎮
圧
、
指
示
に
従
わ
な
い
生
徒
は
退
学
処
分
を
受

け
ま
し
た
。
豊
多
摩
に
は
校
則
が
な
く
、
自
由
が
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
自

由
の
背
景
に
あ
る
責
任
を
し
っ
か
り
と
自
覚
し
て
、
権
利
を
失
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
行
動
し
て
も
ら
い

た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
自
ら
主
体
的
に
取
り
組
み
、
自
ら
を
律
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
言

わ
れ
な
く
て
よ
い
こ
と
を
人
に
言
わ
せ
な
い
」
こ
と
こ
そ
が
「
自
立
．
．
」
な
の
で
す
。 
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