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こ
の
一
校
一
名
駐
在
・
全
校
配
置
制
を
と
っ
た
最
初
が
大
阪

市
で
あ
っ
た
。
時
に
大
正
一
二
年
四
月
の
こ
と
で
、
三
年
計
画

で
実
現
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
大
阪
市
が
こ
の
計
画
を
唱
え
始

め
た
の
は
そ
れ
よ
り
六
年
前
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
大
正
五
年
一
一

日
本
の
学
校
保
健
制
度
に
お
け
る
養
護
教
諭
の
性
格
は
、
同

じ
二
○
世
紀
の
初
め
に
英
米
独
等
に
現
わ
れ
た
ス
ク
ー
ル
ナ
ー

ス
と
異
な
り
、
英
米
の
場
合
今
日
も
な
お
公
衆
衛
生
職
員
の
性

格
を
保
持
す
る
の
に
比
べ
て
、
日
本
の
場
合
は
教
員
の
資
格
を

持
つ
教
育
職
員
に
変
身
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
最
大
の
理

由
は
諸
外
国
で
は
常
に
巡
回
訪
問
制
を
と
っ
て
き
た
の
に
反
し

て
、
日
本
で
は
学
校
医
の
補
助
者
と
し
て
の
性
格
を
想
定
し
て

一
校
一
名
駐
在
・
全
校
配
置
制
を
と
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
と
さ

れ
て
い
る
。

12

大
正
時
代
都
市
政
策
と
し
て
導
入
さ
れ
た

大
阪
市
学
校
看
護
婦
事
業

杉
浦
守
邦

京
都
蘇
生
会
総
合
病
院

月
東
京
の
市
会
議
事
堂
で
開
か
れ
た
大
都
市
連
合
教
育
会
に
お

い
て
、
大
阪
市
教
育
会
の
名
で
「
都
市
小
学
校
に
看
護
婦
を
置

き
、
学
校
医
と
相
俟
っ
て
、
保
健
に
関
す
る
職
務
を
執
ら
し
む

る
の
可
否
」
と
題
す
る
協
議
題
を
出
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

こ
の
提
案
は
次
年
度
の
本
会
議
で
「
小
学
校
に
学
校
看
護
婦
を

置
き
て
学
校
医
指
導
の
下
に
保
健
衛
生
の
事
に
当
た
ら
し
め
ん
」

と
正
式
に
大
都
市
連
合
教
育
会
の
決
議
と
な
っ
た
。

大
正
五
年
の
本
会
議
で
趣
旨
説
明
を
行
っ
た
の
は
大
阪
市
教

育
部
の
視
学
山
口
正
で
あ
っ
た
。
彼
は
ロ
ン
ド
ン
・
’
一
ユ
ー
ョ

ー
ク
等
の
教
育
施
策
を
調
査
す
る
う
ち
、
と
く
に
ス
ク
ー
ル
ナ

ー
ス
の
活
動
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
を
大
阪
市
に
も

導
入
す
る
こ
と
を
考
え
た
。
こ
れ
ら
の
都
市
で
は
公
衆
衛
生
の

立
場
か
ら
始
め
た
も
の
で
、
家
庭
訪
問
を
中
心
と
し
こ
れ
を
さ

ら
に
学
校
訪
問
に
ま
で
広
げ
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
彼

は
こ
れ
を
学
校
の
職
員
と
し
て
設
置
す
る
こ
と
を
考
え
た
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
英
米
で
は
都
市
の
衛
生
施
策
と
し
て
始
ま
っ

た
も
の
を
都
市
の
教
育
施
策
と
し
て
実
施
し
よ
う
と
考
え
た
の

で
あ
る
。
当
時
大
阪
市
で
は
、
池
上
市
長
の
要
請
で
、
大
正
三

年
以
来
都
市
政
策
の
国
内
第
一
人
者
と
目
さ
れ
た
関
一
（
せ
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き
・
は
じ
め
）
が
助
役
に
就
任
し
て
い
て
、
庁
内
各
部
局
に
大

都
市
と
し
て
将
来
必
要
な
施
策
の
提
案
を
求
め
て
い
た
の
で
、

山
口
の
構
想
も
教
育
部
長
福
士
政
之
助
か
ら
教
育
部
の
提
案
と

し
て
提
出
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
財
政
的
に
巨
額
に
の
ぼ
る
施

策
の
実
現
は
、
決
し
て
容
易
で
は
な
か
っ
た
。

大
阪
市
で
は
そ
れ
ま
で
小
学
校
の
経
費
は
学
区
費
で
賄
う
こ

と
に
な
っ
て
い
た
。
学
区
費
は
府
税
で
あ
る
家
屋
税
、
営
業
税
、

雑
種
税
に
付
加
す
る
形
で
徴
収
さ
れ
て
、
こ
れ
か
ら
学
校
教
員

の
給
与
、
施
設
設
備
、
消
耗
品
に
至
る
ま
で
賄
わ
れ
て
い
た
。

富
裕
な
地
域
に
あ
る
学
校
で
は
潤
沢
で
あ
っ
た
が
、
周
辺
部
の

貧
弱
な
地
域
で
は
教
員
の
給
与
も
払
え
な
い
と
い
う
事
情
も
あ

っ
て
、
学
区
廃
止
の
意
見
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
大
正
七
年
三
月
国
会
で
「
市
町
村
義
務
教
育
費
国
庫

負
担
法
」
が
成
立
し
、
小
学
校
教
員
の
俸
給
の
一
部
を
国
が
補

助
す
る
制
度
が
発
足
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
大
阪
市
で
は
、
今

ま
で
学
区
費
で
賄
っ
て
き
た
教
員
の
給
与
を
全
市
で
統
一
し
て

国
庫
補
助
を
受
け
て
市
費
負
担
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
同
時
に

今
ま
で
学
区
費
と
し
て
徴
収
し
て
い
た
各
種
付
加
税
の
大
部
分

を
市
に
回
収
し
て
、
全
市
統
一
し
て
学
校
看
護
婦
を
各
校
一
名

ず
つ
配
置
す
る
と
い
う
計
画
を
立
て
、
大
正
一
二
年
度
か
ら
開

始
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。

池
上
市
長
の
こ
の
宣
言
は
大
正
一
一
年
一
○
月
の
大
阪
市
学

校
医
会
の
席
上
で
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
時
示
さ
れ
た
「
大
阪
市

学
校
看
護
婦
の
職
務
要
項
」
に
は
四
つ
の
柱
が
あ
っ
た
。
そ
の

内
の
第
三
に
「
学
校
医
の
介
補
」
を
あ
げ
て
い
る
の
は
当
然
で

あ
る
が
、
第
一
の
「
家
庭
訪
問
」
、
第
二
の
「
保
護
者
の
代
理
事

務
担
当
」
、
第
四
の
「
衛
生
教
育
実
施
」
と
い
っ
た
職
務
は
特
異

な
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
そ
れ
ま
で
各
地
の
学
校
看
護

婦
が
学
童
の
ト
ラ
ホ
ー
ム
の
洗
眼
治
療
を
主
任
務
と
す
る
、
い

わ
ば
公
衆
衛
生
的
職
員
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
を
大
き
く
転
換

さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
大
阪
市
は
日
本
第
一
の
都
市
で

あ
っ
た
か
ら
他
の
大
都
市
は
も
ち
ろ
ん
町
村
も
こ
れ
に
追
随
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。


