
  
1

「
ね
え
、
今
度
学
校
が
買
っ
た
と
い
う
小
堤
の
土
地
、
見
に
い
か
な
い
？
」

裁
縫
師
範
科
の
学
生
が
友
に
誘
い
を
か
け
た
。

そ
れ
に
応
じ
て
、
三
、四
人
が
連
れ
立
っ
て
、
件く

だ
ん

の
土
地
を
見
に
行
っ
た
。

朝
日
町
か
ら
南
西
方
向
に
数
分
ほ
ど
歩
い
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
は
、
辺
り
一
帯
の
水
田
に
囲
ま
れ
た
草
ぼ
う
ぼ
う

の
広
い
土
地
が
あ
っ
た
。
目
の
前
に
は
八
幡
神
社
と
受
頭
院
・
浄
閑
寺
と
い
っ
た
寺
社
の
境
内
に
生
い
茂
る
樹
々
の

森
が
こ
ん
も
り
と
接
し
て
い
た
。

「
夜
に
な
っ
た
ら
、
真
っ
暗
で
心
細
く
、
怖
く
て
外
出
な
ど
は
で
き
ま
せ
ん
」

さ
す
が
の
だ
い
も
、
そ
の
辺へ

ん

鄙ぴ

さ
に
そ
ん
な
感
想
を
洩
ら
し
た
り
し
た
の
だ
が
、
し
か
し
、
生
徒
た
ち
に
は
、
明

日
の
夢
を
託
す
希
望
の
土
地
だ
っ
た
。

「
こ
こ
に
真
新
し
い
校
舎
が
建
つ
の
ね
…
」

今
の
仮
住
ま
い
の
学
校
生
活
か
ら
決
別
す
る
喜
び
の
方
が
大
き
か
っ
た
。

入
学
者
が
全
国
か
ら
馳
せ
参
じ
る
こ
の
頃
、
安
城
女
子
職
業
学
校
は
校
舎
の
不
足
を
か
こ
ち
、
高
等
小
学
校
の
校

次
な
る
飛
躍
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舎
を
借
り
る
こ
と
で
な
ん
と
か
急
場
を
し
の
い
で
い
た
。
そ
の
校
舎
も
、
当
初

借
用
し
て
教
室
に
当
て
て
い
た
安
城
高
等
女
学
校
が
新
校
舎
を
竣
工
し
て
不
必

要
と
な
っ
た
の
を
借
り
た
も
の
だ
っ
た
。

入
学
者
の
中
に
は
、
狭
い
校
庭
に
古
び
た
校
舎
を
眺
め
、
こ
れ
で
勉
強
が
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
と
不
安
を
抱
く
者
も
あ
る
状
態
で
あ
っ
た
。

―
こ
の
土
地
で
は
も
う
狭
い
。
こ
こ
か
ら
羽
ば
た
か
な
け
れ
ば
…
。

こ
う
し
た
状
況
に
、
や
が
て
だ
い
は
、
校
舎
・
施
設
面
で
根
本
的
な
解
決
を

図
ろ
う
と
し
た
。

生
徒
も
一
定
数
確
保
で
き
る
見
通
し
が
立
ち
、
学
校
経
営
の
上
で
も
自
信
を

持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
機
を
と
ら
え
て
、
だ
い
は
、
さ
ら

に
飛
躍
す
る
た
め
に
新
天
地
を
求
め
る
こ
と
を
考
え
た
の
で
あ
る
。

  

2

人
口
が
多
く
、交
通
の
便
が
よ
く
、文
化
水
準
が
高
く
、将
来
の
発
展
性
も
大
き
い
と
こ
ろ
…
。と
い
え
ば
名
古
屋
だ
。

だ
が
、
当
時
の
名
古
屋
は
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
に
周
辺
十
六
町
村
を
編
入
し
て
一
挙
に
市
域
を
拡
大
、
そ
の
面

積
は
東
京
市
の
二
倍
、
人
口
は
六
十
万
を
超
え
、
東
京
、
大
阪
に
次
ぐ
全
国
第
三
位
の
大
都
市
に
な
っ
て
い
た
。
そ
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う
し
た
点
、
名
古
屋
で
の
教
育
展
開
は
理
想
的
で
は
あ
っ
た
。

だ
が
、
だ
い
は
隘あ

い

路ろ

を
感
じ
た
。
名
古
屋
に
は
す
で
に
各
種
の
学
校
が
多
く
あ
っ
て
、
進
出
の
余
地
は
少
な
か
っ

た
。
そ
れ
に
用
地
を
取
得
す
る
の
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
急
速
な
市
勢
発
展
に
と
も
な
っ
て
、
名
古

屋
の
地
価
は
過
去
四
年
間
で
二
倍
に
も
高
騰
し
て
き
て
い
た
。
こ
れ
で
は
、
土
地
、
建
物
、
内
装
な
ど
初
期
に
膨
大

な
資
金
を
要
す
る
学
校
設
置
は
な
か
な
か
難
し
い
。

「
…
と
な
れ
ば
」

だ
い
は
、「
県
下
第
二
の
都
市
」
で
あ
る
豊
橋
市
に
目
を
つ
け
た
。
こ
こ
は
、
全
国
第
二
の
生
糸
生
産
地
と
し
て

製
糸
業
の
工
場
が
群
立
し
、
ま
た
第
十
五
師
団
が
駐
屯
し
て
、〝
糸
と
兵
隊
の
ま
ち
〟
と
し
て
栄
え
て
い
る
。
一
帯

は
軍
の
演
習
場
と
し
て
十
分
な
ス
ペ
ー
ス
が
と
ら
れ
る
ほ
ど
広
い
平
野
が
開
け
て
い
る
。

―
こ
こ
な
ら
発
展
の
可
能
性
は
大
き
い
。
広
い
敷
地
が
得
ら
れ
て
、
将
来
の
十
分
な
拡
大
も
望
め
る
…
。

心
ひ
そ
か
に
抱
く
、
次
な
る
布
石
に
も
対
応
で
き
る
と
見
た
だ
い
は
、

三
蔵
に
意
向
を
知
ら
せ
て
了
解
を
と
り
、
さ
っ
そ
く
話
を
進
め
よ
う
と

し
た
。

そ
の
矢
先
、
三
蔵
が
思
わ
ぬ
こ
と
を
告
げ
た
。

「
小
堤
で
三
千
坪
、
反
当
た
り
米
五
俵
の
年
貢
料
で
借
り
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
こ
へ
学
校
を
移
そ
う
…
」

「
え
え
ッ
？
…
」

Ⅱ　刻苦の学園づくり
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思
い
も
し
な
い
提
案
に
、
だ
い
は
一
瞬
絶
句
し
た
。

聞
け
ば
、〝
安
城
女
子
職
業
学
校
が
豊
橋
に
食
指
を
…
〟
と
い
っ
た
情
報
を
聞
き
及
ん
だ
安
城
の
町
会
議
員
た
ち

の
働
き
か
け
で
そ
ん
な
筋
書
き
に
な
っ
た
ら
し
い
。

だ
い
は
無
論
、
豊
橋
移
転
を
強
く
主
張
し
た
。
だ
が
、
我
意
を
押
し
通
し
切
れ
な
い
理
由
が
あ
っ
た
。

  

3

豊
橋
に
執
着
す
る
だ
い
に
、
三
蔵
は
言
う
。

「
豊
橋
へ
移
る
と
い
っ
て
も
、
資
金
は
ど
う
捻
出
す
る
ん
だ
」

学
校
の
会
計
を
担
う
三
蔵
の
指
摘
は
説
得
力
が
あ
っ
た
。
豊
橋
は
何
分
安
城
か
ら
は
遠
隔
の
地
で
あ
っ
て
、
そ
の

移
転
に
多
額
の
費
用
を
要
す
る
の
が
難
点
だ
っ
た
。

結
局
、
三
蔵
の
慎
重
論
と
資
金
の
不
十
分
な
こ
と
、
ま
た
、
安
城
町
の
有
力
者
の
あ
っ
旋
と
い
う
こ
と
も
考
慮
し

て
、
だ
い
も
我
意
を
抑
え
、
小
堤
に
移
転
す
る
こ
と
に
し
た
の
だ
っ
た
。

豊
橋
進
出
―
と
い
う
だ
い
の
希
望
は
、
結
局
、
実
現
を
見
な
か
っ
た
。
だ
が
、
だ
い
の
豊
橋
進
出
の
夢
は
消
え
な

か
っ
た
。

「
三
十
数
年
来
抱
き
続
け
て
い
た
豊
橋
へ
の
希
望
は
、
ま
だ
捨
て
て
は
い
ま
せ
ん
。
適
当
な
敷
地
さ
え
あ
れ
ば
、
現

在
私
の
夢
に
描
い
て
い
る
、
各
種
の
学
部
を
併
せ
た
大
学
と
短
大
を
中
心
と
す
る
、
完
備
し
た
女
子
総
合
学
園
を
建
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設
し
て
、
国
の
文
化
に
寄
与
し
た
い
と
念
願
し
て
お
り
ま
す
」

だ
い
は
後
年
、
昭
和
三
十
七
（
一
九
六
二
）
年
、
回
顧
の
記
録
『
お
も

い
で
ぐ
さ
』
を
記
し
た
が
、
そ
の
中
で
、
は
っ
き
り
そ
の
意
志
を
表
し
て

い
る
。

歴
史
に
〝
イ
フ
〟
の
仮
説
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
想
像
の
世
界
は
大
き
く

広
が
る
。
こ
の
時
、
豊
橋
へ
の
進
出
が
実
現
し
て
い
た
な
ら
、
今
あ
る
学

園
は
「
安
城
学
園
」
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
「
豊
橋
学
園
」
で
あ
っ
た
か

も
知
れ
な
い
。
そ
ん
な
想
像
に
駆
ら
せ
る
の
も
、
歴
史
の
歯
車
の
狂
い
が

な
せ
る
い
た
ず
ら
で
あ
ろ
う
か
。

＊

と
も
あ
れ
、
安
城
女
子
職
業
学
校
は
安
城
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。

建
設
工
事
は
急
が
れ
た
。
斡あ

っ

旋せ
ん

の
労
を
と
っ
た
安
城
町
長
や
町
会
議
員
な
ど
来
賓
十
二
名
と
、
職
員
、
生
徒
代
表

の
参
列
の
も
と
、
新
校
舎
建
設
の
地
鎮
祭
が
行
わ
れ
た
の
は
、
大
正
十
四
（
一
九
二
五
）
年
十
月
一
日
の
こ
と
。
収

穫
の
終
わ
っ
た
直
後
で
作
地
に
は
ま
だ
稲
株
が
残
っ
た
ま
ま
の
上
で
の
建
設
の
槌つ

ち

入
れ
だ
っ
た
。
新
築
・
移
築
の
工

事
は
突
貫
的
に
進
め
ら
れ
、
翌
十
五
年
三
月
に
は
、
新
校
舎
で
大
正
十
四
年
度
の
卒
業
式
を
挙
行
。
さ
ら
に
九
月
ま

で
に
教
室
、
寄
宿
舎
と
も
に
整
備
が
進
み
、
移
転
は
ほ
ぼ
完
了
し
た
。

Ⅱ　刻苦の学園づくり

165

大正 14年 10 月 1日、収穫の終った直後の安城町
小堤において新校舎建設のための地鎮祭繋が行なわ
れた



  

4

小
堤
の
新
天
地
で
は
、
安
城
女
子
職
業
学
校
の
校
舎
・
施
設
と
同
時
に
、
も
う
一
つ
、
安
城
で
は
珍
し
い
施
設
が

発
足
し
た
。

大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
四
月
、
附
設
幼
稚
園
が
開
設
さ
れ
た
の
だ
。

大
正
末
期
に
は
農
村
不
況
が
深
刻
さ
を
加
え
、
安
城
農
林
学
校
や
安
城
高
等
女
学
校
の
公
立
校
で
さ
え
入
学
志
願

者
が
定
員
に
満
た
な
い
よ
う
な
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
。
生
徒
確
保
の
不
安
は
安
城
女
子
職
業
学
校
で
は
な
お

さ
ら
だ
っ
た
が
、
そ
の
不
安
の
中
、
幼
稚
園
附
設
に
よ
っ
て
学
校
の
財
政
を
補
完
す
る
の
が
ね
ら
い
だ
っ
た
。

こ
の
時
新
た
に
定
め
ら
れ
た
幼
稚
園
令
、
幼
稚
園
令
施
行
規
則
に
よ
っ
て
い
ち
早
く
開
園
し
た
の
は
、
だ
い
の
先

見
性
に
よ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

幼
児
の
う
ち
満
三
歳
か
ら
学
齢
に
達
す
る
以
前
の
も
の
を
対
象
と
し
て
、
遊
戯
、
唱
歌
、
観
察
、
談
話
、
手
芸
等

を
も
っ
て
保
育
す
る
―
こ
の
幼
児
教
育
は
、
安
城
で
も
画
期
的
な
も
の
と
し
て
迎
え
ら
れ
、
話
題
を
呼
ん
だ
。

し
か
し
、
そ
の
歴
史
は
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
十
年
を
経
て
よ
う
や
く
幼
稚
園
と
し
て
そ
の
地
歩
を
確
立
し
た

昭
和
十
一
（
一
九
三
六
）
年
、
に
わ
か
に
経
営
が
成
り
立
た
な
く
な
る
事
態
に
見
舞
わ
れ
た
。
安
城
町
が
「
安
城
保

育
園
」
を
開
設
し
て
、
安
城
女
子
職
業
学
校
の
附
設
幼
稚
園
の
入
園
児
を
吸
収
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。

「
ま
た
ま
た
安
城
町
の
な
せ
る
施
政
の
〝
犠
牲
〟
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
な
あ
」
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そ
の
嘆
き
は
大
き
か
っ
た
。

振
り
返
れ
ば
、
職
業
学
校
と
し
て
そ
の
経
営
が
よ
う
や
く
軌
道
に
乗
り
出
し

た
時
、
安
城
町
の
各
小
学
校
に
実
業
補
習
学
校
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
で
打
撃
を

受
け
、
次
い
で
は
、
中
等
程
度
実
業
学
校
へ
組
織
変
更
し
て
前
進
の
足
が
か
り

を
固
め
る
と
、
女
子
の
中
等
教
育
機
関
と
し
て
町
立
の
安
城
高
等
女
学
校
を
開

設
さ
れ
る
な
ど
、
安
城
町
の
教
育
行
政
は
、
い
つ
も
安
城
女
子
職
業
学
校
の
後

追
い
の
か
た
ち
で
、〝
町
立
〟
で
あ
る
こ
と
を
強
み
に
生
徒
を
吸
収
し
て
、
民

間
校
を
窮
地
に
陥
れ
た
。
そ
う
し
た
ケ
ー
ス
が
三
度
起
こ
っ
た
の
だ
。
し
か
も
、

園
児
の
ほ
と
ん
ど
を
町
内
に
頼
る
幼
稚
園
の
場
合
の
ダ
メ
ー
ジ
は
決
定
的
で
、

附
設
幼
稚
園
は
閉
鎖
の
や
む
な
き
に
い
た
っ
た
。

―
安
城
唯
一
の
幼
児
教
育
の
場
と
し
て
の
役
割
を
果
し
た
。
だ
が
、
安
城
町
の
幼
児
教
育
の
分
野
に
お
い
て
先せ

ん

鞭べ
ん

を
つ
け
た
の
だ
。

安
城
女
子
職
業
学
校
は
、
そ
の
矜き

ょ
う

恃じ

を
誇
り
に
、
そ
の
後
を
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
教
育
へ
の
灯

は
戦
後
再
び
燃
え
上
が
る
の
で
あ
る
…
。
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5

だ
い
が
新
天
地
で
の
学
園
構
築
を
進
め
た
の
は
、
校
地
狭き

ょ
う

隘あ
い

と
い
う
現
実
問
題
の
打
開
の
ほ
か
に
、
あ
る
宿
望
を

抱
い
て
い
た
か
ら
だ
っ
た
。

―
女
子
専
門
学
校
を
設
立
し
よ
う
。

そ
れ
は
、
他
の
目
に
は
〝
野
望
〟
と
も
映
る
高
望
み
の
願
い
で
あ
っ
た
。

そ
の
思
い
は
、
早
く
か
ら
沸
々
と
胎
動
し
て
い
た
が
、
大
正
十
四
（
一
九
二
五
）
年
四
月
、
高
等
女
学
校
卒
業
を

入
学
資
格
と
す
る
高
等
師
範
科
を
設
置
し
た
と
き
に
は
っ
き
り
芽
生
え
た
。
そ
し
て
、
小
堤
町
で
の
学
校
施
設
の
充

実
と
併
行
し
て
そ
の
実
現
へ
の
模
索
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
実
現
ま
で
の
そ
の
道
の
り
は
長
く
、
険
し

か
っ
た
。

ま
ず
身
内
の
説
得
か
ら
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

「
ま
だ
二
、三
年
、
時
期
が
早
い
…
」

相
談
を
受
け
た
三
蔵
は
、
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
た
。
連
年
に
わ
た
る
工
事
続
き
で
資
金
に
余
裕
は
な
く
、
財
政
上
か

ら
考
え
て
も
無
理
な
話
、
理
事
長
と
し
て
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
。

し
か
し
、だ
い
の
専
門
学
校
設
置
の
思
い
は
や
み
が
た
く
、文
部
省
に
出
願
の
可
否
、認
可
見
通
し
の
打
診
に
行
っ

た
。
そ
こ
で
、
文
部
行
政
の
厚
い
壁
を
感
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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「
安
城
に
女
専
…
？
」

応
対
に
あ
た
っ
た
文
部
省
の
係
官
は
、
だ
い
の
申
請
希
望
を
歯し

牙が

に
も
か
け
な
い
態
度
だ
っ
た
。

「〈
家
事
、
裁
縫
を
主
と
す
る
〉
女
子
専
門
学
校
は
、
官
立
、
私
立
合
わ
せ
て
も
全
国
で
九
校
し
か
な
い
。
し
か
も
、

ど
れ
も
大
都
会
に
あ
っ
て
、
町
な
ん
ぞ
に
あ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
特
に
安
城
と
い
え
ば
農
業
地
帯
。
そ
ん
な
と
こ
ろ

に
女
子
専
門
学
校
を
創
っ
て
も
第
一
、
入
学
す
る
学
生
は
無
い
だ
ろ
う
」

中
央
で
は
、
安
城
町
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
地
方
の
一
都と

邑ゆ
う

に
過
ぎ
な
い
。
そ
ん
な
地
で
の
専
門
学
校
の
存
在
な
ど
全

く
論
外
の
こ
と
だ
っ
た
。

「
地
方
に
専
門
学
校
は
必
要
な
し
」

話
を
極
め
れ
ば
、
文
部
省
で
は
こ
う
い
う
結
論
な
の
で
あ
る
。

  

6

文
部
省
の
係
官
は
話
を
ま
と
も
に
聞
き
入
れ
て
く
れ
る
様
子
も
な
い
。

だ
が
、
だ
い
の
持
ち
前
の
〝
不ふ

撓と
う

不
屈
〟
の
気
性
が
こ
こ
で
頭
を
も
た
げ
た
。

―
こ
れ
で
消
沈
し
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

だ
い
は
こ
れ
に
反は

ん

駁ば
く

し
た
。

「
農
業
と
家
事
は
関
係
な
い
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま
す
が
、
む
し
ろ
密
接
な
関
係
が
あ
り
ま
す
。
農
業
が
盛
ん
な
安
城

Ⅱ　刻苦の学園づくり
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の
よ
う
な
土
地
に
こ
そ
専
門
教
育
が
必
要
な
ん
で
す
」

だ
い
は
、
こ
れ
ま
で
裁
縫
塾
以
来
継
続
し
て
き
た
教
育
方
針
を
説
明
し
、
職
業

を
身
に
つ
け
自
立
す
る
女
性
の
育
成
を
い
か
に
努
め
て
き
た
か
を
訴
え
て
、
係
官

の
先
入
観
の
解
き
ほ
ぐ
し
に
か
か
っ
た
。

そ
れ
で
も
、
係
官
は
話
に
乗
ら
な
い
。
だ
い
は
、
そ
の
後
、
何
回
も
上
京
し
て

説
得
を
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
執
拗
な
ま
で
の
説
き
伏
せ
に
、
つ
い
に
係
官
も
折
れ
た
。

「
そ
う
ま
で
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
専
門
教
育
に
農
業
を
加
味
す
る
種
類
の
も
の
を

計
画
し
な
さ
い
。
そ
れ
な
ら
専
門
学
校
と
し
て
設
置
を
認
め
る
こ
と
を
考
え
て
も

い
い
」

こ
ん
な
示
唆
が
与
え
ら
れ
て
、
よ
う
や
く
出
願
が
認
め
ら
れ
た
。

だ
い
に
ま
た
新
た
な
課
題
が
で
き
た
。

こ
と
、
裁
縫
・
家
事
に
関
し
て
な
ら
〝
自
家
籠
中
〟
の
こ
と
と
言
え
る
が
、
農

業
と
関
連
さ
せ
て
の
教
科
を
構
成
す
る
と
な
る
と
、
誰
か
農
業
分
野
に
詳
し
い
人
物
の
力
を
借
り
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。だ

い
は
、
色
々
思
案
し
た
。
そ
の
末
、
農
業
界
の
大
人
物
に
視
点
を
合
わ
せ
た
。

―
山
崎
先
生
の
力
を
仰
ぐ
し
か
な
い
…
。
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だ
い
が
着
目
し
た
山
崎
延
吉
は
、
日
本
近
代
の
農
政
家
・
教
育
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。

明
治
三
十
四
（
一
九
〇
一
）
年
、愛
知
県
立
農
林
学
校
（
現
愛
知
県
立
安
城
農
林
高
等
学
校
）
の
初
代
校
長
と
な
っ

て
同
校
を
全
国
三
大
農
学
校
の
一
つ
に
育
て
上
げ
、
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
に
校
長
を
退
職
す
る
と
、
全
国
の
農

村
を
巡
っ
て
、
組
合
を
創
っ
て
資
金
を
融
通
し
合
っ
た
り
出
荷
・
購
入
を
共
同
で
行
っ
た
り
す
る
こ
と
を
勧
め
る
な

ど
、「
農
業
経
営
の
改
革
」
を
説
き
農
業
経
営
の
在
り
方
に
つ
い
て
指
導
し
た
。
ま
た
〝
多
角
型
農
業
〟
を
提
唱
し

て
農
業
改
善
に
力
を
尽
く
し
、
特
に
安
城
市
一
帯
を
後
年
「
日
本
デ
ン
マ
ー
ク
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
農
業
先
進
地

に
仕
立
て
た
功
績
が
大
き
く
認
め
ら
れ
て
い
た
。
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