
一
、
小
松
学
舎
は
滋
賀
県
滋
賀
郡
志
賀
町
に
あ
る
。

"
シ
ガ
"
が
三
つ
も
重
な
る
の
だ
か
ら
、
近
江
平
野

の
中
心
に
あ
る
の
だ
ろ
う
と
錯
覚
し
そ
う
だ
が
、
小

松
学
舎
へ
行
く
に
は
、
左
手
に
比
良
連
峰
、
右
手
に

琵
琶
湖
の
せ
ま
る
平
地
の
と
ぽ
し
い
景
色
が
展
開
す

る
湖
西
線
を
利
用
す
る
。
北
小
松
で
下
車
し
て
、
そ

の
ま
ま
進
行
方
向
、
つ
ま
り
敦
賀
の
方
へ
線
路
に
そ

つ
た
国
道
を
歩
く
。
こ
の
あ
た
り
は
山
が
湖
岸
ま
で

せ
ま
っ
て
い
る
た
め
、
国
道
が
狭
く
感
じ
ら
れ
、
猛

ス
ヒ
ー
ド
で
走
っ
て
く
る
大
型
ト
ラ
ッ
ク
に
身
を
ち

ぢ
ま
せ
な
が
ら
進
ま
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

道
が
左
よ
り
の
力
ー
ブ
に
か
か
る
と
、
湖
岸
は
急

な
崖
植
な
り
、
崖
を
削
っ
て
つ
く
り
だ
し
た
道
路
に

は
落
石
よ
け
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
天
井
が
あ
る
。
こ

こ
に
は
狭
い
な
が
ら
も
歩
道
が
あ
る
た
め
、
湖
を
眺

め
る
ゆ
と
り
を
も
っ
て
歩
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

上
は
も
う
小
松
学
舎
の
一
部
で
古
墳
の
あ
る
尾
根
状

地
形
で
あ
る
。
歩
道
が
な
く
な
る
と
、
左
手
、
つ
ま

り
山
に
入
る
道
が
あ
っ
て
、
坂
道
に
か
か
っ
て
湖
西

線
の
ガ
ー
ド
を
こ
す
と
、
山
麓
の
森
を
き
り
ひ
ら
い

た
小
松
学
舎
の
建
物
が
見
え
だ
す
。

ニ
、
日
本
人
に
は
、
方
程
式
的
な
思
考
法
が
い
く
つ

か
あ
る
。
例
え
ば
古
代
の
豪
族
を
含
め
て
有
力
な
政

治
集
団
は
広
大
な
農
耕
地
、
そ
れ
も
豊
か
な
水
田
の

森

ひ
ら
け
た
土
地
に
発
生
し
、
存
続
す
る
と
い
う
考
え

な
ど
は
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。
こ
の
考
え
は
、
と
く

に
戦
後
の
歴
史
研
究
者
に
根
強
く
、
生
産
力
と
は

水
田
に
ょ
る
米
の
収
量
だ
と
お
も
っ
て
し
ま
っ
た
こ

と
、
別
の
言
い
方
を
す
る
と
江
戸
時
代
の
政
治
体

つ
ま
り
紀
州
五
十
五
万
石
と
か
嵯
摩
七
十
二
万

仰
、

石
と
い
う
発
想
を
古
代
に
適
応
し
す
ぎ
た
。
も
ち
ろ

ん
米
の
収
量
も
重
要
だ
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
交
易
と

か
交
通
、
あ
る
い
は
漁
業
、
鉄
、
馬
な
ど
と
軽
視
で

き
な
い
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
だ
か
ら
農
業
中
心

の
史
観
に
ょ
る
と
、
小
松
学
舎
の
よ
う
に
山
地
形

で
、
し
か
も
付
近
に
こ
れ
と
い
っ
た
水
田
の
な
い
土

地
に
は
豪
族
と
よ
べ
る
ほ
ど
の
集
団
が
発
生
す
る
は

ず
は
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
立
派
な
古
墳
が
築
か
れ

る
土
地
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

三
、
大
学
紛
争
の
少
し
前
だ
っ
九
と
記
憶
す
る
が
、

何
か
の
用
件
で
総
長
室
へ
行
っ
た
と
き
、
大
き
め
の

人
形
を
い
れ
る
ぐ
ら
い
の
ケ
ー
ス
に
考
古
学
で
い
う

須
恵
器
、
つ
ま
り
古
墳
時
代
の
土
器
が
三
点
い
れ
て

あ
っ
た
0
 
そ
れ
に
は
ラ
ベ
ル
が
そ
え
ら
れ
て
い
て
、

小
松
学
舎
出
土
と
い
う
。
そ
の
土
器
は
、
形
の
特
徴

か
ら
六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
初
め
の
も
の
で
、
古
墳

へ
埋
納
す
る
た
め
に
製
作
し
た
須
恵
器
で
あ
る
の
は

確
実
だ
が
、
そ
れ
ま
で
に
私
が
見
な
れ
て
い
る
奈
良

小松学舎と古墳

同志社歴史散歩

88



や
大
阪
の
須
恵
器
に
く
ら
べ
て
た
い
へ
ん
小
さ
い
。

ま
る
で
お
雛
様
の
食
器
で
あ
る
。
遺
物
と
し
て
珍
し

い
も
の
で
は
な
い
が
、
小
型
と
い
う
点
が
注
目
さ
れ

た
。
だ
が
か
な
り
前
に
出
士
し
て
現
地
の
様
子
が
わ

か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
北
小
松
古
墳
群

を
訪
れ
た
の
は
さ
ら
に
数
年
た
っ
て
で
あ
る
0

四
、
小
松
学
舎
の
建
物
の
手
前
に
山
を
き
り
く
ず
し

九
少
し
ば
か
り
の
広
場
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
山
に
登

る
小
径
が
あ
る
。
ク
モ
の
巣
が
張
り
、
枯
木
が
た
お

れ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
人
は
通
っ
て
お
ら
ず
、
何
同

か
来
九
こ
と
が
あ
っ
て
も
途
中
で
径
で
な
い
方
へ
迷

い
こ
ん
だ
り
す
る
。
こ
の
下
を
湖
西
線
の
ト
ン
ネ
ル

が
通
っ
て
い
る
の
だ
が
、
古
墳
は
東
に
面
し
為
面

に
は
な
く
、
北
か
ら
南
へ
つ
づ
く
尾
根
筋
の
南
西
に

面
し
新
面
に
点
在
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
北
小
松

案
落
と
港
を
見
下
ろ
す
位
置
に
築
か
れ
て
い
て
、

逆
に
い
え
ぱ
北
小
松
の
港
か
ら
見
上
げ
ら
れ
る
と
こ

ろ
に
占
墳
が
あ
り
、
古
墳
を
の
こ
し
九
集
団
を
考
え

る
手
が
か
り
に
な
る
。

北
小
松
占
墳
群
を
構
成
す
る
各
古
墳
は
、
梁
林

に
か
く
れ
て
お
り
、
正
誓
形
や
大
き
さ
は
わ
か
ら

な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
程
一
五
メ
ー
ト
ル
、
高
さ

二
S
三
メ
ー
ト
ル
の
盛
土
を
し
た
円
墳
と
推
定
さ
れ

る
。
墳
丘
の
中
央
に
塊
石
や
大
石
で
墓
室
を
作
っ
て

い
て
、
崩
壊
個
所
か
ら
の
ぞ
い
て
み
る
と
、
考
古
学

で
い
う
横
穴
式
石
室
で
あ
る
。

五
、
日
本
の
古
墳
時
代
は
、
前
期
・
中
期
・
後
期
の

三
時
期
に
区
分
し
た
り
、
前
期
と
後
期
の
二
期
に
区

分
し
た
り
す
る
が
、
要
す
る
に
古
墳
時
代
に
変
化
が

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
現
代
の
よ
う
に
刻
々

と
新
し
い
文
化
が
生
ま
れ
て
い
る
時
で
も
、
こ
と
人

の
死
に
で
く
わ
す
と
、
長
年
の
慣
習
で
非
儀
を
お
こ

な
う
も
の
だ
が
、
わ
ず
か
三
百
年
あ
ま
り
の
日
本
の

占
墳
時
代
に
、
二
期
に
せ
よ
、
三
期
に
せ
よ
、
区
別

し
て
説
明
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
い
う
ほ
ど
内
容

が
激
変
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
の
原
因

の
玉
要
性
を
感
じ
る
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
、
江

上
波
夫
氏
の
提
唱
す
爵
儷
族
征
服
王
朝
説
な
ど

が
生
ま
れ
る
嘉
が
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
北
小
松
古
墳
群
は
三

期
区
分
に
し
ろ
、
二
期
区
分
に
し
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
の

後
期
に
属
す
る
宝
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
円
墳
と

い
う
だ
け
な
ら
、
ど
の
時
期
に
も
あ
る
が
、
死
者
を

非
っ
て
お
く
施
設
と
し
て
の
横
穴
式
石
室
は
、
そ
の

萠
芽
的
な
も
の
を
別
に
す
る
と
ほ
と
ん
ど
が
後
期
の

も
の
で
、
別
の
表
現
を
す
る
と
、
占
墳
後
期
の
一
特

色
は
横
穴
式
石
室
の
流
行
と
い
っ
て
ょ
い
。

横
穴
式
石
室
は
、
棺
を
墓
室
に
お
さ
め
て
密
閉
し

た
あ
と
は
二
度
と
開
け
な
い
前
S
中
期
の
竪
穴
式
石

室
に
た
い
し
て
、
墓
室
の
一
方
に
墳
丘
の
外
へ
至
る

通
路
を
設
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
横
穴
式
石
室
は

死
者
を
墓
室
に
お
さ
め
た
あ
と
も
、
通
路
の
入
口
を

開
け
て
墓
室
へ
入
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
に
設
計
さ

れ
て
い
て
、
そ
の
意
味
で
は
新
式
の
墓
制
で
あ
る

し
、
ま
た
東
ア
ジ
ア
で
横
穴
式
石
室
が
発
達
す
る
の

が
高
句
麗
で
あ
り
、
や
や
お
く
れ
て
百
済
で
あ
っ
九

こ
と
か
ら
朝
鮮
的
墓
制
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

六
、
以
上
が
私
の
知
っ
て
い
た
北
小
松
古
墳
群
の
あ

ら
ま
し
で
、
正
確
に
い
く
つ
の
古
墳
が
あ
る
の
か
と

か
、
総
長
室
に
あ
っ
九
土
器
が
ど
の
古
墳
の
出
土
品

古墳の測塁風宗
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一
九
八
0
年
、
文
学
部
文
化
学
科
文
化
学
専
攻
の

考
古
学
実
習
室
で
日
頃
研
究
に
集
っ
て
い
る
学
生
九

ち
が
、
イ
ブ
を
利
用
し
て
北
小
松
古
墳
群
の
測
業

し
た
い
と
相
談
に
き
た
。
こ
の
メ
ン
バ
ー
に
は
、
こ

れ
よ
り
前
に
、
数
年
が
か
り
で
園
部
盆
地
で
の
遺
跡

の
分
布
調
査
に
参
加
し
九
者
も
い
九
。
し
か
し
、
忍

耐
力
と
体
力
が
い
り
、
そ
の
割
に
は
発
掘
の
よ
う
に

遺
物
が
出
土
す
る
こ
と
も
な
い
地
味
な
調
査
に
終
わ

る
か
も
知
れ
な
い
の
で
、
本
当
に
や
り
ぬ
け
る
の
か

と
多
少
不
安
に
お
も
っ
て
い
九
。
そ
れ
に
、
一
父
通
贊

も
宿
泊
賓
も
参
加
者
が
各
肉
負
担
す
る
と
い
う
。

七
、
私
が
黒
社
大
学
へ
き
九
こ
ろ
、
全
国
的
に
発

掘
は
ま
だ
小
規
模
で
、
そ
れ
に
参
加
す
る
者
が
賀
用

を
も
ち
よ
っ
た
り
し
て
い
九
。
そ
の
方
式
で
製
鉄
遺

跡
と
か
獣
遺
跡
と
か
未
開
拓
の
器
に
い
ど
ん
だ

り
し
九
。
だ
が
そ
の
後
の
高
度
経
済
成
長
と
か
で

、

飛
行
場
や
工
場
団
地
や
高
速
道
路
を
つ
く
る
に
さ

い
し
て
遺
跡
を
発
掘
す
る
こ
と
が
激
増
し
、
そ
の
九

め
発
掘
が
大
規
模
に
な
り
、
費
用
を
持
ち
よ
る
ど
こ

ろ
か
参
加
者
に
手
当
て
が
支
払
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
の
こ
と
は
考
古
学
を
変
質
さ
せ
、
大
学
で
の

発
掘
の
実
施
を
む
つ
か
し
く
し
九
。
こ
の
よ
う
な
情

況
の
な
か
、
学
生
九
ち
は
、
考
古
学
の
あ
る
べ
き
姿

を
襖
索
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
っ
九
。

か
な
ど
未
調
査
で
あ
っ
た
。
小
松
学
舎
に
は
、
さ
し

当
っ
て
古
墳
の
存
在
を
あ
や
う
く
す
る
よ
う
な
工
事

計
画
は
聞
い
て
は
い
な
い
し
、
発
掘
は
で
き
る
だ
け

避
け
て
遺
跡
を
保
存
す
る
の
が
の
ぞ
ま
し
い
の
で
、

再
び
数
年
が
た
っ
九
。
だ
が
い
く
つ
か
の
古
墳
は
、

す
で
に
石
室
の
一
部
が
崩
壊
し
て
い
て
、
そ
れ
を
防

止
す
る
措
置
は
必
要
で
あ
る
し
、
さ
ら
に
こ
の
ま
ま

で
は
古
墳
を
見
学
す
る
人
に
危
険
で
も
あ
っ
た
。

測
翁
査
は
三
角
点
か
ら
,
高
さ
(
海
抜
)
"
を

移
動
す
る
作
業
か
ら
は
じ
ま
っ
九
。
例
え
ば
一
番
高

所
に
あ
る
言
ぢ
墳
の
頂
き
は
海
抜
一
六
四
・
四
メ
ー

ト
ル
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
と
し
て
測

量
に
ょ
っ
て
そ
の
土
地
を
詳
し
く
観
察
で
き
る
の
だ

か
ら
、
新
し
い
古
墳
を
見
つ
け
た
り
、
あ
る
い
は
墳

丘
の
裾
に
め
ぐ
る
列
石
を
見
つ
け
た
り
し
九
。

製
は
翌
年
の
春
休
み
と
イ
ブ
に
も
継
続
し
た
。

こ
の
時
は
墳
丘
の
裂
か
ら
口
を
開
け
て
い
る
横
穴

式
石
室
の
聖
へ
と
進
ん
で
お
り
、
小
松
学
舎
内
で

十
一
基
の
古
墳
の
存
在
が
わ
か
っ
六
。
私
は
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
北
小
松
古
墳
群
は
尾
根
上
に
だ
け
あ

る
も
の
と
お
も
い
こ
ん
で
い
た
が
、
N
示
九
ち
は
湖

西
線
の
ト
ン
ネ
ル
の
西
入
口
近
く
で
も
六
基
の
古
墳

の
存
在
需
認
し
九
。
そ
こ
は
小
松
学
舎
の
建
物
と

は
山
の
尾
根
を
は
さ
ん
だ
反
対
側
で
、
私
な
ど
は
校

地
外
だ
と
信
じ
て
い
九
よ
う
な
場
所
で
あ
る
。

"
ミ
ニ
チ
ユ
ア
の
綴
器
が
崩
壊
し
九
石
室

＼
、

ノ

に
露
出
し
て
い
ま
す
"
と
い
う
電
話
が
あ
っ
た
時
、
私

は
ま
だ
ト
ン
ネ
ル
付
近
の
状
況
を
知
ら
な
か
っ
九
九

め
、
様
子
が
の
み
こ
め
な
か
っ
九
。
だ
が
学
生
九
ち

の
報
告
で
は
、
湖
西
線
の
た
め
の
資
材
置
場
の
工
事

を
し
た
跡
が
あ
っ
て
、
石
室
は
落
下
寸
前
と
い
う
の

で
、
一
九
八
二
竺
月
、
八
号
墳
の
土
器
の
轡
個
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で
、
総
長
室
に
あ
っ
た
須
恵
器
は
こ
こ
1
九
S
十

号
墳
の
い
ず
れ
か
ー
で
の
出
土
と
推
定
さ
れ
る
。

今
回
八
号
墳
か
ら
は
、
ミ
ニ
チ
ユ
ア
の
須
郡
や
鉄

釘
が
出
土
し
た
が
、
そ
れ
は
病
人
で
い
え
ば
あ
く
ま

忍
急
手
当
て
で
あ
っ
て
、
古
墳
の
保
存
措
置
を
考

え
な
が
ら
の
本
格
的
な
調
査
は
、
何
分
地
形
が
崖
に

改
変
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
抜
本
的
な
対
策

を
た
て
て
か
ら
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
学
生
九
ち
が
私
の
玉
い
腰
を
あ
げ
さ

せ
、
お
そ
ま
き
な
が
ら
予
想
も
し
な
か
っ
た
湖
西
線

建
設
に
ょ
る
校
地
内
の
古
墳
へ
の
影
響
に
気
付
い
た

の
だ
が
、
一
般
の
人
た
ち
が
こ
の
古
墳
群
を
訪
れ
る

に
は
ま
ず
馨
対
策
と
薪
が
急
務
で
あ
り
、
そ
れ

が
尖
現
す
る
と
古
墳
群
の
あ
ゑ
霽
と
し
て
異
彩
を

放
つ
で
あ
ろ
う
。

と
る

る
力

釘
す
わ

鉄
較
が

と
比
と

器
と
こ

恵
さ
る

所
に
か
ぎ
っ
た
発
掘
を
お
こ
な
っ
た
。

こ
の
調
査
に
は
、
大
学
院
生
石
川
直
章
、
四
回
生

鋤
柄
俊
夫
、
三
回
生
坂
靖
、
森
下
浩
行
ら
の
諸
系

推
進
力
と
な
り
、
目
下
報
告
書
を
ま
と
め
て
い
る
が
、

尾
根
上
の
古
墳
が
さ
し
当
っ
て
保
存
さ
れ
て
い
る
の

に
た
い
し
て
、
ト
ン
ネ
ル
入
同
の
古
墳
は
、
士
取
り

工
事
に
よ
っ
て
損
傷
を
う
け
、
石
室
の
一
番
奥
の
部

分
だ
け
が
崖
に
霽
出
し
て
い
る
と
い
う
最
恕
の
状
況

(
大
学
文
学
部
教
授
)

8号墳出士の須

^ホープの箱の大き

かわいい土器で あ

、鳥 n


