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ス
ケ
ー
ル 

 

三
井
寺
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
に

降
り
立
つ
と
、
琵
琶
湖
か
ら
吹
き

付
け
る
北
風
が
肌
を
刺
す
。
坂
本

に
向
か
う
電
車
を
見
送
り
な
が
ら
、

駅
員
も
い
な
い
小
さ
な
駅
の
佇
ま

い
に
驚
く
。
１
２
０
０
年
の
歴
史

を
誇
る
総
本
山
三
井
寺
の
最
寄
り

駅
に
し
て
は
賑
い
も
華
も
な
い
。 

駅
を
出
て
寺
に
向
か
っ
て
歩
き

出
す
と
、
道
沿
い
の
水
路
を
勢
い

よ
く
水
が
流
れ
て
い
る
。
そ
の
水

路
に
架
か
る
橋
を
渡
る
時
、
何
気

な
く
流
れ
の
行
方
を
眺
め
る
と
、

５
０
ｍ
先
の
山
肌
に
ト
ン
ネ
ル
が

口
を
開
け
、
流
れ
は
闇
の
中
に
吸

い
込
ま
れ
て
い
く
。「
そ
う
か
、
こ

れ
が
琵
琶
湖
の
水
を
京
都
に
運
ぶ

琵
琶
湖
疎
水
な
ん
だ
」
と
、
そ
の

時
初
め
て
気
が
付
い
た
。 

明
治
維
新
で
京
都
は
「
千
年
の

都
」
た
る
地
位
を
失
い
、
４
０
万

人
の
人
口
は
半
分
近
く
に
な
り
衰

退
の
一
途
を
た
ど
っ
た
。
京
都
の

復
興
の
た
め
、
時
の
府
知
事
を
明

治
新
政
府
が
全
面
支
援
し
て
、
琵

琶
湖
か
ら
京
都
ま
で
全
長
２
０
キ

ロ
余
り
の
疎
水
が
完
成
し
た
。 

こ
の
大
事
業
は
、
飲
料
水
の
安

定
確
保
、
船
運
に
よ
る
物
流
の
活

性
化
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
と

と
も
に
、
日
本
初
の
水
力
発
電
所

の
建
設
に
よ
り
、
路
面
電
車
の
走

行
や
軽
工
業
の
勃
興
な
ど
京
都
の

再
生
に
大
き
く
寄
与
す
る
こ
と
に

な
る
。 

そ
れ
に
し
て
も
「
琵
琶
湖
の
水

を
京
都
に
」
と
い
う
、
と
て
つ
も

な
い
ス
ケ
ー
ル
の
構
想
を
実
現
し

た
政
治
家
達
に
は
、
只
々
畏
敬
の

念
を
抱
く
他
は
な
い
。
疎
水
の
要

所
に
は
伊
藤
博
文
、
山
県
有
朋
な

ど
、
明
治
の
元
勲
の
扁
額
が
掲
げ

ら
れ
、
府
知
事
の
銅
像
も
建
っ
て

い
る
。 

最
近
、
政
治
家
の
不
始
末
が
世

を
騒
が
せ
て
い
る
。
明
治
の
政
治

家
達
は
現
代
の
価
値
観
で
い
え
ば
、

悪
の
権
化
の
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ

る
が
、
政
治
家
と
し
て
の
ス
ケ
ー

ル
で
い
う
な
ら
ば
、
良
き
に
つ
け

悪
し
き
に
つ
け
、
現
代
政
治
家
を

軽
々
と
凌
駕
す
る
よ
う
に
思
え
る

の
だ
。 


