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東
山
三
十
六
峰
と
は
、
比
叡
山
か
ら

南
に
稲
荷
山
ま
で
を
い
う
。
こ
の
間
、

お
よ
そ
三
十
六
峰
が
あ
り
、
稜
線
を

走
る
観
光
道
路
の
「
東
山
ド
ラ
イ
ブ

ウ
ェ
イ
」
は
、
北
の
九
条
山
か
ら
将
軍

塚
を
経
て
渋
谷
に
至
る
。
渋
谷
街
道

を
下
っ
た
と
こ
ろ
に
正
林
寺
が
あ
る
。

縁
起
に
は
、
そ
の
昔
小
松
谷
は
中
尾

御
陵
内
で
、
伝
教
大
師
最
澄
の
草
庵

が
あ
っ
た
と
い
う
。
平
家
一
門
が
栄

華
を
誇
っ
た
こ
ろ
に
平
重
盛
の
屋
形

と
な
り
、
小
松
殿
と
称
し
た
。
承
安
四

年
（
一
一
七
四
）
重
盛
は
こ
こ
に
灯
篭

堂
を
造
営
。
四
十
八
の
灯
明
を
点
し
、

阿
弥
陀
如
来
の
荘
厳
浄
土
を
現
し
、

極
楽
往
生
を
願
っ
た
の
で
あ
る
。

平
家
没
落
の
後
、
九
条
関
白
兼
実
の

山
荘
と
な

り
、
月
輪
御

殿
造
営
の

際
に
別
に

一
宇
を
建

立
し
、
法
然

上
人
を
招

い
て
常
に

法
談
を
静

聴
さ
れ
た
。

建
仁
二
年

（
一
二
○
二
）
正
月
、
剃
髪
し
た
旧
跡
で

あ
る
。
ま
た
元
久
二
年
（
一
二
○
五
）
法

然
上
人
は
虐
病
（
熱
病
）
を
息
い
、
諸
々

の
治
療
に
も
癒
え
な
か
っ
た
。
兼
実
公

は
心
配
の
余
り
、
聖
覚
法
師
に
命
じ
、

修
法
を
も
っ
て
平
癒
を
祈
ら
れ
た
。
法

然
上
人
は
、
こ
こ
を
終
焉
の
地
と
思
し

召
し
て
か
、
歌
を
詠
ま
れ
た
と
い
う
。

　
千
歳
ふ
る
小
松
の
も
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
み
か
に
て

　
　
無
量
壽
佛
の
む
か
へ
を
ぞ
ま
つ

や
が
て
健
康
を
と
り
も
ど
さ
れ
た
法

然
上
人
は
久
し
く
住
ま
わ
れ
た
が
、
御

歳
七
十
五
歳
に
し
て
遠
島
配
流
の
身
と

な
り
、
讃
岐
へ
御
左
遷
の
折
は
、
当
寺

よ
り
出
立
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

建
永
二
年
三
月
十
六
日
（
一
二
○

七
）、一
行
は
鳥
羽
の
南
門
よ
り
川
船
に

乗
っ
た
。
こ
の
不
幸
を
見
送
っ
た
九
条

兼
実
公
は
、
僅
か
一
ヶ
月
を
経
ず
し
て

大
往
生
を
遂
げ
ら
れ
た
。

そ
の
後
、
応
仁
の
兵
乱
（
一
四
六
七
）

に
よ
り
、
い
っ
た
ん
は
廃
絶
し
た
が
、

正
徳
年
中
（
一
七
一
一
）
華
頂
山
の
義

山
上
人
お
よ
び
そ
の
弟
子
恵
空
上
人
に

よ
っ
て
復
興
。
時
に
兼
実
公
の
末
裔
九

条
植
基
公
よ
り
河
原
御
殿
の
一
部
を
給

り
堂
宇
と
し
た
。
現
今
の
大
師
堂
、
庫

裏
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
の
ち
延
享
年

間
（
一
七
四
四
ヽ
）
よ
り
宝
暦
年
間
に

か
け
て
阿
弥
陀
堂
、
山
門
、
鐘
楼
堂
等

を
完
成
。
東
山
の
名
刹
と
し
て
洛
東
名

藍
の
一
と
な
る
。
阿
弥
陀
堂
は
法
王
殿

と
称
し
、
丈
六
阿
弥
陀
ご
一
尊
の
大
像

を
安
置
。

大
師
堂
に
奉
安
す
る
法
然
上
人
像
は
、

上
人
配
所
よ
り
お
帰
り
の
勅
免
を
蒙
っ

た
と
き
、
結
縁
の
記
念
に
自
作
の
像
を

信
徒
の
者
に
遣
し
お
か
れ
た
も
の
で
、

当
寺
再
興
の
と
き
霊
夢
に
感
じ
て
こ
こ

に
迎
え
て
本
尊
と
し
た
の
は
、
不
思
議

な
因
縁
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。現
在
、

渋
谷
街
道
に
面
し
て
、
雄
大
な
山
門
が

聳
え
る
。
こ
れ
よ
り
奥
に
大
堂
伽
藍
を

構
え
、往
古
の
繁
栄
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

法然上人ご誕生の時、白幡天より降る

上
人
を
偲
ぶ

京
都
の
東
山
の
麓
に
、
華
頂
山

知
恩
教
院
太
谷
寺
と
い
う
大
き
な

お
寺
が
あ
り
ま
す
。
一
般
に
は
単

に
知
恩
院
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

浄
土
宗
を
開
い
た
、
念
仏
の
元
祖

法
然
上
人
の
お
墓
が
あ
る
こ
の
お

寺
は
、
浄
士
宗
総
本
山
と
し
て
栄

え
て
お
り
ま
す
。

毎
年
春
四
月
、
サ
ク
ラ
の
花
の

咲
き
乱
れ
る
円
山
公
園
の
あ
た
り

を
散
策
し
ま
す
と
、
立
ち
並
ぶ
老

い
松
の
梢
を
縫
う
徴
風
に
乗
っ
て
、

大
衆
の
唱
和
す
る
お
念
仏
の
声
が
、

蝉
し
ぐ
れ
の
よ
う
に
聴
え
て
き
ま

法
然
上
人
の
ご
生
涯
（
そ
の
一
）

す
。
法
然
上
人
の
亡
く
な
っ
た
日

を
記
念
し
て
そ
の
遺
業
を
偲
び
、

お
徳
を
讃
え
て
つ
と
め
る
「
御
忌

会
」
と
い
う
大
法
要
が
営
ま
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
法
要
に
は
、
お
花
見
や
観

光
を
か
ね
て
全
国
か
ら
京
へ
集

ま
っ
た
大
勢
の
善
男
善
女
が
群
れ

を
な
し
て
お
詣
り
に
く
る
た
め
、

広
い
境
内
は
大
変
な
賑
わ
い
を
見

せ
、
今
さ
ら
な
が
ら
上
人
の
お
徳

の
高
さ
が
偲
ば
れ
ま
す
。

お
誕
生

さ
て
、
法
然
上
人
は
、
今
か
ら

系
の
一
有
力
な
家
の
出
身
で
し

た
。
し
か
し
、
夫
婦
の
間
に
は
永

い
間
、
子
ど
も
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
の
で
、
信
仰
心
の
篤
い
二
人

は
、
常
々
神
仏
に
お
参
り
し
て
世

嗣
ぎ
の
授
か
る
よ
う
に
、
と
祈
願

し
て
い
ま
し
た
。

す
る
と
あ
る
夜
、
母
親
は
、
剃

刀
を
呑
む
と
い
う
夢
を
見
て
懐
妊

し
、
四
月
七
日
、
お
釈
迦
さ
ま
の

誕
生
日
と
し
て
知
ら
れ
る
四
月
八

日
の
前
日
、
珠
の
よ
う
な
男
の
子

に
恵
ま
れ
た
の
で
し
た
。

そ
の
日
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く

二
流
れ
の
白
い
幡
が
飛
ん
で
き
て

漆
間
家
の
屋
敷
に
あ
る
椋
の
木
の

梢
に
ひ
っ
か
か
り
、
美
し
い
楽
の

音
を
響
か
せ
な
が
ら
七
日
を
経

て
、
ま
た
、
ど
こ
と
な
く
飛
び
去

る
、
と
い
う
め
で
た
い
奇
瑞
が

あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

両
親
の
喜
び
は
た
と
え
よ
う
も

な
く
、
こ
れ
は
き
っ
と
仏
さ
ま
の

授
か
り
子
で
あ
る
に
違
い
な
い
、

と
思
っ
て
「
勢
至
丸
」
と
名
づ

け
、
愛
情
こ
め
て
育
て
ま
し
た
。

八
百
五
十
年
前
の
長
承
二
年
（
一

一
三
三
）
四
月
七
日
、
美
作
国
久
米

南
条
稲
岡
庄
、
つ
ま
り
現
在
の
岡

山
県
で
お
生
ま
れ
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
出
生
地
に
建
て
ら
れ
た
の
が
、

今
の
誕
生
寺
で
あ
り
ま
す
。

法
然
上
人
の
父
は
漆
間
時
国
と
い

う
地
方
豪
族
で
家
柄
も
古
く
、
そ

の
地
の
治
安
を
担
当
す
る
押
領
使

と
い
う
役
人
を
つ
と
め
て
い
ま
し

た
。
母
は
秦
氏
と
い
っ
て
、
渡
来
人

しょうりんじ

京都小松谷　正林寺
京都市東山区渋谷通東大路東入三丁目上馬町

｛御詠歌｝千歳ふる小松のもとをすみかにて
　　　　　　無量壽佛のむかへをぞまつ
｛本　尊｝法然上人
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内
容
の
一
部

◎
い
の
ち
を
見
失
っ
た
現
代
社
会

「
ま
ず
今
の
社
会
の
ど
こ
に
間
題
が

あ
る
の
か
考
え
て
み
ま
す
と
、
第
一

に
い
の
ち
を
見
失
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
生
き
物
を
、

生
き
て
い
る
も
の
と
思
わ
な
い
人
が

多
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
小
さ
な
子

供
も
そ
う
で
す
。
最
近
は
自
然
に
親

し
み
、
野
や
山
へ
行
っ
て
虫
取
り
を

す
る
と
い
う
こ
と
を
あ
ま
り
し
な
く

な
り
ま
し
た
。
そ
の
か
わ
り
デ
パ
ー

ト
へ
行
く
と
カ
ブ
ト
ム
シ
を
売
っ
て

い
ま
す
。
子
供
は
お
金
を
出
し
て

買
っ
た
も
の
を
飼
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
カ
ブ
ト
ム
シ
が
死
ん
で
し
ま
う
と
、

子
供
が
な
ん
と
言
う
か
、「
あ
っ
お
母

さ
ん
カ
ブ
ト
ム
シ
動
か
な
く

な
っ
た
。
電
池
が
切
れ
た
ら

し
い
よ
、
カ
ブ
ト
ム
シ
の
電

池
ど
こ
に
入
っ
て
い
る
の
、

電
池
替
え
た
ら
動
く
で

し
ょ
」
と
言
う
。

電
池
で
動
く
自
動
車
の
お

も
ち
や
の
隣
に
カ
ブ
ト
ム
シ

が
売
っ
て
い
れ
ば
、
カ
ブ
ト

ム
シ
も
電
池
で
動
く
、
電
池
を
取
り

替
え
た
ら
ま
た
動
き
出
す
と
思
っ
て

も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

人
工
的
に
作
っ
た
お
も
ち
ゃ
と
自
然

の
い
の
ち
と
の
区
別
が
つ
か
な
く

な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に

い
の
ち
を
物
と
間
じ
よ
う
に
考
え
る

よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
か
ら
、

猫
を
殺
す
と
お
も
し
ろ
い
と
か
、
い

つ
の
ま
に
か
人
を
殺
し
て
み
た
い
と

い
う
発
想
も
現
わ
れ
ま
す
。
何
の
悪

意
も
感
ず
る
こ
と
な
く
、
た
め
ら
い

も
な
く
人
が
殺
せ
る
よ
う
な
子
供
が

育
っ
て
く
る
、
こ
れ
が
現
代
社
会
で

す
。」

東
海
学
園
大
学
教
授
　
奈
倉
　
道
隆

同
朋
舎
よ
り
出
版
さ
れ
ま
し
た
。

お
求
め
は
有
名
書
店
ま
た
は
お
寺
へ

の
で
す
が
、
戦
後
は
僧
侶
も
地
域
社

会
と
の
接
触
な
ど
の
た
め
に
、
洋
服

を
着
て
外
出
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ

た
た
め
、
袈
裟
を
簡
略
化
し
た
輪
袈

裟
を
か
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ご
質
問
の
よ
う
に
、病
院
で
の
袈
裟

使
用
に
は
、
賛
否
両
論
あ
る
と
思
い

ま
す
。
近
年
で
は
と
く
に
袈
裟
と

「
死
」
を
オ
ー
パ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
て
、

忌
み
嫌
う
方
が
多
い
こ
と
か
ら
、
今

回
の
よ
う
な
討
論
に
な
っ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
一
方
、
同
じ
よ
う
に
布

教
と
葬
儀
に
か
か
わ
り
な
が
ら
、
制

服
を
者
て
病
院
へ
出
入
り
し
て
も
何

も
い
わ
れ
な
い
教
会
の
牧
師
さ
ん
と

で
は
ど
こ
が
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。

僧
侶
が
葬
儀
式
に
の
み
か
か
わ
っ
て

い
る
か
の
よ
う
に
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
こ
の
現
実
を
、
素
直
に
反
省
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

僧
侶
と
病
院
の
か
か
わ
り
か
ら
中
し

ま
す
と
、
最
近
不
治
の
病
で
病
床
に

あ
る
人
た
ち
に
対
し
て
、
少
し
で
も

心
の
安
ら
ぎ
を
も
っ
て
も
ら
え
る
よ

う
、
仏
教
ホ
ス
ピ
ス
の
活
動
が
全
国

的
に
始
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。死

を
宣
告
さ
れ
臨
終
を
待
つ
だ
け
の

Ｑ
、
わ
た
し
の
病
室
へ
、
お
坊
さ

ん
が
輪
袈
裟
を
掛
け
て
見
舞
い
に
こ

ら
れ
ま
し
た
。
後
で
、
病
院
で
の
袈
裟

の
使
用
を
め
ぐ
っ
て
良
否
の
討
論
と

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ど
の
よ
う

な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

Ａ
、
袈
裟
と
は
、
も
と
も
と
お
釈

迦
さ
ま
が
定
め
ら
れ
た
僧
侶
の
制
服

で
す
。
通
常
は
衣
の
上
に
か
け
る
も

　
仏
事
の
Ｑ
＆
Ａ

　
仏
事
の
Ｑ
＆
Ａ

た
げ
な
。
お
寺
ぢ
や
お
中
日
で
も
あ

る
げ
、
又
あ
た
で
夜
の
お
勤
め
、
お
説

教
ん
あ
っ
た
げ
な
。
昭
和
の
御
代
に

仏
さ
ん
か
ら
後
光
ん
さ
す
て
ん
な
ん

て
ん
考
え
ら
れ
ん
こ
つ
ば
っ
て
ん
、

ほ
ん
な
事
あ
っ
た
珍
し
か
話
た
い
。

久
留
米
ん
昔
話
　
松
田
康
夫
著
よ
り

※
　
お
光
を
出
さ
れ
た
法
然
上
人
像

は
昭
和
二
十
年
の
久
留
米
空
襲
で
焼

失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

光
る
法
然
上
人
像

昭
和
九
年
の
三
月
、春
の
御
彼
岸
の

ち
よ
う
ど
御
中
日
の
夕
方
、
無
量
寺

ん
前
ぱ
通
り
ご
ざ
っ
た
、
よ
そ
ん
お

ば
さ
ん
の
御
み
堂
ん
前
で
腰
の
抜
け

た
ご
つ
な
り
、
そ
け
べ
タ
ー
ッ
と
ど

べ
く
り
坐
っ
つ
て
し
ま
わ
し
ゃ
っ
た

げ
な
。
手
合
せ
ち
声
も
出
ん
げ
な
、
あ

ん
ま
り
た
ま
が
っ
て
し
も
ち
や
っ
と

た
い
。
そ
り
も
そ
う
ぢ
や
ろ
御
み
堂

ん
中
ん
法
然
上
人
の
御
尊
像
さ
ん
か

ら
後
光
の
パ
ー
ッ
と
さ
し
よ
る
げ
な

も
ん
。
寺
ん
前
ん
あ
わ
や
お
こ
し
屋

ん
大
将
が
道
に
ど
ん
坐
っ
と
る
お
ば

ざ
ん
ば
見
つ
げ
ち
飛
う
で
助
に
出
て

来
ら
し
や
っ
た
ら
、
お
ば
さ
ん
な
声

ん
出
ら
ん
け
眼
ば
パ
チ
パ
チ
で
指
さ

す
ば
っ
か
り
。
そ
こ
で
大
将
も
御
み

堂
み
て
び
っ
く
り
迎
天
、
あ
り
が
た

か
こ
つ
ち
手
合
す
っ
と
と
一
諸
に
寺

さ
ん
走
り
込
う
で
お
住
職
さ
ん
に
知

ら
せ
ら
っ
し
や
っ
た
げ
な
。
お
住
職

さ
ん
も
本
堂
に
入
っ
て
び
っ
く
り
げ

な
た
い
。
そ
ん
う
ち
表
ば
通
り
よ
っ

た
人
達
の
三
十
人
ぐ
れ
な
っ
て
、
皆

御
尊
像
さ
ん
に
手
合
せ
て
お
参
り
し

上
人
が
こ
の
よ
う
な
月
の
ひ
か
り
に

托
し
て
示
そ
う
と
さ
れ
た
仏
の
光
明

は
、
日
月
の
ひ
か
り
の
さ
し
こ
め
な

い
心
の
奥
深
く
ま
で
入
り
こ
ん
で
、

心
霊
の
闇
を
う
ち
や
ぶ
る
は
た
ら
き

を
も
っ
て
い
る
。
と
も
か
く
こ
の
和

歌
は
前
半
と
後
半
と
に
わ
け
て
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
前

半
の
句
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
み
こ

こ
ろ
を
、
後
半
の
句
は
本
願
に
救
わ

れ
る
衆
生
の
心
行
を
内
容
と
し
て
い

る
。先

ず
前
半
の
句
は
、仏
の
光
明
は
善

人
悪
人
な
ど
と
わ
け
へ
だ
て
す
る
こ

と
な
く
、
い
か
な
る
人
間
を
も
一
律

平
等
に
も
れ
な
く
救
済
し
よ
う
と
さ

れ
る
阿
弥
陀
仏
の
み
こ
こ
ろ
を
よ
く

あ
ら
わ
し
て
い
る
。

阿
弥
陀
仏
が
浄
土
を
か
ま
え
ら
れ
た

と
い
う
こ
と
は
ご
自
身
の
た
め
に
な

さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
苦
悩
を
感
じ

不
安
に
お
び
え
な
が
ら
、
や
す
ら
ぎ

の
世
界
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
人

生
を
送
っ
て
い
る
人
に
浄
土
を
思
慕

す
る
心
を
喚
起
せ
し
め
よ
う
と
し
て

浄
土
を
構
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

病
人
に
は
、
死
の
断
末
魔
の
叫
び
や

家
族
に
も
い
え
な
い
苦
悩
が
多
く
あ

る
と
思
い
ま
す
。

『
臨
終
行
儀
』
と
い
う
古
い
書
物
の

中
に
も
、
人
が
死
に
直
面
し
た
時
に

は
三
種
の
「
愛
心
」
と
い
う
執
着
心
を

起
こ
す
、
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
家

族
、
財
産
な
ど
へ
の
愛
着
（
境
界
）、

た
だ
自
分
の
体
、
身
命
の
み
へ
の
愛

着
（
自
体
）、
最
後
は
死
後
の
世
界
は

ど
う
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
へ
の
執

着
（
当
生
）
の
三
つ
を
い
い
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
悩
み
や
苦
し
み
に
、仏

教
者
と
し
て
耳
を
傾
け
、
患
者
さ
ん

が
生
命
を
ま
っ
と
う
す
る
た
め
の
援

助
、
精
神
的
ケ
ア
を
し
よ
う
と
い
う

も
の
で
す
。

こ
の
時
の
服
装
は
お
の
お
の
自
由
で

す
が
、
患
者
さ
ん
の
中
に
は
法
服
に

袈
裟
の
方
が
心
が
落
ち
着
け
て
い
い

と
い
わ
れ
る
方
も
あ
る
そ
う
で
す
。

こ
の
よ
う
な
時
に
は
希
望
に
応
じ
て

輸
袈
裟
を
か
け
て
、
病
室
に
出
入
り

す
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、

一
般
の
入
院
患
者
や
家
族
の
方
々
に

は
い
っ
そ
う
の
ご
理
解
を
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　
浄
土
宗
な
ん
で
も
相
談
室
よ
り

阿
弥
陀
仏
の
み
心
と
衆
生

法
然
上
人
は「
月
か
げ
の
い
た
ら
ぬ

さ
と
は
な
け
れ
ど
も
な
が
む
る
人
の

心
に
ぞ
す
む
」
と
い
う
和
歌
を
遣
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
ほ
と
け
の
光
明

は
あ
ま
ね
く
十
方
の
世
界
を
照
ら
し

て
、
念
仏
の
衆
生
を
摂
取
し
て
捨
て

た
ま
わ
ず
」（『
観
無
量
寿
経
』
第
九
仏

身
観
の
文
で
「
摂
益
の
文
」
と
も
い

う
）
と
い
う
、
阿
弥
陀
仏
の
み
こ
こ
ろ

を
月
に
托
し
て
よ
ま
れ
た
も
の
で
あ

る
。月

の
ひ
か
り
は
山
も
河
も
、平
野
も

海
も
、
都
会
も
寒
村
も
、
男
も
女
も
、

貧
し
い
人
も
富
め
る
人
も
、
か
し
こ

い
人
も
お
ろ
か
な
人
も
、
あ
り
と
あ

ら
ゆ
る
相
異
を
差
別
し
な
い
で
、
一

律
平
等
に
照
ら
し
だ
し
て
い
る
。
し

か
し
い
か
な
る
名
月
も
、
こ
れ
を
な

が
め
よ
う
と
し
な
い
人
の
こ
こ
ろ
を

ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
が
、
た

だ
戸
外
に
た
た
ず
ん
で
月
の
ひ
か
り

を
仰
ぐ
人
だ
け
が
、
月
の
ひ
か
り
に

じ
か
に
触
れ
、
月
の
ひ
か
り
に
包
ま

れ
て
、
そ
の
風
情
を
心
に
宿
す
こ
と

が
で
き
る
。


