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東
山
は
宝
の
山 

 
 
 

則
光
や
今
の
人
に
は
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
東
山 

   

下
米
田
に
居
を
移
し
て
し
ば
ら
く
に
な
る
が
、
当
初
、

地
元
の
人
が
言
う
「
東
山 

ヒ
ガ
シ
ヤ
マ
」
と
い
う
地
名

に
興
味
を
持
っ
て
い
た
。
ま
ず
、
「
こ
の
山
は
ど
こ
に
あ

る
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
周
囲
を
見
回
し
て
、
「
馬

串
山
」
は
明
瞭
に
わ
か
る
。
「
白
山
」
も
よ
く
わ
か
る
。

西
脇
や
今
、
則
光
か
ら
み
る
と
、
そ
の
他
に
山
ら
し
い
も

の
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
後
、
色
々
と
調
べ
て
い
く
と
、

こ
の
東
山
は
白
山
の
麓
の
高
ま
り
を
指
す
ら
し
い
こ
と
が

分
か
っ
て
き
た
。 

  

今
の
歩
道
橋
の
上
か
ら
白
山
を
見
る
と
、
上
の
写
真
ん

の
よ
う
に
白
山
の
麓
に
水
平
に
土
地
の
高
ま
り
が
み
ら
れ

る
。(

写
真
中
赤
線
で
し
め
し
た
と
こ
ろ)

 

   

「
東
」
「
山
」
と
分
け
て
考
え
れ
ば
、
自
分
た
ち
の
居

住
地
よ
り
「
東
に
あ
る
山
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ

に
権
益(

土
地
所
有
と
入
会
権)

を
持
つ
人
々
は
、
則
光
や

今
の
人
々
で
あ
る
。
「
ヒ
ガ
シ
ヤ
マ
」
と
「
白
山
」
の
境

界
は
地
質
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
地
質
図
を
み
る
と
白
山

東
斜
面
の

th

で
表
示
さ
れ
る
部
分
が
「
木
曽
川
高
位
段

丘
」そ
の
南
西
が
木
曽
川
泥
流
の
堆
積
物
と
な
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
東
山
の
部
分
は
、
美
濃
帯
堆
積
岩
類
か
ら
な
る
基
盤
岩
の
上

に
第
四
紀
の
堆
積
物
が
堆
積
し
た
地
質
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

こ
れ
は
、
飛
騨
川
対
岸
の
山
之
上
の
地
質
に
相
当
す
る
。
上
写
真
の
赤

線
で
示
し
た
部
分
が
そ
の
境
界
線
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
線
に
沿

っ
て
、
送
電
線
の
橋
脚
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。 

  

こ
の
東
山
の
部
分
は
、
江
戸
時
代
か
ら
農
民
の
草
刈
り
場
・
た
め
池
用

地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。
農
業
活
動
に
は
切
っ
て
も
切
れ
な
か
っ
た

重
要
な
土
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 
 

注 
 

上
記
の
図
は
、
ジ
オ
ラ
ン
ド
岐
阜
の
地
質
図
で
あ
る
。
白
山
の
本
体
は
美
濃
帯
堆
積
岩

類
か
ら
な
る
チ
ャ
ー
ト
類(

茶
色)

か
ら
な
り
、
そ
の
西
麓
に
高
位
段
丘
の
堆
積
面
が
あ
る
。
牧
野

に
は
こ
れ
が
な
い
た
め
農
業
活
動
が
阻
害
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。 

ヨ
ナ
ダ
ー
が
下
米
田
・
牧
野
の
色
々
な
見
ど
こ
ろ
を
紹
介
す
る
よ 


