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（
自
由
投
稿
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中
山
道
六
十
九
次
て
く
て
く
旅 

「
近
江
か
ら
京
都
」 
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今
回
は
、
平
成
二
十
一
年
七
月
七
日
か
ら
十
月
八

日
に
渉
っ
て
歩
い
た
近
江
路
か
ら
三
条
大
橋
終
点

を
中
心
に
書
い
て
み
ま
し
た
。 
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、
柏
原
宿
〔5

.9

ｋ
ｍ
〕
を
起
点
と
し

て
、
醒
ヶ
井
宿
〔3

.9
K
m

〕
番
場
宿
〔4

K
m

〕

鳥
居
本
宿
〔5

.9
K
m

〕
高
宮
宿
〔7

.8
K
m

〕
愛

知
川
宿
〔9

.8
K
m

〕
武
佐
宿
〔1

3
.7
K
m

〕
守
山

宿
〔5

.9
K
m

〕
草
津
宿
〔1

4
.4
K
m

〕
大
津
宿

〔1
1
.8
K
m

〕
三
条
大
橋
で
す
。 

今
回
の
中
で
印
象
に
残
っ
た
幾
つ
か
の
場
所
を
書

い
て
見
ま
す
。 

[

柏
原
宿
の
や
い
と] 

中
山
道
六
十
九
次
の
六
十
番
目
の
柏
原
宿
は
、

後
醍
醐
天
皇
の
南
北
朝
時
代
に
書
か
れ
た
太
平
記

に
登
場
し
、
薬
草
の
宝
庫
、
伊
吹
山
の
ふ
も
と
で

「
よ
も
ぎ
」
で
作
ら
れ
る
伊
吹
も
ぐ
さ
の
産
地
と

し
て
有
名
。 

旅
人
は
こ
の
宿
場
で
お
灸
を
す
え
て
旅
の
疲
れ
を

癒
し
た
。「
や
い
と
」
と
は
お
灸
の
事
で
や
い
と
祭 

         

は
、
地
元
の
有
志
が
往
年
の
宿
場
の
賑
わ
い
を
取

り
戻
そ
う
と
始
め
た
祭
り
。
当
時
柏
原
に
は
「
よ

も
ぎ
」
を
売
る
店
は
数
十
軒
あ
っ
た
そ
う
で
す
が
、

現
在
は
「
伊
吹
堂
亀
谷
左
京
」
一
軒
の
み
が
営
業

し
て
い
る
。 

柏
原
歴
史
館
の
中
に
く
つ
ろ
ぎ
の
里
が
あ
り
「
や

い
と
う
ど
ん
」
を
食
べ
て
き
ま
し
た
。 

[

番
場
宿
を
有
名
に
し
た
番
場
の
忠
太
郎] 

長
谷
川
伸
の
「
瞼
の
母
」
の
主
人
公
で
蓮
華
寺

に
忠
太
郎
地
蔵
が
建
っ
て
い
ま
す
。 

番
場
宿
で
六
代
続
く
「
お
き
な
が
屋
忠
兵
衛
」
の

息
子
、「
忠
太
郎
」
は
、
父
親
の
道
楽
が
も
と
で
五

歳
の
時
に
母
親
が
家
出
し
、
十
二
歳
の
時
に
父
親

が
死
ん
で
天
涯
孤
独
。
や
く
ざ
に
身
を
落
と
し
た

忠
太
郎
は
母
親
の
面
影
を
追
っ
て
江
戸
に
出
る
。

そ
し
て
柳
橋
の
料
理
屋
水
熊
の
女
将
・
お
浜
が
母

で
あ
る
こ
と
を
知
り
訪
ね
「
お
っ
か
さ
ん
」
と
呼

び
か
け
る
の
で
す
が
、
お
浜
は
実
の
息
子
で
あ
る

と
知
り
な
が
ら
追
い
返
す
の
で
す
。
忠
太
郎
は
「
瞼

を
つ
む
れ
ば
、
昔
の
や
さ
し
い
お
っ
か
さ
ん
の
面

影
が
浮
か
ん
で
く
る
ん
だ
」
と
言
い
残
し
て
再
び

放
浪
の
た
び
に
出
る
と
い
う
筋
書
き
。 

[

摺
り
針
峠
か
ら
彦
根] 

              

江
戸
時
代
琵
琶
湖
の
周
辺
に
は
内
湖
と
呼
ば
れ

る
湿
地
帯
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
は
良
い
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新
田
開
発
の
地
と
し
て
干
拓
さ
れ
、
明
治
に
入
る

と
干
拓
事
業
は
本
格
化
し
、
琵
琶
湖
か
ら
内
湖
の

姿
を
消
し
て
い
き
ま
し
た
。
彦
根
に
入
る
と
「
お

い
で
や
す
彦
根
市
へ
」
と
書
か
れ
た
標
柱
が
三
本

立
っ
て
お
り
、
江
戸
時
代
の
旅
人
「
行
商
人
、
旅

人
，
虚
無
僧
」
の
像
が
置
か
れ
て
お
り
ま
す
。 

夕
方
彦
根
城
に
登
っ
て
き
ま
し
た
。 

[

石
山
寺
三
井
寺
そ
し
て
終
点
、
三
条
大
橋] 

京
都
が
近
づ
い
て
く
る
と
、
有
名
な
お
寺
が
あ

り
ま
す
。 

             

石
山
寺
は
、
真
言
宗
東
寺
派
の
別
格
本
山
。
千
二

百
余
年
頃
、
聖
武
天
皇
の
勅
願
に
よ
り
、 

良
弁
僧
正
に
よ
り
開
基
。
境
内
敷
地
は
三
万
六
千 

坪
、
天
然
記
念
物
や
世
界
的
に
も
珍
し
い
珪
灰
石

が
見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
紫
式
部
が
「
源
氏
物
語
」

を
執
筆
し
た
『
源
氏
の
間
』
が
あ
り
ま
す
。 

三
井
寺
「
園
城
寺
」
は
、
天
台
寺
門
宗
の
総
本
山

で
、
古
く
か
ら
日
本
四
箇
大
寺
の
一
つ
に
数
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
俗
に
「
三
井
寺
」
と
よ
ば
れ
る
の

は
、
天
智
・
天
武
・
持
統
天
皇
の
産
湯
に
用
い
ら

れ
た
霊
泉
が
あ
り
「
御
井
の
寺
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
も
の
を
、
後
に
当
寺
の
厳
儀
の
法
水
に
用
い
ら

れ
た
事
に
由
来
し
ま
す
。
鐘
楼
は
、
近
江
八
景
「
三

井
の
晩
鐘
」
で
知
ら
れ
て
お
り
、
宇
治
の
平
等
院
、

高
尾
の
神
護
寺
と
共
に
日
本
三
銘
鐘
に
数
え
ら
れ

荘
厳
な
音
色
は
有
名
で
「
日
本
の
残
し
た
い
音
風

景
百
選
」
に
も
え
ら
ば
れ
て
い
る
。・
・
・
一
回
五

百
円
で
鐘
を
突
い
て
来
ま
し
た
。 

そ
し
て
、
何
時
の
間
に
か
雨
の
京
都
三
条
大
橋
に

た
ど
り
着
き
ま
し
た
。 

中
山
道
の
旅
は
、
三
年
間
で
歩
い
た
日
数
は
延
べ

で
五
十
六
日
で
し
た
。
最
初
の
一
年
目
は
月
二
回

の
日
帰
り
で
し
た
が
、
二
年
目
か
ら
は
、
一
泊
二

日
に
な
り
、
後
半
は
二
泊
三
日
で
新
幹
線
を
使
っ

て
の
旅
に
な
り
ま
し
た
。
終
わ
っ
て
み
る
と
あ
っ

と
い
う
間
に
と
い
う
感
じ
で
す
が
、
途
中
で
は
参

加
者
が
風
邪
を
引
い
た
り
、
怪
我
を
し
た
り
、
迷

子
に
な
っ
た
り
で
結
構
い
ろ
い
ろ
な
事
が
あ
り
ま

し
た
。 

          

今
回
の
こ
と
で
、
歩
く
事
が
楽
し
く
な
り
、
ま
た

多
く
の
人
に
め
ぐ
り
合
い
、
時
に
は
励
ま
さ
れ
た

り
、
そ
し
て
新
し
い
友
達
が
出
来
た
事
が
何
よ
り

の
収
穫
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

す
っ
か
り
歩
き
中
毒
に
嵌
っ
て
お
り
ま
し
て
、
引

き
続
き
日
光
街
道
を
歩
い
て
お
り
ま
す
。 

つ
た
な
い
レ
ポ
ー
ト
で
す
が
、
今
後
と
も
宜
し
く

お
願
い
致
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


