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ｂ
．復
路
（
武
生
→
京
）

　
「
南
条
郡
誌
」
な
ど
で
は
、
紫
式

部
は
復
路
も
往
路
と
同
じ
山
中
峠

越
説
だ
っ
た
。
最
近
で
は
大
良
集

落
南
側
の
タ
コ
の
呼
坂
か
ら
大
谷

集
落
に
入
っ
た
と
す
る
コ
ー
ス
が

定
説
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由

は
、
紫
式
部
集
の
中
に
あ
る
次
の

文
章
と
歌
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

『
都
の
方
へ
と
て
か
へ
る

4

4

4

山
越
え

け
る
に
、
呼
坂
と
い
ふ
な
る
所
の

わ
り
な
き
か
け
路
に
、
輿コ
シ

も
か
き

わ
ず
ら
ふ
を
恐
オ
ソ
ロ
し
と
思
ふ
に
、
猿サ

ル

の
木
の
葉
の
中
よ
り
、
い
と
多
く

出
で
来
た
れ
ば
』（
と
前
書
し
て
）

「
・
猿マ

シ

も
な
ほ
遠オ

チ
カ
タ
ビ
ト

方
人
の
声
か
は
せ

わ
れ
越
し
わ
ぶ
る
た
こ

4

4

の
呼
坂
」

（
お
猿
さ
ん
達
よ
、
遠
く
都
へ
帰

ろ
う
と
し
て
い
る
タ
コ
の
呼
坂
で

輿
か
つ
ぎ
に
難
渋
し
て
い
る
私
達

に
声
を
か
け
合
っ
て
力
づ
け
て
お

く
れ
）
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、武
生
か
ら
タ
コ
の
呼
坂
・

大
谷
ま
で
の
道
に
つ
い
て
は
、
次

の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る（
図
参
照
）。

源
氏
物
語
千
年
紀
に
寄
せ
て

紫
式
部
の
通
っ
た
道（
二
）

ア
．春
日
野
・
具
谷
峠
コ
ー
ス

　

次
の
菅
谷
コ
ー
ス
に
比
べ
て
距

離
が
約
一
．
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
短

く
、
登
坂
高
度
も
約
百
メ
ー
ト
ル

低
い
の
で
「
福
井
の
歴
史
街
道
」

（
上
杉
喜
寿
著
）
や
「
河
野
村
誌
」

な
ど
で
は
「
タ
コ
の
呼
坂
道
」
と

し
て
こ
の
コ
ー
ス
説
を
推
薦
し
て

い
る
。
し
か
し
、
春
日
野
か
ら
具

谷
間
の
具
谷
峠
越
は
急
勾
配
な
の

で
ジ
グ
ザ
グ
道
が
多
く
地
元
で
は

「
七ナ
ナ
マ
ガ
リ曲
峠
」「
七
万
曲
峠
」
と
も
呼

ば
れ
て
お
り
、
先
述
の
式
部
の
文

に
も
あ
る
よ
う
に
輿
で
移
動
す
る

式
部
一
行
に
と
っ
て
は
無
理
な

コ
ー
ス
だ
と
し
た
い
。

イ
．大
塩
・
菅
谷
峠
コ
ー
ス

　

こ
の
道
は
先
月
号
で
も
述
べ
た

よ
う
に
「
ま
ぼ
ろ
し
の
北
陸
道
」

と
も
呼
ば
れ
、
古
代
か
ら
五
幡
・

元
比
田
～
大
谷
・
大
良
で
焼
か
れ

た
塩
を
越
前（
大
塩
）に
送
る「
塩

の
道
」
で
あ
る
。
従
っ
て
、
瓜
生

野
か
ら
菅
谷
峠
ま
で
の
尾
根
伝
い

道
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
塩
を
運

ぶ
人
夫
や
牛
馬
の
往
来
で
け
ず
ら

れ
、
幅
広
い
（
三
メ
ー
ト
ル
以

上
）
Ｕ
字
路
と
な
っ
て
今
も
は
っ

き
り
残
っ
て
い
る
。
ま
た
菅
谷
峠

か
ら
谷
川
に
沿
っ
て
の
降
り
道
の

要
所
に
は
大
き
な
「
休
石
」
が
置

か
れ
た
り
、
谷
川
に
は
川
幅
一
ぱ

い
に
石
積
が
あ
り
、
川
の
水
も
通

し
な
が
ら
上
表
面
は
道
と
し
て
使

わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
朝
鮮
式
石

橋
と
も
い
わ
れ
、
古
代
に
お
い
て

百ク

済ダ
ラ

・
新シ

ラ

羅ギ

か
ら
の
技
術
者
の
指

導
で
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

私
が
こ
の
道
を
通
っ
た
と
す
る

も
う
一
つ
の
理
由
は
、
紫
式
部
が

武
生
で
詠
ん
だ
次
の
歌
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。

『
降
り
積ツ

み
て
、
い
と
む
つ
か
し

き
雪
を
、
か
き
捨
て
て
山
の
よ
う

に
し
な
し
た
る
に
、
人
々
登
り
て

「
な
ほ
、
こ
れ
出イ

で
て
見
給
へ
」

と
言
へ
ば
』（
と
前
書
し
て
）

「
・
故フ

ル
サ
ト郷
に
帰カ

エ
る
山
路
の
そ
れ
な
ら
ば

　

心
や
ゆ
く
と
ゆ
き
も
見
て
ま
し
」

と
あ
る
。

　

式
部
の
歌
は
、
自
然
を
描
写
す

る
叙
情
歌
よ
り
自
分
の
心
情
の
動

き
を
詠
む
も
の
が
多
い
が
、
こ
れ

も
そ
の
一
つ
だ
ろ
う
。
北
陸
の
冬

は
、
式
部
に
と
っ
て
「
い
と
む
つ

か
し
き
雪
」（
大
変
不
快
で
う
っ

と
う
し
い
雪
）
と
表
現
す
る
。
お

そ
ら
く
毎
日
毎
日
ホ
ノ
ケ
山
の
方

を
見
な
が
ら
、
あ
の
山
を
通
っ
て

早
く
京
に
帰
り
た
い
と
思
っ
て
い

～
和
の
風
～
町
長
随
想	

増
澤 

善
和

た
と
思
う
。
従
っ
て
、
召
使
い
達

が
雪
山
に
登
っ
て
は
し
ゃ
い
で
い

て
も
、
式
部
は
と
て
も
そ
ん
な
気

持
に
な
れ
ず
「
そ
れ
が
都
へ
帰4

る

と
縁
づ
け
ら
れ
る
今
庄
の
か
え
る

4

4

4

の
山
々
な
ら
ば
…
」
と
な
っ
た
の

だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ

の
道
は
当
時
と
し
て
は
大
変
整
備

さ
れ
た
道
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

と
、
毎
日
望
郷
の
念
で
眺
め
た
か4

え
る

4

4

の
山
の
一
つ
ホ
ノ
ケ
山
（
菅

谷
峠
）
を
通
っ
て
早
く
都
に
帰
り

た
い
と
思
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と

い
う
式
部
の
心
情
な
ど
と
も
合
わ

せ
考
え
る
と
、
私
は
こ
の
コ
ー
ス

を
選
ん
だ
も
の
と
推
定
し
た
い
。

③
紫
式
部
と
タ
コ
の
呼
坂
と
の
関
係

　

往
路
の
山
中
峠
コ
ー
ス
よ

り
険ケ
ワ

し
い
大
谷
の
「
タ
コ
の

呼
坂
」
コ
ー
ス
を
選
ん
だ
の

は
な
ぜ
か
。
復
路
の
越
前
の

中
で
式
部
は
一
首
だ
け
詠
ん

だ
の
が
先
述
の
大
谷
の
「
タ

コ
の
呼
坂
」
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
坂
道
が
大
き
な
目

標
だ
っ
た
と
考
え
る
。

　

そ
の
理
由
と
し
て
、
次
の

三
つ
を
あ
げ
て
み
た
い
。

ａ
．万
葉
集
の
歌
か
ら

　

現
在
の
静
岡
県
清
水
市
の

興オ
キ

津
と
由
比
町
の
間
に
薩サ

ツ

多
峠
が
あ
る
が
、
古
代
に
は

「
手タ

ゴ児
（
又
は
田タ

子コ

）
の
呼
坂
」

と
呼
ば
れ
、
万
葉
集
に
は
こ
の
呼

坂
に
関
連
す
る
恋
の
歌
が
い
く
つ

か
出
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
峠

に
は
「
愛
し
合
う
男
神
と
女
神
が

呼
び
合
っ
た
」
と
す
る
伝
説
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
万
葉
集
の

中
に

「
・
東
海
の
手
児
の
呼
坂
越
え
か
ね
て

山
に
か
寝
む
も
宿
り
は
な
し
に
」

と
い
う
歌
が
あ
る
。
解
説
書
に
は

次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。「
今

夜
、
夜ヨ

バ這
い
の
約
束
は
し
た
け
れ

ど
も
、
悪
神
に
邪ジ
ャ

魔マ

さ
れ
て
女
の

許
に
行
け
ず
、
山
に
野
宿
す
る
こ

と
に
な
っ
た
男
の
悲
し
み
の
歌
」。

「
夜
這
い
」
と
は
夜
中
に
男
が
女

図（4）峠道高低図（復路） の
部
屋
に
し
の
び
込
む
こ
と
だ

が
、
も
と
も
と
大ヤ
マ
ト和

詞コ
ト
バ

（
漢
字
が

日
本
に
入
る
前
の
言
葉
）
に
「
よ4

ば
う

4

4

」と
い
う
言
葉
が
あ
っ
て「
結

婚
を
求
め
て
呼
び
合
う
」
と
い
う

の
が
本
義
で
あ
る
。
漢
字
が
入
っ

て
、
嫁ヨ
バ

い
・
婚ヨ

バ

い
・
夜
這
い
な
ど

が
当ア
テ

字ジ

と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
ど
う
せ
当
字
な
ら
ば
、

本
文
中
で
は
「
夜ヨ

媒バ
イ

」
で
表
し
た

い
（
媒
は
仲
だ
ち
の
意
）。

　

さ
て
、
東
海
道
の
「
手
児
の
呼

坂
」
で
は
若
い
男
女
が
呼
び
合
っ

て
夜
媒
の
約
束
を
す
る
風
習
が
あ

る
こ
と
が
、
先
の
万
葉
集
の
歌
を

通
し
て
京
の
貴
族
達
は
知
っ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
東
海

よ
り
も
っ
と
近
い
越
前
の
大
谷
付

近
に
、
よ
く
似
た
名
前
の
「
タ
コ

の
呼
坂
」
が
あ
り
同
じ
夜
媒
の
風

習
が
あ
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
、
こ
の
時
代
に
は
当
町
の

大
谷
と
京
の
藤
原

一
族
と
の
間
に
深

い
関
係
（
後
で
述

べ
る
）
が
あ
っ
た

こ
と
か
ら
推
測
で

き
る
。

　

当
時
の
紫
式
部

は
二
十
六
歳
の
多

感
な
娘
盛
り
で
あ

り
、
帰
京
し
て
書

き
始
め
た
一
大
長

編
ロ
マ
ン
「
源
氏

物
語
」
の
構
想
と

し
て
、
ぜ
ひ
と
も

「
タ
コ
の
呼
坂
」
を

見
て
お
き
た
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
源
氏
物
語

の
主
人
公
の
光
源

氏
の
殆
ん
ど
の
恋

が
、
歌
を
詠
み
合

う
と
い
う
「
呼
坂
」
が
き
っ
か
け

で
（
こ
れ
が
無
い
場
合
も
あ
る
が
）、

夜
媒
と
な
る
こ
と
が
殆
ん
ど
で
あ

る
こ
と
か
ら
も
推
論
で
き
る
。

ｂ
．藤
原
宣ノ

ブ
タ
カ孝（

式
部
の
夫
）か
ら

　

式
部
は
帰
京
一
年
後
に
結
婚
す

る
が
、
相
手
は
父
の
友
人
で
式
部

と
は
ま
た
い
と
こ

4

4

4

4

4

の
藤
原
宣
孝
で

あ
る
。
宣
孝
は
当
時
四
十
七
歳
、

既
に
数
人
の
妻
が
あ
り
、
長
男
は

式
部
と
同
じ
二
十
七
歳
。
親
子
程

年
が
離
れ
、
式
部
と
は
性
格
が
違

う
ハ
デ
好
き
な
男
に
、
初
婚
の
式

部
が
な
ぜ
嫁
い
だ
か
、
謎
で
は
あ

る
が
こ
こ
で
は
二
人
の
間
に
夜
媒

が
あ
っ
た
と
推
理
し
た
い
。
そ
の

理
由
と
し
て
、
紫
式
部
集
に
残
さ

れ
た
歌
を
紹
介
す
る
。

『
方カ
タ
タ
ガ違

へ
に
わ
た
り
た
る
人
の
、

な
ま
お
ぼ
お
ぼ
し
き
こ
と
あ
り

て
、
帰
り
に
け
る
早ツ
ト
メ
テ朝
、
朝
顔
の

花
を
や
る
と
て
（
前
書
）

「
・
お
ぼ
つ
か
な　

そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か

　

明
け
暗
れ
の

　
　

空
お
ぼ
れ
す
る
朝
顔
の
花
」』

《
何
と
な
く
来
ら
れ
た
方
が
、
何

と
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
さ

れ
て
帰
ら
れ
た
。
そ
の
朝
早
く
そ

の
方
に
朝
顔
（
客
人
の
朝
の
顔
と

か
け
る
）
の
花
を
贈
っ
た
時

「
気
掛
か
り
に
存
じ
ま
す
。
こ
ち

ら
の
方
か
、
あ
ち
ら
の
方
か
と
空

と
ぼ
け
す
る
、
夜
明
け
の
時
の
あ

な
た
の
朝
の
顔
を
思
い
出
す
に
つ

け
て
も
」》

『
返
し
、
手
を
見
分
か
ぬ
に
や
あ

り
け
む
。（
前
書
）

「
・
い
づ
れ
ぞ
と　

色
分
く
ほ
ど
に

　

朝
顔
の　

有
る
か
無
き
か
に

　
　

な
る
ぞ
わ
び
し
き
」』

《
相
手
（
宣
孝
）
か
ら
の
返
歌

　

筆
跡
が
判
別
で
き
な
か
っ
た
か

ら
で
し
ょ
う
、

「
あ
な
た
が
ど
ち
ら
の
方
か
と
見

分
け
よ
う
と
す
る
間
に
、
朝
顔
が

し
ぼ
ん
で
し
ま
っ
て
、
わ
か
ら
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
何
と

も
切
な
い
こ
と
で
す
」》

　

夜
媒
の
朝
に
、
歌
を
贈
答
す
る

の
が
平
安
時
代
の
エ
チ
ケ
ッ
ト

だ
っ
た
に
し
て
も
、
式
部
は
姉
と

同
室
だ
っ
た
の
で
「
あ
な
た
は
、

ど
ち
ら
の
つ
も
り
？
」
と
歌
で
聞

く
と
は
あ
き
れ
た
話
で
も
あ
る
。

こ
の
日
は
長
徳
元
年
の
秋
だ
っ

た
。
こ
の
様
に
、
式
部
は
宣
孝
と

一
度
は
結
ば
れ
た
も
の
の
、
性
格

な
ど
も
大
き
な
違
い
が
あ
っ
て
、

次
の
年
、
父
為
時
と
共
に
宣
孝
か

ら
逃
げ
る
よ
う
に
武
生
に
来
た
の

だ
と
思
う
。
宣
孝
を
嫌
っ
た
証
拠

と
な
る
武
生
で
詠
ん
だ
歌
を
、
紫

式
部
集
か
ら
紹
介
し
て
み
よ
う
。

『
年
返
り
て
、「
唐カ
ラ
ヒ
ト人

見
に
行
か
む
」

と
い
ひ
け
る
人
の
「
春
は
解
く
る

も
の
と
い
か
で
知
ら
せ
た
て
ま
つ

ら
む
」
と
い
ひ
た
る
に
、

「
・
春
な
れ
ど　

白シ
ラ

嶺ネ

の
深ミ

雪ユ
キ

　

い
や
積
も
り　

解
く
べ
き
程
の

　

い
つ
と
な
き
か
な
」』

《「
年
が
あ
け
ま
し
た
ら
唐
人
を
見

に
そ
ち
ら
へ
参
り
ま
す
よ
」
と
言

い
よ
こ
し
て
、新
春
に
な
る
と「
春

に
な
れ
ば
氷
さ
え
東コ

チ風
に
解
け
る

も
の
。
あ
な
た
の
心
も
う
ち
と
け

る
も
の
だ
と
、
ど
う
か
し
て
教
え

て
あ
げ
た
い
も
の
で
す
」
と
言
っ

て
き
た
人
（
宣
孝
）
だ
が

「
春
に
は
な
り
ま
し
た
が
、
こ
ち

ら
の
白
山
の
深
雪
は
い
よ
い
よ
深

く
積
っ
て
、
解
け
る
の
は
い
つ
の

こ
と
か
わ
か
り
ま
せ
ん
よ
」》

　

式
部
は
宣
孝
に
「
春
に
な
っ
て

も
、
私
の
あ
な
た
に
対
す
る
気
持

は
解
け
ま
せ
ん
よ
」
と
つ
っ
ぱ
ね

て
い
る
。
こ
れ
は
式
部
が
昨
年
秋

に
武
生
に
来
て
か
ら
、
最
初
の
冬

の
こ
と
。
こ
の
年
、
宣
孝
は
式
部

に
「
よ
ば
い
文
」（
正
式
の
求
婚
）

を
送
っ
て
い
る
。
こ
の
宣
孝
か
ら

の
ラ
ブ
レ
タ
ー
は
続
き
、
父
為
時

も
友
人
と
し
て
世
話
に
な
っ
た
宣

孝
に
対
し
、
少
し
ず
つ
心
を
開
く

よ
う
に
な
り
、
翌
年
春
、
彼
と
の

結
婚
を
前
提
と
し
た
帰
京
と
な
る

の
で
あ
る
。　
　
（
以
下
次
号
へ
）

図（3）行程推理図
　　　（復路）


