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（
た
だ
し
部
落
だ
け
が
渡
し
守
を
し
て
い
た

の
で
は
な
い
）
や
そ
の
命
令
系
統
、
手
当
が

支
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
な
ど
を
『
佐
土
原

藩
島
津
家
曰
記
』
と
高
鍋
藩
の
『
本
藩
実
録

（
続
・
続
々
・
拾
遺
こ
な
ど
を
も
と
に
詳
細

に
わ
た
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

部
落
の
人
び
と
が
担
っ
た
渡
し
守
の
役
負
担

は
、
単
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
警
察
権
の
末

端
機
構
に
つ
い
て
の
実
証
的
裏
付
け
や
、
宮

慮
が
欲
し
い
と
思
う
。

第
二
に
、
柏
浦
さ
ん
の
論
文
は
、
埼
玉
県

の
「
鈴
木
家
文
書
」
を
使
い
、
部
落
の
人
た

ち
が
伊
勢
参
り
や
金
比
羅
参
り
な
ど
、
記
録

の
上
だ
け
で
も
一
一
三
件
、
旅
行
し
て
い
る
点

を
実
証
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
非
常

に
着
眼
点
は
お
も
し
ろ
い
と
思
う
。
こ
れ
ま

で
も
、
広
範
囲
に
及
ん
で
い
た
近
世
部
落
の

通
婚
圏
や
瀬
戸
内
海
域
や
九
州
に
ま
で
広
が

①
坂
井
康
人
（
千
葉
県
）

「
千
葉
県
の
被
差
別
部
落
ｌ
そ
の
形
成
と
し
く
み
に
つ
い
て
ｌ
」

（
人
権
啓
発
」
第
六
号
、
一
九
九
三
年
八
月
、
千
葉
県
部
落
問
題
啓
発
セ
ン
タ
ー
刊

②
鎌
田
行
平
（
千
葉
県
）

「
反
差
別
論
物
語
一
、
二
」

。
「
人
権
啓
発
」
第
五
号
（
一
九
九
二
年
）
第
六
号
（
一
九
九
三
年
八
月
）

③
宮
橋
国
臣
（
奈
良
県
）

「
水
平
社
発
祥
地
で
の
『
米
騒
動
」
Ｉ
そ
の
後
の
『
同
情
融
和
』
運
動
の
展
開
ｌ
」

「
柏
原
部
落
と
部
落
改
善
運
動
」

「
水
平
社
発
祥
地
の
教
育
の
あ
ゆ
み
」

④
柏
浦
勝
良
（
埼
玉
県
）

「
近
世
被
差
別
部
落
の
人
々
の
旅
行
に
関
す
る
一
考
察
」

： ， 

⑤
稲
森
建
蔵
（
宮
崎
県
）

ヨ
渡
し
守
』
と
被
差
別
部
落
に
つ
い
て
」

。
「
部
落
解
放
史
宮
崎
」
第
四
号
（
一
九
九
三
年
五
月
）

⑥
比
江
島
哲
二
（
宮
崎
県
）

「
内
藤
藩
延
岡
非
人
頭
平
五
郎
」

．
「
部
落
解
放
史
宮
崎
』
第
四
号
（
’
九
九
三
年
五
月
）

⑦
柊
山
富
弘
（
宮
崎
県
）

「
薩
摩
藩
に
お
け
る
民
衆
支
配
と
部
落
差
別
」

．
「
部
落
解
放
史
宮
崎
』
第
四
号
（
一
九
九
三
年
五
月
）

・
入
選

・
佳
作

な
し

稲
森
建
蔵
さ
ん

比
江
島
哲
二
さ
ん

崎
県
内
の
延
岡
藩
・
妖
肥
藩
・
天
領
な
ど
で

の
部
落
と
渡
し
守
と
の
関
係
の
分
析
な
ど
今

後
の
課
題
も
示
し
て
お
ら
れ
る
。

第
四
に
、
比
江
島
さ
ん
の
論
文
だ
が
、
延

岡
藩
の
『
内
藤
家
文
書
』
（
明
治
大
学
刑
事
博

物
館
所
蔵
の
県
立
図
書
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル

ム
）
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
利
用
さ
れ
て
い
な

い
古
文
書
に
直
接
あ
た
ら
れ
、
非
人
頭
平
五

郎
の
仕
事
や
生
活
を
克
明
に
調
べ
ら
れ
た
も

っ
て
い
た
大
阪
を
中
心
と
し
た
皮
革
の
流
通

網
な
ど
、
部
落
に
対
す
る
閉
鎖
的
イ
メ
ー
ジ

を
打
ち
破
っ
て
い
く
研
究
が
あ
っ
た
が
、
「
旅

行
」
と
い
う
点
に
し
ぼ
っ
て
「
鈴
木
家
文
書
」

を
も
と
に
ま
と
め
ら
れ
た
論
文
は
大
変
、
貴

重
な
も
の
だ
と
思
う
。

た
だ
、
掘
り
下
げ
が
足
ら
な
い
点
が
残
念

に
思
わ
れ
る
。
史
料
上
の
制
約
が
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
が
、
部
落
の
人
び
と
が
旅
行
の

時
、
宿
泊
は
ど
う
し
た
の
か
、
そ
こ
で
の
具

体
的
な
様
子
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
、

「
伊
勢
参
宮
の
出
発
に
際
し
て
は
」
「
水
杯
を

交
わ
し
」
と
あ
る
が
な
ぜ
「
水
杯
を
交
わ
」

す
の
か
、
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
ほ
し
か
っ

た
と
思
う
。

三
重
の
和
田
勉
さ
ん
の
研
究
で
は
、
部
落

出
身
者
が
伊
勢
参
り
の
時
、
一
般
の
宿
屋
に

宿
泊
し
て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
て
大
問
題
に

な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
る

が
、
興
味
深
い
一
つ
の
史
実
で
あ
る
。

第
三
に
、
稲
森
さ
ん
の
論
文
だ
が
、
宮
崎

に
お
け
る
渡
し
守
と
被
差
別
部
落
の
関
係
を

実
証
的
に
研
究
さ
れ
た
労
作
だ
と
一
一
一
一
口
え
る
。

ま
ず
郷
土
史
や
地
誌
を
も
と
に
、
県
内
の

渡
し
船
（
場
）
に
つ
い
て
の
歴
史
的
概
況
を

ま
と
め
、
次
に
全
国
の
被
差
別
部
落
と
渡
し

守
の
関
係
に
関
す
る
先
行
研
究
に
ふ
れ
、
そ

し
て
宮
崎
の
佐
土
原
藩
で
は
慶
賀
が
、
高
鍋

藩
で
は
青
癩
（
近
世
の
「
え
た
」
身
分
の
扱

い
を
受
け
た
身
分
で
、
ハ
ン
セ
ン
病
者
や
皮

膚
病
者
で
な
い
人
び
と
も
含
ま
れ
て
い
る
）

が
渡
し
守
の
役
負
担
を
強
い
ら
れ
た
こ
と

の
で
あ
る
。
彼
は
郡
・
町
奉
行
か
ら
犯
罪
人

の
逮
捕
を
命
じ
ら
れ
、
他
藩
の
非
人
た
ち
と

連
絡
を
と
り
あ
っ
て
逮
捕
し
、
町
奉
行
よ
り

赤
米
二
俵
の
褒
美
を
も
ら
っ
た
り
し
て
い

る
。そ
の
一
方
で
、
平
人
と
非
人
と
の
交
わ
り

が
禁
止
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼

が
開
く
博
変
宿
（
当
然
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
）

に
町
人
が
た
び
た
び
夜
分
ま
で
博
変
を
し
処

罰
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
浅
黄
襟
掛
け
の
着

用
が
非
人
に
も
強
制
さ
れ
る
が
守
ろ
う
と
し

て
い
な
い
。
し
か
し
、
延
岡
藩
で
は
一
方
で

差
別
法
令
を
出
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
治
安

対
策
に
非
人
の
力
を
借
り
て
い
る
の
で
、
法

令
に
違
反
し
て
も
平
五
郎
を
見
逃
す
と
い
う

対
応
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
、
し

か
し
、
た
び
重
な
る
違
反
の
中
で
郡
（
町
）

奉
行
の
上
申
書
（
非
人
頭
の
取
り
上
げ
、
領

内
物
乞
い
御
差
留
め
の
処
分
）
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
つ
い
に
領
内
追
放
と
な
る
が
や
は
り

舞
い
戻
っ
て
藩
当
局
か
ら
追
及
さ
れ
た
こ
と

な
ど
が
具
体
的
に
史
料
を
も
と
に
実
証
さ
れ

て
い
る
。
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井
上
満
郎
こ
う
し
た
賞
の
審
査
基
準
と

い
う
の
は
難
し
い
の
だ
が
、
や
は
り
歴
史
論

文
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
の
展
開
と
い

う
か
発
展
方
向
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
こ
と

渡
辺
今
回
の
応
募
論
文
全
体
に
つ
い
て

感
じ
た
点
を
一
つ
述
べ
る
と
、
地
域
史
の
「
お

も
し
ろ
さ
」
と
「
あ
ぶ
な
か
し
さ
」
で
あ
る
。

宮
橋
さ
ん
の
論
文
も
そ
う
だ
が
、
一
般
的
な

歴
史
の
叙
述
に
は
出
て
こ
な
い
人
間
の
息
づ

か
い
や
歴
史
の
ひ
だ
の
よ
う
な
も
の
が
地
域

史
に
は
あ
る
。
し
か
し
反
面
、
具
体
的
事
実

の
積
み
上
げ
に
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
普

遍
性
、
全
体
の
歴
史
の
流
れ
の
中
で
の
位
置

づ
け
が
弱
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
地
域
史

と
は
そ
う
い
う
も
の
だ
と
い
う
意
見
も
あ
る

だ
ろ
う
が
、
や
は
り
地
域
史
の
も
つ
大
切
な

具
体
的
事
実
を
も
っ
て
、
歴
史
全
体
に
つ
き

つ
け
て
い
き
、
普
遍
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
が

必
要
だ
と
思
う
。

最
後
に
、
柊
山
さ
ん
の
論
文
だ
が
、
全
般

的
に
概
説
的
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
聞
き

と
り
も
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
内
容
も
興
味
深

い
点
も
あ
る
の
だ
が
、
も
う
少
し
テ
ー
マ
を

し
ぼ
っ
た
上
で
、
深
く
掘
り
下
げ
た
分
析
が

ほ
し
か
っ
た
と
思
う
。

渡
辺
俊
雄
近
代
の
部
落
史
論
文
に
つ
い

て
、
意
見
を
の
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

宮
橋
さ
ん
の
三
つ
の
論
文
だ
が
、
地
一
兀
で
の

地
道
な
聞
き
と
り
作
業
を
積
み
上
げ
ら
れ
、

こ
れ
ま
で
の
阪
本
清
一
郎
や
西
光
万
吉
、
あ

る
い
は
水
平
社
運
動
に
つ
い
て
の
定
説
を
打

破
さ
れ
よ
う
と
す
る
意
図
を
も
っ
た
試
み
だ

と
思
う
。
こ
の
点
で
大
変
労
力
を
か
け
ら
れ

た
論
文
だ
し
、
歴
史
を
底
辺
か
ら
見
つ
め
直

し
て
い
こ
う
と
さ
れ
る
批
判
的
精
神
が
感
じ

ら
れ
る
。

し
か
し
、
聞
き
と
り
の
有
効
性
と
限
界
が

反
映
し
て
い
る
。
阪
本
清
一
郎
が
米
騒
動
に

参
加
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
西
光
方
吉
の

貴
族
性
、
燕
会
は
中
産
階
級
以
上
の
者
が
多

く
参
加
し
部
落
の
底
辺
層
の
参
加
は
あ
ま
り

み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
な
ど
を
聞
き
と
り

し
か
し
、
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
私
に
は

一
番
お
も
し
ろ
い
論
文
で
あ
っ
た
。

が
大
切
だ
と
思
う
が
、
今
回
の
応
募
論
文
で

は
少
し
そ
の
点
が
弱
い
、
つ
ま
り
論
文
を
書

か
れ
る
際
の
視
野
が
少
し
狭
い
の
で
は
な
い

か
と
感
じ
た
。

論
文
の
ス
タ
イ
ル
と
し
て
も
、
出
典
の
記

述
の
仕
方
や
単
行
本
・
新
聞
な
ど
の
表
記
の

仕
方
の
不
十
分
さ
も
気
に
な
る
。

そ
れ
か
ら
、
古
代
・
中
世
に
つ
い
て
の
記

述
が
、
今
回
の
論
文
中
で
も
そ
う
だ
が
、
部

落
史
の
論
文
の
中
で
は
よ
く
出
て
く
る
。
し

か
し
、
そ
の
記
述
内
容
を
み
る
と
、
先
行
研

究
や
学
界
の
一
定
の
業
績
な
ど
の
基
本
的
な

こ
と
が
あ
ま
り
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
な
い
場
合

が
多
い
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
だ
か
ら
、

こ
れ
は
応
募
論
文
だ
け
で
な
く
、
何
か
今
の

部
落
史
研
究
の
中
に
構
造
的
問
題
が
あ
る
よ

う
に
感
じ
る
。

そ
の
点
で
は
、
宮
崎
の
稲
森
さ
ん
の
論
文

は
門
外
漢
の
私
が
読
ん
だ
印
象
と
し
て
も
、

論
文
技
術
の
完
成
度
の
課
題
は
あ
る
が
、
よ

く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。

を
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
と
し
て
お
ら

れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
聞
き
と
り
内
容
の
事
実

に
近
づ
き
す
ぎ
て
ミ
ク
ロ
的
に
な
り
す
ぎ
て

い
る
。
聞
き
と
り
を
通
し
て
、
定
説
を
批
判

し
よ
う
と
さ
れ
る
以
上
は
、
そ
の
聞
き
と
り

内
容
の
も
つ
意
味
を
奈
良
や
全
国
の
水
平
社

運
動
や
当
時
の
時
代
背
景
全
体
の
中
に
位
置

づ
け
、
マ
ク
ロ
の
視
点
か
ら
分
析
し
な
お
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
が
、
宮
橋
さ

ん
の
場
合
、
弱
い
と
思
う
。

こ
の
た
め
、
三
論
文
に
共
通
し
て
い
る
が
、

重
複
し
た
記
述
が
み
ら
れ
る
し
、
論
理
的
構

成
が
少
し
弱
い
と
い
う
結
果
を
生
み
出
し
、

論
文
と
し
て
読
み
づ
ら
い
印
象
を
与
え
て
い

る
。
こ
う
し
た
点
を
克
服
さ
れ
る
よ
う
に
さ

れ
れ
ば
、
か
け
ら
れ
た
労
力
に
ふ
さ
わ
し
い

意
義
を
も
つ
論
文
に
な
る
こ
と
が
可
能
だ
と

思
う
。秋
定
嘉
和
鎌
田
さ
ん
の
論
文
だ
が
、
こ

の
方
の
問
題
意
識
は
、
第
三
期
の
運
動
と
い

う
転
換
点
に
あ
た
っ
て
、
部
落
史
、
同
和
教

育
の
見
直
し
が
必
要
と
さ
れ
、
「
部
落
の
「
江

戸
時
代
封
建
政
治
起
源
説
」
と
「
部
落
Ⅱ
低

秋
定
私
は
比
江
島
さ
ん
の
よ
う
に
、
非

寺
木
千
葉
の
坂
丼
さ
ん
は
多
く
の
史
料

に
あ
た
ら
れ
た
り
網
野
善
彦
さ
ん
ら
の
本
を

よ
く
読
ま
れ
、
苦
労
は
し
て
お
ら
れ
る
の
だ

が
、
問
題
意
識
を
も
っ
と
し
ぼ
ら
れ
て
ま
と

め
ら
れ
て
い
け
ば
い
い
と
思
う
。
そ
の
点
で

は
、
比
江
島
さ
ん
の
よ
う
に
、
史
料
に
し
っ

か
り
引
き
つ
け
て
、
何
か
一
つ
の
テ
ー
マ
に

そ
っ
て
掘
り
下
げ
て
い
く
と
い
う
手
堅
い
や

り
方
、
論
文
作
成
の
基
本
的
ス
タ
イ
ル
は
大

切
だ
と
思
う
。

人
頭
平
五
郎
の
具
体
的
な
人
間
模
様
が
出
て

く
る
も
の
が
興
味
深
い
。
そ
れ
に
外
の
支
配

構
造
と
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
な
さ
れ
て
い

け
ば
本
当
に
い
い
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ

れ
か
ら
、
宮
橋
さ
ん
の
論
文
を
読
ま
せ
て
い

た
だ
い
て
感
じ
た
こ
と
だ
が
、
地
元
の
古
老

の
「
聞
き
取
り
」
の
重
要
性
で
あ
る
。
複
数

の
古
老
や
文
献
史
料
の
裏
付
け
の
必
要
性
を

痛
感
し
た
。
民
俗
学
と
も
共
通
の
テ
ー
マ
だ

と
思
う
。
こ
の
点
、
宮
橋
さ
ん
は
よ
く
が
ん

ば
っ
て
お
ら
れ
る
と
思
う
。

位
、
貧
困
論
』
と
い
う
、
ワ
ン
セ
ッ
ト
に
な

っ
た
こ
の
論
理
の
く
み
か
え
か
ら
始
め
よ
う

と
考
え
た
。
こ
の
二
つ
の
論
理
は
す
で
に
事

実
に
よ
っ
て
そ
の
破
産
が
宣
告
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
」
と
し
て
、
定
説
の
批
判
を
基

本
に
す
え
て
お
ら
れ
る
。
内
容
は
大
変
お
も

し
ろ
く
、
一
般
的
読
者
に
は
引
き
つ
け
ら
れ

る
も
の
が
あ
る
。
た
し
か
に
定
説
に
再
検
討

す
べ
き
点
は
あ
る
が
、
簡
単
に
否
定
さ
れ
て
、

逆
に
共
同
体
的
疎
外
を
差
別
に
と
っ
て
の
第

一
義
的
意
味
と
し
て
強
調
し
て
論
文
が
構
成

さ
れ
て
い
る
。
私
は
「
特
措
法
」
以
前
の
部

落
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
身
分
的
貧
困
的
差

別
論
は
破
綻
し
て
い
な
い
と
思
う
。
ま
た
、

部
落
差
別
に
は
底
辺
的
身
分
的
疎
外
と
共
同

体
的
疎
外
の
二
重
構
造
が
あ
る
と
思
う
が
、

こ
の
方
は
共
同
体
的
疎
外
に
一
元
化
し
て
歴

史
を
再
編
さ
れ
て
い
る
の
で
、
新
し
い
歴
史

像
は
た
し
か
に
出
て
く
る
と
思
う
が
、
そ
れ

と
矛
盾
す
る
事
実
や
無
理
も
出
て
く
る
。

他
の
差
別
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
ふ
れ

て
い
る
が
、
視
野
と
関
心
が
広
が
る
こ
と
か

ら
疑
問
点
も
ま
た
多
い
論
文
と
い
え
る
。






