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高
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輝
高
岡
部
越
知
両
基
地
の
化
石
産
地

四
祇
十
川

上拙
稿
脱
村
越
知
河
流
地
は
甘
也
Lb
中
の
雑
造
盆
地
で
盆
地

粗
放
の
比

較
的
低

い
山
地
に
は
鳥
の
基
､
頼
石
術
厨
が
猛
注
し
て
ゐ
る
｡

冶
鵜
暦
は
越
知
耐
阿
谷
の
左
枠
に
数
挫
し
､
走
向
略
米
田
'
絹
に
拘

っ
て
七
十
鑑
乃
室
八
十
庇
仰
射
し
て
ゐ
る
｡
砂
･:k
証
･=材
及
右
舷
山方
よ
り

成
り
立
ケ
兼

(
陸
地
洲
親
却
五
胡
分
の
1
地
形
樹
越
知
岡
部
箔
の
北
方

八
二
六
｡
九
米

の
三
刑
恥

の
所
)
附
近
の
石
衣
山方
､
東
山村
中
よ
-
北
前
を

凍
す
る
t
H
･:材
は
鹿
に
伐
り
多
く
の
他
市
を
合
む
も
岩
即
胎
射
'
化
石

の
保
存
恋
-
共
の
ll
部
分
蛇
定
に
た

(
る
の
み
で
あ
る
｡

石
淡
い有
中
に
は
t

S
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a
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S
P
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許
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p
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A
st
a
r
t
e

s
p
,
?

納
荊
伸

は

右
仲
に
毅
治
し
光
向
略
前
額
と
同
株
'
南
に
伺
っ
て
五
十
庶

内
外
の
糊
料
を
示
す
｡
砂
山:和
､
試
･:ポ
'
概
紫
よ
り
成
り
苅
･I.:雨
中
に
次
の

如
き
植
物
化
石
を
蹄
す
o

m
野
野
よ
り
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以
上
細

糾
{

に
化
ポ

産
地
と
し
て略
和
す
｡

(

平

附茂

留

〕

0

北

海

道

の
親

犬
糾
常
夫
氏
の
報
令

に
よ
る
･U
北
淋
逆
に
禁

じ

イ
タ
チ
は
肘
な
か
っ
た
､
ア
イ
ヌ
は
仝
-
こ
れ
を
知
ら
な

い
の
で
あ
る

が
明
治
に
な
っ
て
北
梅
迫
の
収
縮
端
的
仰

(
舟
か
ら
腿
が
入
っ
た
ら
し

い
｡
そ
れ
か
ら
北
脂
路
の
剛
毅
に
つ
れ
て
脚
は
鋭
造
､
縦
枠
'
河
川
'

退
路
を
池
っ
て
氾
々
と
北
赦
し
ー肘
約
三
十
六
dI三
に
は
地
鳥
関
内

一
柳
に

に
紫
離
し
た
'

｢
別
塑

二
十
二
坤
の
砲
術
崎
川
北
船
道
産
の
毛
皮
の
.i

で
馳
二
甘
三
十
九
枚
偶
柿
二
十
三
脚
九
十
錦

ロ
ン
ド
ン
(
仕
向
-
L
と

い
ふ
赦
民
公
報
が
出
た
O
明
治
三
十
五
年
中
に
柏
餅
の
毛
皮
碗
放
下
氏

は
'
捌
八
甘
四
十
七
枚
甘
二
十
五
脚
を
ー搬
入
し
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
O

地
は
ジ
ャ
パ
ン
ニ
ー
ス
､
､"
ン
ク
と
て
仰
非
毛
皮
市
場
で
洗
き
を
な

し
｡
本
邦
仝
鱒

の
側
皮

の
産
は
和
解
二
甘
訴
脚
を
こ
え
､
五
十
茂
枚
乃

至
八

十
溺
枚
に
挫
す
る
｡
そ
の
中
で
今
日
北
臓
道
産
は
十
分

t
に
達
し

毛
皮
の
良
好
と
形
状

の
大
き
で
市
場
で
好
評
を
う
け
て
ゐ
る
J
外
囲
で

は
之
を
染
め
て
用
ひ
る
か
ら
屯
色
は
関
越
に
な
ら
な
い
o
お
ま
け
に
北

粘
迫
で
鹿
家
に
大
帝
を
駅

へ
る
野
鼠
の
大
政
と
し
て
'
朗
は
最
も
都
食

二

重

七
九



地

球

節
二
十
二
容

が
よ

い
の
で
'
イ
タ
チ
の
北
海
道

(
の
移
住
は
こ
の
上
な

い
好

い
こ
と

で
あ
っ
た
｡
大
正
以
後
石
狩
平
野
に
蛸
で
大
正
八
年
に
は
石
狩
平
野
全

部
に
収
ま
り
､
旦
向
に
入
り
大
正
十
年
池
川
に
現
は
れ
､
や
が
て
大
願

を
つ
き
'
大
正
九
叫
に
は
押
勝
峠
を
こ
え
て
十
勝
組
に
怪
人
'
昭
和
に

入
っ
て
釧
路
の
足
許
を

(
て
北
見
に
入
っ
た
｡
か
-
て
昭
利
九
年
で
は

根
室
以
外
側
の
居
な
い
と
こ
ろ
は
な
い
が
｡
或
は
比
に
板
:.･E
に
も
入
り

か
け
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
｡
北
梅
迫
の
四
両
中
部
は
五
十
年
も
か
･f
つ
た

分
神
が
､
残
り
の
粂
指
に
二
十
年
足
ら
ず
で
侵
入
し
た
､
昭
和
六
年
に

正
視
枚
の
測
皮
が
昭
利
八
坤
に
七
拭
枚
を
産
川
し
た
｡
農
家
が
二
枚
と

か
三
枚
と
か
副
次
的
に
と
っ
た
も
の
が
放
り
絡
ま
っ
て
､
年
々
故
鶴
牧

の
稀
釈
な
毛
皮
と
し
て
脂
外
に
輸
出
き
れ
る
の
で
あ
る
｡

こ
れ

を
雑
業

と
し
て
も
都
合
の
よ
い
位
で
あ
る
Q
d
L父
野
鼠
の
天
敵
と
し
て
得
難
い

の
で
あ
る
か
ら
昭
利
八
坤
十
二
月
北

編
逆
鵬
は
五
ヶ
年
間
北
見

一
脚

の

糊
の
捕
姓
を
柴
止
し
た
｡
澱
勅
金

島
の
親
を
然
概
忙
し
や
う
と
し
て
毛

皮
柴
帝
に

1
大
街
効
を
災

(
た
が
､
此
校
的
新
し
い
繋
荊
地
で
あ
る
北

見
だ
け
を
%
T.;狐
地
に
し
た
こ
と
は
調
に
特
攻
を
村
た
も

の
で
あ
っ
て
､

滑
水
北
見
が
機
皮
の
産
地
と
し
て
材
力
な
土
地
に
な
る
見
込
も
つ
-
と

い
ふ
べ
き
で
あ
る
｡

そ
こ
で
棚
卸
七
咋
三
月
に
は
樺
太

(
北
海
道
の
出
側
を
数
赤
む
-
つ

て
放

っ
た
と
い
ふ
､
昭
利
九
年
碑
職
者

の
手
で
非
骨
に
俊
秀
な
郷
地
二

匹
が
と
ら
れ
た
と

い
ふ
が
､

い
づ
れ
は
柚
太
に
も
こ
の
繁
鵜
が
川
水
て

卿

の
皮
の
か
は
り
に
な
る
と
考

(
ら
れ
る
'
利
尻
偽
も
野
鼠
の
解
が
多

い
の
で
;耽
虻
に
地
を
放
っ
た
と

い
ふ
､
因
に
新
縛
､
小堺
砧
.
徳
応
､
i==

節
三
蚊

三

四

八
〇

山
､
愛
知
'
三
流
､
大
分
等
で
は
現
在
岬
勘
の
捕
投
を
焚
じ
､
之
を
保

掩
し
て
ゐ
る
の
で
め
る
Q

O

山

東

省

の
住

民

山
瀬
省
代
の
八
､
九
割
は
段
民
で
あ
る
､
人

目卿
加

の
牢
の
多

い
土
地
で
あ
る
か
ら
年
々
他
省
に
的
稼
す
る
も
の
二

十
満
を
下
ら
な
い
の
で
山
北
邪
カ
の
名
が
あ
る
'
し
か
し
こ
の
省
の
人

は
愛
郷
心
が
狐
-
粗
衣
粗
食
に
た

(
て
出
稼
す
る
も
蓄
財
が
出
奔
る
と

郎
図
す
る
.
蓄
財
の
目
的
は
未
婚
帝
は
求
妾
の
緒
で
あ
り
､
比
婚
密
は

故
郷
で
土
地
を
賀
う
た
め
で
あ
る
､
其
呼
武
は
鶴
脚
を
鴇
守
す
る
､
企

錨
に
執
潜
心
が
弧
-
'
冊
易
姓
格
に
な
れ
'
他
省
の
弊
働
潜
よ
り
も
任

尿
な
実
効
に
甘
ん
ず
る
､
飲
酒
す
る
潜
が
多

い
が
乱
酔
は
し
な
い
､
斐

聯
す
る
ま
で
は
性
的
の
柴
慾
を
守
る
､
滋
姉
と
晒
蛸

があ
る
'
村
長
す

る
､
初
戦
程
度
は
低
級
で
鎚
仰
力
乏
し
-
桝
放
心
も
少

い
が
､
先
駆

の

梢
事
で
同
族
の
基
地
を
つ
-
る
岬
が
狙

い
'
衆
慨
心
乏
し
-
授
郷
な
仕

メ
.′ツ

番
に
は
向
か
な
い
か
ら
'
分
業
作
柴
が
よ
い
､
E
己
の

両

手

を
盟
ん
ず

る
こ
と
は
中
細
人

一
般
と
か
は
り
な
い
o

S
.活
躍
庇
が
低
-
ゝ
脚
耗
的

に
貯
帯
を
は
か
る
こ
の
省
の
人
拭
は
締

紳
的
に
も
同
株
で
､
締

め
て
戒
桐
で
あ
る
か
ら
､
耶
妹
敦

の
博
迫
が
他

の
朝
よ
り
も
多

い
に
も
拘
は
ら
ず
､
北
ハ省
蛇
に
及
ぼ
し
た
諺
聾
は
秘
め

て
少
-
､
た
Ẑ
布
教
伽
が
彼
呼
の
草
薮
に
よ
っ
て
､
澄
綱
や
花
鑑

の
製

法
､
豚
毛
の
訓

娘
等
を
助
長
し
た
程
腔
に
止
ま
っ
た
､
衣
服
は
冬
は
飲

屯
を
州
ひ
る
が

一
般
は
淡
紺
色
の
綿
布
を
用
ひ
中
流
以
卜
で
は
冬
期

二

十
元
槻
腔
-
克
期
草
花
粒
度

の
衣
服
判
を
常
泡
と
す
る
｡

一
般
住
民
の
食
物
は
釆
食
す
る
も
の
極
め
て
少
-
､
都
骨
の
中
で
も



I:=2番で三食申7食位を米食にする税政である､他は多-教職Lg､油餅包子等を食し架粥を非常に愛好する､副食物としては豆腐､文楽'虫恕'野菜'拭物､蒜韓を州ひ､中流以上のもので戯瓜'鳥布'豚肉等を1池二三回の程度に用ひる'堺働者の食炎は申bやす-､淡坑夫-日H十伽､虎夫十仙'難役央十五仙'雑犬十五仙'放路工夫二十仙'職工級二十五仙位であるから.人力咋夫がどこまでゝも十伽で快走する啓である､今柵民の食部をのぶれば御子は釆又は高梁を粉末とし､
之に大豆叉は野栄の洲切にしたものを批じて抱収1胸中斤位の附子としたものであり､和的とし高梁の粗粉又は粟を以て馳した的むつ-り､四時之を食ふ'大東を磨押して之に大粒を入れ費沸したものを小五僻といひ秋川に伏し'地瓜千とて甘藷をうす-切って干したものを臆繋期に食し､冬期は甘藷Aをむして食ふ'飽孤は小奔粉でつ-り祭日又は式辞の接待に食する､小焼子は小参粉をねり上下より火力でやいたもの発色の偏平な地顔であるが時々食するにすぎず､小数や架や冷奴を米のやうに炊-こともあるが'祭日に用ふる程鑑である｡刷食物は野菜又は大豆を油叉は臆で斎たものを川ひ'祭日などになると如肉又は豚肉を食ふ大抵は朝夕の二回であるが

漁期には三回である｡

いづれにしてもこの勤勉な省蛇の食物がかやうに安倍で貿鎚の低いといふことは､もしもこの地方に肺木工共が勃興し

た時に可簡き砂壁を如ふるものよいはねばならない｡
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0
樺

太

ア

イ

又

の

近

況

背
は
班
-
発
鵜
に
居
た
と
い
ふ
侍
詮

があ
る
が
､
佃
有
常
時
に
は
光
g
I梅
坪
と
中
火
相
川
川
の
約
梓
各
地
に

散
れ
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
､
之
を
妬
め
る
必
嬰
を
謎
め
大

軍
光
年
か
ら
三
年
ま
で
の
間
に
水
胸
梓
に
五
ヶ
所
.
西
海
岸
に
四
ヶ
所

の
鵜
閑
を
つ
-
つ
た
'
昭
利
八
年
以
後
戸
耕
法
を
つ
-
り
'
現
在
金
槌

で
三
甘
二
十
九
端

1
千
三
甘
五
十
四
人
と
な
っ
て
ゐ
る
O

夏
は
妃
梅
で
地
相
に
絶
ひ
冬
は
狩
猟
で
血
括
し
て
ゐ
た
が
中
退
牛

肋

の
方
法
で
之
を
革

い
た
か
ら
､
描
鈴
藩
や
発
根
を
つ
-
る
や
う
に

な

っ

た
､
衣
服
は
多
-
草
木
の
皮
で
製
し
た
ア
ツ
シ
で
あ
る
が
'
オ
ヒ
ョ
ウ

(
木
)
叉
は
ラ
フ
草
の
皮
を
剥
ぎ
水
に
浦
し
各
州
越
年
中
に
糸
に
興
し
之

を
織
る
､
終
服
を
つ
-
LO
.場
合
に
は
刑
紬
を
肌
す
の
で

一
枚
の
新
物
に

三
年
も
か
ゝ
る
と
い
ふ
'
現
在
は
朝
子
は
沖
眼
を
き
､
女
子
は
内
地
人

に
佃
ひ
椎
や
羽
紙
を
州
ふ
る
､
袈
飾
典
と
し
て
は
男
女
共
に
耳
現
を
つ

け
､
婦
人
の
年
長
額
は

1
般
に
上
僻
に

恥
を
す
る
こ
と
北
胸
造
ア
イ
ヌ

と
鵜
は
な
い
'
主
食
物
は
魚
軸
で
共
立
な
る
は
倣
及
鮒
で
何
れ
も
収
穫

期
に
之
を
割
き
'
乾
燥
し
て
貯
耕
し
'
冬
期

の
食
料
と
す
る
､
笈
は
並

魚
を
海
水
に
て
燕
沸
し
叉
は
焼
き
海
豹

の
胴
肋
に
て
調
理
し
た
も
の
を

食
ふ
､
油
豹
の
順
肋
は
､
海
豹

の
油
肉
を
鍋
に
入
れ
て
衆
沸
し
'
脂
肪

の
陸
川
す
る
を
掬
ひ
'
其
の
田
袋

の
耽
解
し
て
托
し
た
袋
に
貯

(
る
の

で
あ
る
､
副
食
物
に
は
野
虫
の
首
合
枇
'
キ
ト
ー
､
ト
マ
､

コ
ザ
ク
'

ふ
き
等
を
出
又
は
乾
し
て
用
ゆ
o

数
段
を
姓
築
す
る
に
は

沖縄
凶
妖
の
地
を
さ
け
最
も
柑
静
の
地
を
跳

び
､
大
小
の
別
は
あ
る
が
'

一
般
に
は
灼
方
に
杜
を
た
て
'
料
郁
な
九

三

五

八

t



地

球

節
二
十
二
雀

太
を
桃
上
げ
屋
根
と
周
関
は
樹
皮
X
は
革
を
嗣
み
て
之
を
粒
ひ
､
庇
耕

な
き
を
以
て
共
長
軸
を
は
か
る
に
手

又
は
指
長
を
以
て
し
木
板
礎
韻
等

に
て
紫
紺
す
る
p
硯
都
は
大
工
も
出

水
だ
し
た
､
土
間
の
小
火
に
大
な

る
蛇
を
つ
く
り
非
上
郷
に
糾
山
北
探
光
の
た
め
二
､
三
八
角

の
大
鑑
を

あ
げ
笠
の
耐
側
に
拭
き

tL
ノ1
五
寸
鵬
二
三
八
の
俳
を
設
け
て
縫
蕪
に
す

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

る
､
i<
側

の
僻
の
隅
に
必
ず
家
榊
を
飴
る
｡
家
財
避
具
食
料
を
貯

(
る

藷

に
倉
を
た
て
る
も
の
が
あ
る
､
任
所
は
設
-
る
こ
と
少
か
つ
た
が
'

近
LS
将
加
し
た
｡

各
部
路
の
絶
代
が
あ
る
が
多
-
は
元
の
何
長
で
あ
る
､
父
又
は
長
兄

を
以
て
家
長
と
し
長
幼
の
序
は
正
し
い
'
朋
子
は
虚
業
狩
猟

に
微
ひ
'

女
子
は
裁
縫
､
炊
郭
'
探
新
に
維
ふ
'
家
督
は
菅
通
長
子
之
を
相
宿
す

る
も
事
故
あ
る
場
介
は
次
胡
三
男
順
次
に
譲
る
､

一
散
に
家
長
の
銀
杯

中
点
;R
嚢
を
緊
ら
ぼ
別
肘
し
､
二
胡
三
刀
亦
か
-
の
如
-
､
家
長
死
去

の
時
同
居
せ
る
功
を
後
嗣
と
す
る
､
長
月
と
淀
め
る
粒
は
な

い
.

紡
脈
は
親
方

の
同
志
に
よ
る
､
他
か
ら
干
渉
が
な
い
､
別
に
儀
式
は

行
は
な
い
で

､
同
伴
を
以
て
紡
姉
と
見
な
す
'
離
郷
も
頗
る
簡
単
で
基

数
は
多

い
､
死
を
語
る
を
粒
だ
し
-
意
む
も
死
事
は
決
し
て
忽
忙
せ
ず

死
耕
あ
れ
ば
欽
非
の
具
を
備

(
親
族
故
鶴
州
集
り
働
光
数
日
に
及
び
､

放
射
の
所
持
=M
及
凍
物
を
相
に
入
れ
て
地
排
し
鮎
株
を
立
つ
る
も
の
は

少

い
､
拙
非
す
れ
ば
死
潜
は
榊
と
な
る
も
の
と
信
じ
､
光

の
掃
除
叉
は

端
参
碍
を
も
な
す
こ
と
が
な
い
'
兆
碑
あ
れ
.ば
三
日
に
し
て
鵬
の
火
を

か
へ
で
新
に
L
t
挺
死
解

の
場
命
に
は
典
家
を
q･
き
又
は
こ
ぼ
ち
､
疫

痢

の
助
命
に
は
ユー‥
ハ家
を
拍
て
ゝ
蹄
み
な
い
の
が
例
で
あ
る
｡

解
三
腕

三

六

八
二

ア
イ
ヌ

の
触
発
に
は
避
難
'
菅
柴
と
姉
桐
と
遊
戯
が
あ
る
'輝
炎
に
は

ユ

ー
カ
ラ

の
外
に
こ
三
縄
が
あ
-
､
戟
雑
に
は
三
昧
組
に
似
た
ト
ン
コ

-

と
日
で
ふ
-
ム
ツ
キ
ナ
笛
が
あ
る
､
舞
踊
は
熊
祭
に
す
る
が
'
こ
の

祭
は
廿
は
盛
大
で
あ
っ
た
が
近
氷
こ
れ
を
行
ふ
こ
と
が
柵
に
な
っ
た
J

O

ベ

ル
1

外

国

貿

易

一
九
三
三
年
の
ベ
ル
I
の
貿
易
は
日収
近
十

ヶ
年
に
な
い汝
減
で
あ
る
､
戚
料
幽
で
あ
る
か
ら
多
-
の
娯
晶
は
瀬
外

か
ら
輸
入
を
仰
ぎ
米
関
節

1
位
金
輸
入
の
三
割
を
占
め
英
'
籾
'
ア
ル

ゼ
ン
チ
ン
'
カ
ナ
ダ
こ
れ
に
つ
ぎ
日
本
は
節
十
四
位
に
あ
た
る
'
粍
川

は
輸
入
餌
よ
り
も
少
し

-
多

い
綿
花
(
タ
ン
ギ
ス
白
色
悔
良
雑
)
を
は
じ

め
皮
革
赦
'
ア
ル
パ
カ
'
ワ
リ
-
ソ
､
羊
毛
､
綿
花
副
産
物
'
砂
糖
､

木
材
朔
'
膳
串
'
米
､
洲
排
､
叔
父
に
及
び
､
助
産
物
と
し
て
は
銅
及

そ
の
原
銀
'
石
油
知
を
川
し
ガ
ソ
リ
ン
放
流
油
の
産
が
多

い
｡
妃
年
こ

の
閥
に
毛
紙
工
業
が
勃
興
し
た
か
ら
､
そ
の
描
雑
は
剖
目
さ
れ
て
ゐ
る

が
､

現
在
は
毛
は
主
と
し
て
英
国

(
輸
川
さ
れ
て
ゐ
る
､
棉
花
は
タ
ン

ギ
ス
の
外
に
ア
カ
ラ
碓
ビ
ー
マ
縄
な
ど
が
あ
る
が
白
色
の
タ
ン
ギ
ス
は

イ
カ
帖
地
方
に

産
L
t
ビ
ス
コ
港
か
ら
聯
出
さ
れ
そ
の
六
割
五
分
は
英

閥

へ
向
け
ら
れ
て
ゐ
る
､
米
閲
之
に
つ
ぎ
､
日
本

へ
は
雌
に

1
〇
九
証

を
法
っ
た
に
す
ぎ
な
い
｡

石
油
は
常
樹
輪
川
の
大
鏡
で
'
七
千
入
官
溺
ソ
ー
レ
ス
に
上
り
ガ
ソ

リ
ン
が
首
位
に
た
ち
､
制
御
'
非
凶
､
俳
問

(
仕
向
け
ら
れ
て
ゐ
る
､

蒐
嬰
貿
易
船
は
カ
イ
ヤ
オ
､
サ
ラ
ダ
エ
リ
ー
'
モ
リ

エ
ン
ド
P
及
ビ
ス

コ
の
四
つ
で
何
れ
も
日
本
郵
船
骨
杜

の
定
期
掛
が
寄
粘
す

る
｡


