
匯
偏
厄
匪

　
　
　
私
と
「
考
古
学
」

（
故
）
賀

川

光
　
夫

　
本
原
稿
は
別
府
大
学
名
誉
教
授
・
賀
川
光
夫
先
生
が
存
命

中
、
津
久
見
市
史
談
会
の
年
次
総
会
の
席
で
記
念
講
演
（
平

成
十
年
度
）
し
た
も
の
を
、
同
会
（
酒
井
博
会
長
会
員
一
六

三
名
）
と
ご
遺
族
の
ご
了
解
を
戴
い
た
う
え
で
再
録
し
た
も

の
で
す
。

　
な
お
、
原
題
は
「
邪
馬
台
国
は
い
つ
か
ら
存
在
し
た
か
ー

後
漢
鏡
よ
り
検
証
す
る
Ｉ
」
で
す
が
、
本
誌
で
は
、
そ
の
講

演
の
前
半
の
み
を
再
録
し
、
課
題
も
『
私
と
考
古
学
』
に
改

め
一
部
加
筆
（
註
記
）
さ
せ
て
戴
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
後
半
の
内
容
（
邪
馬
台
国
）
に
つ
い
て
は
、
後
年

別
題
で
取
り
上
げ
る
予
定
で
す
。
併
せ
て
ご
了
承
願
い
ま
す
。

先
生
の
業
績
を
偲
び
な
が
ら
ー
　
　
　
　
　
　
　
編
集
部

　
私
は
終
戦
直
後
に
佐
伯
に
住
ん
で
お
り
、
大
分
へ
行
く
の
に
よ

く
津
久
見
を
通
り
ま
し
た
が
、
そ
の
頃
と
は
石
灰
石
の
山
も
随
分

変
わ
り
ま
し
た
。
一
九
八
〇
年
ご
ろ
「
中
国
科
学
院
古
脊
椎
動
物

と
古
人
類
研
究
所
」
（
北
京
）
の
呉
汝
康
先
生
と
仲
良
く
な
り
、

「
北
京
原
人
」
に
つ
い
て
教
え
を
戴
き
ま
し
た
。

　
か
っ
て
津
久
見
の
石
灰
石
の
山
の
中
か
ら
古
い
動
物
の
骨
が
た

く
さ
ん
出
て
き
て
お
り
、
こ
れ
を
調
べ
て
み
る
と
化
石
動
物
で
、

ひ
よ
っ
と
し
て
こ
れ
に
伴
う
人
骨
が
出
た
ら
、
北
京
原
人
の
よ
う

に
日
本
で
は
一
番
古
い
ん
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
た
も
の
で
す
。

そ
の
頃
、
津
久
見
か
ら
大
分
大
学
に
通
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
富
来
　
一

隆
先
生
と
知
り
合
い
、
先
生
が
集
め
た
石
灰
石
の
山
の
亀
裂
出
土
　
一

の
動
物
の
骨
を
見
る
と
血
が
湧
く
よ
う
な
思
い
が
し
ま
し
た
。
そ

の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
、
何
回
も
当
地
の
山
を
歩
い
た
楽
し
い

思
い
出
が
あ
り
ま
す
。
（
中
略
）

　
　
　
　
「
考
古
学
」
が
や
り
た
く
て

　
前
置
き
は
そ
れ
く
ら
い
に
し
て
、
戦
後
日
本
史
の
研
究
は
自
由

に
な
り
ま
し
た
。
私
の
専
攻
は
「
考
古
学
」
で
す
。
考
古
学
は
英

語
で
「
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ー
」
と
言
い
ま
し
て
、
古
い
辞
書
で
見
る

と
古
物
学
と
訳
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
骨
董
屋
さ
ん
の
親
戚
み



た
い
な
学
問
で
し
た
の
で
、
こ
う
い
う
学
問
を
や
る
学
生
は
あ
ま

り
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
戦
前
の
話
で
す
。

　
私
が
大
学
に
入
り
ま
し
た
の
は
こ
の
頃
で
、
当
時
都
下
の
大
学

で
考
古
学
を
専
攻
す
る
と
こ
ろ
は
少
な
く
、
東
京
大
学
の
人
類
学

教
室
だ
け
で
し
た
。
そ
こ
に
山
内
清
男
と
い
う
先
生
か
い
ら
し
て
、

そ
の
先
生
の
も
と
に
夜
に
な
る
と
都
下
の
大
学
で
考
古
学
を
専
攻

す
る
学
生
が
七
、
八
く
ら
い
集
ま
る
程
度
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
私
が
な
ぜ
日
本
大
学
の
文
学
部
を
選
ん
だ
か
と
い
う
と
、
そ
こ

に
東
大
の
人
類
学
教
室
に
お
ら
れ
た
ハ
幡
一
郎
先
生
が
非
常
勤
と

し
て
講
義
を
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
大
学
で
唯
一
の
講
義
だ
っ
た

の
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
先
生
を
頼
っ
て
門
を
叩
い
た
わ
け
で

す
。
私
の
実
家
は
農
業
で
す
か
ら
、
最
初
は
北
海
道
大
学
の
農
学

部
を
狙
わ
さ
れ
た
ん
で
す
が
、
ど
う
し
て
も
考
古
学
を
や
り
た
く

て
八
幡
先
生
に
師
事
し
た
わ
け
で
す
。
ま
あ
、
戦
前
の
考
古
学
と

い
う
の
は
そ
の
く
ら
い
だ
っ
た
ん
で
す
。

　
私
が
大
学
の
と
き
、
紀
元
二
六
〇
〇
年
を
記
念
し
て
『
日
本
文

化
史
大
観
』
と
い
う
書
物
を
文
部
省
で
編
纂
す
る
こ
と
に
な
り
、

都
下
の
大
学
で
歴
史
を
勉
強
し
て
い
る
中
の
数
人
が
集
め
ら
れ
ま

し
た
。
当
時
、
本
を
作
る
に
は
「
検
閲
」
制
度
が
あ
り
、
陸
海
軍

の
検
査
官
に
原
稿
を
持
っ
て
行
く
仕
事
が
あ
り
ま
し
た
。
髭
を
は

や
し
た
軍
人
に
原
稿
を
渡
し
、
そ
れ
を
読
ん
で
い
る
間
、
よ
そ
見

を
す
る
と
大
き
な
声
で
叱
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
嫌
い
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
、
文
部
省
の
役
人
は
学
生
を
集
め
て
こ
の
仕
事
を
や

ら
せ
た
の
で
す
。
こ
の
仕
事
を
選
ん
で
く
れ
た
先
生
は
「
こ
の
仕

事
を
続
け
れ
ば
卒
業
後
は
文
部
省
に
籍
が
出
来
る
の
で
、
や
め
ず

に
や
り
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
た
の
で
す
が
、
私
は
昭
和
十
八
年

「
学
徒
出
陣
」
で
出
征
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
と
き
の
明
治
神
宮
外
苑
グ
ラ
ン
ド
で
の
壮
行
会
の
ニ
ュ
ー

ス
映
画
は
よ
く
放
映
さ
れ
ま
す
。
入
隊
し
た
の
は
土
浦
海
軍
航
空

隊
、
つ
い
で
静
岡
県
の
大
井
航
空
隊
で
偵
察
の
訓
練
を
受
け
た
。

そ
の
と
き
、
爆
弾
投
下
訓
練
の
目
標
が
登
呂
遺
跡
の
上
に
造
ら
れ

た
軍
需
工
場
で
す
。
で
す
か
ら
、
偶
然
の
こ
と
で
す
が
、
私
は
戦

後
一
番
初
め
に
大
き
な
再
発
掘
の
場
所
と
な
っ
た
登
呂
遺
跡
の
俯

瞰
図
の
写
真
を
た
く
さ
ん
撮
影
し
ま
し
た
。

　
　
　
二
十
歳
代
で
県
の
文
化
財
委
員
に

　
そ
ん
な
こ
と
か
あ
り
ま
し
て
、
考
古
学
を
や
っ
て
い
る
の
は
非

常
に
珍
し
い
と
い
う
の
で
、
大
分
県
の
知
事
さ
ん
か
ら
お
呼
び
が

あ
り
、
昔
か
ら
あ
っ
た
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
委
員
会
を
復

活
す
る
の
で
手
伝
っ
て
ほ
し
い
と
要
請
さ
れ
、
二
十
歳
代
の
後
半

９



で
大
分
県
の
文
化
財
専
門
審
議
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
ま
し
た
。

今
年
七
五
歳
に
な
り
、
規
程
に
よ
り
辞
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

五
〇
年
間
、
大
分
県
で
文
化
財
の
仕
事
を
し
ま
し
た
が
、
思
え
ば

あ
っ
と
い
う
間
で
し
た
。

▲華中の河婢渡(かぼと)遺跡発掘現場を望む

　　　　　　　(国東町歴史体験学習館提供1998年)

　
現
在
は
県
の
教
育
委
員
会
に
文
化
課
が
で
き
て
お
り
、
専
門
の

考
古
学
者
が
二
〇
人
近
く
い
ま
す
。
ま
た
各
市
町
村
に
も
、
臼
杵

市
の
四
名
を
含
め
て
県
全
体
で
七
〇
人
を
超
す
考
古
学
者
が
い
ま

す
。
当
時
は
私
が
Ｔ
人
で
す
か
ら
、
そ
の
頃
の
こ
と
を
思
い
出
す

と
本
当
に
感
無
量
で
す
。
そ
し
て
そ
の
間
、
情
報
量
も
物
凄
く
増

え
、
開
発
も
随
分
行
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
開
発
に
伴
う
遺
跡
の

調
査
も
全
国
で
は
一
万
件
を
超
し
毎
日
や
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
ん
な
状
況
で
考
古
学
も
随
分
変
わ
り
ま
し
た
。
一
方
、
遺
跡

の
保
有
も
イ
ベ
ン
ト
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
大
変

心
配
し
て
い
る
の
で
す
。
お
ら
が
村
に
こ
ん
な
す
ご
い
も
の
が
あ

る
と
い
う
と
、
そ
れ
が
お
祭
り
と
い
う
か
何
と
い
う
か
、
見
世
物

の
材
料
に
な
る
。
そ
の
草
分
け
が
佐
賀
県
の
吉
野
ケ
里
遺
跡
だ
っ

た
の
で
す
。

　
間
違
っ
た
情
報
も
入
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
△
赤
米
▽
な
ど

は
、
我
が
国
の
古
代
米
で
は
な
い
の
で
す
。
こ
の
あ
や
ま
ち
を
、

も
う
修
復
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
秋
に
な
る
と
き

れ
い
な
赤
い
穂
が
出
る
赤
米
は
、
今
盛
ん
に
栽
培
さ
れ
て
い
ま
す
。

だ
が
こ
の
米
は
、
弥
生
時
代
の
米
で
な
い
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て

い
る
。
中
国
の
末
の
時
代
に
二
毛
作
が
必
要
に
な
り
、
南
方
か
ら

「
チ
ヤ
ン
パ
米
」
を
揚
子
江
の
流
域
に
植
え
て
見
事
に
二
毛
作
を

10



成
功
さ
せ
た
と
い
う
、
こ
れ
が
△
赤
米
▽
と
い
わ

れ
て
い
る
。
我
が
国
に
入
っ
て
き
た
の
は
、
恐
ら

く
鎌
倉
末
か
室
町
の
初
め
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

　
情
報
が
増
え
る
と
、
正
し
い
情
報
、
間
違
っ
た

情
報
、
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
現
在
、
古
い
建
物
を
方
々

で
建
て
て
い
ま
す
。
私
は
、
今
年
五
月
五
日
か
ら

中
国
杭
州
の
近
く
、
河
蜘
渡
遺
跡
・
か
ら
建
築
材
が

た
く
さ
ん
出
土
し
て
遺
跡
の
修
復
を
し
て
い
る
と

い
う
の
で
、
見
に
行
っ
て
帰
っ
て
き
た
ば
か
り
で

す
。
こ
れ
は
、
国
東
の
安
国
寺
遺
跡
の
修
理
を
す
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▲河婢渡遺跡での発掘作業

る
参
考
に
し
た
い
の
で
現
地

を
見
て
き
た
わ
け
で
す
。
遺

跡
の
修
復
と
い
う
の
は
大
変

に
む
つ
か
し
い
で
す
ね
。
皆

さ
ん
の
中
に
も
お
読
み
に
な
っ

た
方
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、

高
名
な
亀
井
勝
一
郎
先
生

二
九
〇
七
～
六
六
、
文
芸
評

論
家
）
が
『
大
和
古
寺
巡
礼
』

▲炊事用具で煮炊き用陶釜

▲炊事用具の陶虹（とうしゃ）

11 －

と
い
う
本
を
お
書
き
に
な
っ
た
。
そ
の
中
で
「
文
化
遺
跡
は
亡
ぶ

ま
ま
に
放
っ
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
の
か
、
そ
れ
と
も
修
復
し
た

ほ
う
が
い
い
の
か
絶
え
ず
迷
っ
て
い
る
」
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を

書
い
て
い
ま
す
。
（
写
真
参
照
）

　
　
臼
杵
の
石
仏
修
復
を
す
る

　
私
が
臼
杵
の
石
仏
を
初
め
て
拝
見
し
た
の
は
戦
後
、
昭
和
二
十

二
年
で
し
た
。
仏
さ
ん
だ
か
石
だ
か
分
か
ら
な
い
く
ら
い
、
惨
愉

た
る
状
態
で
し
た
。
そ
の
頃
、
満
洲
映
画
株
式
会
社
に
勤
め
て
い

た
中
野
さ
ん
と
い
う
方
が
、
大
分
合
同
新
聞
社
の
カ
メ
ラ
マ
ン
と



し
て
大
分
で
勤
務
し
て
お
り
ま
し
た
。
ど
う
い
う
わ
け
か
臼
杵

石
仏
の
撮
影
を
し
て
い
て
、
文
化
映
画
を
作
り
た
い
か
ら
そ
の
原

稿
を
書
い
て
く
れ
、
と
言
う
の
で
す
。

　
そ
の
映
像
を
見
ま
す
と
、
崖
に
あ
る
の
は
仏
な
の
か
石
の
残
骸

な
の
か
分
か
ら
な
い
。
私
は
迷
っ
た
末
に
「
美
の
哀
史
」
と
い
う

題
を
つ
け
、
石
仏
の
頭
が
落
ち
て
無
く
な
っ
た
石
に
も
仏
の
命
と

美
し
さ
が
あ
る
と
い
う
「
滅
び
の
美
学
」
を
説
き
ま
し
た
。
そ
の

映
画
が
文
部
省
で
推
薦
映
画
に
な
り
、
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
そ

の
後
、
臼
杵
の
磨
崖
仏
の
修
理
に
三
七
年
間
た
ず
さ
わ
り
、
一
九

九
三
年
に
完
成
し
ま
し
た
。
（
稿
末
の
写
真
参
照
）

　
そ
の
時
、
臼
杵
市
民
の
方
々
か
ら
、
あ
の
大
日
如
来
の
仏
頭
は

落
ち
て
い
た
の
を
見
慣
れ
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
あ
れ
だ
け
は
元
の

ま
ま
に
し
て
お
い
て
欲
し
い
、
と
い
う
陳
情
が
あ
り
ま
し
た
。
市

民
の
中
で
も
、
完
全
な
修
復
を
す
る
か
し
な
い
か
、
賛
否
両
論
が

あ
っ
た
の
で
す
。
文
化
庁
を
含
め
て
修
復
に
当
た
っ
た
人
た
ち
が

ひ
そ
か
に
議
論
を
し
ま
し
て
、
臼
杵
の
市
民
が
や
る
な
と
言
っ
た

ら
こ
こ
で
断
念
す
る
。
ま
た
、
委
員
の
Ｔ
人
で
も
反
対
が
あ
っ
た

ら
、
そ
の
方
法
は
と
ら
な
い
と
い
う
結
論
を
出
し
ま
し
た
。

　
最
終
的
に
は
市
民
の
合
意
が
で
き
て
仏
頭
を
上
げ
た
ん
で
す
が
、

本
当
に
遺
跡
の
修
復
と
い
う
の
は
む
つ
か
し
い
。
今
も
、
私
は
そ

の
こ
と
で
悩
ん
で
い
ま
す
。
修
復
し
た
方
が
い
い
か
、
滅
ぶ
ま
ま

に
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
の
か
、
判
断
は
大
変
む
っ
か
し
い
。
何

故
か
と
い
う
と
、
完
璧
に
修
復
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
だ
か

ら
で
す
。
臼
杵
の
石
仏
の
樹
脂
の
注
入
と
い
う
こ
と
も
、
実
験
な

ん
で
す
か
ら
完
璧
は
期
せ
ら
れ
な
い
。
だ
と
す
る
と
、
そ
の
ま
ま

に
し
て
お
く
の
が
一
番
い
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
滅
ぶ
が
ま
ま
に

ま
か
せ
る
こ
と
な
の
で
、
ど
う
や
っ
て
文
化
遺
跡
の
修
復
を
正
し

く
や
っ
た
ら
い
い
か
、
が
課
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。
だ
か
ら
、

「
保
存
の
方
法
が
あ
る
か
ら
保
存
し
な
さ
い
」
と
い
う
の
も
、
実

は
問
題
が
あ
る
の
で
す
ね
。

　
古
代
遺
跡
と
い
う
の
は
人
の
歩
み
の
経
験
で
す
か
ら
、
そ
の
経

験
な
し
に
は
新
し
い
も
の
は
生
ま
れ
な
い
、
失
っ
て
は
い
け
な
い

財
産
な
の
で
す
。
例
え
ば
戦
後
、
日
本
の
国
は
一
体
い
つ
か
ら
国

家
と
し
て
成
立
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
の
傍
証
資
料
は
、
一
に
考
古
学
に
か
か
っ
て
い

ま
す
。
『
日
本
書
記
』
や
『
古
事
記
』
な
ど
で
古
代
国
家
を
考
え

よ
う
と
す
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
は
無
理
が
出
て
く
る
の
で
す
。

　
　
中
国
の
歴
史
は
古
い

中
国
に
は
、
史
書
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
中
国
と
い
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う
国
は
不
思
議
な
こ
と
に
、
古
代
国
家
が
成
立
す
る
と
同
時
に
そ

の
国
の
歴
史
を
き
ち
っ
と
収
録
し
た
史
書
が
あ
る
の
で
す
。
こ
れ

を
二
四
史
と
か
二
五
史
と
か
言
い
ま
す
が
、
「
史
記
」
と
呼
ば
れ

る
書
物
が
一
番
初
め
の
も
の
で
す
。

　
ま
た
、
こ
れ
ら
歴
史
書
の
外
に
故
事
・
古
典
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
中
で
一
番
古
い
も
の
は
「
山
海
経
」
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
書

物
は
あ
ま
り
に
も
古
く
て
、
い
つ
出
来
た
も
の
か
分
か
ら
な
い
。

　
こ
の
書
物
を
見
る
と
西
王
母
と
い
う
神
が
出
て
き
ま
す
が
、
こ

の
神
は
不
老
長
寿
の
仙
術
を
持
っ
て
い
ま
す
。
秦
の
始
皇
帝
が
こ

の
薬
を
さ
が
そ
う
と
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
西
王
母
の
故
事
に
な

ら
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
神
様
は
良
脊
山
脈
の
中
に
住
み
、
不

老
長
寿
の
果
樹
園
を
作
っ
て
い
た
。
そ
し
て
病
気
の
治
る
薬
を
た

く
さ
ん
作
っ
た
。
こ
の
畑
に
垣
蛾
（
女
神
）
が
ひ
そ
か
に
入
り
、

果
実
を
一
つ
食
べ
た
。
そ
れ
を
西
王
母
に
見
つ
か
り
、
叱
ら
れ
て

逃
げ
ま
す
が
月
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
と
い
う
説
話
が
あ
り
ま
す
。

日
本
で
は
子
供
の
頃
、
月
の
中
で
兎
が
餅
を
つ
い
て
い
る
と
教
え

ら
れ
ま
し
た
が
、
中
国
で
は
垣
蛾
と
い
う
女
神
が
い
て
、
同
じ
よ

う
な
内
容
で
す
ね
。

初
め
て
敦
煌
に
行
く

　
私
が
初
め
て
教
煌
に
参
り
ま
し
た
の
は
Ｔ
几
八
〇
年
、
文
化
大

革
命
が
す
ん
で
間
も
な
く
の
頃
で
す
。
こ
こ
の
壁
画
は
仏
教
の
壁

画
だ
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
酉
土
母
が
空
を
飛
ぶ
駕

車
に
乗
り
、
鳳
凰
と
い
う
鳥
に
引
か
せ
て
宇
宙
を
旅
行
し
て
い
る

絵
が
描
い
て
あ
る
の
で
す
。
敦
煌
は
不
思
議
な
こ
と
に
中
国
の
神

話
や
歴
史
、
そ
し
て
釈
迦
生
涯
の
物
語
な
ど
東
西
の
文
化
・
歴
史
・

宗
教
が
す
べ
て
描
か
れ
て
い
て
、
「
世
界
最
大
最
古
の
美
術
館
」

と
い
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。

　
私
は
始
め
て
見
た
と
き
は
驚
き
ま
し
た
。
西
王
母
・
東
王
父
の

話
、
そ
ん
な
物
語
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
が
故
事
・
古
典
な
の
で

す
。
こ
ん
な
の
は
日
本
に
は
あ
ま
り
無
い
。
で
す
か
ら
、
中
国
の

故
事
・
古
典
を
見
て
い
る
と
楽
し
く
な
り
ま
す
。
例
え
ば
伯
牙
と

い
う
琴
の
名
人
が
泰
山
の
山
中
で
琴
の
修
行
を
し
て
い
る
。
そ
れ

を
鐘
子
期
と
い
う
人
が
熱
心
に
聞
い
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
伯
牙

は
琴
を
一
生
懸
命
に
弾
く
ん
で
す
が
、
鐘
子
期
が
突
然
亡
く
な
っ

た
。
す
る
と
伯
牙
は
私
の
琴
を
理
解
し
て
く
れ
る
人
は
も
う
い
な

い
、
と
い
う
の
で
琴
の
弦
を
切
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
「
伯
牙
断

琴
」
と
い
っ
て
、
こ
の
物
語
が
「
淮
南
子
」
と
い
う
書
物
の
中
に

書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
漢
の
時
代
に
作
ら
れ
た
本
な
ん
て
す

が
、
中
国
の
歴
史
を
調
べ
る
と
面
白
い
故
事
が
他
に
た
く
さ
ん
出
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て
き
ま
す
ね
。

「
註
記
－
編
集
部
」

－
以
下
省
略
－

※
北
京
（
ぺ
き
ん
）
原
人

　
　
北
京
の
南
西
地
（
周
口
店
）
で
発
見
さ
れ
た
化
石
人
類
。
最
新
世
中
期
に

　
生
存
、
現
世
人
類
に
比
べ
て
眉
上
部
の
発
達
が
著
し
く
、
下
ア
ゴ
も
歯
牙
も

　
原
始
的
。
北
支
事
変
の
と
き
（
昭
和
十
三
年
）
日
本
車
が
持
ち
去
っ
た
と
伝
え

　
ら
れ
、
現
物
は
今
も
っ
て
不
明
、
と
さ
れ
る
。

※
登
呂
（
と
ろ
）
遺
跡

　
　
静
岡
市
南
部
に
あ
る
弥
生
時
代
の
遺
跡
。
昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
に

　
発
見
。
住
居
址
・
水
田
址
お
よ
び
多
種
の
出
土
品
に
よ
り
、
当
時
の
農
村
集

　
落
の
実
態
を
示
す
も
の
と
し
て
有
名
。

※
吉
野
ケ
里
遺
跡

　
　
佐
賀
県
神
崎
郡
三
田
川
町
吉
野
ケ
里
と
神
崎
町
に
ま
た
が
る
、
旧
石
器
時

　
代
か
ら
中
世
に
至
る
複
合
遺
跡
。
昭
和
六
十
一
（
一
九
八
六
）
年
か
ら
発
掘
、

　
同
六
十
四
年
に
弥
生
時
代
の
大
規
模
な
環
壕
集
落
跡
や
墳
丘
墓
な
ど
を
発
見

　
し
、
全
国
に
有
名
に
な
っ
た
。

※
河
蜘
渡
（
か
ぼ
と
）
遺
跡

　
　
中
国
の
南
東
部
、
杭
州
湾
南
岸
に
あ
る
新
石
器
時
代
初
期
、
紀
元
前
五
〇

　
①
Ｕ
～
三
三
〇
〇
年
の
遺
跡
。
豚
や
水
牛
を
飼
い
、
水
稲
耕
作
が
華
南
で
古

　
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
年
代
が
華
北
の
畑
作
農
耕
に
匹
敵
す
る
も

　
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

※
臼
杵
石
仏

　
　
県
民
に
親
し
ま
れ
て
い
る
臼
杵
石
仏
は
、
臼
杵
市
深
田
・
中
尾
・
前
田
に

　
ま
た
が
る
崖
の
石
仏
群
。
大
日
如
来
や
釈
迦
三
尊
像
・
地
蔵
十
王
像
な
ど
七

　
五
体
余
り
の
諸
像
が
現
存
し
、
藤
原
・
鎌
倉
期
の
作
と
さ
れ
る
。

※
史
記

　
　
中
国
の
二
四
史
の
一
つ
、
黄
帝
か
ら
前
漢
の
武
帝
ま
で
を
記
し
た
紀
伝
体

　
の
歴
史
書
。
全
巻
で
一
三
〇
巻
。

※
秦
（
し
ん
）
の
始
皇
帝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　
秦
は
中
国
の
国
名
、
春
秋
戦
国
時
代
（
紀
元
前
七
七
二
～
同
四
八
一
年
）
　
　
1
4

　
の
大
国
ご
朋
七
七
ぶ
聚
初
め
て
諸
侯
に
列
せ
ら
れ
ヽ
秦
王
政
（
始
皇
帝
゛
　
　
一

　
に
至
っ
て
周
な
ど
六
国
を
滅
し
て
天
下
を
統
一
し
た
（
前
二
二
Ｉ
年
）
。
築
い

　
た
「
万
里
の
長
城
」
は
有
名
。
こ
の
長
城
は
、
東
は
河
北
省
山
海
閣
か
ら
甘

　
粛
省
に
至
る
二
千
四
百
キ
ロ
も
あ
る
。
戦
国
時
代
か
ら
造
り
始
め
、
始
皇
帝

　
の
と
き
に
大
造
築
し
て
ほ
ぼ
完
成
し
た
。

※
鳳
凰
（
ほ
う
お
う
）

　
　
古
代
中
国
で
鱗
（
り
ん
）
　
・
亀
・
竜
と
と
も
に
「
四
瑞
」
と
し
て
尊
ば
れ

　
た
想
像
上
の
瑞
烏
。
形
は
前
面
が
「
鱗
」
、
首
は
「
蛇
」
、
背
は
「
亀
」
、
後
身

　
は
「
鹿
」
、
尾
は
「
魚
」
、
嘴
は
「
鶏
」
の
形
を
し
て
い
る
。
聖
徳
の
天
子
の

　
兆
し
と
し
て
現
わ
れ
る
と
い
わ
れ
、
鳳
は
雄
（
お
す
）
、
凰
は
雌
（
め
す
）



　
と
い
う
。
日
本
で
は
、
神
社
の
ご
神
幸
の
御
輿
（
み
こ
し
）

　
け
ら
れ
て
い
る
の
が
、
こ
れ
で
あ
る
。

※
西
王
母
（
せ
い
お
う
ぼ
）

の
上
に
取
り
つ

　
中
国
で
古
く
信
仰
さ
れ
た
女
の
仙
人
。
姓
は
楊
、
名
は
回
周
の
国
王
が
西

に
巡
狩
し
て
息
巻
（
こ
ん
ろ
ん
）
に
遊
び
、
西
王
母
に
会
い
、
帰
る
の
を
忘
れ

た
と
い
う
。
ま
た
、
漢
の
武
帝
が
長
生
を
願
っ
て
い
た
際
に
は
、
西
王
母
が

天
上
か
ら
降
り
、
仙
桃
の
実
七
つ
を
与
え
た
と
い
う
神
話
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
歴
史
辞
並
に
ほ
か
』

▲国宝臼杵磨崖仏（四群59体）

　　古園石仏大日如来像に代表さ

　れる臼杵磨崖仏は、平安時代後
　期から鎌倉時代にかけて彫像さ
　れたと言われる。
　　その規模と、数量において、
　また彫刻の質の高さにおいて、
　わが国を代表する石仏群であり、
　平成７年６月15日には磨崖仏で
　は全国初、彫刻としても九州初
　の国宝に指定された。
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▲高床式住居を復元した安国寺遺跡公園
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