
YAMAGA

原
口
長
之
は
、戦
前
は
小
学
校
、戦
後
は
県
立
高
等
学
校
で

教
鞭
を
と
る
か
た
わ
ら
、考
古
学
ク
ラ
ブ
の
育
成
に
努
め
、数

多
く
の
遺
跡
や
装
飾
古
墳
な
ど
を
調
査
し
た
。な
か
で
も
弁

慶
ヶ
穴
古
墳
の
壁
画
発
見
は
特
筆
に
値
す
る
。ま
た
、門
下
の

多
く
が
熊
本
県
文
化
財
行
政
の
第
一
線
で
活
躍
し
た
。

会
員
数
千
三
百
人
を
数
え
た「
熊
本
史
談
会
」は
、郷
土
史
・

考
古
学
・
歴
史
学
に
興
味
を
持
つ
人
の
集
ま
り
で
、編
集
発
行

人
を
務
め
た
会
誌『
石
人
』の
刊
行
は
、三
十
五
年
間
、四
二
一

回
に
及
ん
だ
。

昭
和
五
十
三
年
に
山
鹿
市
立
博
物
館
の
初
代
館
長
、平
成

四
年
に
熊
本
県
立
装
飾
古
墳
館
の
初
代
館
長
に
就
任
。山
鹿

市
史
・
植
木
町
史
の
ほ
か
、多
く
の
市
・
町
史
の
編
纂
委
員
長
な

ど
を
務
め
た
。

永
年
の
文
化
財
保
護
な
ど
の
功
績
に
よ
り
文
化
庁
長
官
表

彰
・
熊
本
県
近
代
文
化
功
労
顕
彰
の
ほ
か
多
く
を
受
賞
し
た
。
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池
郡
）
へ
勤
務
の
後
、
昭
和
十
四
年
、
中
国
山さ

ん
　
せ
い西

省し
ょ
う

楡ゆ
　
じ次

の
日
本
人
小
学

校
の
校
長
と
し
て
赴
任
。
そ
の
直
前
に
女
子
師
範
出
の
芳よ

し
　
え枝

夫
人
（
旧
姓
福

川
）
と
結
婚
し
て
い
た
原
口
は
、
新
婚
早
々
夫
人
と
と
も
に
大
陸
へ
渡
り
、

学
校
の
建
設
か
ら
軍
と
の
折
衝
な
ど
に
汗
を
流
し
た
が
、
街
頭
の
市
場
で
見

か
け
る
古
代
の
文
物
や
、
北ぺ

京き
ん

原げ
ん

人じ
ん

の
化か
　
せ
き石

が
出
土
し
た
こ
と
で
有
名
な
周し

ゅ
う

口こ
う

店て
ん

遺い

跡せ
き

の
見
学
な
ど
に
よ
り
次
第
に
考
古
学
へ
の
関
心
を
誘い

ざ
な

っ
て
い
っ
た
。

山
鹿
高
校
考
古
学
部
を
創
設

原
口
は
昭
和
十
九
年
に
京
城
帝
国
大
学
（
現
在
の
ソ
ウ
ル
特
別
市
）
に
入

る
が
、
翌
年
終
戦
を
迎
え
引
き
上
げ
船
の
第
一
便
で
帰
国
す
る
。
広
島
高
等

師
範
学
校
か
、
併へ

い

設せ
つ

の
広
島
臨
時
教
員
養
成
所
に
入
る
か
思
案
の
後
、
早
く

卒
業
で
き
る
臨
時
教
員
養
成
所
歴
史
地
理
科
を
選
ん
だ
。
昭
和
二
十
三
年
に

卒
業
し
て
、
熊
本
県
立
御み

船ふ
ね

高
校
に
赴
任
す
る
。

翌
年
郷
里
の
山
鹿
高
校
に
転
勤
と
な
り
、
さ
っ
そ
く
考
古
学
部
を
創
設
し

鹿
央
町
の
下し
も

原ば
る

で
小し

ょ
う

児に

甕か
め

棺か
ん

を
発
掘
し
た
。
熊
本
県
内
で
も
す
で
に
玉
名
高

校
で
田た

邉な
べ

哲て
つ

夫お

が
考
古
学
部
を
組
織
し
て
、
古こ

閑が

原ば
る

貝か
い

塚づ
か

か
ら
縄
文
の
籾も

み

を

お
い
た
ち

原
口
長
之
は
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
一
月
三
十
日
鹿
本
郡
大
道
村
藤
井

（
現
山
鹿
市
藤
井
）
で
、
原
口
勘か

ん

吾ご

・
イ
ヨ
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
四

人
兄
弟
の
二
番
目
で
、
長
之
の
ほ
か
は
み
な
女
性
で
あ
っ
た
。

村
の
小
学
校
か
ら
県
立
鹿
本
中
学
校
に
進
学
、
こ
こ
で
名
物
先
生
「
山や

ま

嵐あ
ら
し

」
こ
と
、
山や

ま

川か
わ

甚じ
ん

平ぺ
い

先
生
に
出
会
う
。
広
島
高
等
師
範
学
校
を
出
た
て
の

先
生
は
気
迫
の
こ
も
っ
た
大
声
で
、
大
局
的
な
視
点
か
ら
歴
史
の
講
義
を

行
っ
た
。
歴
史
が
好
き
に
な
っ
た
原
口
少
年
は
、
山
川
先
生
の
猟
の
お
供
を

し
な
が
ら
厚
い
人
情
味
を
学
ぶ
。

中
学
校
四
年
の
と
き
、
発
熱
し
て
髪
が
抜
け
、
目
が
見
え
な
く
な
る
と
い

う
大
病
を
患
う
が
、
と
も
か
く
卒
業
し
て
治
療
に
励
み
、
や
や
遅
れ
て
熊
本

師
範
学
校
の
二
部
に
進
学
す
る
。
こ
こ
で
も
、
人
生
の
師
を
発
見
す
る
。
工

藤
正
人
先
生
（
熊
本
県
近
代
文
化
功
労
者
）
で
あ
る
。
肥こ

え
た
ご
を
担
い
で
、

学
校
農
園
の
手
入
れ
を
さ
れ
て
い
る
姿
に
接
し
、
そ
の
教
育
実
践
に
強
い
感

銘
を
受
け
、
友
人
三
人
を
誘さ

そ

っ
て
先
生
宅
で
寝
食
を
共
に
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
の
「
耕こ

う
ど
う道

塾じ
ゅ
く

」
が
、
原
口
を
強
く
育
て
た
と
思
わ
れ
る
。

昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
に
師
範
学
校
を
卒
業
し
、
田
島
小
学
校
（
菊

師範学校時代の原口長之

中国にて新婚の原口夫妻
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発
掘
し
て
話
題
と
な
っ
て
い
た
。

戦
後
は
、
神
話
に
代
わ
っ
て
考
古
学
が
科
学
的
歴
史
を
代
表
す
る
学
問
と

な
り
、
そ
の
知
識
の
斬
新
さ
で
人
々
か
ら
歓
迎
さ
れ
て
い
た
。

戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
、熊
本
県
の
代
表
的
考
古
学
者
は
坂さ

か

本も
と

経つ
ね

堯た
か（

菊

池
西
部
実
業
高
校
）
と
小
林
久
雄
（
城
南
町
長
も
つ
と
め
た
医
師
）
で
あ
っ

た
。
当
時
坂
本
は
玉
名
高
校
考
古
学
部
の
指
導
を
し
て
い
た
が
、
原
口
が
活

動
を
始
め
た
の
で
山
鹿
高
校
考
古
学
部
の
指
導
も
自み

ず
か

ら
か
っ
て
出
た
と
い
う
。

原
口
は
昭
和
二
十
七
年
に
植
木
町
笹さ

さ

尾お

の
甕
棺
発
掘
を
実
施
、
続
い
て
同

二
十
九
年
の
馬う

ま

塚づ
か

古こ

墳ふ
ん

（
山
鹿
市
城じ

ょ
う

）
発
掘
調
査
は
山
鹿
市
の
協
力
も
得
て

一
週
間
に
及
び
、
鹿
本
郡
市
で
初
め
て
の
本
格
的
な
発
掘
調
査
と
な
っ
た
。

現
在
、
馬
塚
古
墳
は
装
飾
古
墳
と
し
て
県
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
同

三
十
年
の
臼う

す

塚づ
か

古
墳
（
市
指
定
文
化
財
、
山
鹿
市
石い

し

）
の
発
掘
調
査
で
も
、

多
数
の
遺
物
と
装
飾
文
様
を
発
見
し
た
。

同
年
十
二
月
に
は
、
住
宅
建
設
に
伴
う
方か

と

保う

田だ

東
ひ
が
し

原ば
る

遺
跡
（
山
鹿
市
方

保
田
）
の
最
初
の
調
査
を
行
い
、
石
棺
や
住
居
址
、
大
量
の
土
器
類
な
ど
を

発
見
し
た
。
そ
の
後
も
方
保
田
東
原
遺
跡
で
は
調
査
が
重
ね
ら
れ
、
貴
重
な

遺
物
が
数
多
く
出
土
し
て
い
る
。
出
土
品
の
う
ち
一
三
九
点
が
県
の
重
要
文

化
財
に
指
定
さ
れ
、
弥
生
時
代
後
期
か
ら
古
墳
時
代
前
期
に
及
ぶ
県
内
随
一

の
拠
点
集
落
と
し
て
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
、
現
在
も
発
掘
調
査
が
続
け
ら
れ

て
い
る
。

弁
慶
ヶ
穴
古
墳
の
調
査
と
装
飾
の
発
見

原
口
は
昭
和
三
十
一
年
に
は
弁べ

ん

慶け
い

ヶが

穴あ
な

古
墳
（
山
鹿
市
熊
入
町
）
の
清
掃

と
実
測
調
査
に
と
り
か
か
っ
た
。
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
に
鹿
本
郡
役

所
が
発
行
し
た
『
鹿か

本も
と

郡ぐ
ん

誌し

』
に
弁
慶
ヶ
穴
古
墳
の
記き

述じ
ゅ
つ

が
あ
り
「
…
石
を

以も
っ

て
疊た

た

め
る
石せ

っ

槨か
く

あ
り
、
俗ぞ

く

に
弁
慶
が
穴
と
い
ふ
、
入
り
口
の
左
側
に
馬
の

壁か
べ

畫え

あ
り
猶な

お

内
部
精せ

い

査さ

せ
ば
新
発
見
す
べ
き
も
の
あ
ら
ん
…
」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
山
鹿
市
立
八
幡
小
学
校
に
保
存
さ
れ
て
い
る
『
昭
和
九
年
度

調し
ら
べ

「
郷
土
調
査
」
』
鹿
本
郡
八
幡
尋じ

ん

常じ
ょ
う

高こ
う

等と
う

小
学
校
刊
に
「
…
大
正
二
年
内

務
省
よ
り
古
墳
紋も

ん

章し
ょ
う

調
査
に
出
張
の
時
内
部
の
石
に
朱し

ゅ

に
て
馬
を
書
き
た
る

を
発
見
し
た
り
今
古
墳
を
尋た

ず

ぬ
る
者
多
し
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
昭
和

に
な
り
誰
も
こ
の
馬
の
絵
を
見
た
人
が
い
な
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
確
認
す

る
た
め
の
調
査
で
あ
っ
た
。

弁
慶
ヶ
穴
古
墳
は
長
い
間
、
浮ふ

浪ろ
う

者し
ゃ

の
ね
ぐ
ら
と
な
っ
て
お
り
石
室
内
部

で
焚た

き

火び

も
行
わ
れ
て
い
た
の
で
、
天
井
や
内
壁
な
ど
石
室
全
体
が
真
っ
黒
に

煤す
す

け
て
い
た
。
這は

い
上
が
る
蚤の

み

を
殺
虫
剤
で
退た

い

治じ

し
な
が
ら
、
側そ

く

壁へ
き

に
水
を

か
け
て
亀
の
子
た
わ
し
で
ゴ
シ
ゴ
シ
と
こ
す
っ
た
。
す
る
と
驚
い
た
こ
と
に

続
々
と
雄
大
な
壁へ

き

画が

が
姿
を
現
し
た
の
で
あ
る
。
（
筆
者
は
当
時
山
鹿
高
校

考
古
学
部
に
三
年
生
で
参
加
し
て
い
た
）
ま
さ
に
「
精
査
せ
ば
新
発
見
す
べ

き
も
の
あ
ら
ん
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ゴ
ン
ド
ラ
型
の
舟
が
十
一
艘そ

う

、
馬
を
載の

せ
た
舟
や
柩ひ

つ
ぎ

と
考
え
ら
れ
る
荷
物

を
載
せ
て
そ
の
上
に
鳥
が
止
ま
っ
て
い
る
舟
も
あ
る
。
赤
一
色
で
た
っ
ぷ

り
と
顔が

ん

料り
ょ
う

が
滴し

た
た

る
ほ
ど
筆ふ

で

太ぶ
と

に
描え

が

か
れ
た
壁
画
に
は
迫
力
が
あ
る
。
ま
た
、

方保田東原遺跡第一次調査　昭和三十年
原口（右）と筆者（中央）
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赤
・
白
・
灰
色
の
三
色
で
描
い
た
幾き

何か

学が
く

文も
ん

様よ
う

や
、
番
人
を
彫
刻
し
た
人
物

像
な
ど
も
現
れ
た
。
弁
慶
ヶ
穴
古
墳
は
舟
と
馬
の
図ず

柄が
ら

が
多
い
の
が
特
徴
で
、

装そ
う

飾し
ょ
く

古
墳
の
最さ

い

高こ
う

傑け
っ

作さ
く

と
も
言
え
る
発
見
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
考
古

学
者
原
口
長
之
の
名
が
全
国
に
知
れ
渡
り
、
弁
慶
ヶ
穴
古
墳
は
昭
和
三
十
一

年
に
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
。

熊
本
県
下
の
装
飾
古
墳
は
大
正
時
代
か
ら
学
会
の
注
目
を
浴
び
て
い
た
が
、

こ
の
こ
ろ
は
熱
気
が
下
火
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
弁
慶
ヶ
穴
古
墳
装
飾

の
発
見
で
再
び
点
火
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
折
か
ら
東
京
大
学
教
授
江え

上が
み

波な
み

夫お

の
騎き

馬ば

民み
ん

族ぞ
く

征
服
王
朝
説せ

つ

（
古
墳
時
代
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
騎
馬
民
族
が

日
本
列
島
に
入
り
征
服
王
朝
を
建
て
た
と
い
う
説
）
が
発
表
さ
れ
て
騒そ

う

然ぜ
ん

と

し
て
い
る
中
で
、
そ
れ
を
裏う

ら

付づ

け
る
か
の
よ
う
な
馬
の
図
柄
で
あ
っ
た
。

当
時
は
公
費
に
よ
る
発
掘
調
査
費
が
殆
ど
支
給
さ
れ
な
い
時
代
で
あ
っ
た

か
ら
、
自
治
体
の
教
育
委
員
会
や
大
学
の
考
古
学
教
室
な
ど
よ
り
も
、
発
掘

要
員
を
持
つ
高
校
の
考
古
学
部
に
よ
る
発
掘
調
査
が
多
か
っ
た
。
県
下
で
は

玉
名
高
校
と
山
鹿
高
校
の
考
古
学
部
が
車
の
両
輪
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
。

こ
ん
な
中
で
、
原
口
は
生
徒
を
人に

ん

夫ぷ

代
わ
り
に
使
う
こ
と
を
嫌
っ
た
。
人

間
的
な
交
流
を
深
め
る
と
い
う
合
宿
が
持
つ
精
神
的
な
効
果
を
重
視
し
、
学

問
的
な
雰
囲
気
も
与
え
た
い
と
考
え
、
夜
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
生
徒
も
参
加

さ
せ
た
。
そ
し
て
、
学
問
的
要
請
と
生
徒
の
健
康
や
安
全
の
確
保
と
い
う
教

育
的
配
慮
と
が
競き

ょ
う

合ご
う

す
る
と
き
な
ど
は
、
指
導
者
の
坂
本
経
堯
と
論
争
し
て

ま
で
教
育
を
優
先
し
た
。
原
口
は
そ
の
後
も
同
三
十
二
年
に
千ち

田だ

持も
ち

松ま
つ

石
棺

群
（
山
鹿
市
鹿
央
町
）
、
津つ

袋ぶ
く
ろ

大お
お

塚つ
か

古こ

墳ふ
ん

（
山
鹿
市
鹿
本
町
）
を
調
査
、
同

三
十
三
年
に
は
上か

み

御み

倉く
ら

古こ

墳ふ
ん

（
阿
蘇
市
）
で
も
装
飾
を
発
見
す
る
。
そ
の
ほ

か
彼
が
手
掛
け
た
遺
跡
の
調
査
は
数
多
い
。

現
在
国
内
で
知
ら
れ
て
い
る
装
飾
古
墳
は
約
六
六
〇
基
、
九
州
に
約
三
七

○
基
と
半
分
以
上
が
あ
り
、
熊
本
県
が
一
九
六
基
で
第
一
位
、
菊
池
川
流
域

に
一
一
七
基
が
集
中
し
て
お
り
、
第
二
位
の
福
岡
県
約
七
○
基
を
は
る
か
に

超
え
て
い
る
。
山
鹿
市
に
は
五
十
一
基
の
装
飾
古
墳
が
あ
り
、
市
町
村
単
位

で
は
日
本
一
の
分
布
を
誇
っ
て
い
る
。

昭
和
五
十
一
年
に
熊
本
県
立
美
術
館
が
開
館
し
た
と
き
、
熊
本
県
の
美
術

の
特
色
を
示
す
展
示
と
し
て
装
飾
古
墳
が
選
ば
れ
、
装
飾
古
墳
室
が
設
け
ら

れ
た
。
ま
た
平
成
四
年
に
県
立
装
飾
古
墳
館
が
装
飾
古
墳
の
集
中
地
帯
で
あ

る
山
鹿
市
鹿
央
町
に
建
設
さ
れ
た
の
も
、
当
然
か
と
思
わ
れ
る
。

弁慶ヶ穴古墳の調査に参加したメンバーたち（中央が原口）　昭和三十一年
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熊
本
史し

談だ
ん

会か
い

と
会
誌
『
石せ

き

人じ
ん

』

昭
和
三
十
四
年
夏
、
米よ

な

原ば
る

長ち
ょ
う

者じ
ゃ

の
遺
跡
（
現
鞠き

く

智ち

城じ
ょ
う

跡あ
と

）
を
見
に
行
っ
て

の
帰
り
、
山
鹿
高
校
の
図
書
室
で
お
茶
飲
み
話
に
鹿
本
史
談
会
を
復
活
し
よ

う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
鹿
本
史
談
会
は
昭
和
二
十
六
年
に
山
鹿
市
杉
の

日
輪
寺
住
職
で
あ
っ
た
圭た

ま

室む
ろ

諦た
い

成じ
ょ
う

先
生
の
指
導
で
出で

き来
て
い
た
会
で
あ
っ
た

が
、
先
生
が
熊
本
女
子
大
学
、
さ
ら
に
明
治
大
学
の
教
授
と
し
て
転
出
さ
れ
、

下
火
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

史
談
会
で
は
月
に
一
回
史
跡
探
訪
を
し
て
、ガ
リ
版
刷
り
の
会
誌
『
石
人
』

を
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
会
員
は
郷
土
史
・
考
古
学
・
歴
史
学
に
興
味
を
持

つ
人
の
集
ま
り
と
な
り
、
続
々
と
会
員
が
増
え
、
地
域
も
広
が
っ
て
、
翌
年

に
は
城じ

ょ
う

北ほ
く

史
談
会
、同
四
十
三
年
に
は
熊
本
史
談
会
と
改
称
し
た
。
会
誌『
石

人
』
も
三
十
五
年
一
月
か
ら
活
字
印
刷
と
な
り
、
三
十
五
年
間
の
長
き
に
わ

た
り
、
毎
月
欠
か
さ
ず
刊
行
さ
れ
た
が
、
原
口
の
逝せ

い
き
ょ去

に
よ
り
四
二
一
号
で

終
刊
と
な
っ
た
。

文
化
財
保
護
分
野
に
お
け
る
原
口
の
最
大
の
功
績
は
こ
の
「
熊
本
史
談

会
」
の
運
営
と
『
石
人
』
の
刊
行
と
に
あ
る
と
い
っ
て
も
過か

ご
ん言

で
は
な
い
。

月
一
回
の
史
跡
め
ぐ
り
、
勉
強
会
、
毎
年
の
旅
行
、
年
一
回
の
大
懇こ

ん
し
ん
か
い

親
会
な

ど
の
効
果
に
よ
り
、
投
稿
者
も
多
く
、
「
研
究
報
告
」
「
こ
こ
に
こ
ん
な
も

の
が
」
と
か
、
「
子
供
に
聞
か
せ
た
い
話
」
や
「
随
想
」
と
か
「
文
芸
」
そ

し
て
「
会
員
消
息
」
と
い
う
内
容
な
ど
で
、
誰
で
も
投
稿
し
や
す
か
っ
た
。

こ
の
会
の
目
的
は
毎
号
に
掲
げ
ら
れ
た
綱

こ
う
り
ょ
う領

に
は
っ
き
り
し
て
い
る
。「
埋

も
れ
て
い
る
も
の
を
掘
り
お
こ
し
、
滅
び
ゆ
く
も
の
を
護
り
つ
づ
け
、
民
族

の
歩
い
て
き
た
道
を
探
ろ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
従い

た
ず

ら
に
過
去
を
な
つ
か
し
む

だ
け
の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
過
去
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
将

来
も
ま
た
そ
う
で
あ
ろ
う
と
す
る
、
た
く
ま
し
き
民
族
の
、
根
基
に
培
う
も

の
で
あ
り
た
い
。
と
し
よ
り
も
若
い
者
も
一
緒
に
な
っ
て
、
こ
と
に
次
の
世

代
を
信
頼
し
な
が
ら
、
ひ
と
り
び
と
り
が
、
一
握
り
の
力
を
持
ち
よ
っ
て
、

作
る
の
が
『
石
人
』
で
あ
る
。」
会
員
数
は
千
三
百
人
を
数
え
た
。
こ
の
会

員
が
原
口
長
之
の
総
て
の
事
業
の
応
援
団
で
あ
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
だ
っ
た
。

脚立の上から遺跡を撮影する原口
（昭和三十年代）

熊本史談会のシルクロード旅行にて
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考古学者・教育者

原口 長之
NAGASHI HARAGUCHI  1913～ 1994

文
化
財
保
護

昭
和
二
十
四
年
法ほ

う
り
ゅ
う
じ

隆
寺
金こ

ん
ど
う堂

壁
画
が
焼
失
す
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
り
、

文
化
財
保
護
に
つ
い
て
の
国
民
の
関
心
が
高
ま
っ
て
、
翌
二
十
五
年
に
文
化

財
保
護
法
が
成
立
し
た
。
し
か
し
、
市
町
村
段
階
で
は
積
極
的
な
対
応
は
殆

ほ
と
ん

ど
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
中
で
同
二
十
九
年
に
山
鹿
市
は
市
制
施せ

こ
う行

、
同
時
に
山
鹿
市

文
化
財
保
護
委
員
会
が
設
立
さ
れ
、
彼
は
そ
の
委
員
に
就
任
し
て
い
る
。
原

口
を
中
心
と
し
た
山
鹿
高
校
考
古
学
部
の
活
躍
が
、
県
下
に
先
駆
け
て
こ
の

体
制
を
生
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
原
口
は
こ
の
委
員
を
同
四
十
年
に
熊

本
県
立
第
二
高
校
へ
転
出
す
る
ま
で
勤
め
て
い
る
。

　

同
三
十
五
年
に
は
日
本
考
古
学
協
会
員
に
推
薦
さ
れ
、
日
本
学
術
会
議
の

選
挙
権
も
獲
得
、
考
古
学
者
と
し
て
公
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同
四
十
一

年
熊
本
県
文
化
財
専
門
委
員
と
な
り
、
乙お

と

益ま
す

重し
げ

隆た
か

・
田た

邉な
べ

哲て
つ

夫お

と
と
も
に
専

門
的
調
査
を
担
当
し
、
文
化
財
行
政
に
も
発
言
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
原
口

は
同
五
十
年
に
熊
本
県
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
と
改
称
さ
れ
た
後
も
そ
の

職
に
あ
っ
て
活
躍
し
た
。
同
四
十
五
年
、
多
年
の
文
化
財
保
護
活
動
の
実
績

が
認
め
ら
れ
、
文
化
庁
長
官
表
彰
を
受
賞
。
（
同
五
十
三
年
に
は
文
化
庁
創

設
十
周
年
に
あ
た
っ
て
記
念
表
彰
も
受
け
て
い
る
）

同
四
十
七
年
、
熊
本
県
に
文
化
課
が
発ほ

っ
そ
く足

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
年

熊
本
県
教
育
庁
指
導
主
事
を
定
年
退
職
し
た
原
口
は
、
折お

り

か
ら
仕
事
が
急
増

し
た
文
化
課
の
文
化
財
収
蔵
庫
所
長
に
就
任
し
た
。
文
化
財
収
蔵
庫
は
発
掘

し
た
遺
物
の
整
理
調
査
を
行
い
報
告
書
の
刊
行
ま
で
を
推す

い
し
ん進

す
る
も
の
で
、

所
長
を
同
四
十
九
年
ま
で
務
め
、
収
蔵
庫
の
業
務
の
基
礎
を
確
立
し
た
。

翌
四
十
八
年
、
文
化
課
の
外が
い
か
く郭

団
体
と
し
て
設
立
さ
れ
た
熊
本
県
文
化
財

保
護
協
会
に
も
そ
の
事
務
局
長
と
し
て
要よ

う
せ
い請

さ
れ
た
。
原
口
は
保
護
協
会
が

単
な
る
外
郭
団
体
で
あ
る
こ
と
に
満
足
せ
ず
、
市
町
村
の
文
化
財
保
護
委
員

会
な
ど
と
の
連れ

ん
け
い携

の
た
め
、
自
主
的
な
団
体
と
し
て
育
成
す
る
よ
う
尽
力
し

た
。
機
関
誌
『
文
化
財
情
報
』
を
発
行
、
ま
た
報
告
書
の
頒は

ん
ぷ布

や
地
方
に
ま

で
出
掛
け
て
の
研
修
会
な
ど
積
極
的
な
活
動
を
展
開
し
た
。
こ
の
ほ
か
ま
さ

に
滅ほ

ろ

び
去
ろ
う
と
し
て
い
た
肥
後
琵び

わ琶
の
伝
承
や
、
手
漉す

き
和
紙
の
技
術
保

存
に
も
意
を
用
い
た
。

山
鹿
市
立
博
物
館
の
開
館
と
館
長
就
任

山
鹿
高
校
考
古
学
部
が
毎
年
の
発
掘
調
査
で
集
め
た
遺
物
は
膨ぼ

う
だ
い大

な
も
の

に
な
っ
て
い
た
。
彼
ら
の
熱
意
と
校
長
の
理
解
に
よ
っ
て
学
校
内
に
資
料
室

が
設
置
さ
れ
、
優
れ
た
そ
の
陳ち

ん
れ
つ列

ぶ
り
は
全
国
の
高
校
で
も
五ご

指し

に
入
る
と

慶
応
大
学
の
江え

坂さ
か

輝て
る

弥や

教
授
が
紹
介
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
昭
和
三
十
六
年

二
月
『
石
人
』
の
巻か

ん
と
う
げ
ん

頭
言
で
原
口
が
「
郷
土
館
が
ほ
し
い
」
と
書
い
た
の
が

き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
世
論
が
醸

じ
ょ
う
せ
い成

さ
れ
て
い
っ
た
。
翌
年
に
建
設
期き

せ
い
か
い

成
会

山鹿市立博物館入口の帆足長秋と京の銅像（左）
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が
発ほ

っ

足そ
く

し
、
山
鹿
文
化
財
を
守
る
会
・
石
人
会
員
な
ど
の
熱
心
な
運
動
の

甲か
い斐

あ
っ
て
、
同
五
十
三
年
山
鹿
市
郊
外
の
国
指
定
史
跡
鍋
田
横
穴
群
と
同

チ
ブ
サ
ン
古
墳
と
の
間
の
台
地
に
、
県
内
で
二
番
目
の
博
物
館
と
し
て
開
館

に
漕こ

ぎ
つ
け
、
原
口
長
之
が
初
代
館
長
と
し
て
就
任
し
た
。

山
鹿
市
立
博
物
館
で
は
「
我
が
家
の
自
慢
展
」「
戦
中
戦
後
生
活
展
」「
西

南
の
役
展
」「
帆ほ

足あ
し

長ち
ょ
う

秋し
ゅ
う

（
国
学
者
）
展
」
な
ど
の
企
画
展
を
数
多
く
開
催
し
、

入
館
者
の
増
加
に
努
め
た
。
帆
足
長
秋
に
は
余よ

ほ
ど程

の
感か

ん
め
い銘

を
受
け
た
の
で
あ

ろ
う
、
熊
本
史
談
会
の
二
十
五
年
記
念
事
業
と
し
て
博
物
館
の
前
庭
に
父
娘

の
銅
像
を
建こ

ん

立り
ゅ
う

し
、『
国
学
者
帆
足
長
秋
と
京み

さ
と

』
と
い
う
本
も
刊
行
さ
れ
た
。

原
口
は
館
長
と
し
て
、
肥
後
を
代
表
す
る
文
化
財
の
眼め

が
ね鏡

橋ば
し

や
江
戸
時
代

の
民
家
を
博
物
館
の
敷
地
に
移
転
さ
せ
て
保
護
し
た
。
こ
の
鍋
田
台
地
は
西

南
の
役
の
激げ

き
せ
ん
ち

戦
地
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
戦せ

ん

没ぼ
つ

者し
ゃ

慰い

霊れ
い

碑ひ

も
建
設
し
た
。

山
鹿
市
史
な
ど
の
編
纂

原
口
は
考
古
学
者
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
古こ

文も
ん

書じ
ょ

も
読
め
、
民
俗
学

も
分
か
っ
た
。
貴
重
な
幅
広
い
学
者
な
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
熊
本
県
文
化

財
保
護
行
政
の
核
と
な
り
、
県
文
化
課
の
中ち

ゅ
う

枢す
う

と
し
て
活
躍
し
た
愛ま

な

弟で

子し

や

孫ま
ご

弟
子
の
数
が
多
い
の
も
、
原
口
の
人
間
性
と
魅
力
を
物
語
っ
て
い
る
。
学

者
間
に
人
脈
が
広
く
、
信
頼
を
集
め
て
い
た
。

折
か
ら
全
国
的
に
お
こ
っ
た
市
町
村
史
編へ

ん
さ
ん纂

の
ブ
ー
ム
の
中
で
、
原
口
は

編
纂
委
員
長
と
し
て
各
地
に
迎
え
ら
れ
た
。
昭
和
五
十
四
年
に
『
北
部
町

史
』
、
同
五
十
六
年
に
『
植
木
町
史
』
を
完
成
さ
せ
、
と
も
に
熊
本
日
日
新

聞
社
か
ら
出
版
文
化
賞
を
受
賞
。
同
五
十
四
年
か
ら
着
手
し
た
『
山
鹿
市

史
』
も
六
〇
年
に
完
成
し
て
同
賞
を
受
賞
し
た
。
『
鹿
央
町
史
』
を
平
成
元

年
に
完
成
さ
せ
、
『
三
加
和
町
史
』
『
菊
鹿
町
史
』
『
河
内
町
史
』
『
新
熊

本
市
史
』
な
ど
に
も
関
連
し
た
。

こ
の
よ
う
な
広こ

う

汎は
ん

な
活
動
に
対
し
て
、
信
友
社
賞
（
同
五
十
五
年
）
、
サ

ン
ト
リ
ー
地
域
文
化
賞
（
同
六
十
二
年
）
、
荒
木
精
之
文
化
賞
（
平
成
元

年
）
な
ど
数
々
の
賞
が
贈
ら
れ
、
そ
の
賞
金
を
も
っ
て
『
石
人
』
に
掲
載
さ

れ
た
「
子
供
に
聞
か
せ
た
い
話
」
を
集
め
た
『
肥
後
の
民
話
と
伝
説
』
が
史

談
会
三
十
周
年
記
念
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。

原
口
は
昭
和
三
十
八
年
か
ら
熊
本
市
郊
外
に
住
ん
で
い
た
。
新
婚
早そ

う
そ
う々

硝し
ょ
う
え
ん煙

漂
う
中
国
ま
で
お
供
し
、
『
石
人
』
の
編
集
か
ら
、
史
談
会
の
旅
行

の
世
話
ま
で
手
伝
う
奥
さ
ん
と
の
間
に
、
二
男
一
女
を
儲も

う

け
、
そ
れ
ぞ
れ
大

学
教
授
、
高
校
・
中
学
の
先
生
と
な
り
、
教
育
者
と
し
て
独
立
さ
れ
て
い
る
。

退
職
後
に
自
動
車
の
運
転
免
許
を
取
り
行
動
を
広
げ
、
ワ
ー
プ
ロ
も
叩
き
、

年
を
感
じ
さ
せ
な
い
頑
張
り
屋
で
あ
っ
た
。

熊本県立装飾古墳館に寄贈された蔵書約3,800冊
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年表 History

原口 長之
考古学者・教育者

NAGASHI HARAGUCHI  1913～1994

大
正
二
年 　

▼

（
一
九
一
三
）

昭
和
九
年 　

▼

（
一
九
三
四
）

昭
和
十
四
年 

▼

（
一
九
三
九
）

昭
和
二
〇
年 
▼

（
一
九
四
五
）

昭
和
二
三
年 

▼

（
一
九
四
八
）

昭
和
二
四
年 

▼

（
一
九
四
五
）

昭
和
二
七
年 

▼

（
一
九
五
二
）

昭
和
二
九
年 

▼

（
一
九
五
四
）

昭
和
三
○
年 

▼

（
一
九
五
五
）

昭
和
三
一
年 

▼

（
一
九
五
六
）

昭
和
三
二
年 

▼

（
一
九
五
七
）

昭
和
三
五
年 

▼

（
一
九
六
○
）

昭
和
三
八
年 

▼

（
一
九
六
三
）

昭
和
四
十
年 

▼

（
一
九
六
五
）

昭
和
四
一
年 

▼

（
一
九
六
六
）

昭
和
四
五
年 

▼

（
一
九
七
○
）

昭
和
四
七
年 

▼

（
一
九
七
二
）

昭
和
四
八
年 

▼

（
一
九
七
三
）

昭
和
五
○
年 

▼

（
一
九
七
五
）

昭
和
五
三
年 

▼

（
一
九
七
八
）

昭
和
五
四
年 

▼

（
一
九
七
九
）

昭
和
五
五
年 

▼

（
一
九
八
〇
）

昭
和
五
六
年 

▼

（
一
九
八
一
）

昭
和
六
○
年 

▼

（
一
九
八
五
）

昭
和
六
一
年 

▼

（
一
九
八
六
）

昭
和
六
二
年 

▼

（
一
九
八
七
）

平
成
元
年 　

▼

（
一
九
八
九
）

平
成
四
年 　

▼

（
一
九
九
二
）

平
成
六
年 　

▼

（
一
九
九
四
）

平
成
七
年 　

▼

（
一
九
九
五
）

平
成
九
年 　

▼

（
一
九
九
七
）

鹿
本
郡
大
道
村
藤
井
で
原
口
勘
吾
・
イ
ヨ
の
長
男

（
四
人
兄
弟
の
二
番
目
）
と
し
て
生
れ
る

熊
本
師
範
学
校
二
部
卒
業
・
田
島
小
学
校
に
赴
任

中
国
山
西
省
楡
次
小
学
校
校
長
と
し
て
赴
任

終
戦
を
迎
え
帰
国

広
島
臨
時
教
員
養
成
所
卒
業
・
熊
本
県
立
御
船
高
等

学
校
に
赴
任

熊
本
県
立
山
鹿
高
等
学
校
に
転
勤

考
古
学
部
を
創
設
、
下
原
甕
棺
調
査

南
島
甕
棺
（
山
鹿
市
）・
笹
尾
甕
棺
（
植
木
町
）
調
査

馬
塚
古
墳
発
掘
調
査
（
山
鹿
市
）

山
鹿
市
文
化
財
保
護
委
員
会
委
員
に
就
任

臼
塚
古
墳
・
方
保
田
東
原
遺
跡
発
掘
調
査
（
山
鹿
市
）

弁
慶
ヶ
穴
古
墳
調
査
（
山
鹿
市
）

津
袋
大
塚
古
墳
発
掘
調
査
（
山
鹿
市
鹿
本
町
）

日
本
考
古
学
協
会
員
と
な
る

熊
本
県
立
鹿
本
高
校
に
転
勤

熊
本
県
立
第
二
高
等
学
校
に
転
勤

熊
本
県
文
化
財
専
門
委
員
（
現
熊
本
県
文
化
財
保
護

審
議
会
委
員
）
に
就
任

文
化
庁
長
官
表
彰
受
賞

定
年
退
職

熊
本
県
文
化
財
収
蔵
庫
所
長
に
就
任
（
〜
昭
和
四
九
年
）

熊
本
県
文
化
財
保
護
協
会
事
務
局
長
に
就
任

肥
後
琵
琶
保
存
会
副
会
長

熊
本
市
文
化
財
保
護
委
員
に
就
任

山
鹿
市
立
博
物
館
館
長
に
就
任

文
化
庁
長
官
表
彰（
文
化
庁
創
設
十
周
年
記
念
表
彰
）

『
飽
託
郡
北
部
町
史
』
完
成
（
編
纂
委
員
長
）

熊
本
日
日
新
聞
社
賞
・
信
友
社
賞
受
賞

『
植
木
町
史
』
完
成
（
編
纂
委
員
長
）

『
山
鹿
市
史
』
完
成
（
編
纂
委
員
長
）

山
鹿
市
立
博
物
館
長
を
退
任

サ
ン
ト
リ
ー
地
域
文
化
賞
受
賞

『
鹿
央
町
史
』
完
成
（
編
纂
委
員
長
）

荒
木
精
之
文
化
賞
受
賞

熊
本
県
立
装
飾
古
墳
館
館
長
に
就
任

四
月
、
装
飾
古
墳
館
長
を
退
任

九
月
十
一
日　

病
の
た
め
永
眠
（
享
年
八
一
歳
）

（
勲
五
等
双
光
旭
日
章
受
章
）

十
二
月
一
日　
『
石
人
』 
終
刊
号
発
刊（
四
二
一
号
）

遺
族
か
ら
、
考
古
・
歴
史
関
係
の
蔵
書
約
三
八
○
○

冊
が
県
立
装
飾
古
墳
館
へ
寄
贈
さ
れ
た

遺
徳
を
た
た
え
る
胸
像（
ブ
ロ
ン
ズ
製
）が
、有
志
六
三
九
名
、募
金

総
額
八
九
四
万
円
に
よ
り
装
飾
古
墳
館
の
敷
地
内
に
設
置
さ
れ
た

参考文献・ご協力頂いた方（敬称略）

田邉哲夫（1990）『熊本県の近代文化に貢献した人々』熊本県教育委員会
桑原憲彰ほか（1995）『原口長之先生遺徳展』
熊本県立装飾古墳館
桑原憲彰ほか（1997）『原口長之先生を偲ぶ』
原口長之先生胸像建立期成会
上則尚子（原口長之の長女）、国武旭範（表紙写真提供）

さ
ん
せ
い
し
ょ
う
ゆ  

じ

あ
ら 

き 

せ
い 

し

き
ょ
う
ね
ん

く
ん 

ご 

と
う
そ
う
こ
う
き
ょ
く
じ
つ
し
ょ
う
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※

以
下
、
町
史
な
ど
、
多
数
の
た
め
省
略

※

以
下
、
発
掘
調
査
な
ど
多
数
の
た
め
省
略

くわはらけんしょう

た なべてつ お

かみのりしょうこ くにたけ よしてる


