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国東の歴史国東の歴史
れきし せんぷくじ

泉福寺は、
たわらうじよし

田原氏能（
いいづかじょうしゅ

飯塚城主2
だいめ

代目）という
ひと

人が
た

建てた、
きゅうしゅう   

九州

の
ふきょう

布教（
そうとうしゅう

曹洞宗）のさきがけとなったお
てら

寺だよ。
あんこくじ

安国寺は、
あしかがたかうじ

足利尊氏

が
こんりゅう

建立を
めい

命じた
ぜんこく

全国に68ヶ
じ

寺しかないお
てら

寺のひとつなんだ。

くにさき

国東の
ちめい

地名についてのお
はなし  

話 。
けいこうてんのう

景行天皇が
いま

今の
やまぐちけん

山口県の
ほう

方から
はる

遥かなるこの
ち

地（
くにさき

国東）を
み

見て「あれは
くに

国の
さき

埼か」と
い

言われたと

『
  ぶんごふどき    

豊後風土記』（713
ねん

年）に
か

書かれているよ。
れきしじょう

歴史上、
くにさき

国前一
くにさき

国埼

一
くにさき

国崎一
くにさき

国東という
かんじ

漢字で
か

書かれているんだ。

時
代

じ
だ
い

国
東
の
で
き
ご
と

く
に
さ
き

日
本
の
で
き
ご
と

に
ほ
ん

きゅうせっき

旧石器・
じょうもんじだい

縄文時代
～

きげんぜん

紀元前4
せいき

世紀

   やよいじだい   

弥生時代
きげんぜん

紀元前 4～3
せいき

世紀

こふん

古墳・
  あすかじだい   

飛鳥時代
4～8

せいき

世紀

 なら 

奈良・
へいあんじだい 

平安時代
8～12

せいき

世紀

かまくらじだい 

鎌倉時代
12～14

せいき

世紀

 むろまちじだい 

室町時代
14～16

せいき

世紀

●
せ
と
う
ち 

瀬
戸
内
で
お
お多
く
み見
ら
れ
る
か
た
ち 形
の
ナ
イ
フ
が
た
せ
っ
き

形
石
器
が
つ
か使
わ
れ
る

（     

し
お
や
い
よ
の
は
る
い
せ
き        

塩
屋
伊
豫
野
原
遺
跡
）

●
お
お大
き
な

い
わ
か
げ

岩
陰
に

す住
み
、し

ゅ
り
ょ
う
さ
い
し
ゅ
う 

狩
猟
採
集
を
し
て
く暮
ら
す

（
じ
ょ
う
ぶ
つ
い
わ
か
げ
い
せ
き

成
仏
岩
陰
遺
跡
）

●
ぜ
ん
ぽ
う
こ
う
え
ん
ふ
ん

前
方
後
円
墳
が
つ
く造
ら
れ
る（
し
も
ば
る
こ
ふ
ん

下
原
古
墳
）

●
と
り
ふ
ね
つ
き
き
だ
い

鳥
舟
付
器
台
が

つ
く造
ら
れ
る（     

い
ち
の
せ
に
ご
う
ふ
ん      

一
ノ
瀬
二
号
墳
）

●
こ
ふ
ん
古
墳
の
か
べ壁
に

ふ
ね舟
や

と
り鳥
、ひ

と人
の
え絵
が
え
が描
か
れ
る（
お
に
づ
か
こ
ふ
ん

鬼
塚
古
墳
）

●
し
な
い
市
内
で
も
っ
と最
も
ふ
る古
い
と
さ
れ
る
か
わ
ら瓦
が
つ
か使
わ
れ
る

　
　
　
　
　
　     

（
さ
く
ら
も
と
み
や
い
せ
き

桜
本
宮
遺
跡
・

さ
く
ら
は
ち
ま
ん
い
せ
き

桜
八
幡
遺
跡
）

●
ち
い
き
地
域
の
ご
う
ぞ
く

豪
族
が
だ
い
き
ぼ 

大
規
模
な
た
て
も
の

建
物
に
す住
む（
ひ
さ
す
え
き
ょ
う
と
く
い
せ
き

久
末
京
徳
遺
跡
）

●「
お
み臣
」を
な
の 

名
乗
る
こ
と
の
で
き
る
ご
う
ぞ
く

豪
族
が
い
る（
い
い
づ
か
い
せ
き

飯
塚
遺
跡
）

●
も
く
せ
い

木
製
の
ぶ
つ
ぞ
う

仏
像
が

お
お多
く
つ
く造
ら
れ
る

●
ろ
く
ご
う
さ
ん

六
郷
山
で
く
に国
の
あ
ん
ぜ
ん

安
全
を
い
の祈
る
き
と
う
祈
祷
が
お
こ
な行
わ
れ
る

●
い
わ
と
じ 

岩
戸
寺
に
く
に
さ
き
と
う

国
東
塔
が
つ
く造
ら
れ
る

●
い
た
び
板
碑
が
つ
く造
ら
れ
は
じ始
め
る

●
せ
ん
ぷ
く
じ

泉
福
寺
が
た建
て
ら
れ
る

●
い
い
づ
か
じ
ょ
う

飯
塚
城
が
つ
く造
ら
れ
る

●
あ
ん
こ
く
じ

安
国
寺
が
た建
て
ら
れ
る

●
た
わ
ら
さ
だ
ひ
ろ 

田
原
貞
広
が
ば
く
ふ
幕
府
か
ら

　
く
に
さ
き
ご
う

国
東
郷
を
あ
た与
え
ら
れ
る

ナイフ
がたせっき

形石器
こだいがわら

古代瓦
いわとじほうとう

岩戸寺宝塔（
くにさきとう

国東塔）
ほうおんじ

報恩寺 
     あみだにょらいざぞう     

阿弥陀如来坐像

い
わ
と
じ

岩
戸
寺 

や
く
し
に
ょ
ら
い
ざ
ぞ
う

薬
師
如
来
坐
像

  

る
り
こ
う
じ   

瑠
璃
光
寺   

あ
み
だ
に
ょ
ら
い
り
ゅ
う
ぞ
う  

阿
弥
陀
如
来
立
像

た
い
ぞ
う
じ

胎
蔵
寺 

じ
ぞ
う
ぼ
さ
つ
り
ゅ
う
ぞ
う

地
蔵
菩
薩
立
像 

な
ど

●
ひ
め
し
ま

姫
島
で
と
れ
る
こ
く
よ
う
せ
き

黒
曜
石
を
か
こ
う
加
工
し
、

か
く
ち
各
地
に

は
こ運
ぶ（

  

は
だ
い
せ
き   

羽
田
遺
跡
）

●
う
み
べ
海
辺
の

ち
か近
く
で
せ
い
か
つ

生
活
す
る（
く
ま
お
い
せ
き 

熊
尾
遺
跡
・
う
ち
だ
さ
き
ゅ
う
い
せ
き 

内
田
砂
丘
遺
跡
）

●
い
ね稲
を

つ
く作
り

し
っ
ち
湿
地
で
た
か
ゆ
か

高
床
の
た
て
も
の

建
物
に
す住
む（
あ
ん
こ
く
じ
し
ゅ
う
ら
く
い
せ
き

安
国
寺
集
落
遺
跡
）

あんこくじしゅうらくいせき

安国寺集落遺跡
いちのせ

一ノ瀬２
ごうふんしゅつどとりふねつききだい

号墳出土鳥舟付器台
ごしょうじいたび

護聖寺板碑
せんぷくじ

泉福寺

●
や
ま
と
せ
い
け
ん

大
和
政
権
に
よ
る

と
う
い
つ

統
一
が

す
す進
む

●
い
な
さ
く

稲
作
の

か
い
し
開
始

●    

や
よ
い
ど
き     

弥
生
土
器
・

て
っ
き
鉄
器
・

せ
い
ど
う
き

青
銅
器
が

し
よ
う
使
用
さ
れ
る

●

 

た
か
ゆ
か
そ
う
こ

高
床
倉
庫
が

し
ゅ
つ
げ
ん

出
現
す
る

●   

か
く
ち

各
地
の

ご
う
ぞ
く

豪
族
が

こ
ふ
ん
古
墳
を

ぞ
う
え
い

造
営
す
る

●
く
だ
ら
百
済
か
ら

ぶ
っ
き
ょ
う

仏
教
が

つ
た伝
わ
る

●
し
ょ
う
と
く
た
い
し

聖
徳
太
子
が

せ
っ
し
ょ
う

摂
政
と
な
る

五
九
三

●
お
の
の
い
も
こ   

小
野
妹
子
を

ず
い隋
に

お
く送
る（

け
ん
ず
い
し

遣
隋
使
）

六
〇
七

●
だ
い第
一

か
い
け
ん
と
う
し

回
遣
唐
使
を

お
く送
る

六
三
〇

●
た
い
か
大
化
の

か
い
し
ん

改
新
が

は
じ始
ま
る

六
四
五

●
み
や
こ都
を

な
ら  

奈
良（

へ
い
じ
ょ
う
き
ょ
う   

平
城
京
）に

う
つ移
す

七
一
〇

●
み
や
こ都
を

き
ょ
う
と

京
都（

へ
い
あ
ん
き
ょ
う

平
安
京
）に

う
つ移
す

●
て
ん
だ
い
し
ゅ
う

天
台
宗
・し

ん
ご
ん
し
ゅ
う

真
言
宗
が

ひ
ら開
か
れ
る

七
九
四

●
ふ
じ
わ
ら
の
み
ち
な
が

藤
原
道
長
が

せ
っ
し
ょ
う

摂
政
と
な
り
、

　
ふ
じ
わ
ら
し

藤
原
氏
が

さ
か栄
え
る

一
〇
一
六

●
平
清
盛
が

だ
い
じ
ょ
う
だ
い
じ
ん

太
政
大
臣
と
な
り
、

　
へ
い
し
平
氏
が

さ
か栄
え
る

一
一
六
七

●
だ
ん壇
ノ

う
ら浦
の

た
た
か戦
い
で

へ
い
し
平
氏
が

め
つ
ぼ
う

滅
亡
す
る

一
一
八
五

●
源
頼
朝
が

せ
い
い
た
い
し
ょ
う
ぐ
ん

征
夷
大
将
軍
と
な
る

●
二

ど度
に
わ
た
り
モ
ン
ゴ
ル
が

し
ゅ
う
ら
い

襲
来
す
る

●
か
ま
く
ら
ぶ
っ
き
ょ
う

鎌
倉
仏
教（

じ
ょ
う
ど
し
ゅ
う

浄
土
宗
・り

ん
ざ
い
し
ゅ
う

臨
済
宗
・じ

ょ
う
ど
し
ん
し
ゅ
う

浄
土
真
宗
・

　
そ
う
と
う
し
ゅ
う

曹
洞
宗
・に

ち
れ
ん
し
ゅ
う

日
蓮
宗
・

じ
し
ゅ
う

時
宗
）が

ひ
ら開
か
れ
る

一
一
九
二

●
あ
し
か
が
た
か
う
じ

足
利
尊
氏
が

せ
い
い
た
い
し
ょ
う
ぐ
ん

征
夷
大
将
軍
と
な
り
、

　
む
ろ
ま
ち
ば
く
ふ

室
町
幕
府
を

ひ
ら開
く

一
三
三
八

●
て
っ
ぽ
う

鉄
砲
が

つ
た伝
わ
る

一
五
四
三

●
キ
リ
ス
ト

き
ょ
う教
が

つ
た伝
わ
る

一
五
四
九

一
二
八
一

一
二
七
四

一
二
八
三

一
二
二
八

一
三
七
五

一
三
五
一

一
三
九
四

へいあんじだい

平安時代に
つく

造られた
ぶつぞう

仏像

た
い
ら
の
き
よ
も
り

み
な
も
と
の
よ
り
と
も

●
た
て
あ
な
じ
ゅ
う
き
ょ

竪
穴
住
居
が

し
ゅ
つ
げ
ん

出
現
す
る

●
じ
ょ
う
も
ん
ど
き

縄
文
土
器
や

せ
っ
き
石
器
が

し
よ
う
使
用
さ
れ
る

●
か狩
り
や

り
ょ
う漁
、さ

い
し
ゅ
う

採
集
に
よ
る

せ
い
か
つ

生
活

もっと
くわ

詳しい
れきし

歴史を
し

知

りたい人は
みぎ

右のQR

コードからアクセスし

てみよう。

なんぼくちょうじだい

南北朝時代
せんごくじだい

戦国時代

①-1

①-2

①-3

②-1

②-2

②-3

③-1

③-2

③-3

③-4

④-1

④-2

⑤-1

⑤-2

⑤-3

⑤-4

⑥-1

⑥-2

①-1｜ 
れきし

歴史　国東の
れきし

歴史



時
代

じ
だ
い

国
東
の
で
き
ご
と

く
に
さ
き

日
本
の
で
き
ご
と

に
ほ
ん

16～17
せいき

世紀

     えどじだい     

江戸時代
17～19

せいき

世紀

めいじ

明治・
たいしょうじだい

大正時代
19～20

せいき

世紀

しょうわじだい 

昭和時代
20

せいき

世紀

へいせいじだい 

平成時代
れいわ

令和
20～21

せいき

世紀 21
せいき

世紀～

●
お
お多
く
の
し
ろ城
が
つ
く造
ら
れ
る

　
あ
き
じ
ょ
う

安
岐
城
、い
ま
い
ち
じ
ょ
う

今
市
城
、   

お
ど
む
れ
じ
ょ
う   

雄
渡
牟
礼
城
、き
べ
じ
ょ
う

岐
部
城
な
ど

●
か
ん
ま
い
ぎ
ょ
う
じ

神
舞
行
事
の
き
ろ
く
記
録
が
の
こ残
さ
れ
る

●
よ
し
ひ
ろ
が
く

吉
弘
楽
が
さ
い
こ
う

再
興
さ
れ
る

●
み
う
ら
ば
い
え
ん

三
浦
梅
園
が「
て
ん
き
ゅ
う
ぎ

天
球
儀
」を
じ
さ
く
自
作
す
る

●
あ
さ
だ
ご
う
り
ゅ
う

麻
田
剛
立
が
に
っ
し
ょ
く

日
食
を
よ
げ
ん
予
言
し
、て
き
ち
ゅ
う

的
中
す
る

●
い
の
う
た
だ
た
か

伊
能
忠
敬
が
く
に
さ
き

国
東
を

そ
く
り
ょ
う

測
量
す
る

●
よ
し
た
け
と
う
り

吉
武
東
里
が
こ
っ
か
い
ぎ
じ
ど
う 
国
会
議
事
堂
の
せ
っ
け
い
ず

設
計
図
の
こ
う
ぼ
公
募

　
に
お
う
ぼ
応
募
し
、い
っ
と
う

一
等
に
に
ゅ
う
せ
ん

入
選
す
る

●
お
お多
く
の
ひ
と人
が
せ
ん
そ
う
ひ
が
い

戦
争
被
害
を
う受
け
る

●
し
げ
み
つ
ま
も
る

重
光
葵
が
こ
う
ふ
く
ぶ
ん
し
ょ

降
伏
文
書
に
ち
ょ
う
い
ん

調
印
す
る

●
だ
い
す
い
が
い

大
水
害
が
お起
こ
る

●
み
か
ん
つ
く作
り
が
さ
か盛
ん
に
な
る

●
す
お
う
な
だ

周
防
灘
フ
ェ
リ
ー
が
し
ゅ
う
こ
う

就
航
す
る

●
お
お
い
た
く
う
こ
う

大
分
空
港
が
く
に
さ
き

国
東
に
い
て
ん
移
転
す
る

●
く
に
さ
き
し

国
東
市
が
た
ん
じ
ょ
う

誕
生
す
る

●
お
お
い
た
く
う
こ
う

大
分
空
港
が

う
ち
ゅ
う
こ
う

宇
宙
港
に

え
ら選
ば
れ
る

ペトロ
きべ

岐部

せんとうじあらおにめん

千燈寺荒鬼面

もとだはじめ

元田肇
よしひろがく

吉弘楽

かんまいぎょうじ

神舞行事
すおうなだ

周防灘フェリー

おおいたくうこう

大分空港
せかいのうぎょういさんにんてい

世界農業遺産認定の
ようす

様子
てんきゅうぎ

天球儀

●
し
ゅ
じ
ょ
う
お
に
え

修
正
鬼
会
の
あ
ら
お
に
め
ん

荒
鬼
面
が
つ
く造
ら
れ
は
じ始
め
る

●
ペ
ト
ロ
き
べ 

岐
部
が
ロ
ー
マ
に
と
う
ち
ゃ
く

到
着
す
る

●
し
っ
と
う

七
島
イ
の
せ
い
さ
ん

生
産
が
は
じ始
ま
る

●
た
め
い
け池「
ま
ん
じ
い
け

万
治
池
」が
つ
く造
ら
れ
る

●
と
く
が
わ
い
え
や
す

徳
川
家
康
が

せ
い
い
た
い
し
ょ
う
ぐ
ん

征
夷
大
将
軍
と
な
り
、

　
え
ど
ば
く
ふ      

江
戸
幕
府
を

ひ
ら開
く

一
六
〇
三

一
六
二
〇

一
六
五
八

一
七
〇
〇

一
七
六
三

一
八
一
〇

一
九
一
九

●
だ
い第
一
か
い
ば
い
え
ん
さ
い

回
梅
園
祭
が
か
い
さ
い

開
催
さ
れ
る

一
九
一
五

●
し
せ
い
市
制
・ち
ょ
う
そ
ん
せ
い

町
村
制
が
し
こ
う
施
行
さ
れ
る（
し
な
い
市
内
18

そ
ん村
）

一
八
八
九

●
も
と
だ
は
じ
め

元
田
肇
が

す
う
み
つ
こ
も
ん
か
ん

枢
密
顧
問
官
と
な
る

一
九
三
二

●
く
に
さ
き
て
つ
ど
う

国
東
鉄
道（
き
つ
き
杵
築
〜
く
に
さ
き
か
ん

国
東
間
）が
か
い
つ
う

開
通
す
る

一
九
三
六

一
九
四
五

一
九
六
一

一
九
六
八

一
九
七
一

二
〇
〇
三

●
く
に
さ
き
は
ん
と
う

国
東
半
島
・
　
う
さ
ち
い
き
　

宇
佐
地
域
が
せ
か
い
の
う
ぎ
ょ
う
い
さ
ん

世
界
農
業
遺
産
に
み
と認
め
ら
れ
る

二
〇
一
三

二
〇
二
〇

●
と
く
が
わ
よ
し
の
ぶ

徳
川
慶
喜
が

せ
い
け
ん

政
権
を

ち
ょ
う
て
い

朝
廷
に

か
え返
す

　（
た
い
せ
い
ほ
う
か
ん

大
政
奉
還
）

一
八
六
七

●    

え
ど
ば
く
ふ      

江
戸
幕
府
に
よ
り
、

　
キ
リ
ス
ト

き
ょ
う教
が

き
ん
し
禁
止
さ
れ
る

一
六
一
二
●

さ
ん
き
ん
こ
う
た
い

参
勤
交
代
が

せ
い
ど
か  

制
度
化
さ
れ
る

一
六
三
五
●

さ
こ
く
た
い
せ
い

鎖
国
体
制
が

か
た固
ま
る

●
き
ょ
う
ほ
う

享
保
の

か
い
か
く

改
革
が

は
じ始
ま
る（
〜
一
七
四
五
）

●
か
ん
せ
い

寛
政
の

か
い
か
く

改
革
が

は
じ始
ま
る（
〜
一
七
九
三
）

●
は
ん
こ
う

藩
校
や

て
ら
こ
や  

寺
子
屋
が

お
お多
く

そ
う
せ
つ

創
設
さ
れ
る

●
い
っ
き
一
揆
や

う打
ち

こ
わ壊
し
が

た
は
つ
多
発
す
る

●
て
ん
ぽ
う

天
保
の

か
い
か
く

改
革
が

は
じ始
ま
る（
〜
一
八
四
三
）

一
六
四
一

一
七
一
六

一
七
八
七

一
八
四
一

●
む
ろ
ま
ち
ば
く
ふ

室
町
幕
府
が

め
つ
ぼ
う

滅
亡
す
る

一
五
七
三

●
と
よ
と
み
ひ
で
よ
し

豊
臣
秀
吉
が

ぜ
ん
こ
く
と
う
い
つ

全
国
統
一
す
る

一
五
九
〇

●
せ
き
が
は
ら

関
ケ
原
の

た
た
か戦
い
で

と
く
が
わ
ぐ
ん

徳
川
軍
が

し
ょ
う
り

勝
利
す
る

一
六
〇
〇

●
は
い
は
ん
ち
け
ん

廃
藩
置
県
が

お
こ
な行
わ
れ
る

一
八
七
一

●
だ
い
に
っ
ぽ
ん
て
い
こ
く
け
ん
ぽ
う

大
日
本
帝
国
憲
法
が

は
っ
ぷ
発
布
さ
れ
る

一
八
八
九
●

に
っ
し
ん
せ
ん
そ
う

日
清
戦
争
が

は
じ始
ま
る

一
八
九
四

●
に
ち
ろ
せ
ん
そ
う

日
露
戦
争
が

は
じ始
ま
る

一
九
〇
四

●
だ
い第
一

  

じ
せ
か
い
た
い
せ
ん    

次
世
界
大
戦
が

は
じ始
ま
る

一
九
一
四

●
に
っ
ち
ゅ
う
せ
ん
そ
う

日
中
戦
争
が

は
じ始
ま
る

一
九
三
七

●
だ
い第
二

じ
せ
か
い
た
い
せ
ん    

次
世
界
大
戦
が

は
じ始
ま
る

一
九
三
九

●
た
い
へ
い
よ
う
せ
ん
そ
う

太
平
洋
戦
争
が

は
じ始
ま
る

一
九
四
一

●
な
が
さ
き

長
崎
・

ひ
ろ
し
ま

広
島
に

げ
ん
ば
く

原
爆
が

と
う
か
投
下
さ
れ
る

一
九
四
五

●
に
っ
ぽ
ん
こ
く
け
ん
ぽ
う

日
本
国
憲
法
が

こ
う
ふ
公
布
さ
れ
る

一
九
四
六

●
お
き
な
わ

沖
縄
が

に
ほ
ん
日
本
に

ふ
っ
き
復
帰
す
る

一
九
七
二

●
ポ
ツ
ダ
ム

せ
ん
げ
ん

宣
言
を

じ
ゅ
だ
く

受
諾
し

　
む
じ
ょ
う
け
ん
こ
う
ふ
く

無
条
件
降
伏
す
る

一
九
四
五

●
は
ん
し
ん

阪
神
・

あ
わ
じ
だ
い
し
ん
さ
い    

淡
路
大
震
災
が

お起
こ
る

一
九
九
五

●
ひ
が
し
に
ほ
ん
だ
い
し
ん
さ
い

東
日
本
大
震
災
が

お起
こ
る

二
〇
一
一

もっと
くわ

詳しい
れきし

歴史を
べんきょう

勉強するには、
としょかん

図書館で
くにみ

国見・
くにさき

国東・
むさし

武蔵・
あきちょうし 

安岐町史

などをみてみよう。 ほかにも『
くにさき

国東の
ぶんかざいたんぼう

文化財探訪』という
ほん

本もあるよ。 

でんしゃ

電車や
くるま

車ができたのは
さいきん

最近のことで、
むかし 

昔 は
ふね

船が
かつやく

活躍したんだ。
ふね

船が
おも

主な
いどうしゅだん

移動手段だったことを
ふ

踏まえて、
くにさき

国東の
いち

位置などを
み

見ながらもう
いちど

一度、
くにさき

国東の
れきし

歴史を
かんが 

考 えてみよう。

くにさきし

国東市ができるまでの
しちょうそん

市町村の
れきし

歴史について、
した

下のQRコードからアク

セスしてみよう。

せんごくじだい

戦国時代

       あづちももやまじだい      

安土桃山時代

①-1

①-2

①-3

②-1

②-2

②-3

③-1

③-2

③-3

③-4

④-1

④-2

⑤-1

⑤-2

⑤-3

⑤-4

⑥-1

⑥-2

①-1｜ 
れきし

歴史　国東の
れきし

歴史



弥生のムラ弥生のムラ
や よ い

 あんこくじしゅうらくいせき 

安国寺集落遺跡は、
いま

今からおよそ1800
ねんまえ

年前の
やよい　じだい 

弥生時代の
しゅうらく

集落（ムラ）の
あと

跡です。
じゅうきょ

住居を
かこ

囲むようにUの
じがた

字型

に
おおみぞ

大溝があり、その
おおみぞ

大溝から、ほぼ
いっとうぶん

一棟分※1 の
けんちくぶざい

建築部材※2 が、
にほん

日本で
はじ

初めて
はっけん

発見されました。また、
もみがら

籾殻や
どき 

土器をはじめ、
もくせい

木製の
のうこうぐ

農耕具や
せいかつようぐ

生活用具とともに
たいりょう

大量の
しゅしるい

種子類も
しゅつど

出土しました。
はっけん

発見されたものを
くわ

詳しく
しら

調

べたことで、1800
ねんまえ

年前の
やよい

弥生のムラの
すがた

姿 を
げんざい

現在によみがえらせることができたのです。

※1 
いっとうぶん

一棟分：
ひと

一つの
たてもの

建物の
りょう

量 　※2 
けんちくぶざい

建築部材：
たてもの

建物の
ざいりょう

材料

たかゆかじゅうきょ

高床住居の
く

暮らし

ふくげん

復元された
たかゆかじゅうきょ

高床住居

けんちくふうけい

建築風景
ふくげん

復元された
たかゆかそうこ

高床倉庫

けんちくぶざい

建築部材の
しゅつどじょうきょう  

出土状況

くにしていしせき　あんこくじしゅうらくいせき 

国指定史跡安国寺集落遺跡

とうじ

当時の
ひと

人が
す

住んでいたと
おも

思われ

る
たかゆかじゅうきょ

高床住居が
ふくげん

復元できたのは、

どうしてかな？

～
 　　　あんこくじしゅうらくいせき 　　　

安国寺集落遺跡～

やよい

弥生のムラの
じゅうきょ

住居

①-1

①-2

①-3

②-1

②-2

②-3

③-1

③-2

③-3

③-4

④-1

④-2

⑤-1

⑤-2

⑤-3

⑤-4

⑥-1

⑥-2

①-2｜
 れき し 

歴史　
やよい

弥生のムラ　～
あんこくじしゅうらくいせき

安国寺集落遺跡～



この
かたち  

形 をしたつぼは、
くにさき

国東の
あんこくじ　 ちく 

安国寺地区で
はじ

初めて
はっけん

発見

されたので、
ちめい

地名をとり「
あんこくじしき　 どき 

安国寺式土器」と
よ

呼ばれている

よ。
くち

口の
ぶぶん

部分がくの
じ

字で
にじゅう

二重になっていて、
なみ

波の
もよう

模様が

つけられ、
きんせい

均整がとれた
うつく

美しい
たまごがた 

卵型 の
どき 

土器なんだ。

くにさき

国東の
れきし

歴史が
くわ

詳しくわかる
くにさきしれきし 

国東市歴史
たいけんがくしゅうかん

体験学習館を
りよう

利用して
しら

調べ
がくしゅう

学習 や
たい

体
けんかつどう

験活動にチャレンジしてみよう。

もくせい

木製のスプーンやジョッキ、
つくえ

机 も
つか

使われていたんだよ。な

すび
がた

型の
のうこうぐ

農耕具は、すきやく

わにもなったんだ。
つか

使い
かた

方が

わかるかな？

あんこくじしゅうらくいせき

安国寺集落遺跡では、
むかし 

昔 の
こめ

米やクリ、ドングリ

が
み

見つかっているよ。どうやって
た

食べたのかな？

イチイガシ

あんこくじしき　どき 

安国寺式土器

ツブラジイ

モモの
たね

種

ムラの
ひろば

広場

アラカシ

モモ クリ

あかまい

赤米

なすび
がたもっき

型木器 すき くわ
みつまた

三又ぐわ スプーン（
ふくせいひん

複製品） ジョッキ（
ふくせいひん

複製品）

あんこくじしゅうらくいせき

安国寺集落遺跡から
しゅつど

出土した
もくせいひん

木製品を
さいげん

再現したもの
（お

まつ

祭りで
つか

使われていたと
かんが 

考 えられる）

クルミ トチ

1800年前の生活の様子
ね んまえ せ い か つ ようす

①-1

①-2

①-3

②-1

②-2

②-3

③-1

③-2

③-3

③-4

④-1

④-2

⑤-1

⑤-2

⑤-3

⑤-4

⑥-1

⑥-2

①-2｜
 れき し 

歴史　
やよい

弥生のムラ　～
あんこくじしゅうらくいせき

安国寺集落遺跡～



①-1

①-2

①-3

②-1

②-2

②-3

③-1

③-2

③-3

③-4

④-1

④-2

⑤-1

⑤-2

⑤-3

⑤-4

⑥-1

⑥-2

①-3｜
 れき し 

歴史　
かみ

神と仏と
おに

鬼の
さと

里
ほとけ

神と仏と鬼の里神と仏と鬼の里～
 　　　ろくごうまんざん　　

　六郷満山～

か み ほとけ お に さと

両子寺両子寺

両子山両子山
▲▲

御許山御許山
▲▲

大満房大満房

行入寺行入寺
神宮寺神宮寺

浄土寺浄土寺

東光寺東光寺
虚空蔵寺虚空蔵寺

岩戸寺岩戸寺

千燈寺千燈寺

貴福寺貴福寺

吉祥寺吉祥寺
無動寺無動寺

天念寺天念寺

本松房本松房

霊仙寺霊仙寺

智恩寺智恩寺

長安寺長安寺
道脇寺道脇寺

富
貴
寺

富
貴
寺

清
瀧
寺

清
瀧
寺

霊
亀
寺

霊
亀
寺

報
恩
寺

報
恩
寺

来
迎
寺

来
迎
寺 妙

覚
寺

妙
覚
寺

応
暦
寺

応
暦
寺

弥
勒
寺

弥
勒
寺

伝
乗
寺

伝
乗
寺

岩脇寺岩脇寺

愛敬寺愛敬寺

間戸寺間戸寺

宝珠院宝珠院

神宮寺神宮寺
高山寺高山寺

水月寺水月寺

金剛寺金剛寺

光明寺光明寺

多福院多福院

慈恩寺慈恩寺
胎蔵寺胎蔵寺

文殊仙寺文殊仙寺

萬福寺萬福寺

平等寺平等寺

成佛寺成佛寺

清浄光寺清浄光寺

真覚寺真覚寺

清岩寺清岩寺

東
光
寺

東
光
寺

願
成
就
寺

願
成
就
寺

瑠璃光寺瑠璃光寺

護国寺護国寺

大谷寺大谷寺

西明寺西明寺
多宝院多宝院

観音寺観音寺

正光寺正光寺

西山寺西山寺

観音寺観音寺

寶命寺寶命寺

報恩寺報恩寺

丸小野寺丸小野寺
　　

武蔵郷武蔵郷

国東郷国東郷
伊美郷伊美郷

香々地香々地

姫島姫島

臼野臼野

草地草地

来縄郷来縄郷

田染郷田染郷

都甲都甲

真玉真玉

田原田原

安岐郷安岐郷

八坂八坂

大神大神

山香郷山香郷

向野向野

封戸郷封戸郷

本山本寺（八ヵ寺）本山本寺（八ヵ寺）

本山末寺本山末寺

中山末寺中山末寺

中山本寺（十ヵ寺）中山本寺（十ヵ寺）

末山末寺末山末寺

末山本寺（十ヵ寺）末山本寺（十ヵ寺）

『仁安三年六郷二十八山本寺目録』による『仁安三年六郷二十八山本寺目録』による

宇佐八幡神宮
宇佐宮弥勒寺

奈多八幡宮

古
こだい

代、国
くにさきはんとう

東半島は半
はんとうぜんたい

島全体を国
くにさきごおり

東郡といい、それが6つの地
ちいき

域、「郷
ごう

」という単
たんい

位に分
わ

かれて成
な

り立
た

って

いました。国
くにさきはんとう

東半島の六
ろくごうさんじいん
郷山寺院は1300年

ねんまえ
前の養

ようろう
老 2（718）年

ねん
に仁

にんもんぼさつ
聞菩薩が始

はじ
めたといわれています。

宇
うさじんぐう
佐神宮の強

つよ
い影

えいきょう
響を受

う
け、神

かみ
と仏
ほとけ

を合
あ

わせて敬
うやま

う神
しんぶつしゅうごう

仏習合の文
ぶんか

化が根
ねづ
付きました。神

しんぶつしゅうごうはっしょう
仏習合発祥の地

ち
と

もいわれ、天
てんだいしゅう

台宗の六
ろくごうさんじいん
郷山寺院を総

そうしょう
称して六

ろくごうまんざん
郷満山といいます。国

くにさき
東では八

はちまんしんこう
幡信仰、天

てんだいぶっきょう
台仏教、山

さんがくしゅげん
岳修験、

浄
じょうどしそう
土思想などを融

ゆうごう
合し、独

どくとく
特の祭

まつ
りである修

しゅじょうおにえ
正鬼会など仏

ぶっきょうぶんか
教文化を育

はぐく
み、今

こんにち
日まで伝

でんしょう
承してきました。こ

れらを六
ろくごうまんざんぶんか
郷満山文化といいます。

宇
うさじんぐう
佐神宮

六
ろくごうまんざんじいん
郷満山寺院の主

しゅようぶんぷず
要分布図

六
ろくごうまんざん

郷満山の「六
ろくごう

郷」とは、国
くにさきはんとう

東半島の6つの郷
ごう
（来

くなわ
縄・田

たしぶ
染・伊

いみ
美・国

くにさき
東・武

むさし
蔵・

安
あき
岐）のことを指

さ
すんだ。みんなが住

す
んでいるのは何

なにごう
郷かな?

千
せんとうじ

燈寺の五
いつつじふどう

辻不動 千
せんとうじ

燈寺の旧
きゅうけいだいにおうぞう

境内仁王像 千
せんとうじ

燈寺の鬼
おにえめん

会面

両
ふたごじ
子寺の護

ごまどう
摩堂 両

ふたごじ
子寺の山

さんもん
門 両

ふたごじ
子寺の鬼

おにえめん
会面 岩

いわとじ
戸寺の仁

におうぞう
王像

岩
いわとじ
戸寺の修

しゅじょうおにえ
正鬼会 成

じょうぶつじ
佛寺 成

じょうぶつじ
佛寺の修

しゅじょうおにえ
正鬼会 神

じんぐうじ
宮寺の密

みっきょうほうぐ
教法具

神
じんぐうじ

宮寺の焼
やきぼとけ

仏 神
じんぐうじ

宮寺の鬼
おにえめん

会面 丸
まるおのじ
小野寺 丸

まるおのじ
小野寺の鬼

おにえめん
会面 寶

ほうめいじ
命寺

寶
ほうめいじ

命寺の鬼
おにえめん

会面 瑠
るりこうじ
璃光寺の仏

ぶつぞう
像 瑠

るりこうじ
璃光寺の鬼

おにえめん
会面 六

ろくごうさんみねい
郷山峯入り行

ぎょう

（千
せんとうじむしふう

燈寺虫封じ）

修
しゅじょうおにえ

正鬼会に行
い

った

ことがあるかな?

1年
ねん

おきに岩
いわとじ
戸寺

と成
じょうぶつじ

佛寺で行
おこな

われ

ているよ！

峯
みねい
入り回

かいほうぎょう
峯行とは
国
くにさきはんとう

東半島にある霊
れいじょう

場

（183ヶ
か

所
しょ

）を巡
めぐ

るこ

とです。最
さいきん

近は約
やく

10

年
ねん

に一
いっかいおこな

回行われてい

ます。

仁
にんもんぼさつ
聞菩薩とは

仁
にんもんぼさつ

聞 菩 薩 は 八
はちまんしん

幡 神 の 化
けしん

身 で、6万
まん

9

千
せんたい

体の仏
ぶつぞう

像を刻
きざ

んだともいわれてい

ます。最
さいご

後は六
ろくごうさん

郷山で最
さいしょ

初に開
ひら

いたと

される千
せんとうじ

燈寺で入
にゅうじゃく

寂したという伝
でんしょう

承

が残
のこ

っています。
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④-1
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①-3｜
 れき し 

歴史　
かみ

神と仏と
おに

鬼の
さと

里
ほとけ

山の仏教
やま ぶっきょう

さと ぶっきょう

うみべ

くにさき かまくらぶっきょう

さと ぶっきょう

うみべ ぶっきょう

じょうどしゅう じょうどしんしゅう

じょうどきょうけい

おお わ

ぶっきょう

里の仏教

海辺の仏教

国東の鎌倉仏教は
大きく3つに分けられるよ

（浄土宗・浄土真宗）

（臨済宗・曹洞宗）

（天台宗・真言宗）

　海辺の仏教……浄土教系

　里の仏教………禅宗系

　山の仏教………密教系
てんだいしゅう しんごんしゅう

やま ぶっきょう みっきょうけい

ぜんしゅうけい

りんざいしゅう そうとうしゅう

胎蔵寺胎蔵寺

浄国寺浄国寺

圓浄寺圓浄寺

泉慶寺泉慶寺

光明寺光明寺

浄隆寺浄隆寺 常念寺常念寺

光永寺光永寺

浄念寺浄念寺
発心寺発心寺

浄円寺浄円寺

教順寺教順寺

光明寺光明寺

正覚寺正覚寺

西念寺西念寺

教泉寺教泉寺

西林寺西林寺

阿弥陀寺阿弥陀寺

浄泉寺浄泉寺

教円寺教円寺

浄専寺浄専寺

妙光寺妙光寺

最廣寺最廣寺

光蓮寺光蓮寺

教善寺教善寺照恩寺照恩寺

遍際寺遍際寺

光西寺光西寺

覚応寺覚応寺

蓮華寺蓮華寺

善長寺善長寺

光源寺光源寺
正円寺正円寺

専念寺専念寺

大恩寺大恩寺

泉福寺泉福寺

本護寺本護寺
帝釈寺帝釈寺

慈雲寺慈雲寺

経蔵寺経蔵寺

桂徳寺桂徳寺

西福寺西福寺

松林寺松林寺

安国寺安国寺

千光寺千光寺

大儀寺大儀寺

普門寺普門寺

月心寺月心寺

平等寺平等寺

保福寺保福寺

永福寺永福寺

西白寺西白寺

西光寺西光寺
法釋寺法釋寺永泰寺永泰寺

円明寺円明寺

清水寺清水寺

定林院定林院

永照寺永照寺

利生寺利生寺

玉林寺玉林寺

東光寺東光寺

禅林寺禅林寺

福厳寺福厳寺

常光寺常光寺
龍潜寺龍潜寺

常聚院常聚院

浄土寺浄土寺

金剛寺金剛寺

萬弘寺萬弘寺
吉祥寺吉祥寺

護聖寺護聖寺

実際寺実際寺

泉正寺泉正寺

玉林寺玉林寺

萬福寺萬福寺
妙吉寺妙吉寺 永明寺永明寺

大光寺大光寺

文殊仙寺文殊仙寺

成佛寺成佛寺

報恩寺報恩寺

旧千燈寺旧千燈寺

千燈寺千燈寺

丸小野寺丸小野寺

寶命寺寶命寺

観清寺観清寺

普門寺普門寺
万徳寺万徳寺

瑠璃光寺瑠璃光寺

平等寺平等寺

神宮寺神宮寺
行入寺行入寺

清浄光寺清浄光寺

両子寺両子寺

明徳寺明徳寺

興導寺興導寺

長慶寺長慶寺

大聖寺大聖寺

明正院教会明正院教会

天正院天正院

円寿院円寿院

松月寺松月寺

真言寺真言寺

知福院知福院

岩戸寺岩戸寺

空港道路

旧町境
国道・主要県道

国東の仏
ぶっきょう

教と石
せきぶつ

仏の里
さと

鎌
かまくらじだい
倉時代以

いこう
降は武

ぶし
士が台

たいとう
頭した時

じだい
代でした。中

ちゅうごく
国から禅

ぜんしゅう
宗の教

おし
えを僧

そうりょ
侶が持

も
ち帰

かえ
り、その教

おし
えを

武
ぶし
士は熱

ねっしん
心に信

しんこう
仰し始

はじ
めます。室

むろまちじだい
町時代には禅

ぜんしゅうじいん
宗寺院が数

かずおお
多く建

た
てられ、これ以

いご
後、浄

じょうどきょうけいぶっきょう
土教系仏教

（浄
じょうどしゅう

土宗・浄
じょうどしんしゅう

土真宗）も深
ふか

く禅
ぜんしゅう

宗とともに民
みんしゅう

衆へ浸
しんとう

透していきます。

また国
くにさきはんとう

東半島は、鎌
かまくらじだい
倉時代から室

むろまちじだい
町時代以

いこう
降に「石

せきぶつ
仏の里

さと
」と呼

よ
ばれるほど、特

とくゆう
有の形

かたち
をした国

くにさきとう
東塔

をはじめ数
かず

多
おお

くの石
せきぞうぶつ

造物が造
つく

られました。

国
くにさきはんとう

東半島の石
いし

は安
あんざんがん

山岩などの加
かこう

工しやすい石
いし

が多
おお

いんだ。造
ぞうけいりょく

形力に優
すぐ

れた僧
そうりょ

侶や

石
いしく

工もたくさんいたんだよ。だから仁
におうぞう

王像、国
くにさきとう

東塔、板
いたび

碑、石
せきぶつぞう

仏像など、石
せきぞうぶつ

造物が

市
しない

内の寺
てら

や神
じんじゃ

社にたくさん祀
まつ

られているんだね。その多
おお

くは鎌
かまくらじだい

倉時代から作
つく

られ

ているんだよ！ 学
がっこう

校や家
いえ

の側
そば

にある石
せきぞうぶつ

造物を探
さが

してみよう！

国
くにさきし
東市の寺

じいんぶんぷず
院分布図（各かくきゅうちょうし旧町史による）

地
ちいき
域の寺

じいん
院・石

せきぞうぶつ
造物

大
だいこうじ

光寺（臨
りんざいしゅう

済宗） 安
あんこくじ

国寺（臨
りんざいしゅう

済宗） 萬
まんこうじ

弘寺（臨
りんざいしゅう

済宗） 西
さいこうじ

光寺（臨
りんざいしゅう

済宗）

大
だいぎじ
儀寺（臨

りんざいしゅう
済宗） 泉

せんぷくじ
福寺（曹

そうとうしゅう
洞宗） 実

じっさいじ
際寺（曹

そうとうしゅう
洞宗） 浄

じょうせんじ
泉寺（浄

じょうどしゅう
土宗）

蓮
れんげじ
華寺（浄

じょうどしゅう
土宗） 浄

じょうこくじ
国寺（浄

じょうどしゅう
土宗） 胎

たいぞうじ
蔵寺（浄

じょうどしゅう
土宗） 光

こうみょうじ
明寺（浄

じょうどしんしゅう
土真宗）

教
きょうぜんじ

善寺（浄
じょうどしんしゅう

土真宗） 光
こうえいじ

永寺（浄
じょうどしんしゅう

土真宗） 教
きょうえんじ

円寺（浄
じょうどしんしゅう

土真宗）

国
くにさきとう

東塔 板
いたび

碑宝
ほうきょういんとう

篋印塔 五
ごりんとう

輪塔

禅
ぜんしゅう

宗は大
おおともし

友氏の

家
かしん

臣の田
たわらし
原氏の

信
しんこう

仰 に よ っ て、

国
くにさきはんとう

東半島に入
はい

っ

てきたんだ。

国
くにさきはんとう

東半島を中
ちゅうしん

心に

分
ぶんぷ

布する宝
ほうとう

塔の一
いっしゅ

種。

国
くにさきはんとう

東半島で独
どくじ

自の

発
はってん

展を遂
と

げました。

塔
とうしん

身をのせる蓮
れんげ

華の

台
だいざ

座（蓮
れんげざ
華座）、塔

とう
の

先
せんたん

端が炎
ほのお

の形
かたち

である

ことが特
とくちょう

徴です。

国
くにさきとう
東塔とは

台
だいざ

座  （蓮
れんげざ

華座）

国
くにさきとう

東塔

火
かえんほうじゅ

焔宝珠

現
げんざい

在は廃
はいじ

寺

または以
いぜん

前と宗
しゅうは

派を

かえた寺
じいん

院があるよ。




