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第
１
章　

埋
納
坑
の
発
見

１　

遺
物
埋
納
坑
の
発
見

ほ
場
整
備
の
た
め
の
記
録
保
存

　
九
州
一
の
大
都
市
、
福
岡
県
福
岡
市
か
ら
北
東
に
約
一
五
キ
ロ
の
位
置
に
古こ

賀が

市
が
あ
る
（
図
1
）。

　
東
西
は
一
一
キ
ロ
、
南
北
は
七
キ
ロ
、
総
面
積
は
お
よ
そ
四
二
平
方
キ
ロ
。
市
の
北
西
側
は
玄
界
灘
に
面
し

砂
丘
と
松
原
が
ひ
ろ
が
り
、
海
岸
線
か
ら
す
こ
し
離
れ
て
鹿
児
島
本
線
が
通
り
、
沿
線
に
は
宅
地
が
建
ち
な
ら

ぶ
。
一
方
、
南
東
側
に
は
標
高
四
〇
〇
～
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
犬い

ぬ

鳴な
き

山
地
が
連
な
り
、
北
西
側
の
海
に
む
け
て

い
く
筋
か
の
河
川
が
流
れ
扇
状
地
を
形
成
し
、
丘
陵
か
ら
低
地
と
な
り
、
そ
し
て
玄
界
灘
に
達
す
る
。

　
こ
の
古
賀
市
の
鹿
児
島
本
線
ぞ
い
の
市
街
地
か
ら
山
側
に
二
キ
ロ
ほ
ど
い
っ
た
谷た

に

山や
ま

・
小お

山や
ま

田だ

地
区
の
境
、

犬
鳴
山
系
に
属
す
る
四
〇
九
・
七
メ
ー
ト
ル
の
大お

お
め
く
ば
り

目
配
（
須す

葉ば

恵い

山や
ま

）
か
ら
の
び
た
低
い
丘
陵
上
に
、
船ふ

な

原ば
る

古

墳
は
あ
る
（
図
2
）。
か
つ
て
は
谷
山
北
地
区
遺
跡
群
と
よ
ば
れ
、
周
囲
は
水
田
と
山
に
か
こ
ま
れ
た
緑
豊
か

◀図1 ●船原古墳と関連する遺跡の位置
古賀市は福岡県の北部にある。市の北西側は玄界灘に
面し、南東側には犬鳴山地が連なる。船原古墳はこの
犬鳴山地から派生した低い丘陵上にある。
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に
長
い
か
た
ち
を
し
た

土
地
で
あ
る
（
図
3
）。

地
盤
に
は
細
か
い
砂
の

な
か
に
さ
ま
ざ
ま
な
大

き
さ
の
円
礫
が
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
河

川
の
堆
積
作
用
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
た
土
地
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

調
査
終
了
間
際
の

発
見

　
調
査
は
二
〇
一
二
年

度
末
の
完
了
を
め
ざ

し
て
進
め
ら
れ
て
い

た
。
そ
し
て
年
度
末
の

二
〇
一
三
年
三
月
、
調

査
地
内
の
北
側
に
あ
る

な
風
景
が
ひ
ろ
が
っ
て

い
た
。

　
こ
の
一
帯
で
は
近
年
、

ほ
場
整
備
事
業
が
進
め

ら
れ
て
い
て
、
谷
山
北

地
区
遺
跡
群
も
一
部
が

整
備
事
業
の
地
区
に
か

か
り
消
滅
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
の
た
め
古

賀
市
教
育
委
員
会
が
、

二
〇
一
二
年
一
〇
月
か

ら
記
録
保
存
の
た
め
の

発
掘
調
査
を
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。

　
発
掘
調
査
の
面
積
は

お
よ
そ
二
三
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
。
古
墳
の
の

る
丘
陵
に
そ
っ
て
東
西

図2 ●船原古墳周辺の景観（南西から）
海岸線から国道3号線のあいだに市街地が広がる。市域の東には大根川、西には青柳川が
流れ、海岸近くで合流して花鶴川となり玄界灘へ注ぐ。山側には田園風景が広がるが、犬
鳴山地が海側にせまりだすことで福岡平野と宗像地域をつなぐ回廊のような地形となる。
船原古墳はその回廊をみわたす位置にあり、海岸線とはわずか4.7 kmしか離れていない。

図3 ●谷山北地区遺跡群（船原古墳）の調査区（写真左側が北）
中央にある小さな丘陵が船原古墳で、白い線のようにみえるのは発掘調査の
トレンチ。発掘調査をおこなったのは、船原古墳の西側に接した南北に細長
い範囲である。遺跡の大半は中近世の遺構が占める。古墳時代の遺構は船原
古墳の南西にある土坑群のみ（図8参照）。

船原古墳
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は
鉄
製
品
の
よ
う
だ
が
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
鮮
や
か
な

金
色
が
光
っ
て
み
え
る
。

　
て
い
ね
い
に
土
を
除
去
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
形
状

が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
壺
鐙
以
外
に
も
、
鞍
や

馬
の
口
に
か
ま
せ
る
轡く

つ
わ、
馬
具
の
革
帯
の
交
差
す
る

と
こ
ろ
に
つ
け
る
雲う

珠ず

や
辻つ

じ

金か
な

具ぐ

、
飾
り
金
具
の
杏

ぎ
ょ
う

葉よ
う

な
ど
、
馬
具
ば
か
り
が
埋
ま
っ
て
い
る
ら
し
い

（
図
5
）。

　
ほ
か
に
も
数
多
く
の
鉄
製
品
が
あ
る
が
、
現
状
で

は
こ
れ
以
上
掘
り
進
め
る
の
は
む
ず
か
し
そ
う
だ
。

ま
ず
は
こ
れ
か
ら
先
、
何
を
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ

い
の
か
、
ひ
と
ま
ず
気
持
ち
を
落
ち
着
か
せ
て
頭
を

整
理
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　
思
い
が
け
な
い
発
見
に
よ
っ
て
、
予
定
さ
れ
て
い

た
期
限
ま
で
に
発
掘
調
査
を
終
え
る
の
は
不
可
能
に

な
っ
た
。
ほ
場
整
備
事
業
を
進
め
る
福
岡
農
林
事
務

所
に
調
査
期
間
の
延
長
を
申
し
入
れ
、
大
急
ぎ
で
土

坑
内
の
遺
物
の
確
認
を
つ
づ
け
た
。

細
長
い
土ど

坑こ
う

を
、
終
了
時
期
に
ま
に
あ
わ
せ
る
た
め

に
急
ピ
ッ
チ
で
掘
り
は
じ
め
た
と
こ
ろ
、
土
坑
の
な

か
か
ら
鉄
製
や
金
銅
製
の
馬
具
が
姿
を
あ
ら
わ
し
た
。

　
最
初
に
み
つ
か
っ
た
の
は
、
乗
馬
の
際
に
足
先
を

入
れ
る
壺つ

ぼ

鐙あ
ぶ
みだ
っ
た
（
図
4
）。「
な
ぜ
土
坑
か
ら
壺

鐙
が
？
」
ま
っ
た
く
意
味
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
馬

具
は
通
常
、
古
墳
の
石
室
内
に
副
葬
さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
後
世
の
盗
掘
な
ど
に
よ
っ
て
、
無
残
に

も
放
り
だ
さ
れ
た
馬
具
片
が
古
墳
の
周
辺
か
ら
み
つ

か
る
こ
と
が
あ
る
が
、
土
坑
か
ら
馬
具
が
、
し
か
も

首
長
ク
ラ
ス
の
墓
に
副
葬
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
壺
鐙

が
出
土
す
る
な
ど
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。

　
と
も
か
く
、
期
間
内
に
調
査
を
終
わ
ら
せ
な
け
れ

ば
…
…
。
そ
う
思
い
な
が
ら
周
辺
の
土
を
急
い
で
掘

り
進
め
た
。
す
る
と
、
馬
具
は
こ
の
壺
鐙
だ
け
で
は

な
か
っ
た
。
土
坑
の
下
層
を
お
お
っ
て
い
る
土
を
除

去
す
る
に
つ
れ
、
細
長
い
土
坑
の
底
部
一
面
に
遺
物

が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
大
半

図4 ●土坑から姿をあらわした壺鐙
土坑の北端でみつかった一対の壺鐙。少し離れた位置にあり、
床面から少し浮いた状態でみつかった。壺鐙のあいだには吊金
具があり、その下にある黒い被膜状のものは漆を塗った弓。

図5 ●土坑から姿をあらわした轡や辻金具
土坑の北側、壁際の一部分に、金銅装の轡や辻金具などの
金銅製品がまとまっていた。薄緑色の錆が全体を覆ってい
るが、錆のすき間から金色の輝きがみえた。
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ま
た
福
岡
県
文
化
財
保
護
課
や
九
州
歴
史
資
料
館
に
連
絡
を
と
り
、
現
地
で
の
指
導
・
協
力
を
依
頼
し
た
。

い
ま
か
ら
ふ
り
か
え
る
と
、
こ
の
発
見
が
そ
の
後
に
つ
づ
く
〝
船
原
フ
ィ
ー
バ
ー
〟
の
は
じ
ま
り
だ
っ
た
が
、

当
時
は
そ
れ
を
感
じ
る
余
裕
も
な
か
っ
た
。

土
坑
か
ら
馬
具
が

　
馬
具
が
み
つ
か
っ
た
土
坑
（
１
号
土
坑
）
は
調
査
区
の
東
端
に
あ
っ
た
。
北
西
か
ら
南
東
に
む
か
っ
て
細
長

い
か
た
ち
で
、
長
さ
五
・
六
メ
ー
ト
ル
、
幅
八
〇
セ
ン
チ
（
図
6
）。
近
世
の
溝
の
掘
削
に
よ
り
、
西
側
壁
面
の

一
部
が
失
わ
れ
て
い
た
も
の
の
、
お
お
む
ね
本
来
の
か
た
ち
を
と
ど
め
て
い
る
よ
う
に
み
え
た
。
馬
具
は
お
よ

そ
八
〇
セ
ン
チ
の
深
さ
か
ら
出
土
し
た
。

　
九
州
歴
史
資
料
館
で
保
存
科
学
を
担
当
す
る
加
藤
和か

ず

歳と
し

氏
と
小
林
啓あ

き
ら

氏
（
肩
書
は
当
時
、
以
下
同
）
に
現

状
を
確
認
し
て
も
ら
い
、
四
月
は
じ
め
か
ら
と
り
上
げ
作
業
を
お
こ
な
う
こ
と
に
決
め
た
。
そ
の
後
、
数
日
か

け
て
徐
々
に
土
坑
内
の
土
を
と
り
除
き
、
ど
の
よ
う
な
遺
物
が
ど
の
く
ら
い
の
量
埋
ま
っ
て
い
る
の
か
確
認
す

る
作
業
を
つ
づ
け
た
。
そ
の
結
果
は
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　
土
坑
北
側
の
隅
に
は
、
一
目
で
壺
鐙
と
わ
か
る
円
錐
状
の
鉄
製
品
が
二
つ
姿
を
み
せ
て
い
る
。
そ
の
か
た
わ

ら
に
横
た
わ
る
Ｕ
字
形
の
大
き
な
金
属
製
品
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
金
色
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

金
銅
装
の
鞍
と
推
測
で
き
た
。

　
鞍
の
脇
に
は
、
金
銅
製
の
辻
金
具
が
数
点
ま
と
ま
っ
て
み
え
る
。
土
を
と
る
と
金
色
に
輝
き
光
沢
が
ひ
と
き

わ
目
立
っ
て
い
る
。
そ
の
中
央
部
分
が
丸
く
白
く
み
え
る
の
は
装
飾
の
た
め
に
つ
け
た
貝
殻
だ
ろ
う
か
（
図
5

図6 ● 1号土坑の遺物出土状態
3次元計測データにカラー写真のデータを合成してつくった1号土坑の全景。
発見当初は細長い土坑と考えていたが、その後の調査でL字状になることが
わかった。土坑のほぼ全面に遺物が広がっていることがわかる。
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