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第
１
章　

筑
紫
君
磐
井
の
墓

１　

奈
良
時
代
の
史
書
に
記
録
さ
れ
た
古
墳

　

九
州
の
中
西
部
、
福
岡
県
八や

女め

市
の
北
寄
り
を
西
流
す
る
広ひ

ろ

川か
わ

に
沿
っ
て
八
女
丘
陵
と
よ
ぶ
台
地
が
の
び
、

そ
の
ほ
ぼ
中
央
付
近
に
、
北
部
九
州
最
大
の
前
方
後
円
墳
の
岩い

わ

戸と

山や
ま

古
墳
（
現
状
の
墳
丘
長
約
一
三
八
メ
ー

ト
ル
）
が
あ
る
（
図
1
）。
こ
の
古
墳
は
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
六
世
紀
前
葉
に
築
造
さ
れ
た
こ
と
が
確
定
し
、

同
時
期
の
古
墳
と
し
て
は
大
阪
府
今い

ま

城し
ろ

塚づ
か

古
墳
（
墳
長
約
一
九
〇
メ
ー
ト
ル
）、
愛
知
県
断だ

ん

夫ぷ

山さ
ん

古
墳
（
墳
長

約
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
）、
群
馬
県
七な

な

輿こ
し

山や
ま

古
墳
（
墳
長
約
一
四
〇
メ
ー
ト
ル
）
に
次
い
で
列
島
第
四
位
の
規
模

で
あ
る
。

　

岩
戸
山
古
墳
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
膨
大
な
数
の
人
物
や
動
物
、
各
種
器
財
を
模
し
た
石せ

き

製せ
い

表ひ
ょ
う

飾し
ょ
く（
石
人

石
馬
と
よ
ぶ
こ
と
も
あ
る
）
が
採
集
・
発
掘
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
古
墳
を
著
名
に
し
て
い
る
の

は
、
古
墳
の
造
営
者
が
古
墳
時
代
最
大
の
内
戦
と
い
わ
れ
る
「
磐い

わ

井い

の
乱
」
の
当
事
者
＝
筑つ

く

紫し
の

君き
み

磐
井
の
可
能

図1 ●岩戸山古墳（南から望む）
岩戸山古墳は筑後川の南岸に広がる南筑後地方を見渡す八女丘陵上に位置する。東西
12 kmの八女丘陵上に分布する300基あまりの古墳は古代筑紫君の歴史を刻む。
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強
・
暴
虐
で
皇
化
に
従
わ
な
い
。
生
き
て
い
る
間
に
、
前
も
っ
て
こ
の
墓
を
造
っ
た
。
突
如
と
し
て
官
軍

が
動
員
さ
れ
、
こ
れ
を
襲
お
う
と
し
た
が
そ
の
勢
力
に
勝
て
そ
う
も
な
い
こ
と
を
知
っ
て
単
身
、
豊
前
の

国
の
上か

み

膳み
け

の
県あ

が
たに

逃
げ
て
、
南
の
山
の
け
わ
し
い
峰
の
間く

ま

で
生
命
を
終
わ
っ
た
。
そ
こ
で
官
軍
は
追
い
求

め
た
が
そ
の
跡
を
う
し
な
っ
た
。
兵
士
た
ち
は
憤
慨
や
る
か
た
な
く
、
石
人
の
手
を
う
ち
折
り
、
石
馬
の

頭
を
打
ち
お
と
し
た
。
古
老
は
い
い
伝
え
て
、
上
妻
の
県
に
重
病
人
が
多
い
の
は
お
そ
ら
く
こ
の
せ
い
で

は
あ
る
ま
い
か
、
と
い
っ
て
い
る
。　
　
　
　
（
吉
野
裕
訳
『
風
土
記
』
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
三
二
八
）

　

①
は
磐
井
墓
に
つ
い
て
の
位
置
と
規
模
、
墳
丘
上
や
別
区
で
の
石
製
品
配
置
に
つ
い
て
の
実
見
的
記
述
、 

②

は
磐
井
の
性
格
と
「
乱
」
の
勃
発
、
そ
の
後
の
磐
井
の
消
息
、
官
軍
兵
士
に
よ
る
石
製
品
の
破
壊
な
ど
の
地
元

の
伝
承
記
事
で
あ
る
。

２　

磐
井
墓
探
し
の
歴
史

江
戸
期
の
磐
井
墓
＝
石
人
山
古
墳
説

『
筑
後
国
風
土
記
』
逸
文
を
も
と
に
し
た
磐
井
墓
探
し
の
歴
史
は
古
く
、
現
在
の
岩
戸
山
古
墳
と
確
定
す
る
ま

で
に
は
多
く
の
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
。
磐
井
墓
探
し
が
本
格
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、『
古

事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
対
す
る
考
証
学
が
盛
ん
と
な
っ
た
江
戸
時
代
中
頃
か
ら
で
、
当
時
は
筑
後
国
八
女

地
方
の
な
か
で
「
武ぶ

装そ
う

石せ
き

人じ
ん

」
＝
甲か

っ

冑ち
ゅ
う（
甲よ

ろ
いと
冑か

ぶ
と）
形
石
製
品
と
横よ

こ

口ぐ
ち

式し
き

家い
え

形が
た

石せ
っ

棺か
ん

が
知
ら
れ
て
い
た
石せ

き

人じ
ん

山さ
ん

古
墳
が
磐
井
墓
に
擬
せ
ら
れ
て
い
た
（
図
2
）。

性
が
高
い
こ
と
に
よ
る
。
磐
井
は
、
筑
紫
君
磐
井
（『
筑ち
く

後ご
の

国く
に

風の
ふ

土ど

記き

』
逸
文
）、
筑
紫
国

く
に
の
み
や
つ
こ
造
磐
井
（『
日
本

書
紀
』）、
あ
る
い
は
竺つ

く

紫し

石
井
（『
古
事
記
』）
と
も
記
さ
れ
る
が
、
本
書
で
は
筑
紫
君
磐
井
と
よ
ぶ
。
奈
良
時

代
に
作
成
さ
れ
た
記
録
に
、
二
〇
〇
年
前
の
事
件
が
採
録
さ
れ
た
こ
と
は
異
例
の
扱
い
で
あ
る
。

　
『
筑
後
国
風
土
記
』
逸
文
に
み
る
磐
井
墓

『
筑
後
国
風
土
記
』
は
奈
良
時
代
に
国
ご
と
に
編
纂
さ
れ
た
地
誌
で
あ
る
。
原
本
は
失
わ
れ
た
が
、
鎌
倉
時
代

後
期
の
卜う

ら

部べ

兼か
ね

方か
た

が
著
し
た
『
釈し

ゃ

日く
に

本ほ
ん

紀ぎ

』
に
そ
の
一
部
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
少
し
長
く
な
る
が
、
磐
井
に

関
す
る
部
分
を
吉
野
裕
さ
ん
の
訳
か
ら
引
用
し
て
お
こ
う
（
記
事
内
容
か
ら
①
・
②
に
区
分
す
る
）。

①
筑
後
国
の
風
土
記
に
い
う
、
─
─
上か

む

妻つ
ま

の
県あ

が
た。
県
の
南
方
二
里
に
筑
紫
君
磐
井
の
墳
墓
が
あ
る
。
高
さ
は

七
丈
、
周
囲
は
六〈

マ
マ
六
十
丈
の
誤
り
〉

丈
で
あ
る
。
墓
の
区
域
は
南
と
北
は
そ
れ
ぞ
れ
六
十
丈
、
東
と
西
と
は
そ
れ
ぞ
れ
四
十

丈
で
あ
る
。
石い

し
の
ひ
と人と
石い

し
の
た
て盾と
各
六
十
枚
が
、
交
互
に
並
ん
で
列
を
つ
く
っ
て
四
方
に
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
。

東
北
の
隅
に
あ
た
る
と
こ
ろ
に
一
つ
別
に
な
っ
た
区
画
が
あ
っ
て
、
名
づ
け
て
衙が

頭と
う

と
い
う
。｟
衙
頭
は

政ま
つ
り
ご
と
ど
こ
ろ

所
で
あ
る
。｠
そ
の
中
に
一
人
の
石
人
が
あ
っ
て
、
ゆ
っ
た
り
と
し
て
地
上
に
立
っ
て
い
る
。
名
づ

け
て
解と

き

部べ

（
検
察
官
）
と
い
う
。
そ
の
前
に
一
人
の
人
が
い
て
、
裸
で
地
に
伏
し
て
い
る
。
名
づ
け
て
偸ぬ

す

人び
と

と
い
う
。｟
生
き
て
い
た
と
き
猪
を
盗
ん
だ
。
そ
れ
で
罪
の
決
定
を
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
。｠
側
に
石

猪
が
四
頭
い
る
。
贓ぞ

う

物も
つ

と
名
づ
け
る
。｟
贓
物
は
盗
ん
だ
物
の
こ
と
で
あ
る
。｠
そ
の
処
に
ま
た
石
馬
が
三

疋
、
石
の
殿
が
三
間
、
石
の
倉
が
二
間
あ
る
。

②
古
老
は
い
い
伝
え
て
い
う
、
雄を

大ほ

迹ど

の
天
皇
（
継
体
天
皇
）
の
み
世
に
あ
た
っ
て
、
筑
紫
君
磐
井
は
豪
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上
妻
郡
吉
田
村
に
所
在
す
る
「
岩
戸
山
」
で
伊
勢
社
再

建
中
に
、
二
体
の
扁へ

ん

平ぺ
い

石せ
き

人じ
ん

（
背
面
に
人
面
や
上
半
身

な
ど
を
刻
出
し
た
靫ゆ

き

形
石
製
品
）
が
採
集
さ
れ
た
。
伊

勢
社
は
岩
戸
山
古
墳
後
円
部
の
墳
頂
に
あ
り
、
二
点
の

石
製
品
は
こ
の
一
角
か
ら
出
土
し
た
ら
し
い
。

　

こ
の
石
製
品
に
注
目
し
た
江
戸
時
代
末
期
の
久
留

米
藩
士
・
矢や

野の

一か
ず

貞さ
だ

は
、
著
書
『
筑ち

く

後ご

将し
ょ

士う
し

軍ぐ
ん

談だ
ん

』

（
一
八
六
三
年
〈
文ぶ

ん

久き
ゅ
う

三
〉
藩
に
献
上
）
の
な
か
で

『
筑
後
国
風
土
記
』
逸
文
の
磐
井
墓
記
事
を
検
証
し
、

　

緒お

方が
た

惟こ
れ

臣お
み

が
著
し
た
『
筑
後
国
石
人
図
考
』

（
一
七
五
一
年
〈
宝ほ

う

暦れ
き

元
〉）
に
は
「
石
人
が
た

だ
一
つ
存
せ
り
。
石
人
よ
り
十
間
ば
か
り
東
に

あ
た
り
て
石せ

っ

窟く
つ

あ
り
。
疑
う
べ
く
は
風
土
記
に

所
謂
石い

し

蔵く
ら

な
ら
ん
か
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
石
人
山
古
墳
が
風
土
記
の
磐
井
墓
の

記
事
と
対
応
す
る
と
み
る
見
解
は
、
当
時
の
識

者
の
な
か
で
広
ま
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　

そ
う
い
う
見
解
が
谷た

ぶ

川が
わ

士こ
と

清す
が

の
『
日
本
書
紀

通
証
』（
一
七
四
八
年
〈
寛か

ん

延え
ん

元
〉
完
成
）
に

引
用
さ
れ
、
さ
ら
に
本も

と

居お
り

宣の
り

長な
が

の
『
古
事
記

伝
』（
一
七
九
八
年
〈
寛か

ん

政せ
い

一
〇
〉
完
成
）
の

四
四
之
巻
に
引
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
磐

井
墓
＝
石
人
山
古
墳
説
は
確
た
る
位
置
を
し
め

た
と
い
う
。

石
人
山
古
墳
か
ら
岩
戸
山
古
墳
へ

　

江
戸
時
代
後
半
の
一
八
〇
八
年
（
文ぶ

ん

化か

五
）、

図3 ●矢野一貞が描いた岩戸山古墳
墳丘俯瞰図の南くびれ部付近に、岩戸山から採集されたらしい石製品群が描かれている。

（矢野一貞『筑後将士軍談』より）

図2 ●矢野一貞が描いた石人山古墳
早くに後円部の横穴式石室と甲冑形石製品が発掘され、江戸時代後期には磐井墓の
有力候補であった。（矢野一貞『筑後将士軍談』より）

墳丘平面絵図墳丘平面絵図

石製品石製品  墳丘俯瞰図墳丘俯瞰図 石製品石製品  

石室石室  
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こ
れ
ら
の
事
実
に
注
目
し
た
森も

り

貞て
い

次じ

郎ろ
う

さ
ん
は
、
後
円
部
の
東
北
に
あ
る
一
辺
五
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
平
坦

地
を
『
筑
後
国
風
土
記
』
逸
文
に
あ
る
「
別
区
」
と
確
信
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
磐
井
墓
と
岩
戸
山

古
墳
が
一
致
す
る
と
は
断
定
で
き
な
い
。
矢
野
一
貞
が
説
明
で
き
な
か
っ
た
墳
丘
規
模
が
未
解
決
の
ま
ま
残
さ

れ
て
い
た
。
森
さ
ん
は
、
ま
ず
「
高
七
丈じ

ょ
う 

周ま
わ
り

六
十
丈　

墓
田　

南
北
各
六
十
丈　

東
西
各
四
十
丈
」
の
う

ち
、「
高
七
丈
」（
約
二
一
メ
ー
ト
ル
）
は
、
南
側
周
堤
の
外
側
か
ら
後
円
部
頂
面
ま
で
の
高
さ
約
一
九
メ
ー
ト

ル
を
採
用
し
て
六
・
三
丈
、「
周
六
十
丈
」（
約
一
八
〇
メ
ー
ト
ル
）
は
、
前
方
部
接
続
部
を
除
く
後
円
部
の
墳ふ

ん

端た
ん

長
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
と
み
た
。

　

と
こ
ろ
が
「
墓
田
＝
墓
域
」
の
規
模
を
そ
の
ま
ま
南
北
、
東
西
と
読
む
と
、
現
在
の
岩
戸
山
古
墳
の
規
模
と

は
合
わ
な
い
。
森
さ
ん
は
奈
良
・
平
安
時
代
の
『
大だ

い

安あ
ん

寺じ

伽が

藍ら
ん

縁え
ん

起ぎ
な
ら
び
に
る

并
流
器き

資し

財ざ
い

帳ち
ょ
う』
や
『
筑
前
国
観
世
音
寺

資
財
帳
』
な
ど
の
文
献
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
辺
の
長
さ
を
方
向
単
位
で
表
現
す
る
事
例
を
探
し
だ
し
た
。
つ
ま
り
、

「
南
北
各
六
十
丈
」
は
東
西
方
向
の
南
辺
と
北
辺
の
長
さ
が
六
〇
丈
、「
東
西
各
四
十
丈
」
は
南
北
方
向
の
東
辺

と
西
辺
の
長
さ
が
四
〇
丈
、
と
読
み
解
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
別
区
を
除
い
た
周
堤
外
方
の
東
西
長
の

約
一
七
〇
メ
ー
ト
ル
は
六
〇
丈
（
約
一
八
〇
メ
ー
ト
ル
）
に
、
南
北
長
の
約
一
一
〇
〜
一
三
〇
メ
ー
ト
ル
は

四
〇
丈
（
約
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
）
に
近
似
し
、
風
土
記
の
示
す
墓
域
の
規
模
が
岩
戸
山
古
墳
に
ほ
ぼ
一
致
す
る

と
み
た
。
そ
し
て
、
石
人
山
古
墳
の
墳
丘
規
模
と
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
た
う
え
で
『
筑
後
国
風
土
記
』
逸
文

の
い
う
磐
井
墓
は
、
岩
戸
山
古
墳
と
す
る
論
文
を
発
表
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
異
論
も
あ
る
が
、
従
う
べ

き
見
解
だ
と
思
う
。

岩
戸
山
こ
そ
磐
井
墓
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
（
図
3
）。

　

矢
野
は
現
在
の
考
古
学
研
究
の
先
取
り
と
も
い
え
る
よ
う
な
現
地
調
査
を
お
こ
な
い
、
現
地
で
の
計
測
に
も

と
づ
い
た
墳
丘
絵
図
と
、
岩
戸
山
に
散
在
し
て
い
た
石
製
品
の
絵
図
を
作
成
し
た
。
さ
ら
に
旧
福
島
城
跡
（
現

八
女
市
役
所
一
帯
）
周
辺
に
所
在
し
た
石
製
品
群
（
人
物
・
馬
形
な
ど
）
の
絵
図
も
作
成
し
、
こ
れ
ら
が
江
戸

時
代
初
期
に
福
島
城
の
築
城
に
あ
た
っ
て
岩
戸
山
か
ら
運
ば
れ
た
も
の
と
推
測
し
た
。

　

矢
野
が
岩
戸
山
を
磐
井
墓
に
比
定
し
た
お
も
な
根
拠
は
、
岩
戸
山
か
ら
採
集
さ
れ
た
石
製
品
群
と
、「
県

あ
が
た

（
郡ぐ

う

家け

想
定
地
の
古こ

賀が

集
落
〈
現
・
広
川
町
〉）
の
南
方
二
里
」
と
い
う
岩
戸
山
の
方
向
と
距
離
（
約
一
・
三
キ

ロ
）
が
、『
筑
後
国
風
土
記
』
逸
文
と
一
致
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

矢
野
は
古
墳
の
規
模
と
逸
文
の
記
す
数
値
と
の
対
応
に
つ
い
て
は
十
分
な
説
明
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
郡
家

所
在
地
と
想
定
し
た
広
川
町
古
賀
区
か
ら
、
上
妻
の
郡
家
と
推
測
さ
れ
る
官か

ん

衙が

遺
跡
（
正し

ょ
う
え恵
大お

お

坪つ
ぼ

・
大
坪
東
遺

跡
）
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

森
貞
次
郎
さ
ん
の
磐
井
墓
＝
岩
戸
山
古
墳
説

　

戦
後
、
岩
戸
山
古
墳
の
別
区
や
周し

ゅ
う
て
い堤の
周
辺
が
引
揚
者
の
開
墾
地
に
あ
て
ら
れ
、
墳
丘
西
側
と
北
側
の
周

し
ゅ
う
く
つ堀

一
帯
が
畑
地
と
な
っ
た
。
そ
の
際
、
周
堤
上
か
ら
は
円
筒
埴
輪
片
が
、
東
北
部
の
平
坦
地
か
ら
は
お
び
た
だ
し

い
数
の
形
象
埴
輪
と
石
製
品
が
発
見
さ
れ
た
。
石
製
品
の
な
か
に
は
、
刀
形
や
、
鶏
・
水
鳥
形
、
猪
形
と
み
ら

れ
る
も
の
の
ほ
か
、
小
型
人
物
形
の
破
片
な
ど
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
を
受
け
て
、
一
九
四
六
年
に
九
州
考

古
学
会
が
お
こ
な
っ
た
発
掘
調
査
で
は
小
型
の
人
物
像
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
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