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古
賀
市
の
持
つ
歴
史
や
伝
統
の

魅
力
を
再
発
見
し
、
ま
ち
づ
く
り

に
生
か
し
た
い
と
考
え
て
い
た
矢

先
に
こ
の
よ
う
な
価
値
の
あ
る
も

の
が
発
見
さ
れ
、
た
い
へ
ん
喜
ば

し
く
思
っ
て
い
ま
す
。
谷
山
北
地

区
遺
跡
群
が
、
市
民
の
皆
さ
ん
に

夢
と
ロ
マ
ン
を
与
え
る
も
の
と
な

り
、
市
の
観
光
振
興
の
起
爆
剤
に

な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

全
国
的
に
も
珍
し
い
貴
重
な
埋
蔵

文
化
財
が
発
掘
さ
れ
、
た
い
へ
ん
驚

い
て
い
ま
す
。
今
後
は
、
各
関
係
機

関
の
指
導
と
地
元
の
協
力
を
得
な
が

ら
、
慎
重
に
発
掘
作
業
を
行
い
、
こ

の
地
の
歴
史
的
背
景
が
解
明
さ
れ
る

こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。そ
し
て
、

古
賀
市
の
た
い
せ
つ
な
財
産
と
し
て

未
来
の
子
ど
も
た
ち
に
伝
承
し
、
郷

土
の
誇
り
を
育
み
ま
す
。
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●
谷

山
北

地区遺跡群 遺物出土
●

古代ロマンへ
夢広がる

古賀市長
竹下司津男

古賀市教育長
荒木隆

▲古墳時代後期の馬具一式が見つかった古賀市谷山北遺跡群で４月21日現地
説明会が行われ、県内外から約800人が詰め掛けました（写真上）。現地説明会
に展示されたパネルの解説を熱心に見入る来場者（写真下）

悠久の歴史に想いを馳せ、
発掘現場に多くの人が訪れました
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土
坑
の
規
模
は
、
長
さ
５
・
２
ｍ
、
幅

０
・
８
ｍ
、
推
定
の
深
さ
０
・
７
ｍ
。
底

一
面
に
整
然
と
当
時
の
馬
具
類
が
納
め

ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

現
在
ま
で
の
主
な
出
土
品
は
鉄
製

壺つ
ぼ
あ
ぶ
み鐙
、
鉄
製
輪わ

あ
ぶ
み鐙
、
金
銅
装
飾
の
鞍く

ら

、

轡く
つ
わの
一
部
（
金
銅
製
の
引ひ

っ
て手
）、
南
海
産

イ
モ
ガ
イ
で
装
飾
し
た
金
銅
製
辻
金
具
、

金
銅
製
雲う

ず珠
、
金
銅
製
心
葉
（
ハ
ー
ト
）

形
杏ぎ

ょ
う
よ
う葉、
金
銅
製
鈴れ

い

な
ど
で
す
。
そ
の

ほ
か
、
多
量
の
小
型
の
鉄
板
が
集
中
し

て
出
土
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
土
坑
内

各
所
に
は
黒
い
漆
膜
が
多
量
に
残
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
未
調
査
の
部
分
や
、
器
種

が
特
定
で
き
な
い
不
明
鉄
製
品
も
ま
だ

多
く
、
全
容
は
つ
か
め
て
い
ま
せ
ん
。

　

出
土
遺
物
の
中
で
、
金
銅
製
引
手
は

こ
れ
ま
で
奈
良
県
藤
ノ
木
古
墳（
国
宝
）、

福
岡
県
宮
地
嶽
古
墳
（
国
宝
）
な
ど
全
国

で
４
例
を
数
え
る
の
み
の
貴
重
な
も
の
。

イ
モ
ガ
イ
の
装
飾
は
朝
鮮
半
島
の
新
羅

で
流
行
し
た
も
の
と
い
わ
れ
、
こ
こ
ま

で
残
り
が
よ
い
も
の
は
ご
く
少
な
く
、

貴
重
な
資
料
で
す
。

　

鉄
板
は
人
間
用
の
よ
ろ
い
（
挂
甲
）
に

使
用
さ
れ
る
も
の
に
よ
く
似
て
お
り
、

馬
具
と
考
え
る
場
合
、
馬
用
の
よ
ろ
い

や
か
ぶ
と
（
馬ば
ち
ゅ
う冑
、
馬
甲
）
の
可
能
性
が

あ
り
ま
す
が
、
そ
う
な
れ
ば
全
国
で
和

歌
山
県
大
谷
古
墳
の
ほ
か
４
例
し
か
な

い
貴
重
な
出
土
例
で
す
。

　

鈴
は
少
な
く
と
も
４
点
以
上
が
出
土
。

伊
勢
神
宮
遺
品
の
、
模
型
の
馬
が
装
着

す
る
豪
華
な
馬
具
の
う
ち
、「
八は

ね子
」
と

呼
ば
れ
る
皮
製
の
帯
の
先
に
鈴
を
取
り

付
け
た
装
飾
品
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ

う
か
。
鈴
の
な
い
装
飾
革
帯
が
藤
ノ
木

古
墳
の
馬
具
で
復
元
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

漆
膜
も
想
像
を
か
き
た
て
ま
す
。
黒

漆
の
箱
に
納
め
た
も
の
か
、
漆
塗
り
の

革
や
布
に
包
ん
だ
も
の
で
し
ょ
う
か
。

　

今
回
の
発
見
の
重
要
な
点
は
、
①
馬

具
が
各
種
類
そ
ろ
っ
た
セ
ッ
ト
で
出
土

し
、
さ
ら
に
、
金
銅
な
ど
で
装
飾
さ
れ
た

価
値
が
高
い
も
の
が
多
い
こ
と
②
埋
納
当

時
の
様
子
が
わ
か
る
状
態
で
あ
る
こ
と
③

隣
接
す
る
船
原
３
号
墳
に
関
連
す
る
と

思
わ
れ
る
こ
と
な
ど
で
す
。
特
に
、
古
墳

の
石
室
内
で
副
葬
品
と
し
て
発
見
さ
れ
る

の
で
は
な
く
、
古
墳
の
外
側
で
あ
っ
た
こ

と
は
、
当
時
の
葬
送
儀
礼
を
知
る
う
え
で

大
変
重
要
な
発
見
で
す
。

　

こ
れ
ら
を
手
に
入
れ
た
人
物
は
、
相

当
な
地
位
を
得
て
い
た
と
考
え
て
よ
い

で
し
ょ
う
。
馬
に
関
わ
る
重
要
な
職
務

を
担
っ
た
地
域
首
長
像
や
、
朝
鮮
半
島

と
の
交
渉
に
携
わ
っ
た
人
物
な
ど
想
像

　

平
成
25
年
３
月
、
古
賀
市
谷
山
の
ほ
場
整
備
に
伴
う
谷
山
北
地
区
遺
跡

群
の
発
掘
調
査
で
、
古
墳
時
代
後
期
（
６
世
紀
末
か
ら
７
世
紀
初
め
頃
）
の

馬
具
一
式
が
埋
蔵
さ
れ
た
土
坑
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
専
門
家
か
ら
も「
非

常
に
貴
重
で
重
要
な
発
見
」と
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
調
査
途
中

の
た
め
、
今
後
、
古
代
ロ
マ
ン
の
謎
が
解
き
明
か
さ
れ
て
い
く
予
定
で
す
。

は
尽
き
ま
せ
ん
。

　

今
は
空
気
や
直
射
日
光
に
よ
る
遺
物

の
劣
化
を
避
け
る
た
め
、
応
急
措
置
を

施
し
て
い
ま
す
が
、
な
る
べ
く
早
く
遺

物
の
取
り
上
げ
作
業
を
行
う
予
定
で
す
。

そ
の
際
は
、
大
学
・
九
州
国
立
博
物
館

の
専
門
家
や
九
州
歴
史
資
料
館
の
支
援
、

協
力
を
得
て
慎
重
に
作
業
を
進
め
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
九
州
歴
史
資
料
館
に
て
遺

物
の
詳
し
い
調
査
、
復
元
作
業
な
ど
を

行
い
ま
す
が
、
最
新
の
調
査
技
術
で
何

が
判
明
す
る
の
か
、
ま
た
復
元
さ
れ
た

馬
具
は
ど
の
よ
う
な
輝
き
を
ま
と
っ
て

私
た
ち
の
前
に
姿
を
現
す
の
か
。
そ
の

日
が
楽
し
み
で
す
。

用語解説
◆馬具＝乗馬のために用いる用具全般を指
す言葉。馬を操るための轡

くつわ

、人が乗る鞍
くら

、
足を乗せる鐙

あぶみ

及びこれらを取り付けるため
の装具（紐、帯、金具類）と雲

う ず

珠、杏
ぎょうよう

葉といっ
た装飾品からなる。
◆繫

がい

＝馬具を馬に装着するための革帯や金
具類の総称。装着する馬の部分によって、
頭部の面

おもがい

繫、胸部の胸
むながい

繫、下半身の尻
しりがい

繫な
どと呼び分ける。
◆鐙
あぶみ

＝騎乗者の足掛けとする乗馬補助具。
◆鞍

くら

＝騎乗者の座席。前後に鞍
くらぼね

橋といわれ
る半円の部品を取り付けるが、前部を前輪、
後部を後

しず

輪と呼ぶ。
◆轡

くつわ

＝馬にかませる棒状のもので、鏡板
の両端に手綱を取り付ける。馬をコント
ロールするための最も重要な馬具。
◆辻金具＝馬具を馬に連結する紐や皮帯の
交差する位置に取り付ける飾り金具。半球
状で、皮帯を取り付ける脚部が外側の四方
に付く。
◆雲

う ず

珠＝馬の背中を飾る金具。革帯が交差
する位置に取り付ける。形状は辻金具に近
いが脚部は５個以上取り付けられる。
◆杏
ぎょうよう

葉＝馬具に下げる装飾品。心葉（ハー
ト）形、剣菱形等さまざまな形状がある
◆馬
ばちゅう

冑＝馬の頭部を保護するためのかぶと。
（参考＝「最新日本考古学用語辞典」大塚初
重・戸沢充則編）
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（参考＝九州国立博物館開館５周年特別展「馬」）

▲イモガイで装飾した金銅製辻金具と引手


