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1 大城•金島校区の文化財 | 

大城•金島校区には多くの歴史が残されています。
よしづみいせき

北野町最初の村は良積遺跡です。北野町は縄文時代のおわりころからはじまる
じょうかくいせき いまでらいせきにおうまるいせき

ようです。その後定格遺跡や令寺遺跡、仁王丸遺跡などが出現します。弥生時代
すいとうこうさく

になると遺跡が急に増えはじめます。弥生時代に始まった水稲耕作がこの地に
はんとうけいむもんどき つかじまいせき

適していたことが原因と考えられます。イニ王丸遺跡から半島系無文土器や塚島遺跡
しせきほ

から支石墓がみつかっています。これらは朝鮮半島から伝わったものであり、朝

鮮半島から移住してきた人たちが北野町の人たちに直接水稲耕作の技術を教え

てくれたと考えられます。

弥生時代のおわりになると、町中になった遺跡が一つ集まります。その集まり
せいどうきょうまがたま とつけん

が良積遺跡です。20haを越える巨大集落に成長し、青銅鏡や勾玉なとをもつ特権
かいきゅう

階級を生み出すほどです。ただし、この巨大集落も古墳時代になると消滅してし

まいます。この集落に住んでいた多くの人々はどこへ行ってしまったのでしょ

う？大きな謎が残ります。
つかしまこふん

塚島古墳は、この校区に唯一残っている古墳です。約1500年前のものと考えら
せきしつ

れますが、巨大な石を使ってつくられた石室が特徴です。どのくらい権力をもっ

た人が眠っているのでしょう？
こ が の う え い せ き

奈良時代～平安時代、金島校区に小さな役所が置かれます。古賀ノ上遺跡です。

ただし、役所というには少しばかり形が変わっているので、特殊な機能をもった

役所であった可能性が考えられます。
あかじじょう

正確にはわかりませんが、鎌倉時代の終わりころに赤司城がつくられます。戦
じょうしゅ

国時代になると各勢力の領土争いに巻き込まれ、何度も城主が変わります。江戸
いっこくいちしょつれい

時代になりようやく城主が田中家に安定しますが、すぐに一国一城令によって
くるめしょう

取り壊されその石垣は現在久留米城の石垣として残っています。
とこじませき しょうとく

金島」＼学校区のシンホル、床島堰は、正徳2(1712)年、久留米藩の財政難を乗り

切るため、農産物の増産を目的につくられました。九州最大の川、筑後川をたった
とっかんこうし せ

73日間の突貫工事で堰き止めました。このことは当時、この事業が農民たちに

とってもとれほと大切だったか？ということを物語っています。現在、3000ha
こくそうちたい

の水田を潤し、日本有数の穀倉地帯を守りつづけてくれています。
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弥生時代中頃の墓地がみつかりました。墓
かめかんほ せつかんば さいしとこう

地は、甕棺墓•石棺墓・祭祀土囁から構成され
おおきしょうがっこうこうていいせき

ています。すぐ近くに大城小学校校庭遺跡が

ありますが、この遺跡の集落にあたると考え

られます。

また、弥生時代中頃の水田跡もみつかって
こうさくめんあぜくい こんせき

います。耕作面畦杭の痕跡等が確認されています。水田の年代を示すものがなかったので、

杭の痕跡で年代を調べた結果、約2,000年前の年代が算出され、墓地とほぽ同じ時代の水田で

あることがわかりました。

匿壼9
よしづみいし

良積遺跡の名前は良積石に由来します。

調査の結果縄文時代のおわり～鎌倉時代の

集落跡や墓地であることがわかりました。住居
かめかんほ

跡160軒、井戸250基、甕棺墓40基などがみつか
ほり

りました。弥生時代には集落のまわりを深い濠
かんごうしゅうらく

で囲んだ環濠集落であったこともわかっていま
せつさ どき せいとうきてつきもつきとうしき

す。また、多くの石器や土器をはじめ、青銅器鉄器木器陶磁器などが出土しました。

しかし良積遺跡は全体のほんの一部を調首したにすぎす、未だに多くのものが多くの謎ととも

に現在も眠っています。

闊酬潤り
古墳時代のおわり～奈良時代の集落跡と奈良

時代～平安時代の役所跡がみつかりました。

集落跡からは多くの住居や建物、井戸がみつ

かっています。奈良時代になると、50m四方の建

物群が出現します。公的施設と考えられますが、

500mの問に4ヶ所の似たような施設がおかれ、
ちくごこくふ みいぐんが

ています。筑後川の南側は筑後国府や御井郡術がありますが、川の北側にはなにも公的施設があり

ません。川を挟んだ御井郡にとって、川の北側になにもないのはとても不便で危険な状態です。その

ため、古賀ノ上遺跡のようなミニ役所がおかれたのだと考えられます。


