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御井校区の文化財 I 
くるめ こうらさん ちくこのくにちゅう

御井校区は久留米のシンホルである高良山をひかえ、筑後国の中心であっ
こ<. Iふ しょさい さら 1,f. のこ こうら たいしゃ じんぐつじ

た、国府が所在した町として府中の名を残し、高良大社とその神宮寺である高
}ゅうし もんぜんまち

隆寺
しゅく 1ま まち

の門前町として、また、宿場町としても栄えた歴史を持っていま芍。
きゅうせつきじだい いぷつ しゅつど こうらさんみなみだにいせき しょうもん

御井校区内には、 1巳石器時代の遺物が出土した高良山南谷遺跡があり、蠅文
そうそうき いぷつ しゅつと よこみちい Uき こうき うめがめ しゅつと

時代では、草創期の遺物が出土している模道遺跡や後期の埋甕が出土してい
しんどう，せさ やよし＼しだい にはんきいせき r一てあなじゅうきょあと か め か ん ほ いとな

る神道遺跡がありま百。弥生時代には、二本木遺跡で竪穴住居跡や甕棺墓が営
ごふんし訊＼ けんしてい きおんやまこふん つぷてやまこふん きおんやまこふん

まれており、古墳時代は県指定の祇園山古墳をはじめ、礫山古墳、祇園山古墳
`h かがみやまこふんヽんいなりやま こ ふ ん ぐ ん しゅうらく

群、鏡山古墳群、稲荷山古墳群などがありま可が、集落はまだ見つかっていま
ちくぞうねんだい してい こ う ら さ ん こ う こ

せん。築造年代は（まっきり しませんが、国の史跡に指定さ礼ている高良山神籠
iし あすかしだいこら いせき

石も飛鳥時代頃の遺跡で言。

桑良時『もでは薦貞m田に□屠寺籠が営ま机ます。その口芯となったお寺が、
こうりゅべし はくほうねん そうけん

裔隆寺
へいあんじだいまつ

といわれ、白鳳2年(673)の創建と伝えら九ていま百。平安時代末では、
よこみち 、セさ なんち<.こう→- t.:'.ぃさ ぽ たてものぐん はっくつちよぅさ けんしゆつ

横道遺跡（南筑高校）（
こうらにいしゃ のこ

こ大規模な建物群が発掘調言で検出さ礼、高良大社に残
さる< えんき”ねん こ＜ふいてん きじ

る記録には延久5年 (1073)に国府が移転したことを示す記事があり、こ礼ら
たてむ乃 あさづま いてと ちくここくふあと きせいらょう ちゅうッんぷ すい

の建物は朝妻から移転した筑後国府跡IV期政庁の中心音Bであっだものと推

定されます。
ちゅ•"せ＇， こうらさんちゅう しいん 1まうしゃ こん 9ゅう じいん

中世には、高良山中に多くの寺院や坊含が建立さ札、26ヶ寺360t万の寺院
なんぽくちょうしだい せいせいしょうぐんのみやかねながしんのう きくち し

があったと伝えら打ていま叫南北朝時代には、征西将軍宮懐良親王や菊池氏
びしゃもんだけしょうあと すきのじょうあと せんこくしだい おおともそうりん

が陣を敷いたと伝えら机る宦沙門岳城跡や杉ノ t咸跡、戦固時代には大反宗麟
とよとみひでよし よしみだけしょうあと やこしろあと さんちゅう おねせんじょう

や豊臣秀吉力＼陣を敷いた吉見岳城跡などの山城跡が、山中の尾根線上の高ま
ふもといっ rい こつら

りに営ま机ていま芍。また麓ー串は高良笑素［のド情畠面『と して、翌畜吉鼻国遺鼻
ほん去い サま

ゃ二本木遺跡がありま芍。
え ど し だい こうらたいしゃ しゃでんそうえい おおとりい せんこくき

江戸時代では寓良大社の社殿造営や大鳥居ヵ噌旦奮さ机、戦国期に荒机てい

たm田の告悦ゃi尻苔も復員しています。篇貞mの酋薩—帯もi月 〉 攣畠量の宿
はつてん みい しょつがつ ふきん ほんじん

瘍町と
翌 ふちゅうのしゅく

して発展し、御井小学枚付近に本陣が置か礼、府中宿として栄えました。
えどしだいまつ たかむれしみん ふきん たなかひさしげ くるめはんちゅうぞう

江戸時代末には合の高牟礼市民センター付近に、田中久重が久留米藩鋳造
上よ せいそう

所を設け、アームス トロンク砲を模倣した青銅製後装銃を製造し、南束方約
し し ゃ

3kmにある籠旦に向けて試射したと伝えられています。
きちょう いせき ぷんかさい

このように御井校区には多くの貴重な遺跡 • 文化財が残り、久留米の歴史を
語る上で欠かせない地域で可。
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■御井校区の文化財■
NQ 遺跡の名前 遺跡の時代 こんな遺跡です

① 神道遺跡
縄文弥生奈良 縄文後期の埋うめ甕がめや奈良～平安時代の集落が見つかっ

～平安中世 Lいます。

② 篠田遺跡 縄文、弥生、歴史 弥生奈良時代の住居、平安～鎌倉期の遺構を発見。

③ 二本木遺跡
弥生、奈良～平安、 弥生時代中期の住居跡や大きな濤奈良時代の住居跡、

中世 鎌倉時代の遺構があります。

④ 旗崎遺跡 弥生、鎌倉 弥生時代の甕かめ棺かん墾I~ や瓦器が発見されています。

⑤ 茶臼山遺跡 弥生～古墳、鎌倉
大規模な前方後円墳？及び山城跡とも推定されてい

る遺跡で、陶磁器等が出土。

⑥ 栗光寺選跡 弥生、鎌倉 長保年中 (999~1004)頃建立の乗光寺の推定地

⑦ 岩井川遺跡 中世
大宮司邸内にあたり、製鉄遺構や輸入陶磁器などが

出土しています。

⑧ 横道遺跡 縄又、古代～中世
網文早期の遺物や筑後国府IV期政庁に伴う掘立柱建

物群が見つかっています。

⑨ 日出原遥跡 鎌倉 土師器瓦器、瓦などが見つかっています。

⑩ B出原南選跡 縄文、鎌倉～室町 中世の溝、集石還構などが見つかっています。

⑪ 高良山大宮司邸跡 中世 大宮司の屋敷推定地。柱穴や陶磁器が出土。

⑫ 高良山大祝邸跡 平安～江戸 池跡（推定）や、江戸時代の表門跡を発見。

⑬ 束光寺城跡 室町～戦国 高良山鏡山大祝在番の城とつたえられています。

⑭ 磐井城跡 室町～戦国
喬良山大祝の城。大友宗麟が扁良山に宿営した際の

陣所としても使われました。

⑮ 祇園山古墳群 古墳 5星の円墳があります。

⑯ 礫山占墳 古墳
薗籍と呼ばれる筑後独特の埋葬形式。岩をくりぬい

て大l」¥4星の棺が造ら机ています。

⑰ 隈山中世壁地 中世 五輪塔の破片や毒磁が出土しています。

⑱ 打越還跡 古墳、鎌倉 横穴式石室の古墳や、中世墓が発見されています。

⑲ 円適寺跡 室町
上壇があったが合は消滅しています。石塔が多種あっ

たといわ札ています。

⑳ 大銃場選跡 弥生、古墳、江戸 久留米藩の大砲鋳造所跡。

⑪ 宗崎遺跡 江戸 裔良山座主丹波氏の屋敷跡。陶磁担などが多数出土。

⑫ 宗崎大宮司邸跡 江戸 天文年中 ( 1 532~1555) 以後の大宮司屋敷跡。

⑬ 杉ノ城跡 室町～戦国 別称住りみ厭やさ城しょつ。南北朝、菊池氏在城と伝えられる。

⑳ 杉ノ城南遺跡 平安 ::t師器や硯などが出土しています。

⑮ 戒壇毘沙門空跡 鎌倉～室町 室町時代の石造宝塔が残っていま可。

⑮ 西谷火葬墳墓群 奈良～平安
奈良～平安時代にかけての火葬墳墓群で、火葬晉を

納めた蔵骨器が多数出土しています。


