
 　地
ち

下
か

式
し き

横
よ こ

穴
あ な

墓
ぼ

とは、古
こ

墳
ふ ん

時
じ

代
だ い

の墓
は か

の一つであり、南
みなみ

九
きゅう

州
しゅう

地
ち

方
ほ う

で多
お お

く発
は っ

見
け ん

されて

います。その基
き

本
ほ ん

的
て き

な造
つ く

りは、竪
た て

坑
こ う

・羨
せ ん

道
ど う

・玄
げ ん

室
し つ

で構
こ う

成
せ い

されています。玄
げ ん

室
し つ

に遺
い

体
た い

を安
あ ん

置
ち

し、副
ふ く

葬
そ う

品
ひ ん

を並
な ら

べ埋
ま い

葬
そ う

した後
の ち

、羨
せ ん

門
も ん

を川
か

原
わ ら

石
い し

などで閉
へ い

塞
そ く

して竪
た て

坑
こ う

を土
つ ち

で

埋
う

め戻
も ど

します。副
ふ く

葬
そ う

品
ひ ん

には、武
ぶ

具
ぐ

・馬
ば

具
ぐ

・農
の う

工
こ う

具
ぐ

などの鉄
て つ

製
せ い

品
ひ ん

が多
お お

く出
しゅつ

土
ど

してい

ます。また、地
ち

下
か

式
し き

横
よ こ

穴
あ な

墓
ぼ

の中
な か

には複
ふ く

数
す う

埋
ま い

葬
そ う

されている例
れ い

が多
お お

く、追
つ い

葬
そ う

（一つの

墓
は か

に人
ひ と

が亡
な

くなるたびに追
つ い

加
か

して葬
ほうむ

っていく埋
ま い

葬
そ う

方
ほ う

法
ほ う

）を予
よ

定
て い

して造
つ く

られたとも

言
い

われています。

○ 地下式横穴墓について ○ 東二原地下式横穴墓群のココがすごい！！

　死
し

者
し ゃ

を安
あ ん

置
ち

する玄
げ ん

室
し つ

の多
お お

くが長
な が

い年
ね ん

月
げ つ

の間
あいだ

、天
て ん

井
じょう

が崩
ほ う

落
ら く

することもなく密
み っ

閉
ぺ い

さ

れた空
く う

間
か ん

で保
た も

たれていたことから、人
じ ん

骨
こ つ

や副
ふ く

葬
そ う

品
ひ ん

の保
ほ

存
ぞ ん

状
じょう

態
た い

が良
よ

く、人
じ ん

骨
こ つ

は 21

体
た い

確
か く

認
に ん

されています。玄
げ ん

室
し つ

の構
こ う

造
ぞ う

としては、壁
へ き

面
め ん

に棚
た な

状
じょう

の施
し

設
せ つ

を設
も う

け、そこに鉄
て っ

剣
け ん

などの副
ふ く

葬
そ う

品
ひ ん

が置
お

かれていました。また、壁
へ き

面
め ん

だけでなく天
て ん

井
じょう

部
ぶ

に至
い た

るまで、

赤
せ き

色
しょく

顔
が ん

料
りょう

（ベンガラ）を使
つ か

って、赤
あ か

く塗
ぬ

られている特
と く

徴
ちょう

が見
み

られます。

　副
ふ く

葬
そ う

品
ひ ん

においても、16 基
き

の地
ち

下
か

式
し き

横
よ こ

穴
あ な

墓
ぼ

のうち 10 基
き

から鉄
て つ

鏃
ぞ く

や鉄
て っ

剣
け ん

などの鉄
て つ

製
せ い

品
ひ ん

が出
しゅつ

土
ど

しています。

それ以
い

外
が い

でも、鏡
かがみ

（2 号
ご う

墓
ぼ

）や貝
か い

輪
わ

（8 号
ご う

墓
ぼ

）など貴
き

重
ちょう

な品
し な

々
じ な

が出
しゅつ

土
ど

し

ており、当
と う

時
じ

この地
ち

域
い き

で大
お お

きな力
ちから

を持
も

っていた集
しゅう

団
だ ん

の墓
ぼ

域
い き

と考
かんが

えら

れます。
　　↑発掘調査時玄室

← 2号墓出土鏡

　　　　8号墓出土貝輪→

　　　　　には、3 体
た い

の人
じ ん

骨
こ つ

が埋
ま い

葬
そ う

され、入
い

り口
ぐ ち

から見
み

て一
い ち

番
ば ん

奥
お く

側
が わ

の女
じ ょ

性
せ い

人
じ ん

骨
こ つ

の左
ひだり

腕
う で

には、南
みなみ

の島
し ま

からもた

らされたイモガイ製
せ い

の貝
か い

輪
わ

（貝
か い

釧
くしろ

）

が装
そ う

着
ちゃく

されていました。

　遺
い

体
た い

を埋
ま い

葬
そ う

する玄
げ ん

室
し つ

は天
て ん

井
じょう

が「家
い え

」

の形
かたち

に造
つ く

られており、死
し

後
ご

の世
せ

界
か い

で

も生
い

きている時
と き

と同
お な

じように「家
い え

で

暮
く

らす」という世
せ

界
か い

観
か ん

を持
も

っていた

ことが伺
うかが

えます。

↑腕に装着され

た貝輪（貝釧）

←

玄室内天井

　　　　　　には、5 体
た い

の遺
い

体
た い

（す

べて男
だ ん

性
せ い

）が埋
ま い

葬
そ う

され、並
な ら

んだ状
じょう

態
た い

で見
み

つかりました。

　副
ふ く

葬
そ う

品
ひ ん

としては鉄
て つ

製
せ い

の鏃
やじり

15 点、

刀
と う

子
す

3 点、剣
け ん

2 点、直
ちょく

刀
と う

1 点、矛
ほ こ

1

点が出
しゅつ

土
ど

しました。当
と う

時
じ

は鉄
て つ

がまだ

まだ貴
き

重
ちょう

な時
じ

代
だ い

であり、中
な か

には、透
す

かしの入
は い

った珍
めずら

しい鉄
て つ

鏃
ぞ く

も発
は っ

見
け ん

され

ています。
　　↑ 11 号墓出土鉄製品

←透かしのある鉄鏃

8 号墓 11 号墓



　二
に

原
わ ら

遺
い

跡
せ き

公
こ う

園
え ん

は、平
へ い

成
せ い

4 年
ね ん

10 月
が つ

に市
し

指
し

定
て い

史
し

跡
せ き

となった東
ひがし

二
に

原
わ ら

地
ち

下
か

式
し き

横
よ こ

穴
あ な

墓
ぼ

群
ぐ ん

を整
せ い

備
び

して公
こ う

園
え ん

化
か

したものです。

　東
ひがし

二
に

原
わ ら

地
ち

下
か

式
し き

横
よ こ

穴
あ な

墓
ぼ

は、小
こ

林
ばやし

市
し

真
ま

方
が た

の標
ひょう

高
こ う

約
や く

220m の二
に

原
わ ら

台
だ い

地
ち

上
じょう

に位
い

置
ち

し、古
こ

墳
ふ ん

時
じ

代
だ い

の集
しゅう

団
だ ん

墓
ぼ

が発
は っ

見
け ん

され、その豊
ほ う

富
ふ

な出
しゅつ

土
ど

遺
い

物
ぶ つ

や特
と く

徴
ちょう

的
て き

な群
ぐ ん

構
こ う

成
せ い

から、小
こ

林
ばやし

市
し

を代
だ い

表
ひょう

する遺
い

跡
せ き

となっています。平
へ い

成
せ い

2 年
ね ん

に発
は っ

掘
く つ

調
ちょう

査
さ

が行
おこな

われ、調
ちょう

査
さ

の結
け っ

果
か

、円
え ん

墳
ぷ ん

1 基
き

と地
ち

下
か

式
し き

横
よ こ

穴
あ な

墓
ぼ

が 16 基
き

見
み

つかっています。墓
は か

の形
かたち

や出
しゅつ

土
ど

した遺
い

物
ぶ つ

などから、

約
や く

1500 年
ね ん

前
ま え

（5 世
せ い

紀
き

後
こ う

半
は ん

～ 6 世
せ い

紀
き

前
ぜ ん

半
は ん

）に造
つ く

られたと考
かんが

えられています。

○ 地下式横穴墓と円墳

○ おわりに

　発
は っ

掘
く つ

調
ちょう

査
さ

の時
と き

には、地
ち

下
か

式
し き

横
よ こ

穴
あ な

墓
ぼ

だけでなく円
え ん

墳
ぷ ん

の存
そ ん

在
ざ い

も確
か く

認
に ん

されました。墳
ふ ん

頂
ちょう

部
ぶ

は未
み

調
ちょう

査
さ

ですが、円
え ん

墳
ぷ ん

の周
しゅう

囲
い

に周
しゅう

溝
こ う

と呼
よ

ばれる溝
み ぞ

がめぐっていることがわか

りました。この南
みなみ

九
きゅう

州
しゅう

独
ど く

特
と く

の地
ち

下
か

式
し き

横
よ こ

穴
あ な

墓
ぼ

と全
ぜ ん

国
こ く

的
て き

な円
え ん

墳
ぷ ん

が、同
お な

じ場
ば

所
し ょ

で造
つ く

られ

ている例
れ い

は非
ひ

常
じょう

に珍
めずら

しく、古
こ

墳
ふ ん

時
じ

代
だ い

における地
ち

域
い き

の首
し ゅ

長
ちょう

像
ぞ う

や中
ちゅう

央
お う

と地
ち

方
ほ う

の関
か ん

係
け い

性
せ い

を考
かんが

える上
う え

でも大
た い

変
へ ん

重
じゅう

要
よ う

な遺
い

跡
せ き

です。

　当
と う

公
こ う

園
え ん

では、地
ち

下
か

式
し き

横
よ こ

穴
あ な

墓
ぼ

という南
みなみ

九
きゅう

州
しゅう

独
ど く

特
と く

の古
いにしえ

の遺
い

産
さ ん

を実
じ っ

感
か ん

していただきた

く、遺
い

構
こ う

を発
は っ

掘
く つ

調
ちょう

査
さ

の時
と き

の状
じょう

態
た い

で保
ほ

存
ぞ ん

した遺
い

構
こ う

露
ろ

出
しゅつ

展
て ん

示
じ

をしております。

　小
こ

林
ばやし

市
し

教
きょう

育
い く

委
い

員
い ん

会
か い

では、この貴
き

重
ちょう

な文
ぶ ん

化
か

財
ざ い

を末
す え

永
な が

く保
ほ

存
ぞ ん

していかなければなら

ないため、通
つ う

常
じょう

、施
せ

錠
じょう

により管
か ん

理
り

しています。

　見
け ん

学
が く

の際
さ い

には、小
こ

林
ばやし

市
し

教
きょう

育
い く

委
い

員
い ん

会
か い

まで御
ご

連
れ ん

絡
ら く

ください。

東二原地下式横穴墓群　

　　　　　　　分布図→

　　 　 お問合せ

  小林市教育委員会

      社会教育課

TEL ： 0984 － 22 － 7912

FAX ： 0984 － 23 － 9700
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東
ひ が し に わ ら ち か し き よ こ あ な ぼ ぐ ん

二原地下式横穴墓群　～小林市真方～
　東

ひ が し に は ら ち か し き よ こ あ な ぼ ぐ ん

二原地下式横穴墓群では、古
こ ふ ん じ だ い

墳時代中
ち ゅ う き

期から後
こ う き

期（5 世紀
後半から 6世紀前半）にかけての、地

ち か し き よ こ あ な ぼ

下式横穴墓が 16 基発見
されました。地

ち か し き よ こ あ な ぼ

下式横穴墓は南九州に分布する独特の墓
ぼ せ い

制の
一つで、志

し ぶ し わ ん

布志湾沿岸から宮崎県南部を中心に確認されていま
す。死者を安置する玄

げ ん し つ

室は、「家
い え

」型
が た

の空
く う ど う

洞となっており、密
み っ ぺ い

閉
状態が保たれていることから、人

じ ん こ つ

骨や副
ふ く そ う ひ ん

葬品の保存状態も良く、
東
ひ が し に は ら ち か し き よ こ あ な ぼ ぐ ん

二原地下式横穴墓群でも、21体の人骨が確認された他、鉄
て っ け ん

剣・
直
ちょくとう

刀・鉄
て つ ぞ く

鏃や貝
か い わ

輪など豊富な副
ふく そ う ひ ん

葬品が出土しました。

二
に わ ら い せ き こ う え ん

原遺跡公園は、本物の地下式横穴墓を見ることができる
唯一の遺跡公園です。

調査区の北東隅に、周囲に溝
み ぞ

を廻
め ぐ

らす円
え ん ぷ ん

墳が見つかりました。

周囲には広大な農地が拡がります。

墓は、４つの群を形成し、無秩序に造られたのでは
なく、何かしらの規則に制約されていたようです。 東二原地下式横穴墓群を上から見た写真

※
赤
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