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第1 章: 序 論

日 本 考 古 学 に お け る 時 代 区 分 は､ 時 代 別 に 確 認 で き 　 る 遺 跡･ 遺 構･ 遺 物

の 　 う 　 ち､ も 標 示 的 で そ の 時 代 を 代 表 す る 　 も の に よ っ て 時 代 を 区 分 し て

い る｡ そ の 中 に 古 墳 時 代 が あ る｡ 古 墳 時 代 は 古 代 国 家 が 出 現 し た 奈 良 時

代 以 前 の 時 代 で､ 古 墳･ 寺 院･ 城･ 宮 殿･ 製 鉄･ 牧 場( 馬) ･ 住 居 地( 居 館)

･ 窯 な ど､ 古 代 国 家- 発 展 す る た め に 必 須 で あ 　 り､ 重 要 な 機 能 を 担 っ た

様 々 な 遺 跡 が 多 く 発 見 さ れ て い る｡ 時 代 区 分 か ら も 分 か る よ 　 う 　 に､ 当 時

も 多 く 　 築 造 さ れ た 遺 跡 の 一 つ で あ 　 り､ 現 在 も も 多 く 　 残 っ て い る の が

前 方 後 円 墳 を 頂 点 と す る 古 墳 で あ る｡ そ の た め､ 3 世 紀 中 葉 頃 ～8 世 紀 初

頭 を 研 究 す る 上 で も 基 本 と 　 な る 資 料 は｢ 古 墳｣ で あ 　 り､ 古 墳 時 代 と 　 よ

ば れ て い る｡ ｢ 古 墳 は 死 者 が 埋 葬 さ れ た 場 所 で あ る 　 と 　 同 時 に､ そ の 社 会

が 死 を 表 現 し た こ 　 と 　 を 象 徴 的 に 示 し て い る｣ ( マ イ ク パ ー カ ー ピ ア ソ ン

1999) ｡ 政 治･ 社 会 的 権 力 や 階 級 関 係 が 明 　 ら か な 時 代 に お け る 古 墳 は､

被 葬 者 の 政 治 的･ 社 会 的･ 経 済 的 位 置 を 表 し､ 当 時 の 埋 葬 観 念 や 宗 教･ 時

代 像 も 反 映 し､ 被 葬 者 の 階 層 を 象 徴 的 に 示 す た め､ 巨 大 で 華 麗 に 築 造 さ

れ た 　( 権 五 栄2009) ｡

古 墳 時 代 を 前 期･ 中 期･ 後 期･ 終 末 期 に 分 け る 　 と､ 前 期 と 　 中 期 は 竪 穴 式

古 墳､ 後 期 と 終 末 期 は 横 穴 式 古 墳 が 主 な 墓 制 で あ っ た｡ 横 穴 式 古 墳 は 中

国 の 前 漢 代 に 出 現 し た 墓 制 で あ 　 り､ 東 ア ジ ア 各 国 の 政 治 的･ 経 済 的 に 主

導 権 を 持 つ 支 配 層 の 主 要 な 墓 制 と 　 し て 広 く 採 用 さ れ た｡ 中 国 を 中 心 と す

る 東 ア ジ ア で は 時 期 に よ っ て 異 な る が､ 中 国 で は 横 穴 式 古 墳 が 出 現 す る

と､ そ の 影 響 を 受 け､ 竪 穴 式 か ら 横 穴 式 の 墓 制- と 変 化 し て い く｡ 竪 穴

式 か ら 横 穴 式- の 変 化 は､ 単 に 葬 法 や 築 造 構 造 の 変 化 だ け で は な く､ 社



会を構成する時代像全般と死生観な　ど､観念の変化に密接な関連があっ

た 　 と 考 え 　 ら れ て い る｡ そ の た め､ 横 穴 式 古 墳 の 採 用 に 関 連 し て､ 当 時 の

東 ア ジ ア 各 国 で 導 入 時 期 や 目 的､ 葬 法 の 理 解､ 具 現 水 準 が 完 全 に 一 致 す

る わ け で は な い が､ 少 な く 　 と 　 も 社 会･ 政 治･ 宗 教･ 文 化･ 芸 術･ 埋 葬 概

念 な ど が 東 ア ジ ア 的 秩 序 の 下 で 一 定 程 度､ 共 有･ 通 用 　 し て い た こ 　 と 　 が 分

か る｡

こ の よ 　 う 　 な 横 穴 式 古 墳 に お け る 埋 葬 主 体 施 設 は､ 東 ア ジ ア 各 国 で 木･

噂･ 石 な 　 ど 様 々 　 な 材 質 に よ 　 り 　 築 造 さ れ た｡ そ の 中 で も 韓 国 　 と 　 日 本 で は 主

に 石 を 利 用 　 し て 埋 葬 主 体 施 設 を 築 造 し た｡ 韓 国 の 場 合､ 噂 室 墳 も 確 認 さ

れ て い る が､ 楽 浪 郡 と 　 百 済･ 熊 津 期 の 中 国 南 朝 の 影 響 を 受 け て 作 ら れ た

ものがほ　と　ん　どであ　り､このよ　う　な中国的な要素を直接的に受け入れた

一 部 の 噂 室 墳 以 外 は､ 概 ね 石 で 築 造 し た 　 と 　 見 て よ い｡ 　 日 本 の 場 合 は 系 統

の 異 な る 北 部 九 州 地 域 と 畿 内 地 域 に 分 け 　 ら れ る が､ 本 稿 の テ ー マ で あ る

畿 内 地 域 を 基 準 に 横 穴 式 古 墳 が 導 入 さ れ る5 世 紀 中 後 半 か ら 古 墳 が 消 滅

する8世紀初頭までの支配層の埋葬主体施設はほ　と　ん　ど石積みであるた

め､ 埋 葬 主 体 施 設 的 側 面 か ら 横 穴 式 古 墳= 横 穴 式 石 室 と 　 考 え て 　 も 問 題 は

な い｡ 現 在､ 日 本 で は 畿 内 地 域 に お け る 横 穴 式 石 室 の 伝 播 に つ い て 様 々

な 議 論 が 行 わ れ て い る が､ 主 に 韓 半 島 を 通 じ て 伝 播 さ れ､ 初 期 横 穴 式 石

室は外形と副葬品において百済漢城期の中央地域の石室と　ほと　んど変わ

ら な い ほ ど 類 似 し て お 　 り､ 百 済 の 影 響 を 大 き 　 く 　 受 け た も の で あ る 　 と 　 い 　 う

意 見 で ま 　 と 　 ま っ て い る｡ と 　 く 　 に 埋 葬 主 体 施 設 の 築 造 方 法 と 　 関 連 し､ 初 期

横 穴 式 石 室 か ら 　 日 本 の 独 自 形 態 で あ る 畿 内 型 石 室､ そ 　 し て 横 口 式 石 櫛 に

至 る ま で( 棺 一 柳 一 室 の 論 争 は あ る が､ 形 態 上､ 横 口 式 石 櫛 も 広 い 範 囲 で
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横 穴 式 石 室 と 見 る こ 　 と が で き る) ､ 直 接･ 間 接 的 に 百 済 か ら の 影 響 が あ

り､ そ れ が 一 部 ま た は 全 体 的 に､ 横 穴 式 古 墳 に 反 映 さ れ た と い 　 う 見 解 は

以 前 か ら 言 及 さ れ て き た｡ 無 論､ 日 本 学 界 の 主 流 的 見 解 は､ 畿 内 型 石 塞

が 畿 内 地 域 の 支 配 層 の 主 流 と 　 な っ て 以 降 の 構 造 変 遷 に 関 連 し て( 畿 内 型

石 室 に 限 定) ､ 石 室 の 多 様 な 要 素 が 検 討 さ れ､ 一 つ の 系 統 と 　 し て 理 解 す

る 立 場 と､ 多 様 性 に 基 づ く 　 多 系 統 と 理 解 す る 立 場 に 分 か れ て い た｡ 現 在､

両 者 は 相 反 す る 見 解 で は な く､ 共 通 性 と 多 様 性 が 共 存 す る 　 も の と 認 識 し

て い る｡ ま た､ 具 体 的 に は 触 れ な か っ た も の の､ 従 来 の 初 期 横 穴 式 石 塞

か ら の 影 響 ま た は 外 部 か ら の 影 響 が 続 く 　 と い 　 う 　 よ 　 り 　 は､ 主 に 畿 内 地 域 の

内部的な発展によ　り､畿内型石室の築造方法の変化が見られる　とい　う　こ

と 　 を 前 提 に､ 前 述 の 石 室 の 構 造 変 遷 の 見 方 が 主 流 と な っ て い る｡

一 方､ 古 墳 は 埋 葬 主 体 施 設 の み を 意 味 し な い｡ 古 墳 の 構 成 要 素 と 　 し て

は､ 埋 葬 主 体 施 設 お よ び 葬 法､ 墳 丘 お よ び 墓 域 施 設､ 副 葬 品 な ど で 構 成

さ れ る た め､ 棺･ 榔･ 室 を は じ め と す る 埋 葬 主 体 施 設 は 古 墳 の 一 部 と い え

る｡ 横 穴 式 石 室 で は な く､ 横 穴 式 古 墳 の 築 造 方 法 に つ い て 述 べ る 際､ 平

面 と 立 面 の 構 造 変 化､ 積 石 方 法､ 構 築 材 料 な ど 埋 葬 主 体 施 設 と 直 接 関 逮

す る 部 分 の ほ か､ 墳 丘 の 盛 土 方 法､ 石 室 と 墳 丘 の 位 置､ 墓 域 施 設 な ど も

横 穴 式 古 墳 の 築 造 方 法 に 含 め る こ 　 と が で き る｡ と 　 く 　 に､ 日 本 は 韓 国 と 中

国 に 比 べ 伝 統 的 に 墳 形 と 大 き 　 さ に 重 要 な 意 味 を 与 え て い る｡ 従 来 の 竪 穴

式 埋 葬 主 体 施 設 に 適 な 墳 丘､ そ し て 墳 形 と 大 き 　 さ の 重 要 性 が 依 然 と 　 し

て 残 存 し た 上 に､ 横 穴 式 埋 葬 主 体 施 設 が 導 入 さ れ た た め､ 横 穴 式 埋 葬 主

体 施 設( 石 室･ 石 櫛) の 築 造 方 法 の み の 検 討 で は､ 横 穴 式 石 室 の 全 体 像

を 把 握 す る こ 　 と は で き な い と 考 え ら れ る｡ ま た､ 古 墳 の 各 要 素 を 総 合 的
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に 検 討 す る の で は な く､ 要 素 ご と の 検 討 だ け で は､ 正 し い 検 討 結 果 が 得

られない可能性があ　り､その結果をそのまま認める　こ　と　はでき　ない　と　い

う 　 問 題 も 発 生 す る｡ そ こ で 前 述 の 問 題 意 識 の 上 で､ 本 稿 の 題 名 　 を 横 穴 式

石室ではなく　横穴式古墳と　し､本稿ではこのよ　う　な背景と観点から古墳

の 各 要 素 を 検 討 し た｡
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第1 飾: 研 究 目 的 と 方 法 お よ び 本 稿 の 構 成

こ 　 こ で は5 世 紀 後 半 ～8 世 紀 初 頭 に か け て､ 畿 内 地 域 に お け る 横 穴 式 古

墳 の 築 造 方 法 を 中 心 に 検 討 す る た め､ 研 究 の 目 的 と 方 法 を 提 示 し､ 各 章

の具体的な検討内容をま　と　める｡

こ れ ま で の 研 究 に み ら れ る 　 よ 　 う 　 に､ 築 造 方 法 を 研 究 テ ー マ 　 と す る 場 合､

古 墳 の 様 々 な 要 素( 墳 丘･ 石 室･ 墓 域 施 設 な ど) の 中 の 一 つ を 定 め､ 研 究

さ れ て き た｡ こ の 場 合 の メ リ 　 ッ ト は､ 一 つ の 要 素 を 深 く 　 検 討 す る こ 　 と で､

非 常 に 細 か い 部 分 ま で 綿 密 に 分 析 で き る 　 と い 　 う 　 こ 　 と で あ る｡ し か し､ 過

度 に 細 分 化 さ れ た 場 合､ 分 析 さ れ た 結 果 の 意 味 を 探 す た め の 分 析 で は な

く､ 分 類 の た め の 分 析 に も な っ て 　 し ま 　 う｡ 例 え ば､ 6 世 紀 前 後 ～7 世 紀 中

葉 に 主 に 築 造 さ れ た 畿 内 型 石 室 の 様 々 　 な 分 類 案 が 代 表 的 で あ る が､ 約

150 年 と 比 較 的 短 い 期 間 で あ る に も か か わ ら ず､ 分 類 基 準 に よ っ て9 期 ま

た は10 期 に 細 分 化 さ れ す ぎ て い る( こ れ が 意 味 の な い 分 類 案 と い 　 う 意 味

で は な い) ｡ 古 墳 は 以 前 か ら 人 気 の あ る 研 究 テ ー マ で あ っ た た め､ 各 要

素 別 に 多 く 　 の 研 究 が 行 わ れ て き た が､ 研 究 の 進 展 に 差 も み ら れ る｡ 特 定

の 一 要 素 だ け を 選 ん で 重 点 的 に 検 討 す る こ 　 と 　 も 必 要 で あ る が､ 古 墳 を 正

し く 　 理 解 す る た め に は､ 様 々 　 な 要 素 を 融 合 し て 　 研 究 を 進 め る 必 要 性 が

ま す ま す 大 き 　 く 　 な っ て き て い る｡ 研 究 の 多 様 性 を 維 持 し､ 正 し い 解 析 を

行 う 　 の た め に､ 方 向 性 の 点 検 と 転 換 が 求 め ら れ る｡ こ れ ら を 基 に､ 各 章

の具体的な検討内容をま　と　める　と以下のとおり　である｡

第2 章 で は､ 畿 内 地 域 に 初 期 横 穴 式 石 室 が 導 入 さ れ る ま で の 過 程 を ま

と め る｡ 近､ 畿 内 地 域 の 横 穴 式 石 室 は 百 済 漢 城 期 の 中 央 地 域 と 深 い 関

係 が あ る 　 と 整 理 さ れ て い る｡ そ 　 し て 百 済 漢 城 期 の 中 央 地 域 の 横 穴 式 石 室
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は楽浪郡の移住民集団によ　る　ものであ　り､楽浪郡の横穴式石室は中国東

北地域を起源と　しているこ　とが､各時期別研究によ　り　次第に明　らかにな

っ て い る｡ 　 し か し､ 系 譜 研 究 に つ い て は ま だ 適 時 的 に 行 わ れ た こ 　 と 　 が な

く､ 主 に 該 当 地 域 を 中 心 に 前 後 関 係 を 見 る た め､ 地 域 別･ 時 期 別 に 分 け

て 研 究 さ れ て お り､ 全 体 的 な 様 相 を 見 る に は 限 界 が あ る｡ ま た､ 中 国 か

ら韓国を経て　日本-とつながる全体的な流れをま　と　めた研究も確認され

て い な い｡

横穴式古墳で も中心施設と　もいえる埋葬主体施設である横穴式石室

の 起 源 と 系 統 を 正 し く 　 検 討 し な け れ ば､ 単 な る 現 象 研 究 に 偏 る お そ れ が

あ る｡ 視 野 を 広 げ る た め に も 東 ア ジ ア の 横 穴 式 石 室 研 究 は､ 起 源･ 系 舵

だ け で な く 　 様 々 な 観 点 か ら 検 討 す る 必 要 が あ る｡ こ 　 こ で は 起 源 と 系 統 を

適 時 的 に 整 理 し な が ら､ 導 入･ 伝 播 に 関 連 し て 時 期 問 題 を 中 心 に 検 討 す

る｡

第3 章 で は､ 横 穴 式 古 墳 の 要 素 の 　 う 　 ち､ 墳 丘 と 石 室 を 中 心 に 取 　 り 　 上 げ

て､ 巨 大 な 墳 丘 に お い て 石 室 が ど こ に 位 置 し て い る の か 分 析 し､ そ れ が

ど の よ 　 う 　 な 意 味 を 持 つ の か､ 3 つ の 観 点 を 導 出 し て 検 討 を 行 う｡ 横 穴 式

石 室 は 日 本 に 導 入 さ れ 支 配 層 の 墓 制 と な っ た が､ そ の 過 程 で 韓 国 や 中 国

と 　 は 異 な る 大 き な 違 い が 確 認 で き 　 る｡ 韓 国 や 中 国 で は 石 室 が 地 下 ま た は

地 上( 地 表 面 に 位 置) で あ る の に 対 し､ 日 本 で は 特 に 巨 大 な 墳 丘 の 頂 上

に 築 造 さ れ､ 墳 丘 と 石 室 の 大 き 　 さ 　 と 位 置 が 時 期 的 に 変 化 す る｡ こ の よ 　 う

な 変 化 と 関 連 し て 様 々 な 解 釈 が 提 示 さ れ､ そ れ な り 　 の 成 果 も 収 め て い る｡

ま た､ 墳 丘 と 石 室 の 位 置 に 関 す る 検 討 は 横 穴 式 古 墳 の 複 数 の 要 素 を 融 令

さ せ て 研 究 を 進 め る こ 　 と が 可 能 で あ る た め､ 横 穴 式 古 墳 の 研 究 と い 　 う 本
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稿 の 　 目 的 に も 合 致 す る｡ 従 来 は 一 つ の 観 点 か ら 行 わ れ て い た た め､ こ 　 こ

で は 検 討 で き 　 る 様 々 　 な 観 点 の 中 で､ 今 回 研 究 が 可 能 で あ っ た 死 生 観･ 心

性 面･ 築 造 技 術 を 中 心 に 進 め て い き た い｡ ま す ま す 発 掘 技 術 と 方 法 論 が

発 展 し て お り､ 多 様 な 観 点 か ら 融 合 研 究 を 行 う 　 こ 　 と 　 に よ っ て､ よ 　 り 　 多 様

な分析結果を期待する　こ　と　ができ　る｡

第4 章 で は 畿 内 型 石 室 の 築 造 方 法 の 　 う 　 ち､ 奥 壁 と 側 壁 の 表 面 と 裏 面 を

中心に石材の大き　さ　と積石形態の時期別の変遷過程に注目　した｡全ての

建 築 物 の 構 造 を 正 し く 　 把 握 す る た め に は､ 表 面 よ 　 り 裏 面 の 様 相 が 重 要 で

あ る｡ ま た､ 裏 面 の 様 相 は い ま だ 本 格 的 に 検 討 さ れ た こ 　 と が な い た め､

従来､表面の様相から検討されていた部分が裏面の様相と　どのよ　う　な共

通 点 と 相 違 点 を も つ の か に つ い て 再 検 討 を 行 う｡ ま た､ 表 面 で 確 認 で き

る 築 造 角 度 が 裏 面 に も 影 響 を 及 ぼ し て い る の か に つ い て も 検 討 が 必 要 で

あ る｡ 一 方､ 初 期 横 穴 式 石 室 と 畿 内 型 石 室 の 壁 石 の 表 面･ 裏 面 を 中 心 に

築 造 方 法 を 比 較 検 討 し､ 両 者 の 関 連 性 を 明 ら か に す る 研 究 も 必 要 で あ る｡

こ の よ 　 う 　 な 作 業 を 通 じ て､ 畿 内 地 域 の 横 穴 式 石 室 の 構 造 と 築 造 方 法 を 再

び 新 た な 観 点 か ら と 　 ら え 直 し､ 相 違 点 と 共 通 点､ そ し て 新 し い 要 素 を 抽

出 し､ 横 穴 式 石 室 の 研 究 に 新 し い 転 換 を 提 起 す る｡

第5章では横穴式古墳の　う　ち､特別な石材を使用　している　と　いわれる

碕 積 式 古 墳 に つ い て 検 討 を 進 め る｡ 樽 積 式 古 墳 は7 世 紀 中 葉 を 中 心 に､

奈 良 盆 地 の 東 南 側 に 集 中 的 に 造 営 さ れ た｡ 石 櫛 と 石 室 の 両 方 が 存 在 し､

現 在 ま で20 基 ほ ど が 確 認･ 調 査 さ れ た｡ 榛 原 石 と い う 石 材 を 噂 の 形 状 に

加 工 し て 築 造 し た こ 　 と が 大 の 共 通 点 と 特 徴 で あ る｡ 樽 積 式 古 墳 は 確 認

さ れ た 基 数 に 比 べ､ 様 々 な 観 点 か ら 研 究 が 行 わ れ て き た｡ し か し､ 発 見
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初 期 か ら 近 に 至 る ま で､ 噂 状 と い 　 う 　 点 を 除 け ば､ 分 類 の 基 準 と 　 な る 構

造･ 用 語･ 類 型･ 石 材 な 　 ど に 共 通 点 が 確 認 で き な い｡ 前 述 の 点 か ら 類 推 す

る 　 と､ こ れ ま で 確 認 さ れ た 碑 積 式 古 墳 に つ い て､ 上 記 の 問 題 意 識 に も 　 と

づ く 　 全 般 的 な 見 直 し が 必 要 で あ る 　 と 考 え る｡ こ 　 こ で は 解 釈 上 の 誤 謬 が な

い よ 　 う 　 に 注 意 し な が 　 ら､ 直 接 観 察 に よ っ て 検 討 が 可 能 な 用 語･ 類 型･ 石 材

を 中 心 に 碑 積 式 古 墳 を 分 析 し､ 改 め て 再 検 討･ 定 義 す る｡

第6 章 で は 韓 国 は7 世 紀 前 半 後 期､ 日 本 は7 世 紀 中 葉 後 期 か ら 本 格 的 に

確 認 さ れ る 横 穴 式 古 墳 に 新 た に 出 現 し た 墳 丘 築 造 技 法 で あ る 版 築 に つ い

て､ 韓 日 　 間 の 比 較 と そ の 使 用 意 味 に つ い て 検 討 を 進 め る｡ 版 築 自 体 は 上

述 し た 時 期 よ 　 り 少 し 早 い 段 階 の 古 墳 か ら 　 も 確 認 さ れ る が､ 版 築 が 主 要 墳

丘 盛 土 方 法 に な る の は こ の 時 期 か ら で あ 　 り､ こ れ と 連 動 し て､ 韓 国 と 　 日

本 で は そ れ ぞ れ 埋 葬 主 体 施 設( 石 室･ 石 榔) の 規 模 と 築 造 位 置､ 石 材 加

工 技 術､ 墳 形､ 墳 丘 の 規 模 な ど か ら 画 期 と 呼 ば れ る ほ ど の 変 化 が 確 認 さ

れ る｡ こ の よ 　 う 　 な 変 化 は､ 竪 穴 式 か ら 横 穴 式 の 墓 制- と 　 交 代 し た こ 　 と 　 に

よ 　 る 政 治･ 社 会･ 宗 教･ 死 生 観 の 変 化 に も 関 連 し て い る｡ と 　 く 　 に 上 位 階

層 に の み 確 認 さ れ て い る 　 と い う 点 を 考 慮 し て､ 墳 丘 版 築 古 墳 の 築 造 が 当

時 の 社 会 と 　 ど の よ 　 う 　 に 関 連 し て お り､ 築 造 が ど の よ 　 う 　 な 意 味 を 持 つ の か

検 討 す る｡
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第2 節: 本 稿 の 前 提

次 に､ 論 旨 の 展 開 に 先 立 ち､ 研 究 の 対 象 と 　 な る 横 穴 式 古 墳 の 時 間 的･

空 間 的 範 囲 を 設 定 す る｡ 時 間 的 範 囲 は､ 横 穴 式 古 墳 の 　 う 　 ち､ 初 に 出 現

す る 初 期 横 穴 式 石 室 の 出 現 時 期 で あ る5 世 紀 後 半 か ら 横 口 式 石 櫛 の 築 追

が 終 了 す る8 世 紀 初 頭 ま で と 設 定 し た｡ 空 間 的 範 囲 は 畿 内 地 域 に 造 営 さ

れ た 横 穴 式 古 墳 が 対 象 で あ 　 り､ こ の 地 域 を 中 心 に 研 究 を 進 め る も 大 き

な 理 由 は､ こ 　 こ が 大 和 政 権 の 中 心 地 で あ 　 り､ 日 本 で も 強 い 勢 力 を 持 ち､

こ 　 こ 　 を 中 心 に 古 代 国 家 が 出 発 し た た め､ 竪 穴 式 古 墳 が 築 造 さ れ た 時 期 か

ら 古 墳 の 密 集 度 と 分 布､ 墳 形､ 規 模､ 出 土 遺 物 の 様 相 が 他 地 域 よ 　 り 優 勢

で あ る 　 と 　 い 　 う 　 と 　 こ 　 ろ に あ る｡ ま た､ 周 辺 の 様 々 　 な 性 格 を 持 つ 遺 跡 も､ 他

の地域で確認でき　る同　じ類型の遺跡よ　り　優れた位置を占めるなど､中心

地 と 　 し て の 役 割 を 持 っ て い る｡ ま た､ 横 穴 式 古 墳 の 出 現 か ら 終 了 ま で の

変 遷 過 程 を 把 握 す る 上 で も､ 中 心 地 の 資 料 が も 有 効 で あ 　 り､ 横 穴 式 古

墳の特徴をよ　り　明確に設定する　こ　とができ､畿内地域における横穴式古

墳が代表的で象徴的である　とい　う点も空間的範囲を畿内地域に設定した

理 由 の 一 つ で あ る｡ た だ し､ こ 　 こ で 指 摘 し て お く 　 べ き 問 題 は｢ 畿 内｣ と

い 　 う 概 念 で あ る｡ ｢ 畿 内｣ と い 　 う 用 語 が 成 立 し た 時 期 に つ い て は､ 文 献

史 学 で 諸 説 あ る が､ 確 実 視 さ れ て い る の は7 世 紀 後 半 で あ る｡ し た が っ

て､ 本 稿 の 分 析 対 象 で あ る 横 穴 式 古 墳 が 造 営 さ れ た 時 期 に は､ ｢ 畿 内｣

と い 　 う 概 念 は ま だ 成 立 し て い な か っ た｡ し か し､ す で に こ の 地 域 で 確 認

さ れ る 古 墳 を｢ 畿 内 型 古 墳｣ と 命 名 　 し､ 研 究 史 で も｢ 畿 内 地 域｣ と 　 し て

長 い 間 使 用 　 し て き た た め､ こ 　 こ で も 畿 内 と い 　 う 用 語 を そ の ま ま 使 用 す る

こ 　 と 　 に す る｡ そ 　 し て 畿 内 の 範 囲 に つ い て は､ 後 の5 畿 内( 山 城･ 大 和･
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河 内･ 和 泉･ 摂 津) に 該 当 す る 地 域 概 念 と 　 し て｢ 畿 内｣ と い 　 う 用 語 を 使

用 す る( 太 田 宏 明1999)0

横穴式古墳の編年基準は､古墳の内部から確認でき　る家形石棺と須恵

器 が 主 に 使 用 　 さ れ て い る が､ 本 稿 で は お お む ね15-30 年 程 度 で 設 定 可 能

な 須 恵 器 の 型 式 変 化 を 中 心 に 編 年 を 行 っ た｡ 分 期 の 設 定 に つ い て は､ 石

室 ま た は 墳 丘 を 基 準 に1-9 期 ま た は1-10 期 に 細 分 さ れ る 　 こ 　 と 　 も 　 あ る が､

本 稿 で は 他 の 資 料 と 　 の 比 較 を 容 易 に す る た め､ 須 恵 器 に 付 与 さ れ た 絶 対

年代を使用する　こ　と　とする｡
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第2 章: 畿 内 地 域 の 初 期 横 穴 式 石 室 墓 の 系 譜 の 検 討

第1 節: 研 究 史 お よ び 研 究 目 的

1.研究　目　的

日本列島の横穴式石室墓は4世紀末に九州地域で北九州型横穴式石塞

墓 が 出 現 し､ そ の 後､ こ れ 　 ら は5 世 紀 の 肥 後 型 横 穴 式 石 室 墓 に つ な が る｡

一 方､ 畿 内 地 域 で も5 世 紀 後 半 に 畿 内 型 石 室 墓 の 原 型 と 　 な る 初 期 横 穴 式

石 室 墓 が 出 現 す る｡

初 期 横 穴 式 石 室 墓 は 現 在 ま で の 資 料 か ら 見 て､ 大 き な 範 噂 で は 九 州 系

横穴式石室墓と　関係な　く　畿内地域に突然出現したものと理解でき　る｡な

ぜな　ら､従来の研究によ　り　明　らかになった九州地域における横穴式石室

墓は地域別に様々　な形態で造営され､横穴式石室墓の構造的変化が累代

に わ た っ て 持 続 し て い る た め､ そ の 地 域 に お い て 成 長 を 続 け た 集 団 が 築

造 し た も の と 判 断 さ れ る か ら で あ る｡ そ れ に 対 し て､ 畿 内 地 域 に お け る

初 期 横 穴 式 石 室 墓 は､ 立 地､ 玄 室 の 位 置､ 平 面 形 態､ 羨 道 位 置､ 石 材､

壁 石 と 天 井 の 構 造 と 形 態 な 　 ど が ほ ぼ 統 一 さ れ た 様 相 を 示 　 し て お 　 り､ 古 墳

の 築 造 方 法 が す で に 完 成 し た 形 態 で 畿 内 に 導 入' さ れ た と 考 え ら れ る｡ 以

上 の こ 　 と 　 か ら､ 初 期 横 穴 式 石 室 墓 を 築 造 し た 集 団 は､ 畿 内 で 長 期 間 発 展

し て き た 集 団 　 と 見 る 　 よ 　 り 　 は､ 外 部 か ら 移 住･ 定 着 し た 集 団 で あ 　 り､ そ の

後､ 周 辺 に 急 速 に 広 が っ た 　 と 考 え ら れ る｡

現 在､ 畿 内 地 域 の 初 期 横 穴 式 石 室 墓 の 起 源 に 対 し て 百 済 の 影 響 が あ っ

た こ 　 と 　 は 周 知 の 事 実 で あ る｡ し か し､ 細 部 的 に 百 済 の 　 ど の 地 域 か ら の 影

響 を 受 け て い た か に つ い て は､ 研 究 者 ご と 　 に 意 見 の 相 違 が あ る｡ 近 年､
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百 済 漢 城 期 の 首 都 で あ っ た 風 納 土 城 と 夢 村 土 城 を 中 心 に､ 周 辺 の 城 南 板

橋 洞 古 墳 群･ ソ 　 ウ ル 牛 眠 洞 古 墳 群･ 河 南 広 岩 洞 古 墳 群･ 河 南 甘- 洞 古 墳

群･ 河 南 金 岩 山 古 墳 群 な ど､ 多 数 の 横 穴 式 石 室 墓 が 発 掘 調 査 さ れ た｡ 特

に 河 南 甘- 洞 古 墳 群 で は､ 単 一 遺 跡 と 　 し て50 基 以 上 の 横 穴 式 石 室 墓 が 発

見 さ れ て お 　 り､ 周 辺 の 古 墳 群 の 数 を 合 わ せ る 　 と､ 地 方 で 確 認 さ れ た 横 穴

式 石 室 墓 と 比 べ 圧 倒 的 に 多 い｡ 上 述 の 遺 跡 か ら 確 認 で き 　 る 横 穴 式 石 室 墓

は､ そ の 形 態 と 構 造 に お い て 他 地 域 の 漢 城 期 横 穴 式 石 室 墓 と 　 は 明 確 に 異

な る｡ 現 在､ 韓 国 で 一 般 的 な 漢 城 期 横 穴 式 石 室 墓 の 分 類 案 に よ 　 る 　 と､ 中

央 地 域 の 横 穴 式 石 室 墓 は 可 楽 洞 型 と 板 橋 型 石 室 墓 に 分 類 さ れ て お り､ 百

済 中 央 地 域 の 支 配 勢 力 の 性 格 を 示 す 石 室 類 型 と 　 し て 注 目 　 さ れ て い る｡

興味深いのは板橋型石室墓と畿内地域の初期横穴式石室墓の関係であ

る｡ 両 地 域 は 互 い に 遠 く 　 離 れ て い る に も か か わ ら ず､ 石 室 構 造 に お い て

類似性を確認する　こ　と　ができ　る｡特に大阪府柏原市高井田山古墳や大阪

府 南 河 内 郡- 須 賀 古 墳 群 Ⅰ 支 群､ 奈 良 県 桜 井 市 桜 井 公 園2 号 墳 な ど は 規 模

や 副 葬 品 の 構 成 様 相 を 除 け ば 違 い が 見 出 せ な い ほ ど 類 似 し て い る｡ ま た､

両 地 域 の 石 室 墓 の 分 布 範 囲 は す べ て 当 時 の 中 央 地 域 に 集 中 　 し て い る た め､

中 央 支 配 勢 力 間 の 直 接 交 流 を 示 す 証 拠( 金 杢 運2014) と な っ て い る｡ こ

の よ 　 う 　 な 点 か ら､ 従 来 は 熊 津 期 の 宋 山 里 型 石 室 墓 や 漢 城 期 の 他 地 域 に 起

源 を 求 め る 意 見 も あ っ た が､ 現 在､ 韓 国 で は 板 橋 型 石 室 墓 が 畿 内 地 域 に

お け る 初 期 の 横 穴 式 石 室 墓 の 起 源 と 理 解 さ れ て い る｡

と 　 こ 　 ろ が､ 畿 内 地 域 初 期 の 横 穴 式 石 室 墓 と 　 同 様､ 板 橋 型 石 室 墓 の 出 現

と 関 連 し､ 板 橋 型 石 室 墓 の 出 現 地 域 と 非 出 現 地 域 と の 間 で 異 な る 様 相 が

確 認 で き 　 る｡ 漢 城 期 に お い て 他 の 類 型 の 横 穴 式 石 室 墓 が 出 現 す る 地 域 で
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は､ 前 時 期 か ら 漸 進 的 に 墓 制 の 変 遷 過 程 が 確 認 で き 　 る｡ 　 し か し､ 板 橋 型

石 室 墓 の 出 現 す る 地 域 の 周 辺 に は 前 時 期 の 先 行 遺 跡 は 確 認 さ れ ず､ 突 然､

横 穴 式 石 室 墓 が 出 現 し て い る た め､ 築 造 し た 集 団 は 何 世 代 に も わ た っ て

成 長 　 し て き 　 た 　 と 　 見 る 　 よ 　 り 　 は､ あ る 時 点 に お い て､ 移 住･ 定 着 　 し た 集 団 で

あ る 可 能 性 が 高 い｡ さ 　 ら に､ は 　 じ め か ら 横 穴 式 石 室 墓 の 構 造 と 形 態 の 定

型 性 を 備 え て お 　 り､ 完 成 度 が 高 い 形 態 で あ る 　 な 　 ど､ 様 々 　 な 理 由 に 基 づ き､

韓国では板橋型石室墓の築造集団の起源を内部ではなく　外部に求めてい

る｡

以 前 か ら 百 済 漢 城 期 横 穴 式 石 室 墓 の 起 源 地 候 補 の 一 つ に 比 定 さ れ て い

る の は､ 現 在 の 平 壌 と 黄 海 北 道 鳳 山 一 帯 で､ 平 壌 の 楽 浪 土 城 と 鳳 山 の 智

塔 里 土 城 は､ そ れ ぞ れ 楽 浪 郡 と 帯 方 郡 の 郡 治 と 　 し て 知 ら れ て い る｡ こ の

周 辺 に は 多 種 多 様 な 形 態 の 墓 制 が 存 在 し て お 　 り､ そ の 中 に は 横 穴 式 石 室

墓1) も 含 ま れ て い る｡ 楽 浪 古 墳 の 変 遷 を 段 階 に 分 け る 　 と､ 概 ね2 世 紀 後

半 か ら3 世 紀 中 頃 ま で は 噂 室 墓 の 復 興 期､ 3 世 紀 中 頃 以 降 は 噂 室 墓 の 衰 退

期 　 と 　 呼 ば れ る｡ 衰 退 期 の 噂 室 墓 の 様 相 を 見 る 　 と､ 規 模 は 小 さ 　 く 　 な 　 り､ 平

面 形 態 は 方 形 か ら 長 方 形- と 変 化 す る｡ 胴 張 技 法 は 四 壁 全 体 か ら 両 長 壁

の み 確 認 で き 　 る｡ 羨 道 は 両 袖 式 か ら 右 袖 式2) ､ 天 井 は 考 薩 形 か ら 変 形

等 薩 形- の 変 化 が 見 ら れ る｡ 上 記 の 変 化 に 応 じ､ 単 室 墓 は｢ 噂+ 石 魂 築

墓｣ と｢ 横 穴 式 石 室 墓｣ も 同 様 の 形 態 で 築 造 さ れ 始 め る｡ こ の よ 　 う 　 な 石

室 墓 の 構 造 的 変 化 は､ 後 に 出 現 す る 板 橋 型 石 室 墓 の 構 造 と 次 第 に 類 似 し

1) 噂 室 墓 と 　 の 用 語 の バ ラ 　 ン ス の た め､ 以 下 第2 章 に 限 　 り､ 横 穴 式 石 室 墓

と 石 室 墓 と 　 い 　 う 用 語 を 使 用 す る｡

2) 本 稿 で は 被 葬 者 を 基 準 に 入 口 　 を 見 る 際 の 方 向 を 基 準 と す る｡
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て き て い る｡ 構 造 的 な 完 成 度 は 低 い が､ こ の 時 期 か ら 板 橋 型 石 室 墓 が 出

現 　 し た の で は な い か と 推 測 　 さ れ る｡ 楽 浪･ 帯 方 地 域 で は 板 橋 型 石 室 墓 と

同 　 じ 形 態 の 横 穴 式 石 室 墓 が 確 認 さ れ て い な い が､ 両 郡 が 滅 亡. す る4 世 紀

初 頭 以 前 に 造 営 さ れ た 石 室 墓 は す べ て が 単 室 で あ る｡ 完 全 な 板 橋 型 石 塞

墓 で は な 　 く 　 不 完 全 な 点( 洪 播 植2009) か ら 具 体 的 な 時 期 は 研 究 者 に よ 　 っ

て 異 な る が､ 概 ね 楽 浪･ 帯 方 郡 の 滅 亡 後 か ら 板 橋 型 石 室 の 　 よ 　 う 　 な 定 型 化

された構造の石室が築造され始めた　と　思われる｡

楽 浪･ 帯 方 地 域 の 横 穴 式 石 室 墓 を 検 討 し た 結 果､ 3 世 紀 中 頃 以 降 ま た は

後 半 か ら 板 橋 型 石 室 墓 の お お よ そ の 形 態 が 確 立 し た 　 と 考 え 　 ら れ る｡ 一 方､

楽 浪･ 帯 方 地 域 に お け る 横 穴 式 石 室 墓 の 初 現 に つ い て は 研 究 者 間 で 異 な

る 見 解 を 示 　 し て い る が､ 概 ね3 世 紀 中 頃 に は 確 実 に 存 在 　 し て い た 　 と 　 考 え

ら れ て い る｡ つ ま 　 り､ 板 橋 型 石 室 墓 の 出 現 以 前 に 横 穴 式 石 室 墓 が こ の 地

域 に 受 容 さ れ て い た た め､ 系 譜 を 理 解 す る た め に は 楽 浪･ 帯 方 地 域 の 横

穴 式 石 室 墓 の 起 源 が 　 ど こ で あ る の か に つ い て 検 討 す る 必 要 が あ る｡

起源地を中国に比定する　こ　と　に疑問を示す研究者はいない｡横穴系墓

制 は 前 漢 中 期 に 始 ま 　 り､ 後 漢 代 に な る 　 と 　 中 国 各 地 で 造 営 さ れ る｡ 既 存 の

研 究 史 に よ 　 る 　 と､ 地 域 ご と 　 に 若 干 の 時 期 差 は あ る 　 も の の､ 概 ね 後 漢 末 期

～ 魂 晋 の 時 期 に な る 　 と､ 噂 と 石 を 併 用 　 し て 築 造 す る 地 域 と 噂 室 墓 と 石 室

墓 が 個 別 に 併 存 す る 地 域 が 中 国 各 地 で 現 れ 始 め る｡ 特 に 漢 族 と 異 民 族 と

の 境 界 地 域 で 主 に 確 認 さ れ､ 遼 寧 地 域 を 中 心 と 　 し た 東 北 地 域 で も､ 後 漢

末期になる　と様々　な遺跡で石室墓と噂室墓が併存し､魂晋時期になる　と

石室墓が噂室墓よ　り　数的に優位を占める　よ　う　になる｡その時期はおおよ

そ2 世 紀 後 半 か ら3 世 紀 半 ば に 当 た る｡
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2 世 紀 後 半､ 中 国 の 山 東･ 遼 東 地 域 を 支 配 し､ 3 世 紀 初 頭 に 楽 浪 郡- の

進 出 　 と 　 帯 方 郡 を 新 設 　 し た 勢 力 は 公 孫 氏 で あ っ た｡ し か し､ 238 年 に 魂 が

公孫氏勢力を滅ぼしたこ　と　によ　り公孫氏の支配地域をすべて支配する　よ

う 　 に な る｡ こ の 時 期 は 研 究 者 に よ っ て は 楽 浪 古 墳 の 変 遷 段 階 か ら 復 興 期

に 分 類 さ れ る 時 期 で あ る｡ ま た､ 前 述 の よ 　 う 　 に､ 3 世 紀 中 頃 か ら 横 穴 式

石 室 墓 が 本 格 的 に 楽 浪 郡 地 域 に 出 現 す る 　 と い 　 う 研 究 史 が あ る が､ 公 孫 氏

勢 力 に 関 す る 歴 史 的 事 実 を 総 合 的 に 判 断 す る 　 と､ 遼 東 地 域 の 噂 室 墓 と 石

室墓を築造した集団が楽浪郡と帯方郡に渡来してもた　ら　したものと推定

で き 　 る｡

以 上 の 内 容 を ま 　 と 　 め る 　 と 次 の よ 　 う 　 に な る｡ 中 国 各 地 で は 後 漢 末 期 ～ 魂

晋 初 期 に 石 室 墓 が 出 現 す る｡ 当 時､ 遼 東･ 山 東･ 楽 浪 郡･ 帯 方 郡 を 支 配

し て い た 公 孫 氏 に よ 　 り､ 遼 東 地 域 の 石 室 墓 が 楽 浪 郡 と 帯 方 郡 に3 世 紀 代

に 伝 わ っ た｡ 3 世 紀 後 半 に な る 　 と､ 噂 室 墓 の 構 造 的 変 化 と 　 と 　 も に､ 石 室

墓 の 規 模 や 構 造 が 変 化 し､ 板 橋 型 石 室 墓 の 構 造 と 類 似 し た 形 態- と 変 化

す る｡ 4 世 紀 初 頭､ 楽 浪･ 帯 方 郡 の 滅 亡 後 か ら 　 こ の 地 域 で は 多 様 な 類 型

の 石 室 墓 が 出 現 し､ 構 造 的 に も 完 成 度 が 高 く 　 な る｡ 当 時､ 高 句 麗 に 滅 ぼ

さ れ た 楽 浪･ 帯 方 郡 の 移 民 の う 　 ち､ 百 済 漢 城 期 の 中 央 地 域 に 定 着 し た 集

団 が 板 橋 型 石 室 墓 を 築 造 し た と 考 え ら れ る｡ 板 橋 型 石 室 墓 の 初 現 は､ 4

世 紀 中 葉 ま た は 後 半 と い う 見 解 が 主 流 と な っ て い る｡ そ し て 板 橋 型 石 塞

墓 は 構 造 的 に 完 成 し た 形 態 で あ っ た こ 　 と か ら 変 化 な く 　 築 造 さ れ て い る｡

一 方､ 5 世 紀 後 半 に な る 　 と､ 畿 内 地 域 に 板 橋 型 石 室 墓 と 構 造 的 に 非 常 に

類 似 し た 横 穴 式 石 室 墓 が 築 造 さ れ 始 め る｡ こ れ ら は 畿 内 型 石 室 墓 が 出 堤

す る 以 前 の 初 期 横 穴 式 石 室 墓 と 呼 ば れ る｡
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畿 内 地 域 の 横 穴 式 石 室 墓 の 起 源 と 各 地 域( 畿 内 地 域 　 一 　 百 済 の 漢 城 期

中 央 地 域 　 一 　 楽 浪 地 域 　 一 　 遼 東 地 域) の 展 開､ 伝 播 の 過 程 を 時 期 別 に 検 討

す る 　 の が 第2 章 の 研 究 目 的 で あ る｡ そ こ で 上 記 の 各 地 域 に 所 在 す る 横 穴

式 石 室 墓 の 構 造 お よ び 築 造 方 法 な ど を 検 討 し た 後､ 各 地 域 の 横 穴 式 石 塞

墓と　の関連性と展開過程における構造の変化について説明を行う　こ　と　と

す る｡ 特 に 遼 東 地 域 と 楽 浪 地 域 に お け る 石 室 墓 の 出 現 時 期 つ い て 筆 者 の

見 解 を 簡 単 に 述 べ た い｡ 後 に､ 畿 内 地 域 の 初 期 横 穴 式 石 室 墓 の 構 造 を

分 析 し た 後､ そ の 出 現 と 展 開 過 程 に つ い て 段 階 別 に 時 期 区 分 を 試 み､ 時

期 別 の 様 相 に つ い て も 簡 単 に 検 討 す る｡

こ こ は 既 存 の 研 究 の 批 判 や 新 し い 見 解 を 提 示 す る た め の 場 で は な く､

あく　までも畿内型石室墓が出現する直前までの全体の流れを把握するこ

と 　 に そ の 目 的 が あ る｡ 畿 内 地 域 の 初 期 の 横 穴 式 石 室 墓 の 起 源 に 関 す る 研

究 は､ 近 ま で 多 く 　 の 研 究 者 に よ っ て 言 及 さ れ て き た｡ し か し､ 日 本 に

影 響 を 与 え た 横 穴 式 石 室 墓 そ の も の の 起 源( 九 州 系 は 本 稿 の テ ー マ で は

な い の で､ 除 外 す る｡ ) や 伝 播 経 路 に つ い て ま 　 と 　 め た 研 究 は 見 当 た ら な

い｡
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2. 　 研 究 史

上述したよ　う　に､ 初に遼東地域で築造された石室墓は楽浪地域と　百

済 漢 城 期 の 中 央 地 域 を 経 て 畿 内 地 域 に も た ら 　 さ れ た｡ 現 在 の 遼 東 地 域 は

他 地 域 と 比 べ る 　 と､ 発 掘 が 活 発 化 し 資 料 の 蓄 積 が 始 ま っ た ば か り 　 で､ 研

究 も 初 歩 的 な 段 階 で あ る こ 　 と か ら､ 言 及 で き る ほ ど の 整 理 さ れ た 見 解 は

ま だ 確 立 さ れ て い な い｡ そ の た め､ こ こ で は 遼 東 地 域 を 除 く 　 楽 浪 地 域､

百 済 漢 城 期 中 央 地 域､ 畿 内 地 域 に 分 け て 研 究 史 を 整 理 し た｡

楽 浪 地 域 の 古 墳 研 究 は 木 榔 墓 と 噂 室 墓 が 主 流 で あ る｡ こ の 地 域 に お い

て 石 室 墓 が 主 墓 制 と 　 し て 造 営 さ れ る の は 楽 浪･ 帯 方 郡 が 滅 亡 し た 後 も 存

在 す る が､ 埼 室 墓 を 造 営 し て い た 集 団 よ 　 り 下 位 の 支 配 階 層 と 認 識 さ れ て

い た た め 関 心 が 低 か っ た｡ そ の よ 　 う 　 な 中 で､ 楽 浪 地 域 の 石 室 墓 に 関 す る

研 究 は 噂 室 墓 を 扱 う 副 次 的 に 行 わ れ る こ 　 と が 多 く､ 発 掘 が 行 わ れ て も 成

果 が 報 告 書 に 忠 実 に 反 映 さ れ る こ 　 と は ほ と ん ど な か っ た｡ こ の よ 　 う 　 な 理

由 に よ 　 り､ 楽 浪 地 域 に お け る 石 室 墓 研 究 は 様 々 な 面 で 噂 室 墓 よ 　 り 不 足 し

て い る｡ そ れ に も か か わ ら ず､ 北 朝 鮮 の リ 　 ス ン ジ ン､ 日 本 の 高 久 健 二､

韓 国 の 洪 漕 植 に よ っ て 石 室 墓 の 出 現､ 展 開 に 関 す る 研 究 が 行 わ れ て お り､

注 目 　 さ れ る( 表1 ) 0
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表1 楽 浪 地 域 に お け る 横 穴 式 石 室 墓 の 起 源 に 関 す る 研 究( 筆 者 作 成)

研 究 者  價 ﾙ U ﾉ D 論 文 名  v R Ā Ā Ā Ā

ィ.スンジン 涛｢封哲子QloaEH21ユ干司書7J音早 E=El01lEH古トq｣ ﾓ9}霰兒ｩ}X+ﾓ}霰ﾙ+y_ｸﾆ,ﾉ;鰄+ﾘ,)%̂h,i[ﾙ5h捌C)}霰ﾒĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

長方形の片袖式羨道を持つ単室墓と平天井､3類型は羨道と玄室を備えた単室墓と 

1997 FT越'DTｦwﾉe4ヤｩ"2ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

平行三角持ち送り天井である0時期は1類型(2世紀前半)-2類型(2世紀後半)-3類 

型(3世紀前半～後半)の順に変化したものと理解したoそして噂天井埼室墓-石材 

天井埼室墓-横穴式石室墓という楽浪内部の独自変遷過程と理解されたo 

高久健二 ｢楽浪.帯方郡噂室墓の再検討一博 室墓の分類.編年および諸問題の 考察｣ 侏ｨ,ﾉ+yYﾙNH,i;佝H/ｮ顏,兒ｩ}X+ﾓﾆ,ﾘﾋｨ,ﾉ+yYﾘ*｣3｣,;｢ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

ないもの､2形式は玄室の長幅が4:3-2:1に羨道がないもの､3形式は玄室の長幅 

が4:3-2:1に片袖式羨道､4形式は玄室の長幅が1:1-4:3に右片袖式羨道､5形 

式は玄室の長幅が1:1-4:3に両袖式羨道に分類した0年代については､埼室墓お 

よび副葬品との並行検討で､1形式(2形式より時期が少し早い程度)､2形式(2 

世紀末～3世紀前半)､3形式(3世紀中葉～4世紀中葉)､4形式(4世紀後半～5世紀 

初めまたは423年以前) 

横穴式石室墓は埼天井噂重量と石材天井埼室墓および同時期に併存するため継 

承関係はなく､楽浪後期の横穴式石室墓は4世紀中葉以降に造営される大同江水系 

の横穴式石室墓とは継承関係がないと考えることから､当時の楽浪周辺の情勢と 

遼東地域からの外来的墓制の流入(考窪式埼天井噂重量)などを根拠に遼東地域か 

ら横穴式石室墓が流入したと推定したo 

淡i普植 ｢至旭丘011人一句̂j且呈里10I習-En 竸h,ﾉH,i;ﾈ見'X/ｮ顏,Huy}兒ｩ}X+ﾖI}ﾙ%,ﾉ{ﾉ8;咤ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

床に砂利または届平な石を敷いている0日(玄室長方形)Ⅰ2(玄室方形)に分か 

れるoさらに日は長方形の石室は羨道構造と壁面形態によってⅠ1A.ⅠlB.ⅠlCに 

細分されるoⅡ類は右片袖式羨道を持つ単室であるo羨道構造と長さ.平面形態で 

ⅡA.IIB.ⅡC.ⅡDに細分されるoⅢ類は二重墓であり､壁轟の有無､前室の平面形 

態と規模によりⅢA.ⅢB.ⅢCに細分されるoⅣ類は安岳3号境の一期であるo 

盲7or.XNi2017ol幸司lqloJOl奇遇阜 C}鶇uY}ﾓ9(ｴ佩9Kﾈihﾚ,(*ｨ跖-ﾈ.芥uC}ﾓI(ｴ冓h-ﾈ,Y(+8.ｪBĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

対空一書召jlr剖司-｣ Y}ﾙJﾙ5x+Y*ⅸﾘ(ｾY~ﾘ-ﾈ,Y*ﾖui}huy}ﾚHｧ刔ﾉ_ｸﾅ8,ﾉlYe8ﾎ8,ﾃI"ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

紀中葉から登場するのでここでは省略) 

3世紀前半から受け入れられていた遼東と山東地域の墓制や人々の影響により､ 

徐々に石室墓に対する理解が高まるoついに3世紀後半～末まから横穴式石室墓が築 

造され始めたが､4世紀初めまで構造的な築造技術が低い理由として､横穴式石室 

墓の造営が始まったばかりであると考えられるo 

簡 単 に ま 　 と 　 め る 　 と､ リ 　 ス ン ジ ン は 横 穴 式 石 室 墓 が 楽 浪 郡 内 部 で 出 現 し

徐 々 　 に 発 展 す る 　 と い 　 う 　 見 解 を 示 し た｡ こ れ に 対 し､ 高 久 健 二 と 洪 亨 普 植 は

遼 東 地 域 の 影 響 を 受 け て 出 現 し た 　 と す る 見 解 を 示 し た｡ た だ し､ 高 久 健

二は時間的断絶な　しに横穴式石室墓が築造されたと理解しているのに対

し､ 洪 漕 植 は 若 干 の 断 絶 の 後 に 築 造 が 始 ま 　 る 　 と 理 解 し て い る 点 に 違 い が

見 　 ら れ る｡ 横 穴 式 石 室 墓 の 初 現 に つ い て は､ リ 　 ス 　 ン ジ ン は2 世 紀 前 半､

高 久 健 二 は2 世 紀 後 半､ 洪 漕 植 は3 世 紀 後 半 ～ 末 と 判 断 さ れ､ 研 究 者 間 で

大 き 　 な 違 い が あ る｡

百 済 漢 城 期 の 中 央 地 域 に お け る い わ ゆ る 板 橋 型 石 室 墓 の 起 源 に 関 す る

18



研 究 は､ 韓 国 学 界 で 多 く 　 の 注 目 が 集 ま っ て い る テ ー マ で あ 　 り､ 研 究 が 活

発 に 行 わ れ て い る｡ さ 　 ら に､ 近 年 漢 城 期 の 首 都 で あ っ た 風 納 土 城 と 夢 村

土 城 周 辺､ 漢 江 流 域 の 可 楽 洞･ 牛 眠 洞･ 広 岩 洞･ 甘- 洞･ 板 橋 洞･ 陵 谷 洞 で

多 数 の 横 穴 式 石 室 墓 の 発 掘 調 査 が 行 わ れ た｡ そ の 結 果､ 中 央 地 域 の 貴 族

集団墓制　と　して､板橋型石室墓の類型が主流である　こ　と　が明　らかになっ

た｡ 漢 城 期 の 横 穴 式 石 室 墓 に は 様 々 　 な 類 型 が 存 在 す る だ け に､ 起 源 の 候

補 地 も 東 晋､ 高 句 麗､ 楽 浪 郡､ 帯 方 郡 な ど 多 様 で あ る｡ そ の う 　 ち､ 板 橋

型 石 室 墓 は 現 在 ま で の 研 究 成 果 を 見 る 　 と､ 楽 浪･ 帯 方 地 域 の 噂 室 墓 と 石

表2 　 百 済 漢 城 期 中 央 地 域 の 横 穴 式 石 室 墓 の 起 源 に 関 す る 研 究( 楽 浪･ 帯 方

地 域 起 源 説 中 心) ( 筆 者 作 成)

研 究 者  價 ﾙ U ﾉ D 論 文 名  v R Ā Ā Ā Ā

′｣､田富士雄 塔｢横穴式石室境の導入と源流｣ ｩgｹ8x,ﾈｯｨ,ﾈﾈｨ齏ｩ̂h,ﾈｴ靈ﾙU8ﾜﾈﾈｨ齏ｩ̂h,bĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
関連しており､百済の横穴式石室墓は楽浪と帯方の古墳に起源を 

持つべきであると考えられていた(冬利墓.南井里119号境と可楽 

洞3号境の構造的類似性の検討に基づく)o 

曹永絃 涛｢̂i号人JEH奄雪̂JAĴa喜52.J71t旦到習L-=a 日干｣ 儷8ﾜﾈﾈｨ齏ｩ̂h/ﾓ}霰兒ｩ}X,H*(.ｪH+ｸ,ﾈ*H+ⅲĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ鈴泉里古墳(鈴泉里古墳,可禦洞5競填.22鍍墳)と南井里119号 

境と関連があることを指摘しているo 

李南爽 涛"rt]iq利杢フI葛 望̂llAĵa喜却ユg%J｣ 俟ﾈﾄXﾆ5h皐,ﾈﾆ*ｨ自Lｨ嶌+X,H*(.乂刔,ﾈ゙YZ'ｩ̂h*x,ﾈｴĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ源を想定し､少なくとも4C後半には百済に横穴式石室墓の構築方 

法が取り入れられていると考えられるo 

成正錬 ｢奇早天IqqÎltliqXII針ユ干司 句̂j且里l 騫運bﾈ鯖z#俘hｺｸ,i(iYI&闔h,ﾉ齏ｩ̂h*y$ﾘ/lﾙ̂ﾘ+X+ﾘ.bĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
うな割石､壁体構築方法(博積技法)､漆喰使用､専薩形天井な 

考̂ J 却 ユ 皇lDlJ zHﾕﾉ)4 凩 韜yｸ*xﾊjHﾆﾙ4 佗*ｨ,,H*(.hﾖﾈ*h.x.｢ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

るo 

金武重 ｢百済漢城期横穴式石室旦I構造封調 査方法｣ 侏ｨ,ﾉ[ﾙlｨﾆH/ｮ顏,兩ｸﾆy_ｸﾆ,ﾉ齏ｨ,ﾘｧ刔&闔h,hﾝﾘ+ZBĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ楽浪地域の冬利墓.南井里119号境と百済漢城期の板橋洞.広岩洞古 

墳群の構造的類似性に基づき系統的に繋がっていると指摘したo 

朴信映 ｢せ叩I8Ĵaフf巷望̂JAĵj見旦F主Odヱ｢ 卑̂J却召｣ 騫運bﾈ鯖z#俘hｺｸ,iL(ｻHﾅ齏ｩ̂h/ﾕﾉ(,ﾉ}韜yｺH鳬94ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ背景､出土遣物など､総合的に検討した結果､楽浪.大方地域の石 

室墓と板橋型石室墓は技術的に系譜関係が成立すると考えられるo 

室 墓 の 影 響 を 受 け た も の と 考 え ら れ る｡ そ こ で こ こ で は 板 橋 型 石 室 墓 の

起 源 に 関 す る 研 究 成 果 を 中 心 に 紹 介 す る( 表2) 0
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楽 浪･ 帯 方 地 域 を 起 源 と す る 研 究 は､ 漢 江 流 域 に お い て 石 室 調 査 が 行

わ れ て か ら 見 ら れ る 　 よ 　 う 　 に な っ た｡ 2000 年 代 後 半 ま で は､ 主 に 俸 利 墓･

南 井 里119 号 墳 と 可 楽 洞5 号 境 が 比 較 さ れ て い た が､ 2000 年 半 ば か ら は 広

岩 洞 と 板 橋 洞 古 墳 群 の 発 掘 調 査 を 皮 切 　 り 　 に､ い わ ゆ る 板 橋 型 石 室 墓 の 存

在 が 明 　 ら か に な っ た｡ 2010 年 代 半 ば に は 河 南 甘- 洞 古 墳 群 で50 基 を 超 え

る 横 穴 式 石 室 墓 が 発 見 さ れ､ 漢 城 期 横 穴 式 石 室 墓 の 　 う 　 ち 単 一 の 類 型 が 大

多 数 を 占 め る 　 こ 　 と か ら､ 編 年､ 時 代 背 景､ 築 造 方 法､ 副 葬 品 な ど 様 々 な

部 分 で 研 究 が 詳 細 に 行 わ れ て い る｡ そ の 結 果､ 板 橋 型 石 室 墓 は 既 存 の 楽

浪･ 帯 方 地 域 の 噂 室 墓 と 石 室 墓 の 影 響 を 受 け､ 系 譜 的 に 繋 が っ て い る 　 と

い 　 う 　 見 解 が 大 勢 を 占 め て い る｡ 百 済 漢 城 期 の 横 穴 式 石 室 墓 の 出 現 時 期 に

つ い て は､ 概 ね4 世 紀 後 半 の 見 解 が 大 半 を 占 め て い る が､ 副 葬 品 の 編 午

か ら 見 て4 世 紀 中 葉 と 考 え ら れ る( ハ ン ジ ソ 　 ン2019)0

後に畿内地域の初期横穴式石室墓の起源についても多く　の研究者に

よ っ て 検 討 が 行 わ れ た｡ 特 に 研 究 成 果 が 蓄 積 さ れ る に つ れ､ 韓 半 島 と い

う 見 解 か ら 百 済 起 源- と 具 体 化 さ れ て い っ た｡ 伝 播 時 期 に つ い て は 熊 津

期 と 漢 城 期 に 分 か れ て い た が､ 近 年 の 漢 江 流 域 の 発 掘 成 果 に よ 　 り 漢 城 期

の 横 穴 式 石 室 墓 と の 類 似 性 を 指 摘 す る 見 解 が 優 勢 で あ る( 表3) 0

日 本 学 界 と 韓 国 学 界 に 分 け て み る 　 と､ 前 者 で は 初 期 横 穴 式 石 室 墳 の 起

源 に 関 し て､ 以 前 は 百 済 と の 関 連 性 に 関 心 が 集 ま っ て い た が､ 近 で は

百済の影響と在地の伝統的様相を対等に認識しよ　う　とする傾向がある｡

後 者 で は 概 ね 初 期 横 穴 式 石 室 墳 の 構 造 を 把 握 し､ 百 済 の 横 穴 式 石 室 墳 の

う 　 ち､ 類 似 す る 古 墳 と 結 び つ け る 比 較 研 究 や 被 葬 者 像 に 関 心 を 持 っ て 研

究 が 進 め ら れ た｡ 近 で は､ 畿 内 地 域 に お け る 横 穴 式 石 室 墓 の 型 式 分 類
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を 行 い､ 漢 城 期 の 中 央 地 域 と 畿 内 地 域 に お け る 横 穴 式 石 室 墓 と の 比 較 研

究 に よ 　 り､ 伝 播 の 時 期 と 地 域 を 明 ら か に し た も の も み ら れ る｡
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表3 　 畿 内 地 域 横 穴 式 石 室 墓 の 起 源 に 関 す る 研 究

研 究 者  僖 論 文 名  v R 瘉 R Ā Ā Ā

白石太一郎 田R｢日本における横穴式石室の系譜-横穴式 仞8&闔h,hｴY>&闔h,ﾈｨ齏ｩ̂h,ﾈﾆ餽ｨ腰,ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

石室の受容に関する考察｣ ,h/-H轌4X+X+ﾒ粟8&闔cｨｭ卯ﾉ8zHｴY>&闔cｩ>ﾉ*猪ĀĀĀĀĀĀĀĀ

1995 ﾌ98讓,ﾈ,ﾉ:6ﾙm偉9Zﾚ2既存の見解では､畿内地域の横穴式石室墓の出現は､百済漢 ĀĀĀĀĀĀ
城期横穴式石室墓の影響により修正されたo 

森下浩行 塔b｢日本における横穴式石室の出現とその 系譜-畿内型と九州型｣ 亢Y>ﾅ齏ｩ̂h,ﾙU8ﾜﾈ帽ｻ*ﾘ,i+X+ﾘﾎ:Hﾋｨ,ﾉ[ﾒĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

面と天井の形態を基準にA類(長方形､平天井)とB類(正方形､ 

考薩形天井)に細分した○そのうち､高井田山古墳はB類に分 

類し､津城期から熊津期-と続く流れで築造されたものと理解 

しているo 

土生田純之 涛B｢畿内型石室の成立と伝播｣ 傀弍ｨ,ﾈﾈｨ齏ｩ̂ h,ﾙ6騙ﾂ蔚8ﾜ*ｨｭi+X,H*(.bĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ考えられ､畿内型石室墓の登場には渡来人以外にも在地勢力 

の影響力が重要であったと想定したo 

太田宏明 涛｢畿内型石室の属性分析による社会組織 の検討｣ 仗Y&饑ｸ,ﾈﾈｨ齏ｩ̂h/;?ﾈｯ｢飩ﾙ5xｯ｢頡冓hｯｨ,兒ｩ}X+ﾖĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ導入期の石室は1-5群に細分したが､百済と類似したものと1群 

を想定したo 

吉 井 秀 夫 ｢ 墓 制 か ら み た 百 済 と 倭｣ 仗Y& 饑ｸ,ﾈｯｨﾈｨ 齏ｨｮiU8ﾜﾈｨ 齏ｩ̂ h,ﾉm 悪ｸﾕﾉ"ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

を比較検討した0両者は非常に類似しているが､初めから相違 

点も確認されており､近畿地方の初期横穴式石室墓には百済の 

影響が大きいが､在地勢力の影響は無視できないと考えた○ 

安 村 俊 史 ｢ 高 井 田 山 古 墳 の 意 義｣ 俘( 鯖68ﾌ9Zﾘ,ﾙU8ﾜx,ﾉ+ﾉｨ 帽ｻh.ﾉzx+X+ﾘﾌ9Zﾘ,bĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ把握したが､初期の横穴式石室墓の右片袖式羨道､木棺､石 

室内土器埋納､ミニチュア炊事具などを根拠に提示したo 

森本徹 "｢儀礼からみた畿内横穴式石室の特質｣ 亰i~x,ﾙmｨ+ZIYｹ)VﾉvﾉｪIm悪ｹGｩ'ZI齏ｩ>7舒ﾘ,ﾉhIEｺBĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

石室構造など､儀礼の様相から高井田山古墳は百済漠城期の渡 

来人出身の可能性を指摘しているoしかし､在地勢力の再構成 

による変化も感知されており､主体はあくまで大和政権を強調 

しているo 

淡播植 涛2｢tJiq利葛聖̂JJq̂j且里l電̂J喜青封亡日生l RJ可01lLJ8J日干｣, 兀zh唔|ｸ,hﾘ(鯖68ﾌ9Zﾘ,ﾉYｹ)V忠Z6ﾂﾉ}韜yｸ/ﾚｨｹ(,估bĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ津期に設定して武寧王陵以降に長方形化される松山里Ⅲ型が高 

井田山古墳と関連すると考えているo 

朴天秀 r『人H呈坐主ユLH型oa正Ad̂t』 俘(鯖68ﾌ9Zﾘ,h皐ｷｸﾌ9Zﾘ,ﾙU8ﾜﾈﾈｨ齏ｩ̂h,ﾈ帽ｻĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

受けていると考えられているoそのうち､高井田山古墳の被葬 

2012 vXﾈﾚ8dﾄヤｨﾘh尸9籀ｽY&饑ｸĀĀĀĀĀĀ

者は､古墳の規模､韓半島系副葬品､周辺の渡来系生活遺跡な 

どを根拠に渡来人集団を統率した百済王族級の人物と推定した 

調査者(安村俊史)意見に同意したo 

金洛中 "｢8JLLr呈Li早封oj卓望呈01回葛聖̂JJ当 傀弍ｨﾈｨ齏ｩ̂h,ﾙU8ﾜﾈﾈｨ齏ｩ̂h,ﾈ帽ｻ*ⅹD8,ﾒĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
湊城期から熊津期に該当すると考えられていた○古墳の規模が 

â 且里l手書OĴor瑚uH召｣ 傅ﾈ+8*(+ﾘ-ⅹU8ﾜh,ﾈﾏzﾈ/%99h+X+ﾘｴY>,ﾈ+xﾆ.)6騙ﾂĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

で被葬者を想定したo 

金杢運 b｢oa早フELrO一天lq杢フf畢望̂lI句̂j且里l 書召却主剤OJ富Zll｣ 亢Y>&闔h,ﾈｯｨﾈｨ齏ｩ̂h,ﾈﾆJHｴｸｦ唔hI)_ｸHZĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

構成､周辺遺跡との関係を根拠に1-2類型に分類し､1類型石室 

墓のほぼすべての要素が百済と同一であるため直接伝播され､ 

被葬者を渡来人と想定したo両者の分布位置がそれぞれ中央地 

2019 Xﾉeﾙ.hﾔｩeﾕ 茹 讌ｨﾉ.dｦﾇ(2ĀĀĀĀĀĀĀĀ

域で主に確認されるため､中央間の交流関係の中から登場した 

ものと考えられ､甘-洞古墳群の横穴式石室墓の被葬者像と関 

連があると想定したo 
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第2 飾: 各 地 域 の 横 穴 式 石 室 墓 の 様 相( 遼 東 地 域 一 楽 浪 地 域- 百 済 漠 城

期 中 央 地 域- 畿 内 地 域)

韓国において畿内地域初期横穴式石室墓の出現と　百済漢城期の中央地

域( 漠 江 流 域) に 分 布 す る 板 橋 型 石 室 墓 と の 関 連 性 を 否 定 す る 研 究 者 は

ほ と 　 ん ど い な い｡ こ れ は 板 橋 型 石 室 墓 の 立 地､ 規 模､ 石 室 位 置､ 平 面 形

態､ 石 室 構 造､ 副 葬 品 の 構 成 な 　 ど が 現 在 ま で 言 及 さ れ て き た 百 済 の 他 地

域の横穴式石室墓よ　り　類似性が高いためである｡

一 方､ 畿 内 　 と 漠 城 期 中 央 地 域 の 例 の よ 　 う 　 に､ 板 橋 型 石 室 墓 と 類 似 し た

構 造 の 横 穴 式 石 室 墓 は 周 辺 で は 検 出 さ れ て い な い た め､ 板 橋 型 石 室 墓-

の 伝 播 経 路 に つ い て は 異 見 も 存 在 す る｡ し か し､ 東 ア ジ ア の 情 勢､ 楽 浪

･ 帯 方 地 域 の 墓 制 の 変 遷 の 様 相､ 周 辺 地 域( 高 句 麗､ 東 晋) と 　 の 石 室 構

造 比 較 な 　 ど に よ 　 り､ 楽 浪･ 帯 方 地 域 の 石 室 墓 と 板 橋 型 石 室 墓 が も 類 似

し て お 　 り､ ほ と 　 ん ど の 研 究 者 が 楽 浪･ 帯 方 地 域 説 を 支 持 し て い る0

楽 浪･ 帯 方 地 域 に お け る 横 穴 式 石 室 墓 の 初 現 に つ い て は､ 前 述 の よ 　 う

に 研 究 者 に よ っ て 年 代 差 が 大 き 　 く､ 石 室 墓 の 出 現 に 影 響 を 及 ぼ し た 埼 室

墓 の 墓 制 の 変 遷 に も 異 見 が 存 在 す る｡ た だ し､ 各 研 究 を 検 討 し て み る 　 と､

少な　く　と　も遼東地域の横穴式石室墓の影響を受けたこ　と　は確かである｡

し た が っ て､ こ 　 こ で は 各 地 域 の 横 穴 式 石 室 墓 に つ い て 構 造 を 中 心 に 説 明

す る｡

1. 遼 東 地 域

遼 東 地 域 に お い て 横 穴 式 石 室 墓 が 出 現 す る 時 期 は､ 後 漢 後 半 ～ 魂 晋 で

あ る 　 と 　 考 え 　 ら れ て い る｡ こ の 時 期 の 瓦 房 店 市 馬 圏 子 漢 魂 晋 墓 地･ 遼 寧 鞍
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山 市 調 軍 台 墓 地･ 羊 草 庄 漠 墓 な 　 ど の 様 々 　 な 古 墳 群 で 噂 室 墓･ 噂 石 混 縮

墓･ 石 室 墓 を は じ め､ 土 墳 墓 と 石 榔 墓 も 共 存 が 確 認 さ れ て お 　 り､ 石 室 墓

も 多 様 な 構 造 が 発 見 さ れ て い る｡ 洪 播 植 に よ る 　 と､ 3-4 世 紀 代 の 楽 浪･

帯 方 地 域 に お け る 横 穴 式 石 室 墓 で は 壁 体 に 胴 張 技 法 が 確 認 さ れ て い な い

が､遼東地域では壁体が弧状をなす胴張技法が確認される　と　い　う　点が注

目 　 を 集 め て い る｡ こ 　 こ で は､ 近 発 掘 さ れ､ 正 式 報 告 書 が 刊 行 さ れ た 羊

草 庄 漠 墓 で 調 査 さ れ た 石 室 墓 を 対 象 と 　 し て 検 討 を 行 う｡

鞍 山 市 立 山 区 沙 河 鎮 羊 草 庄 村 か ら 北 西 に 約500m 離 れ た と 　 こ ろ に 羊 草 庄

墓 地 が 位 置 す る｡ 南 側 約2km に は 沙 河､ 北 側 は 循 環 道 路 に 接 し て い る｡

古墳群はも　と　も　と農業用地であったため現在は平坦な地形である｡古墳

群 は 長 方 形 を 有 し て お り､ 長 さ200m､ 幅120m で あ る｡ 全78 基 の 　 う 　 ち､ 噂

室 墓20 基､ 噂 榔 墓7 基､ 石 室 墓5 基､ 石 榔 墓14 基､ 土 墳 墓30 基､ 嚢 棺 墓2

基 に よ 　 り 構 成 さ れ て い る｡ 古 墳 群 の 全 体 的 な 年 代 と 石 室 墓 の 出 現 時 期 に

関 す る 調 査 者 の 見 解 は 異 論 の 余 地 が あ 　 り､ 今 後 の 再 検 討 が 求 め ら れ る が

3) ､ 石 室 墓 の 構 造 を 把 握 す る の に は 大 き な 問 題 は な い と 考 え ら れ る｡

3) 調 査 者 は 羊 草 庄 漢 墓 の 石 室 墓 の 登 場 を 後 漢 前 期(1C 中 葉) に 設 定 し て

い る｡ 一 方､ 従 来 の 研 究 で は 地 域 ご と に 異 な る も の の､ 遼 東 地 域 の 石 塞

墓 の 登 場 は 概 ね 後 漢 中 期(2C 前 期 ～ 中 葉) と 見 て お り､ 今 後 細 密 な 再 検 討

が 必 要 で あ る｡
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軍司AEl:5.I
図1 　 遼 東 地 域 の 横 穴 式 石 室 墓( 左 か 　 ら 　 羊 草 庄 漢 墓M10 号･M18 号･W61 号)

( F 羊 革 庄 漢 墓 』 ( 上･ 下) 2015 か 　 ら 　 引 用)

M10 号: 単 室 の 横 穴 式 石 室 墓 で あ 　 り､ 平 面 形 態 は 長 方 形､ 右 片 袖 式 羨 道

を 持 ち､ 石 材 は 加 工 さ れ た 簡 単 な 割 石 が 用 い 　 ら れ て い るC 　 墓 道 は 傾 斜 が

つ い て い る が､ 長 さ 不 明､ 幅80cm で あ る｡ 羨 道 は4 段 が 残 っ て お 　 り､ 残

存 高 が50cm､ 長 さ 　 と 幅 が80cm で あ る｡ 墓 門 と 　 閉 塞 石 が 残 存 す る｡ 玄 室 は

長 さ270cm､ 幅140-160cm､ 残 存 高60cm で あ 　 り､ 5 段 ま で 残 存 す る｡ 四 壁

は 噂 積 技 法 に よ 　 り 積 み 上 げ ら れ､ 石 材 の 隙 間 は 黄 土 で 埋 め 　 ら れ て い る｡

床 は 土 で 固 め て い る｡

M18 号: 単 室 の 横 穴 式 石 室 墓 で あ 　 り､ 平 面 形 態 は 長 方 形､ 羨 道 は 備 わ っ

て い な い が､ 前 壁 の 右 側 に 偏 っ て 入 口 が 存 在 す る｡ 石 材 は 粗 雑 に 加 工 さ
1

れ た 割 石 を 利 用 　 し て い る｡ 墓 道 は 傾 斜 で あ 　 り､ 長 さ は 不 明､ 幅84cm で あ

る｡ 墓 門 は 現 存 し て お 　 り､ 高 さ84cm で あ るo 　 閉 塞 石 は5 段 で84cm 残 っ て

い る｡ 玄 室 は 長 さ316cm､ 幅168cm､ 壁 は6 段 ま で 残 存 す る｡ 四 壁 は 噂 積

技 法 に よ 　 り 積 み 上 げ ら れ て お 　 り､ 床 は 土 で 固 め て い る｡

M61 号: 単 室 の 横 穴 式 石 室 墓 で あ 　 り､ 平 面 形 態 は 長 方 形､ 短 い 右 片 袖 式

羨 道 を 持 っ て い るD 　 石 材 は 加 工 さ れ た 割 石 を 利 用 　 し て い る｡ 墓 道 は 傾 斜
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が あ 　 り､ 長 　 さ 　 は 不 明､ 幅84cm で あ る｡ 墓 の 幅 は103cm､ 10 段 が 残 存 す る

が､ 2 段(40cm) 上 に 入 口 が あ る｡ 閉 塞 石 の 残 存 高 は128cm で あ る｡ 玄 室

は 長 　 さ300cm､ 幅114-128cm､ 四 壁 は 噂 積 技 法 に よ 　 り 　 積 み 上 げ ら れ､ 四

壁 と 天 井 の 石 材 の 隙 間 は 漆 喰 で 埋 め 　 ら れ て い る｡ 天 井 付 近 に は 少 量 の 噂

が 使 わ れ て い る｡ 床 に は 副 葬 品 を 置 く 　 台 が2 ヶ 所 設 置 さ れ て い る｡ 床 が

敷 か れ て い る｡

2. 楽 浪･ 帯 方 地 域

大 同 江 が 流 れ る 平 壌 地 域 を 中 心 に 黄 海 道 と 平 安 南 道 に わ た っ て 分 布 し､

築 造 時 期 は 漢 ～ 西 晋 の 時 期 で あ る｡ 主 な 古 墳 群 の 分 布 地 域 は､ 大 同 江 南

岸 か ら 約2.5km 離 れ た 　 と 　 こ 　 ろ に あ る 五 峰 山 一 帯 を 包 括 し､ 現 在 は 楽 浪 区

域 と 呼 ば れ て い る｡ 長 期 間 に わ た 　 り 様 々 な 墓 制 が 共 存 し て い る が､ 遼 東

地 域 の 石 室 墓 と 漢 城 期 の 板 橋 型 石 室 墓 の 間 を 系 譜 的 に つ な ぐ 横 穴 式 石 塞

墓 と 　 し て は､ 楽 浪 洞19･24･25･30･31･34･51･53･54 号 填､ 南 井 里119 号 境

な 　 ど を 挙 げ る 　 こ 　 と 　 が で き､ こ の 　 う 　 ち 比 較 的 詳 し い 説 明 が あ る 楽 浪 洞19

号 填, 南 井 里119 号 墳 に つ い て 検 討 し て い く｡
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図2 　 楽 浪･ 背 方 地 域 の 横 穴 式 石 室 墓(1 : 楽 浪 洞19 号 境､ 2 : 南 井 里119 号

填､ 3: 楽 浪 洞24 号 填､ 4: 楽 浪 洞31 号 填､ 5: 楽 浪 洞34 号 填､ 6: 楽 浪 洞51

号 填､ 7: 楽 浪 洞53 号 填､ 8: 楽 浪 洞54 号 墳)* 縮 尺 不 同

(1 3 　4･5･6･7 : 『 高 句 麗 の 古 墳 文 化 Ⅰ - 韓 半 島- 』 2013､ 2･8: ｢ 楽 浪･ 帯 方 郡

噂 室 墓 の 再 検 討- 埼 室 墓 の 分 類･ 編 年･ お 　 よ 　 び 諸 問 題 の 考 察j 　 『 国 立 歴 史 　 民 俗 博 物

館 研 究 報 告 』 第151 集2009 か 　 ら 　 引 用)

楽 浪 洞19 号 墳: 玄 室 と 右 片 袖 式 羨 道 か ら な る 長 方 形 の 単 室 墓 で あ る｡

石 材 は 加 工 さ れ た 板 状 の 粘 板 岩 割 石(30-50cmX25cm) で､ 石 材 の 隙 間

は 漆 喰 で 埋 め 　 ら れ て い る｡ 羨 道 は 長 さ150cm､ 幅80cm､ 残 存 高50cm､ 玄

室 は 長 さ230cTn､ 幅130cm､ 残 存 高50cm で あ る｡ 天 井 は 平 天 井 で､ 床 は 土

で 固 め て い る｡

南 井 里119 号 墳: 玄 室 と 両 袖 式 羨 道 に よ 　 り 構 成 さ れ た 長 方 形 の 単 室 墓 で

あ る｡ 石 材 は 加 工 さ れ た 板 状 の 片 麻 岩 の 割 石 で あ 　 り､ 石 材 の 隙 間 　 と 　 面 は
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漆 喰 で 埋 め ら れ て い る｡ 盗 掘 に よ っ て 玄 室 の 天 井 部 は 破 壊 さ れ て い た0

玄 室 は 長 さ290cm､ 幅220cm､ 残 存 高120-130cm､ 両 壁 は 胴 張 技 法 で 築 造

さ れ て い る｡ 天 井 は 破 壊 さ れ て い る が､ 四 壁 が 直 角 に 上 が っ て 一 定 の 高

さ か ら 徐 々 　 に 内 傾 し て い る 　 こ 　 と 　 か ら 考 蔭 形 の 天 井 と 推 定 さ れ る｡ 四 壁 は

噂 積 技 法 に 積 み 上 げ た｡ 玄 室 の 床 面 全 面 に は 大 き 　 さ が 不 規 則 な 板 状 の 割

石 を 敷 い て あ る｡ 羨 道 は 長 さ120cm で､ 両 壁 は2 枚 ず つ の 大 型 板 石 で で き

て お 　 り､ 隙 間 は 小 石 で 埋 め 尽 く 　 さ れ て い る｡ 羨 道 の 入 口 　 に は 左 右 と 床 面

に 板 石 で 門 枠 施 設 を 設 け､ 閉 塞 石 は 壁 石 と 同 じ 板 状 の 割 石 で 塞 い で い る｡

3. 百 済 漠 城 期 中 央 地 域

板橋型石室墓は漢城期の他類型の石室よ　り圧倒的多数を占めており､

百済漢城期の中心地である漢江流域一帯を中心に河川　と隣接した丘陵の

頂 上 と 斜 面 部 に 分 布 し て い る｡ 都 城 で あ る 風 納 土 城 と 夢 村 土 城 を 中 心 と

す る 中 央 地 域 に 集 中 　 し て 分 布 し､ 他 類 型 の 石 室 と 　 は 共 存 し な い 特 徴 を 持

つ｡ 王 陵 群 で あ る 石 村 洞･ 可 楽 洞 古 墳 群 に お け る 横 穴 式 石 室 墓 と 　 は 構 造

的 な 違 い が あ る 　 こ 　 と 　 か ら 中 央 貴 族 の 墓 制 と 判 断 さ れ る｡ 広 岩 洞 古 墳 群

(2 基) ､ 板 橋 洞 古 墳 群(9 基) ､ 甘- 洞 古 墳 群(52 基) ､ 金 岩 山 古 墳 群

(5 基) な ど が 板 橋 型 石 室 墓 に 該 当 す る｡ 板 橋 型 石 室 墓 の 構 造 を 見 る 　 と､

玄 室 の 平 面 形 態 は 長 方 形､ 羨 道 は 右 片 袖 式､ 天 井 は 変 形 考 薩 形 を 呈 す る｡

両 壁 は 胴 張 技 法 が 確 認 さ れ て お 　 り､ 四 壁 の 角 は 噂 積 技 法 で 積 み 上 げ ら れ

て い る｡ 壁 石 に 漆 喰 が 使 わ れ る 例 も あ る｡ 本 稿 で は､ 現 在 発 掘 報 告 書 が

発 刊 　 さ れ て い る 板 橋 洞 古 墳 群 を 中 心 に 検 討 す る｡
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図3 　 百 済 漢 城 期 の 板 橋 型 石 室 墓 　(1 : 板 橋 洞5 号 填､ 2: 板 橋 洞7 号 墳､ 3:

板 橋 洞8 号 填､ 4: 甘- 洞1-3 の17 号 填､ 5: 甘- 洞1-3 の27 号 境､ 6･ 甘- 洞

2-5 の4 号 填､ 7: 甘- 洞2-5 の9 号 墳)* 縮 尺 不 同

(1-3 : F 城 南 板 橋 洞 遺 跡 　 Ⅱ 』 -13･16- 18 区 域 一2012､ 4-7 : 『 河 南 甘 一 公 共 住

宅 地 区 内 　 の 文 化 財 発 掘( 試 掘) 調 査 略 式 報 告 書 』 2018 　 か 　 ら 　 引 　 用)

板 橋 洞6 号 墳: 玄 室 と 右 片 袖 式 羨 道 に よ る 地 下 式 の 単 室 墓 で あ る｡ 墓 壕

の 規 模 は 長 さ630cm､ 幅368cm､ 残 存 高212cm で あ る｡ 玄 室 平 面 は 長 方 形

(1.78:1) で､ 長 さ304cm､ 幅170cm､ 残 存 高198cm で あ る｡ 石 材 は 板 状 の

割 石 を 使 用 　 し､ 隙 間 は 小 さ 　 な 割 石 で 補 強 し て い るo 　 両 壁 は 胴 張 技 法 で 築
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造 さ れ て お り､ 壁 の 下 段 は 縦 に 積 み 上 げ ら れ､ 上 に 上 が る ほ ど 横 に 積 み

上 げ ら れ る 比 率 が 高 い｡ 天 井 は 破 壊 さ れ て い た が､ 四 壁 が 直 角 に 上 が っ

て90cm の 高 さ か ら 徐 々 　 に 内 傾 し､ 斜 面 石 が 使 わ れ て い る 　 こ 　 と か ら 変 形 考

薩 形 の 天 井 と 推 定 さ れ る｡ 四 壁 は 噂 積 技 法 で 積 み 上 げ ら れ て い る｡ 羨 道

は 長 さ192cm､ 幅78cm､ 高 さ82cm で あ る｡ 羨 道 に 板 状 の 閉 塞 石 が 確 認 で

き 　 る｡ 床 に 棺 台 や 排 水 施 設 は な く､ 土 を 固 め て い る｡ 2 人 の 埋 葬 が 確 認

さ れ て お 　 り､ 追 葬 が 行 わ れ た こ 　 と が 分 か る｡

板 橋 洞7 号 墳: 玄 室 と 右 片 袖 式 羨 道 に よ る 地 下 式 の 単 室 墓 で あ る｡ 墓 境

の 規 模 は 長 さ700cm､ 幅368cm､ 残 存 高192cm で あ る｡ 玄 室 平 面 は 長 方 形

(1.41:1) で､ 長 さ304cm､ 幅219cm､ 残 存 高172cm で あ る｡ 石 材 は 板 状 の

割 石 を 使 用 し､ 隙 間 は 小 さ な 割 石 を 補 強 し て い る｡ 両 壁 は 胴 張 技 法 で 築

造 さ れ て お り､ 壁 の 下 段 は 縦 に 積 み 上 げ ら れ､ 上 に 上 が る ほ ど 横 に 積 み

上 げ ら れ る 比 率 が 高 い｡ 天 井 は 破 壊 さ れ て い る が､ 四 壁 が 直 角 に 上 が っ

て100cm の 高 さ か ら 徐 々 　 に 内 傾 し､ 斜 面 石 が 使 わ れ て い る 　 こ 　 と か ら､ 変

形 考 薩 形 の 天 井 と 推 定 さ れ る｡ 四 壁 は 噂 積 技 法 で 積 み 上 げ ら れ て い る0

羨 道 は 残 存 長 さ250cm､ 幅80cm､ 高 さ85cm で あ る｡ 羨 道 に 板 状 の 閉 塞 石

が 確 認 で き 　 る｡ 床 に 棺 台 や 排 水 施 設 は な く､ 土 を 固 め て い る｡ 2 人 の 埋

葬 が 確 認 さ れ て お り､ 追 葬 が 行 わ れ た こ 　 と が 分 か る｡

板 橋 洞8 号 墳: 玄 室 と 右 片 袖 式 羨 道 に よ る 地 下 式 の 単 室 墓 で あ る｡ 墓 境

の 規 模 は 長 さ580cm､ 幅300cm､ 残 存 高190cm で あ る｡ 玄 室 平 面 は 長 方 形

(1.52:1) で､ 長 さ304cm､ 幅219cm､ 残 存 高172cm で あ る｡ 石 材 は 板 状 の

割 石 を 使 用 し､ 隙 間 は 小 さ な 割 石 を 補 強 し て い る｡ 両 壁 は 胴 張 技 法 で 輿

造 さ れ て お り､ 壁 の 下 段 は 縦 に 積 み 上 げ ら れ､ 上 に 上 が る ほ ど 横 に 積 み
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上 げ ら れ る 比 率 が 高 い｡ 天 井 は 破 壊 さ れ て い る が､ 四 壁 が 直 角 に 上 が っ

て100cm の 高 さ 　 か ら 徐 々 　 に 内 傾 　 し､ 斜 面 石 が 使 わ れ て い る 　 こ 　 と 　 か ら､ 変

形 等 蔭 形 の 天 井 と 推 定 さ れ る｡ 四 壁 は 噂 積 技 法 で 積 み 上 げ ら れ て い る0

羨 道 は 残 存 長200cm､ 幅80cm､ 高 　 さ90cm で あ る｡ 羨 道 に 板 状 の 閉 塞 石 が

確 認 で き 　 る｡ 床 に は 棺 台 や 排 水 施 設 は な 　 く､ 土 を 固 め て い る｡ 2 人 の 埋

葬 が 確 認 さ れ て お 　 り､ 追 葬 が 行 わ れ た こ 　 と 　 が 分 か る｡

4. 畿 内 地 域

6 世 紀 を 前 後 に､ 畿 内 地 域 に は 畿 内 型 横 穴 式 石 室 墓 が 出 現 す る｡ 土 生

田 純 之 は､ 畿 内 型 横 穴 式 石 室 墓 の 特 徴 を 以 下 の と お 　 り 　 定 義 し て い る｡

① 玄 室 平 面 は 長 方 形､ 天 井 は 平 天 井 で 前 壁 が 存 在 す る｡

② 玄 門 部 に は 立 柱 石 の 使 用 が 少 な く､ 立 柱 石 を 立 て て も 壁 体 の 中 央 に

含 ま れ て 突 出 　 し な い｡

③ 玄 門 部 に 門 扉 石 は な く､ 羨 道 は 両 袖 式 あ る い は 片 袖 式 が 確 認 で き る｡

無 袖 式 は 原 則 と 　 し て 見 ら れ な い(7 世 紀 に 退 化 型 式 と 　 し て 出 現) 0

④ 羨 道 の 閉 塞 施 設 は 怪 石 で 閉 鎖 し､ 終 末 期 に な る 　 と 板 石 を 利 用 　 し て 閉

鎖する　こ　と　もある｡

⑤ 初 現 期 の 石 室 の 羨 道 は 実 通 路 と 　 し て 機 能 す る 幅 を 備 え て い る｡

⑥ 石 材 は 大 型 化 の 傾 向 が 強 い が､ 壁 体 の 下 部 に は 他 の も の に 比 べ て

特 に 巨 大 な 石 を 使 用 す る 要 石 の よ 　 う 　 な 手 法 は 用 い な い｡

⑦ 玄 室 壁 の 角 は 天 井 ま で し っ か り 保 て る｡

こ の よ 　 う 　 な 構 造 的 特 徴 が 現 れ る 以 前 の5 世 紀 中 葉 ～5 世 紀 末 ま た は6 世

紀初頭まで築造された横穴式石室墓を初期横穴式石室墓と呼ぶ｡畿内型
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横 穴 式 石 室 墓 は､ 初 期 横 穴 式 石 室 墓 の 影 響 を 受 け て 在 地 化 さ れ た こ 　 と 　 と､

初期横穴式石室墓の築造集団と被葬者は渡来人または渡来人と　関連の深

い在地の人物である　と　い　う　こ　と　は周知の事実である｡

初期横穴式石室墓は畿内型横穴式石室墓であ　り､変化する前の転換期

に 当 た る 石 室 墓 と 　 い え る 　 こ 　 と か ら､ 畿 内 横 穴 式 石 室 墓 の 研 究 の た め に は､

初 期 横 穴 式 石 室 墓 の 導 入 と 展 開 過 程 の 様 相､ お よ び 変 化 を 理 解 す る 必 要

が あ る｡ し た が っ て､ こ 　 こ で は 分 析 が 可 能 な 初 期 横 穴 式 石 室 墓 の 構 造 を

中 心 に 検 討 す る｡

藤 ノ 森 古 墳: 古 市 古 墳 群 の 誉 田 御 廟 山 古 墳( 推 定 応 神 天 皇 陵) の 西 側 に

隣 接 し て 築 造 さ れ た が､ 数 回 の 移 築 を 経 て 現 在 は､ 藤 井 寺 市 立 生 涯 学 習

セ ン タ ー に 保 存 さ れ て い る｡ 墳 丘 は 円 墳 で 直 径 約22m､ 高 　 さ3m で あ 　 り､

現 在 は 石 室 の み が 残 存 し て い る｡ 玄 室 と 　 羨 道 を 持 つ 長 方 形(2.33:1) の 単

室 墓 で あ 　 り､ 玄 室 は 長 さ 約350cm､ 幅 約150cm､ 残 存 高 約150cm で あ る｡

四 壁 は 直 角 に 上 が 　 り､ 高 さ110cm か ら 持 ち 送 　 り 　 式 に 積 み 上 げ 天 井 を 形 成

し て い る｡ 両 壁 に は 赤 色 顔 料 が 塗 ら れ て い る｡ 羨 道 は 長 さ 約100cm､ 幅

80-90cm､ 高 さ 約110cm の 右 片 袖 式 羨 道 で あ る｡ 床 に は 特 別 な 施 設 は な

か っ た と 思 わ れ る が､ 木 棺1 基 が 安 置 さ れ た も の と 推 定 さ れ る｡ 年 代 は5

世紀中葉と　される｡

高 井 田 山 古 墳: 生 駒 山 地 の 南 端 の 尾 根､ 大 和 川 が 見 え る 小 さ 　 な 丘 陵 に

位 置 す る｡ 墳 丘 は 円 墳 で 直 径 約22m で あ る｡ 墓 境 の 規 模 は 長 さ500cm､ 幅

350cm､ 残 存 高110cm で あ る｡ 玄 室 と 　 羨 道 を 持 つ 長 方 形( 約1.6:1) の 単 室

墓 で あ る｡ 玄 室 は 長 さ373cm､ 幅226-234cm､ 残 存 高130cm で あ る｡ 田 壁

は 板 状 の 石 材 を 直 角 　 に 積 み 上 げ ら れ､ 高 　 さ 約100cm か ら 若 干 内 傾 す る 　 こ

32



と 　 が 確 認 さ れ て い る 　 こ 　 と 　 か ら､ 高 さ 約200cm の 考 薩 形 天 井 を 呈 す る 　 も の

と 　 推 定 さ れ る｡ 四 壁 は 噂 積 技 法 で 積 み 上 げ ら れ て い る｡ 羨 道 は 長 　 さ 約

200cm､ 幅118cm､ 高 　 さ 約110cm の 右 片 袖 式 羨 道 で あ る｡ 閉 塞 石 は 現 存 　 し,

床 に は 石 が 敷 か れ て い た｡ 木 棺 は2 基 が 安 置 さ れ て お 　 り､ 夫 婦 合 葬 墓 と

推 定 さ れ､ 男 性 が 左 側 に､ 女 性 が 右 側 に 埋 葬 さ れ て い た｡ 年 代 は5 世 舵

後 葉 と 推 定 さ れ る｡

- 須 賀 古 墳 群( Ⅰ 支 群12･14･15･16･19･20･21 号 墳): 葛 城 山 西 側 の 丘 陵 に

約280 基 の 古 墳 が 分 布 　 し､ そ の 　 う 　 ち 約70 基 が 発 掘 調 査 さ れ た｡ 各 支 群 の

う 　 ち､ Ⅰ 支 群 が 初 期 横 穴 式 石 室 墓 　 と 　 関 連 　 し､ Ⅰ-1-23 号 境 の 　 う 　 ち､ Ⅰ-

12･14･15･16･19･20･21 号 境 の 年 代 は6 世 紀 前 葉 以 前 と 　 さ れ る(MT15 は 除

く) ｡ 墳 形 は 直 径10m 前 後 の 円 墳 で あ 　 り､ 周 溝 を 　 も つ も の 　 も 　 あ る｡ 石 室

墓 の 大 部 分 は 大 き 　 く 　 破 壊 さ れ て お 　 り､ 下 段 部 の 数 段 だ け が 残 存 し て い る｡

特 に 床 面 に は 特 別 な 施 設 は 確 認 さ れ て い な い｡ 右 片 袖 式 羨 道 を 持 ち､ 羨

道 は 塊 石 で 閉 鎖 さ れ て い る｡ 古 墳 ご と 　 に1 基(12･14･15･16･21 号 墳) ま

た は2 基(19･20 号 墳) の 木 棺 が 埋 葬 さ れ て い る｡ 各 古 墳 の 規 模 を 示 す と

以 下 の 　 と 　 お 　 り 　 で あ る｡ (D1-12: 玄 室 の 長 さ310cm､ 幅160cm､ 羨 道 の 長 さ

150cm､ 幅90cm､ ② Ⅰ-14: 玄 室 の 長 　 さ300cm､ 幅170cm､ 羨 道 の 長 さ180cm､

幅80cm､ ③ Ⅰ-15: 玄 室 の 残 存 長 さ220cm､ 幅160cm､ 羨 道 の 長 さ150cm､ 幅

80cm､ ④ Ⅰ-16: 玄 室 の 長 さ340cm､ 幅170cm､ 羨 道 の 長 さ140cm､ 幅80cm､

⑤ Ⅰ-19: 玄 室 の 長 　 さ 　310cm､ 幅170cm､ 羨 道 の 長 　 さ160cm､ 幅80cm､ ⑥ Ⅰ-

20: 玄 室 の 長 さ340cm､ 幅170cm､ 羨 道 の 長 さ180cm､ 幅100cm､ ⑦ Ⅰ-21: 玄

室 の 長 さ320cm､ 幅160cm､ 羨 道 の 長 さ120cm､ 幅80cm｡

桜 井 公 園2 号 墳: 安 倍 山 丘 陵 の 北 端 部 に 位 置 し､ 周 辺 に は20-30 基 の 円
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墳 が あ っ た が､ 調 査 当 時 は4 基 の 古 墳 が 残 存 し て い た｡ 墳 丘 が す で に 削

平 さ れ て 規 模 や 形 態 は 不 明 で あ 　 り､ 届 平 な 自 然 石 で 積 み 上 げ ら れ た 横 穴

式 石 室 墓 の 下 段 部 が 残 存 し て い る の み で､ 天 井 の 構 造 は 分 か ら な い｡ 長

方 形(1.50:1) の 玄 室 規 模 は､ 長 さ291cm､ 幅186-196cm､ 右 片 袖 式 羨 道

は 長 さ144cm､ 幅89cm で あ 　 り､ 塊 石 を 用 い て 閉 鎖 さ れ て い る｡ 木 棺 は1 基

が 安 置 さ れ た も の と 推 定 さ れ る｡ 年 代 は5 世 紀 後 葉 と 　 さ れ る｡

長原七ノ坪古墳:渡来系遺跡と　して知　られる長原遺跡に長原古墳群が

立 地 し､ 約200 基 の 古 墳 の 中 で 唯 一 確 認 さ れ た 横 穴 式 石 室 墓 で あ る｡ 墳

形 は 帆 立 貝 形 古 墳 で あ り､ 規 模 は 全 長23.5m､ 前 方 部17.5m､ 後 円 部7.5m､

周 濠 幅 約7m で あ る｡ 墳 丘 は ほ と ん ど 削 平 さ れ て お り､ 石 室 も 復 円 部 か ら

石 室 の 下 段 部 が 若 干 残 存 す る 程 度 で あ る｡ 長 方 形(1.41:1) の 玄 室 と 羨 道

に よ っ て 構 成 さ れ た 単 室 墓 で あ る｡ 天 井 の 構 造 は 不 明 で あ る が､ 石 室 の

規 模 は 全 長525cm 以 上､ 玄 室 は 長 さ348-357cm､ 幅246-250cm で あ る｡

木 棺 は1 基 が 報 告 さ れ て い る｡ 年 代 は5 世 紀 末 ～6C 初 と 　 さ れ る｡

寺 口 忍 海D27 号 墳: 葛 城 山 麓 に 約170 基 の 古 墳 群 が 存 在 す る が､ D27 号 墳

は 直 径16.6m の 円 墳 で あ る｡ 長 方 形(2:1) の 玄 室 に 右 片 袖 式 羨 道 を 備 え

た 単 室 墓 で あ 　 り､ 玄 室 は 長 さ340cm､ 幅170cm､ 高 さ 約200cm､ 羨 道 は 長

さ200m､ 幅75cm､ 高 さ 約100cm で あ る｡ 木 棺 は2 基 が 安 置 さ れ て い た｡ 年

代 は5 世 紀 末 ～6 世 紀 初 と 　 さ れ る｡

新 沢 千 塚221 号 墳: 畝 傍 山 の 南 側 丘 陵 に 直 径10-15m 規 模 の 円 墳 約600

基 が 分 布 す る｡ 221 号 墳 は 直 径13m､ 高 さ 約3.3m の 円 墳 で あ 　 り､ 長 方 形

(2.31:1) の 玄 室 に 右 片 袖 式 羨 道 を 備 え た 単 室 墓 で あ る｡ 玄 室 は､ 長 さ

300cm､ 幅130cm､ 羨 道 は 長 さ140cm､ 幅70cm で あ る が､ 羨 道 の 床 面 が 玄
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室 よ 　 り 約15cm 高 い｡ 石 室 の 上 部 は 破 壊 さ れ て 天 井 の 構 造 は 分 か ら な い｡

石 室 下 段 部 は5-6 段 程 度 が 残 存 し､ 厚 さ20cm 前 後 の 石 で 壁 を 積 み 上 げ､

四 壁 は 噂 積 技 法 に 積 み 上 げ て い る｡ 年 代 は5 世 紀 後 半 頃 と 　 さ れ る｡

椿 井 宮 山 塚 古 墳: 竜 田 川 東 岸､ 椿 井 の 丘 陵 の 斜 面 に 直 径 約20m の 円 墳

が あ る｡ 長 方 形(1.45:1) の 玄 室 と 右 片 袖 式 羨 道 を 備 え た 単 室 墓 で､ 羨

道 の 一 部 が 破 壊 さ れ て い る 　 こ 　 と 　 を 除 け ば､ 初 期 横 穴 式 石 室 墓 の 中 で 唯 一

等 蔭 形 天 井 が 完 全 に 残 存 し て い る｡ 玄 室 は 長 さ421cm､ 幅290-292cm､

高 さ314cm､ 羨 道 は 残 存 長77cm､ 幅102cm､ 高 さ は 土 に 覆 わ れ て い る た め､

67cm と 計 測 さ れ る｡ 四 壁 は 板 状 の 自 然 石 と 割 石 を 直 角 に 積 み 上 げ､ 角 は

噂 積 技 法 で 積 み 上 げ て い る｡ 高 さ 約100cm か ら 壁 を 内 候 に 積 み 上 げ ら れ､

斜 面 石 を 用 い て 考 薩 形 の 天 井 を 形 成 し て い る｡ 壁 石 の 内 傾 度 に よ 　 っ て3

等 分 に 分 け ら れ､ 初 は 垂 直 に 積 み 上 げ､ 次 に 内 傾 さ せ て 積 み 上 げ､

後 は 斜 面 石 を 利 用 　 し て 急 角 度 で 天 井 を 形 成 し て い る｡ 玄 室 に 赤 色 顔 料 が

塗 ら れ て お 　 り､ 奥 壁(2 ヶ 所) と 左 壁(1 ヶ 所) に 轟 室 と 見 ら れ る 空 間 が

設 け 　 ら れ て い る｡ 玄 室 の 中 に は 閉 塞 石( 割 石) の 一 部 が 掃 き 込 ま れ て 残

存 す る｡ 年 代 は5 世 紀 後 半 ～ 末 と 推 定 さ れ る｡
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図4 　 畿 内 地 域 の 初 期 横 穴 式 石 室 墓[1 : 藤 の 森 古 墳､ 2: 高 井 田 山 古 墳､ 3:
- 須 賀 古 墳 群( ① ～ ⑦ Ⅰ 支 群12･14･15･16･19･20･21 号 墳)､ 4: 長 原 七 ノ 坪 古

墳､ 5 : 横 井 公 園2 号 填､ 6 : 寺 口 　 忍 海D27 号 填､ 7 : 新 沢 千 塚221 号 填､ 8 :

椿 井 宮 山 塚 古 墳]

(4 : 『 奈 良 県 史 跡 名 勝 天 然 記 念 物 調 査 抄 録 』 ll 1959､ 7 : 『 昭 和60 年 度 大 阪 市

内 埋 葬 文 化 材 包 蔵 地 発 掘 調 査 報 告 書 』 1987､ 5 : 『 寺 　 口 　 忍 海 古 墳 群 』 1988､ 1 :

『 は 　 ぎ み 山 遺 跡 発 掘 調 査 概 要 一 藤 ノ 　 森 古 墳 の 調 査 』 1993､ 3 : 『- 須 賀 古 墳 群 Ⅰ

支 群 発 掘 調 査 概 要 』 1993､ 　8 : ｢ 平 群 古 墳 群 再 論( 上) ｣ 『 古 代 文 化 』 第45 巻

第10 号1993､ 2 : 『 高 井 田 　 山 古 墳 を め 　 ぐ っ 　 て 』 1996､ 『 高 井 田 　 山 古 墳 』 1996 か 　 ら

引　用)
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第3 節: 各 地 域 横 穴 式 石 室 墓 の 出 現､ 展 開､ 伝 播 問 題 の 検 討

遼 東 地 域 で 横 穴 式 石 室 墓 が 出 現 し､ 楽 浪･ 帯 方 地 域 を 経 て 漢 城 期 百 演

の 中 央 で あ っ た 漢 江 流 域- と 伝 わ っ た｡ そ 　 し て 中 央 地 域 間 の 交 流 に よ 　 り､

倭 の 中 央 で あ っ た 畿 内 地 域 ま で 伝 播 し た｡ 各 地 域 は､ 国 家､ 環 境､ 政 治

勢 力､ 民 族 な ど 多 く 　 の 部 分 で 相 違 点 が 明 確 な た め､ い く 　 ら 外 形 が 類 似 し

て い る 　 と 　 し て も､ 相 違 点 が 明 　 ら か に 存 在 す る｡ し た が っ て､ こ 　 こ で は 地

域 ご と 　 に 出 現､ 展 開､ 伝 播 の 過 程 で､ こ れ ま で 異 論 が 合 致 し な か っ た 部

分 を 中 心 に 見 解 を 提 示 す る｡

1. 遼 東 地 域

中 国 の 様 々 　 な 地 域 で 横 穴 式 石 室 墓 は 存 在 す る が､ 遼 東 地 域 で 　 出 現 し

た横穴式石室墓が韓国と　日本の横穴式石室墓の起源になる　とい　う点と､

出 現 時 期 と 関 連 し た 異 見 が あ る 　 と い う 点 は 前 述 し た と お 　 り 　 で あ る｡ 出 現

時 期 に つ い て 異 見 が 生 じ る 理 由 　 と 　 し て､ 近､ 遼 東 地 域 で 本 格 的 に 開 発

が 始 ま 　 り､ 新 た に 発 見 さ れ た 遺 跡 が 増 加 し た の に 対 し､ そ れ を 受 容 で き

る ほ ど の 研 究 が 行 わ れ て い な か っ た こ 　 と 　 と 関 連 が あ る｡ し た が っ て､ 遼

東 地 域 で は 何 よ 　 り 　 も ま ず､ 出 現 に 関 す る 見 解 と 根 拠 を 検 討 し､ 筆 者 の 見

解 を 提 示 す る 　 こ 　 と が 先 決 で あ る｡ こ 　 こ で は 出 現 時 期 に つ い て､ そ れ ぞ れ

の立場と根拠を重点的に検討していく　こ　と　とする｡

横 穴 式 墓 制 は 中 国 中 原 の 文 化 を 象 徴 す る 要 素 の 一 つ で あ る｡ 特 に 噂 を

使 っ た 埼 室 墓 は､ 前 漢 代 か ら 明 代 に 至 る ま で 造 営 が 続 け 　 ら れ た 代 表 的 な

墓 制 で あ る 　 と い え る｡ と 　 こ 　 ろ が､ 前 漠 代 の 構 築 材 料 は 噂 が 使 用 　 さ れ て い

る の に 対 し､ 後 漢 代 は 中 国 各 地 で 石 材 が 新 た な 構 築 材 料 と 　 し て 登 場 し て

40



い る｡ 横 穴 式 墓 制 に 噂 と 石 を 併 用 す る 地 域 は 貴 州､ 雲 南､ 鹿 西､ 河 南

( 南 部)､ 江 蘇( 北 部)､ 山 東( 西 部)､ 遼 寧 な ど で､ 当 時 の 漢 族 と 異 民 族 の

境 界 地 域 を 中 心 に 現 れ る 　 と 　 い 　 う 　 共 通 点 を 示 す｡ そ の た め､ 江 介 也(2005)

は噂室墓を造営する文化が漢族文化を象徴する　ものと　と　らえた｡洪播植

(2008) は 新 し い 構 築 材 料 で あ る 石 が 出 現 す る 　 こ 　 と 　 は､ 当 該 地 域 で の 漢 族

文 化 と 異 民 族 文 化 の 融 合､ ま た は 影 響 力 が 弱 ま 　 る 　 も の と 理 解 し､ 異 民 族

の 活 動 が 活 発 で あ っ た 結 果 で あ る 　 と 判 断 し た｡ こ れ ま で の 研 究 で は こ の

よ 　 う 　 な 見 解 を 基 に､ 遼 寧 一 帯 で は 鮮 卑 族 の 影 響 力 が2 世 紀 中 頃 か ら 顕 著

に な る た め､ 遼 東 地 域 の 横 穴 式 石 室 墓 の 出 現 時 期 を 後 漢 時 代 の2 世 紀 中

頃 と 見 て い る4) 0

一 方､ 近 年､ 遼 東 地 域 に お け る 発 掘 調 査 の 増 加 に よ 　 り､ 遺 跡 間 の 比 較

が 行 わ れ､ 横 穴 式 石 室 墓 の 開 始 年 代 が 徐 々 　 に 引 き 上 げ ら れ る 傾 向 が 中 国

の 発 掘 報 告 書 で 確 認 さ れ る｡ 本 稿 の 検 討 対 象 で あ る 羊 草 庄 漢 墓 で も 石 室

墓 の 出 現 を 後 漢 初 期 と 　 し て い る が､ 後 漢 初 期 は1 世 紀 半 ば ～ 後 半 に 当 た

る た め､ 従 来 の 見 解 と 　 は1 世 紀 以 上 の 大 き な 差 異 が 見 ら れ る｡ こ れ は 新

し い 資 料 が 多 く 発 見 さ れ､ そ の な か に 早 い 年 代 の 石 室 が 含 ま れ て い る 可

能 性 も あ る｡ 現 在､ 遼 東 地 域 に お け る 漢 代 古 墳 の 編 年 基 準 と す る 遺 跡 は

妾 屯 漢 墓( 妾 屯 漢 墓2013) で あ る｡

妾 屯 漢 墓 は 大 連 市 普 蘭 店 市 に 所 在 し､ 計212 基 の 古 墳 が 確 認 さ れ､ そ

の 　 う 　 ち154 基 が 発 掘 調 査 さ れ た｡ 竪 穴 系 は 土 墳 墓 と 石 墳 墓､ 横 穴 系 は 噂

4) 後 漠 の 時 期 区 分 は､ 後 漢 初 期(25-88 年) ､ 後 漢 中 期(89-159

午) ､ 後 漢 晩 期: (160-220 年) に 区 分 す る｡ 　 後 漢 晩 期 は 細 分 し て184
-220 年 ま で を 後 漢 末 と 見 る 　 こ 　 と 　 も あ る｡
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室 墓 に 分 け 　 ら れ る｡ 古 墳 が 造 営 さ れ た 時 期 は､ 前 漢 前 期 か ら 後 漢 後 期 で

あ 　 り､ 副 葬 品 の 　 う 　 ち 五 錬 銭 と 貨 泉 を 主 軸 に､ 後 漢 代 古 墳 編 年 を 中 心 に 推

定 さ れ て い る｡ ま た､ 共 伴 す る 土 器 の 型 式 分 類 に よ 　 り 　 古 墳 群 全 体 の 編 年

を 試 み ら れ て い る｡

羊 草 庄 漢 墓 も 妻 屯 漠 墓 の 編 年 案 を 参 照 　 し､ 古 墳 群 を 編 年 し て い る が､

こ れ に は い く 　 つ か の 問 題 が あ る｡ 妻 屯 漢 墓 で は 石 室 墓 が 確 認 さ れ て い な

い｡ ま た､ 同 　 じ 遼 東 地 域 に は 位 置 し て い る が､ 二 つ の 遺 跡 は 遼 東 の 北 部

と 南 部 に 位 置 し て い る た め 地 理 的 に 遠 く 　 離 れ て い る｡ 噂 室 墓 は 漢 族 文 化

の 象 徴 で あ 　 り､ 石 室 墓 の 出 現 に よ 　 り 　 漢 族 の 影 響 力 は 他 文 化 と 　 融 合･ 共 存

ま た は 衰 退 し た と 解 釈 さ れ て い る 点 か ら 見 る 　 と､ 妻 屯 漢 墓 は 漢 族 文 化 が

そ の ま ま 引 　 き 継 が れ た も の で あ 　 り､ 羊 草 庄 漠 墓 は 異 民 族 の 文 化 と 　 見 る 　 こ

と 　 が で き 　 る｡ し か し､ 地 理 的･ 文 化 的 な 違 い が 確 認 さ れ て い る た め､ 妻

屯漢墓の編年案をそのまま羊草庄漢墓に適用する　こ　と　は梼曙される部分

で あ る｡

ま た､ 編 年 の 根 拠 と 　 な る 遺 物 が 五 鉄 銭 と 貨 泉 で あ る 　 こ 　 と 　 も 問 題 で あ る｡

貨 幣 は 他 の 遺 物 と 比 べ､ 遺 物 自 体 の 生 産 期 間 や 流 通 期 間 は わ か 　 り 　 や す い

も の の､ 伝 世 さ れ や す い た め､ そ の 時 期 を 示 す 指 標 遣 物 　 と 　 し て は 適 切 で

は な い｡ ま た､ 五 鉄 銭 は 紀 元 前118 年 に 初 め て 鋳 造 さ れ､ 唐 の621 年 に 廃

止 さ れ る ま で､ 中 国 の 歴 史 上 も 長 い 期 間 流 通 し た 貨 幣 で あ 　 り､ 貨 泉 は､

新 時 代 の14 年 に 鋳 造 が 始 ま 　 り､ 40 年 に 五 鉄 銭 が 再 び 鋳 造 さ れ 始 ま 　 る ま で

正 式 に 流 通 　 し て い た が､ そ の 後 も 相 当 な 期 間 使 わ れ た 事 例 が 多 数 確 認 さ

れ て い る｡ 時 期 別 に 貨 幣 の 細 部 形 態 が 変 わ る た め､ お お よ そ の 時 期 が 分

か る 　 と 　 い 　 う 　 が､ あ く 　 ま で も 推 定 に す ぎ ず､ 断 言 で き 　 な い｡ そ 　 し て 古 墳 に
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副 葬 さ れ る 貨 幣 は 威 信 財 に も 分 類 さ れ て い る｡ 一 例 と 　 し て､ 楽 浪 郡 の3

世 紀 前 後 の 古 墳 で あ る 南 井 里116 号 墳( 彩 笹 塚) か ら 五 鉄 銭 と 貨 泉 が 出

土 し て い る が､ 古 墳 の 時 期 を 編 年 す る 上 で､ 貨 幣 は 参 考 に な 　 ら な い5) 0

い わ ゆ る 伝 世､ 威 信 財､ 実 際 通 用 期 間 の 問 題 が あ る か ら で あ る｡ 結 局､

遼東地域における石室墓の出現時期に関する 近の解釈は振り　出しに戻

っ て 再 度 検 討 し な け れ ば な 　 ら な い と 考 え 　 ら れ る｡ ま た､ 遼 東 地 域 の 異 民

族の影響力の拡大が石室墓の出現時期と連動する　とい　う従来の見解は､

今 の と 　 こ ろ 受 け 入 れ て も 大 き な 問 題 は な い と 判 断 さ れ る｡ 簡 単 に ま 　 と 　 め

る 　 と､ 遼 東 地 域 と 　 関 連 の あ る 異 民 族 は 鮮 卑 族 で あ 　 り､ 2 世 紀 中 頃 に 遼 東

の 支 配 勢 力 と 　 し て 登 場 す る｡ 支 配 以 前 に 勢 力 が 優 勢 化 す る 時 間 を 考 慮 し､

2世紀前半から　と　しても発掘報告書の編年通　り､横穴式石室墓が1世紀中

葉 頃 か ら 始 ま る 　 と 見 る 　 こ 　 と 　 は 難 し い｡ や は り 石 室 墓 の 出 現 は2 世 紀 中 頃､

早 く 　 て も2 世 紀 前 半 を さ か の ぼ る 　 こ 　 と は な い と 考 え ら れ る｡

横 穴 式 石 室 墓 の 構 造 を 簡 単 に 見 る 　 と､ 羊 草 庄 漢 墓 で は 計5 基 が 確 認 さ

れ た が､ 各 々 に 割 石 と 板 石 で 石 室 を 構 築 し た 形 態 に 分 け ら れ る｡ い ず れ

も 天 井 の 構 造 に つ い て は 不 明 で あ る が､ 壁 体 は 石 で､ 天 井 は 噂 で 構 成 さ

れ た 混 築 墓(M4 墳) の 場 合､ 天 井 の 大 部 分 が 破 壊 さ れ､ も 下 部 に ア ー チ

型 構 造 を 支 え る た め に 噂 で 構 築 し た 支 持 形 態 が 残 存 し て お り､ 横 穴 式 石

室 墓 も 少 な く 　 と 　 も ア ー チ 型 ま た は 平 天 井 に 築 造 す る 技 術 を 持 っ て い た と

推 定 さ れ る｡ 壁 体 で は 胴 張 技 法 は 検 出 さ れ て い な い が､ 噂 積 技 法 に よ 　 り

築 か れ て い る｡ 玄 室 平 面 は い ず れ も 長 方 形 で あ 　 り､ 羨 道 は 存 在 す る 　 も の

5) ｢ 寓 歳｣ 銘 瓦､ 木 製 銘 器､ 銅 鏡､ 土 器 な ど に 基 づ き､ 3C 前 後 に 編 年

さ れ る｡
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と 存 在 し な い も の に 分 け ら れ､ 存 在 す る 場 合 も 正 し く 付 い て い る も の と､

長 さ が 短 い も の､ 羨 道 と 　 し て 機 能 が 発 達 し て い な い も の が あ る な ど､ 定

型 化 さ れ て い な い｡ ま た 羨 道 と 　 玄 室 の 段 数 の 違 い も あ る｡ こ れ は 横 穴 式

石 室 墓 が は じ め て 出 現 す る 段 階 で あ る た め､ ま だ 定 型 化 さ れ た 形 態 で は

な か っ た も の 　 と 考 え 　 ら れ る｡ し か し､ 割 石 材 を 用 い て 噂 積 技 法 に よ 　 り 構

築 す る 技 術 は､ 横 穴 式 石 室 墓 の 出 現 当 初 か ら 存 在 し て い た こ 　 と 　 が 分 か る｡

2. 楽 浪･ 帯 方 地 域

楽 浪･ 帯 方 地 域 に お け る 横 穴 式 石 室 墓 の 出 現 時 期 に つ い て は､ 前 述 し

た よ 　 う 　 に 研 究 者 ご と 　 に 異 見 が み ら れ る｡ そ の な か で も リ 　 ス ン ジ ン に 代 表

さ れ る 北 朝 鮮 研 究 者 た ち の 自 生 説 と 型 式 ご と の 出 現 時 期 に 関 し て は､ す

で に 多 く 　 の 学 者 に よ っ て 批 判 さ れ て い る た め こ こ で は 取 り 　 上 げ ず､ 高 久

健 二 と 洪 漕 樺 の 編 年 案 と 根 拠 と 　 し て､ 当 時 の 時 代 像 を 考 慮 し て､ 出 現 時

期 　 と 展 開 過 程 を 簡 単 に 見 て い き た い｡

2 世 紀 後 半 ～3 世 紀 前 半 に か け て 山 東 の 一 部 と 遼 東､ 楽 浪 郡 と 帯 方 那

を 支 配 し た 勢 力 は 公 孫 氏 で あ っ た｡ 特 に3 世 紀 初 頭 に 帯 方 郡 を 新 設 し て

韓 半 島 西 北 部 を 本 格 的 に 統 治 し 始 め た が､ 公 孫 氏 勢 力 が 統 治 し て い た 時

期に横穴式石室墓を構築する技術が定着する　という認識は共通している｡

高 久 健 二 は 横 穴 式 石 室 墓 を Ⅰ ～ Ⅴ に 分 類 し た が､ Ⅲ と Ⅴ 型 式 を 中 心 に

見 て み る 　 と､ Ⅲ 型 式 は 長 方 形(4:3-2:1) に 単 室 噂 室 墓( 考 薩 式 噂 天 井､

石 材 天 井) と 形 態 が 類 似 し て お 　 り､ 右 片 袖 式 羨 道 に 壁 面 に 漆 喰 を 塗 布 す

る 点､ 貞 柏 里159 号 境 の 底 に 敷 か れ て い る 文 様 噂 の 内 容 に 基 づ い て 噂 天

井 単 室 噂 室 墓 と 石 材 天 井 単 室 噂 室 墓 が 併 存 す る 　 と 理 解 し､ 3 世 紀 中 頃 ～4
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世 紀 中 頃 と 推 定 さ れ て い る｡ Ⅴ 型 式 は 資 料 が 少 な 　 く 　 編 年 が 不 明 確 で あ る

が､ 天 井 は 石 を 使 用 　 し､ 持 ち 送 り 　 天 井( 平 行･ 三 角･ 考 薩 を 含 む) に 両 袖 式

羨 道､ 漆 喰 の 塗 布 を 特 徴 と 　 し て お 　 り､ Ⅲ 型 式 よ 　 り 　 遅 く､ 5 世 紀 初 頭 以 前

に 編 年 し た｡ Ⅰ ･ Ⅱ 型 式 は Ⅲ 型 式 よ 　 り 　 早 い と 考 え､ 概 ね2 世 紀 末 ～3 世 紀

前 半 と 設 定 し た｡

洪 浩 植 は Ⅰ ～ Ⅳ 型 式 に 分 類 し た｡ そ の 　 う 　 ち､ Ⅰ ･ Ⅱ 型 式 を 中 心 に 見 て

み る 　 と､ Ⅰ 型 式 は 揚 両 袖 式 羨 道 と 　 玄 室 を 持 つ 単 室 墓､ Ⅱ 型 式 は 右 片 袖 式

羨 道 に 玄 室( 長 方 形) を 持 つ 単 室 墓 で あ る｡ 一 方､ 噂 室 墓 も Ⅰ ～ Ⅲ 型 式

に 分 類 し た｡ ⅢB 型 式 が 噂 と 石 を 混 用 　 し て 築 造 さ れ て い た が､ そ の 時 期

を3 世 紀 後 半 初 期 　 と 　 見 て お 　 り､ こ の 時 期 以 降､ 横 穴 式 石 室 墓 も 徐 々 　 に 造

営 さ れ 始 め た 　 と 推 定 さ れ る｡ そ の た め3 世 紀 末 ～4 世 紀 初 頭 か ら 始 ま っ た

横 穴 式 石 室 墓 は､ 4 世 紀 中 頃 に 様 々 　 な 形 態 に 発 展 し た が､ 4 世 紀 後 半 に 高

句麗系の横穴式石室墓に交代　しは　じめ､ 4世紀末には造営が終わっ　た　と

考え　られる｡

相 違 点 と 　 し て､ 高 久 健 二 の 型 式 分 類 は 類 型 別 の 時 間 的 要 素 を 加 味 し た

上 で 構 造 を 基 準 に 分 類 し て い る の に 対 し､ 漢 音 普 植 も あ る 程 度 時 間 的 要 素

を 加 味 し て い る が､ 構 造 的 分 類 の 比 重 が 高 い｡ ま た､ 横 穴 式 石 室 墓 の 出

現 時 期 も2 世 紀 後 半 ～ 末 と3 世 紀 末 と 　 時 期 の 違 い が 大 き い｡ 高 久 健 二 は Ⅲ

式 を 基 準 に Ⅰ ･ Ⅱ 型 式 を 先 行 す る 　 と 　 考 え た こ 　 と 　 か ら､ 出 現 を2 世 紀 後 半

と 推 定 し､ 2 世 紀 後 半 は 公 孫 氏 勢 力 が こ の 地 域 に 進 出 時 期 を 考 慮 し て 編

年 し た も の と 　 見 る｡ こ 　 こ で の 問 題 点 は Ⅰ ･ Ⅱ 型 式 が Ⅲ 型 式 よ 　 り 　 先 行 す る

と 　 い 　 う 　 点 が 挙 げ ら れ る｡ 根 拠 と 　 し て は 南 玉 里2 号 墳 か ら 出 土 し た 内 行 花

文 鏡 の 年 代(2 世 紀 中 葉 上 限) を 根 拠 に 石 室 墓 と 博 室 墓 の 形 態 比 較 に よ
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り 編 年 し て い る た め､ 分 析 例 が 足 　 り 　 な い と 　 こ ろ に あ る｡ そ 　 し て 前 述 の よ

う 　 に､ 遼 東 地 域 の 横 穴 式 石 室 墓 は2 世 紀 中 葉 か ら 徐 々 　 に 出 現 し 始 め た が､

長 方 形 の 玄 室 に 羨 道 が な い も の と 羨 道 が あ る 　 も の､ 石 材 が 割 石･ 板 石･

噂 石 混 築 墓 な ど が 同 時 に 造 営 さ れ て い る の で Ⅰ ･ Ⅱ 型 式 が 先 に 楽 浪 郡 に

導 入 さ れ､ Ⅲ 型 式 が 後 に 導 入 さ れ る 　 と い 　 う 　 こ 　 と 　 は 納 得 し が た い｡

洪 漕 植 は3 世 紀 前 半 か ら 楽 浪･ 帯 方 郡 の 支 配 層 の 古 墳 が 山 東 と 遼 東 地 域

の 墓 制 の 型 式 を 受 け 入 れ た と 考 え ら れ る｡ し か し､ こ の 時 期 の 遼 東 地 域

に は 噂 と 石 が 使 わ れ､ 噂 室 墓 と 石 室 墓 が 併 存 し て い た こ 　 と 　 に よ 　 り､ 楽 浪

･ 帯 方 郡 で は 石 室 墓 が 造 営 さ れ て い な か っ た｡ そ の 理 由 は､ 遼 東 地 域 に

お け る 墓 制 導 入 の 初 期 で あ 　 り､ 石 室 墓 構 築 の 用 途 に 合 っ た 石 材 を 生 産 す

る 技 術 基 盤 が な か っ た た め､ 現 地 に 石 室 墓 を 造 営 す る こ 　 と が で き な か っ

た と 推 定 さ れ る｡ そ れ が3 世 紀 後 半 に な る 　 と 上 記 の 問 題 は 解 消 さ れ､ 石

室墓が出現する　と考え　られる｡

こ こ で の 問 題 点 は､ 遼 東 地 域 に お け る 噂 室 墓 と 石 室 墓 を 使 用 す る 集 団

が 異 な る 　 と い う 点 で あ る｡ 墓 制 は 集 団 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ 　 を 示 す 構 造 物

と 　 し て 知 ら れ て い る｡ と 　 こ ろ が 楽 浪 郡 に 移 住 し た か ら 　 と い っ て 急 に 石 室

墓 を 使 わ な い と い う 　 の は 理 解 し が た い｡ こ れ は お そ ら く 　 石 室 墓 の 登 場 を

噂 石 混 築 墓 よ 　 り 後 行 す る も の と 　 し て 年 代 論 を 展 開 し た た め､ こ の よ 　 う な

編 年 案 が 登 場 し た も の と 考 え ら れ る｡ 遼 東 地 域 で は 噂 室 墓 が 石 室 墓 よ 　 り

先 行 す る が､ 楽 浪 地 域- と 伝 播 し た 当 時 は す で に 噂 室 墓 と 石 室 墓 が 併 存

し て お り､ 割 石 か ら 精 巧 に 加 工 さ れ た 板 石 に 至 る ま で､ 様 々 な 形 態 の 石

室 墓 が 確 認 さ れ た｡ し た が っ て､ 石 室 墓 を 造 営 で き 　 る 条 件 が 満 た さ れ て

い な い こ 　 と 　 を 例 に 挙 げ て 論 旨 を 展 開 し て い る こ 　 と か ら 納 得 し が た い｡ ま

46



た､ 埼 室 墓 の 技 術､ 時 間､ 費 用 等 を 考 慮 す る 　 と､ 石 室 墓 よ 　 り 　 築 造 し に く

い た め､ 様 々 　 な 部 分 か ら 洪 播 植 の 編 年 案 は､ 石 室 墓 の 出 現 を 噂 石 混 築 墓

の 出 現 以 降 に 固 定 し た 上 で 論 旨 を 展 開 す る に は 無 理 が あ っ た 　 と 　 思 わ れ る｡

楽 浪･ 帯 方 地 域 に お け る 横 穴 式 石 室 墓 の 出 現 時 に 関 連 　 し て､ 以 下 の 二

点 を 指 摘 す る 　 こ 　 と 　 が で き 　 る｡ ま ず､ 遼 東 地 域 か ら の 流 入 時 期 は 公 孫 氏 勢

力が支配　した時期である　と　い　う　こ　と　である｡次に､遼東地域には既に噂

室 墓 と 石 室 墓 が 併 存 し て お 　 り､ 現 在､ 石 室 墓 は 帯 方 郡 が 新 設 さ れ た 黄 海

道 地 域 で は な 　 く､ そ の 多 く 　 が 平 壌 地 域 で 確 認 さ れ て い る｡ 帯 方 郡 が 新 設

された3世紀初頭以降から平壌地域を中心に様々　な形態の横穴式石室墓

または築造技術が取　り　入れられている　と　い　う　点である｡高久健二によ　る

と､ 当 時､ 帯 方 郡 が 新 設 さ れ､ 楽 浪 郡 に 住 ん で い た 在 地 勢 力 の 一 部 が 帯

方 郡 に 移 動 　 し た 事 実 が 噂 室 墓 の 墓 誌 銘 の 姓 氏( 王､ 韓 氏) を 通 　 じ て 確 認

さ れ､ 　 嘩 室 墓 の 中 心 地 は 帯 方 郡 一 帯 に 変 わ る｡ そ れ に 合 わ せ､ 平 壌 地

域 で は 新 し い 姓 氏( 俸 氏) が 出 現 し､ 新 し い 形 態 の 噂 室 墓､ 噂 石 混 築 墓､

横 穴 式 石 室 墓 が 分 布 領 域 を 侵 さ ず に 造 営 さ れ た た め､ そ れ ぞ れ 異 な る 隻

団 に よ 　 り 　 造 営 さ れ た 可 能 性 が 高 い 　 と 　 見 て お 　 り､ 築 造 時 期 は3 世 紀 中 頃 か

ら で あ る｡

こ の よ 　 う 　 な 事 実 か ら 見 る 　 と､ 3 世 紀 初 頭 ～ 前 半 に 帯 方 郡 が 新 設 さ れ､

遼 東 地 域 か ら 人 々 が 移 住 し た こ 　 と 　 に よ 　 り､ 新 し い 類 型 の 噂 室 墓 と 石 室 墓

の構築技術も取　り　入れられたもの　と　見　られる｡そ　して､公孫氏が滅亡　し

て 支 配 主 体 が 魂 に 変 わ っ た3 世 紀 中 葉 に な る 　 と､ 移 住 　 し て き た 人 々 　 の 古

墳 が 造 営 さ れ 始 め る｡ こ れ ら の 集 団 は そ れ ぞ れ 排 他 的 な 墓 制 　 と 　 墓 域 を 持

っ て い た が､ お 互 い に 敵 対 し て い た わ け で は な く､ 集 団 と 階 層 の 違 い と
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し て 捉 え て い る 高 久 健 二 の 見 解 に 同 意 す る｡ 3 世 紀 中 葉 以 降 に な る 　 と 楽

浪･ 帯 方 地 域 は 衰 退 期 に 入 る｡ 墓 制 の 規 模･ 数･ 質 も 減 少 　 し 始 め る が､

技 術･ 費 用･ 時 間 の 面 で 噂 の 使 用 の 頻 度 と 範 囲 は 減 ら 　 さ 　 ざ る を え な か っ

た の で あ ろ 　 う｡ 一 方､ 石 室 墓 の 造 営 が 増 加 し て い た た め､ 埼 室 墓 の 築 造

技 法 が 石 室 墓 に も 適 用 　 さ れ た 　 と 推 定 さ れ る｡ そ 　 し て4 世 紀 初 頭 を 過 ぎ る

と 　 さ 　 ら に 石 室 墓 の 築 造 技 法 が 変 化 し た が､ 長 方 形 の 玄 室 平 面､ 右 片 袖 式

羨 道､ 左 右 壁 の 胴 張 技 法 が 使 わ れ､ 四 壁 は 嘩 積 技 法､ 天 井 は 変 形 等 蔭 形

な 　 ど の 変 化 が 起 き､ 板 橋 型 石 室 墓 の 築 造 の 特 徴 が 現 れ て い る｡ そ 　 し て､

4 世 紀 中 葉 後 期 か ら 百 済 で 横 穴 式 石 室 墓 が 出 現 し て い る の で､ 4 世 紀 初 頭

～ 前 半 の あ る 時 期 に 百 済 の 中 心 地 域- 移 住 し た も の と 考 え 　 ら れ る｡

3. 百 済 漠 城 期( 中 央 地 域)

百 済 漢 城 期 の 中 央 地 域 に お け る 横 穴 式 石 室 墓 の 出 現 時 期 に つ い て は､

現 在､ 韓 国 の 研 究 者 は4 世 紀 中 葉 ～4 世 紀 後 半 に あ る 程 度 意 見 が ま 　 と 　 ま っ

て い る｡ 石 室 墓 の 構 造( 平 面､ 天 井､ 羨 道､ 墓 境 の 深 さ) を 基 準 と 　 し て 可

楽 洞 型､ 松 源 里 型､ 板 橋 型､ 扮 江･ 椿 石 里 型 の4 つ の 類 型 が 設 定 さ れ､ 中

央 地 域 で は 可 楽 洞 型 と 板 橋 型 が 確 認 さ れ る｡ 中 央 地 域､ 特 に 都 城 周 辺 の

漢 江 流 域 で 確 認 さ れ る 横 穴 式 石 室 墓 の 遺 跡 は 石 村 洞･ 可 楽 洞 古 墳 群､ 午

眠 洞 古 墳 群､ 広 岩 洞 古 墳 群､ 板 橋 洞 古 墳 群､ 甘- 洞 古 墳 群､ 金 岩 山 古 墳

群な　どがあ　り､可楽洞型石室墓は石村洞･可楽洞古墳群と　牛眠洞古墳群

で あ る｡ 板 橋 型 石 室 墓 は 広 岩 洞 古 墳 群､ 板 橋 洞 古 墳 群､ 甘- 洞 古 墳 群､

金 岩 山 古 墳 群 で あ 　 り､ 分 布 の 境 界 が 明 確 に 分 か れ て い る｡

可 楽 洞 型 と 板 橋 型 を 中 心 に 展 開 過 程 を 見 て み る 　 と､ 可 楽 洞 型 は4 世 紀
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後 半 に 都 城 周 辺 　 と 　 そ の 一 帯 に 築 造 さ れ た｡ 5 世 紀 以 降 は 大 き な 枠 で 見 る

と､ 可 楽 洞 型 に 当 て は ま る が､ 細 部 は 多 様 な 形 態 に 変 化 し､ 地 方 の 主 要

拠 点 に ま で 拡 大 し､ 5 世 紀 半 ば ま で 築 造 さ れ た｡ 5 世 紀 半 ば 以 降 は 錦 江 流

域 を 中 心 に 石 室 墓 の 数 量 が 急 激 に 増 加 す る が､ ほ と ん ど が 可 楽 洞 型 で 築

造 さ れ て い る｡ そ 　 し て､ 多 様 な 形 態 か ら 次 第 に 統 合 さ れ､ 定 型 化 し た 可

楽 洞 型- と 完 成 し て い っ た こ 　 と が 分 か る｡ 一 方､ 板 橋 型 は4 世 紀 後 半 に

都 城 周 辺 に 築 造 さ れ 始 め､ 変 化 な く 　5 世 紀 半 ば ま で 都 城 周 辺 で の み 築 造

さ れ た｡ 5 世 紀 後 半 に は 定 型 化 さ れ た 可 楽 洞 型 と 板 橋 型 の2 つ の 類 型 に よ

っ て 石 室 墓 の 構 造 が 定 着 す る が､ 分 布 地 域 に つ い て は 可 楽 洞 型 が 漢 城 期

の 全 地 域 で 確 認 さ れ､ 板 橋 型 は 依 然 と 　 し て 都 城 周 辺 の 中 央 地 域 で の み 確

認 さ れ て お 　 り､ 明 確 な 違 い が 認 め 　 ら れ る｡

2 つ の 類 型 は 熊 津 期 ま で 続 く 　 が､ 宋 山 里 型 石 室 墓 は 可 楽 洞 型 の 構 造+ 技

術 の 系 譜 が 続 い て い る 　 と 考 え 　 ら れ る｡ 一 方､ 公 山 城 か ら 南 東 約2km 近 く

に は 金 鶴 洞 古 墳 群 が 位 置 し､ 古 墳 群 の 立 地 を は じ め､ 石 室 の 構 造､ 副 葬

品 ま で 板 橋 型 石 室 墓 と 酷 似 し て い る( 朴 信 映2019)｡ こ の こ 　 と か ら､ 板 橋

型石室墓は都城周辺にのみ位置してお　り､中央貴族の墓と見る　こ　と　がで

き､ 副 葬 品 の 構 成( 侃 用 威 信 財) か ら も 裏 付 け ら れ る｡ ま た､ 出 現 初 期

か ら 熊 津 期 ま で は､ ほ と ん ど 形 態 の 変 化 が な く､ 初 期 か ら 完 成 度 の 高 い

構 造 を 持 っ て い る｡ 他 の 石 室 墓 の 構 造 は 変 化 を 続 け て い る が､ 板 橋 型 は

突 然 出 現 し た に も か か わ ら ず､ 初 期 か ら 定 型 化 し た 構 造 を 持 っ て い た0

こ の こ 　 と 　 か ら､ 築 造 集 団 が 移 住 し て き た 可 能 性 を 示 し て い る｡ 　 漢 城 期

石 室 墓 の 発 掘 調 査 の 結 果､ 中 央 地 域 に は 大 規 模 な 貴 族 専 用 の 墓 地 が あ っ

たこ　と　が分かる｡
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lA-1~ ‥ 三

､ 甲. )I

図5 　 可 楽 洞 型 と 板 橋 型 石 室 墓 　(1 : 馬 下 里 石 室 墓､ 2: 可 楽 洞3 号 墓､ 3:

笠 店 里86-1 号 墓､ 4: 広 岩 洞1 号 墓､ 5: 板 橋 洞1 号 墓､ 6: 板 橋 洞3 号 墓 　-

朴 信 映 　2019 　 編 集 引 用)

( ｢ 百 済 漢 城 期 横 穴 式 石 室 墓 の 導 入 　 と 拡 散 過 程｣ 『 百 済 研 究 』 70､ 2019 か 　 ら 　 引

用)

後 に 伝 播 時 期 に つ い て ま 　 と 　 め る｡ 畿 内 地 域 に お い て 初 期 横 穴 式 石 室

墓 が 出 現 す る 時 点 が5 世 紀 中 葉 以 降(TK23) で あ る 　 こ 　 と 　 を 考 え る 　 と､ 少

な 　 く 　 と 　 も5 世 紀 前 半 ま た は 中 葉 に は 百 済 か ら の 渡 来 人 が い た こ 　 と 　 に な る｡

そ の 時 期 は 漢 城 期 末 に 当 た 　 り､ 熊 津 期 ま で は 下 ら な いo 　 さ 　 ら に､ 6 世 紀

に 入 る 　 と 首 長 層 の 古 墳 に 畿 内 型 石 室 墓 が 築 造 さ れ る が､ 百 済 か ら 横 穴 式

石 室 墓 が 導 入 さ れ､ 変 化 の 過 程 を 経 て 畿 内 型 石 室 墓 が 誕 生 す る ま で の 時
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間 を 考 慮 す る 　 と､ 伝 播 時 期 は 熊 津 期 以 前 と 考 え ら れ る｡ ま た､ 初 期 横 穴

式石室墓と板橋型石室墓は類似性が確認されるが､板橋型は中央地域に

の み 存 在 す る 類 型 で あ る た め､ 5 世 紀 代 に 百 済 と 倭 の 中 央 地 域 間 の 交 流

が あ っ た こ 　 と 　 が 分 か 　 り､ 当 時､ 初 期 横 穴 式 石 室 墓 を は じ め 　 と す る 渡 来 人

関 連 の 古 墳 群 や 生 活 遺 跡 の 規 模 と 数 を 考 慮 す る 　 と､ 単 な る 交 流 の 　 レ ベ ル

を 超 え､ 百 済 の 中 央 貴 族 が 倭 に 永 久 派 遣 さ れ る ほ ど 密 接 な 関 係 を 結 ん で

いたこ　と　が推測でき　る｡
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4. 畿 内 地 域

前 節 で 畿 内 地 域 の 初 期 横 穴 式 石 室 墓 に つ い て 構 造 と 　 年 代 を 中 心 に 検

討 し て み た｡ 5 世 紀 中 葉 ～6 世 紀 前 後 に 畿 内 地 域 に お い て 初 期 横 穴 式 石 室

墓 が 築 造 さ れ る が､ 百 済 漢 城 期 中 央 地 域 と 　 の 交 流 の 中 で 導 入 さ れ て い る

こ　と　から､韓国学界では板橋型石室墓と　畿内地域の初期横穴式石室墓と

の 関 連 が 認 め 　 ら れ て い るo 　 畿 内 地 域 に お け る 初 期 横 穴 式 石 室 墓 も 約40 年

の 時 期 幅 が 認 め ら れ る た め､ 古 墳 ご と 　 に 細 部 の 構 造 の 違 い が 確 認 で き る

よ 　 う 　 で あ る｡ し た が っ て､ こ 　 こ で は 初 期 横 穴 式 石 室 墓 の 展 開 過 程 に お い

て年代と構造上の変化に相関関係が確認でき　るかど　う　か､板橋型石室墓

① 塔 塚 古 墳 　 ② 長 原 七 ノ 坪 古 墳 　 ③ 藤 の 森 古 墳 　 ④ 高 井 田 山 古 墳 　 ⑤- 須 賀 古

墳 群( Ⅰ 支 群12･ 14･ 15･ 16･ 19･ 20･ 21 号 墳) 　 ⑥ 寺 口 忍 海 古 墳D27 号 墳

⑦ 椿 井 宮 山 塚 古 墳 　 ⑧ 新 沢 千 塚221 号 墳 　 ⑨ 桜 井 公 園 　2 号 墳

図6 　 畿 内 地 域 初 期 横 穴 式 石 室 分 布 図( 国 土 地 理 院 地 図 を 元 に 筆 者 作 成)

藍至言Z:oirE.is;善言.;意鮮/nS三呂£3漂…至宝漂喜i喜p411:-…2g-≦芝過
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と 　 の 比 較 検 討 を 進 め る｡

藤 の 森 古 墳, 高 井 田 山 古 墳(5 世 紀 中 葉 ～ 後 菓)

藤 の 森 古 墳 は 塔 塚 古 墳6) と 　 と 　 も に､ 現 在､ 畿 内 で も 古 い 石 室 墓 と

い わ れ て い る｡ 高 井 田 山 古 墳 を 中 心 に､ 畿 内 の 他 の 初 期 横 穴 式 石 室 墓 と

は 異 な 　 り､ 立 地､ 位 置､ 石 室 構 造 な ど に お い て 差 異 が 見 ら れ る 　 こ 　 と 　 か ら､

北 部 九 州 系 石 室 墓 の 影 響( 吉 井 秀 夫2001) ま た は 横 穴 式 石 室 墓 の 構 築 に

つ い て 理 解 が 不 十 分 な 状 況 で､ 百 済 の 石 室 墓 を 模 倣 　 し て 築 造 し た 　 も の

( 安 村 俊 史2014) で あ る 　 と い う 見 解 が 示 さ れ て い る｡ 筆 者 は､ 模 倣 築 造

よ 　 り 　 も 初 か ら 両 者 の 系 統 が 異 な る 　 と い 　 う 見 解 に 同 意 す る｡ 但 し､ 既 存

の 研 究 史 で は 違 い に 対 す る 詳 細 説 明 が 足 　 り 　 な い の で､ こ 　 こ で は 石 室 構 造

の 違 い を 中 心 に 記 述 す る｡

天井の構造は持ち送　り　式で次第に隅角が小さ　く　なって天井石に至る｡

天井石と持ち送り　の石材も壁石と　と　もに大き　さだけ異なる割石を使用　し

て い る｡ 一 方､ 変 形 等 薩 形 の 構 造 を 持 つ 天 井 は､ 斜 面 石 を 使 用 す る た め､

角度が比較的滑らかに上がる　と　い　う違いがある｡

玄 室 の 壁 体 は 噂 積 技 法 に よ 　 り 積 み 上 げ ら れ て い る 　 と 記 載 さ れ て い る が､

詳 し 　 く 　 見 て み る 　 と､ 初 か ら 傾 斜 を 保 ち な が 　 ら 積 み 上 げ て い る｡ 110cm

の 高 さ か ら 持 ち 送 り 　 式 に 積 み 上 げ た た め､ 全 体 的 に 壁 体 の 層 ご と に 少 し

ず つ 飛 び 出 て 角 が 確 認 で き 　 る｡ 一 方､ 高 井 田 山 古 墳 は 壁 石 が 垂 直 に あ が

り､ 約100cm の 高 さ か ら や や 内 傾 し て い る｡ こ れ は 斜 面 石 で 考 薩 形 の 構

造 を 作 る た め の 準 備 過 程 で あ り､ 板 橋 型 石 室 墓 で も 共 通 し て 見 ら れ る 部

6) 塔 塚 古 墳 は 既 に 九 州 系 の 石 室 と い わ れ て い る た め､ 本 稿 か ら は 除 外

し て い る｡
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分である｡割石を利用　して壁体を接する　よ　う　に築造したと　い　う　共通点以

外 は 構 造 的 に 異 な る｡

ま た､ 壁 に 赤 色 顔 料( 朱 漆) が 塗 ら れ て い る が､ こ れ は､ 高 井 田 山 古 墳

は も 　 ち ろ ん､ 板 橋 型 石 室 墓 か ら は 確 認 さ れ て い な い も の で あ 　 り､ さ 　 ら に

百 済 漢 城 期 の 横 穴 式 石 室 墓 か ら 　 も 確 認 さ れ て い な い｡

羨 道 は 安 村 俊 史 の 指 摘 通 　 り､ 玄 室 と 羨 道 の 高 さ の 違 い が 確 認 さ れ る｡

し か し､ 羨 道 の 構 造 を 見 て み る 　 と､ 玄 室 と 　 同 様 に 初 か ら 傾 斜 を つ け て

積 み 上 げ た た め､ 玄 室 に 入 る 時､ 実 際 の 幅 に 比 べ て か な 　 り 　 狭 い｡ こ れ は

垂直に積み上げる板橋型石室墓と比較する　と構造的な違いが　目　立っ｡ま

た､ 羨 道 天 井 石 の 大 き 　 さ は 壁 石 よ 　 り 　 は 大 き い が､ 目 立 っ ほ ど で は な い｡

し か し､ 板 橋 型 石 室 墓 を は 　 じ め､ 高 井 田 山 古 墳 の 羨 道 天 井 石 は 全 体 の 石

材 の 中 で も 大 き 　 く､ 壁 石 と 天 井 石 と 比 べ て も 圧 倒 的 に 大 き い｡

後 に 藤 の 森 古 墳 で は 古 の 釘 留 木 棺 の 痕 跡 が 棺 釘 と 鍵 か ら わ か っ た｡

こ れ を 根 拠 に 百 済 の 影 響 が 指 摘 さ れ て い る｡ し か し､ 漢 城 陥 落 前 の 韓 国

の 横 穴 式 石 室 墓 か ら 出 土 し た 棺 釘 を 分 析 す る 　 と､ 百 済 は 方 頭 形 の 棺 釘 を

使 用 　 し､ 高 句 麗 と 新 羅 は 円 頭 形 の 棺 釘 を 使 用 す る 傾 向 が 強 く､ 棺 釘 か ら

も あ る 程 度 系 譜 を 把 握 で き 　 る｡ と 　 こ ろ が､ 藤 の 森 古 墳 出 土 の 棺 釘 は 円 頭

形 で あ る の に 対 し､ 高 井 田 山 古 墳 と 　- 須 賀 古 墳 の Ⅰ-4･8 号 墳 か ら は 方 頭

形 の 棺 釘 が 出 土 し て い る｡ い わ ゆ る 板 橋 型 横 穴 式 石 室 墓 の 影 響 を 強 く 　 受

け た 古 墳 は 方 頭 型 の 棺 釘 を 用 い て お 　 り､ 百 済 と の 直 接 的 な 関 連 性 を 示 唆

す る 　 こ 　 と 　 が で き 　 る｡ し か し､ 藤 の 森 古 墳 の 場 合 は 木 棺 か ら 直 接 的 に 百 済

の 影 響 が あ る 　 と は 言 い 切 れ な い7) 0

7) 金 杢 運 も 藤 の 森 古 墳 か ら 木 棺 は 出 土 し て い る が､ 在 地 的 な 組 み 合 わ
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図7 　 高 井 田 　 山 古 墳(1-8) と 　- 須 賀 古 墳 群 Ⅰ-4(9-12) Ⅰ 一8(13-14) 号 墳 の

棺 釘 の 頭 部 形 態( 方 頭 形)* 縮 尺 不 同(1-8･ 『 高 井 田 山 古 墳 』 1996､ 9-14･

『- 須 賀 古 墳 群 Ⅰ 支 群 発 掘 調 査 概 要 』 1993 か ら 編 集 引 用)

こ の よ 　 う 　 に､ ほ ぼ す べ て の 石 室 墓 の 構 造 や 木 棺 な ど､ 葬 制 に も 異 な る

点 が 確 認 で き る た め､ 百 済 の 石 室 墓 の 影 響 を 受 け､ 模 倣 し て 築 造 さ れ た

と 考 え る よ 　 り 　 は､ 九 州 系 特 に 北 部 九 州 型 石 室 墓 の 影 響 を 受 け､ 畿 内 の 状

況 に 合 わ せ て 築 造 さ れ た と 理 解 す る の が 妥 当 で あ る｡

高井田山古墳は百済津城期の板橋型石室墓と判断しても大きな問題が

な い ほ ど 構 造 面 に お い て 酷 似 し て い る｡ そ れ だ け で な く､ 古 墳 の 立 地､

石 室 の 位 置 も 板 橋 型 石 室 墓 と 類 似 し て い る た め､ そ の 違 い は 見 出 せ な い｡

共 通 点 を 列 挙 す る 　 と､ 右 片 袖 式 羨 道 に 長 方 形 の 玄 室､ 変 形 等 蔭 形 の 天 井､

割 石 を 用 い た 噂 積 技 法 に よ る 壁 体 構 築､ 墓 道 か ら 羨 道 を 経 て 玄 室 入 口 ま

で 確 認 さ れ る 傾 斜 度､ 夫 婦 合 葬､ 木 棺 な 　 ど が 挙 げ ら れ る｡ た だ し､ 在 地

の 影 響 も 受 け て お 　 り､ 須 恵 器 が 確 認 さ れ､ 武 器･ 武 具 類 な 　 ど 豊 富 な 副 葬

せ 木 棺 を 安 置 し て い る 点､ 埴 輪 な ど を 樹 立 し て い る 点 な ど か ら､ 在 地 的

要 素 が 大 き い と 博 士 論 文 で 指 摘 し て い る｡
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品 の 構 成 は､ 侃 用 型 威 信 財 中 心 の 板 橋 型 石 室 墓 と 　 は 異 な る 部 分 で あ る｡

そ　して板橋型石室墓よ　り　石室墓の規模が大きいため､出現初期から在地

化 が 始 ま っ て い た も の 　 と 推 定 さ れ る｡

初 期 横 穴 式 石 室 の 　 う 　 ち､ 藤 の 森 古 墳 と 高 井 田 山 古 墳 が も 早 い 段 階 に

属 す る(5 世 紀 中 葉 ～ 後 葉)｡ 従 来 の 研 究 で は 両 者 の 構 造 的 相 違 点 を 在 地

の 影 響 に よ 　 る 　 も の と 判 断 さ れ て い た が､ 石 室 墓 の 構 造 を 詳 し く 　 分 析 し た

結 果､ 両 者 の 系 統 が 異 な る こ 　 と が 分 か っ た｡ 中 で も 藤 の 森 古 墳 は､ 板 橋

型 石 室 墓 は も 　 ち ろ ん､ 次 の 段 階(TK47) の 初 期 横 穴 式 石 室 墓 と 構 造 的 に

類 似 す る｡ ま た､ 後 の 時 期 に 受 け 継 が れ る 石 室 墓 が 確 認 さ れ て い な い た

め､ 板 橋 型 石 室 墓 が 畿 内 地 域 に 出 現 す る 前 に 既 に 九 州 系 石 室 墓 が 部 分 的

に 築 造 さ れ て い た と 考 え ら れ る｡ し か し 結 局､ 高 井 田 山 古 墳 を 中 心 と す

る板橋型石室墓の系統が畿内地域で主流と　な　り､藤の森古墳をはじめと

す る 九 州 系 統 の 石 室 墓 は 排 除 さ れ た と 考 え ら れ る｡

- 須 賀 古 墳 群( ① ～ ⑦ Ⅰ 支 群12･14･15･16･19･20･21 号 墳), 桜 井 公 園2 号

墳(5 世 紀 後 葉)

ほ と ん ど 古 墳 で 破 壊 が 激 し く､ 石 室 墓 の 下 段 部 分 だ け が 残 存 し て お り､

天 井 形 態 は 不 明 で あ る が､ 残 存 し て い る 　 と 　 こ ろ を 見 る 　 と､ 構 造 が 高 井 田

山 古 墳 と 類 似 し て い る た め､ 同 系 統 と 　 さ れ て い る｡ 初 期 横 穴 式 石 室 墓 の

う 　 ち､ 板 橋 型 石 室 墓 と 構 造 が も 類 似 し て お 　 り､ 群 集 境 で あ る 点 や 全 体
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表4 　- 須 賀 古 墳 群 Ⅰ 支 群 の 属 性 表( 『 一 須 賀 古 墳 群 の 調 査 Ⅲ ( Ⅰ 支 群) 』 2

002 を 　 も 　 と 　 に 筆 者 作 成)

- 須 賀 Ⅰ 支 群 侏ｨ ﾒ ; 中6ﾒ 木 棺 )Z

寸 法 ﾉ+yYﾙNB 羨 道 位 置 ĀĀ

Ⅰ-12 c1.94 c 纉 悩]8;1 ｸﾆ(ｮﾒ 倡I8ｾ(ｬ# 粳5894" ∴ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

Ⅰ-14 s 1.76 繝 悩] 8 ; 1 ｸﾆ(ｮﾒ 倡Hｮﾒ 94"

Ⅰ-15 茶##c- S 繝 悩]8;1 ｸﾆ(ｮﾒ 倡Hｮﾒ94""ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

Ⅰ-16 Cs2 C 繝1 ｸﾆ(ｮﾒ 倡Hｮﾒ94"ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

右片袖式羨道 

Ⅰ-19 s1.82 c繝2 ｸﾆ(ｮﾒ倡Hｮﾒｨ68X4iMｾ5ｨ6(6r霎(ｬ"霓H霎)ﾂ94"ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

右片袖式羨道 

i-20 Cs2 2 ｸﾆ(ｮﾒ倡Hｮﾒ霎)ｸ轌}bｸ8鮎ｨ自Fｾ;hﾏｾ-(ｾｾ94"ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

右片袖式羨道 

Ⅰ-21 #c2 茶# 繝1 ｸﾆ(ｮﾒ 倡Hｮﾒｨｿ｢94"ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

右片袖式羨道 

的 に 平 均10-30cm 高 く 　 な っ て い る が､ 石 材 の 大 き 　 さ 　 と 壁 体 の 構 築 技 法 な

ど は 共 通 す る｡ 単 葬(1) と 夫 婦 合 葬(2) そ れ ぞ れ 木 棺 が 使 わ れ て い る

点 も 同 じ で あ る｡ 副 葬 品 の 構 成 も､ 須 恵 器 と 土 師 器 を 百 済 土 器 に 変 え る

と､ 他 の 副 葬 品 は 確 認 で き な い ほ ど で あ 　 り､ 特 に 武 器･ 武 具 類 や 誇 示 型

威 信 財 で は な く､ 愛 用 型 威 信 財 が 主 に 確 認 さ れ る 点 も 同 じ で あ る｡

こ の よ 　 う 　 に あ ら ゆ る 面 で 類 似 性 を 示 し､ 多 数 の 古 墳 か ら 事 例 が 確 認 さ

れ て い る た め､ 現 在 は 渡 来 人 た ち の 古 墳 群 と 結 論 付 け ら れ て い る｡ こ れ

ま で 百 済 の ど の 地 域 と の 交 流 で あ る の か 不 明 で あ っ た が､ 近 年､ 韓 国 に

お け る 板 橋 型 石 室 墓 の 発 掘 事 例 が 増 え､ 交 流 地 域 の 正 確 な 位 置 ま で 類 推

で き る 指 標 遺 跡 と 　 し て 位 置 づ け ら れ る よ 　 う に な っ た と い う 点 が- 須 賀 古
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墳 群 の 大 の 意 義 で あ る｡

桜 井 公 園2 号 墳 の 全 体 的 な 様 相 は､ - 須 賀 古 墳 群 Ⅰ 支 群 の も 初 期 の 石

室 墓 と 類 似 し て い る｡ さ 　 ら に 規 模 が 小 さ 　 く､ 韓 国 の 板 橋 型 石 室 墓 と 　 さ 　 ほ

ど 変 わ ら な い 上 に､ 副 葬 品 の 構 成( 脚 付 短 頚 壷･ 土 師 器 把 手 付 壷･ ミ 　 ニ チ

ュ ア 炊 飯 具1 セ 　 ッ ト･ 釧 状 銀 製 品･ 銀 製 欽 子) も 類 似 　 し て い る｡ 現 在 は 分

か 　 り 　 に 　 く 　 い が､ 3･4 号 墳 も2 号 墳 と 類 似 　 し た 様 相 だ っ た 　 と 　 い 　 う｡ 木 棺 も2

基 が 確 認 さ れ た た め 夫 婦 合 葬 と 考 え ら れ､ 周 辺 に20-30 基 の 円 墳 が 存 在

し て い た こ 　 と 　 か ら､ こ の 地 域 も 渡 来 系 集 団 の 古 墳 群 で あ っ た 可 能 性 が 高

い｡ 畿 内 の 複 数 地 域 に 渡 来 系 集 団 が 位 置 し て い た こ 　 と 　 は､ 百 済 中 央 と 　 の

交流関係が本格的に活発に行われていたこ　と　を示唆する｡

- 須 賀 古 墳 群 や 桜 井 公 園2 号 墳 は ほ 　 と 　 ん 　 ど 破 壊 さ れ て お 　 り､ 正 確 な 様

相 は 不 明 で あ る が､ 概 ね こ の 時 期 は 渡 来 系 集 団 の 遺 跡 が 畿 内 の 諸 地 域 で

数 的 に 増 加 す る 段 階 で あ る 　 と 考 え ら れ る｡ ま た､ 板 橋 型 石 室 墓 と 全 体 的

に 類 似 し て い る が､ 副 葬 品 の 構 成 か ら 在 地 の 変 化 が 感 知 さ れ る 古 墳 も 一

部 確 認 で き 　 る｡ し か し､ 在 地 の 古 墳 で はTK47 段 階 の 横 穴 式 石 室 墓 の 確 認

事 例 が ほ と 　 ん 　 ど な い た め､ ま だ 在 地 社 会 に 本 格 的 に 受 容 さ れ る 段 階 に は

至 っ て い な い と 考 え ら れ る｡

長 原 七 ノ 坪 古 墳, 寺 口 忍 海D27 号 填, 新 沢 千 塚221 号 填, 椿 井 宮 山 塚 古

墳(5 世 紀 末 ～6 世 紀 初)

京 都 府 上 狛 天 竺 堂1 号 墳 と 郡 川 西 塚 古 墳 もTK47-MT15 段 階 の 初 期 横 穴

式石室墓と　して知　られているが､石材の大き　さ　と石室墓の外形が初期横

穴 式 石 室 と 　 は 異 な る た め､ 本 稿 で は 長 原 七 ノ 坪 古 墳 の み を 　 と 　 り 　 あ げ る｡

こ れ ら の 古 墳 の 共 通 点 は､ 前 方 後 円 墳( 帆 立 貝 形 を 含 む) の 墳 形 を 呈 す る
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が､埋葬主体施設と　して新たに横穴式石室墓が導入される　とい　う点であ

る｡ 特 に､ 長 原 七 ノ 坪 古 墳 は 渡 来 系 集 団 の 痕 跡 が 多 数 確 認 さ れ る 長 原 遺

跡 の 中 に 位 置 し て い る に も か か わ ら ず､ 木 棺 の 構 造 や 副 葬 品 と の 組 み 令

わ せ な ど か ら 見 る 　 と､ 板 橋 式 石 室 墓 と 　 の 類 似 性 は 確 認 で き な い｡ こ の 古

墳 の 性 格 に つ い て は､ 被 葬 者 の 出 自 　 に よ 　 っ て 二 つ に 分 け 　 ら れ る｡ 被 葬 者

が 在 地 人 で あ る 場 合 は､ 在 地 社 会 が 新 し い 墓 制 を 受 け 入 れ 始 め た 　 と 　 見 る

こ 　 と 　 が で き､ 渡 来 人 で あ る 場 合 は､ 渡 来 文 化 が ま す ま す 在 地 化 し 始 め た

と 　 見 る 　 こ 　 と 　 が で き 　 る｡ い ず れ に せ よ､ 2 つ の 集 団 間 で 文 化 的 融 合 が 起 き

ている　こ　と　は間違いな　く､本格的に横穴式石室墓が古墳時代の支配層の

新しい墓制　と　して採用　され始めたこ　と　を意味する｡

寺 口 忍 海D27 号 墳 で は 石 材 の 大 型 化 が 始 ま 　 っ た も の が 　 目 　 立 っ｡ 木 棺 が2

つ 確 認 さ れ､ 棺 釘 の 頭 形 態 は 円 頭 形 が 確 認 さ れ た｡ 副 葬 品 の 構 成 も 異 な

る｡ 馬 具 類､ 武 器 類､ 埴 輪､ 土 師 器､ 紡 錘 車､ ガ ラ ス 玉 な 　 ど が 出 土 し た

が､ 前 時 期 に 比 べ る 　 と 副 葬 品 の 構 成 は 耳 飾､ 指 輪､ か ん ざ し な ど の 凧 用

型 威 信 財 か ら 馬 具､ 武 器､ 武 具 な 　 ど の 誇 示 型- の 変 化 が 　 目 　 立 つ｡ ま た､

副 葬 品 が 厚 葬 で あ る 点 も 以 前 の 薄 葬 と 　 は 異 な る｡ 一 方､ 同 時 期 に 編 年 さ

れ るE21 号 墳 で は 割 竹 形 木 棺 が 確 認 さ れ､ こ 　 の 古 墳 群 で も 初 期 の 石 室

墓 で あ る に も か か わ ら ず､ 在 地 化 が 強 く 　 見 ら れ る 点 な 　 ど か ら､ 寺 口 忍 海

古 墳 群 の 被 葬 者 は 百 済 の 関 連 性 が 少 な い も の と 考 え 　 ら れ､ 関 連 性 が あ る

と 　 し て も､ す で に 在 地 化 が か な 　 り 　 進 ん で い た 　 と 考 え 　 ら れ る0

新沢千塚221号墳は破壊が激し　く　盗掘も　されている　こ　と　から全体的な

様 相 が 分 か ら な い が､ 平 面 形 態 は か な 　 り 　 細 長 く､ 玄 室 の 幅 を 考 え る 　 と 木

棺1 基 が 置 か れ た 可 能 性 が 高 い｡ こ の 点 が 新 沢 千 塚221 号 墳 を 在 地 化 さ れ
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た 古 墳 で あ る 　 と す る 根 拠 と 　 し て あ げ ら れ て い た｡ し か し 近､ 韓 囲 の 甘

- 洞 古 墳 群 に お い て 同 規 模 の 玄 室､ 木 棺1 基 の 単 葬 石 室 墓 が 発 見 さ れ た

た め､ も は や 意 味 の な い 主 張 と 　 な っ て い る｡ 特 に 羨 道 と 　 玄 室 の 段 差 は 板

橋 型 横 穴 式 石 室 墓 に も 　 よ 　 く 　 見 ら れ る 形 態 で あ る｡ 　 一 方､ 残 る 副 葬 品 の

組 み 合 わ せ が 馬 具･ 須 恵 器･ 土 師 器 で あ る 点､ 以 前 時 期 の 周 辺 古 墳 か ら 韓

半 島 系 の 遺 物 が 出 土 し た が 百 済 と の 関 連 性 が 低 い 点､ 石 室 墓 が 突 然 出 堤

し た 点 な ど か ら､ 被 葬 者 は 百 済 と の 直 接 的 な 関 連 よ 　 り 　 は 石 室 墓 を 築 造 す

る 工 人 を 招 待 し て 築 造 し た と 　 か､ あ る い は 百 済 の 石 室 墓 の 外 形 を 真 似 て

築造した　り　していた　と推測される｡

桜 井 宮 山 塚 古 墳 は､ 初 期 横 穴 式 石 室 墓 の 中 で 唯 一､ 天 井 が 完 壁 に 残 存

し て い る｡ こ の 古 墳 は 畿 内 型 横 穴 式 石 室 墓 が 出 現 す る 直 前 段 階 で 築 造 さ

れ た も の で あ る が､ 天 井 は 考 薩 形( 変 形 考 蔭 形) で あ る が､ 石 材 の 大 型

化が始ま　り､何よ　り　玄室の規模はその他の初期横穴式石室墓よ　り　も大き

く 　 な っ た｡ さ 　 ら に､ 玄 室 に 赤 色 顔 料( 朱 漆) を 塗 布 し た 跡 が あ る 点､ 群

集 墳 か ら 離 れ､ 単 独 墳 と な っ て い る 点､ 平 群 町 周 辺 に 注 目 す べ き 渡 来 人

関 連 遺 跡 も 確 認 さ れ て い な い 点 な ど か ら､ ま だ 発 掘 調 査 が 行 わ れ て い な

い た め 確 実 な 様 相 は 見 ら れ な い が､ す で に 在 地 勢 力 も あ る 程 度 完 成 し た

形 態 の 古 墳 を 築 造 し 始 め て い た と 考 え ら れ る｡

ま 　 と 　 め る 　 と､ TK47-MT15 段 階 に 入 る 　 と､ 渡 来 人 中 心 か ら 在 地 の 影 響 が

ま す ま す 強 ま っ て い る こ 　 と が 明 ら か に な っ た｡ 古 墳 築 造 お よ び 被 葬 者 の

主 体 に つ い て は､ い く 　 つ か の 組 み 合 わ せ の 可 能 性 が 考 え ら れ る｡ ま ず､

古 墳 築 造 と 被 葬 者 が 渡 来 人 で あ る に も か か わ ら ず､ 葬 祭 は 在 地 化 さ れ た

場 合 で あ 　 り､ 次 に 古 墳 を 築 い た 主 体 は 渡 来 人 で あ る 可 能 性 が 高 い が､ 被
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葬 者 は 在 地 人 で あ る 場 合 で あ る｡ 後 は 在 地 人 に よ っ て 石 室 墓 が 構 築 さ

れ､ 被 葬 者 も 在 地 の 人 物 で あ る 場 合 で あ る｡

上記の様相によ　り　個別の古墳を完壁に判断する　こ　と　は不可能であるが､

前 時 期(TK47) ま で は 明 確 に 確 認 で き 　 な か っ た 墳 形､ 葬 祭 の 在 地 化( 木

棺､ 副 葬 品 構 成､ 赤 色 顔 料 な ど) ､ 石 室 墓 の 築 造 位 置 お よ び 石 材 の 大 型

化な　どによ　り､在地社会に横穴式石室墓が定着し始めたこ　と　を示してい

る｡

特 に 注 目 　 さ れ る 部 分 は､ 古 墳 時 代 は 伝 統 的 に､ 階 層 に よ っ て 墳 形 を 変

え て 築 造 を 行 っ て い た｡ 帆 立 貝 形 古 墳 も 含 め､ も 上 位 階 級 の 墓 制 で あ

る 前 方 後 円 墳 に 横 穴 式 石 室 が 出 現 す る 　 と 　 い 　 う 　 事 実 か ら､ TK47-MT15 段 階

を古墳時代中期から後期に変わる分岐点　とみなすこ　と　ができ　る｡そ　して､

市尾墓山古墳をはじめ　とする畿内型横穴式石室墓の出現と　と　もに､地域

首長層を中心に本格的に古墳時代後期が始ま　る｡

以 上､ 畿 内 地 域 の 初 期 横 穴 式 石 室 墓 を 時 期 別 に 分 類 し､ 展 開 過 程 に つ

い て 考 察 　 し た｡ そ の 結 果､ TK208-TK23 段 階､ TK47 段 階､ TK47-MT15 段

階 の3 時 期 に 分 け ら れ る｡ 5 世 紀 中 葉 ～ 後 葉 は 板 橋 型 石 室 墓 系 と 九 州 型 石

室 墓 系 が 並 存 し､ 畿 内 地 域 に 横 穴 式 石 室 墓 が 築 造 さ れ 始 め た 時 期 と 　 考 え

ら れ る｡ 九 州 型 石 室 墓 系 は 藤 の 森 古 墳 を は じ め と 　 し､ 数 基 が 在 地 の 古 墳

で 確 認 さ れ る 一 方､ 板 橋 型 石 室 墓 系 は 高 井 田 山 古 墳 で あ る が､ 調 査 の 結

果､ 渡 来 人 の 古 墳 と 　 い 　 う 　 見 解 が 有 力 で あ る｡ 検 討 事 例 が 少 な い が､ 両 者

古 墳 の 採 用 集 団 が 明 確 に 分 か れ て い る 　 と 　 考 え 　 ら れ る｡ そ 　 し て､ 1 基 だ け

で結論付ける　こ　と　は困難であるが､高井田山古墳の時期にはすでに石室

墓 の 規 模 や 副 葬 品 の 構 成( 厚 葬) に 若 干 の 変 化 が 確 認 で き 　 る｡ TK47 段 階
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に 九 州 型 石 室 墓 系 は 確 認 さ れ て い な い が､ 畿 内 の 複 数 地 域 に お い て 古 墳

群 を 中 心 に 築 造 さ れ て い る 　 こ 　 と 　 が 確 認 で き 　 る｡ し か し､ 現 在 ま で の 発 掘

成果を見る　と､在地勢力の影響と見る　こ　と　のでき　る要素は一部石室墓で

の 副 葬 品 の 構 成 を 除 け ば､ ほ と 　 ん ど 確 認 さ れ て お 　 ら ず､ 前 時 期 と 大 差 は

な い｡ た だ し､ 数 的 に 増 加 　 し て お 　 り､ 渡 来 人 た ち を 中 心 に 畿 内 地 域 に 広

が っ て い た 時 期 　 と 　 い え る｡ TK47-MT15 段 階 に な る 　 と､ 墳 形､ 石 室 墓 の 構

造､ 葬 祭 な ど 全 体 的 に 再 地 化 が 行 わ れ る｡ 特 に 在 地 の 支 配 層 の 古 墳 と 考

え 　 ら れ る 前 方 後 円 墳 で も 横 穴 式 石 室 が 採 用 　 さ れ て い る が､ こ の 時 期 か ら

は 在 地 勢 力 も 新 た な 墓 制 を 用 い て お り､ 渡 来 集 団 で も 在 地 化 が 進 ん で い

る　と　考え　られる｡
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第4 節: 小 結

遼東地域で石室墓が出現し､楽浪地域と　百済漢城期中央地域を経て畿

内 地 域 に 至 る 過 程 に つ い て 検 討 し たo 　 遼 東 地 域 に お け る 石 室 墓 の 初 現 は

2 世 紀 中 葉 で､ 漢 族 文 化 が 弱 化 　 し て､ 異 民 族( 鮮 卑) が 遼 東 地 域 を 支 配 す

る　こ　と　になって､文化的融合によ　り　噂室墓が主体を占める　中に石室墓が

出 現 し た｡ そ の 後､ 2 世 紀 後 半 か ら 山 東､ 遼 寧 を 支 配 し て い た 公 孫 氏 勢

力 が3 世 紀 初 頭､ 楽 浪･ 帯 方 地 域 に 進 出 　 し､ 移 住 民 に よ っ て 石 室 墓 が 伝 わ

っ た｡ 本 格 的 な 出 現 時 期 は3 世 紀 半 ば 頃 で､ 3 世 紀 後 半 か ら4 世 紀 初 頭 に

か け て､ 噂 室 墓 の 築 造 技 法 の 影 響 で 板 橋 型 石 室 墓 に 似 た 外 形 の 石 室 墓 が

出 現 す る｡ 楽 浪 郡 と 　 帯 方 郡 が 滅 亡 　 し た 後､ 4 世 紀 前 半 の あ 　 る 時 点 に 百 済

中 央 地 域 に 移 住 し､ 4 世 紀 中 頃 か ら 板 橋 型 石 室 墓 が 築 造 さ れ 始 め る｡ 5 世

紀 に 入 り､ 百 済 と 倭 の 交 流 が 増 加 し た が､ 中 央 地 域 間 の 交 流 が 　 目 立 つ｡

5 世 紀 中 頃 以 降､ 畿 内 地 域 で も 高 井 田 山 古 墳 を 皮 切 　 り 　 に､ 畿 内 地 域 に も

図8 　 横 穴 式 石 室 墓 の 出 現･ 伝 播 時 期･ 経 路( 遼 東 地 域- 楽 浪 地 域 一 百 済 漢

城 期 中 央 地 域 一 畿 内 地 域) ( 筆 者 作 成)
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初期横穴式石室墓が出現する｡

こ の よ 　 う 　 に 畿 内 地 域 に 伝 播 　 し た 初 期 横 穴 式 石 室 墓 は､ 墳 形､ 石 室 墓 の

外 形 変 化､ 葬 祭､ 副 葬 品 の 構 成 に よ 　 っ 　 て3 時 期 に 分 け る 　 こ 　 と 　 が で き 　 る｡

各 段 階 の 古 墳 の 編 年 は､ 共 伴 し た 須 恵 器 の 型 式 に 基 づ い て､ 1 期: 5 世 紀

中 頃 ～TK23､ 2 期: TK47､ 3 期: TK47-MT15 に 分 け 　 ら れ る｡ 1 期 は 板 橋 型

石 室 墓 と 　 ほ ぼ 類 似 し て お 　 り､ 葬 祭､ 副 葬 品 の 構 成 な ど 全 て が 渡 来 人 と 判

断 さ れ る 時 期 で あ る｡ 2 期 は1 期 　 と 　 同 　 じ で あ る が､ 畿 内 の 複 数 地 域 に 渡 来

人 集 団 を 中 心 に 広 が っ て い く 　 時 期 で あ る｡ 3 期 は 墳 形､ 石 室 墓 の 外 形､

葬 祭､ 副 葬 品 の 構 成 な ど に 少 し ず つ 変 化 が 起 こ 　 り､ 在 地 化 が 始 ま っ た 時

期 で あ る｡ そ 　 し て､ 初 期 横 穴 式 石 室 墓 の 影 響 を 受 け､ 6 世 紀 初 頭 に 畿 内

型 石 室 墓 が 出 現 し､ 古 墳 時 代 後 期 が 始 ま 　 る｡
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第3 章: 古 墳 築 造 の 変 遷 過 程 を め ぐ る 各 観 点 と そ の 意 味

第1 節: 研 究 史 お よ び 研 究 目 　 的

古 墳 時 代 は 前 期･ 中 期･ 後 期･ 終 末 期 に 大 き 　 く 　 分 け る こ 　 と が で き 　 る｡ 畿

内地域を基準に､前期と　中期は前方後円墳を頂点と　した墳丘形態が主流

と な 　 り､ 墳 丘 の 頂 上 部 に 竪 穴 系 の 埋 葬 施 設 を 造 営 す る｡ 後 期 に な る 　 と､

墳丘形態は前方後円墳体制が続く　が､埋葬施設は横穴系の埋葬施設が出

現 し､ 特 に 横 穴 式 石 室 が 主 流 と 　 し て 採 用 　 さ れ る｡ 終 末 期 に な っ て も 横 穴

系 埋 葬 施 設 は 続 く 　 が､ 前 方 後 円 墳 の 造 営 が 終 了 し､ 方 墳 と 　 円 墳( 天 皇 の

場 合 は 八 角 墳) が 中 心 と 　 な る｡

横 穴 式 石 室 は 本 来､ 地 下 に 埋 葬 主 体 部 が 位 置 し､ 傾 斜 し た 墓 道 を 通 っ

て 外 部 に つ な が る 構 造 に な っ て い る｡ 中 国 の 前 漢 代 に 始 ま 　 り 韓 国 の 百 済

を 経 て､ 5 世 紀 後 半 に 日 本 の 畿 内 地 域 に 伝 わ っ た た め8) ､ 外 来 の 埋 葬 施

設 と い え る｡ 一 方､ 竪 穴 系 埋 葬 施 設 は 墳 頂 部 に 墓 境 を 掘 り､ 埋 葬 主 体 部

を 構 築 し た｡ 弥 生 時 代 後 期 の 大 型 墳 丘 墓 か ら 古 墳 時 代 中 期 ま で を 契 機 と

し て 発 展 し て き た た め､ 途 中 に 中 国 と 韓 国 か ら の 影 響 が あ っ た も の の､

伝 統 的 な 埋 葬 施 設 と い え る｡ 九 州 地 域 を 除 い て 古 墳 築 造 の 展 開 過 程 で 特

に接点がなかった二つの墓制は古墳時代中期後半に畿内地域で出会う　こ

と 　 に な る｡ そ し て､ 併 存 期 間 を 経 て 横 穴 式 石 室 は 古 墳 時 代 後 期 の 主 流 の

墓 制 　 と 　 な っ て い る｡

第2 章 で 述 べ た よ 　 う 　 に､ 初 期 横 穴 式 石 室 は5 世 紀 中 葉 ～6 世 紀 初 頭 に か

け て､ 畿 内 地 域 に 出 現 し､ 渡 来 人 を 中 心 に 拡 散 し､ 在 地 社 会 に 受 容 さ れ

る3 段 階 を 経 て､ 在 地 社 会 に 定 着 す る｡ 6 世 紀 初 頭 に 出 現 し た 畿 内 型 石 室

8) 北 部 九 州 地 域 は4 世 紀 後 半 に 横 穴 式 石 室 が 登 場 す る が､ 研 究 の 対 象 地

域 が 畿 内 地 域 の た め 本 稿 で は 扱 わ な い｡
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は石室の規模や構造が初期横穴式石室と著しく　異な　り､石室をめ　ぐって

墳 丘 や 周 辺 構 造､ 副 葬 品 な 　 ど､ す べ て が 完 全 に 在 地 化 さ れ た た め､ 日 本

独 自 　 の 横 穴 式 石 室 と 　 い え る｡ し か し､ 物 理 的 結 合 が 化 学 的 結 合 を 意 味 す

る 　 も の で は な い よ 　 う 　 に､ 一 見､ 竪 穴 式 石 室 か ら 横 穴 式 石 室- と 　 自 然 に 入

れ 替 わ っ た よ 　 う 　 に 見 ら れ る が､ 埋 葬 主 体 部 が 竪 穴 式 石 室 か ら 横 穴 式 石 室

に 取 っ て 代 わ っ た こ 　 と 　 を､ 単 な る 外 形 の 変 化 と 　 し て の み 理 解 す る 　 こ 　 と 　 は

困 難 で あ る｡ 白 石 太 一 郎 の 指 摘 の よ 　 う 　 に､ も 　 と 　 も 　 と 前 方 後 円 墳 は 竪 穴 系

埋 葬 施 設 に 適 化 さ れ て い た 墓 制 で あ る｡ と 　 こ 　 ろ が､ 埋 葬 主 体 部 が 横 穴

式 石 室 に 取 っ て 代 わ っ た と 　 い 　 う 　 こ 　 と 　 は､ 今 ま で の 埋 葬 原 理 と 造 営 原 理 が

完 全 に 変 わ-3 た こ 　 と 　 を 意 味 す る｡ さ 　 ら に､ 古 墳 の 各 部 分 は 本 来 の 大 き 　 さ

や 位 置 に 関 係 な く､ 外 形 的 構 造 だ け で な 　 く､ 儀 礼 の 精 神 的 な 部 分 ま で 有

機 的 に つ な が っ て､ 意 味 が 付 与 さ れ て い た｡ そ の た め 埋 葬 主 体 部 の 変 化

は､ 古 墳 の 全 体 的 な 構 造 ま で 変 化 が も た ら 　 さ れ る 　 こ 　 と 　 は 十 分 予 想 で き､

石 室 と 墳 丘 で 起 き 　 る 変 化 を 綿 密 に 検 討 し て こ そ､ 古 墳 時 代 の 古 墳 の 変 化

に伴う意味と背景を正しく　理解するこ　と　ができ　るだろ　う｡

こ れ ま で 墳 丘 と 石 室 の 相 関 関 係 に つ い て 論 旨 を 展 開 　 し て い た 代 表 的 な

研 究 は 次 の 通 　 り 　 で あ る( 表5) 0

研 究 史 を 簡 単 に ま 　 と 　 め る 　 と､ 小 林 行 雄 と 尾 崎 喜 左 雄 は 石 室 が 墳 丘 に

影 響 を 及 ぼ し て い る 　 こ 　 と 　 を 認 知 し て い た が､ あ く 　 ま で 墳 丘 を 中 心 に 規 模

と 構 築 方 法 に 関 す る 研 究 が 中 心 で あ っ た た め､ 墳 丘 と 石 室 を 対 等 な 観 点

か ら 検 討 は し な か っ た｡ 吉 井 秀 夫 も 墳 丘 を 石 室 よ 　 り 　 重 視 す る 研 究 傾 向 は

あ る が､ 石 室 の 比 重 が 高 く､ 墳 丘 と 石 室 の 相 関 性 に つ い て 初 め て 言 及 し､

研 究 範 囲 を 　 日 本 の 外 に 広 げ た｡ 土 生 田 純 之 は､ 中 国 の 葬 送 儀 礼 に 代 表 さ

れ る 東 ア ジ ア の 思 想 が 　 日 本 の 古 墳 に 影 響 を 及 ぼ し､ そ れ が 墳 丘 と 石 室 に

変 化 を も た ら 　 し､ 受 け 入 れ の 過 程 で 政 治 的 な 結 果 に よ る 変 化 だ け で な く､
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心 性 的 な 側 面 か ら の 変 化 に も 関 心 を 持 つ べ き で あ る 　 と 指 摘 し た｡ そ 　 し て

他 の 著 書 で あ る 『 古 墳 の 復 元 的 研 究 』 を 通 じ て も 墳 丘 と 埋 葬 主 体 部 の 位

置関係を把握する　こ　と　ができ　る｡と　く　に､曹永鉱は伽耶地域の古墳発掘

成 果 を 中 心 に､ 様 々 　 な 形 態 で 存 在 し て い る 墳 丘 と 埋 葬 主 体 部 の 関 係 を 把

握 で き 　 る 程 度 の 豊 富 な 資 料 と 解 釈 を 提 示 し た｡ 近 の 　 日 本 で は 古 墳 の 全

面 発 掘 の 制 限 に よ 　 り､ な か な か 確 認 で き な い 部 分 に つ い て も､ あ る 程 度

古墳の全面的な構造が予想でき　る　とい　う点で重要な成果である　と考えら

れ る｡ - 瀬 和 夫 は 時 期 別 に 墳 丘 と 石 室 の 変 化 の 様 相 を 指 摘 し､ 初 め て 両

者 の 検 討 が 対 等 に 行 わ れ た｡ 青 木 敬 は 吉 井 秀 夫 の 観 点( 墳 丘 と 石 室 の 相

関 性) を 発 展 さ せ､ 古 墳 時 代 後 期 と 終 末 期 の 列 島 全 域 の 古 墳 を 検 討 し た｡

平 面 で の 石 室 と 墳 丘 の 関 係 を 細 分 化 し､ 地 域 別 の 違 い を 確 認 し た｡ 白 石

太 一 郎 は 古 墳 の 平 面 と 立 面 を 通 じ て 墳 丘 と 石 室 の 関 係 を 分 析 し､ 時 間 の

経 過 と 　 と 　 も に 墳 丘 と 石 室 の 変 化 が 連 動 し て い る こ 　 と 　 を 明 ら か に し た｡

研 究 史 で 注 目 　 さ れ る の は､ - 瀬 和 夫 に よ る 墳 丘 中 心 の 研 究 で あ り､ 墳

丘 と 石 室 の 研 究 比 重 が 対 等 に 扱 わ れ て い る｡ 青 木 敬 は 研 究 の 空 間 的 範 囲

を 広 げ た 代 わ り 　 に､ 時 間 的 範 囲 を 古 墳 時 代 後 期 と 終 末 期 に 絞 り､ 平 面 位

置 関 係 に 集 中 　 し て 論 旨 を 展 開 し て お り､ 地 域 別 の 特 徴 を よ 　 く 　 示 し た 研 究

結 果 に よ っ て､ 墳 丘 と 石 室 に 関 す る 研 究 水 準 が 一 段 階 上 が っ た と 評 価 さ

れ る｡ 白 石 太 一 郎 は 墳 丘 と 石 室 の 変 化 の 方 向 性 に つ い て､ 平 面 と 立 面 か

ら 詳 細 に 観 察 し た｡ 特 に､ 石 室 の 高 さ が 次 第 に 下 降 し､ 基 底 部 に 位 置 す

る こ 　 と､ 墳 丘 の 中 央 と 玄 室 の 奥 壁､ ま た は 中 央 に 相 応 す る よ 　 う 　 に 築 造 す

る 　 こ 　 と 　 に 対 す る 時 期 別 の 流 れ と 分 岐 点 を 明 瞭 に 示 し､ 研 究 史 的 に 一 段 階

発 展 し た と 判 断 さ れ る｡ ま た 個 人 的 に は､ こ れ ま で の 研 究 の 中 で も 発

展 し た 有 効 な 分 析 法 と 　 し て 評 価 す る こ 　 と が で き､ 本 稿 で も 白 石 太 一 郎 の

分 析 法 を 取 り 入 れ､ 本 稿 の 論 旨 展 開 に 活 用 し た い｡ た だ し､ 精 密 な 観 秦
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結 果 に よ っ て 時 期 別 の 変 遷 過 程 を 明 　 ら か に 　 し た が､ 残 念 な が ら､ こ の よ

う 　 な 現 象 が 現 れ る 　 よ 　 う 　 に な っ た 理 由 　 と 意 味 に つ い て は､ 一 般 的 な 立 場 と

推 定 を 示 す 程 度 に と 　 ど ま っ た た め､ 本 稿 に お い て 様 々 　 な 観 点 を 通 じ て 検

討 し た い｡
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表5 　 墳 丘 と 石 室 の 相 関 関 係 に 触 れ た 研 究( 筆 者 作 成)

研 究 者  僖 論 文 名  v R 瘉 R Ā Ā Ā

小林行雄 鉄『日本考古学概説』 ﾈ,iZﾘｷY(h匯YH/自'h+8+,h,i齏ｨ,ﾉ?ﾈﾏｸ/Ilｨ､｢*ｸ,x.ﾘ-ⅸﾎ8鈴YH,ﾉX*ｸ+8/抦+x.ﾘ.ｹYH*｢Xﾅ陋ｸ,儺ｹ)ｸ*ｨ.+ﾘ.x+8.ｨ+ﾘ,h-ﾘ+ﾖĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

尾崎喜左雄 鉄b｢古墳の墳丘と内部施設との関 係｣ 冑I郢ﾘ,iZﾘｷX,ﾉｨｭiｸ,亊h+x.侈Hｸh,YZﾘｷX,ﾈj/雋+ZI$xﾈｨ齏ｨ,hﾈｨ齏ｨ,ﾈﾕﾉ'ｨ,h,,Iﾉ_ｹd*ｨ腰,,h/Dh+X+ﾒﾈｨ齏ｨ,ﾙi籀ﾎ97唔$xﾈｨ齏ｨ,ﾙi7坪ﾎ9笆ｸ*H*(*H.ﾘ*Y$xﾈｨ齏ｨ,ﾉZﾘｷX,ﾘｮ&JHﾈｨ齏ｨ,ﾉZﾘｷX,ﾙYY7iF8簡+X+ﾖĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

吉井秀夫 ﾓ#2｢百済の墳墓｣ ｩgｹ8x/葎*h,IU8ﾜﾉZﾙ̂h,ﾉvﾉｨ/ZﾘｷYhﾗ8ﾅiZﾘｷYYﾂﾗ8ﾅY¥ｨ+ZINﾙ(*ｩhI(+8.ｨ+ﾙ9h鳧,iZﾘｷX,ﾉtﾉk8/F8環ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

｢朝鮮三国時代における墓制の 

地域性と被葬者集団｣ X+ﾖﾈ+ﾚHｭ卯ﾉ8y8刺,儉ﾘ鈷/ﾔﾈ+H&9¥ｨﾛx,h*(*H.h.,ﾙ&騫ﾙ4俚x*ｩ+xｯｨｭI*(,H*(.,h/ｦﾙDh+X,H*蟹ZﾘｷX,b齏ｨ,ﾉｨｭiｸ,舒8*ｺIZﾘｷX,ﾈ鰄,(j*ｩ?ｩgｸ+X,ﾚBĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

｢朝鮮三国時代における墳墓の 

構築過程について-墳丘先行型 と墳丘後行型｣ 亊異,X.,ｩw+x.,h//麌+X+ﾖĀĀĀĀĀĀĀĀ

土生田純之 2『日本全国古墳学入門』 侘9Zﾘ,iZﾘｷX,ﾉ¥ｸ,ﾉzﾈ.ｨ,(,JIﾘ4X,ﾘ,ﾙ2ｹlｨ*x.ｭi8/鰄+ﾘ,ｨ,x,(,h轌4X+ZI(hﾙ,ﾉ"xｵi~x,9Uﾈ+8.ｨ.h鳧,ﾉ8ﾈ45x4,ﾈ輅ｨ*ｩ8x,ﾈ.蟹>YH,X益ﾉ4x､｢韵9vX+8.ｨ,H*(*ﾘ暹/h,Xﾋｸ.ｨ.侏ｸｸ,(*",Hﾋ霍X+ﾒ逸橙ﾘ4俔ﾉ(,ﾉ¥ｸ,iﾘ4帝ｹ*YZ,ﾉ¥ｸ,ﾘ886(7b鑓-ﾈ+ﾙZﾘｷX,ﾈｹX嶌*｣Y(ｴiwH-ﾂ,X,ﾈ,ZHﾈｨ齏ｨ,ﾉxﾗ8,ﾓi(ｴ(+ﾘ,,H*x,R*.芥ﾈｨ齏ｨ,ﾉ;?ﾈ,iZﾘｷX,ﾈ抦嶌,ﾉｩ4亊iｸ,ﾘ,*(,h+X+ﾖĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

-瀬和夫 R『大王墓と前方後円墳』 hｯｨﾌ9Zﾘ,ﾙhI(益ﾈ.h.瓜ﾘｷX*ｩ(i8,h,ﾘ-ⅸﾌ9Zﾘ*ｨｹX嶌+x.hﾖﾈ*jHﾎ8ｯｨﾌ9Zﾘ,hｹ諄*Hﾈｨ齏ｨ,ﾂﾕﾉ'ｨ,i8*ｨ昏.h轌4X+ZHﾌ9Zﾘ,ﾉ¥X/ZﾘｷX,i齏ｨ,ﾉ{ﾉ_ｲ*xﾉ(+X+ﾖĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

青木敬 r｢古墳における墳丘と石室の相 兒ﾘｷX,i齏ｨ,h*ｩｨﾍﾘ,Xｻｷｨ+x+,bｨｭiｲYm｢+ZIｸﾏﾈ*xﾉ(/ﾗ8,+ﾖｩgｹ8x,ﾈﾎ8ｯｨ,hihｯｨﾌ9Zﾒ/ｸ,兒ﾘｷYtIhﾅ粳齏ｩtIhﾅ粳ﾉ(ﾃ8,(,Y¥ｨ+ZI&司ｸ,h鳧ｭI4兔ｸ/ﾉ(+X+ﾖｸ,ﾈﾈｸ悴IZﾘｷYtIhﾅyﾂĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
関性｣ 粳齏ｩtIhﾅ籀,i¥ｸ+X,H*(*ｺHｴY>&闔h,h,,Hｭi8ﾂ&闔h,ﾘihｯｨ,ﾈ,(,H.ZﾘｷYtIhﾅﾈｨHﾘx*ｨﾘ(*(+,h/轌4R+X+ﾙ<,唔8y8刺/ｸ,佶(/ﾗ8,+ﾙYIZｨ,ﾙ(ﾙmｨ,ﾂ+x.薬ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

白石太一郎 古墳の墳丘における横穴式石室 の位置について｣ 冑IﾋIyﾘ,hﾕﾉ(ﾋIyﾘ*ｩ8*ﾘ腰,ﾈｨ齏ｨ*ｪI69ﾙ4ｸﾎ8鈴Zﾘ,hﾈｸﾘx+X,I¥ｸ+X,H*(*ﾙzﾈ.ｨ/,ｨ+h,JI(hﾙ隴ﾙ/,ﾘ+h-h+x.ｩgｸ,ﾉZﾘｷX,ﾈﾕﾉ(+ｸ,ﾈ.,ﾈ,ﾉ¥ｨ暹/h,ﾉ¥嶌,ﾈj,iGxﾆF8簡+x.,h/wh,ｹiDh+X+ﾖĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ古墳時代の後期と終末期を4時期に区分し(受容期.展開期 前半.展開期後半.終末期)､畿内地域､特に近畿中央部の大 型古墳を中心(後期は前方後円墳､終末期は方墳と円墳)で 墳丘における埋葬施設(横穴式石室)の位置と変化を観察し たoその結果､石室の大きさは大型化し､位置は地面に近く なり､墳丘の中央が石室の中央や奥壁に相応する傾向が高ま ることになったと考えたo 
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研 究 史 の 時 空 間 的 範 囲 に つ い て ま と め る 　 と､ 研 究 の 初 期 に は 弥 生 時 代

の 墳 丘 墓 も 含 め て､ 日 本 以 外 の 地 域 に ま で 研 究 範 囲 が 拡 大 し た が､ 近 午

で は 古 墳 時 代 後 期 と 終 末 期､ そ し て 地 域 別 特 徴 に 集 中 し て お り､ 徐 々 に

縮 小 し て い く 傾 向 が 見 ら れ る｡ し か し､ こ れ を 研 究 の 縮 小 と 考 え る よ 　 り

も､ 既 存 の 研 究 成 果 が 蓄 積 さ れ､ あ る 程 度､ 研 究 の 方 向 性 と 成 果 が 定 ま

っ た も の と 　 と 　 ら え ら れ る｡ 次 の 段 階 に 発 展 し て い く 　 た め に は､ 既 存 の 研

究成果の検討や整理が必要である　と考えられる｡

実 際､ 上 記 の 研 究 成 果 に よ 　 り､ 次 の 研 究 で 継 続 す べ き 部 分 が 明 　 ら か

に な っ た た め､ 本 稿 に お け る 時 空 間 の 範 囲 を 古 墳 時 代 後 期 と 終 末 期 の 畿

内 地 域 に 限 定 す る 　 こ 　 と が で き た｡ そ し て､ 横 穴 式 石 室 が 前 方 後 円 墳･ 方

墳･ 円 墳 に 導 入 さ れ る 時 点 か ら､ 構 築 位 置( 平 面 と 立 面) の 変 遷 過 程 に

対 応 し な が ら､ 共 に 変 化 す る 古 墳 全 体 の 各 構 造 を 時 期 別 に 綿 密 に 検 討 で

き る き っ か け と な っ た｡ 特 に 横 穴 式 石 室 と 墳 丘 の 変 遷 過 程 の 意 味 と 原 因

お よ び 背 景 を 検 討 す る た め に､ 横 穴 式 石 室 を 積 極 的 に 古 墳 に 導 入 し た 支

配 層 の 意 図( 政 治 的 観 点) ､ そ れ に 伴 う 新 し い 死 生 観 の 導 入( 死 生 観 的

観 点) ､ 様 々 な 観 点 か ら 始 め ら れ た 表 現 の 欲 求 を 古 墳 に 実 現 す る た め の

努 力( 技 術 的 観 点) な ど､ 多 様 な 観 点 か ら 総 合 的 に 判 断 す る 必 要 性 も 確

認 さ れ た｡ も ち ろ ん､ そ の 他 に も 様 々 な 観 点 と 多 様 な ア プ ロ ー チ が 存 荏

す る が､ こ こ で 全 て の 部 分 を 扱 う 　 こ 　 と は 無 理 が あ 　 り､ 上 記 の 観 点 か ら い

く 　 つ か を 選 定 し､ そ れ を 中 心 に 検 討 を 進 め る｡

既 存 の 研 究 史 で は､ 一 つ の 観 点 を 選 択 し た 上 で､ そ の 観 点 に 集 中 し て

論 旨 を 展 開 す る 場 合 が ほ と ん ど で あ っ た｡ こ の よ 　 う 　 な 研 究 の 長 所 は､

つ の 観 点 を 通 じ て 論 理 を 詳 細 に 展 開 す る こ 　 と が 可 能 で あ る た め､ 高 い 研

究 完 成 度 を 示 し て い る｡ し か し､ 一 つ の 観 点 か ら 説 明 が 困 難 な 事 例 が 出

現 す る 場 合､ 正 し く 　 対 応 で き な い と い う 短 所 が あ る｡ こ れ は､ 他 の 研 究
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テ ー マ に も 　 よ 　 く 　 現 れ る 問 題 の 一 つ で あ 　 り､ 既 存 の 様 々 　 な 研 究 成 果 を 総 合

的 に 整 理 す る 機 会 が あ ま 　 り 　 な か っ た 場 合､ 各 研 究 間 で 細 部 の 論 理 で は 衝

突 す る 　 も の の､ 導 か れ た 結 論 が 同 　 じ で あ る 　 こ 　 と や､ ま た 逆 に 細 部 の 論 理

は 似 た よ 　 う 　 な 様 相 で あ っ た が 結 論 が 異 な っ て い る な 　 ど､ 一 つ の テ ー マ で

矛 盾 す る 様 相 が 　 し ば し ば 確 認 さ れ る｡ そ こ で､ 第3 章 の 研 究 で も 一 つ の

様 相 を 　 と 　 り 　 あ げ､ 複 数 の 観 点 か ら 総 合 的 に 把 握 し､ 議 論 を 導 き 出 す 機 会

が 必 要 と 　 考 え る｡

第3 章 で は､ 死 生 観 的 観 点､ 心 性 面 的 観 点､ 技 術 的 観 点 を 中 心 に､ 墳

丘 と 横 穴 式 石 室 の 平 面･ 立 面 の 位 置 関 係 を 検 討 し た い｡ 政 治 的 観 点 に つ

い て は､ 既 に 他 の 研 究 で も 多 く 　 言 及 さ れ た テ ー マ で あ 　 り､ 他 の 観 点 と

比 較 す る 　 と､ 考 古 資 料 だ け で は 検 討 し に 　 く 　 い 部 分 も 存 在 す る た め､ 今 回

の 検 討 で は 除 外 す る 　 こ 　 と 　 と 　 し た( 心 性 面 的 観 点 も 同 様 で あ る が､ 研 究 史

に お い て 検 討 さ れ た こ 　 と が な い) ｡ 研 究 の 時 空 間 的 範 囲 は､ 畿 内 地 域 に

お い て 造 営 さ れ る 古 墳 時 代 後 期 と 終 末 期 の 首 長 の 前 方 後 円 墳･ 円 墳･ 方 墳

を 対 象 に 検 討 す る｡ な ぜ な 　 ら､ 3 つ の 観 点 が 比 較 的 よ 　 く 　 見 ら れ る 古 墳 は

首 長 の 前 方 後 円 墳･ 円 墳･ 方 墳 で あ 　 り､ 畿 内 地 域 は 当 時 の 大 和 政 権 の 中 心

地 と 　 し て- ゲ モ ニ ー を 掌 握 し て い た た め､ 上 記 基 準 を 満 た 　 し た 古 墳 を 中

心 に 検 討 を 進 め た い｡
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第2 節: 時 期 別 古 墳 の 基 礎 的 検 討

第2 節 で は､ 畿 内 地 域 に 造 営 さ れ た 古 墳 時 代 後 期 　 と 終 末 期 の 前 方 後 円

墳と　円墳･方墳の　う　ち､平面と　立面から石室　と　墳丘の位置関係を把握で

き 　 る 　 も の を 選 定 し､ 検 討 を 進 め る｡ ま た､ 古 墳 の 全 体 的 な 構 造 を 合 わ せ

て検討し､石室や墳丘と連動しなが　ら　どのよ　う　に変化してい　く　のかにつ

い て も 考 察 す る｡

前 述 し た よ 　 う 　 に､ 畿 内 地 域 の6 世 紀 初 頭 ～7 世 紀 中 葉 ま で の 古 墳 の 　 う 　 ち､

首長級の古墳を検討対象と　して選定した｡変遷過程を綿密に検討するた

め､ 造 営 時 期 に よ っ て6 世 紀 初 頭 ～6 世 紀 前 半､ 6 世 紀 中 葉 ～6 世 紀 後 半､

6 世 紀 末 ～7 世･ 紀 初 頭､ 7 世 紀 前 半 ～7 世 紀 中 葉 に 細 分 化 し た｡ 一 方､ 畿 内

地 域 の 初 期 横 穴 式 石 室 は 首 長 級 の 古 墳 で は な い が､ 初 に 在 地 社 会 に ど

の よ 　 う 　 な 形 態 で 受 け 入 れ ら れ た か を 把 握 す る 必 要 が あ 　 り､ 5 世 紀 中 葉 ～6

世 紀 末 の 初 期 横 穴 式 石 室 の 墳 丘 と 石 室 の 様 相 を 初 に 検 討 す る｡

表6 　 時 期 別 の 検 討 対 象 古 墳 目 録( 筆 者 作 成)

5C 中 葉 ～5C 未 電8:ｨd9ﾂ6C 中 葉 ～6C 後 半 電9iht8:｢7C 前 半 ～7C 中 葉 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

高井田山古墳 佻ﾈ5泚?,ｸﾌ9Zﾒ物集女車塚古墳 H゙ )5h唏ﾌ9Zﾒ石舞台古墳 ĀĀĀĀĀĀĀ

今 城 塚 古 墳 倡9Ohｷｹ,ｸﾌ9Zﾒ 牧 野 古 墳 ｸﾈｨﾌ9ZﾒĀĀĀĀ

市 尾 基 山 古 墳 佻ﾈnﾈｭｸﾌ9Zﾒ 兩Y,ｸﾌ9ZﾒĀĀĀĀĀ

東 乗 較 古 墳 兌ﾙ}ﾌ9Zﾒ ﾈｷｸﾌ9ZﾒĀĀĀĀ

菖蒲池古墳 
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①物集女車塚古墳　②五ケ庄二子塚古墳　③今城塚古墳　④西宮古墳　⑤高井

田山古墳　⑥牧野古墳　⑦塚穴山古墳　⑧東乗較古墳　⑨峯塚古墳　⑩平林古

墳 　 ⑪ 五 条 野 丸 山 古 墳 　 ⑫ 菖 蒲 池 古 墳 　 ⑬ 石 舞 台 古 墳 　 ⑭ 赤 坂 天 王 山 古 墳 　 ⑮

市尾宮塚古墳　　⑱市尾墓山古墳

図9 検 討 対 象 古 墳 の 位 置 図( 国 土 地 理 院 地 図 を も と に 筆 者 作 成)

藍妄:-Z:義.無ftlSLSda=i鮮豊舘投3115壬…孟漂喜1 07p4g:2呂鑓一望空論岩kn旨
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1. 5 世 紀 中 葉 ～5 世 紀 末

こ 　 の 時 期 に 該 当 す る 古 墳 に は､ 塔 塚 古 墳 を は 　 じ め 　 と 　 し､ 1 章 で 言 及 　 し

た 初 期 横 穴 式 石 室 が す べ て 含 ま れ る｡ し か し､ こ 　 こ で 全 て の 古 墳 を 検 討

す る 　 こ 　 と 　 は で き な い｡ な ぜ な 　 ら､ 初 期 横 穴 式 石 室 は 群 集 境 で あ 　 り､ 後 の

時期に単独墳と　して造営された首長級古墳と比較するには条件が合わな

い か ら で あ る｡ ま た､ 破 壊 が 進 ん だ 古 墳 も 正 確 な 様 相 の 把 握 が で き 　 な い

た め､ 除 外 し た｡ な お､ 塔 塚 古 墳 と 藤 ノ 森 古 墳 は 調 査 当 時､ あ る 程 度､

墳 丘 と 石 室 が 良 好 に 残 存 し て い た が､ こ れ ら は 検 討 の 結 果､ 九 州 系 の 影

響を受けた石室である　こ　と　が明　らかにな　り､系統的に異なるため比較の

条 件 に 合 わ な い｡ 高 井 田 山 古 墳 は 畿 内 型 石 室 の 原 形 で あ る 板 橋 型 石 室 で

あ 　 り､ 単 独 で 位 置 す る｡ ま た､ 古 墳 の 規 模 と 副 葬 品 の 構 成 か ら 　 も､ 他 の

板 橋 型 の 初 期 横 穴 式 石 室 に 比 べ､ 卓 越 し た 地 位 を 占 め て い た と 考 え 　 ら れ

る｡ 発 掘 担 当 者 も 高 井 田 山 古 墳 の 被 葬 者 を 渡 来 系 集 団 の 首 長 と 推 定 し て

い る な ど､ 検 討 対 象 時 期 以 前 の 様 相 を 把 握 す る 上 で も 適 し て い る 　 と 考

え　られる｡

高 井 田 山 古 墳:5 世 紀 後 葉 の 古 墳 で あ 　 り､ 大 阪 府 柏 原 高 市 の 高 安 山 か ら

大 和 川 に 向 か っ て 長 く 　 伸 び て い る 小 丘 陵 の 頂 上 部 に 位 置 す る｡ 墳 形 は 円

形 で 直 径 は22m で あ る｡ 石 室 は 地 山 層 を 掘 　 り 　 下 げ て 設 置 し て い る が､ 総

じ て 壁 休 部 は 地 下､ 天 井 部 は 破 壊 さ れ て 分 か ら な い が( 考 蔭 形 推 定) ､

地 上 の 墳 丘 と 並 行 し て 積 み 上 げ た も の と 見 ら れ､ 石 室 の 位 置 は 半 地 下 式

と 判 断 さ れ る｡ ま た､ 古 墳 全 体 の 平 面 図 を 見 る 　 と､ 玄 室 の 中 央 が 墳 丘 の

中 央 と 一 致 す る 　 よ 　 う 　 に 造 営 さ れ た こ 　 と が 確 認 で き 　 る｡ 墳 丘 の 周 辺 と 　 内 部

か ら は 施 設 や 遺 物 は 見 つ か っ て い な い｡ 石 材 は30cm 前 後 の 板 状 の 安 山 岩

の 割 石 を 使 用 　 し て い る｡ 玄 室 は 長 さ373cm､ 幅226-234cm､ 残 存 高130cm､
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羨 道 は 長 さ 約200cm､ 幅118cm､ 残 存 高 約110cm で あ る0

図10 　 高 井 田 　 山 古 墳 平 面･ 断 面 測 量 図( 『 高 井 田LLJ 古 墳 』 1996 か ら 編 集 引 用)

2. 6 世 紀 初 頭 ～6 世 紀 前 半

6 世 紀 初 頭 ～6 世 紀 前 半(MT15-TRIO) に は 首 長 層 の 前 方 後 円 墳 に 横 穴 式

石 室 が 出 現 す る｡ し か し､ 石 室 の 外 観 は 前 時 期 と 　 は か な 　 り 　 異 な 　 り､ い わ

ば 畿 内 型 石 室 と 　 呼 ば れ る 形 態 の 横 穴 式 石 室 が 施 設 さ れ る｡ 一 方､ 峰 ヶ 塚

古 墳 は 大 王 墓 と 　 し て 知 　 ら れ る5 世 紀 末 ご ろ の 大 型 前 方 後 円 墳 で あ 　 り､ 唯

一 埋 葬 施 設 の 調 査 が 行 わ れ て い る｡ 調 査 の 結 果､ 埋 葬 主 体 部 の 一 部( 長

さ3.4m､ 幅2.2m､ 高 　 さ1.8-1.9m) は､ 石 室 基 盤 補 強 工 法 を は 　 じ め 　 と す
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る 諸 根 拠 に よ 　 り 横 穴 式 石 室 の 存 在 が 想 定 さ れ､ 6 世 紀 初 頭 　 を 起 点 に 畿 内

で は 大 王 墓 ま で 横 穴 式 石 室 が 採 用 さ れ た と 想 定 さ れ る｡ た だ し､ 不 明 な

部 分 が あ る た め､ 観 察 が 可 能 な6 世 紀 前 半 ま で の 首 長 層 の 前 方 後 円 墳 と､

継体大王の古墳と　して知られる今城塚古墳を中心に検討を進める｡

五 ケ 庄 二 子 塚 古 墳: 京 都 盆 地 南 東 部, 　 宇 治 川 右 岸 の 微 高 地 上 に 築 造 さ

れ た 大 型 前 方 後 円 墳 で あ 　 り､ 6 世 紀 初 頭 に 編 年 さ れ る｡ 古 墳 全 体( 周 濠 を

含 む) の 長 さ218m､ 幅202m､ 墳 丘 全 長112m､ 復 円 部 直 径62m､ 前 方 部 の 長

さ50m､ 幅87Jn で あ 　 り､ 前 方 部 と 復 円 部 と 　 も に3 段 築 盛 で あ るo 　 墳 丘 の 周

辺 に は2 重 の 周 濠 が 巡 ら 　 さ れ て お 　 り､ 内 堤 幅19m､ 外 堤 幅15m で あ る｡ 造

り 　 出 　 し は 西 側 の 　 く 　 び れ 部 に 位 置 　 し､ 長 さ 約15 皿 で あ る｡ 埋 葬 施 設 は 横 穴

式 石 室 と 　 し て 知 ら れ て い る が､ 復 円 部 が 激 し く 破 壊 さ れ て い る た め 現 存

し て い な い｡ 石 室 の 造 営 位 置 と 推 定 さ れ る 場 所 で 長 さ18m､ 幅9m､ 20-

30cm 程 度 の 礎 石 を2 段 以 上 積 み 上 げ､ 石 室 の 平 面 の 大 き 　 さ に 合 わ せ て 石

を 敷 い た 施 設 が 確 認 さ れ たo 　 こ れ は､ 石 室 の 堅 牢 性 と 安 定 性 の た め に 基

盤 を 補 強 し た 施 設 と 　 し て 知 ら れ て い る( 石 室 基 盤 補 強 工 法)｡ 石 室 基 盤 補

､i 卓

､ ≠t-=
｢威頂
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図11 五 ケ 庄 二 子 塚 古 墳 平 面 測 量 図 　 と 石 室 基 盤 補 強 工 法 実 測 図( 『 五 ケ 庄 二

子 塚 古 墳 』 1992 か ら 編 集 引 用)

強 施 設 の 位 置 と 墳 丘 復 元 図 か ら 墳 丘 と 石 室 の 平 面 位 置 を 推 定 す る 　 と､ 墳
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丘 の 中 央 が 玄 室 の 中 央 に 合 致 し て い る 　 と 考 え 　 ら れ る｡ 墳 丘 　 と 石 室 の 立 面

位 置 は､ 石 室 基 盤 補 強 施 設 の 位 置 か ら 推 測 す る 　 と､ 少 な 　 く 　 と 　 も 墳 丘 の2

段 　 目 　 テ ラ ス の 上 に 位 置 し て い た と 考 え 　 ら れ るD 　 円 筒 埴 輪( 普 通. 朝 顔 形)

や 形 象 埴 輪( 動 物 形･ 家 形･ 盾 形) な 　 ど が 墳 丘 や 周 濠 な 　 ど か ら 出 土 し て い る｡

今 城 塚 古 墳:6 世 紀 前 半(531 年 以 後) に 編 年 さ れ､ 被 葬 者 は 継 体 大 王 と

さ れ て い る｡ 三 島 平 野 の ほ ぼ 中 央 部 に 位 置 す る 淀 川 流 域 の 大 級 の 前 方

後 円 墳 で あ るo 　 古 墳 全 体( 周 濠 を 含 む) の 長 　 さ350m､ 幅342m､ 墳 丘 全 長

186m､ 復 円 部 直 径100m､ 高 　 さ11m､ 前 方 部 の 長 　 さ86 打 】､ 幅141.5m､ 高 　 さ

12m で あ る｡ 墳 丘 は 破 壊 が 激 し い た め､ 段 築 は は っ き 　 り 　 と 　 は わ か ら な い

が､ 復 円 部 は3 段 築 盛 と 想 定 さ れ る｡ 石 室 は 完 全 に 破 壊 さ れ た が､ 石 塞

に 使 わ れ た 石 材 と､ 石 棺 に 使 わ れ た 石 材 の 破 片 が 出 土 し た｡ 古 墳 の 構 造

は 墳 丘･ 造 出 部･ 内 濠･ 内 堤･ 埴 輪 儀 礼 場( 長 出)･ 外 濠･ 外 堤 に よ っ て 構 成 さ

れ て い る｡ 復 円 部 の2 段 目 　 テ ラ ス か ら は 五 ケ 庄 二 子 塚 古 墳 と 　 同 様､ 石 室

基 盤 補 強 工 法 の 痕 跡 が 確 認 さ れ る｡ 石 室 の 羨 道 と 推 定 さ れ る 位 置 か ら は､

図12 　 今 城 塚 古 墳 推 　 定 模 　 式 　 図 　 と 　 石 室 基 盤 補 強 工 法 写 真( 『 史 跡･ 今 城 塚 古

墳 』 - 第10 次 規 模 確 認 調 査 一 と 　 現 場 説 明 会 資 料2008 か 　 ら 編 集 引 用)

墳 丘 内 積 石 と 排 水 路 施 設 が 確 認 さ れ た｡ 発 掘 状 況 に 基 づ き 作 成 さ れ た 古

墳 推 定 模 式 図 に よ る 　 と､ 古 墳 の 立 面 位 置 は 復 円 部2 段 目 テ ラ ス の 上 に 位
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置 す る 石 室 基 盤 補 強 工 法 の 上 に 石 室 が 施 設 さ れ て お 　 り､ 平 面 位 置 は 墳 丘

の 中 央 が 玄 室 の 中 央 に 一 致 し て い る 　 と 考 え ら れ る｡ 一 方､ 長 出 の 上 に 埴

輪 儀 礼 場 が 全 面 に 展 開 　 し､ 様 々 　 な 形 態 の 形 象 埴 輪136 点(2004 年 基 準)

が 確 認 さ れ たo 　 儀 礼 場 は 東 西65m､ 南 北 約10m が 復 元 さ れ て い る｡

市尾墓山古墳:6世紀初頭の前方後円墳で､奈良県高取町の中央部から西側に､

曽 我 川 上 流 の 平 坦 地 に 位 置 す る｡ 墳 丘 全 長66m､ 復 円 部 直 径39m､ 高 さ10m､ 前 方

部 の 長 さ27m､ 幅49m､ 高 さ10m で あ る｡ 横 穴 式 石 室 は 右 片 袖 式 で あ り､ 石 室 の 全

長9.5m､ 玄 室 の 長 さ 約5.8m､ 幅 約2.6m､ 高 さ 約31m､ 羨 道 の 長 さ 約3.6m､ 幅 約1.8m

である｡前方部と後円部ともに2段築盛であり､墳丘の周囲を掘って周濠と外堤

を 構 築 し て い る｡ 墳 丘 に は 円 筒 埴 輪( 普 通･ 朝 顔 形) が 樹 立 さ れ､ 造 出 部 か ら は

若干の形象埴輪(蓋形,盾形などの器財類)が出土した｡その他にも鳥形木製品が

確認された｡石室の位置は復円部の中心から前方部に若干偏っているが､概ね復

円部の中央に石室の奥壁がある｡特異な点は､奥壁の右側にL字型の羨道上の通

図13 　 市 尾 墓 山 古 墳 平 面･ 立 面 測 量 図 と 石 室 基 盤 補 強 工 法 写 真 　( 『 市 尾 基 山

古 墳 』 1984 か 　 ら 編 集 引 用)
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路を設置し､石室の全ての構築が完了した後､奥壁を完成させたことである｡こ

れを見ると､後側の通路施設まで考慮すると､実際には奥壁が正確に位置すると

は言いがたい｡立面的な位置については､石室が1段目　テラスの上に設置されて

い る が､ 全 体 的 に は2 段 目 　 テ ラ ス に 石 室 が 構 築 さ れ て い る と い え る｡ ま た､ 今 城

塚古墳､五ケ庄二子塚古墳と同様に､石室基盤補強工法が石室の下に設置されて

いることが確認された｡

東 乗 鞍 古 墳: 奈 良 県 天 理 市 棚 之 内 町･ 乙 木 町 の 奈 良 盆 地 東 縁､ 東 か ら 西

に 延 び る 丘 陵 尾 根 上 に 築 造 さ れ た 前 方 後 円 墳 で あ 　 り､ 6 世 紀 前 半 に 編 年

さ れ る｡ 墳 丘 全 長83m､ 後 円 部 直 径44m､ 高 さ 約10m､ 前 方 部 の 長 さ39m､

幅68m で あ る'. 石 室 は 全 長14.6m､ 玄 室 約7.6m､ 幅2.4m､ 高 さ 約3.3m､ 羨

道7.6m､ 幅1.7m､ 高 さ1.5m の 右 片 袖 式 横 穴 式 石 室 で あ る｡ 前 方 部 と 復 円

部 い ず れ も2 段 築 盛 と 　 さ れ て い る が､ 3 段 築 盛 で あ る 可 能 性 も あ る｡ 前 方

部 の 西 側 に は 幅10m､ 深 さ2m の 周 濠 が 確 認 さ れ た｡ 墳 丘 と 石 室 の 平 面 位

置 を 見 る 　 と､ 玄 室 は 後 円 部 の 中 心 か ら 前 方 部 に 若 干 偏 っ て い る が､ 墳 丘

の 現 状 上､ 概 ね 後 円 部 の 中 心､ に 玄 室 の 奥 壁 が 位 置 し て い る｡ 石 室 の 立 面

上 の 位 置 が2 段 目 　 で あ る 場 合､ 2 段 墳 丘 の 中 央 に 位 置 し､ 3 段 築 盛 の 場 合

は2 段 目 　 テ ラ ス の 上 に 位 置 す る 　 こ 　 と 　 に な る が､ い ず れ の 場 合 も 石 室 は 墳

丘 の 上 段 に 構 築 さ れ て い る 　 と 判 断 さ れ る｡ 近 年､ 墳 丘 で 円 筒 埴 輪1 点 が

出 土 し て い る｡ 石 室 　 は 崩 れ て は い な い が､ 非 常 に 不 安 定 性 な 状 況 で あ

る｡ 石 室 崩 壊 の 恐 れ が あ る た め 石 室 周 辺 は 発 掘 で き な か っ た が､ 同 時 期

の 五 ケ 庄 二 子 塚 古 墳､ 今 城 塚 古 墳､ 市 尾 墓 山 古 墳 で 確 認 さ れ る よ 　 う 　 に､

墳 丘 の 高 い 位 置 に 築 造 さ れ た た め､ 石 室 基 盤 補 強 工 法 が 行 わ れ た 可 能 性

が 高 い と 想 定 さ れ る｡
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図14 　 東 乗 較 古 墳 平 面 測 量 図 　 と 石 室 入 口 　 写 真

( 『 天 理 の 古 墳100 』 2015 か ら 引 用 　 と 筆 者 撮 影)

3. 6 世 紀 中 葉 ～6 世 紀 後 半

物集女車塚古墳:京都府向　日市の向　日丘陵から伸びる尾根を利用　して

ほ ぼ 東 西 方 向 に 築 か れ て い る 前 方 後 円 墳 で あ 　 り､ 6 世 紀 中 葉 に 編 年 さ れ

る｡ 前 方 部､ 後 円 部 と 　 も に2 段 築 盛 で あ る｡ 墳 丘 全 長45m､ 後 円 部 直 径24

-32m､ 高 さ 約9m､ 前 方 部 の 長 さ18-23m､ 幅39m､ 高 さ 約8m で あ る｡ 石

室 は 全 長10.9m､ 玄 室 約5.07m､ 幅2.4-2.8m､ 高 さ 約2.9-3.05m､ 羨 道

( 右 片 袖 式) 長 さ5.83m､ 幅1.3-1.5m､ 高 さ1.7m で あ る. 墳 丘 と 石 室 の

平 面 位 置 を 見 る 　 と､ 復 円 部 の 中 心 に 玄 室 が あ る｡ 立 面 位 置 は1 段 目 テ ラ

ス 　 よ 　 り 　 約1m 低 い と 　 こ 　 ろ で 玄 室 の 床 面 が 確 認 さ れ､ 開 　 口 方 向 に い 　 く 　 ほ ど

徐 々 　 に 高 く 　 な 　 り､ 入 口 　 と1 段 目 テ ラ ス 面 に 繋 が る｡ 一 方､ 1 段 目 テ ラ ス で

地 山 層 が 確 認 さ れ､ 石 室 は そ れ よ 　 り 少 し 下 に 床 面 を 施 設 し た た め､ 実 際

に 古 墳 を 築 造 す る 際､ 墳 丘 の 周 　 り 　 を 掘 り 　 出 し て1 段 目 　 を 構 築 し た 後､ 2 段

目 　 は 盛 土 に よ っ て 完 成 さ せ て い る｡ こ れ は 古 墳 が な だ ら か な 丘 陵 上 に 立

地 し て い る た め､ 平 地 に 比 べ て 少 な い 労 働 力 で 墳 丘 の 造 成 が 容 易 で あ 　 り､
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図15 　 物 集 女 車 塚 古 墳 平 面･ 立 面 測 量 図

① ② 『 物 集 女 車 塚 古 墳 』 1988 よ 　 り 　 編 集 引 用 　 ③ ｢ 古 墳 の 墳 丘 に お け る 横 穴 式 石 室

の 位 置 に つ い て｣ 2009 か 　 ら 編 集 引 用

小限の労働力で 大限の効果を狙って墳丘を構築しよ　う　と　したもの　と

考 え 　 ら れ る｡ 結 果 的 に､ 墳 丘 の 周 辺 を 低 く 　 し て 古 墳 を 引 き 立 た せ る 　 と 　 と

も に､ 墳 丘 の 比 較 的 高 い 位 置 に 石 室 を 構 築 し た よ 　 う 　 な 視 覚 的 効 果 を 意 図

し て い る｡ ま た､ 石 室 は 地 山 層 に 造 営 さ れ て い る た め､ 石 室 の 床 面 は 安

定 性 が 確 保 さ れ､ 前 時 期 に み ら れ た 石 室 基 盤 補 強 工 法 は 確 認 さ れ な い0

埴 輪 に つ い て は､ 円 筒 埴 輪( 普 通･ 朝 顔) と 形 象 埴 輪( 盾･ 衣 蓋 な ど) が 出 土

し て お 　 り､ お も に 円 筒 埴 輪 は 墳 頂 部 と1 段 目 　 の く 　 び れ 部､ 形 象 埴 輪 は1 段

目 　 の 　 く 　 び れ 部 　 と 周 濠 か ら 見 つ か っ て い るo
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市 尾 宮 塚 古 墳: 奈 良 県 高

取 町 の 天 満 丘 陵 上 に 位 置

す る 　 前 方 後 　 円 墳 で あ 　 り､ 6

世紀前半～　中葉に編年　さ

れ　る｡前方部　と　後　円　部　と

も　に2段築盛　と　み　られ､測

量 調 査 の 結 果､ 外 堤 が 　 あ

っ 　 た 　 可 　 能 　 性 　 が 　 想 　 定 　 さ 　 れ

る｡ 墳 丘 全 長52m､ 後 円 部

㊨

図16 　 市 属 官 塚 古 墳 測 量 図( 『 市 尾 宮 塚 古 墳

発 掘 調 査 報 告 書 』 2018 か 　 ら 　 引 用)

直 径28m､ 高 　 さ6.5m､ 前 方

部 長 　 さ24m､ 幅28m､ 高 　 さ3.5m で あ るo 　 石 室 は 全 長11.6m､ 玄 室6.3m､ 幅

2.4m､ 高 さ3m､ 羨 道( 両 袖 式) 長 さ5.3m､ 幅1.4m､ 高 さ2m で あ る｡ 墳 丘

と 石 室 の 平 面 位 置 を 見 る 　 と､ 後 円 部 の 中 心 に 玄 室 が 位 置 す る｡ 立 面 位 置

は 石 室 床 面 が 墳 丘 の 基 底 面 と 概 ね 一 致 す る が､ 隣 接 す る 前 時 期 の 市 尾 墓

山 古 墳(MT15) の 石 室 床 面 が 概 ね 墳 丘 の1 段 目 テ ラ ス 上 に 施 設 さ れ て い る

の 　 と 　 比 べ る 　 と､ 6 世 紀 前 半 と 　 中 葉 の 間 に 石 室 の 位 置 は 墳 丘 の 盛 土 か ら 基

底 面 に 下 り 　 て き て､ 地 山 層 に 築 造 さ れ て い る 可 能 性 が 高 い｡ 一 方 で､ 全

面 的 な 発 掘 調 査 が 行 わ れ て い な い た め か､ 畿 内 地 域 で は､ 6 世 紀 中 葉 に

埴 輪 の 種 類･ 数 が 急 激 に 減 る 傾 向 が あ 　 り､ こ の 影 響 を 受 け て い る 可 能 性

も　ある｡
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平林古墳:奈　良　県

葛城市兵家の金剛山

か　ら　北東に派生　した

丘 陵 頂 上 の 先 端 部 に

築造　さ　れた前方後　円

墳 で あ 　 り､ 6 　 世 紀 後

半に編年　さ　れる　o　前

方部　と　復　円部　と　も　に

2 　 段 築 盛 で あ 　 る 　 が､

地 形 上､ 前 方 部 の-

図 　17 　 平 林 古 墳 平 面･ 立 面 測 量 図( 『 平 林 古 墳 』

1994､ ｢ 古 墳 の 墳 丘 に お け 　 る 横 穴 式 石 室 の 位 置 に つ い

て｣ 2009 　 か 　 ら 編 集 引 用)

部 で は 段 集 が 省 略 さ

れ て い る｡ 墳 丘 全 長 　62m､ 復 円 部 直 径 　33m､ 高 さ 約 　4.9m､ 前 方 部 の 長 さ

29m､ 幅 　42m､ 高 さ 約 　5.1m で あ るo 　 石 室 は 全 長 　20.1m､ 玄 室 　5.7m､ 幅

3.35m､ 高 さ 　3.72m､ 羨 道 の 長 さ 　8.8m､ 幅1.9m､ 高 さ 　2m で あ る｡

墳 丘 と 石 室 の 平 面 位 置 を 見 る 　 と､ 復 円 部 の 中 心 に 玄 室 が あ る｡ 立 面 位 置

は､ 発 掘 調 査 当 時､ 墳 丘 の 基 底 部 か ら 地 山 層 が 確 認 さ れ た か ど 　 う 　 か 分 か

ら な い が､ 前 方 部 と 復 円 部 の 墳 丘 基 底 面 を 直 線 で つ な い だ 場 合､ 石 室 床

面 は､ 墳 丘 の 基 底 面 よ 　 り や や 下 に 位 置 し て お 　 り､ 物 集 女 車 塚 古 墳 と 　 同 様

に 地 山 層 に 石 室 を 施 設 し た と 思 わ れ る｡ 埴 輪 は 確 認 さ れ て い な い｡

五 条 野 丸 山 古 墳: 奈 良 県 橿 原 市 の 見 瀬 町･ 五 条 野 町･ 大 軽 町 に か け て 築

造 さ れ た 前 方 後 円 墳 で あ 　 り､ 古 墳 時 代 後 期 に 築 造 さ れ た も の で 大 規 模

と な る(6 　 世 紀 後 半 に 編 年) ｡ 墳 丘 は 改 変 が 著 し く 　 正 確 に は わ か ら な い

が､ 前 方 部 は 　2 段 築 盛､ 復 円 部 は 　3 段 築 盛 と 想 定 さ れ る(Gowland 復 元

に よ る) ｡ 古 墳 の 全 長( 周 濠 を 含 む)420m､ 墳 丘 の 全 長 約 　318m､ 復 円 部

直 径 約155m､ 高 さ 約 　21m､ 前 方 部 長 さ 約163m､ 幅 約 　210m､ 高 さ 約15m
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で あ る｡ 石 室 は 全 長28.4m､ 玄 室 長8.3m､ 幅4.1m､ 高 さ 　4.5m､ 羨 道( 両

袖 式) 長 さ 　20.1m､ 幅 約 　2.5m､ 高 さ1.5m 　 で あ る｡ 墳 丘 と 石 室 の 平 面 位

置 を 見 る 　 と､ 後 円 部 の 中 心 か ら か な 　 り 　 外 れ て 玄 室 が あ る｡ 立 面 位 置 は､

Gowland 　 の 復 元 案 に 従 　 う 　 と1 段 目 　 テ ラ ス に 石 室 を 造 営 　 し た も の 　 と 見 る 　 こ

と 　 が で き､ 同 時 期 の 大 型 前 方 後 円 墳 に 分 類 さ れ る 　 ウ 　 ワ ナ リ 　 塚 古 墳(6 　 世

紀 中 葉 ～ 後 半) で も 石 室 が 　1 段 　 目 　 テ ラ ス に 造 営 さ れ て い る｡ こ れ は､ 墳

丘 の 盛 土 か ら 基 底 部 に 下 　 り 　 な が 　 ら､ そ れ ま で の 石 室 の 造 営 に 反 対 す る 現

象 と 　 も 取 れ る が､ 五 条 野 丸 山 古 墳 や ウ 　 ワ ナ リ 　 塚 古 墳 な ど は､ 6 　 世 紀 後 半

の 大 型 前 方 後 円 墳 で あ る た め､ 古 墳 の 地 位 を 誇 示 す る た め､ 前 時 期 の 物

集女車塚古墳のよ　う　に墳丘の周辺を掘　り　出　し､基底部を1段目　に構築す

る 　 こ 　 と 　 に よ っ て､ 視 覚 的 効 果 を 意 図 　 し た も の 　 と 解 釈 す る の が 妥 当 で あ る｡
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BEcmoN TMF70UOK A. a.

軸 　 朋 　BcAL ～ 雷F` 打 　¢ 榊

図18 　 五 条 野 丸 山 古 墳 平 面･ 立 面 測 量 図

① 『 書 陵 部 紀 要 』 第45 号1994､ ② ③ 『 季 刊 考 古 学 』 別 冊2 号1992 か ら 編 集 引

用

前 述 の よ う に､ 物 集 女 車 塚 古 墳 の1 段 目 は 他 山 層 か ら 成 っ て い る｡ 白 石

太 一 郎 の 指 摘 の 通 り､ 五 条 野 丸 山 古 墳 で も 周 濠 の 周 囲 を 取 り 囲 む 周 堤 は

旧 地 形 の 丘 陵 を そ の ま ま 利 用 し た こ と が 確 認 さ れ て い る が､ 周 堤 は 墳 丘
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の1 段 目 　 と 　 ほ ぼ 同 　 じ 高 さ に な っ て お 　 り､ 原 地 形 の 周 濠 を 掘 　 り 　 出 　 し て 自 然

に基底面が1段目　に位置する　よ　う　に造営したこ　と　は疑いの余地がないo

埴 輪 は 確 認 さ れ て い な いD

前 時 期 　 と 　 の 大 の 相 違 点 を 簡 単 に 整 理 す る 　 と､ 石 室 の 規 模 と 石 材 の

大 き 　 さ が 　 さ 　 ら に 大 型 化 す る｡ ま た､ 石 室 床 面 に 設 置 さ れ て い た 石 室 基 盤

補 強 工 法 が 確 認 さ れ て い な い と 　 同 時 に､ 石 室 の 位 置 が 墳 丘 床 面 に 下 が る

傾 向 が 確 認 さ れ て い る｡ 依 然 と 　 し て 墳 丘 の 基 底 面 よ 　 り 　 高 い 場 所 に 石 室 が

あ る 場 合 も あ る が､ そ の 場 合､ 墳 丘 の 周 辺 を 掘 　 り 　 出 　 し て 本 来 の 墳 丘 床 面

が1 段 目 テ ラ ス に あ る 　 よ 　 う 　 に 　 し た｡ 実 際､ 石 室 は 地 山 層 に 位 置 す る 　 こ 　 と

が､ 墳 丘 調 査 と 周 辺 地 形 の 調 査 で 確 認 さ れ て い る｡ 一 方､ 6 　 世 紀 中 頃 か

ら 古 墳 の 墳 丘 と 周 囲 で 埴 輪 の 種 類･ 数 量 が 急 激 に 減 少 　 し､ あ る 　 い は 全 く

出 土 し な い 古 墳 も 見 ら れ は じ め､ 6 　 世 紀 後 半 の 大 王 墓 と 推 定 さ れ る 五 条

野丸山古墳で　も埴輪

が検出　さ　れないD　こ

の 　 こ 　 と 　 か 　 ら､ こ 　 の 時

期　を起点　と　して畿内

地域においては埴輪

の 樹 立 が 終 了 す る と 　 壷

考 え ら れ る｡

図19 　 赤 坂 天 王 山 古 墳 平 面･ 立 面 測 量 図( 『 赤 坂 天

王 山 古 墳 群 の 研 究 』 2018 か 　 ら 編 集 引 用)
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4. 6 世 紀 末 ～7 世 紀 初 頭

赤 坂 天 王 山 古 墳: 須 恵 器 は 確 認 さ れ な か っ た が､ 6 世 紀 末 ～7 世 紀 初 頭

に 編 年 さ れ､ 被 葬 者 は 崇 峻 天 皇 と 推 定 さ れ る｡ 奈 良 県 桜 井 市 倉 橋 の 多 武

峰 の 北 西 の 尾 根 に 位 置 す る3 段 築 盛 の 大 型 方 墳 で あ る｡ 方 墳 の 各 辺 の 長

さ 　 は 北50.5m､ 南43.2m､ 東46.5m､ 西47m で 同 一 で は な い｡ 高 　 さ 　 は 約

ll.75-13.75m で あ る｡ 石 室 は 全 長15.3m 以 上､ 玄 室6.5m､ 幅3-3.2m､

高 さ4.2m 以 上､ 羨 道( 両 袖 式) 長 さ 約8.8m 以 上､ 幅 約1.8m､ 高 さ 約1.9m

で あ る｡ 墳 丘 と 石 室 の 平 面 位 置 を 見 る 　 と､ 墳 丘 の 中 心 に 玄 室 が あ る｡ 立

面 位 置 は 近 の 測 量 調 査 の 結 果､ 古 地 型 図 と 墳 丘 の 傾 斜 な ど か ら 考 え る

と､ 現 在 の 玄 室 の 床 面 と 墳 丘 の 基 底 面 が と 　 も に 海 抜154.00-154.75m の

間 に 位 置 し て い る｡ 古 墳 築 造 当 時 の 墳 丘 の 基 底 面 の 高 さ 　 は154.00m 程 度

と 判 断 さ れ る た め､ 石 室 と 床 面 の 高 度 が ほ ぼ 同 一 で あ る 　 こ 　 と が 確 認 さ れ

た｡ 埴 輪 は 確 認 さ れ て い な い｡

牧野古墳:奈良県北葛城郡の馬見丘陵の中央部の小稜線の先端部に築

造 さ れ た 大 型 円 墳 で あ 　 り､ 羨 道 部 か ら 出 土 さ れ た 須 恵 器 に よ 　 り 　6 世 紀 末

～7 世 紀 初 頭 に 編 年 さ れ る｡ 古 墳 の 直 径 は 約 　60m､ 高 さ 約13m､ 3 段 築 盛

( 高 さ:1 段 　3m､ 2 段 　4m､ 3 段 　6m) で あ る｡ 石 室 は 全 長17.1m 以 上､ 玄

室 　6.70-6.73m､ 幅 　3.2-3.3m､ 高 さ 約 　4.5m､ 羨 道( 両 袖 式) 長 さ 約

10.24-10.0m 　 以 上､ 幅 約1.77-1.8m､ 高 さ 約 　2-2.2m 　 で あ る｡ 墳 丘 と

石 室 の 平 面 位 置 を 見 る 　 と､ 墳 丘 の 中 心 に 玄 室 の 奥 壁 が あ る｡ 立 面 位 置 を

見 る 　 と､ 2 　 段 目 の 墳 丘 の 中 央 に( 標 高 　68-70m) 石 室 の 床 面 が あ る｡ 1 段

目 テ ラ ス よ 　 り 　 か な り 高 く 位 置 し て い る が､ 墳 丘 の ト 　 レ ン チ 調 査 結 果､ 墳

丘 の1 段 目 　 と 　2 段 目 　 で 地 山 が 確 認 さ れ た｡ こ の こ 　 と か ら､ 傾 斜 し た 地 形

を 利 用 　 し て 石 室 を 地 山 層 の 上 に 造 営 し､ そ の 時､ 石 室 の 開 口 部 が1 段 目

の 上 に 位 置 す る よ 　 う 　 に 墳 丘 の 形 を 意 図 的 に 調 整 し た こ 　 と が 分 か る｡ 埴 輪
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図20 　 牧 野 古 墳 平 面･ 立 面 測 量 図( 『 牧 野 古 墳 』 1987 か ら 編 集 引 用)

は､ 墳 丘 の 頂 上 部 で 破 片 が 確 認 さ れ て い る が､ 元 の 位 置 で な い こ 　 と､ 他

の調査区にはま　った　く　出土していないこ　と　な　どから､埴輪は樹立されて

お　らず､後代の墳丘補修な　どの改変によ　り　入　り　込んだもの　と報告者は把

握 　 し て い る｡

こ の 時 期 に は 前 方 後 円 墳 の 築 造 が 終 了 す る｡ 大 王 ま た は 王 族 の 古 墳 で

あ る に も か か わ ら ず､ 二 つ の 古 墳 が 前 方 後 円 墳 で は な く､ 方 墳 と 　 円 墳 と

し て 築 造 さ れ て い る 　 こ 　 と 　 か ら よ 　 く 　 分 か る｡ 一 方､ 墳 丘 の 規 模 は 小 さ 　 く 　 な

っ た が､ 石 室 の 規 模 は よ 　 り 　 大 き 　 く 　 な っ た こ 　 と 　 が 分 か る｡ 前 時 期 　 と 　 同 様､

石 室 の 築 造 位 置 は 原 地 形 の 基 底 面 に あ 　 り､ 墳 丘 の 高 い 位 置 に 置 く 　 た め､

墳 丘 周 辺 を 掘 り 　 出 し て い る こ 　 と が 確 認 さ れ て い る｡ こ の こ 　 と か ら､ 古 墳

の 造 営 に お い て 外 見 的 に 現 れ る 伝 統 的 な 要 素 と は ほ ぼ 決 別 し た が､ 石 塞
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を高い場所に位置させよ　う　とする在地的傾向が残存している　と考えられ

る｡

5. 7 世 紀 前 半 ～7 世 紀 中 葉

石舞台古墳:7　世糸己前半に編年され､被葬者は　626　年に死亡した蘇我馬子として知

られているo　奈良県明日香村の細川谷に入る曲部に位置し､一辺約　51Tn　の方形古墳で

周 濠( 幅5.9-8.4m) と 外 提( 幅7m) ま で を 測 定 す る と 　81-83m で あ る｡ 墳 丘 は1 段 目 し

か 残 っ て い な い が､ 2 段 以 上(3 段) と 推 定 さ れ るD 　 玄 室 長 さ 約 　7.7m､ 幅 約 　3.5m､ 高 さ

約4.7m､ 羨 道( 両 袖 式) 長 さ 約11Tn､ 幅 約2.5m で あ るo 　 墳 丘 と 石 室 の 平 面 位 置 を 見 る

と､墳丘の中心に玄室が位置する｡立面位置を見ると､石室の床面と墳丘の基底面で

ある周溝の床面の高さはわずかな差はあるものの､ほぼ同じ高さに位置している｡報

告書では本来傾斜地だったこの場所を古墳の造営のため平坦化し､黒赤色の砂利層を

地山層と判断したが､その上に玄室と羨道､墳丘を構築したと考えられる｡

図21 石 舞 台 古 墳 平 面･ 立 面 測 量 図

( 『 奈 良 　 県 　 虫 　 歯 名 　 勝 天 然 記 念 物 調 香 蒲 告 第14 隻J1 1960 か 　 ら 　 引 　 用)
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塚穴山古墳:石舞台古墳と同時期に築造され9)､石室の形態も似ている｡被葬者は物

部氏の首長だったといわれている｡奈良盆地の東麓には西山古墳が位置するが､塚穴

山古墳は西山古墳の北の外握を若干侵食した状態で築造された､直径約63.如､高さ

(残存)約8m以上の円墳である｡外捉まで含めた外径は112mに達する｡石舞台古墳と

同様に墳丘と石室の上段はすでに破壊されている.石室の全長17.12m､玄室の長さ約

7.04m､ 幅 約2.9-3.24m､ 高 さ( 残 存) 約3.6m､ 羨 道( 両 袖 式) の 長 さ 約9.4-10m､

幅 約2.14-2.24m､ 高 さ( 残 存) 約3m で あ る｡ 墳 丘 と 石 室 の 平 面 位 置 を 見 る と､ 2014

年の測量調査により､墳丘の中心に玄室が位置していることが明らかになった｡立面

位置を見ると､石室と外提の床面がほぼ同じレベルに位置している｡墳丘と外濠の間

図22 　 濠 穴 山 古 墳 平 面･ 立 面 測 量 図

( 『 天 理 大 学 考 古 学･ 民 俗 学 研 究 室 紀 要 』 19 号2015 か 　 ら 　 引 用)

9) 周 濠 内 と 堆 積 層 か らTK47-TK209 期 の 須 恵 器 が 出 土 し､ 石 舞 台 古 墳 よ

り 築 造 時 期 が 早 い 可 能 性 が あ る｡
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を掘って周濠を構築したため､原地形の地山層より多少低い位置に､墳丘の1段目が位

置する｡

峯　塚　古　墳:7　世　紀　中　葉

(TK217 段 階 後 半) で 編 年 さ れ

るo 　 奈 良 盆 地 の 東 麓 か ら 伸

び る 小 丘 陵 の 南 に 位 置 す る3

段 築 盛 の 大 型 円 墳 で あ る｡

石室は岩屋山式　と　いわれて

い　る　が､羨道の長　さ　がやや

短 い 　 こ 　 と 　 を 除 け ば､ 石 室 の

外 観 は 非 常 に 似 て い る｡ 墳

丘 の 直 径35.5 皿 】(2 段28.4m､ 3

段17.6m) ､ 　 高 　 さ 　 約 　5m で 　 あ

り､ 墳 丘 の 各 段 に は 全 体 的

に 敷 石 が あ 　 り､ 特 に3 段 　 目 　 の

図23 　 峯 塚 古 墳 平 面･ 立 面 測 量 図

( 『 紬 之 内 古 墳 群 の 研 究 』 2014 か 　 ら 編 集 引 用)

敷 石 は 切 石 を 用 い て い る｡ 円 墳 の 外 形 は 円 錐 形 に 似 て お り､ 白 石 太 一 郎

は 円 墳 の 後 の 形 態 と 評 価 す るo 　 石 室 の 全 長 約11.11m､ 玄 室 長 約4.46m､

幅 約2.58-2.6m､ 高 　 さ 約2.4m､ 羨 道( 両 袖 式) の 長 　 さ 約6.65m､ 幅 約

2.28m､ 高 さ1.7m で あ るo 　 墳 丘 と 石 室 の 平 面 位 置 を 見 る 　 と､ 墳 丘 の 中 央

に 玄 室 が あ 　 り､ 立 面 位 置 を 見 る 　 と､ 石 室 の 床 面 は 墳 丘 の1 段 目 テ ラ ス に

構 築 さ れ て い るo 　 古 墳 周 辺 の 地 形 図 を 調 べ る 　 と､ 台 地 を 整 地 し た 後 に 墳

丘 を 構 築 し て い る｡ 発 掘 調 査 は 行 わ れ て い な い が､ 測 量 調 査 に よ っ て､

石 室 構 築 面 と 周 辺 の 地 山 層 の 高 さ が ほ ぼ 同 　 じ レ ベ ル で あ る 　 こ 　 と 　 が 明 　 ら か

に な っ て お 　 り､ 石 室 は 地 山 層 の 上 に 造 営 さ れ た 　 と 判 断 で き 　 るD
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西宮古墳:奈良県平群谷の竜田川西岸の廿日山丘陵の南斜面に位置する3段築盛の大

型方墳であり､ TK217段階の須恵器が出土していることから､ 7世紀中葉後半に編年さ

れ て い る｡ 墳 丘 の 一 辺 は35.6m､ 高 さ 約7.2m 以 上( 推 定 復 元 約8m) ､ 墳 丘 は 全 体 的 に 貼

石 に 覆 わ れ て い る｡ 石 室 の 全 長 約14m､ 玄 室 の 長 さ 約3.6-3.7m､ 幅 約1.8-1.95m､ 高

さ 約2-2.1m､ 羨 道( 両 袖 式) の 長 さ 約10.1m､ 幅 約1.7-1.8m で あ るD 　 こ の 古 墳 の

大の特徴は墳丘の短縮斜面(2段目と3段目)と横穴式石室を計画的に配置し､段薬に

合わせて墳丘の貼石と石室の開口部石材の露出部分が一致するように処理されている｡

具体的には石室床面は1段目テラス面､羨道天井石は3段目の斜面と一致している｡こ

れは墳丘と石室の築造が 初から完壁に設計されており､精美化までも計画されてい

たことを意味するD　墳丘と石室の平面位置を見ると､墳丘の中央に玄室があり､立面

図24 　 西 宮 古 墳 平 面･ 立 面 測 量 図

( 『 奈 良 県 生 駒 郡 平 群 町 西 宮 古 墳 発 掘 調 査 概 報 』 1995 か ら 編 集 引 用)
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位置を見ると､石室床面は墳丘の1段目　テラス上に構築されている｡峯塚古墳と同様､

古墳周辺の地形図から石室と周辺の地形の高さを比較した結果､石室は地山層または

それに近いレベルで造営された可能性が高いと推定される｡

菖蒲池古墳:奈良県橿原市の南東部､明日香村との境界付近に位置しているo　被秦

者は当時の王族または蘇我氏の墓と推定されるo　下段は一辺約30m､高さ約3.2m､上段

は一辺約18m､高さ4.3mの2段築盛の大型方墳であるo　復元推定石室の全長約20m､玄室

の 長 さ 約7.2m､ 幅 約2.5m､ 高 さ 約3.5m､ 羨 道( 両 袖 式) の ほ と ん ど が 埋 没 し て い る の

で不明であるが､長さは約12.81Ⅵと推定される｡墳丘の下段は版薬が認められており､

墳丘の上段の一部では敷石､墳頂部には石尊が使用された可能性があるo　墳丘下段の版

築から飛鳥Ⅰ～Ⅱ以降に編年される須恵器が出土していることから､ 7世紀中葉後半

に造営されたと考えられるo　墳丘と石室の平面位置を見ると､墳丘の中央に玄室があ

り､立面位置を見ると､標高約118mから墳丘の基底部と石室の床面が一致しているこ
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図25 　 菖 蒲 池 古 墳 平 面･ 立 面 測 量 図( 『 菖 蒲 池 古 墳 』 2015 か ら 編 集 引 用)
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とが確認できる｡

以上､ 7世紀前半の石舞台古墳と塚穴山古墳､ 7世紀中葉の峯塚古墳､西宮古墳を

対象に検討を行った｡ 7世紀前半における 大の特徴としては､石室の規模と石材の

大きさが 大化する点があげられる｡しかし､墳丘の大きさは前時期とそれほど変わ

らず､古墳の造営において墳丘中心(外形)から石室中心(内部) -と完全に転換し

たことが確認できた｡そして､ 7世紀中葉になると､今まで大型化し続けていた墳丘

と 石 室 が 逆 に 縮 小 し は じ め る｡ 墳 丘 は30-35m ほ ど で あ り､ 7 世 紀 前 半 に 比 べ て20-

25mほど小さくなり､石室も長さ･幅･高さが減る反面､石材は切石のように加工度が大

幅に高まる｡墳丘と石室の平面位置はすべて墳丘の中央に玄室が位置し､立面位置は

石室の位置が墳丘の基底部から再び1段目　テラスに構築される傾向が観察される｡し

かし､周辺地形まで考慮して調べると､石室の底面は､原地形の基底部である地山層

とほぼ同じ高さに位置しているので､ 6世紀中葉から地山層に石室を築造する現象は､

ずっと続いているといえる｡そして7世紀中葉の古墳は墳丘と石室の細部構造から構

造的安定性を超え､精美化まで確認されているため､古墳を築造する際､ 初から完

壁に計画されていたことが分かる｡

6世紀初頭から7世紀中葉にかけて､墳丘と石室の平面･立面との位置関係､墳丘

( 規 模･ 墳 形) と 石 室( 規 模 と 石 材) ､ 周 辺 施 設( 埴 輪) の 変 化 に つ い て 概 観 し た｡ ま

ず､墳丘と石室の平面はおおむね墳丘の中心に玄室が位置する比率が高いことが確認

された｡本稿で玄室の奥壁が中央に位置することが確認された古墳として､東乗鞍古

墳と牧野古墳がある｡しかし､全体的に奥壁が墳丘中央に位置する古墳の事例は畿内

地域で少なく､また墳丘の中央が玄室の中央または奥壁に位置する時の有意義な違い

は確認できなかった｡韓国では新羅と伽耶の竪穴式石櫛において墳丘と石櫛の平面位

置の関係に着目した研究があるが､それぞれの古墳の築造事情により平面位置が一致

していないため､有意義な結果は見つかっていない｡

一方､立面位置は有意義な結果となった｡ 6世紀前半までは墳丘の上段に石室を築
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造したことが確認されが､ 6世紀中葉からは石室が墳丘の基底面または1段目　テラス

に位置する二つの形態が併存している｡ 1段目　テラスに石室が位置する場合､墳丘の

周辺を掘って墳丘の1段目を造営したため､事実上､すべて石室は原地形の基底面(地

山層)に位置していることになる｡二つの形態は7世紀中葉まで続く｡ただし､前時

期と異なる点は墳丘の斜面の角度まで考慮し､石材を加工して石室を造営したため､

初から精美化まで考慮し､完全な計画の下で古墳を造営したことが確認できる｡次

は墳丘(規模と墳形)と石室(規模と石材)について見ていく｡ 6世紀初頭以降から7

世紀中葉まで､墳丘の規模は引き続き小さくなり､墳形は6世紀後半を 後に前方後

円墳が終了し､方墳と円墳が主要墳形に再編される｡石室の規模と石材は6世紀初頭

～前半にかけて次第に大型化し､ 7世紀前半でピークに達した後､ 7世紀半ばでは再

び縮小する｡石材は6世紀末を起点として加工が行われるようになるが､ 7世紀中葉

になると､切石加工のように加工度が高くなる｡周辺施設の変化については､ 6世紀

前半までの古墳では多種多様な埴輪が大量に確認される｡しかし､ 6世紀中頃からは

種類･数が減り､ 6世紀後半の古墳では大王墓と推定される五条野丸山古墳ですら確認

されていない｡上記を簡単にまとめると表7のようになる｡

表7 　 時 期 別 墳 丘 と 石 室 の 位 置 関 係 お よ び 変 化 様 相( 埴 輪 含 む) ( 筆 者 作 成)

(*青はだんだん小さくなる､下がる､無くなる傾向を意味し､赤は反対の傾向を意味する)

墳 丘 と 石 室 の 立 面 ( 墳 丘 基 底 部 基 準) 兒ﾘｷR 劔 石 室 劔 剌 菶ﾖ Ā

規 模 劔Zﾘﾆ 亢ｹlﾒ 剞ﾎ 材 ĀĀĀ

6C 初 頭 ～ 前 半 俘(*(  前 方 後 円 墳 型 形 と 墳  白 f  ĀĀĀĀĀĀĀĀ

6C 中 葉 舒ｩYH,h-ｩ:hﾘ(+2 劔 剪ĀĀĀĀĀĀ

6C後半 剪劔 剪ĀĀ

6C末～7C初頭 剪劔 剪ĀĀ

7C前半 

7C中葉 
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第 　3 節: 各 観 点 か ら 見 た 横 穴 式 石 室 と 墳 丘 の 相 関 関 係

1. 死 生 観 的 観 点

前方後円墳と　竪穴式墓制は弥生時代後期の大型墳丘墓に起源を探る　こ

と が で き 　 る｡ 墳 形 と 儀 礼 の 細 部 的 な 差 は あ る が､ 岡 山 県 倉 敷 市 楯 築 墳 丘

塞( 双 方 中 円 形､ 80m)､ 島 根 県 出 雲 市 西 谷 　3 　 号 墓( 四 隅 突 出 形､ 40 ×30m)､

京 都 府 京 丹 後 市 赤 坂 今 井 墳 丘 墓( 方 形､ 39 ×36m)､ 福 井 県 福 井 市 小 羽 山

30 号 墳( 四 隅 突 出 形､ 26 ×22m) 等､ 諸 地 域 で 確 認 さ れ て い る｡ 上 述 　 し た

墳丘墓は､墳形と墳頂部での儀礼の内容が発掘調査によ　り　ある程度全貌

が明　らかになったが､特に楯築墳丘墓の事例から比較的詳細がよ　く　確認

さ れ て い るo 　 埋 葬 の 主 体 部 は 墳 頂 部 に 位 置 　 し､ そ の 周 囲 に は4 つ の 柱 穴

が 見 つ か っ た が､ 首 長 の 葬 儀 の 際 に 建 て 　 ら れ た 臨 時 の 建 物 の 痕 跡 と 推 定

さ れ るo 　 そ の 他､ 楯 築 墳 丘 墓 で も 墳 頂 部 の 埋 葬 主 体 部 の 周 囲 に5 つ の 巨

石 を は じ め 　 と 　 し､ 多 数 の 童 形 土 器･ 特 殊 器 台･ 特 殊 壷 の 破 片 が 確 認 さ れ る

な 　 ど､ 墳 頂 部 に お け る 実 際 の 共 飲 儀 礼 の 行 為 が 確 認 さ れ た｡

図26 　 西 谷 　3 　 号 墓 及 び 第4 主 体 と 　 土 器 出 土 状 態

( 『 西 谷 墳 墓 群 』 2006 ､ 『 西 谷3 号 墳 発 振 調 査 報 告 書 』 2015 か ら 引 用)
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1 楯 築 墳 丘 墓 復 元 図( 『 吉 備 　 と 邪 馬 台 国 』 2013 か ら 　 引 用)

2 楯 築 墳 丘 墓 の 　 中 心 主 任 の 発 掘 遺 構 図 　( 『 楯 築 弥 生 墳 丘 墓 の 研 究 』 1992 か 　 ら 　 引

用) 3･4 楯 築 墳 丘 墓 出 土 の 特 殊 器 台･ 特 殊 壷( 『 構 築 弥 生 墳 丘 墓 の 研 究 』 1992 か
ら　引　用)

3･4 楯 築 墳 丘 墓 出 土 の 特 殊 器 台･ 特 殊 壷( 『 楯 築 弥 生 墳 丘 墓 の 研 究 』 1992 か 　 ら 　 引

用)

図27 　 楯 築 墳 丘 墓 の 復 元 図･ 主 体 部･ 特 殊 器 台･ 特 殊 壷

ま た､ 内 容 と 形 態 で は 細 部 的 な 地 域 差 が あ る が､ 上 記 の 墳 丘 墓 の 墳 頂

部 で は 共 飲 儀 礼 の 痕 跡 が 発 見 さ れ て お 　 り､ 当 時 の 共 通 し た 現 象 と い え るo

古 墳 時 代 に な る 　 と､ 前 時 期 の 儀 礼 に 変 化 が 起 き る｡ 多 数 の 構 成 員 が

参 加 し た 共 飲 儀 礼 は 実 際 に は 行 わ れ ず､ 特 殊 器 台･ 特 殊 壷 は 円 筒 埴 輪( 戟

顔 形) に 変 化 し て 図 式 化 す る な ど､ 墳 頂 部 に お け る 儀 礼 の 様 相 に 変 化 が

見 ら れ る｡ 埋 葬 主 体 部 は そ の ま ま 墳 頂 部 に 位 置 す る が､ そ の 周 辺 に は

形 象 埴 輪( 器 財･ 家 形･ 動 物) が 新 た に 出 現 す る｡ 形 象 埴 輪 は､ 主 に 前 代 の
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霊 魂 を 安 全 に 守 る 楯 形 埴 輪､ 運 搬( 船 形) す る 役 割 を 果 た す 器 財 埴 輪､ 儀

礼 の 間 に 霊 魂 が 宿 る 家 形 埴 輪､ そ し て 霊 魂 を 案 内 や 運 搬 す る 動 物 埴 輪

( 鳥 形: 鶏･ 水 鳥･ 鵜) 等 で 構 成 さ れ て い る｡ こ の ほ か､ 様 々 　 な 古 墳 に お け

る 多 様 な 形 象 埴 輪 の 組 合 せ か ら 当 時､ 複 数 の 儀 礼 内 容 の 存 在 が 想 定 さ れ

る｡ そ の 中 で も ヤ マ ト 　 タ ケ ル の 白 鳥 伝 説 が も 有 名 で あ る｡ こ れ を 簡 単

に ま 　 と 　 め る 　 と､ ヤ マ ト 　 タ ケ ル は 父 で あ る 天 皇 の 命 令 で 国 外 の 諸 地 域 に 征

伐 し 続 け た が､ 後 は 故 郷 を 懐 か し ん で 倒 れ､ ヤ マ ト 　 タ 　 ケ ル の 霊 魂 は 白

鳥 に な っ て 故 郷 に 飛 ん だ｡ そ 　 し て 白 鳥 が 飛 び 上 が っ て 留 ま っ た 所 に 古 墳

を 造 り､ 白 鳥 の 陵 と 名 付 け た と 　 い 　 う 　 内 容 で あ る( 『 古 事 記 』 中 巻､ 『 日

本 書 紀 』 　 巻 七 　 景 行 天 皇･ 成 務 天 皇)0

白 鳥 伝 説 を 通 　 じ て わ か る 　 こ 　 と 　 は､ 当 時 の 観 念 で は､ 人 が 亡 く 　 な る 　 と､

霊 魂 は 古 墳 の 中 に 留 ま 　 ら ず､ 生 き て い る 人 た ち は 知 ら な い 場 所 に 旅 立 っ

と 考 え ら れ て い た｡ そ 　 し て 残 さ れ た 人 々 が 亡 者 の た め の 儀 礼 を 行 う 　 時､

ど こ か に 旅 立 っ た 霊 魂 は､ 鳥 の 案 内 に よ っ て 儀 礼 場 所 に 戻 る 　 と 信 じ 　 ら れ

て い た｡ そ こ で､ 儀 礼 場 所 で あ る 墳 頂 部 で は､ 亡 者 が 還 っ た 際､ 休 め る

空 間 で あ る 家 形 埴 輪 と 霊 魂 の 案 内･ 運 搬 の 媒 介 で あ る 鳥 形 埴 輪 を 樹 立 し

て お 　 り､ こ れ は 埴 輪 を 通 じ て 儀 礼 の 過 程 を 再 現 し た 　 と 　 い え る｡

整 理 す る 　 と､ 弥 生 時 代 後 期 か ら 古 墳 時 代 中 期 ま で の 時 期 や 地 域 ご と 　 に

埋 葬 主 体 部 の 形 態 と 儀 礼 は 性 格 や 内 容 に 変 化 が あ っ た が､ 墳 頂 部 で の 哩

葬 と 儀 礼 は 続 い た｡ 一 方､ 古 墳 時 代 後 期 に お い て は､ 墳 頂 部 の 共 飲 儀 礼

は 実 際 に は 行 わ れ な か っ た が､ そ の 伝 統 は 円 筒 埴 輪 に よ っ て 形 象 化 さ れ

た 状 態 に な っ て い た と 考 え ら れ る｡ ま た､ 様 々 な 儀 礼 の 内 容 を 見 る 　 と､

中 国 の 葬 送 儀 礼 な ど､ 当 時 の 東 ア ジ ア 情 勢 に 基 づ く 儀 礼 の 内 容 も 含 ま れ

て い る が､ 日 本 独 自 　 の 古 墳 体 制 の 展 開 が 認 め ら れ る だ け に､ ま だ 外 部 世

界世界からそれほ　ど大き　な影響を受ける　こ　と　な　く､徐々　に変化･発展　し

て い っ た 　 と 考 え 　 ら れ る｡
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1室宮　山古墳図
- 帰 　 る 』 2009

回 　( 『 同 　 寺 蔵
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人　ハ　ニ　ワ　_　群居

7k 　 鳥 埴 輪 　 偉i 告

1 号 墳 図 面･ 造 　 り
武 人- ニ 　 ワ､ 群

図28 　 古 墳 時 代 中 期 ま で 確 認 さ れ る 様 々 　 な 形 態 と 　 内 容 の 儀 礼 行 為
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一 方､ 5 世 紀 中 葉 か ら 畿 内 地 域 で 横 穴 式 石 室 が 出 現 し､ 6 世 紀 を 前 後 　 し

て 首 長 層 の 前 方 後 円 墳 に も 横 穴 式 石 室 が 導 入 さ れ る｡ 第2 章 で 述 べ た よ

う 　 に､ 中 国 の 前 漢 代 に 横 穴 式 墓 制 が 出 現 し､ 横 穴 式 石 室 は 楽 浪 郡 と 　 百 済

を 経 て 単 室 の 構 造 を 持 つ 石 室 と 　 し て 整 備 さ れ､ そ れ が 畿 内 地 域 に 入 る｡

日 本 の 前 方 後 円 墳 と 埋 葬 主 体 部( 竪 穴 式 石 室) の 形 態､ そ 　 し て 埋 葬 主

体 部 が あ っ た 墳 頂 部 で 行 わ れ た 儀 礼 は お 互 い に 影 響 し 合 い､ 時 代 に ふ さ

わ 　 し い 形 態 に 変 化 し て き た｡ そ れ と 　 同 様 に 百 済 で も 横 穴 式 石 室 や 墳 丘､

周 辺 で 行 わ れ て い た 儀 礼 は そ の 時 代 に ふ さ わ し い 形 態 で あ っ た で あ ろ 　 う｡

と　こ　ろが､それがそのまま古墳時代の畿内地域と　い　う　百済と　は全く　異な

る 環 境 に 取 　g 入 れ ら れ た の で あ る｡

竪穴系と横穴系は､と　もに死者を埋葬する　と　い　う　基本観念は同　じであ

る が､ 横 穴 系 は 追 葬 を 前 提 に 造 営 さ れ た 墓 制 で あ る｡ 墳 頂 部 に お い て 死

者 を 垂 直 に 安 置 し た 竪 穴 系 と は 異 な 　 り､ 横 穴 系 は 地 下 に 石 室 を 造 営 し､

入 口 　 と 羨 道 を 通 じ て 複 数 の 死 者 を 埋 葬 す る 構 造 で あ る た め､ 両 者 の 埋 葬

原理と造営原理は大き　く　異なる｡

そ の た め 死 生 観 に 関 す る 説 話 も 前 時 期 　 と 異 な る が､ 横 穴 式 石 室 に ま

つ わ る 代 表 的 な 話 と 　 し て 黄 泉 国 訪 問 が あ る10) ｡ イ ザ ナ ギ と イ ザ ナ ミ 　 は

兄 妹 で あ 　 り 　 な が ら 夫 婦 神 と 　 し て 様 々 な 神 々 　 を 生 み 出 　 し た｡ し か し 火 の 神

を生んでいる途中､イザナミ　が死亡　して黄泉国-行く　こ　と　にな　り　二神は

別 れ る｡ 黄 泉 国 に い る イ ザ ナ ミ 　 を 連 れ て く 　 る た め に､ イ ザ ナ ギ は 地 下 に

降 り 　 て イ ザ ナ ミ 　 に 会 っ た が､ 地 上 に 着 く 　 ま で 振 り 　 向 か な い と い う 約 束 を

破 っ て 地 上 に 帰 る 途 中 イ ザ ナ ミ 　 を 見 上 げ る｡ そ し て､ す で に 腐 敗 し た 彼

10) 土 生 田 純 之 に よ る 　 と､ 黄 泉 訪 問 以 外 の 物 語 と 　 し て､ 喪 屋 説･ 山 中 他

界 説･ 海 上 他 界 説( 一 部 地 域) が 認 め ら れ て お 　 り､ 当 時 は お 互 い に 矛 盾 す

る 様 々 な 黄 泉 国 観 が 存 在 す る 理 由 は､ 現 在 も 同 様 と 　 し て 残 さ れ た 人 々 が

各 自 で 考 え る 表 現 方 式( 仏 教･ 神 道･ キ リ 　 ス ト 教) で､ 死 者 を 記 念 す る の

で､ 色 ん な 他 界 観 が 共 存 し て い る の が 当 然 だ と 見 た｡
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女を見て怖く　なったイザナギは逃げる　こ　と　にな　り､それを恨んだイザナ

ミ 　 は､ イ ザ ナ ギ を 殺 そ 　 う 　 と 　 し て 追 い か け た が､ 結 局 地 上 と 　 あ の 世 の 境 界

を､ イ ザ ナ ギ が 大 き な 石 で 塞 い で し ま い､ 二 神 は 完 全 に 別 れ る 　 こ 　 と 　 に な

る11) ( 『 古 事 記 』 上 巻､ 『 日 本 書 紀 』 　 巻- 　 神 代( 上) ) 0

上 記 の 物 語 は 土 生 田 純 之 を は じ め と す る 学 者 た ち に よ っ て､ と 　 ざ し 戸

は 玄 室､ 黄 泉 比 良 坂 は 羨 道､ 千 引 の 石 は 閉 塞 石 で あ 　 り､ 石 室 内 に 副 葬 さ

れ た 土 器 の 中 か ら 発 見 さ れ る 果 物 の 種､ 魚 の 骨 な 　 ど か ら 死 者 に 対 す る 供

献 行 為 は 黄 泉 戸 喫 に 対 応 さ れ る な ど､ 物 語 で の 黄 泉 国 の 全 般 的 な 構 造 が

横 穴 式 石 室 の 構 造 と 副 葬 の 様 相 を 呈 し て い る こ 　 と が 既 に 指 摘 さ れ て い る｡

い わ ゆ る 黄 泉 国 は 横 穴 式 石 室 そ の も の を 意 味 す る｡

前時期における代表的な儀礼に係わる説話である　白鳥伝説と黄泉国訪

問 の 大 の 違 い は､ 人 が 死 亡 す る 　 と､ 霊 魂 は 残 さ れ た 人 々 は 知 る 由 　 も な

い 場 所- 旅 立 っ｡ そ の 後､ 鳥 や 船 な 　 ど に よ っ て 引 き 渡 さ れ､ 古 墳 に 戻 　 り､

儀 礼 が 行 わ れ る 間､ 墳 頂 部 に 居 座 る 　 と 考 え ら れ て い た が､ こ れ は ま だ 明

ら か に 死 者 の 世 界 観 が 確 立 し て い な い こ 　 と を 示 し て い る｡ こ れ に 対 し て､

古墳時代後期には人は死ねば地下世界の黄泉国に行く　と信じられていた｡

ま た､ 死 者 は 一 度 黄 泉 国 に 渡 る 　 と､ 永 遠 に 滞 在 す る 　 と 認 識 し て い た た め､

死 者 が 黄 泉 国 で く つ ろ げ る よ 　 う 　 に､ 横 穴 式 石 室 を 家 の よ 　 う 　 な 形､ ま た は

黄 泉 国 を 想 像 し な が ら 造 営 し た｡ 一 方､ 横 穴 式 石 室 は 中 国 で 出 現 し た 塞

制 で あ る た め 黄 泉 国 の 死 生 観 も 中 国 か ら の 影 響 を 受 け て お り､ こ れ は 当

時の中国を中心と　した東アジアの世界観に本格的に　日本が組み込まれた

証 拠 と 　 し て 挙 げ ら れ る｡

ll) イ ザ ナ ギ の 黄 泉 国 訪 問 の 物 語 は ヤ マ ト 　 タ

時 代 と 『 記 紀 』 に 記 さ れ て い る が, 実 際 は 後

れ た 物 語 で あ る 　 こ 　 と 　 が わ か る｡ し か し 詳 　 し い

のでこ　こでは取　り　上げない｡
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再 び 本 論 に 戻 る 　 と､ 竪 穴 式 石 室 と 横 穴 式 石 室 は 時 空 間 　 と 　 変 化･ 発 展 　 し

て き た 期 間 な 　 ど が 全 く 　 異 な る た め､ 横 穴 式 石 室 は 従 来 の 墓 制 で あ っ た 前

方後円墳や竪穴式石室な　どと､すべての部分において異なる　と　考え　られ

る｡ 当 時 の 支 配 層 の 要 求 に よ 　 り､ 前 方 後 円 墳 に 横 穴 式 石 室 が 造 営 さ れ た

が､ 横 穴 式 石 室 を め 　 ぐ る 様 々 　 な 背 景 が 存 在 す る た め､ 横 穴 式 石 室 の 外 形

のみ物理的に導入する　こ　と　はできず､当然それに関連する埋葬原理と造

営 原 理 も 同 時 に 導 入 さ れ る 　 こ 　 と 　 に な る｡ し た が っ て､ 横 穴 式 石 塞- の 交

替 は､ 以 前 の 死 生 観 と 新 し い 死 生 観 が 出 会 っ た 後､ 影 響 を 与 え 合 い､ 吹

第 に 新 し い 死 生 観 に 取 っ て か わ っ て い く 　 こ 　 と 　 を 意 味 す る｡ 以 下 で は､ 前

方 後 円 墳 に 畿 内 型 石 室 の 導 入 が 確 認 さ れ た6 世 紀 初 頭 か ら 横 穴 式 石 室 の

造 営 が 終 了 す る7 世 紀 中 葉 ま で の 古 墳 を 対 象 に 　 し て､ 死 生 観 の 変 遷 過 程

と 　 関 係 が あ る 　 と 考 え 　 ら れ る 部 分 に つ い て 検 討 す る｡ 一 方､ 7 世 紀 後 半 の

墓 制 は 横 口 式 石 櫛 が 主 流 で あ る た め､ 本 章 で は 検 討 し な い が､ 論 旨 の 展

開 と 関 連 す る 部 分 に つ い て は 触 れ る 　 こ 　 と 　 に す る12) 0

6 世 紀 初 頭 ～ 前 半: 大 王 を は じ め と す る 首 長 層 の 前 方 後 円 墳 の 埋 葬 主 体

部 が 竪 穴 式 石 室 か ら 横 穴 式 石 室 に 交 替 す る｡ 埋 葬 主 体 部 は､ 墳 丘 の 上 塞

に 位 置 す る が､ 黄 泉 国 訪 問 の 説 話 か ら も 分 か る よ 　 う 　 に､ も 　 と 　 も 　 と 黄 泉 国

は 地 下 に 存 在 し､ 横 穴 式 石 室 は 黄 泉 国 を 表 現 し た も の で あ る た め､ 横 穴

式 石 室 は 地 上 式 で な く 　 地 下 式 に 造 営 さ れ る べ き で あ る｡ そ れ に も か か わ

ら ず､ 地 上 式､ そ れ も 墳 丘 の 上 段 に 造 営 さ れ た と い 　 う 　 こ 　 と 　 は､ 横 穴 式 石

室 の 造 営 観 念 お よ び 死 生 観 を 正 し く 　 理 解 し て い な か っ た 可 能 性､ ま た は

既存の　死生観に固執し､黄泉国の死生観を受け入れる　こ　と　ができ　なか

っ た 可 能 性 が あ る｡

12) 7 世 紀 後 半 の 古 墳 に 関 す る 説 明 は 第6 章 で 述 べ た｡

102



表8　埴輪様式の変遷と設置場所

( 『 も 　 っ 　 と 　 知 　 り 　 た い は に わ の 世 界 』 2009 か ら 編 集 引 用)

第1 様 式 劔 第2 様 式 劔 第3 様 式 剔 的vﾂ 式 ĀĀ

3世紀 劔 劔   ĀĀ

4世紀   劔  

++. ､施=I"(  ĀĀ

5世紀       

6世紀     

特 偃ﾙ} 円 筒~ 埴 輪､ 朝 顔 劔 円 筒 埴 輪､ 家 形 劔 円 筒 埴 輪､ 家 形 刮~ 凩jB:Zｲ 器 財 物 埴 & ĀĀĀĀĀ

徴 剏` 埴 輪 劔 埴 輪､ 器 財 埴 劔 埴 輪､ 器 財 埴 剌 菶ﾖ､ 

輪､ 鶏 形 埴 輪 劔 飴､ 水 鳥 形 埴 輪､ 園 形 埴 輪 剽ﾖ､ 人 

設 置 兒ﾘｷX2 劔ZﾘｷX:IZﾙ+ 浦B 劔ZﾘｷX:IZﾘｨ 廝 兒ﾘｷX2 堤 兒ﾕﾙ¥RĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

場 所  劔 劔 兀 J I ( . 因 R 兀 J H ､ Ā Ā Ā Ā

内容 倩-h,ﾈｹ2劔hI)YH,ﾉﾋR劍､X,h/,"俘ｹ*｢生前 別 事群 財物 俎2,扱b,i]ｲﾅ,ﾂĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

場の神聖化 劔死後の居館表現 劔なぐ彼岸の居館 表現 凾ﾂた特 礼.催 有した 誇示 
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表9 　 機 種 別 埴 輪 年 表( F も っ 　 と 知 　 り 　 た い は に わ の 世 界 』 2009 か ら 修 正 引 用)

3 世 紀  世 紀  世 紀  世 紀   Ā Ā

円筒埴輪   

(特殊器合)    

家形埴輪    

器財埴輪 (磨.蓋.欽)     ĀĀĀĀ

器 財 埴 輪  ( 大 刀 . 弓 . 帽 子 )     白  Ā Ā Ā Ā

器財埴輪(甲宵)     ĀĀĀ

し     

船   辻 ﾒ ﾒ ﾒ ﾒ   Ā Ā Ā Ā

鶏     

水鳥    

多様な人物埴韓     

多 様 な 動 物 埴 輪  ( 局 )      
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古 墳 に お け る 前 時 期 の 死 生 観 が よ 　 く 表 れ て い る 部 分 は､ 埴 輪 の 構 成 と

樹 立 位 置 で あ る｡ 墳 丘 や 墳 丘 の 周 囲 に､ 様 々 な 形 態 と 内 容 か ら 構 成 さ れ

る 埴 輪 が 樹 立 さ れ て い る が､ 弥 生 時 代 か ら の 影 響 が 残 る 円 筒 埴 輪､ 古 墳

時 代 前 期 か ら 確 認 さ れ る 家 形 埴 輪 と 鳥 形 埴 輪( 鳥 形 木 製 品)､ 各 種 の 人 物

埴 輪 と 動 物 埴 輪､ 本 稿 で は 取 り 　 上 げ な か っ た が､ 導 水 祭 紀 施 設 関 連 の 埴

輪 な ど､ 様 々 な 物 語 の 構 造 を 持 つ 前 時 期 の 死 生 観 と 横 穴 式 石 室 の 黄 泉 国

思想が共存する｡

図29 　 今 城 塚 古 墳 の 内 堤 埴 輪 祭 武 場 配 置 図 　 と 構 成 内 容

( 『 国 宝 武 人 ハ ニ ワ､ 群 馬- 帰 る 』 2009 か ら 編 集 引 用)

特に注目　されるのは､今城塚古墳の祭扉巳場と　埴輪の構成にみられる人

物 埴 輪 で あ る｡ 人 物 埴 輪 は､ 5 世 紀 中 葉 の 大 仙 陵( 仁 徳 天 皇 陵 推 定) の 外

堤 で 初 め て 確 認 さ れ て い る｡ 畿 内 地 域 に お け る 横 穴 式 石 室 の 出 現 も5 世

紀 中 葉 か ら で あ る｡ も 　 ち ろ ん､ 大 仙 陵 で 横 穴 式 石 室 が 確 認 さ れ た わ け で

は な い の で 推 定 に 過 ぎ な い が､ 同 時 期 に 出 現 す る 人 物 埴 輪 と 横 穴 式 石 塞

は 儀 礼 の 内 容 変 化 に お い て 何 ら か の 関 連 が あ る の で は な い だ ろ 　 う 　 か｡ と

にかく　人物埴輪が出現する　こ　と　で､儀礼場所の中心は墳丘の周辺に変化
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し て い 　 く 　 よ 　 う 　 で あ る｡ 当 然 な が 　 ら､ 儀 礼 は も 重 要 と 思 わ れ る 場 所 で 行

わ れ る 　 も の で あ る た め､ こ れ ま で 墳 頂 部 で 行 わ れ て き た 儀 礼 の 構 成 や 内

容 か ら 大 き な 変 化 が 起 き て い る 　 こ 　 と 　 は 確 か で あ る｡ 但 し､ そ れ が 横 穴 式

石 室 の 導 入 と 直 接 関 連 が あ る か ど 　 う 　 か は 確 認 さ れ て お ら ず､ 今 後 の 資 料

の 増 加 を 期 待 す る 　 し か な い｡

整 理 す る 　 と､ 前 方 後 円 墳 に 横 穴 式 石 室 が 導 入 さ れ た が､ 造 営 位 置 は 本

来 の 造 営 原 理 に そ 　 ぐ わ な い 墳 丘 の 上 段 に 位 置 す る｡ ま た､ 古 墳 で 確 認 さ

れ る 全 体 的 な 様 相 か ら､ 前 時 期 の 様 々 　 な 死 生 観 の 痕 跡 が は っ き 　 り 　 存 在 し､

新 し い 死 生 観 は 石 室 以 外 の 空 間 で は 見 ら れ な い た め､ ま だ 影 響 力 の 弱 い

段 階 と 判 断 ざ れ る｡

6 世 紀 中 葉 ～ 後 半:6 世 紀 中 葉 に な る 　 と､ 横 穴 式 石 室 が 墳 丘 の 下 段 ま た

は 基 底 部 に 造 営 さ れ 始 め､ 石 室 の 規 模 は6 世 紀 前 半 よ 　 り 　 大 き 　 く 　 な る｡ ま

た､ 埴 輪 の 樹 立 数･ 種 類 が 急 激 に 減 　 り､ 全 く 　 樹 立 　 し な い 事 例 も 確 認 さ れ

て い る｡ 6 世 紀 後 半 で は､ 6 世 紀 中 葉 よ 　 り 　 も 墳 丘 の 規 模 は 小 さ 　 く 　 な る 傾 向

に あ 　 り､ 大 王 墓 と 　 し て 知 ら れ る 五 条 野 丸 山 古 墳 に も 埴 輪 は 見 ら れ な い｡

一 方､ 横 穴 式 石 室 の 規 模 は よ 　 り 　 大 き 　 く 　 な 　 り､ 築 造 位 置 は 墳 丘 の 基 底 部 に

位 置 す る 頻 度 が 優 勢 に な る な ど､ 古 墳 の 影 響 力 が 横 穴 式 石 室 に 徐 々 　 に 移

動　している　こ　と　が分かる｡

特に墳丘の規模は横穴式石室の出現以前から縮小傾向が続いてお　り､

以 前 か ら 中 心 儀 礼 は 造 出 部 や 墳 丘 周 辺 で 行 わ れ て い た 可 能 性 が あ る｡ 実

際 の 事 例( 大 仙 陵､ 保 渡 田 八 幡 塚 古 墳) も 確 認 さ れ て お 　 り､ 儀 礼 場 所 が

変 わ っ た こ 　 と 　 が 分 か る｡ 結 局､ 墳 頂 部 で は 実 際 に は 儀 礼 行 為 が 行 わ れ て

い な か っ た た め､ 墳 丘 を 大 き 　 く 　 築 造 す る 必 要 性 が な く 　 な 　 り､ 伝 統 的 な 墳

丘 の 意 味 が な く 　 な る 結 果 に つ な が っ た も の と 想 定 さ れ る｡

整 理 す る 　 と､ 墳 丘 の 規 模 は 小 さ 　 く 　 な 　 り､ 埴 輪 の 樹 立 が 終 了 す る｡ 石 室
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は 巨 大 化 　 し､ 基 底 部 に 造 営 す る 比 率 が 高 く 　 な る｡ つ ま 　 り､ 古 墳 に お け る

横 穴 式 石 室 の 重 要 性 が 高 ま 　 り､ 本 来 の 造 営 目 的 に 合 わ せ て 変 化 し て い く｡

こ れ は6 世 紀 中 葉 ～ 後 半 に な 　 り､ 黄 泉 国 に 代 表 さ れ る 新 し い 死 生 観 が 主

流 に な っ て い く 　 過 程 を 示 し て い る 　 と 　 い え る｡

6 世 紀 末 ～7 世 紀 中 葉: 前 方 後 円 墳 の 造 営 が 終 了 　 し､ 墳 形 は 円 墳 と 方 墳

に再編される　こ　と　によ　り　墳丘の規模が急激に縮小　し､ 7世紀中葉まで続

く｡ 一 方､ 石 室 の 規 模 は7 世 紀 前 半 に 頂 点 に 達 す る が､ 7 世 紀 中 葉 に な る

と 再 び 規 模 が 縮 小 し て お 　 り､ 墳 丘 と 石 室 の 間 に 差 が 見 ら れ る｡ す な わ ち､

7 世 紀 前 半 ま で は､ 墳 丘 や 石 室 に 新 た な 変 化 が 確 認 さ れ る 　 よ 　 り 　 も､ 黄 泉

国 の 死 生 観 が よ 　 り 　 強 く 　 な る 傾 向 を 示 し て い る 　 と 考 え ら れ る｡ し た が っ て､

6 世 紀 末 ～7 世 紀 初 頭 に は 前 方 後 円 墳 や 白 鳥 伝 説 な ど､ 伝 統 的 な 死 生 観 の

痕 跡 と 　 見 ら れ る 要 素 が す べ て 消 え て､ 7 世 紀 前 半 に は 黄 泉 国 の 死 生 観 が

定 着 し て い る 　 よ 　 う 　 に 見 ら れ る｡ そ 　 し て､ 7 世 紀 中 葉 は 墳 丘 と 石 室 が い ず

れ も 縮 小 し た が､ 西 宮 古 墳 か ら 　 も 確 認 で き る よ 　 う 　 に､ 墳 丘 と 石 室 の 精 美

化 が 進 み､ 構 造 的 に も 安 定 性 が 高 ま る｡ 白 石 太 一 郎 が 指 摘 す る 　 よ 　 う 　 に､

この時期の古墳は横穴式石室の完成形であ　り､黄泉国死生観の完成と　も

見 る 　 こ 　 と 　 が で き 　 る｡ 一 方､ 6 世 紀 末 に 飛 鳥 寺 が 造 営 さ れ､ 正 式 に 仏 教 が

受 容 さ れ る｡ 仏 教 の 死 生 観 を 簡 単 に 述 べ る 　 と､ す べ て の 人 間 は 因 果 法 則

に よ っ て 輪 廻 を 繰 り 　 返 す が､ 成 仏 す る 　 と 輪 廻 か ら 脱 し て 阿 弥 陀 仏 の あ る

極 楽 世 界 で 過 ご す こ 　 と 　 に な る｡ つ ま 　 り､ 輪 廻 を 続 け る た め に 残 さ れ た 肉

体 は 大 き な 意 味 を 持 た ず､ 古 墳 を 造 営 す る 必 要 性 は 低 く 　 な 　 り､ 古 墳 の 規

模( 墳 丘 と 石 室) は 縮 小 さ れ る｡

仏 教 的 な 様 相 は7 世 紀 中 葉 に 墳 丘 に お い て は じ め て 確 認 さ れ る｡ 具 体

的 に は､ 段 ノ 塚 古 墳(7 世 紀 中 葉)･ 牽 牛 子 塚 古 墳(7 世 紀 中 葉 後 期)･ 御 廟 野

古 墳(7 世 紀 後 半)･ 野 口 王 墓(7 世 紀 末)･ 中 尾 山 古 墳(8 世 紀 初 頭) 等 が あ げ
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ら れ る｡ こ れ ら は す べ て 大 王 墓 に 分 類 さ れ､ 八 角 形 の 墳 形 を 持 つ｡ 八 角

墳 は 古 代 中 国 の 政 治 思 想( 天 下 八 方) ま た は 仏 教 の 影 響 を 受 け て 成 立 し

た　と　い　う　見解に分かれているが､いずれも大王の権威と特別さ　を示すた

め に 築 造 さ れ た の は 間 違 い な い｡ 後 述 す る が､ 八 角 墳 の 出 現 当 初 は 仏 教

の 影 響 が よ 　 り 　 強 か っ た 　 と 思 わ れ る｡ ま た､ 時 間 が 経 つ に つ れ 墳 形 だ け で

な 　 く､ 埋 葬 主 体 部 に も 仏 教 的 影 響 が 現 れ て い る が､ 野 口 王 墓 と 　 中 尾 山 古

墳 で は 発 掘 調 査 と 文 献 記 録 な ど に よ 　 り､ 遺 体 を 火 葬 し て 納 骨 し て い た こ

と 　 が 分 か る 骨 壷 が 確 認 さ れ た( 野 口 王 墓 で は 棺 が 入 る 空 間 に 銀 製 骨 壷 が

あ 　 り､ 後 代 に 盗 掘 さ れ 遺 骨 が 捨 て 　 ら れ た 状 況 が 『 明 月 記 』 に 記 録 さ れ て

い る｡ ま た 了 中 尾 山 古 墳 の 横 口 式 石 櫛 の 内 部 は 初 め か ら 骨 壷 を 安 置 す る

目 　 的 の 大 き 　 さ で 構 築 さ れ て い る) 0

南 河 内 を 中 心 に､ 主 に 渡 来 人 が 集 団 で 居 住 し て い た 地 域 で､ 横 穴 式 石

室 の 形 態 が 縮 小 し た 　 り､ 極 端 に 小 さ 　 く 　 な っ た 　 り す る 形 態 の 横 口 式 石 櫛 が

出 現 す る｡ 出 現 背 景 に は 内 部 説 と 外 部 説 が あ る が､ 外 部 説 は 渡 来 人､ 特

に 百 済 系 渡 来 人 た ち の 可 能 性 が 想 定 さ れ る｡ 時 期 別 の 造 営 集 団 を 見 る 　 と､

7 世 紀 前 半 は 主 に 渡 来 人 集 団 と そ の 周 辺 地 域 を 中 心 に 横 口 式 石 櫛 の 造 営

が 確 認 さ れ､ 7 世 紀 後 半 頃 か ら 在 地 支 配 層 の 主 流 墓 制 と 　 し て 造 営 さ れ る｡

7 世 紀 代 は 仏 教 の 影 響 力 が 強 く 　 な っ て い っ た 時 期 で あ 　 り､ そ れ ま で 古 壇

と 死 生 観 の 間 に 相 関 関 係 が あ っ た こ 　 と 　 を 考 え る 　 と､ 横 口 式 石 櫛 と 仏 教 と

の 関 連 性 も 想 定 さ れ る が､ こ れ ま で の 研 究 で は 関 連 性 に つ い て は 確 認 さ

れ て い な い｡ し か し､ ほ ぼ 同 時 期 の6 世 紀 末 に 百 済 で 仏 教 寺 院 が 建 立 さ

れ て お り､ 横 口 式 石 櫛 が 出 現 す る 外 部 背 景 説 の 一 つ と 　 し て 百 済 と の 関 連

が 指 摘 さ れ て い る こ 　 と か ら､ 日 本 に 横 口 式 石 櫛 が 出 現 す る 以 前 の 百 済 の

状 況 を 簡 単 に 見 て い く｡

宋 山 里 古 墳 群 の 武 寧 王 陵 と 宋 山 里6 号 墳(6 世 紀 前 半) か ら 陵 山 里 古 墳 群
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の 中 下 塚(6 世 紀 中 葉) を 経 て 確 立 さ れ た 陵 山 里 型 石 室 の 初 期 形 態 と､ 陵

山 里 寺 虻 の 昌 王 銘 石 造 舎 利 轟 の 形 態 は す べ て ア ー チ 形 の 構 造 を 持 っ て お

り､ 当 時 の 百 済 王 陵 の 石 室 構 造 を 模 倣 し て 石 造 舎 利 轟 を 作 っ た も の 　 と 見

る 見 解 が あ る( 李 柄 鏑2013)｡ 中 下 塚 の 被 葬 者 と 推 定 さ れ る 人 物 は 聖 王 で

あ 　 り､ 轄 輪 聖 王 を 　 自 称 す る ほ ど 仏 教 と 　 の 関 係 が 深 く､ 彼 の 息 子 で あ る 昌

王( 威 徳 王) は 父 の た め に 陵 山 里 古 墳 群 の 隣 に 王 室 寺 院 で あ る 陵 寺 を 建 立

し た｡ 寺 院 の も 中 心 は 塔 だ が､ 塔 の も 核 心 は 舎 利 轟 で あ る｡ 百 済 の

舎 利 轟 は 中 国 と 形 態 が 異 な る 独 創 的 な ア ー チ 形 で 作 ら れ､ 舎 利 轟 と 石 室

の 形 態 は 王 権 強 化 に 仏 教 が 利 用･ 結 合 し て い る 様 子 が よ 　 く 　 表 れ て い る13) 0

物理的な結合に近いが､と　にかく　仏教のイ　メ　ージを内包する　よ　う　になっ

た 初 期 陵 山 里 形 石 室 は､ 間 も な 　 く 　 断 面 六 角 形 や 四 角 形 の 典 型 的 な 形 態 に

変 化 し､ 7 世 紀 を 前 後 　 し て 石 室 の 規 模 が 小 さ 　 く 　 な 　 り､ 夫 婦 合 葬 か ら 単 葬

の 形 態 に 変 化 す る( 日 本 で の 横 口 式 石 榔) ｡ そ 　 し て 渡 来 人 た ち を 通 じ て､

単 葬 化 し た 陵 山 里 型 石 室 の 築 造 観 念 が 　 日 本 に 伝 わ っ た も の と み ら れ､ 以

後 の 　 日 本 で の 状 況 は 上 述 の 通 　 り 　 で あ る｡

6 世 紀 末 に 出 現 し た 仏 教 は7 世 紀 中 葉 ～7 世 紀 後 半 に な る 　 と､ 墳 形 は 八

角 墳( 大 王 墓) ､ 埋 葬 主 体 部 は 横 口 式 石 櫛､ 火 葬 な ど の 葬 法 も 出 現 し､

影 響 力 は さ 　 ら に 大 き 　 く 　 な る｡ と 　 こ 　 ろ で､ な ぜ7 世 紀 前 ～ 中 葉 の 古 墳 に は

仏 教 の 影 響 が な か っ た の だ ろ 　 う 　 か｡ そ れ は 横 穴 式 石 室 が 導 入 さ れ た 後､

首 長 層 に 受 容 さ れ る ま で に 時 間(TK23-MT15) が か か っ た よ 　 う 　 に､ 仏 教

も 導 入 さ れ て か ら 支 配 層 に 受 容 さ れ る ま で に か か る 時 間 を 考 慮 す べ き で

あ る 　 と 考 え ら れ る｡ ま た､ 前 時 期 と は 異 な 　 り､ 寺 院 と い 　 う 別 の 空 間 で ほ

13) 7 世 紀 前 半 後 期(639 年) の 弥 勘 寺 祉 石 塔 の1 層 　 目 の 舎 利 深 柱 石 に つ な

が る 通 路 の 構 造 と 陵 山 里 形 石 室 の 構 造( 断 面 六 角 形) が 類 似 し て い る の

も 同 様 の 事 例 と 考 え ら れ る｡
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と 　 ん ど の 儀 礼 が 行 わ れ る た め､ 空 間 的 に も 古 墳 と 隔 絶 さ れ て い る な 　 ど､

仏 教 の 影 響 が 古 墳 に 現 れ る の に 時 間 が か か っ た 可 能 性 も あ る｡

以 上､ 死 生 観 的 観 点 に つ い て 見 て き た｡ 6 世 紀 前 後 に 前 方 後 円 墳 に 横

穴 式 石 室 が 造 営 さ れ､ 埋 葬 主 体 部 に は 黄 泉 国 の 死 生 観 が 導 入 さ れ る｡ し

か し､ 墳 丘 の 墳 頂 部 や 周 辺 に は､ 弥 生 時 代 の 共 飲 儀 礼 の 痕 跡 で あ る 円 筒

埴輪や古墳時代の前期と　中葉に代表的なヤマト　タケルの白鳥伝説を示す

形 象 埴 輪 が 併 存 す る｡ 横 穴 式 石 室 が 安 定 的 に 造 営( 下 段 に 位 置) さ れ る

と 　 と 　 も に 巨 大 化 し､ 影 響 力 が 大 き 　 く 　 な る｡ 一 方 で 墳 丘 の 影 響 力 が 減 少 す

る 　 に つ れ､ 墳 丘 に 残 っ て い た 従 来 の 死 生 観 の 痕 跡 も 薄 く 　 な る｡ 6 世 紀 末

～7 世 紀 初 頭' に 前 方 後 円 墳 の 造 営 が 終 了 　 し た こ 　 と 　 に よ 　 り､ 黄 泉 国 の 死 生

観 だ け が 残 る｡ 一 方､ 同 時 期 に 仏 教 が 導 入 さ れ る に つ れ､ さ 　 ら に 影 響 力

が 拡 大 す る が､ 儀 礼 お よ び 思 想 的 統 合 の 機 能 を 果 た 　 し て い た 死 生 観､ つ

ま 　 り 　 宗 教 的 な 役 割 は 次 第 に 仏 教 に 移 動 し､ 儀 礼 も 古 墳 か ら 離 れ､ 別 途 の

空 間 で あ る 寺 院 で 行 わ れ る よ 　 う 　 に な る｡ そ の 結 果､ 横 穴 式 石 室 を 含 む 古

墳 自 体 の 重 要 性 は 徐 々 に 減 少 し て い き､ 7 世 紀 中 葉 以 降 は 八 角 墳 と 横 穴

式 石 櫛 等 が 出 現 し､ 黄 泉 国 の 死 生 観 も 終 蔦 を 告 げ､ 仏 教 の 死 生 観 に 取 っ

て代わる　こ　と　と　なる｡

2. 心 性 面 的 観 点

心 性 面 的 観 点 は 研 究 史 で 明 ら か に し た よ 　 う 　 に 土 生 田 純 之 に よ っ て 初 め

て 示 さ れ た 観 点 で あ る｡ 氏 は 政 治 的 行 為 に よ る 結 果 お よ び そ れ に 伴 う 精

神 的 な 部 分 を 心 性 と 想 定 し､ そ れ が 象 徴 物 で あ る 古 墳 と 　 し て 表 現 さ れ る

こ 　 と 　 に 注 目 　 し た｡ つ ま 　 り､ 古 墳 は 畿 内 地 域 を 中 心､ と 　 し た 広 域 首 長 連 合 の

政 治 と 心 性 の 両 面 に わ た る 象 徴 物 で あ 　 り､ 古 墳 時 代 の 全 時 期 に わ た っ て

社 会 全 体 に 多 様 な 変 化 が あ っ た が､ 政 治 的･ 精 神 的 象 徴 物 で あ る 古 墳 に
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は 大 き な 変 化 は な か っ た と 　 し た｡ し か し､ 上 記 の 死 生 観 的 観 で 検 討 し た

よ 　 う 　 に､ 新 し い 死 生 観 が 出 現 す る た び に 一 挙 に 変 わ る 　 こ 　 と 　 は な い が､ 古

墳 の 各 部 分 は 絶 え ず 変 化 に 対 応 す る 様 相 が 確 認 さ れ る た め､ 新 し い 死 坐

観 が 導 入 さ れ た 当 時 の 古 墳 と 安 定 化 し た 後 の 古 墳 を 比 較 す る 　 と､ 全 体 的

な構造が大き　く　変わっている　こ　と　はすでに確認している｡

ま た､ 土 生 田 純 之 は､ 心 性 を 古 墳 造 営 の 要 素 と 　 し て 捉 え､ 古 墳 規 模 の

格差は政治的産物と理解する　こ　と　に同意したが､墳形の差は心性の部分

も 含 め て 評 価 す べ き で あ る 　 と 　 し た｡ つ ま 　 り､ 土 生 田 純 之 が 設 定 し た 心 性

の 概 念 に は 精 神 的 な 面(= 死 生 観) が 相 当 部 分 含 ま れ て お 　 り､ 当 時 の 前 方

後 円 墳 体 制 と 　 い 　 う 古 墳 造 営 シ ス テ ム に 合 意 し､ そ れ に 合 わ せ て い く 　 人 々

の造墓行為を加えたこ　と　を心性の範噴である　と判断した｡筆者も上記の

見 解 に 同 意 す る｡ た だ し､ 主 に 古 墳 の 墳 形 や 規 模 だ け を 重 点 的 に 説 明 　 し

て い る た め､ 心 性 の 本 来 の 意 味 よ 　 り 縮 小 さ せ､ 心 性 の 概 念 と 適 用 範 囲 を

死 生 観 に 限 定 し て い る 点 が 不 十 分 で あ る｡

心 性 は 時 代 を 問 わ ず 　 死 生 観 だ け で な 　 く､ 埋 葬 と 死 者 を め 　 ぐ っ て そ れ

と 直 接･ 間 接 的 に 関 連 し た 人 々 が 影 響 を 及 ぼ し た す べ て の 行 為 が 含 ま れ

る｡ そ の た め､ 古 墳 か ら 確 認 さ れ る 全 体 的 な 構 造 と､ そ れ に 関 連 す る 儀

礼 の 型 式 や 内 容 な ど､ 古 墳 を 構 成 す る す べ て の こ 　 と が そ れ ぞ れ 意 味 を 持

つ｡ ま た､ 同 　 じ 時 空 間 　 と 状 況 に 置 か れ て い て も､ そ れ に 反 応 す る 人 々 　 は

各 自 の 方 式 で 対 応 す る た め､ 条 件 が す べ て 同 一 だ と 　 し て も､ そ れ ぞ れ の

表 現 方 式 と 対 応 に よ っ て､ 古 墳 ご と 　 に 偏 差 が 生 じ る こ 　 と 　 に な る0

特 に､ 古 墳 時 代 の 前 方 後 円 墳 で は 墳 丘( 墳 頂 部･ 墳 丘 上) ま た は 墳 丘 周

辺( 造 出 部･ 内 外 堤) で 様 々 な 内 容 の 儀 礼 が 行 わ れ､ 儀 礼 内 容 は 今 城 塚 古

墳 な ど､ い く 　 つ か の 古 墳 に お い て 様 々 な 形 象 埴 輪 に よ 　 く 表 現 さ れ て い る｡

このよ　う　に前方後円墳とい　う特定の構造物に墓制と儀礼が共存する現象
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は､ 日 本 の 古 墳 時 代 の 特 徴 で あ 　 り､ 時 期 的 な 変 遷 が 比 較 的 よ 　 く 　 確 認 で き

る｡

古 墳 時 代 後 期 の6 世 紀 に 入 る 　 と､ 日 本 で は 前 方 後 円 墳 の 埋 葬 主 体 部 が

横 穴 式 石 室 に 取 っ て 代 わ ら れ る｡ 上 述 し た よ 　 う 　 に､ 従 来 と 　 は 異 な る 新 し

い墓制が出現する　と　い　う　こ　と　は､単なる外形の変化ではなく､死生観を

はじめ　とする儀礼の内容と型式が以前と　は異なる　こ　と　を意味する｡と　こ

ろ が､ 埋 葬 主 体 部 を 除 く 　 古 墳 全 体 で は､ 依 然 と 　 し て 前 時 期 の 儀 礼 に 関 連

す る 　 も の が 変 形 し て 消 え ず に 残 存 し て い る が､ こ れ に は 二 つ の 可 能 性 が

想 定 さ れ る｡

ま ず､ 横 穴 式 石 室 の 埋 葬 原 理 と 造 営 原 理 が 完 壁 に 習 得 さ れ て い な い 状

態 で 築 造 上 の 様 々 な 制 約 条 件 に よ 　 り､ 外 形 だ け を 模 倣 し て 受 容 さ れ た 場

合 で あ る｡ 横 穴 式 石 室 と 竪 穴 式 石 室 は 埋 葬 原 理 と 造 営 原 理 が 異 な る た め､

儀 礼 的 な 部 分 で も 異 な る｡ し た が っ て､ 埋 葬 と 関 連 す る 儀 礼 も す べ て 育

墳 で 行 わ れ る 　 と 　 い 　 う 　 特 徴 を 持 つ 前 方 後 円 墳 で は､ 古 墳 に 関 連 す る 構 造･

施 設 物 な ど の 一 つ 一 つ が そ れ ぞ れ の 意 味 を 持 ち､ 埋 葬 主 体 部 の 墓 制 が 横

穴 式 石 室 に 取 っ て 代 わ ら れ た 以 上､ 古 墳 全 体 の 構 造 に も 変 化 が 起 き 　 る の

は 当 然 で あ 　 り､ 新 し い 文 物 の 導 入 過 程 で 発 生 し た 時 間 差 は 心 性 の 受 動 的

作用　と見る　こ　と　ができ　る｡

一 方､ 心 性 が 能 動 的 に 作 用 　 し た 状 況 も 確 認 で き る｡ 当 然 の こ 　 と な が ら､

あ る 社 会 で 自 意 ま た は 他 意 に よ っ て 新 し い 文 物 が 導 入 さ れ る 時､ そ れ は

原地域に存在していた形態と完壁に同　じ形態で再現される　こ　と　も再現す

る 　 こ 　 と 　 も で き な い｡ な ぜ な 　 ら､ 原 地 域 の 環 境 を は じ め､ 社 会､ 政 治､ 経

済､ 文 化､ 伝 統､ 歴 史 な ど が 結 び つ き､ そ の 地 域 に お い て 当 時 の 構 成 負

た ち に ふ さ わ し い 形 態 で 存 在 し て い た か ら で あ る｡ も ち ろ ん 導 入 当 時､

も 重 要 あ る い は 再 現 可 能 な 部 分 は 可 能 な 限 り 反 映 す る が､ 上 記 の 諸 条
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件 を100% 再 現 す る 　 こ 　 と 　 が で き な い の な 　 ら､ そ れ を 受 け 入 れ る 側 で 妥 協 す

る 　 こ 　 と､ そ れ を 在 地 化 と 　 い 　 う｡ そ 　 し て 時 間 が 経 つ に つ れ､ 徐 々 　 に そ の 社

会 に ふ さ 　 わ し い 形 態 に 変 わ っ て い く｡ ま た､ 導 入 当 時 は 理 解 の 不 足 か ら

省 略 し 反 映 さ れ な か っ た 部 分 も､ 後 に 理 解 度 が 高 ま 　 り 　 反 映 さ れ る が､ 再

び 否 定 さ れ て 消 え る 　 こ 　 と 　 も あ る｡ こ の よ 　 う 　 に 新 し い 文 物 を 受 け 入 れ る 過

程 で 現 れ る 古 墳 の 様 々 　 な 形 態 は､ 墓 制 と 儀 礼 の 時 間 差､ そ 　 し て 在 地 化 を

も　と　に心性面の観点から観察する　こ　と　が可能である　と考える｡

墓 制 が 儀 礼 よ 　 り 　 早 く 　 定 着 す る 現 象( 時 間 差) と 在 地 化 に つ い て､ 時 空 間

の差がある　と　い　う　こ　と　は 近の韓国の例でも知られている｡韓国は朝鮮

時 代 か 　 ら 儒 教 的 な 影 響 が 強 　 く 　 続 い て い 　 る 　 た 　 め､ 火 葬 率 は1993 年 に は

19.1% に 過 ぎ な か っ た が､ 政 府 の 火 葬 推 奨 政 策 　 と 人 々 　 の 認 識 の 転 換 な 　 ど

に 　 よ 　 り､ 2005 年 に 火 葬 と 　 埋 葬 の 割 合 が 逆 転 　 し た 後､ 2018 年 に は86.8%､

2020 年 に は88.4% が 火 葬 を 選 択 し て お り14) ､ 毎 年､ 増 加 傾 向 を 示 し て い

る｡ 人 間 の 一 世 代 を お お む ね30 年 と す る 　 と､ わ ず か1 世 代 を 過 ぎ る 前 に､

土 葬 か ら 火 葬 に 主 流 墓 制 が 急 激 に 変 化 し た の で あ る｡

一 方､ 儀 礼 は 遅 い が 多 様 に 変 化 す る 様 相 を 呈 し て い る｡ 統 計 に よ 　 る 　 と

15) ､ 2014 年 段 階 で 節 句 に 先 祖 に 祭 紀 を 行 　 う 　 際､ 朝 鮮 時 代 の 儒 教 式 儀 礼

で 行 わ れ た 比 率 は71%､ 他 の 宗 教( キ リ 　 ス ト 教･ 仏 教･ 他 宗 教) の 方 式 で

行 わ れ た 比 率 は14%､ 儀 礼 を 行 わ な い 比 率 は15% で あ る｡ 宗 教 に よ っ て 違

い は あ る 　 も の の､ 節 句 　 と 　 い 　 う 　 伝 統 に 基 づ い て 儀 礼 を 行 っ た 割 合 が85% を

占 め る｡ 上 記 の 結 果 か ら 分 か る 　 こ 　 と 　 は､ 墓 制 は 様 々 　 な 条 件 に よ っ て 早 い

変 化 が 観 察 さ れ る 反 面､ 儀 礼 は 変 化 の 速 度 が 非 常 に 遅 く､ 原 形 か ら の 変

14) 大 韓 民 国 保 健 福 祉 部2020 年 高 齢 者 支 援 と 火 葬 統 計

15) ｢ 韓 国 人 の 正 月 風 景｣ 韓 国 ギ ャ 　 ロ 　 ッ プ 調 査 研 究 所 　20140128 　 統 計 調

査
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化 の 幅 は 大 き 　 く 　 は な い が､ 細 部 的 な 様 相( 内 容) が 多 様 化 し て い る 　 と い

う 点 で あ る16) 0

二 番 目 　 の 統 計 で 興 味 深 い の は､ 儀 礼 の 当 事 者 で あ る 故 人 よ 　 り 　 儀 礼 を 主

導 す る 人 々 が 望 む 方 式 で 意 識 的 で あ れ 無 意 識 的 で あ れ､ 様 々 な 内 容 に 分

化･ 共 存 す る 　 こ 　 と 　 で あ る｡ こ れ は 　 日 本 の 古 墳 時 代 に も 　 白 鳥 伝 説 と 黄 泉 国

の 説 話 が 代 表 的 で あ る が､ そ の 中 で も 様 々 　 な 話( 白 鳥 伝 説( 魂 を 運 搬 す

る 媒 介: 鳥･ 水 鳥･ 船 な ど) と 黄 泉 国( 黄 泉 国 の 位 置: 地 下･ 森･ 山･ 海)) が 共

存 し て お 　 り､ 現 在､ 韓 国 の 節 句 に 儀 礼 を 行 う 　 と い 　 う 大 命 題 の 下､ 各 自 が

信じている宗教ごと　に型式と内容が分化している　よ　う　な現象と　同様であ

る 　 と 見 る 　 こ 　 と が で き 　 る｡ そ 　 し て､ 儀 礼 を 詳 細 に 検 討 し た 結 果､ 本 来､ 儀

礼 に は 全 く 　 存 在 し な い､ 韓 国 固 有 の 儀 礼 内 容 が 含 ま れ て い る こ 　 と が 確 認

さ れ( 例 え ば､ キ リ 　 ス ト 教( ロ マ ン カ ト リ 　 ッ ク) の 本 拠 地 で あ る 　 ヨ ー ロ 　 ッ

パ の キ リ 　 ス ト 式 の 葬 礼 式 に は 存 在 し な い､ 韓 国 固 有 の キ リ 　 ス ト 式 儀 礼 内

容 の 煉 頑 が あ る｡ ま た､ 残 所 の 前 の 故 人 に 拝 む こ 　 と が 許 さ れ る な ど､ 韓

国 で も 宗 教 に 伝 統 が 土 着 化 し た 事 例 と 　 し て 評 価 さ れ て い る｡ ) ､ 依 然 と

し て 現 代 に お い て も 新 し い 文 物 が 導 入 さ れ た 後､ 在 地 化 が 起 き て い る 代

表 的 な 事 例 と 言 え よ 　 う｡ そ れ で は 次 に､ 古 墳 時 代 後 期 を 中 心 に 古 墳 の 変

化 過 程 を 通 じ て､ 心 性 面 積 の 観 点 を 見 て み よ 　 う17)0

5 世 紀 後 半 に な る 　 と 畿 内 地 域 に 初 期 横 穴 式 石 室 が 導 入 さ れ る｡ 畿 内 地

16) 韓 国 の 現 代 史 は 世 界 で も 類 を 見 な い ほ ど､ わ ず か 約40 年

か ら 富 裕 国- と 急 激 な 変 化 を 経 験 し た｡ そ の た め､ 変 化 に

も 敏 感 に 反 応 す る｡ そ れ に も か か わ ら ず､ 儀 礼 と 関 連 し た

し ず つ 変 化 し て は い る 　 も の の､ 依 然 と 　 し て も 保 守 的 な

い 　 る｡

17) 死 生 観 と 心 性 は 説 明 過 程 で 重 な る 部 分 が 存 在 す る た め

点 か ら 言 及 し た 内 容 が 繰 り 返 さ れ る 部 分 が 登 場 す る｡ し か

観点での墓制と儀礼の受容速度の違いと在地化を説明する

得ず繰り　返した｡
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域 に 影 響 を 与 え た 初 期 横 穴 式 石 室 の 立 地 は､ 概 ね 傾 斜 の 緩 や か な 丘 陵 上

に 位 置 す る｡ 古 墳 は 不 定 形 の 円 形 で あ 　 り､ 墳 丘 の 規 模 は 石 室 の 天 井 を 軽

く 　 覆 う 程 度 で あ る｡ 墳 丘 の 中 央 に は 石 室 の 玄 室 が あ 　 り､ 地 山 層 を 掘 っ て

石 室 を 築 造 し た｡ 天 井 は 等 薩 形 で､ 壁 体 の 一 部 と 天 井 が 地 上 に 露 出 　 し て

い る 半 地 下 式 で あ る｡ 出 土 遺 物 は 基 本 的 に 薄 葬 で あ る が､ 多 く 　 の 場 合､

渡 来 系 副 葬 品 が 確 認 さ れ る｡ 特 に､ そ の 中 に は 儀 礼 の 内 容 を 推 定 す る 　 こ

と 　 が で き 　 る 　 ミ 　 ニ チ ュ ア 炊 飯 器 を は じ め 　 と す る 明 器 が 含 ま れ て い る｡ い ず

れ も 前 時 期 に は 見 ら れ な か っ た 要 素 で あ 　 り､ 100% 外 部 か ら 導 入 さ れ た も

の で あ る｡ 被 葬 者 も ほ と ん ど が 渡 来 人 で あ る た め､ 在 地 化 さ れ る 以 前 の

状況と　見られる｡

6 世 紀 に 入 る 　 と､ 在 地 社 会 の も 上 位 で あ る 首 長 層 の 前 方 後 円 墳 に 横

穴 式 石 室( 畿 内 型 石 室) が 受 容 さ れ る｡ 石 室 は 墳 丘 の 上 部 に 位 置 し､ 墳 頂

部･ 墳 丘 上･ 墳 丘 周 囲 に は 埴 輪 が 樹 立 さ れ る｡ 副 葬 品 は 渡 来 系 文 物 と 考 え

ら れ る 　 も の は 確 認 さ れ て い な い｡ 興 味 深 い 点 は､ 渡 来 系 の 初 期 古 墳 の 要

素 の 　 う 　 ち､ 在 地 社 会 に 受 容 さ れ た の は 横 穴 式 石 室 の み で あ 　 り､ こ れ 以 外

の部分はすべてが竪穴式石室を築造した時と　ほと　んど変わらない在地の

伝 統 を 維 持 し て お り､ 埋 葬 主 体 部 の み が 選 別 さ れ て い る 　 と 考 え ら れ る｡
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古 墳 か ら 埋 葬 主 体 部 の 選 別 的 受 容 を 示 す 例 と 　 し て 高 句 麗 の 太 王 陵･ 将

軍 塚 を 挙 げ る こ 　 と が で き 　 る｡ 二 つ の 古 墳 は 国 内 城 時 期 に お い て 終 段 階

の 王 陵 と 　 さ れ て い るo 　 二 つ の 古 墳 は､ 竪 穴 式 墓 制 の 積 石 塚 で あ る に も か

か わ ら ず､ 横 穴 式 の 埋 葬 主 体 部 が 構 築 さ れ た 積 石 塚 で あ る｡ ま た､ 周 辺

に は 禁 絶 を 行 っ た 祭 壇 施 設 が 依 然 と 　 し て 墓 域 の 一 部 と 　 し て 造 営 さ れ て い

る｡ 積 石 塚 は 竪 穴 式 か ら 横 穴 式 に 転 換 す る 過 渡 期 の 形 態 を 　 し て お 　 り､ 依

然と　して前時期の儀礼行為が存在していたこ　と　を示す重要な事例と　いえ

る｡ ま た､ 百 済 で も 　 同 様 の 事 例 が 確 認 さ れ て い る. 石 村 洞3 号 境 は 近 肖

古 王 を 埋 葬 し た と 推 定 さ れ る 積 石 塚 で あ 　 り､ そ の 規 模 は 高 句 麗 の 太 王 陵

と 将 軍 塚 に 匹 敵 す る｡ 同 様 に､ 古 墳 自 体 は 竪 穴 式 に 適 し た 積 石 塚 で あ る

が､ 埋 葬 主 体 部 は 竪 穴 式 か ら 横 穴 式- と 変 化 し た た め､ 地 域 を 問 わ ず 墓

制や儀礼の変化の速度が異なる　こ　と　を示している｡

1 太 王 陵

.､ ･･二.十･い芋lr･4..t･･.

wGB 　 　/ 　-I----

1- 　nrJ 外 相 　 　 　 　SG22

･･ 　 ∴ ' 一 一.

1集安太王陵　と　陵園へー聖　祭台( 『集安

高 句 麗 王 陵-1990-2003 年 集 安 高 句

麗 三 陸 調 査 報 』 2004 か 　 ら 　 引 用)

116



2 集 安 終 章 壕 　 と 　 陵 固 　 く 『 集 安 高 句 麗 王 陵-1990-2003 年 集 安 高 句 麗 王 陵 詞 査 報 』 2004

か　ら　引　用

3 　 平 壌 鼻 坂 里 古 墳 群 と 　 定 陵 寺( ｢ 俸 克 明 王 陵 　 と 　 長 坂 里 古 墳 群 の 性 格 検 討｣ 『 湖 西

考 古 学 』 18､ 2008 か 　 ら 　 引 用)

<B 　 石 郎 額,

.  ..: 一 一 一･ 一･ で 甘 … 一 一1 :

4 ソ 　 ウ ル 石 村 洞3 号 墳( ｢ 積 石 室J 　 『 相 　 島

積 石 塚 群 　 　 謎 解 き 　 の 旅 』 2016 か 　 ら 　 引 用)

5 　 扶 徐 医 山 里 古 墳 群 　 と 　 陵 寺( 『 扶 余 陵 山 里

古 墳 群 の 調 査 　 と 　 記 録 』 2017 か 　 ら 　 引 用)

図30 　 三 国 時 代 の 高 句 麗･ 百 済 の 積 石 塚 　 と 横 穴 式 墓 制､ 異 竣 里 古 墳 群 と 　 定 陵

寺､陵山里古墳群　と　陵寺
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そ の 後､ 高 句 麗 は 平 壌 に 遷 都 し た が､ こ 　 こ で 造 営 さ れ た 王 室 古 墳 群 の

真 披 里 古 墳 群 は､ 墳 丘 を 備 え た 典 型 的 な 横 穴 式 石 室 と 　 し て 築 造 さ れ､ そ

の 前 に は 定 陵 寺 を 建 立 し た｡ 百 済 も 酒 批( 扶 余) に 遷 都 し た 後､ 造 営 さ

れた陵山里古墳群の隣に陵寺を建立している　こ　と　から､古墳周辺での儀

礼 が 行 わ れ る の で は な 　 く､ 古 墳 群 の 隣 に 寺 院 を 置 き､ 専 用 の 空 間 で 行 わ

れる　よ　う　になったこ　と　が分かる｡

6 世 紀 中 葉 ～ 後 半 は､ 6 世 紀 前 半 と 　 同 様 に 前 方 後 円 墳 に 横 穴 式 石 室 が 造

営 　 さ れ つ づ け る｡ し か し､ 墳 丘 の 規 模 は6 世 紀 前 半 よ 　 り 　 小 さ 　 く 　 な る の に

対 し､ 石 室 の 規 模 と 石 材 は 大 型 化 す る｡ 石 室 は､ 墳 丘 の 下 段 や 基 底 面 に

位 置 す る が､ 地 山 層 に 造 営 さ れ て い る｡ 依 然 と 　 し て 墳 頂 部･ 墳 丘 上･ 墳 丘

周 辺 に 埴 輪 が 樹 立 さ れ て い る が､ そ の 種 類･ 数 は 著 し く 　 減 少 し(6 世 紀 中

莱) ､ 完 全 に 樹 立 が 終 了 　 し た 事 例 も 確 認 さ れ て い る(6 世 紀 後 半) ｡ 注

目 す べ き 点 は､ 横 穴 式 石 室 の 外 形 的 拡 大 と 本 来 の 造 営 位 置 を 取 り 戻 す 傾

向 に あ る な ど､ 全 体 的 に 石 室 の 重 要 度 が 増 し て い る 　 こ 　 と が わ か る｡ こ れ

に 対 し､ 在 地 の 伝 統 と い え る 前 方 後 円 墳 と 埴 輪 が 縮 小 ま た は 消 滅 す る な

ど､ 重 要 度 が 低 下 し て い る 　 こ 　 と が 確 認 さ れ る｡ つ ま 　 り､ こ の 時 期 に な る

と､ 伝 統 的 な 儀 礼 が 新 し い 墓 制 に ふ さ わ し い 儀 礼- と 変 化 し て い く 　 様 相

が 明 確 に 確 認 で き る｡ 一 方､ 石 室 の 規 模 と 石 材 が 大 型 化 す る 現 象 は 韓 国

･ 中 国 と は 異 な る 様 相 で あ り､ 在 地 化 が 起 き て い る 現 象 と 判 断 さ れ る0

全 て の 古 墳 が 時 間 の 経 過 に 伴 い､ 石 室 の 比 重 が 大 き 　 く 　 な 　 り､ 伝 統 的 儀

礼 が な く 　 な る 　 と い っ た 一 律 の 傾 向 に あ る わ け で は な い｡ 五 条 野 丸 山 古 墳

は､ 前 方 後 円 墳 造 営 の 終 了 直 前 の 古 墳 で あ る に も か か わ ら ず､ 墳 丘 の 長

さ は 約318m で あ 　 り､ 大 の 規 模 を 誇 っ た5 世 紀 前 半 ～ 中 葉 の 前 方 後 円 墳

に 匹 敵 す る 大 き 　 さ で あ る｡ ま た､ 横 穴 式 石 室 は､ 墳 丘 の 基 底 面 で は な く､
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1 段 　 目 　 テ ラ ス の 上 に 設 け 　 ら れ､ 当 時 の 造 営 さ れ た 古 墳 の な か で 比 較 的 高

い と 　 こ 　 ろ に 築 造 さ れ て い る( も 　 ち ろ ん､ 実 際 の 石 室 の 造 営 位 置 は 地 山 層

に 構 築 さ れ て い る 　 よ 　 う 　 に 見 え る) ｡ こ れ は 時 期 ご と 　 に 一 律 的 な 古 墳 造 営

が 起 こ る の で は な い こ 　 と 　 を 示 し て い る｡ 被 葬 者 の 社 会 的 地 位､ 当 時 の 周

辺 状 況 や 認 識､ 宗 教､ 思 想､ 趣 向 や 被 葬 者 周 辺 の 人 々 　 と 　 の 関 係 な 　 ど､

様 々 　 な 部 分 を 考 慮 し な が 　 ら 古 墳 を 造 営 　 し な け れ ば な 　 ら な か っ た た め､

様 々 な 変 数 が 存 在 し た と 考 え ら れ る｡ し た が っ て､ 埴 輪 と 葺 石 の 使 用 は

終 了 　 し た が､ 逆 に 墳 丘 の 規 模 を 大 型 化 　 し､ 1 段 　 目 　 テ ラ ス の 上､ 比 較 的 高

い 場 所 に 石 室 が 造 ら れ て い る 点 は､ 伝 統 と の バ ラ 　 ン ス を 念 頭 に 置 き､ 墳

丘 を 築 造 し だ と 考 え ら れ る｡ 五 条 野 丸 山 古 墳 の 被 葬 者 は､ 欽 明 天 皇 と 推

定 さ れ て い る だ け に､ 伝 統 的 な 儀 礼 と 新 た な 儀 礼 と 　 の 間 で､ 大 王 の 立 場

か ら 中 立 を 守 る べ き で あ っ た の か も 知 れ な い｡ 実 際､ 欽 明 天 皇 の 時 代 に

は､ 百 済 か ら の 仏 教 伝 来 と 仏 教 の 公 認 を め ぐ っ て の 論 争( 『 日 本 書 紀 』

欽 明 十 三･ 十 四 年) ､ 在 地 と 渡 来 文 物､ 価 値 観 の 対 立 が 激 し か っ た と い

う 記 録 が あ る｡ 五 条 野 丸 山 古 墳 は､ 古 墳 の 築 造 に 関 わ る 人 た ち の 心 情 が

複 雑 に 働 い て い た こ 　 と 　 を 示 し て い る 　 と 考 え ら れ る｡

6 世 紀 末 ～7 世 紀 前 半 は 墳 丘 と 墳 形 に 大 き な 変 化 が 起 き る｡ 前 方 後 円 墳

の 造 営 が 終 了 　 し､ 円 墳 と 方 墳 に 再 編 さ れ た(6 世 紀 末)｡ 墳 丘 の 規 模 は6 世

紀 中 葉 ～ 後 半 と 比 較 し て 大 き 　 く 縮 小 す る の に 対 し､ 石 室 は さ 　 ら に 大 型 化

し､ 古 墳 時 代 の 中 で 大 規 模 を 誇 り(7 世 紀 前 半) ､ 墳 丘 の 基 底 部 の 地

山 層 に 石 室 を 造 営 す る 頻 度 が 高 く 　 な る｡

前 方 後 円 墳 造 営 の 終 了 を 後 に､ 古 墳 の 様 々 な 構 成 要 素 の 　 う 　 ち､ 横 穴

式 石 室 よ 　 り 　 前 に 存 在 し た も の( 墳 形･ 埴 輪･ 造 出 部 な ど) は す べ て 消 滅 し

た｡ 前 時 期 ま で の 古 墳 に お い て 重 要 な 場 所 は､ 埋 葬 主 体 部､ 墳 頂 部･ 墳

丘 上･ 造 出 部･ 祭 紀 場 な ど に 分 散 し て い た｡ し か し､ 6 世 紀 末 ～7 世 紀 前
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半 か ら は 古 墳 に お け る も 重 要 な 空 間 は 横 穴 式 石 室 に 集 中 す る が､ こ れ

を 反 映 す る 　 よ 　 う 　 に､ 主 に 石 室 内 部 と 前 庭 部 で 儀 礼 の 痕 跡 が 確 認 さ れ､ 石

室 の 規 模 か ら 石 室 の 重 要 度 を 推 測 す る 　 こ 　 と 　 が で き 　 る｡ ま た､ 墓 制 の 変 遷

速 度 よ 　 り 　 常 に 遅 れ て い た 儀 礼 が､ 6 世 紀 末 を 起 点 に 墓 制 に ふ さ 　 わ 　 し い 形

態に変化したとい　う　こ　と　は､心性的に新たな儀礼に対する抵抗感が消滅

し､ 横 穴 式 石 室 と そ れ に 伴 う 儀 礼 が 在 地 社 会 の 主 流 と 　 し て 構 成 員 に 受 け

入 れ ら れ た こ 　 と 　 を 意 味 す る 　 も の で あ 　 り､ い わ ゆ る 心 性 的 パ ラ ダ イ 　 ム の 転

換 と 　 い え る｡

一 方､ 墓 制 や 儀 礼 の 合 致 の 側 面 以 外 に も､ 在 地 化 の 側 面 か ら 　 も 変 化 が

確 認 で き 　 る｡' 前 方 後 円 墳 に 横 穴 式 石 室 が 導 入 さ れ て か ら 約1 世 紀 に わ た

り､ 初 の 形 態 か ら 絶 え ず 変 化 す る 過 程 で､ 韓 国 と 　 中 国 と 　 は 異 な る 形 態

である畿内型石室が出現し､変化していく　こ　と　は墓制が当該社会に相応

し い 形 態 に 在 地 化 し た も の と 考 え ら れ る｡ そ 　 し て､ 儀 礼 も 在 地 の 状 況 に

合 わ せ て 変 化 す る｡ 実 際､ 畿 内 地 域 の 横 穴 式 石 室 の 源 流 と 　 し て 知 ら れ る

百 済 中 央 で は 夫 婦 合 葬 と 薄 葬 が 基 本 で あ る の に 対 し､ 畿 内 地 域 で は 夫 婦

合 葬 が 守 ら れ て お ら ず､ 厚 葬 が 行 わ れ る 例 が ほ と ん ど で あ る｡ こ の よ 　 う

に､ 6 世 紀 末 ～7 世 紀 前 半 に は 新 し い 文 物 が 入 っ て き た 後､ 在 地 の 人 々 の

抵 抗 感 を 徐 々 に 減 ら 　 し､ つ い に 墓 制 と 儀 礼 が 合 致 し､ 合 致 す る 過 程 で も

在地化した形態に変化させて受容する姿を もよ　く示す画期である　と評

価 で き 　 る｡

7 世 紀 中 葉 に な る 　 と､ 7 世 紀 前 半 に 比 べ 墳 丘 と 石 室 の 規 模 が 縮 小 す る｡

古 墳 の 消 滅 過 程 と 解 す る こ 　 と が で き る が､ 石 室 の 切 石 石 材 は 加 工 度 が 向

上 し､ 築 造 に 使 わ れ た 石 材 の 数 も 統 一 さ れ た｡ ま た､ 墳 丘 と 石 室 の 構 追

を 撤 密 に 計 算 し て 造 営 す る 　 こ 　 と で､ 外 形 的 に は 華 や か さ 　 を､ 構 造 的 に は

安 定 感 と 統 一 性 を 意 図 し て い る｡ 前 時 期 が 古 墳 の 造 営 に 重 点 を 置 い た と
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す れ ば､ こ の 時 期 は そ れ を 超 え て 古 墳 の 精 美 化 に 重 点 を 置 い た と い え る｡

ま た､ す で に7 世 紀 前 半 に 横 穴 式 石 室 の 埋 葬 原 理 と 　 造 営 原 理 で あ る 墓 制

と 儀 礼 が 合 致 し て い る た め､ こ の 時 期 に は 心 性 の 二 番 目 　 の 要 素 で あ る 在

地 化( 古 墳 の 精 美 化) の み が 顕 著 と 　 な る｡

7 世 紀 後 半 に は 在 地 の 支 配 層 に 横 口 式 石 櫛 が 取 り 入 れ ら れ 始 め る18) 0

横 口 式 石 櫛 は 横 穴 式 石 室 の 大 き 　 さ が 極 端 に 縮 小 し た 形 態 で あ る が､ 別 の

埋 葬 原 理 を 持 つ 墓 制 で あ っ た こ 　 と は､ 出 現 し た 背 景 と 使 用 主 体 を 通 じ て

知 る 　 こ 　 と が で き 　 る｡ 大 化 改 新 に よ 　 り 律 令 制 度 を 取 　 り 入 れ､ 政 治 構 造 が 変

化 　 し た が､ 従 来 の 氏 族 中 心( 物 部 氏･ 大 伴 氏 は 軍 事､ 中 臣 氏･ 忌 部 氏 は

祭 稚､ 蘇 我 氏 は 外 交 な ど､ 氏 族 別 に 職 務 を 世 襲) か ら 氏 族 に 関 係 な く､

個 人 の 能 力 に 応 じ て 国 家 の 官 等 体 系 の 中 で 職 務 を 担 当 す る 官 僚 制 に 再 編

される　こ　と　と　関連がある｡

大 化 改 新 の 諸 政 策 の な か に 薄 葬 令 が あ る｡ 効 用 性 に つ い て は 異 論 が

あ る が､ 薄 葬 令 の 主 な 内 容 を 見 る 　 と､ 国 家 は 被 葬 者 の 地 位 に よ っ て 築 造

可 能 な 古 墳 の 規 模 を 制 限 し､ 葬 具･ 造 営 日 数･ 動 員 労 働 力 の 制 限､ 殉 死

の 禁 止 な ど､ 古 墳 の 造 営 に 関 す る 規 制 が 確 認 さ れ る｡ 本 来､ 古 墳 は 氏 族

ご と に 自 　 由 に 造 営 さ れ て い る た め､ 横 穴 式 石 室 の 被 葬 対 象 と な る 範 囲 に

は 夫 婦･ 家 族･ 親 族 な ど が 含 ま れ る｡ こ れ に 対 し､ 横 口 式 石 櫛 は 官 僚 で あ

る 個 人 だ け を 対 象 に 国 家 主 導 で 造 営 が 行 わ れ た た め､ 単 葬 が 基 本 で あ る｡

そ の 結 果､ 追 葬 が 大 の 特 徴 で あ る 横 穴 系 に も か か わ ら ず､ 横 穴 式 石 室

と　は埋葬原理が異なる　よ　う　になった｡

横 口 式 石 櫛 の 出 現 で は､ 上 述 の よ 　 う 　 に 百 済 と の 関 連 性 が 指 摘 さ れ て い

る｡ 百 済 で は7 世 紀 前 後 に 単 葬 の 陵 山 里 型 石 室 が 出 現 す る｡ 当 時 の 百 演

18) 7 世 紀 後 半 は 本 章 の 研 究 範 囲 か ら 多 少 外 れ る が､ 論 旨 の 流 れ 上､ 簡

単にま　と　める　こ　と　にする｡
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と 　 日 本 と 　 の 関 係 や 日 本 で の 出 現 の 時 点 と 地 域 を 考 慮 す れ ば､ 横 口 式 石 櫛

の 埋 葬 原 理 と 造 営 原 理 も ま た､ 百 済 か ら 影 響 を 受 け た 蓋 然 性 は 十 分 あ る｡

横 口 式 石 櫛 の 出 現 は 新 し い 埋 葬 原 理( 墓 制) が 導 入 さ れ た こ 　 と 　 を 意 味

す る｡ そ れ は ま た､ 新 し い 埋 葬 原 理 に 合 わ せ た 造 営 原 理( 儀 礼) が 受 け

入 れ ら れ､ 融 合 す る の に 時 間 が か か る 　 こ 　 と 　 を 意 味 す る｡ 一 方､ 7 世 紀 後

半 の 儀 礼 の 内 容 は 国 家 律 令 に 合 わ せ ら れ て お 　 り､ 仏 教 を 利 用 　 し て 特 別 さ

を 強 調 　 し た 大 王 墓 以 外 に は､ 宗 教 色 を 確 認 で き 　 る 事 例 は 少 な い が､ 8 世

紀 前 後 に 編 年 さ れ る 古 墳 か ら は 壁 画 や 火 葬 に 宗 教 色 が 現 れ て お 　 り､ 心 性

によ　る選別的な行為である在地化が確認される｡

以 上､ 古 墳 造 営 に 関 す る 心 性 面 的 観 点 に つ い て 考 察 し た｡ 人 の 心 性 は､

墓 制 と 儀 礼 が 同 時 に 出 現 し た 後､ 心 性 に 当 た る 儀 礼 が 当 時 の 人 々 　 に 完 全

に 受 け 入 れ ら れ る ま で の 時 間 差( 保 守 性) と､ 受 け 入 れ ら れ る 過 程 で 在

地 社 会 に ふ さ 　 わ 　 し い 形 態 に 選 別･ 変 化 す る 在 地 化( 在 地 性) の 二 つ に 大

別 さ れ る｡ 二 つ の 側 面 か ら 古 墳 造 営 の 変 化 を 観 察 し た 結 果､ 新 し い 墓 葬

祭 を 受 け 入 れ る 際 に､ 儀 礼 は 墓 制 よ 　 り 　 徐 々 　 に 進 行( 保 守 性) し な が 　 ら 　 も

様 々 な 形 に 絶 え ず 変 化( 在 地 性) し て い く｡ こ の よ 　 う 　 な 様 子 は 古 墳 時 代

後 期 か ら 終 末 期 の 全 時 期 に か け て 確 認 で き る｡ 一 方､ 墓 制 と 儀 礼 が 一 致

し た 時 期 は6 世 紀 末 ～7 世 紀 初 頭 で､ 畿 内 地 域 の み の 横 穴 式 石 室 の 墓 葬 制

が 完 成 し た 画 期 と い え る｡ そ 　 し て､ 7 世 紀 中 葉 は 古 墳 の 造 営 に お い て 単

純 な 築 造 で は な く､ 精 美 化 に 重 点 を 置 い て い る た め､ 在 地 化 が 確 認 で き

る 時 期 で あ る｡

3. 技 術 的 観 点

古 墳 は 社 会･ 政 治･ 経 済･ 文 化･ 思 想･ 歴 史･ 技 術 な ど を 網 羅 し た 高 度 な 建

築 物 と 言 っ て も 過 言 で は な く､ 当 時 の 社 会 の 精 神 的 な 表 象 と 　 ア イ デ ン テ
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イ 　 テ ィ 　 を よ 　 く 　 示 し て い る 　 と 　 い え る｡ そ の た め 世 界 史 的 に 古 墳 の 造 営 に 力

量 を 総 動 員 し た 事 例 は エ ジ プ ト の ピ ラ 　 ミ 　 ッ ド､ 中 国 の 皇 帝 陵 な ど､ 様 々

な 事 例 が 確 認 さ れ て い る｡ 日 本 の 場 合､ 前 方 後 円 墳 が 代 表 的 な 例 と 　 し て

挙 げ ら れ る｡ 前 方 後 円 墳 の 中 で も 大 仙 陵 は 世 界 で も 巨 大 な 規 模 を 誇 っ

て お 　 り､ 当 時 の 古 墳 を 取 り 　 囲 む 築 造 技 術 に つ い て 多 く 　 の 人 々 の 関 心 を 集

め て い る｡

3 世 紀 後 半 頃､ 初 期 の 前 方 後 円 墳 と い わ れ る 箸 墓 古 墳 が 出 現 し た 後､

5 世 紀 後 半 ま で の 前 方 後 円 墳 に は 竪 穴 式 の 埋 葬 施 設 が 構 築 さ れ､ こ の 時

期 の 後 の 段 階 で は 竪 穴 式 石 室 が 構 築 さ れ た｡ 古 墳 で も 重 要 な 部 分 は

埋 葬 主 体 部 で あ り､ 古 墳 の 規 模 や 構 造 の 華 や か さ に お い て は 埋 葬 主 体 部

が 重 視 さ れ て い る｡ し か し､ 先 に 調 べ た よ 　 う 　 に､ 弥 生 時 代 後 期 の 大 型 墳

丘 墓 か ら 古 墳 時 代 の 前 方 後 円 墳 に 至 る ま で､ 墳 頂 部･ 墳 丘 上･ 墳 丘 周 辺 で

様 々 な 儀 礼 が 行 わ れ て い た た め､ 墳 丘 も 埋 葬 主 体 と 同 様 に 重 要 な 要 素 と

し て 認 識 さ れ て い た の が 特 徴 と 　 い え る｡

古 墳 時 代 に お い て 墳 丘 の 長 さ が200m を 超 え る 前 方 後 円 墳 は40 基 余 り 　 あ

り､ 300m を 超 え る 　 も の も7 基 が 存 在 す る が､ そ の ほ と 　 ん ど は 畿 内 地 域 に

集 中 　 し て い る｡ ま た2 基 を 除 き､ 古 墳 時 代 前 期 と 　 中 期 に 築 造 さ れ た た め､

こ の 時 期 ま で は 埋 葬 主 体 部( 竪 穴 式 石 室) よ 　 り 墳 丘 の 規 模 や 儀 礼 施 設 に

労 働 力 を 集 中 さ せ た と 考 え ら れ る｡ 実 際､ 現 在 ま で 確 認 さ れ た 竪 穴 式 石

室 の 寸 検 は 概 ね 長 さ は 前 期 が6-8m､ 中 期 が3-6m で あ 　 り､ 幅 と 高 さ は1

-2m の 間 で あ る｡ 古 墳 時 代 前 期 と 　 中 期 の 前 方 後 円 墳 の 規 模 を 考 え る 　 と､

墳 丘 全 体 の う 　 ち､ 石 室 が 占 め る 部 分 は 一 部 に 過 ぎ な い こ 　 と が 分 か る｡ ま

た､ 竪 穴 式 石 室 と 墳 丘 の 築 造 技 術 の 欠 陥 に よ る 墳 丘 内 崩 壊 の 事 例 は 確 認

さ れ て い な い た め､ 墳 丘 は 竪 穴 式 石 室 の 荷 重 に 十 分 耐 え る 　 こ 　 と が で き た

と 考 え ら れ､ 石 室 が 墳 丘 の 上 段 に 位 置 し て も 構 造 的 に 特 に 問 題 点 は 発 坐
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し て い な か っ た｡

し か し､ 6 世 紀 を 前 後 　 し て 前 方 後 円 墳 に 主 体 部 が 横 穴 式 石 室 に 取 　 り 　 替

え 　 ら れ､ 建 築 工 学 的 な 問 題 が 発 生 し 始 め る｡ 横 穴 式 石 室 は 羨 道 と 　 玄 室 に

構 成 さ れ て い る｡ ま た､ 追 葬 が 可 能 で あ る た め､ 全 体 的 に 大 型 化 さ れ た

規 模､ 玄 室 の 天 井 を 高 く 　 築 造 す る 横 穴 式 石 室 の 構 造 的 特 徴､ そ し て 特 に

巨 大 化 し た 天 井 石 な 　 ど､ 横 穴 式 石 室 の 荷 重 は 竪 穴 式 石 室 と 　 は 比 べ 物 に な

ら な い ほ ど 重 く 　 な っ た｡ ま た､ 横 穴 式 石 室 は､ 中 国 や 韓 国 で は､ 地 下 あ

る い は 地 山 層 に 築 造 さ れ た た め､ 異 な る 古 墳 造 営 技 術 が 必 要 で あ る｡ そ

れ に も か か わ ら ず､ 前 方 後 円 部 の 上 段 に 横 穴 式 石 室 が 位 置 し て い る の は､

造 営 原 理 を 知 ら な い 状 況 で 築 造 さ れ た 可 能 性 が 高 い｡

図31 は 重 心 の 位 置 が 構 造 物 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て 示 し た 図 で あ る｡ こ

図31 中 心 の 位 置 に よ 　 る 荷 重 圧 力 　 と 　 支 持 力 の 状 態( 筆 者 作 成)

れ に よ 　 り 　 分 か る 　 こ 　 と 　 は､ 古 墳 を 造 営 す る 際､ 技 術 的 に 考 慮 し な け れ ば な

ら な い の は 横 穴 式 石 室 の 造 営 位 置 と 墳 丘 の 盛 土 で あ る｡ 横 穴 式 石 室 が 重

す ぎ る た め､ 構 造 物( 横 穴 式 石 室) が 安 定 的 で 堅 固 に 維 持 さ れ る た め に

は､ 全 体 の 重 心 が 重 要 で あ る｡ 力 学 的 平 衡 状 態 が 崩 れ て も､ 一 定 の 範 囲

内 で あ れ ば､ 復 元 力 が 働 き､ 再 び 元 の 状 態 に 戻 る こ 　 と が で き て こ そ 安 定

的 な 構 造 物 で あ る｡ 当 然 の こ 　 と 　 な が ら 物 理 学 的 に 重 心 は 低 い ほ ど 安 定 的

で､ 重 心 が 底 面 を 離 れ る 　 と､ 構 造 物 は 重 力 の 影 響 を 受 け る た め､ ま す ま

す 不 安 定 な 状 態 に な 　 り､ 臨 界 点 を 過 ぎ る 　 と 倒 れ る か 崩 壊 す る｡ そ し て 構

造 物 の 下 の 部 分 に か か る 荷 重 圧 力 と 重 力 に 対 応 で き る 程 度 の 支 持 力( 地
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盤 耐 力 又 は 垂 直 抗 力) が 伴 わ な け れ ば な 　 ら な い た め､ 盛 土 の 密 度 は 撤 密

で 堅 く 　 な け れ ば な ら な い｡ す な わ ち､ 安 定 的 な 構 造 を 持 つ た め に は､ 重

心 の 下 方 化 と 支 持 力 が 必 須 条 件 と 　 い え る｡

し か し､ 6 世 紀 前 半 の 墳 丘 盛 土 方 法 は､ ま だ 横 穴 式 石 室 の 荷 重 に 対 応

す る 支 持 力 が 伴 わ ず､ 重 心 が 上 部 に 位 置 し て い る た め 構 造 的 に 脆 弱 で あ

っ た｡ そ れ に も か か わ ら ず､ 墳 丘 の 上 部 に 石 室 を 造 営 し た 理 由 は､ 死 坐

観 や 儀 礼 行 為 と 　 も 関 連 が あ る が､ 構 造 的 弱 点 を 補 う 　 た め､ 建 築 技 術 的 に

補 強 を 試 み た た め と 考 え ら れ る｡ そ れ は6 前 半 の 石 室 底 面 の 下 で 確 認 で

き 　 る 石 室 基 盤 補 強 工 法 で あ る｡ 荷 重 の 重 い 横 穴 式 石 室 底 面 を 補 強 し､ 支

持 力 を 高 め る た め に 設 置 し た も の と 考 え ら れ る｡ し か し､ 石 室 基 盤 補 強

図32 　6 世 紀 前 半 の 石 室 崩 壊 原 因( 筆 者 作 成)

工 法 施 設 の 位 置 も､ 墳 丘 の 基 底 部 か ら 依 然 と 　 し て 高 い 位 置 に あ 　 り､ ま た

そ の 間 に 位 置 す る 盛 土 に は 支 持 力 を 高 め る た め の 技 術 的 補 強 は 行 わ れ て

い な か っ た よ 　 う 　 で あ る｡ 結 局､ 墳 丘 の 基 底 面 と 石 室 基 盤 補 強 工 法 と の 間

に は､ 石 室 基 盤 補 強 工 法 の 荷 重 ま で 加 え て 　 し ま っ た の で 以 前 よ 　 り 　 も 強 い

荷 重･ 外 力･ 重 力 な ど が 加 重 さ れ､ 結 局､ 復 元 力 の 臨 界 点 を 超 え て 崩 壊 が

起 き た も の と 考 え ら れ る｡

実 際 に6 世 紀 前 半 の 古 墳 は､ 上 述 の 築 造 技 術 上 の 欠 陥 に よ 　 り､ 大 型 古

墳 の 横 穴 式 石 室 が 崩 壊 し て い る 場 合( 今 城 塚 古 墳･ 五 ケ 庄 二 子 塚 古 墳) や､

中･ 小 型 古 墳 に も 崩 壊 の 危 険 性 が あ る も の が 存 在 す る( 東 乗 鞍 古 墳) 0

市 尾 墓 山 古 墳 だ け が 比 較 的 安 定 し て い る が､ 上 記 の 古 墳 の 中 で 石 室 の 規
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模 が も 小 さ 　 く､ 築 造 の 高 さ 　 も 他 の 古 墳 よ 　 り 墳 丘 の 基 底 面 に 近 く､ 荷 重､

中 心､ 支 持 力 が 復 元 臨 界 点 を 超 え て い な い と 考 え 　 ら れ る｡ 結 局､ 伝 統 的

な古墳造営能力では横穴式石室を造営する　こ　とができないと　い　う技術的

能 力 の 限 界 が 確 認 さ れ､ 改 善 が 行 わ れ た 時 期 で あ る 　 と 評 価 で き 　 る0

こ れ ら 　 を 踏 ま え て､ 6 世 紀 中 葉 に な る 　 と､ 直 ち に 古 墳 造 営 技 術 が 改 善

さ れ た｡ 横 穴 式 石 室 の 築 造 位 置 は 前 時 期 よ 　 り 　 下 に あ 　 り､ 墳 丘 の 基 底 面 と

1 段 　 目 　 テ ラ ス 上 に 石 室 が 位 置 す る｡ 本 稿 の2 節 で 詳 述 　 し た よ 　 う 　 に､ 1 段 　 目

テ ラ ス 上 に 位 置 　 し た 石 室 は､ 墳 丘 の 周 辺 を 掘 っ て1 段 　 目 　 を 構 築 　 し た の ち

に､ そ の 上 に 石 室 を 築 造 し た た め( 図15 物 集 女 車 塚 古 墳 参 照) ､ 6 世 紀

中葉の横穴式石室はすべて地山層の上に築造されている　と　い　う　共通点を

-室∃二三三
支持力

図33 　6C 中 葉 ～ 後 半､ 垂 直･ 水 平 荷 重 に よ 　 る 石 室 の 位 置 と 規 模

持 つ｡ 地 山 層 は 自 然 層 で あ 　 り､ 基 本 的 に 盛 土 よ 　 り 　 土 の 構 成 密 度 が 撤 密 で

堅 い た め､ 上 か ら の 石 室 の 荷 重･ 外 力･ 重 力 　 と 　 下 か ら の 支 持 力 に 耐 え 　 ら れ

る 　 よ 　 う 　 に な 　 り､ 崩 壊 の 危 険 を 避 け る 　 こ 　 と が で き た｡ こ の た め､ 6 世 紀 前

半 に 石 室 底 面 の 下 で 確 認 さ れ た 石 室 基 盤 補 強 工 法 も な く 　 な る｡ し か し､

石 室 の 位 置 が 下 向 き に な っ た た め､ 逆 に 石 室 の 上 と 横 に お び た だ し い 量

の 盛 土 が 行 わ れ る よ 　 う 　 に な 　 り､ 土 庄( 上 か ら の 垂 直 荷 重 と 横 か ら の 水 平

荷 重) に よ 　 る 崩 壊 の 恐 れ が 新 た に 生 じ た｡

盛 土 の 荷 重 に 対 応 す る た め､ 石 室 の 石 材 が 大 型 化 し､ 結 果 的 に 石 室 そ

の も の の 規 模 も 大 き 　 く 　 な る｡ ま た､ 石 材 の 隙 間 に は 城 壁 の 築 造 方 式 で あ
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る｢ 小 石 は め 込 み 技 法｣ の よ 　 う 　 に､ 小 石 を は め 込 む こ 　 と 　 で 壁 体 構 造 の 安

定性を高めた｡その中には細長い棒のよ　う　な石材で墳丘を突く　よ　う　に設

置 し､ 墳 丘 に 石 室 を 固 定 す る 機 能 を 持 つ 模 石( 深 石) も 確 認 さ れ て い る｡

一 方､ 小 石 が 集 ま っ て い る 形 態 を 土 生 田 純 之 は 調 整 区19) と 定 義 し た が､

氏は調整区の生成原因を複数に分かれた石室の構築範囲を小石で満たす

こ 　 と 　 に よ 　 っ て 現 れ る 現 象 と 理 解 し て い る｡ し か し､ こ の 他 に も 技 術 的 に

壁 体 構 造 の 安 定 性 を 高 め る 様 々 　 な 機 能 が 確 認 さ れ る た め､ 調 整 区 に つ い

て は 今 後､ 機 能 に よ っ て 区 分 す る 必 要 性 が あ る｡ こ の よ 　 う 　 な 石 室 構 築 の

流 れ は6 世 紀 後 半 に も 続 く 　 が､ 石 室 と 石 材 の 規 模 が 大 型 化 し た こ 　 と 　 を 除

け ば､ 技 術 的 に 大 き 　 く 　 変 わ っ た 点 は 確 認 で き な い｡

一 方､ 一 例 に 過 ぎ な い が､ 五 条 野 丸 山 古 墳 は6 世 紀 後 半 の 古 墳 造 営 の

技 術 的 限 界 が 如 実 に 表 れ て い る 事 例 と 考 え ら れ る｡ 五 条 野 丸 山 古 墳 の 良

大 の 特 徴 は､ 石 室 の 全 長 が28.4m と 　 日 本 大 で あ る に も か か わ ら ず､ 墳

丘 が 大 き す ぎ る た め( 約320m) ､ 石 室 の 玄 室 は 墳 丘 中 心 か ら 遠 く 　 離 れ て

い る｡ 大 部 分 の 古 墳 の 後 円 部 中 央 に は 玄 室 の 中 央 ま た は 奥 壁 が 位 置 す る

の が 一 般 的 で あ る が､ 大 王 墓 と 推 定 さ れ る 五 条 野 丸 山 古 墳 の 位 相 を 考 え

る 　 と､ や や 異 例 で あ る 　 と い え る｡ こ こ に は 古 墳 築 造 と 関 連 し､ 築 造 技 術

上 の 問 題 点 と 見 る 余 地 が あ る 　 と 考 え ら れ る｡ し か し､ 石 室 周 辺 の 後 円 部

が 宮 内 庁 に よ っ て 管 理 さ れ て お り､ 詳 細 な 調 査 が 行 わ れ て い な い た め､

推 定 の 部 分 が あ る こ 　 と 　 を 予 め 前 提 に し て お く｡

図18 を 通 し て 調 べ て み る 　 と､ 石 室 は1 段 目 テ ラ ス の 上 に 位 置 す る が､

19) 調 整 区 は 石 室 の 壁 体 を 構 築 す る 際､ い く 　 つ か の 単 位 で 構 築 範 囲 を 区

分 す る が､ そ の 際､ 中 間 で 出 会 う 部 分 の 残 余 空 間 は 一 定 で は な い｡ し た

が っ て､ 埋 め 込 む 石 材 の 大 き 　 さ は 均 一 で は な く､ 入 り 乱 れ た 形 で 積 み 上

げ ら れ､ そ の 他 の 部 分 と 構 築 方 法 に 違 い が 出 る｡ こ の 部 分 を 調 整 区 と 呼

ぶ｡
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地 山 層 に 位 置 し て お 　 り､ 支 持 力 に 対 す る 問 題 は な い こ 　 と 　 が わ か る｡ 一 方､

石室の大き　さ　と　比べる　と　墳丘の大き　さ　は圧倒的に大き　いため(石室が確

認 さ れ た6 世 紀 代 の 前 方 後 円 墳 の 中 で も 大 き い)､ 石 室 の 上 と 周 辺 に か

か る 盛 土 の 圧 力 が 非 常 に 大 き い｡ し か し､ こ の 間 題 を 解 決 で き 　 る 技 術 力

は 前 時 期 　 と 　 そ れ ほ 　 ど 変 わ っ て い な い の で､ や む を え ず 玄 室 を 墳 丘 の 中 央

か ら 外 し て 築 造 す る 　 し か な か っ た 　 と 思 わ れ る｡ も 　 し､ 初 か ら 玄 室 を 墳

丘 中 央 か ら 外 し て 構 築 す る 計 画 が あ っ た 　 と す れ ば､ 羨 道 を 異 例 的 に 長 く

構築する必要はなかっただろ　う｡と　こ　ろが羨道を長く　構築する　と　い　う　こ

と　は､可能な限　り　玄室を後円墳の中央に近く　位置させよ　う　と試みたが､

石 室 が 耐 え う ′ る 土 庄 の 臨 界 点 を 超 え る 　 と 判 断 し､ 中 止 し た よ 　 う 　 で あ る｡

結 局､ 玄 室 は 暖 味 な 位 置 に 置 か れ た と 思 わ れ る｡ 実 際､ 羨 道 で は 数 回 に

わ た っ て 長 さ 　 を 延 ば し た 痕 跡 の 付 加 沿 道 が 観 察 さ れ て い る が､ 墳 丘 の 規

模 に 合 わ せ る た め､ 羨 道 を 延 ば さ な け れ ば な 　 ら な か っ た こ 　 と 　 を 示 す 証 拠

で あ る｡
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図34 　 五 条･ 野 丸 山 古 墳 の 付 加 羨 道 の 　 目 　 地 痕( 『 書 陵 部 紀 要 』 第45 号1994 か

ら 編 集 引 用)

玄 室 か ら 羨 道 の 入 口 部 ま で は 緩 や か な 傾 斜 が あ る｡ 設 計 の 初 か ら 石

室 を 傾 斜 が あ る よ 　 う 　 に 設 計 さ れ た か も 　 し れ な い が､ 盛 土 の 垂 直 荷 重 に よ

り　墳丘の中心に近いほど荷重が重く　なる　こ　と　に加え､羨道が長すぎるた

め､ 構 造 的 安 定 性 は 低 い｡ し た が っ て､ 羨 道 の 天 井 石 を 見 る 　 と 段 差 が あ

る 　 こ 　 と 　 が 確 認 で き 　 る｡ こ れ は 盛 土 の 垂 直 荷 重 に よ 　 る 沈 降 が あ っ た 可 能 性､

ま た は 羨 道 の 構 造 的 安 定 性 を 高 め る た め に わ ざ と 段 差 を 付 け た 可 能 性 が

あ る｡ い ず れ に し て も 羨 道 に 段 差 が あ る 　 こ 　 と 　 は 不 自 然 で あ る た め､ 古 墳

の 造 営 上 の 技 術 的 限 界･ 補 強 を 示 し て い る 　 と 考 え ら れ る｡

6 世 紀 前 半 の 石 室 基 盤 補 強 工 法 の 事 例 で も 同 様 で あ っ た が､ 技 術 的 な

限 界 が 発 生 す れ ば､ 次 の 段 階 で 直 ち に 改 善 が 行 わ れ る｡ 実 際 に 五 条 野 丸

山 古 墳 で 指 摘 し た 技 術 的 な 問 題 は､ 次 の 時 期 の 古 墳 で は 確 認 さ れ て い な

い｡ 五 条 野 丸 山 古 墳 ほ ど､ 垂 直･ 水 平 荷 重 に 取 　 り 　 囲 ま れ た 墳 丘 を 持 つ 古

墳 は み ら れ な い｡ も 大 き な 技 術 的 問 題 は 墳 丘 の 行 き 過 ぎ た 巨 大 化 だ っ

た の で､ 前 方 後 円 墳 の 築 造 が 終 了 す る 理 由 の 一 つ で あ っ た 可 能 性 が あ る｡
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こ の ほ か､ 上 述 の 五 条 野 丸 山 古 墳 に お け る 技 術 的 限 界 は､ 墳 丘 と 石 室 の

バラ　ンスにある　と　考えてお　り､今後の発掘調査によ　り　墳丘と石室と　の関

係研究が進展する　こ　と　を期待する｡

6世紀末～7世紀初めには前方後円墳造営の終了によ　り　墳丘の規模が画

期 的 に 小 さ 　 く 　 な 　 り､ 7 世 紀 前 半 に は 石 室 が も 巨 大 化 　 し た 時 期 で あ る｡

特 に 計 画 的 に 石 室 を 構 築 し 始 め る 　 と 　 と 　 も に､ 石 室 の 石 材 に 加 工 が 施 さ れ

る｡ 6 世 紀 末 ～7 世 紀 初 に は 玄 室 に 調 整 区 を も た な い 石 室 が 出 現 し､ 7 世

紀 前 半 に は 設 計 段 階 か ら 羨 道 の 長 さ ま で 計 画 的 に 構 築 さ れ た た め､ 付 加

羨 道 が な く 　 な る｡ ま た､ ほ と ん ど の 石 室 は 墳 丘 の 基 底 面 に 位 置 す る な ど､

石 室 と 墳 丘 の 構 造 的 完 成 度 は 頂 点 に 達 す る｡ こ の よ 　 う 　 な 様 相 か ら 考 え る

と､ 横 穴 式 石 室 の 造 営 原 理 と 埋 葬 原 理 に ふ さ わ 　 し い 築 造 技 術 が 完 成 さ れ

た 時 期 で あ る 　 と 　 い え る｡ 一 方､ 7 世 紀 中 頃 に は そ れ ま で と 　 は 異 な 　 り､ 墳

丘 と 石 室 の 規 模 が 縮 小 す る 傾 向 が 見 ら れ る｡ 古 墳 築 造 技 術 上 の 変 化･ 発

展 は な い が､ 墳 丘 と 石 室 で 精 美 化 が 確 認 さ れ る｡ こ れ は 古 墳 が 築 造 技 術

的 に 完 成 し､ 安 定 化 が 進 み､ 次 の 段 階 で あ る 精 美 化 の 段 階 に 移 行 し た も

の 　 と 理 解 さ れ る｡ ま た､ 石 室 の 位 置 は7 世 紀 前 半 と 比 較 し て1 段 目 テ ラ ス

上 に 造 営 さ れ る 事 例 が 多 く 　 な る｡ 墳 丘 と 石 室 の 規 模 が 縮 小 し､ 精 美 化 の

側 面 で の み 石 室 を 造 営 　 し た 可 能 性 が 考 え 　 ら れ る が､ 西 宮 古 墳 と 峯 塚 古 墳

で 見 た よ 　 う 　 に､ 地 山 層 が 石 室 の 底 の 下 に 位 置 し て お 　 り､ あ 　 く 　 ま で 技 術 的

に 安 定 性 は 確 保 さ れ た 状 態 で 古 墳 を 造 営 し て い る 　 こ 　 と が 分 か る｡

7 世 紀 後 期( 厳 密 に 言 え ば 中 葉 後 期) ～8 世 紀 初 ま で20) ､ 埋 葬 主 体 部 の

規 模 が 極 端 に 縮 小 さ れ た 横 口 式 石 櫛 が 主 流 墓 制 と 　 し て 採 用 　 さ れ､ 墳 丘 で

は 版 築 が 出 現 す る｡ 牽 牛 子 塚 古 墳 と 高 松 塚 古 墳 な ど､ 上 位 の 古 墳 か ら

20) 7世紀後半は本章の研究範囲から外れるが､論旨の流れ上､手短にまとめることとす

る｡
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主 に 版 築 の 事 例 が 確 認 さ れ て い る｡ 版 築 は 土 質 の 圧 密 現 象 を 利 用 　 し た 技

法 で あ 　 り､ 土 は 土 粒 子 と そ の 他 の 間 隙 部 分 で 構 成 さ れ て い る｡ 土 粒 子 間

の 隙 間 は 普 通､ 水 と 空 気 が 詰 ま っ て い る が､ 土 を 固 め る 行 為 に よ っ て 土

粒子間の水と空気を 大限に排出　して､粒子間の隙間を少な　く　するほど

硬 く 　 な る｡ 従 来､ 安 定 的 に 石 室 を 築 造 す る た め に は､ 地 山 層 の 上 に 造 営

する　こ　と　が必須条件であったが､地山層よ　り版築の圧密強度がさ　らに大

き い の で､ 古 墳 は 墳 丘 や 石 室 の 位 置 に こ だ わ ら ず､ 造 営 で き 　 る 　 よ 　 う 　 に な

っ た｡ し た が っ て､ 古 墳 の 造 営 の 後 の 段 階 は 版 築 の 出 現 と 見 る 　 こ 　 と 　 が

で き､ 環 境 に 影 響 を 受 け た 受 動 的 造 営 か ら 能 動 的 造 営- の 転 換 が 行 わ れ

た　と　いえる｡′

以 上､ 技 術 的 観 点 を 中 心 に 古 墳 時 代 後 期 と 終 末 期 の 古 墳 造 営 に つ い て

考 察 し た｡ 6 世 紀 を 前 後 　 し て 前 方 後 円 墳 に 出 現 し た 横 穴 式 石 室 は､ 埋 葬

原 理 と 造 営 原 理 を 正 確 に 理 解 で き な い ま ま 築 造 さ れ た た め､ 石 室 の 位 置

と 墳 丘 の 盛 土 方 法 に お い て 建 築 工 学 的 な 問 題 が 発 生 し た｡ 古 墳 造 営 工 人

た ち は 重 心 が 高 く 　 支 持 力 が 弱 い 問 題 に 対 応 す る た め､ 石 室 の 下 に 石 室 基

盤 補 強 工 法 を 施 設 し た が､ 根 本 的 な 解 決 方 法 で は な か っ た た め､ 結 局､

石 室 は 崩 壊 に 至 る｡ こ 　 う 　 し た 技 術 的 欠 陥 を 克 服 す る た め に､ 6 世 紀 中 葉

に 石 室 を 地 山 層 に 築 造 し､ 墳 丘 の 下 部 に 位 置 さ せ る｡ し か し､ 逆 に 石 塞

の 上 と 周 囲 か ら 大 量 の 墳 丘 圧 で あ る 垂 直･ 水 平 荷 重 に 　 さ 　 ら 　 さ れ､ そ れ を

克 服 す る た め の 方 法 と 　 し て 墳 丘 の 規 模 が 縮 小 す る か､ あ る い は 石 室 の 規

模 が 大 型 化 す る｡ し か し､ 6 世 紀 後 半､ 墳 丘 が 大 型 化 し す ぎ た 五 条 野 丸

山 古 墳 で 墳 丘 と 石 室 の バ ラ 　 ン ス が 崩 れ る｡ 6 世 紀 末 に 前 方 後 円 墳 の 造 営

は 終 了 　 し､ 7 世 紀 前 半 に 石 室 と 墳 丘 の 構 造 が 完 全 に 安 定 し､ 造 営 原 理 と

埋 葬 原 理 が 一 致 し た 古 墳 が 完 成 し た｡ 7 世 紀 中 葉 に は 安 定 化 を 超 え､ 古

墳 の 精 美 化 が 行 わ れ､ 7 世 紀 後 半 頃 か ら は 新 し い 墓 制 の 横 口 式 石 櫛 と 盛
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土 方 法 で あ る 版 築 が 出 現 し､ 受 動 的 古 墳 造 営 か ら 能 動 的 古 墳 造 営- の 転

換 が 行 わ れ る｡

興 味 深 い 点 は､ 古 墳 を 造 営 す る 時､ 構 造 的 に 技 術 的 な 問 題 が 発 生 す る

と､ 次 の 時 期 に 直 ち に 問 題 点 の 改 善 が 確 認 さ れ る｡ ま た､ 改 善 に 関 わ る

技 術 だ け で は な く､ 社 会 的 ニ ー ズ に 対 応 す る た め の 造 営 技 術 も 出 現 す る

な 　 ど､ 絶 え ず 石 室 と 墳 丘 は 変 化･ 発 展 し て い く｡ 一 方､ 技 術 面 的 観 点 の

う 　 ち､ 物 理 学 的 な 部 分 に 着 目 　 し て､ 古 墳 の 変 化 を 把 握 し た が､ こ の ほ か

に も 古 墳 の 造 営 に は 様 々 な 技 術 的 要 素 が 存 在 し て い る 点 も 見 逃 せ な い0

一 例 と 　 し て､ 墳 丘 の 盛 土 方 法 も 時 期 ご と 　 に 新 た な 盛 土 法 が 出 現 し､ 墳 丘

の 面 積 に 対 す る 高 さ が 関 連 し て い る 　 こ 　 と 　 を 指 摘 す る 研 究 も み ら れ る｡ こ

こ で は 言 及 す る 　 こ 　 と 　 が で き な か っ た が､ 今 後 さ 　 ら に 補 完 す る 必 要 が あ る｡
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第4 節: 小 結

以 上､ 時 期 ご と 　 に 変 化 す る 古 墳 の 様 相 か ら､ 各 観 点( 死 生 観 的 観 点･

心 性 面 的 観 点･ 技 術 的 観 点) に つ い て 検 討 し た｡ 簡 単 に ま 　 と 　 め る 　 と 　 表10

の　と　お　り　であ　る｡

表10 　 各 観 点 か ら 見 た 古 墳 の 変 化 の 様 相( 時 期 別 区 分) ( 筆 者 作 成)

墳 丘 と 石 室 の 立 面 兒ﾘｷXｴｹlﾒ 兒ﾘﾆ 石 室 規 模 剞ﾎ 室 加 工 度 ｹ}bĀĀĀĀĀ

6C前半 兒ﾘｷX,ﾈ9&前時期より小さくなる 剔O方後円墳 ｩ:b一)竰墳丘頂上部. 墳丘上.墳丘 周辺 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ前時期より大きくなる 

6C中葉～後半 兒ﾘｷX,ﾈ岔&hｮ｢YB6C前半より小さくなる(五条 野丸山古墳除外) 剴d9ﾈ.h.X*ｸ*ﾘ,凾ﾙぼ無くなる ĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

6C末～7C初頭 兒ﾘｷX,ﾈ岔&hｮ｢YB旭ｩYH,ﾉW7｢ﾘ(*"どんどん前時期より小さく なる 刮~墳.方墳 電9(iwHﾎ9Kﾈ.h.X*ｸ*ﾘ,.電9(iwHﾎ9Kﾂ.h.ﾔ畏"*"なし ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

7C 前 半 劔 電9iht8:ｨ.h.X*ｸ*ﾘ,. 電9j(t8:｢.h.ﾔ 畏"*"ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

7C中葉 兒ﾘｷX,ﾈ岔&hｮ｢YBｩ&ﾉW7ｨﾘ"*"刮~墳.方墳.八 角墳 鍍9ﾈ.h.淫ﾈ+8*ﾘ,鍍9ﾈ.h.ﾔ畏(*"ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

7C 後 半 ～8C 初 頭 剔O 時 期 と ほ ぼ 同 じ 剴t9(iwH.h. 淫ﾈ+8*ﾘ, 鍍9(iwH.h.ﾔ 畏(*"ĀĀĀĀĀĀĀ

死生観的観点 d9ﾈﾎ9Kﾃｩ69ﾙ4倩hｬh囮(,ﾈﾙhｬｨｺIbĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ②6C未～7C中葉:黄泉の国死生観 

③7C後半～8C初頭:仏教死生観 

心 性 面 的 観 点 ( 基 制. 儀 礼. 荏 地) 竸ir 竸4 鋳 亰i~r 雲4 鋳 剄ﾝ 地 化 ĀĀĀĀĀĀĀ
①6C前半～7C中葉:横穴式石室 刧@6C前半～後半:伝統儀礼痕跡残存 劍td9ﾃｨﾈｨ齏ｨｸﾎ8鈴ZﾒĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

②7C後半～8C初頭:横ロ式石榔 刧A6C未～7C中葉:横穴式石室儀礼 劍tt9(iwCｩ碓ﾈ嶌+8.ｨ+ﾘﾈｨ齏｢ｸ鈴Zﾒﾒ_ｹZﾒĀĀĀĀĀĀĀ

③7C後半～8C初頭:律令(仏教)儀礼 劍t#t8ﾎ9Kﾈ:｣ｨﾏｸ霑鳥JｨｧZﾒĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

技術的観点 ﾓd9ﾃｩZﾘｷX9&齏ｩ'ｩ"因I8,h辷鰮|ﾘ,ﾉn)雨ﾙbĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

①-26C中葉～後半:墳丘下段と基底部石室築造(垂直水平荷重の問題発生) 

②-16C未～7C前半:墳丘基底部石室築造(技術の安定化) 

②-27C中葉:墳丘下段と基底部石室築造(技術の精美化) 

③7C後半～8C初頭:横口式石櫛と版築(新技術の登場) 

時 期 ご と 　 に 横 穴 室 石 室 の 出 現 と 　 巨 大 化､ 墳 丘 に お け る 石 室 の 位 置 の 変

化､前方後円墳と埴輪造営の終了な　どが　どのよ　う　な意味を持っているか
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に つ い て､ 死 生 観 的 観 点･ 心 性 面 的 観 点･ 技 術 的 観 点 を 通 　 じ て､ 古 墳 造 営

を め ぐ る 　 当 時 の 時 代 的 状 況 を 合 わ せ て 総 合 的 に 検 討 し た｡ ｢ 既 存｣ の 前

方 後 円 墳 に｢ 新 し い｣ 横 穴 式 石 室 が 出 現 し た 後､ 6 世 紀 末 に 前 方 後 円 墳

の 造 営 が 終 了 　 し､ 細 部 の 偏 差 は あ る が､ ｢ 既 存｣ 死 生 観､ 心 性､ 技 術 に

対 す る 古 墳 か ら の 影 響 力 が 徐 々 　 に 減 り､ ｢ 新 し い｣ 死 生 観､ 心 性､ 技 術

に 替 わ る｡ そ 　 し て､ 横 穴 式 石 室 が｢ 既 存｣ と 　 な っ た6 世 紀 末 ～7 世 紀 半 ば

に｢ 新 し い｣ 横 口 式 石 櫛 が 出 現 し､ 7 世 紀 後 半 に｢ 既 存｣ 横 穴 式 石 室 に

替 わ る 一 連 の 過 程 で も､ 前 時 期 の 前 方 後 円 墳 と 横 穴 式 石 室 の 関 係 に 類 似

し た パ タ ー 字 を 示 し て い る｡ つ ま 　 り､ 本 章 の 方 法 論 で あ っ た3 つ の 観 点

が有機的に連動してお　り､古墳時代後期と終末期の古墳築造に深く　関連

し て､ 出 現 一 展 開 一 衰 退 一 　 消 滅 の 過 程 に 関 与 し て い る 　 こ 　 と 　 が 確 認 で き た｡

し か し､ 古 墳 の 造 営 は､ 本 稿 で 述 べ た 観 点 を は じ め､ 当 時 の 社 会･ 政 治･

経 済･ 文 化･ 宗 教･ 技 術､ そ 　 し て こ れ を 共 有 し､ ど の よ 　 う 　 に 活 用 す る か を

決 定 す る 人 々 の 心 な ど､ よ 　 り 　 多 様 な 側 面 か ら 捉 え る こ 　 と が で き 　 る た め､

筆 者 も 今 回 の 検 討 で 完 全 に 理 解 で き た と は 考 え て い な い｡ 依 然 と 　 し て 不

足 し て い る 　 と 考 え､ 上 述 し た よ 　 う 　 に 深 く 検 証 す る こ 　 と 　 も 重 要 で あ る が､

複 数 の 観 点 を 活 用 　 し て 検 討 対 象 を 様 々 な 側 面 か ら 把 握 す れ ば､ 今 後､ よ

り 研 究 が 進 展 す る で あ ろ 　 う｡
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