
第4 章: 横 穴 式 石 室 の 壁 体 構 造 の 築 造 方 法 と 石 材 の 形 態 変 遷 に つ い て

( 表 面 と 裏 面 の 様 相 を 中 心 に)

第1 節: 研 究 史 お よ び 研 究 目 的

第2章では中国東北地域の横穴式石室が楽浪郡･百済を経て　日本の畿内

地 域 に 導 入 さ れ る ま で の 展 開 過 程 に つ い て 述 べ､ 第3 章 で は 前 方 後 円 墳

に 畿 内 型 石 室 が 出 現 し た 後､ 墳 丘 と 　 の 関 係 で 石 室 が ど の よ 　 う 　 に 変 化 し た

の か 相 関 関 係 に つ い て 述 べ た｡ 第4 章 で は 横 穴 式 石 室 の 技 術 的 属 性 に 集

中 　 し､ 壁 体 の 変 化 を 中 心 に 見 て い き た い｡ 横 穴 式 石 室 の 構 造 と 構 築 技 術

に関する主な研究者は次の通　り　である｡

主な研究史を簡単にま　と　める　と､ほと　んどが特定古墳の全面発掘また

は復元と移築をき　っかけに石室の構造と構築技術の研究が発展　してきた

こ 　 と 　 が 分 か る｡ 1937 年 に 京 都 大 学 溝 田 耕 作 の 主 導 で 石 舞 台 古 墳 の 調 査 に

よ　り　石材の重量や運搬から築造方法までの構築技術に関する考察を行っ

た( 『 大 和 島 庄 石 舞 墓 の 巨 石 古 墳 』 ) ｡ こ れ は 初 の 横 穴 式 石 室 発 掘 調

査 の 方 法 を 本 格 的 に 議 論 し た も の で 研 究 史 的 意 義 が あ る｡

尾 崎 喜 左 雄 は 『 横 穴 式 古 墳 の 研 究 』 (1966) で 群 馬 地 域 の 横 穴 式 石 室

の 実 際 の 調 査 を 通 じ て､ 当 時 の 石 室 構 築 に つ い て 検 討 で き 　 る ほ ぼ す べ て

の部分を集約　してお　り､今でもなおこれらの研究法は有効に利用　されて

い る｡ そ の 後､ 日 　 本 各 地 の 古 墳 発 掘 調 査 で 蓄 積 さ れ た 研 究 法 を 　 も 　 と 　 に

1980-90 年 代 に 調 査 が 行 わ れ､ そ の 　 う 　 ち 代 表 的 な も の 　 と 　 し て 綿 貫 観 音 山

古 墳､ 散 田 金 谷 古 墳 な 　 ど が 成 果 と 　 し て あ げ ら れ る｡

右 島 和 夫 と 土 生 田 純 之 は こ れ ま で の 個 々 　 の 研 究 と 韓 国 の 事 例 な 　 ど､ 研

究 成 果 を 集 成 し､ 『 古 墳 構 築 の 復 元 的 な 研 究 』 (2003) を 集 成 し た｡ 発

掘によ　り　確認された古墳の築造上の多様な様相と　それに関する分析を詳
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細 に 示 し､ 現 在 も 古 墳 調 査 に 影 響 を 及 ぼ し て い る｡

一 方､ 太 田 宏 明(2016) は 横 穴 式 石 室 と 　 い 　 う 　 資 料 を 複 数 の 属 性 の 集 合

と 規 定 し､ 各 属 性 を 様 々 　 な 類 型 に 区 分 し た｡ そ の 中 で､ 横 穴 式 石 室 を 構

成 す る 属 性 を 意 匠 的 属 性 と 技 術 的 属 性 に 大 別 　 し､ 伝 播 と 共 有 の 観 点 か ら

比 較 検 討 を 進 め た｡ 特 に､ 技 術 的 属 性 に 壁 体 の 構 造 と 築 造 方 法 に つ い て

詳 し 　 く 　 分 類 し､ 適 切 な 用 語 を 提 示 し た｡ そ の 後､ 青 木 敬(2004･ 2005)

に よ 　 っ て､ 横 穴 式 石 室 を 土 木 技 術 的 観 点 か ら 墳 丘 と 　 の 関 係 を 重 要 視 し た

一 連 の 研 究 成 果 が 発 表 　 さ れ た｡ 　 さ 　 ら 　 に､ 近 年､ 青 木 弘(2016 ･ 2017 ･

2019) な 　 ど に よ 　 っ て､ 非 破 壊 調 査 方 法 で あ る 三 次 元 計 測 　 とSfM/MVS 調 査

法 に 基 づ い た 様 々 　 な 古 墳 の 調 査 事 例 が 蓄 積 さ れ て お 　 り､ 横 穴 式 石 室 の 構

造 と 築 造 に つ い て 様 々 　 な 研 究 法 が 行 わ れ て い る｡
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表11 横 穴 式 石 室 の 構 造 相 関 関 係 に 触 れ た 研 究

研 究 者  僖 鵠 文 名  饕

薄田耕作 rr大和鼻庄石舞台の巨石台 餾Iﾉ=ｨ/ｸ,價ﾘ唔ﾈｩyYﾈﾋ8-ﾈ,X,ﾈ暹/h/ｸ+X+ﾘﾜX,ﾈ駟~,X*.つĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

帯 穂 遺 失 剳ｭ 一 侘9Zﾘ､H,ﾉxｨｶIgｷYy7 囘I 鞏 阨 闕ｹdI 顋yY94ｹd,r 騁ﾈ･yY9ｨ*h-ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

確 度 栄 治 劔xｩ,ｨﾊHｸh,ﾈｮ 顏ﾘxH 麌+X+ﾘ,hﾖﾈ*h..ｨ. 停ĀĀĀĀ

尾崎書畠諾 田r横穴式古墳の研究j 佛F靆x/(i8,ﾈｨ拑zxﾕﾉ'ｨ,僥x.ﾘ-ｨ+x-x,H/ﾊHｸh+X+ﾘ*ｪIg饉ﾙlｨﾆĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ忠.石材の加工J構築洩､石室の多様な細腰国(構造間嵐.外部砺筆)など､争方 

石畑点から集大成し､石宝萌藁研究のレベルを-投弾引き上げた. 

能登蝕 佗ﾆﾂF鼓赫搬菅山古墳保存鰻 僭bﾈyﾘ,(,Ivﾈ或X嶌ｧx祢Zｩﾘ,io8ﾊh.偉9Zﾘ,ﾉxｩ,ｨ,hﾕﾉ'ｨｵｨ,"ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
竣事業報青春& x.ﾘ倩/･h+ZI_hﾘX+ﾙtﾈ･x,ﾈｽﾘﾋ8,佰ﾈ*ﾘｮ)k9{ｹX+ﾒĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

徳江秀夫 侘8+2ﾒF親告観音山舌軸!.Ⅱ Xﾅｸﾎ8鈴Zﾘ,X*.*ﾘ.海傀ｳDﾉﾈ惠,舒8*ｺItﾈ･x,ﾉNﾘ･/ﾜRĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ1989 51 娘 に 抑 え､ 感 に 近 も､ 形 で 復 元 し た こ と で 広 く 知 ら れ て ､ヽ る｡ ま た､ 盗 掘 さ れ Ā
ていなかったので､細かい発蹴により台頓を藁通した当時の石童の鵡漣を把握 
することができた. 

首 長 和 夫 F 日 夜 上 平 遠 藤J 冢ﾈ 倩9[ﾙ 蔭#ﾘhｺｸ,ﾈﾈｨtﾈ･x,ﾉJﾘﾄ+(ﾛ 蔚ﾈﾙiZﾘｷZI;88,i 齏ｨ,ﾈ 岑ﾜ｢ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

連､鮒石材の汝豊潮定により､横穴式古墳の詳しも､データを得て､石室の蕪遭遇 

種を復元(蕪通の緒準備一石豊の基礎鴫形一隻体の基底耕通の構築一隻任の構築-天井 

石の無我-墳丘および外部完投の韮溝)した.上記の調書により､横穴式古墳の胡 
遺絶対研究において重要な成果を上げることができ､鍋蓋方法と研究濃はその後の 

古墳窮まにお狩る画期となった. 

2003 ﾈｨﾌ9-ﾉ8駛暹/h/2003年r古墳構築の津元吋な研究Jではこれまでの研究成果をまとめる一万､台 ĀĀĀĀĀĀĀ調査するJ ｨ,ﾉY9$)TﾙT*h-暹/jIYﾈﾋ8,(*(,I?ｩgｸ,hｭ異,ﾈﾊHｸh駟~-ﾈ,Xﾊhﾔﾈ*ﾙ[8ﾋｸ+RĀĀĀĀĀĀĀĀ
た. 

荒井ヒ 儁xﾔbF定時散田金谷台場一 冓隗ｨ,ﾈｷﾙNｨ*.霰ﾈ,ﾈvﾙ+(ﾛﾗ8,(+ﾘ*ｪH+,ﾈ暹/h,XｬXﾖ9.(/l｢ﾉiĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
天井石に区分した.とくに隻仔を主洋とt,て認許1,､謀元過程にお ､ヽて右横､大き 

さ､積み方の形式,叢込めなどを念演に置いた. 

土生蛸之 涛Br横穴式台墳構築過程の ﾈｨ齏ｨ,ﾉY9ﾔh,ﾈ*H+ⅹXﾅ陏ﾈｨｬY_8,X,ﾙWH;TZIWHﾘﾉ2ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

の存在が石室と墳丘の築造過程で互いに影響を与え.凍れる浅象と見なした.その 

林地として､全面発掘調査が行われる横穴式合繊構築過程の復元研究により,横穴 
式宝の改造､牧丘内に漣洩した右横産投の存在､宗l次墳丘と第2次墳丘が発見さ 

復元｣ ｪH+.ｨ.xZｩﾘ,h.ｸﾈｩ侘9Zﾘ,ﾈﾕﾉ'ｨ,况ﾈ丶ｸ*ｨ*.蟹<,仍刋,i)Yﾈ*｢ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

あることが明らかになった.石堂の築造に墳丘も沸速するため､変化に連動して蕪 
連射官の変化が農あれることが諦捜された.このような一遍の研究娃登時､凍穴式 
舌根藻連技術の捻食吋研究に大きな影響を及醸した. 

2003 Y,傚ｨ鋕.Xﾅ隧Hﾈｨ2抑3年F青柳蕪の復元吋な研究Bではこれまでの研究成果をまとめる一万.台 ĀĀĀĀĀĀ石蜜の築造工程についてj 乂ｨ,ﾈ$)GyEｸ.h-暹/jIYﾈﾋ8,(*(,I?ｩgｸ,hｭ異,ﾈﾊHｸh駟~-ﾈ,Xﾊhﾔﾈ*ﾘﾝ稲ﾘ+RĀĀĀĀĀĀĀ
た. 

#*% r横穴式石宝と土木技術｣ 做以ｩY饑8,ﾈﾕﾉ'ｨﾊHｸh,冦瑛韵ywih/竧.ﾈ.ｪHﾖｸﾈｨh,ﾈｮｩYH,ﾈĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

2tー05 宙ﾎ2頡冓hｯｨﾌ9Zﾘ,ﾉ7冦扱｢盲唖と招集位を,羨込めの様相.轟蓮如の形態など､有蓋の各部分を横好した.守 Ā鞘と横穴式看圭一群集分に おける畿内と東国J X,Hﾅ9ﾈ,ﾈﾕﾉ'ｨｵｨ,豫XｪX,Ih+ﾘ,Hﾆ/ｽhﾅ陋ｸ+X+ﾒĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

太脚 bF横穴式石室と台娘時代社 ﾈｨtﾈ･x,ﾉZHﾈ/ﾕﾉ'ｨ+x.俾ｲ鞋H*(.x.ｨ.ｩ,ﾉfｨﾈX,X*.蟹MYlｨ,(,BĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

それぞれの石材が持つ緒がどのように使われるか.石材をどのように組み合わせ 

て整序を構築するか､喜埜洋をどのように結合するかのきつの親鳥から属性を設定 
し､各属性の襲撃を設定したが､これを帝石技術と定義した.石材の鮒方漁は､ 
小口横(嫌積み).平横(縦横み).立横(立積み)､石材の組み合わせ方法は水 

会J通報分析の方途と実演 兌ﾘｷｹ&粳iU9&驗F｢竸Hｷｹ&篷И顋ﾈｸｹ雲ｹ7(,ﾚHｿxｧ/X(*y_ｹE*ﾘｯﾘrĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

せ棲み)と隅角をなくす方法(練む梗み)に分課した.また､石童の類型によ 
り､整体の下部と上部で甫石法が弗なる塘倉と生体の各部位を基底石く 下投石) 
･中位部く天井と床面の申闇付近)の上位部く天井付近)とに分課した. 

青木髭 br横穴式有蓋の三次元計洩 ﾈｨ齏ｨ,ﾉ+(ﾛX蓼鵁ﾋ8ﾇh.(ｸｧ,h.(ﾛｩﾘ+X,H*(.定ｽ韲･｢ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

と分析看官八輔古墳.埼 8.ｨ,H*(.俶ｸEｨ,h+X,JIﾉ8ﾈ/,9̂+X+ﾘﾊHｸh.-ﾈ+隕ﾙzx+X,H*(,H*ｪH*(,(,X.ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

玉鉄砲山古墳を事例とし 僮hEﾈ,hｸ5ﾉGｮx,ﾉIlｨ,Y(ﾘ*ﾈ+8.ｨ,H*H.ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

てj 倅8ﾇi*ｨ.%8ﾚ 荅 藍8,ﾈﾜYX,ﾉ<*X,dﾂﾈ,H,ﾚHﾌ9Zﾘ,Xﾗ8.ﾘ.ｨ.ﾙYyYzIwHﾘ8,ĀĀĀĀĀĀĀĀ
どの調査で穀摸される部分が存在せざるを得ないが､退路をほとんど投摸すること 

2017 8ﾈ,ﾈﾈｨtﾈ･x,偬ﾈ+r.仗ﾈﾊHｸh,(.H,Bﾙ[ｸh讓,h蓼鵁ﾋ8ﾇi~H,ﾉｩtﾉ:ﾏﾂﾔĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

なく､鼻糞な結果が獲簿できるという点である.さもに浅地粥萱にかかる時間と常 
カを大将に節約しながら､詳細な詑簿が縛られるため､浅場で宙的された時間を 
もって､三次元計激やS紺附弧外の分析が行えるなど,静まの効率が向上する轟点 

を浄つ. 後に,結果物である3Dモデルを遵じて蔓達工程と加工技術の様相を浅地 
に行かなくても詳細な観察が可能であり､石室の拝棟や石材の有様.角度など､浅 

2019 8ﾈｸ5Xｸ5ﾈ8898,b9wJ8,h.ﾈｨ拑zr,ﾈｴĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

地政寮では確認できないデータの数億を定隻化できる.凍在､埼玉県東故山帝著書 

八韓舌頓.河帯解州1号頓の立脚虞と右横みかも見える襲連の工程および石材の 
加工窮に注目して研究を速めて ､ヽる○この他にもEH5年に祭具文化財訴宝飾でぎ三 

次元計滴る飛鳥時代の石工積術の復元吋研究A(代黄研究者:♯瀦党)が刊行きれる 

など､徐々に津発化しても､る｡ 
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次 に 第4 章 の 研 究 方 法 に つ い て 述 べ る｡ 5 世 紀 後 半 に 百 済 の 中 央 で 流 行

し た 板 橋 型 石 室 が 畿 内 地 域 で も 本 格 的 に 出 現 す る｡ 高 井 田 山 古 墳､ - 須

賀 古 墳 群( Ⅰ 支 群)･ 桜 井 公 園2 号 境 な ど の 初 期 横 穴 式 石 室 が そ れ で あ る｡

発掘調査の内容をま　と　める　と､両者の構築様相はほ　と　ん　ど変わ　らない

( 石 室 構 造 は 第2 章 を 参 照)｡ 構 築 の 様 相 を い え ば､ 主 に 斜 面 に 位 置 す る｡

ま ず､ 周 　 り 　 を 整 地 し て 地 山 層 ま で 土 壌 を 掘 削 後､ 石 室 を 築 造 す る｡ 壁 体

と 墓 境 の 間 の 後 空 間 は 土 と 粘 土 で 固 め る｡ 次 に 石 室 の 規 模 と 　 ほ ぼ 同 　 じ よ

う 　 に 墓 境 を 掘 削 し て い る た め､ 壁 石 の 裏 面 と 墓 境 の 隙 間 が 狭 く､ 壁 体 積

石 方 式 は 土･ 粘 土 を 固 め た だ け で､ あ る 程 度 安 定 化 さ せ る 　 こ 　 と 　 が で き 　 る｡

天 井 形 態 は 等 薩 形( 変 形 考 薩 形) で あ 　 り､ 壁 体 の 上 部 ま た は 天 井 部 の み が

地 上 に 現 れ､ 墳 丘 も 天 井 を 覆 　 う 　 ほ ど 盛 　 り 　 上 が っ て い る｡

6 世 紀 前 後 の 首 長 層 の 前 方 後 円 墳 に 畿 内 型 石 室 が 出 現 す る｡ 初 期 横 穴

式 石 室 が 変 化 し た 形 態 と 　 し て 知 ら れ る 畿 内 型 石 室 は6 世 紀 初 頭 ～7 世 紀 中

葉 に 畿 内 地 域 の 支 配 層 の 主 流 墓 制 で あ っ た｡ 石 室 の 構 造 を 検 討 す る 　 と､

玄 室 と 羨 道 が 長 方 形 の 平 面 を 呈 す る 単 室 で あ 　 り､ 当 初､ 羨 道 は 片 袖 式

( 右) が 優 勢 で あ っ た が､ 次 第 に 両 袖 式 が 主 流 と 　 な っ て い く｡ 玄 室 の 奥

壁 と 側 壁 が 互 い に 接 す る 　 よ 　 う 　 に 積 み 上 げ ら れ て い る た め､ 隅 角 の 形 態 は

上 部 ま で よ 　 く 保 た れ て い る｡ 天 井 は い く 　 つ か の 石 材 か ら な る 平 天 井 で あ

り､ 使 用 石 材 は 概 ね 石 室 石 材 の 中 で も 大 き い｡ 閉 鎖 石 は 塊 石 を 利 用 し

て い る が､ 7 世 紀 に 入 る 　 と 次 第 に 板 石 に 取 っ て 代 わ る か､ ま た は 門 施 設

が 出 現 す る｡ 一 方､ 石 室 の 規 模 は7 世 紀 前 半 ま で は 次 第 に 大 型 化 し て い

く 　 が､ 7 世 紀 中 葉 に な る 　 と 逆 に 縮 小 す る｡ そ の 代 わ 　 り 　 に 石 材 の 加 工 度 は

飛躍的に高ま　る｡

畿 内 型 石 室 は 初 期 横 穴 式 石 室 と 　 は 異 な 　 り､ 地 上 の 巨 大 墳 丘 の 中 に 石 室

が 築 造 さ れ て い る｡ し か し､ 当 時 の 畿 内 地 域 の 盛 土 技 術 で は､ 地 山 層 と
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同 程 度 の 安 全 性 を 期 待 す る 　 こ 　 と が 難 し く､ 結 局､ 石 室 の 重 さ に 墳 丘 が 耐

え 切 れ ず､ 石 室 の 位 置 が 下 降 す る 　 こ 　 と 　 は､ 第3 章 で す で に 述 べ て い る｡

そ の た め､ 墳 丘 と 石 室 が 崩 壊 せ ず に 維 持 で き 　 る よ 　 う 　 に す る た め の 補 強 材

と 　 し て､ 石 室 の 壁 と 　 墳 丘 の 盛 土 と 　 の 間 に 裏 込 め 石･ 土･ 粘 土･ 砂 な 　 ど を 強

度 を 高 め る た め に 詰 め 込 ん で い る｡

こ の よ 　 う 　 に 両 石 室 は 築 造 位 置 と 盛 土 に お い て 大 き 　 く 　 異 な る た め､ 考 古

学 ま た は 石 室 専 攻 者 で な け れ ば､ 初 期 横 穴 式 石 室 か ら 畿 内 型 石 室- の 変

化 を 容 易 に は 理 解 で き な い｡ ま た､ 石 室 規 模･ 石 材･ 羨 道･ 天 井 な 　 ど 様 々

な 部 分 で 違 い が 確 認 さ れ､ も 初 期 の 畿 内 型 石 室 で す ら 初 期 横 穴 式 石 塞

と 明 確 な 違 い が 見 ら れ る た め､ 両 者 の 石 室 造 営 に 関 連 し て､ 技 術 上 の 変

化 ま た は 断 絶 の 有 無 に つ い て 疑 問 が 生 じ る｡ 可 能 性 は 低 い が､ も 　 し 両 石

室の間に差異や断絶が確認されれば､畿内型石室は初期横穴式石室を参

照 し､ 在 地 で 新 し く 　 製 作 さ れ た 石 室 の 可 能 性､ あ る い は 板 橋 型 石 室 の 他

系 統 の 影 響 を 受 け た 可 能 性 も 考 え ら れ る｡ し た が っ て､ こ の 部 分 に 対 す

る 綿 密 な 検 討 が 必 要 で あ る｡

次 に､ 畿 内 形 石 室 は 初 期 の 平 面 形 態 を 保 ち な が ら､ 築 造 位 置･ 規 模･ 石

材( 大 き 　 さ 　 と 加 工) が 変 化 し 続 け る｡ 石 室 の 築 造 法 と 構 造 の 変 化 に 関 す

る 研 究 は 以 前 か ら 行 わ れ て き た｡ 特 に 石 室 内 部 で 無 理 な く 　 目 視 で き る 奥

壁･ 側 壁･ 袖 石 を 中 心 に､ 壁 体 の 段 数･ 形 態･ 大 き 　 さ･ 加 工 痕 な ど を 時 期 ご

と に 検 討 し た 事 例 は 『 近 畿 の 横 穴 式 石 室 』 を は じ め と 　 し て 多 数 存 在 し､

多 く 　 の 成 果 を あ げ て い る｡ し か し､ 壁 体 の 表 面 の 様 相 を 中 心 と 　 し た 研 究

法 は 限 界 が あ る た め､ 石 室 壁 体 の 裏 面 の 築 造 形 態 と 石 積 方 法､ 時 期 別 の

変 化 の 様 相 な ど を 検 討 す る 必 要 が あ る｡ し か し､ 発 掘 報 告 書 で は 壁 体 の

裏 面 に 関 す る 記 述 は ほ と ん ど 言 及 さ れ て い な い｡ 全 面 発 掘 を 行 わ な い 以

上､ 物 理 的 に 確 認 が 困 難 な 点 も あ り､ 復 元･ 整 備 に 関 す る 報 告 書･ 研 究 書
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で す ら 石 室 壁 体 の 裏 面 に 関 す る 簡 単 な 説 明 に 　 と 　 ど ま 　 っ て お 　 り､ 検 討･ 分

析 す る ほ ど の 情 報 は え が た い｡

す べ て の 構 造 物 の 形 態 は 表 面 と 裏 面 の 違 い が 大 き い｡ 現 代 の 建 物 の 壁

や 柱 の 場 合 を 例 に と 　 る 　 と､ 表 面 は 外 装 材 や ペ イ 　 ン ト な ど に よ 　 り､ 装 飾 性

が 加 わ っ て 本 来 の 姿 を 捉 え に く 　 い｡ し か し､ 外 装 材 に 遮 ら れ て い な い 裏

面 の 壁 体 と 柱 の 形 態 は コ 　 ン ク リ 　 ー ト 　 と 鉄 筋 な 　 ど が 複 雑 に 埋 め 込 ま れ て 固

定 さ れ て お 　 り､ 他 の 構 造 物 と 複 雑 に 繋 が っ て い る 　 こ 　 と 　 が 容 易 に 見 受 け ら

れ る｡ す な わ ち､ 建 物 の 実 質 的 な 構 造 を 正 し く 　 把 握 す る た め に は､ 表 面

よ　り　裏面をよ　く　確認する必要がある｡また､建物の安定性検査を行　う　際

に も､ き れ い に 整 っ て 見 え る 前 面 よ 　 り 　 建 物 の 部 材 の 隙 間 か ら 観 察 し た ほ

う　が当該建物の実情をよ　り　正確に把握するこ　とが可能であ　り､これは横

穴 式 石 室 も 構 造 物 で あ る 以 上､ 同 様 に 適 用 で き 　 る｡

と　こ　ろが､従来の研究において横穴式石室の構造が把握でき　るほぼす

べ て の 部 分 が 扱 わ れ て い た に も か か わ ら ず､ 壁 体 の 裏 面 の 様 相 に 関 す る

研 究 が あ ま 　 り 進 ん で い な い｡ こ れ は 古 墳 の 全 面 発 掘 や 解 体･ 移 築 が 行 わ

れないため､裏面の様相を窺う　こ　と　のでき　る機会が限られている　と　い　う

理 由 も あ る が､ 裏 込 め の 研 究 が あ る 程 度 行 わ れ て き た こ 　 と 　 を 考 え る 　 と､

検 討 対 象 と 　 し て の 認 識 が な か っ た と 考 え ら れ る｡

そ こ で 第4 章 で は 壁 体 の 表 面 と 裏 面 の 構 築 形 態 が 確 認 で き 　 る 横 穴 式 石

室 を 選 定 し､ 壁 石 の 表 面 と 裏 面 の 築 造 法 を 中 心 に 説 明 す る( 断 面 形 態 も

含 む) ｡ 対 象 と す る 時 空 間 に つ い て は､ 畿 内 地 域 を 中 心 に 板 橋 型 石 室 と

初 期 横 穴 式 石 室､ 畿 内 型 石 室 が 築 造 さ れ る5 世 紀 後 半 ～7 世 紀 中 葉 ま で を

四 半 期 ご と 　 に 分 け､ 壁 体 構 造 と 積 石 方 法 の 変 化 を 中 心 に 検 討 し た い｡ 壁

体 構 造 と 積 石 方 法 を 中 心 に 検 討 す る 理 由 　 と 　 し て は､ 天 井･ 石 材･ 羨 道 な ど

石 室 を 構 成 す る 構 造 は ほ と 　 ん ど 変 化 し て い る｡ ま た､ 壁 体 構 造 に つ い て
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は壁体が積み上げられ隅角の形態が良く　保たれている点から他の部分よ

り 　 比 較･ 検 討 が 容 易 で あ る｡ 後 に､ 研 究 方 法 と 　 し て 図 面 と 直 接 観 察 を

並 行 し て 行 っ た｡ 石 室 が 築 造 さ れ て か ら 長 い 時 間 が 経 ち､ 途 中 で 石 材 が

脱 落 し た 　 り､ 石 材 の 隙 間 が 広 が っ た 部 分 を 中 心 に 観 察 を 実 施 し た｡ ま た､

石 舞 台 古 墳 と 蛇 塚 古 墳 の よ 　 う 　 に 墳 丘 が ほ と ん ど 削 平 さ れ た 石 室 の 場 合 は､

裏 面 の 形 態 が 全 体 的 に 観 察 で き る｡ 二 つ の 検 討 法 は と 　 も に 壁 体 裏 面 の 構

築 形 態 を 完 壁 に 観 察 で き な い と い う 限 界 は 存 在 す る が､ 報 告 書 と 既 存 の

研 究 史 の 情 報 を 利 用 　 し て 補 完 し 合 え ば､ 壁 体 構 造 と 積 石 方 法 の 変 化 を 時

期 ご と に 検 討 す る こ 　 と に 大 き な 無 理 は な い も の と 判 断 し た｡
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第2 節: 板 橋 型 石 室 と 初 期 横 穴 式 石 室 の 壁 体 構 造 と 築 造 方 法 の 検 討

第1 節 で 述 べ た よ 　 う 　 に､ ま ず 板 橋 型 石 室 と 初 期 横 穴 式 石 室 の 壁 体 構 造

と 積 石 方 法 に つ い て 見 て い く｡ 板 橋 型 石 室 は 百 済 漢 城 期 中 央 地 域 の 貴 族

層 の 石 室 類 型 で あ 　 り､ 漢 城 期 が 終 わ る ま で 石 室 外 形 の 変 化 は ほ と 　 ん ど 確

認 さ れ て い な い｡ 一 方､ 可 楽 洞3 号 境 も 百 済 漢 城 期 中 央 地 域 の 横 穴 式 石

室 と 　 し て 知 ら れ て い る｡ 板 橋 型 石 室 と 石 室 の 構 造 は 非 常 に 類 似 し て い る

が､ 王 室 古 墳 群 と 　 し て 知 ら れ る 石 村 洞 古 墳 群 の 近 く 　 に 位 置 し､ 方 形 の 平

面 形 態､ 板 橋 型 石 室 よ 　 り 規 模 が 大 き い と 　 い 　 う 　 点 な ど を 根 拠 に､ 貴 族 層 よ

り 　 百 済 王 室 が 造 営 し た 石 室 と 　 し て 認 め る 見 解 が 優 勢 で あ る｡ 2 つ の 類 型

は そ れ ぞ れ 熊' 津 期 中 央 地 域 の 公 州 に お け る 王 室 の 宋 山 里 型 石 室 と､ 板 橋

型石室の伝統が受け継がれた貴族層の金鶴洞古墳群と　して集中的に確認

で き 　 る｡ 板 橋 型 石 室 の 構 造 は1 章 で 詳 し 　 く 　 記 述 し た の で､ こ 　 こ で は 壁 の

構造に集中　して記述する｡

壁 体 は 隅 角 の 石 材 が か み 合 わ ず､ 突 き 合 わ せ て 積 み 上 げ､ 隅 角 が は っ

き 　 り 　 と 　 し て い る｡ 羨 道 の 高 さ ま で 直 角 に 積 み 上 げ､ そ の 上 は 考 薩 形 天 井

と 　 し て 架 構 す る た め､ 少 し ず つ 内 傾 さ せ て 積 み 上 げ て い く｡ 石 室 平 面 が

方 形 に 近 い ほ ど､ 四 壁 の 同 じ 高 さ か ら 内 傾 す る が､ 長 方 形 の 場 合 は 平 面

構 造 上､ 奥 壁 を 先 に 内 側 に 内 傾 さ せ る た め 変 形 考 薩 形 天 井 と 　 も 呼 ば れ る｡

天 井 部 の 内 傾 度 に 合 わ せ て､ 壁 石 石 材 の 加 工 形 態 が 変 わ る が､ 割 石 の 小

口 面 は 斜 線( 梯 形) に 加 工 し､ 裏 面 は 模 形 に 加 工 し て 積 み 上 げ､ 自 然 に

天 井 ま で つ な が る 　 よ 　 う 　 に 　 し て い る( し か し､ 噂 を 模 倣 し て 加 工 し 天 井 を

築 造 し た と 　 し て も､ 本 当 の 噂 と 　 同 程 度 の 完 成 度 は 期 待 で き な い) 21) 0

21) 漢 城 期 の 横 穴 式 石 室 の 天 井 は､ 現 在 完

石室周辺や床面に天井石と斜辺石が崩れた

る｡ と 　 こ 　 ろ が､ 燕 岐 松 原 里96 号 墳 で は 珍

示 す 事 例 が 確 認 さ れ た｡ 百 済 の 中 央 地 域
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し た が っ て 壁 体 は 石 材 の 加 工 形 態 に 対 応 し､ 積 石 の 角 度 に 変 化 が 生 じ る

が､ 直 角 に 積 み 上 げ る 段 階 と､ 内 候 の 角 度 に 合 わ せ て 斜 辺 石 か ら 上 部

の 天 井 石 ま で 考 薩 形 を 成 す 段 階 に 分 け ら れ る｡ 段 数 は 天 井 ま で 完 全 に 残

る 　 も の が な い た め 分 か ら な い が､ 残 存 形 態 か ら 推 測 す る 　 と､ 天 井 石 ま で

お お む ね20 数 段 ほ 　 ど で あ っ た 　 と 　 み ら れ る｡ 一 方､ 1 段 　 目( 基 底 石) に 限

定 さ れ た 築 造 法 と 　 し て､ 基 底 石 が 入 る ほ ど の 幅 で 掘 削 し た 後､ は め 込 み

式 の 積 み 上 げ を 行 う｡ 掘 削 の 深 さ は 石 室 ご と 　 に 一 定 し て い な い が､ 基 底

石 が 石 室 床 面 で 隠 れ な い 程 度 で あ る｡ 掘 削 　 し て は め 込 む よ 　 う 　 に 立 て る 理

由 　 と 　 し て は､ 基 底 石 を 固 定 さ せ て 壁 体 を 積 み 上 げ る 際 に､ 構 造 的 安 定 性

を 担 保 す る だ め の も の と 考 え ら れ る｡

石 積 み を 行 う 　 と 　 き､ 小 口 積 と 平 積 を 併 行 す る か､ ま た は 小 口 積 石 の 長

さ に 差 を つ け な が ら 積 み 上 げ る た め､ 石 室 の 積 石 断 面 は ジ グ ザ グ の 形 を

呈 し て い る｡ 甘- 洞 古 墳 群 の 石 室 移 築 工 事 に お い て 石 壁 裏 面 の 全 体 像 が

窺 え る 機 会 が あ っ た｡ 図35 の ⑥ ～ ⑥-3 は､ 甘- 洞 古 墳 群1-2 地 点 横 穴 式

石 室 の 移 築･ 復 元 工 事 を 行 う 　 当 時 の 様 子 を 筆 者 が 直 接 撮 影 し た も の で､

石 室 の 裏 面 を 全 体 的 に 確 認 で き 　 る 非 常 に 珍 し い 機 会 で あ っ た｡ 天 井 部 は

す で に 崩 壊 し て い た が､ 壁 石 の 裏 面 に よ 　 り 板 橋 型 石 室 の 積 石 の 様 相 を 詳

細に把握する　こ　とができた｡

写 真 で 確 認 で き る よ 　 う 　 に､ 小 口 積 と 平 積 を 併 行 し て お り､ 裏 面 を 正 面

か ら 見 る 　 と､ ギ ザ ギ ザ と 　 し た 形 状 を し て い る｡ 細 か い 積 石 方 法 を 見 て み

る 　 と､ 多 少 の 違 い は 認 め 　 ら れ る が､ 概 ね1･2 段 目 　 を 平 積(1 段 は 立 積 並

行) ､ 3 段 目 　 を 小 口 積 し て い る｡ そ し て､ さ 　 ら に4･5 段 目 　 を 平 積､ 6 段 目

を 小 口 積 に し､ 裏 面 の 正 面 に ば ら つ き が あ る よ 　 う 　 に 構 成 し て い る｡ ま た､

体 的 な 構 造 は お お む ね 似 て い る た め､ 壁 石 構 造 の 理 解 を 助 け る た め､ 図
35 に 追 加 　 し た｡
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奥 壁 で 観 察 さ れ る の は 隅 角 を 基 準 に1 番 目 　 と3 番 目 　 の 列 を 裏 面 が さ 　 ら に 飛

び出る　よ　う　に積み上げ､ 2番　目　の列は相対的に飛び出　さ　ないよ　う　に積み

上 げ て い る｡ ま た､ 石 室 の 段 と 列 を 構 成 す る 割 石 の 長 さ 　 と 大 き 　 さ が 異 な

り､ 裏 面 を 模 形 に 加 工 し て い る が､ 精 密 加 工 で は な 　 く 　 粗 雑 な 加 工 の た め､

裏 面 の 様 相 は 不 規 則 で あ 　 り､ 断 面 で も 横 軸 と 縦 軸 が 複 雑 な ジ グ ザ グ 形 態

を 呈 し て い る｡ 石 室 と 裏 打 ち 土 を 　 さ 　 ら に 堅 く 　 固 定 し､ 石 室 そ の も の の 堅

牢 性 と 古 墳 全 体 の 安 定 性 を 大 限 に 高 め た と 考 え 　 ら れ､ 壁 か ら い く 　 つ か

石材が脱落しても石室は崩壊する　こ　と　が少ない｡このよ　う　な板橋型石室

における壁石築造技術は､三国時代の城壁築造にも類似　した様相が確認

さ れ る｡ 表 面 は 平 ら に 加 工 し て い る の に 対 し､ 裏 面 は 横 形 に 加 工 し て い

る の で､ 似 た よ 　 う 　 な 効 果 を 意 図 　 し て い る｡ そ の た め､ 石 材 は 安 定 し て 定

着 し､ 一 部 脱 落 し た 石 材 が あ っ て も 他 の 部 分 で し っ か り 　 支 え て い る た め､

簡 単 に は 崩 れ な い｡ そ 　 し て 裏 面 の ジ グ ザ グ 形 態 の 　 う 　 ち､ さ 　 ら に 突 出 　 し た

石 材 が ま れ に 確 認 さ れ る が､ 深 石 と い 　 う 用 語 で 呼 ば れ て お 　 り､ 長 さ が 短

い 場 合､ 異 な る 石 材2 枚 を 噛 み 合 わ せ る 　 よ 　 う 加 工 し て 前 後 に 連 結 し た 例

も 確 認 さ れ て い る｡ 深 石 の 機 能 は 石 室 築 造 の 安 定 性 を 一 層 極 大 化 す る た

め の 装 置 と 考 え 　 ら れ る｡

後 に､ 1 段 目( 基 底 石) で は 小 口 積 は あ ま 　 り 確 認 で き な い｡ ま た､

石 室 の 床 面 に は 基 底 石 の 幅 に 合 わ せ て 石 材 の 高 さ 約1/3-1/2 を 掘 削 し､

基底石を挟むよ　う　に動く　可能性を 小限に抑えているため､基底石の大

き 　 さ は 大 き 　 く 　 な る ほ ど 立 積 の 形 態 と な っ て い る｡ こ れ は 石 室 の 移 築 の た

め､ 基 底 石 の 真 下 を 貫 通 さ せ た 鉄 製 の フ 　 レ ー ム 　 と 上 部 の 基 底 石 の 様 子 か

ら 　 よ 　 く 　 観 察 さ れ る( 図35 の ⑥)｡ 百 済 漢 城 期 の 横 穴 式 石 室 に お い て 確 認 さ

れ る 壁 体 構 造 は､ 石 室 が 崩 壊 し な い よ 　 う 構 造 的 安 定 性 を 高 め る 　 と 同 時 に

土 壌･ 裏 込 め 土 と 　 の 結 束 力 を 高 め る た め の 機 能 を 果 た し た と 考 え ら れ る｡
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ま た､ 形 状 は 異 な る が 石 室 裏 面 か ら 確 認 さ れ る ジ グ ザ グ 形 態 の よ 　 う 　 に 壁

を 支 え る 機 能 を 有 す る 構 造 は､ 魂 晋 南 北 朝 時 代 や 楽 浪 郡 の 噂 室 墳､ 熊 津

期 の 噂 室 境 で あ る 橋 村 里3 号 墳 で も 確 認 さ れ て い る( 図35 の ⑦ ～ ⑨) a
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① ～ ①-1 ･ ソ 　 ウ ル 可 楽 洞3 号 填､ ② ～ ②-2: 城 南 板 橋 洞6 号 境､ ③ . 公 州 金 鶴 洞2

号 填､ ④ ～ ④-1 : 燕 岐 松 原 里96 号 境 の 天 井 部 斜 辺 石､ ⑤ ～6)-3 : 城 南 板 橋 洞7 号

噴 　､ ⑥ ～ ⑥-3 : 河 南 甘- 洞l-2 地 点 　 の 石 室 移 築 工 事 　 当 　 時 の 壁 体 裏 面 の 様 子､

( 診: 丹 陽 胡 橋 仙 鶴 物 南 朝 大 量､ ⑧: 建 山 丙 座 南 朝 墓 葬､ ⑨: 公 州 校 村 里3 号 墳

図35 　 百 済( 漠 城 期･ 熊 津 期) の 横 穴 式 石 室 壁 体 構 造( 表･ 裏 面) の 様 相 　 と 魂 晋

南 北 朝･ 熊 津 期 の 噂 室 境 の 壁 体 裏 面 の 構 造
(r 横 穴 式 石 室91 構 造 斗 　 調 査 方 法｣ 『2009 　 東 亜 細 亜 　 古 墳 文 化 卑 　 調 査 研 究 方 法

論 』 2009､ 『 せ 千 人1 瑚･Aa 卑 号 壬71 書 印 　 せ 領gt_ 　 刀 　 司l ヰ 可71 書 　 巻 司 』 2012､ ｢ 三

園 時 代 　 韓 半 島 　 中 部 地 方 　 古 墳 文 化 句 　 一 棟 相 一 支 配 国 家 　 交 替 後 　 再 使 用 　 石 室 墳

ヰ 　 達 意 造 曹 　 古 墳 群-｣ 『 千 村 可 を 五 首 　 旦 五Jl 』 5,2014､ 『Jta 甘 　 せji 号 令 司

Ⅱ 』 -13･16 ～18 干 可-,2012 か ら 引 用､ ⑥ ～ ⑥-3 ･ ⑨ 筆 者 撮 影)

次に畿内地域の初期横穴式石室について見ていく　D　対象と　なる古墳は

高 井 田 山 古 墳 と- 須 賀 古 墳( Ⅰ 支 群) 18･19･20 号 填､ 宮 山 塚 古 墳 で あ る｡

高 井 田 山 古 墳 は 初 期 横 穴 式 石 室 の 中 で も 造 営 年 代 が 早 く､ - 須 賀 古 墳

( Ⅰ 支 群)18･19･20 号 墳 は 群 集 墳 で あ 　 り､ 板 橋 型 石 室 と 　 は 全 体 構 造･ 副 葬 品

な ど が も 類 似 し て い る｡ 宮 山 塚 古 墳 は､ 初 期 横 穴 式 石 室 の 後 の 段 階

で あ 　 り､ 石 室 の 規 模 も 初 期 の 横 穴 式 石 室 と 畿 内 型 石 室 の 中 間 に 位 置 す る｡

ま た､ 韓 国 と 　 日 本 を 合 わ せ て 唯 一 天 井 ま で 完 全 に 残 存 し､ 石 室 内 部 が 観

察 で き る 石 室 で あ る た め､ 雫 蔭 形 天 井 を も つ と 推 定 さ れ る 他 の 初 期 横 穴

式 石 室 と 　 の 比 較･ 検 討 が 可 能 で あ る｡ 何 よ 　 り 　 初 期 横 穴 式 石 室 と 畿 内 型 石

室 の 過 渡 期 に 位 置 し､ 初 期 の 横 穴 式 石 室 か ら 畿 内 型 石 室- の 変 化 の 様 子

を把握する　こ　と　もでき　る0
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高 井 田 山 古 墳: 発 掘 当 時 は す で に 天 井 は 崩 れ て い た が､ 石 室 の 内 部 と

周 辺 に 散 ら ば っ て い る 天 井 石 と 斜 辺 石 の 存 在 か ら 天 井 が 考 薩 形 に 架 構 さ

れ て い た こ 　 と 　 が 確 認 さ れ た｡ 盗 掘 に よ 　 り 　 西 壁 は 破 壊 さ れ､ 東 壁 も 内 側 に

押 し 出 さ れ て い た｡ も 残 存 状 態 の 良 好 な 壁 石 の 高 さ は1.3m で あ る｡ 四

壁 は 垂 直 に 積 み 上 げ ら れ て い る た め､ 隅 角 は 直 角 に な っ て い る｡ そ 　 し て

1m 前 後 に 少 し ず つ 内 傾 さ せ て､ 考 薩 形 天 井 を 構 築 し た も の 　 と 考 え 　 ら れ る｡

一 方､ 壁 石 の 残 存 部 か ら 壁 石 を 積 み 上 げ る 方 法 が 確 認 さ れ た｡ 石 材 は 簡

単 に 加 工 さ れ た 割 石 を 横 積 し て い る｡ 玄 室 の 内 壁 は 小 口 積 と 平 積 を 交 互

に 積 み 上 げ て い る｡ 表 面 は 平 ら に 加 工 し､ 裏 面 は 模 形 に 加 工 し て い る0

石材の大き　ざは､おおむね壁体部よ　り　天井部に使用　された石材の方が大

き　い｡

盗 掘 坑 に よ 　 り 　 崩 壊 し た 西 壁 の 南･ 北 側 断 面 を 見 る 　 と､ 1 段 目( 基 底 石) は

石室の床面よ　り　も下に位置し､基底石が設置された幅に合わせて掘削　し

固 定 し た こ 　 と 　 が 確 認 で き 　 る｡ す べ て の 石 材 側 面 が 断 面 に 露 出 し て い る わ

け で は な い が､ 段 別 に 小 口 積 と 　 平 積 を 並 行 し て お 　 り､ 小 口 積 を 　 し た 石 材

の 裏 面 は 横 形 に 加 工 さ れ て い る｡ ま た､ 小 口 積 を 　 し た 石 材 に は､ さ 　 ら に

長 く 　 製 作 さ れ た も の が 確 認 さ れ て い る｡ 甘- 洞 古 墳 群1-2 地 点 の 横 穴 式

石 室 移 築･ 復 元 の 過 程 で 確 認 さ れ た 石 室 裏 面 の 様 相 　 と 　 同 一 で あ る｡ ま た､

東 壁 を 段 別 的 に 解 体 し た 様 子 を 上 か ら 撮 影 し た 写 真 を 見 る 　 と､ 石 壁 石 材

の 置 か れ た 形 態 は 長 さ の 長 短 が 異 な る が､ 一 つ ま た は 二 つ ず つ 交 互 に 堤

れ て い る｡ ま た､ い ず れ も 裏 面 の 形 態 は 裸 形 に 加 工 さ れ て い る｡ 石 材 の

大 き 　 さ が 小 さ い 場 合 は､ 他 の 石 材 と 連 結 し て 後 ろ を 長 く 　 伸 ば し た 形 態 も

見 ら れ る｡ 特 に 壁 体 中 央 に は 二 つ の 石 材 を 結 合 し､ 横 形 に 加 工 し た 深 石

も 確 認 で き 　 る｡ 興 味 深 い こ 　 と 　 に､ 甘- 洞 古 墳 群2-5 地 点9 号 墳 の 解 体 調 査

当 時､ 同 様 の 様 相 が 発 見 さ れ た た め､ 板 橋 型 石 室 と 初 期 横 穴 式 石 室 の 棉
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造 的 類 似 性 の 関 係 を 示 す 事 例 　 と 考 え ら れ る｡ ま た､ 壁 体 と 土 壌 の 間 の 裏

込 め も 小 石 は 使 わ ず､ 砂･ 土 　 粘 土 な ど 性 質 の 異 な る 素 材 で 交 互 に 盛 土 し､

段 ご と 　 に 層 位 の 区 分 が 可 能 で あ っ た が､ 高 井 田 山 古 墳 の 報 告 書 に も 共 通

し た 現 象 が 確 認 さ れ て い るo 　 こ れ に よ 　 り､ 高 井 田 山 古 墳 は 従 来､ 石 室 の

外形や副葬品から､当時の百済と　の関係な　どで百済系渡来人の古墳と　し

て 知 ら れ て い た が､ 壁 体 の 築 造 技 術 か ら 　 も 複 数 の 同 一 の 築 造 方 法 が 観 察

図36 　 高 井 田 　 山 古 墳 の 壁 体 構 造 と 積 石 様 相( 表･ 裏 面)
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さ れ て お 　 り､ こ れ ま で の 見 解 を 裏 付 け て い る｡

- 須 賀 古 墳( Ⅰ 支 群: 18･19･20･21 号 墳) : 18 号 墳 の 石 材 の 大 き 　 さ は 約50

-70cm で､ 残 存 す る 壁 石 の 高 さ は 約1.2m で あ 　 り､ 奥 壁 は2-3 段､ 側 壁 は

4-5 段 で あ る｡ 19 号 墳 と 　20 号 墳 は､ 長 　 さ50cm 以 下(19 号 墳) 20-50cm

(20 号 墳) の 小 型 石 材 か ら な 　 り､ 基 底 部 の2-3 段 の み が 残 存 す る｡ 21 号

墳 の 側 壁 の 下 部 に は20-40cm 程 度 の 小 型 石 材､ 上 部 に は60cm ほ ど の 石 材

を 使 用 　 し､ 大 き 　 さ に 違 い が 見 ら れ る｡ 壁 の 大 残 存 高 は 約1m で､ 5-6 段

で あ る｡ こ れ ら の 石 室 は い ず れ も 壁 体 部 だ け が 残 存 し て お 　 り､ 破 壊 の 度

合 い が 激 し い た め､ 天 井 の 構 造 を 断 言 す る こ 　 と は 難 し い｡ た だ し､ 報 告

書 の 図 面 と 　 写 真 か ら1 段 目( 基 底 石) と 壁 休 部 の 様 相 を 見 る 　 こ 　 と 　 が で き

る｡ - 須 賀 古 墳 は､ 基 底 石 の 設 置 方 法､ 壁 石 の 小 口 積･ 平 積､ 小 口 積 の

裏 面 の 模 形､ 深 石､ 壁 石 の 断 面 の ジ グ ザ グ 形 態､ 壁 石 上 部 に 位 置 す る ほ

ど 石 材 が 大 き 　 く 　 な る 傾 向 な ど が 高 井 田 山 古 墳 と 共 通 し て い る｡

150



叫
P
 
I
/
-
､
塵
鮎
辿
簸
遠
望
塾
が
~
仙

一
節



∴

( か ～(9-3 . 18 号 填､ ② ～ ②13 　19 号 填､ ③ ～ ③-3 . 20 号 境､ ④ ～ ④-4 　21 号 墳

図37 　- 須 賀 古 墳 群( Ⅰ 支 群18-21 号 墳) の 壁 体 構 造 と 　 積 石 様 相( 表･ 裏 面) ( 『-

須 賀 竜 一 墳 群 Ⅰ 支 群 発 操 調 査 概 要 』 1993 か 　 ら 　 引 　 用)

宮 山 塚 古 墳･ 前 述 の よ 　 う 　 に 羨 道 の 一 部 が 破 壊 さ れ て い る が､ 畿 内 の 初

期 横 穴 式 石 室 の 中 で 唯 一 天 井 ま で 完 全 に 残 存 　 し て お 　 り､ 正 方 形 に 近 い 平

面 形 態 を 　 し て い るo 　 発 掘 調 査 は 行 わ れ て お 　 ら ず､ 床 面 は 土 砂 に よ 　 り 　 埋 も

れ て い るD 　 壁 石 の 構 造 は 現 在 の 床 面 の 高 さ か ら 約1En ま で 垂 直 に 積 み 上 げ

ら れ､ 四 壁 の 隅 角 　 も 垂 直 に な っ 　 て い るG 　 上 部 は 少 　 し ず つ 内 傾 さ せ て 積 み

上 げ､ 考 蔭 形 天 井 を 呈 し て お 　 り､ 天 井 石 は1 枚 で あ る｡ 壁 石 の 内 傾 が 始

ま る 高 さ は､ 羨 道 の 天 井 石( 門 楯 石) 下 部 の 高 さ 　 と 一 致 す る｡ 写 真 と 図 面

か ら 石 材 の 壁 体 構 造 を 観 察 す る 　 と､ 目 　 地 が よ 　 く 　 確 認 で き､ 石 材 を 垂 直 に

積 み 上 げ る 区 間､ 石 材 を 内 側 に 積 み 上 げ る 区 間､ 斜 辺 石 を 利 用 　 し て 天 井

部 を 構 成 す る 　 区 間 に 分 け 　 ら れ る｡ ま た､ 壁 石 の 隙 間 か ら 観 察 し た 結 果､
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小口積と　平積を併用　している　こ　と　が観察され､畿内地域の他の初期横穴

式石室や百済の板橋型石室に見られる工程に類似　している点は注目　に値

す る｡ た だ し､ 玄 室 平 面 形 態 が 正 方 形 に 近 い た め､ 長 方 形 石 室 に 見 ら れ

る 変 形 脅 薩 形( 考 薩 形 に 架 構 す る た め 奥 壁 が 側 壁 よ 　 り 　 内 傾 す る 高 さ が 低

い｡ ) と 　 は 異 な 　 り､ 奥 壁 と 側 壁 の 内 傾 す る 高 さ が 一 定 で あ る｡ こ れ は 可

楽 洞3 号 墳 や そ れ か ら 発 展 　 し た 宋 山 里 型 石 室 と 類 似 　 し た 構 造 で あ る｡ ま

た､石室の下部は上部よ　り　比較的大きい石材を使っている　と　い　う　見解が

あ る が､ 直 接 観 察 し て 撮 影 し た 写 真 か ら 見 て み る 　 と､ 逆 の 場 合 も 多 数 確

認 で き 　 る｡ そ 　 し て､ 斜 辺 石 は 小 口 面 が 見 え る 　 よ 　 う 　 に 積 み 上 げ て い る の で､

石室内部から観察する　と壁石の石材よ　り　小さ　く　見えるが､脱落して落ち

た 斜 辺 石 を 観 察 し た 結 果､ 実 際 の 大 き 　 さ は 壁 石 に 使 わ れ た 石 材 と 類 似 し

て い る か､ む し ろ 大 き い｡ 斜 辺 石 の 裏 面 は 模 形 に 加 工 さ れ､ 墳 丘 を 突 き

刺すよ　う　に　して築造されている｡
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図38 　 宮 山 塚 古 墳 の 壁 体 構 造 と 　 積 石 様 相( ｢ 平 群 古 墳 群 再 論( 上) ｣ 『 古 代 文 化 』

第45 巻 第10 号1993 か 　 ら 　 引 　 用)

以 上､ 百 済 津 城 期 の 中 央 地 域 に お け る 板 橋 型 石 室 と 畿 内 地 域 に お け る

初 期 横 穴 式 石 室 の 壁 体 構 造 に つ い て 説 明 　 し た｡ そ の 結 果､ 両 地 域 の 石 室

は 同 一 技 術 を も っ て 壁 石 を 築 造 し て い る こ 　 と が 明 　 ら か に な っ た｡ ま 　 と 　 め

る 　 と 次 の よ 　 う 　 に な る｡ ①1 段 目( 基 底 石) は 立 積 だ が､ 基 底 石 の 幅 に 合 わ

せ て 掘 削 　 し､ 挟 む よ 　 う 　 に 設 置 　 し て 基 底 石 を 固 定 し たo ( 参 壁 石 は1 段 目 　 以

外 は 横 積 で､ 小 口 積 と 平 積 が 併 用 さ れ て い た｡ そ の た め 裏 面 の 正 面 は 凸

凹 　 し て お 　 り､ 断 面 は ジ グ ザ グ 形 態 を 呈 し て い る｡ ③ 石 材 の 裏 面 は 裸 形 に

加 工 し､ 壁 石 は 裏 込 め 土 を､ 斜 辺 石 は 墳 丘 を 突 き 刺 す よ 　 う 　 に 築 造 し て い
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る｡ ④ 小 口 積 の 石 材 の 　 う 　 ち､ さ 　 ら に 後 方 に 突 き 出 た 石 材 が あ る が､ 深 石

と 　 呼 ば れ､ 城 壁 の 構 築 に お い て 　 も 確 認 で き 　 る 工 法 で あ 　 り､ 安 定 性 を 大

化 す る た め の 装 置 で あ る｡ ⑤ 積 石 方 法 は 概 ね 羨 道 の 高 さ 　 ま で は 垂 直 に 築

造 し､ そ の 上 に は 少 　 し ず つ 内 傾 さ せ る 　 と 　 い 　 う 　 築 造 工 程 の 違 い が 見 ら れ る｡

そ　して､壁石の表面には築造工程の分かる水平の　目　地がはっ　き　り　表れて

い る｡ ⑥ 天 井 を 窄 薩 形 に 築 造 す る 際 に､ 斜 辺 石 を 利 用 　 し て 天 井 の 角 度 が

滑らかにつながる　よ　う　な積石である｡
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第3 節: 畿 内 型 石 室 の 壁 体 構 造 と 積 石 方 法 の 展 開( 表･ 裏 面 を 中 心 に)

第2 節 で は 板 橋 型 石 室 と 初 期 の 横 穴 式 石 室 に つ い て 説 明 　 し た が､ 従 来

の 研 究 に お い て も､ す で に 両 者 の 類 似 性 に 触 れ ら れ て い た｡ こ れ に 加 え

て 壁 体 の 構 造 と 積 石 方 法 を 重 点 的 に 比 較･ 検 討 し た 結 果､ 同 一 技 術 が 逮

用　されている　こ　と　が確認され､両者は石室築造の方法と技術を共有して

い た こ 　 と 　 を 検 証 し た｡ 第3 節 で は 畿 内 型 石 室 を 中 心 に 本 格 的 な 検 討 を 進

め て い く｡ ま ず､ 畿 内 型 石 室 は 時 期 ご と 　 に 石 室 の 変 化 が は っ 　 き 　 り 　 し て い

る た め､ 時 期 別 に 石 室 を 区 分 す る｡ そ 　 し て､ 畿 内 型 石 室 の 壁 石 観 察 の た

め､ 表 面 と 裏 面 に 分 け て､ 初 期 横 穴 式 石 室 の 壁 体 構 造 で 確 認 さ れ た 共 過

点 と 相 違 点､ ' 積 石 様 相 に つ い て 比 較 検 討 を 進 め る｡ 表 面 は 奥 壁 と 側 壁 の

積 石 様 相( 積 石 方 法･ 段 数) と 　 そ れ か ら 分 か る 　 目 　 地 を 中 心 に 確 認 し､ 裏

面 は 奥 壁 と 側 壁 の 石 材 加 工 と 積 石 方 法 に つ い て 断 面 を 中 心 に 確 認 す る0

また､畿内型石室の壁体構造に時期ごと　にどのよ　う　な変化が確認でき　る

の か に つ い て も 併 せ て 述 べ る｡

1. 表 面

(1) 6 世 紀 前 半

市 尾 墓 山 古 墳: 巨 石 　 と 　 呼 べ る 石 材 は 見 つ か っ て い な い が､ 初 期 横 穴 式

石 室 の 石 材 よ 　 り 　 は 大 型 化 し て い る｡ 奥 壁 と 側 壁 は 互 い に 積 み 上 げ ら れ､

隅 角 が よ 　 く 　 保 た れ て い る｡ 壁 石 の 表 面 は 合 わ せ て 積 石 で あ る が､ 単 純 な

加 工 を 　 し た 自 然 石 を 使 用 　 し て い る｡ 目 地 は 概 ね 羨 道 の 高 さ 　 に 合 わ せ て 水

平 に 認 め 　 ら れ る が､ 1 段 　 目( 基 底 石) か ら 　 目 地 ま で は ほ ぼ 垂 直 に 積 み､ そ

の 後 の 天 井 ま で は 少 　 し ず つ 内 傾 さ せ て 積 み 上 げ て い る｡ 目 地 を 中 心 に 上

部と　下部に分ける　こ　と　ができ　るが､下部の石材は割石の石材を加工して

い る の に 対 し､ 上 部 の 石 材 は 表 面 を 斜 辺 石 の よ 　 う 　 に 斜 め に 加 工 し て い る｡
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一 方､ 玄 室 の 壁 石 に 限 　 り､ 上 部 の 石 材 が 下 部 よ 　 り 　 も 傾 き が 強 く､ 基 底 石

か ら 天 井 石 ま で の 積 石 段 数 は8-10 段 で あ 　 り､ 前 時 期 の 宮 山 塚 古 墳 と 比

■ 一 一 ■--

葉巻hlは　γ～㌔

図39 　 市 尾 墓 山 古 墳 の 表 面 に お け る 壁 体 構 造 と 積 石 様 相

( 『 市 尾 墓 山 古 墳 』 1984 か 　 ら 　 編 集 引 用)

較 す る 　 と､ 半 分 程 度 の 段 数 に 減 っ て い る が､ 全 体 的 な 壁 構 造 は 初 期 横 穴

室石室と　の類似性が確認でき　る｡

こ 　 こ で 興 味 深 い 点 は､ 目 地 を 境 に 壁 体 の 上 部 と 下 部 で 石 材 の 大 き 　 さ 　 と

積 石 方 法 に よ る 違 い が 見 ら れ る 　 こ 　 と で あ る｡ こ れ は 初 期 の 横 穴 式 石 室 で

も 同 様 の 傾 向 を 示 し て い た が､ 天 井 部 を 構 成 す る 斜 辺 石 が 壁 体 部 を 構 成

する石材よ　り　も大き　く､小口積を斜めに加工する　こ　と　で内傾させて積み

上 げ て い る 点 な ど､ 石 室 の 用 石 法 か ら 見 る 　 と､ 市 尾 墓 山 古 墳 の 目 地 上 部

の 石 材 は､ 初 期 横 穴 式 石 室 で 観 察 さ れ る 斜 辺 石 が 変 化 し た 痕 跡 と 考 え ら

れ る｡ つ ま 　 り､ 石 室 の 外 観 は 変 化 が 確 認 さ れ て い る が､ ま だ 用 石 法 は 前

時 期 の も の を 保 っ て お 　 り､ 表 面 ほ ど 変 化 し て い な い こ 　 と が 分 か るD

と 　 こ ろ で 積 石 方 法 は 依 然 と 　 し て 前 時 期 の 用 石 法 を 維 持 し て い る が､ な
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ぜ畿内型石室は雪薩形天井ではなく　平天井に変化したのだろ　う　か｡これ

は 積 石 の 段 数 と 石 材 の 大 き 　 さ 　 と の 関 連 が あ る 　 と 考 え ら れ る｡ 板 橋 型 石 室

と 初 期 横 穴 式 石 室 の 積 石 段 数 を 見 て み る 　 と､ 大 体20 段 を 超 え る 場 合 が 多

い｡ と 　 こ 　 ろ が､ 市 尾 墓 山 古 墳 は 半 分 以 下 の8-10 段 に 　 と 　 ど ま っ て い る｡

つ ま 　 り､ 板 橋 型 石 室 と 初 期 横 穴 式 石 室 は､ 垂 直 に 積 み 上 げ た 段 数 を 除 い

て も10 段 程 度 で 考 蔭 形 に す る こ 　 と が 可 能 で あ る｡ し か し､ 市 尾 墓 山 古 墳

は 垂 直 に 積 み 上 げ た も の を 除 け ば わ ず か4-5 段 し か 残 っ て い な い た め､

こ れ で は 天 井 部 を 考 薩 形 に 築 造 す る こ 　 と 　 は 難 し い｡ も 　 し､ 初 期 横 穴 式 石

室 の よ 　 う 　 に20 段 前 後 で 構 成 す る 　 と 　 し て も､ 石 材 が 大 き 　 く 　 な っ た た め 天 井

の 高 さ は 幾 何 級 数 的 に 高 く 　 な 　 り 構 造 的 に 脆 弱 に な る｡ 結 局､ 石 材 の 大 型

化 に よ 　 り 積 石 段 数 が 減 少 し た た め､ 安 定 性 と 構 造 的 に 平 天 井 と い 　 う 築 造

を 余 儀 な 　 く 　 さ れ た も の 　 と 推 定 さ れ る｡ つ ま 　 り､ こ の 時 期 は 石 材 の 大 型 化

が 少 　 し ず つ 始 ま 　 り､ そ れ に 反 比 例 し て 積 石 段 数 が 減 少 し､ そ の 影 響 で 天

井 の 構 造 が 脅 薩 形 天 井 か ら 平 天 井 に 変 化 す る｡

(2) 6 世 紀 中 葉

市 尾 宮 塚 古 墳: 6 世 紀 前 半 よ 　 り 　 石 材 が 大 型 化 　 し た が､ 石 材 の 加 工 度 は

そ れ ほ 　 ど 変 わ 　 ら 　 な い｡ 　 目 　 地 は 羨 道 の 天 井 石 下 部 　 と 　(1 回) ､ 側 壁 の2 段

(2 回) の 計2 か 所 で 確 認 さ れ る が､ 物 集 女 車 塚 古 墳 と 比 べ る 　 と 整 然 と 　 し

て い な い｡ 壁 体 は1 番 の 　 目 地 ま で は 垂 直 に 積 み､ 2 番 の 　 目 地 ま で は 少 し 内

傾 さ せ て 積 み 上 げ て､ そ の 上 は さ 　 ら に 角 度 を 狭 め て い る｡ 発 掘 報 告 書 に

よ 　 る 　 と( 石 室 断 面 見 通 　 し 図)､ 床 面 か ら 高 さ1.5m ま で は 垂 直 に 積 み､ そ の

後 の1.2m は 天 井 石 を 架 構 す る た め に 斜 面 状 に 積 み 上 げ て い る｡ ま た､ 石

室側壁に呼応する　よ　う　に､玄門　と奥壁を傾斜させた　と記述　してお　り､お

そ　ら　く　整然性のない2番目　の　目　地は均一な大き　さ　の石材を使用　していな

い た め に 現 れ る 現 象 　 と 考 え 　 ら れ る｡ 一 方､ 1 段 　 目( 立 積 を 　 し て 大 き 　 く 　 見
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え る た め) を 除 く 　 と､ 中 間 の 石 材 が 大 き な 傾 向 を 示 し て い る こ 　 と が 確 認

で き 　 るD 　 基 底 石 か ら 天 井 石 ま で の 積 石 段 数 は5-6 段 で あ 　 り､ 前 時 期 の 市

尾 墓 山 古 墳 と 比 較 す る 　 と､ 段 が1/3-1/2 ほ ど に 減 っ て い る｡ 特 に､ 奥 壁

の 積 石 段 数 の 変 化 が 　 目 立 っ が､ 3 段 で 築 造 さ れ 大 幅 に 減 少 し た こ 　 と 　 が 確

-I- 　 　 　 　 　rlI 　 一 一rl
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図40 　 市 尾 宮 塚 古 墳 と 物 集 女 車 塚 古 墳 の 表 面 に お け る 壁 体 構 造 と 積 石 様 相

( 『 市 尾 宮 塚 古 墳 発 掘 調 査 報 告 書 』 2018 か ら 　 引 用

『 物 集 女 車 塚 古 墳 』 1988 か ら 編 集 引 用)

認 さ れ る が､ 同 時 期 の 物 集 女 車 塚 古 墳 で は そ 　 う 　 し た 変 化 が 観 察 さ れ て い

な い こ 　 と 　 か ら､ 6 世 紀 中 葉 に 奥 壁 石 材 の 大 型 化 が 先 に 始 ま 　 る 　 と 考 え 　 ら れ

る｡
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物 集 女 車 塚 古 墳: 市 尾 宮 塚 古 墳 と 比 べ て 石 材 の 加 工 度 は 大 差 が な い｡

天 井 ま で の 高 さ は す べ て3m ほ ど で あ る が､ 積 石 段 数 は6-8 段 と 　 さ 　 ら に 多

い こ 　 と か ら､ 石 材 の 大 き 　 さ 　 は 市 尾 宮 塚 古 墳 よ 　 り 　 小 さ い と 　 い え る｡ 目 地 は

羨 道 の 天 井 石 の 下 部 よ 　 り や や 下 で 確 認 さ れ る｡ 側 壁 は 基 底 石 か ら 　 目 地 ま

で は 比 較 的 垂 直(80-850 ) に 積 み 上 げ､ そ の 後 の 天 井 ま 　 で は 若 干 内 傾

(750 ) さ せ て 積 み 上 げ た｡ 奥 壁 は ほ ぼ 垂 直 に 積 み 上 げ て､ そ の 後､ 800

前 後 に 内 傾 さ せ て 積 ん で い る｡ 一 方､ 発 掘 報 告 書 に よ 　 る 　 と､ 前 壁 よ 　 り 　 奥

壁 の 石 材 が 大 き い 傾 向 が 確 認 さ れ て い る が､ 積 石 に よ 　 る 　 目 地 は あ る 程 度

同　じよ　う　な高さに位置してお　り､似たよ　う　に築造しよ　う　とする意図があ

っ た 　 と 思 わ れ る｡

6 世 紀 中 葉 は 壁 石 の 石 材 が 前 時 期 よ 　 り 　 大 型 化 さ れ た が､ 大 き 　 さ が 均 一

で な い た め､ 目 地 は 整 然 と せ ず に 形 成 さ れ る｡ し か し､ 概 し て 羨 道 の 高

さ は 似 て い る｡ ま た､ 天 井 は す で に 平 天 井 に 変 化 し た に も か か わ ら ず､

窄 薩 形 天 井 の た め の 壁 石 の 築 造 方 法 で あ る 垂 直 に 積 み 上 げ て 内 傾 さ せ る

方 法 を 維 持 し て お り､ 1 段 目( 基 底 石) の 積 み 上 げ も 確 認 さ れ て い る｡

方､ 奥 壁 と 側 壁 の 目 地 の 高 さ 　 も 変 化 し た が､ 長 方 形 石 室 に 等 薩 形 天 井 を

形 成 す る た め､ 奥 壁 が 側 壁 よ 　 り 先 に 角 度 を 狭 め て お り､ 奥 壁 目 地 の 高 さ

が 低 い｡ し か し､ 平 天 井 に 変 化 し､ 積 み 上 げ ら れ る 高 さ を 以 前 よ 　 り 　 考 慮

し な く 　 て も 良 い た め､ 時 間 が 経 つ に つ れ て 奥 壁 と 側 壁 の 目 地 の 高 さ 　 と の

整然性が低く　なったよ　う　である｡

(3) 6 世 紀 後 半

平 林 古 墳: 奥 壁 と 側 壁 い ず れ も 前 時 期 よ 　 り 大 型 化 し た 巨 石 を 用 い て､

壁 石 を5 段 で 構 成 し て い る｡ 奥 壁 と 側 壁 と 　 も に1 段 目( 基 底 石) ま た は2

段 目 　 ま で は ほ ぼ 垂 直 に 積 み 上 げ､ 上 部 の3 段 目 　 か ら 角 度 が 急 な っ て い る

が､ 特 に 奥 壁 に お け る 角 度 の 違 い が 際 立 っ｡ ま た､ 下 部( 約80cm) が 上
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部( 約30-60ctn) よ 　 り 石 材 の 大 き 　 さ が 比 較 的 大 き い｡ 目 地 を 整 然 と 　 さ せ

る た め､ 1-2 段 目 　 の 石 材 の 大 き 　 さ 　 を 似 せ て お 　 り､ 奥 壁 と 側 壁 の 　 目 地 の 高

さ は ほ ぼ 同 　 じ に な っ て い る｡ 一 方､ 側 壁 の 石 材 を1 段 目( 基 底 石) か ら

図41 　 平 林 古 墳 の 表 面 に お け る 壁 体 構 造 と 積 石 様 相( 『 平 林 古 墳 』 1994)

斜 め に 積 み 上 げ る 様 相 が 確 認 さ れ る の に 対 し､ 依 然 と 　 し て 奥 壁 は 従 来 の

積 石 方 法 を 維 持 し て い る｡ 同 時 期 の 古 墳 で あ る 鳥 塚 古 墳 と 丸 山 古 墳 も 同

様 の 様 相 を 呈 し て お 　 り､ こ の 時 期 の 側 壁 の 用 石 法 の 変 化 を 推 定 す る 　 こ 　 と

が で き る22)

22) た だ し､ 丸 山 古 墳 は 下 部 の 大 部 分 が 埋 没 し て お 　 り､ 正 確 な 様 相 は 不

明 で あ る0
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(4) 6 世 紀 末 ～7 世 紀 初 頭

牧 野 古 墳: 石 室 規 模 と 石 材 は 大 き 　 く 　 な 　 り､ 奥 壁 は3 段､ 側 壁 は 基 本 的

に4 段 と 　 な っ て い る｡ 側 壁 と 奥 壁 は 天 井 ま で 内 傾 さ せ て 作 っ て い る が､ 1

段 目( 基 底 石) ま た は2 段 目 　 ま で は ほ ぼ 垂 直 に 積 み 上 げ､ 上 部3 段 目 　 の 角 度

が 急 に な っ て い る 点 は 側 壁 よ 　 り 　 奥 壁 の 方 が 目 立 っ｡ 下 部 と 上 部 の 石 材 の

大 き 　 さ は 類 似 し て い る が､ 前 時 期 　 と 異 な る 点 は 石 材 の 隙 間 を 小 石 で 埋 め

る 調 整 区 が 確 認 さ れ て い な い 点 で あ る｡ 1-2 段 目 　 を 合 算 　 し た 高 さ 　 を 考 慮

し て 石 材 を 使 用 　 し て い る た め､ 目 地 は 比 較 的 整 然 と 　 し て お 　 り､ 左 右 の 壁

の 目 地 高 は 羨 道 の 高 さ に 似 て い る｡ し か し 目 地 の 左 壁 は1 段 目､ 右 壁 は2

段 目 か ら 始 ま る な ど､ 両 壁 は 築 造 上 の 違 い が 見 ら れ る｡

162



も 　 　 　 　 う 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ､ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一

図42 　 牧 野 古 墳 と 天 王 山 古 墳(1 号 墳) の 表 面 に お け る 壁 体 構 造 と 積 石 様 相

天 王 山 古 墳: 同 時 期 の 古 墳 で あ る 牧 野 古 墳 と 　 ほ ぼ 同 規 模 で あ る に も か

か わ ら ず､ 奥 壁 と 側 壁 は 石 材 の 大 き 　 さ 　 と 築 造 段 数 が 異 な っ て い る｡ 側 壁

( 石 材 角 度 は､ 左 壁: 1 段 　 目 　20 ･2 段 　 目 　60 ･3 段 　 目 　270 ､ 右 壁: 基 底 石
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30 ･2 段120 　 と 　 計 測 　 さ 　 れ る) 　 と､ 奥 壁( 石 材 角 度 は､ 1 段 　 目 　40 ･2 段 　 目

140 ･3 段 　 目290 ) と 　 も 　 に 天 井 ま で 内 傾 さ せ て 積 み 上 げ て い る が､ 1 段 目

ま た は2 段 目 　 ま で は ほ ぼ 垂 直 に 積 み 上 げ ら れ､ 上 部3 段 目 の 角 度 が 急 で あ

る 点 が 奥 壁 で 目 立 っ｡ 下 部 と 上 部 の 石 材 の 大 き 　 さ は 類 似 し て お 　 り､ 左 壁

よ 　 り 右 壁 の 石 材 が 小 さ い 傾 向 が あ る な ど､ 左 右 壁 の 築 造 方 法 に 違 い が 見

ら れ る｡ 石 材 間 の 隙 間 を 小 石 で 埋 め る 調 整 区 は 確 認 さ れ て い な い｡ 左 右

の 壁 の 　 目 　 地 の 高 さ は 羨 道 の 高 さ 　 に 似 て い る｡ し か し 　 目 地 が 右 壁 は1 段 目､

左 壁 は2 段 目 か ら 始 ま っ て お り､ 両 壁 に は 築 造 上 の 違 い が 見 ら れ る｡

石 材 が 巨 石 化 す る に つ れ､ 側 壁 の 目 地 を 同 一 の 高 さ で 構 築 し よ 　 う 　 と す

る 努 力 よ 　 り 石 材 の 大 き 　 さ に 左 右 さ れ る よ 　 う に な っ た た め､ 次 第 に 目 地 の

整 然 性 は 低 く 　 な る｡ た だ し､ 玄 室 の 壁 石 で 石 材 の 隙 間 が な く 　 な る な ど､

石 材 の 加 工 度 が 少 し 高 く 　 な っ た が､ 奥 壁 は よ 　 り 加 工 度 が 高 い 石 材 を3 段

に 積 み 上 げ て お り､ 奥 壁 と 側 壁 の 用 石 法 に 違 い が 見 ら れ る｡ 一 方､ 石 室

の 規 模 が 過 度 に 大 き 　 く 　 な り､ 積 石 の 段 数 が3-4 段 に 減 っ た こ 　 と 　 に よ 　 り､

初期横穴式石室や6世紀前半の畿内型石室のよ　う　に整然と垂直に積み上

げ､ そ の 後､ 内 傾 さ せ て 積 み 上 げ る 様 相 は 徐 々 に な く 　 な っ て い く｡ そ の

痕 跡 だ け が 残 っ て い る が､ 積 石 段 に 合 わ せ て 壁 の 角 度 が 変 化 し て い く 　 こ

と 　 は､ 従 来 の 用 石 法 が 完 全 に は 消 え て い な い こ 　 と 　 を 示 し て い る0

(5) 7 世 紀 前 半

石 舞 台 古 墳: 横 穴 式 石 室 の 規 模 と 石 材 が も 大 型 化 し た 時 期 で あ り､

石 室 と 羨 道 に お い て 調 整 区 と 付 加 羨 道 は 確 認 さ れ て い な い｡ こ れ は 玄 塞

と 羨 道 を 含 む 石 室 築 造 が 計 画 的 に 準 備 さ れ た と い う 点 で 非 常 に 重 要 な 意

味 を 持 つ｡ 奥 壁 は2 段 に な っ て お 　 り､ 1 段 目( 基 底 石) は 全 体 の 高 さ の

2/3 を 占 め て お り､ 中 間 が 割 れ て い る が､ そ れ を 中 心 に 積 石 の 角 度 が 変

わ る｡ ま た､ 前 時 期 と 　 同 様､ 側 壁 よ 　 り 　 奥 壁 の 積 石 角 度 が 急 に な っ て い る
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跡がよ　く　観察でき　る｡

側 壁 は1 段 　 目 　3 石､ 2 段 　 目 　2 石､ 3 段 　 目 　3(4) 石 で 構 成 　 さ れ て い る｡ 側 壁 の

目 　 地 を 見 る 　 と､ 羨 道 天 井 石 の 下 部 に 合 わ せ よ 　 う 　 と 　 し て い る｡ し か し､ 石

材 の 大 き 　 さ が 均 一 で は な く､ 巨 石 化 し た こ 　 と 　 に よ 　 り 　 両 壁 の 積 石 段 数 が 異

な る た め､ 目 　 地 の 整 然 性 が 欠 け て い た と 考 え 　 ら れ るo 　 ま た､ 側 壁 の 右 壁

は3 段 目 　 ま で は 積 石 角 度 が ほ と 　 ん ど 変 わ 　 ら ず､ ほ ぼ 垂 直 に 積 み 上 げ ら れ

て い た が､ 左 壁 は2 段 　 目 　 か ら 積 石 角 度 の 変 化 が あ 　 り､ 両 壁 の 積 石 様 相 に

は 違 い が あ る｡ 1 段 目 　 と2 段 目 　 の 石 材 は よ 　 り 　 巨 大 に な っ て い る が､ 3 段 目

は逆に縮′J､してお　り､おそ　ら　く　壁体を構成する役割ではな　く､側壁の全

体の高さ　を一定に維持または天井を安定的に支える役割に変更されてい

る　と　考え　られる｡

図43 　 石 舞 台 古 墳 の 表 面 に お け る 壁 体 構 造 と 積 石 様 相

( ｢ 特 別 史 跡 石 舞 台 古 墳 復 元 工 事 に 　 と 　 も 　 な 　 う 　 調 査 概 報｣ 『 奈 良 県 史 蹟 名 　 勝 天 然

記 念 物 調 査 報 告 』 第14 集､ 1960 か 　 ら 　 引 用)
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(6) 7 世 紀 中 葉

岩 屋 山 古 墳: 前 時 期 よ 　 り 　 石 室 の 規 模 が 縮 小 し て い る｡ 代 わ 　 り 　 に､ 整 美

化 を 加 味 し た 切 石 の 巨 石 で 築 造 し て い るo 　 玄 室 の 奥 壁 は2 段 積 み で あ 　 り､

1 段 目 　 か ら 傾 斜(70 ) を 持 つ が､ ほ ぼ 垂 直 に 積 み､ 2 段 目 　 は 内 債 角 度(14-

170 ) を 小 さ 　 く 　 し て 天 井- と 続 く｡ 側 壁 も 奥 壁 と 　 同 様 に2 段 積 み で あ 　 り､

奥壁よ　り　内傾角度は小　さ　いが､ 1段　目　は垂直､ 2段　目　は内債　しているため､

断 面 は 六 角 形 を 呈 し て い るo 　 左 右 壁 と 　 も に1 段 目( 基 底 石)3 石､ 2 段 目2 石

に よ っ て 構 成 さ れ て い る｡ 奥 壁 と 側 壁 と 　 も に ほ ぼ 同 一 の 大 き 　 さ に 加 工 し

た 切 石 を 利 用 　 し た た め､ 目 地 は 同 一 の 高 さ の 一 直 線 を 維 持 し､ 羨 道 天 井

石 の 下 部 と 　 一 致 す る｡ ま た､ 1 段 目 　 と2 段 目 　 の 　 目 　 地 が 垂 れ な い よ 　 う 　 に､ 1

段 目 　 の 中 間 石 の 中 央 に2 段 目 　 の 垂 目 地 を 位 置 さ せ て い る｡

以 上､ 6 世 紀 前 半 ～7 世 紀 中 葉 ま で､ 畿 内 型 石 室 の 壁 石 表 面 の 築 造 様 相

図44 　 岩 屋 山 古 墳 の 表 面 に お け る 壁 体 構 造 と 積 石 様 相

( F 飛 鳥 磐 余 地 域 の 後､ 終 末 期 古 墳 　 と 　 寺 院 跡 』 1982 か 　 ら 　 引 用)

に つ い て 時 期 ご と 　 に 分 け て 考 察 　 し た｡ 石 室 の 編 年 が 下 る に つ れ､ 壁 石 の

積 石 段 数 が 減 る 代 わ 　 り 　 に､ 石 材 の 大 き 　 さ が 大 型 化 　 し､ 外 形 的 変 化 が 著 し

く 　 現 れ て い る｡ 一 方､ 考 薩 形 天 井 を 築 造 す る た め の 用 石 法 を 検 討 す る 　 と､

板 橋 型 石 室 と 初 期 横 穴 式 石 室 で は､ 壁 石 を 一 定 の 高 さ ま で 垂 直 に 積 み 上
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げ､ 次 第 に 角 度 を 内 傾 さ せ て 天 井 を 等 蔭 形 に 完 成 さ せ る が､ 積 石 角 度 が

垂 直 か ら 内 候 に 変 わ る 高 さ で､ 水 平 の 　 目 地 が 現 れ る｡ こ の 　 目 地 は 概 ね 羨

道 天 井 石 下 部 の 高 さ 　 に 対 応 し､ 目 地 を 基 準 に 上 部 は 壁 体 部､ 下 部 は 天 井

部 に 区 分 さ れ る｡ 実 際､ 壁 体 部 と 天 井 部 を 断 面 上 で 比 べ る 　 と､ 用 石 法 の

違 い が 見 ら れ る｡ 天 井 部 の 石 材 は､ 積 石 の 角 度 に 合 わ せ て 表 面 を 斜 線 状

に 加 工 し､ 裏 面 は 模 形 に 加 工 し た 斜 辺 石､ 壁 体 部 は 垂 直 に 積 み 上 げ ら れ

た 普 通 の 割 石( 表 面 は 壁 面 に 合 わ せ て 加 工 し､ 裏 面 は 裸 形 に 加 工 し た､

いわゆる　と　う　も　ろ　こ　しの粒または抜歯　した歯茎の形態で石室の1段　目　は

除 く) に 分 け 　 ら れ､ こ れ に よ 　 り 　 壁 石 の 築 造 工 程 や 築 造 方 法､ 様 相 が 把 堤

で き 　 る｡

簡 単 に 整 理 す る 　 と､ 6 世 紀 前 半 に 畿 内 型 石 室 が 出 現 す る｡ 天 井 形 態 は

考 蔭 形 天 井 か ら 平 天 井 に 変 化 し､ 積 石 段 数 が 半 分 以 上 に 大 幅 に 縮 小 す る｡

こ の よ 　 う 　 な 変 化 は 壁 体 の 構 造 に も 大 き 　 な 変 化 を も た 　 ら す｡ こ れ ま で は 壁

体 部 と 天 井 部 を 区 分 し て い た が､ 平 天 井 に よ っ て 天 井 の 構 造 が 変 化 し､

壁 体 も 構 造 的 に 天 井 部 を 構 成 す る 必 要 が な く 　 な 　 り､ 斜 辺 石 が 退 化 ま た は

使 用 が 中 止 さ れ る｡ つ ま 　 り､ 壁 石 全 体 が す べ て 壁 体 部 に 統 一 さ れ､ 壁 休

部の用石法が適用　されたこ　と　を意味する｡

一 方､ 天 井 の 構 造 が 平 天 井 と 決 ま っ た 以 上､ 壁 石 を 中 間 部 分 か ら 内 傾

させて積み上げる　よ　り､天井石の真下まで垂直に積み上げる　こ　と　が構造

的 に も 安 定 性 を 高 め る 　 こ 　 と 　 が で き 　 る｡ そ れ に も か か わ ら ず､ こ の 時 期 の

石 室 で は 前 時 期 と 　 同 様､ 壁 体 中 間 部 分 か ら 内 傾 さ せ､ 積 み 上 げ る 　 こ 　 と 　 で

目 地 が 確 認 で き 　 る｡ ま た､ 依 然 と 　 し て 上 部 の 石 材 が 下 部 よ 　 り 　 大 き 　 く､ 斜

辺 石 に 似 た 加 工 を す る 傾 向 は､ 市 尾 墓 山 古 墳 や 柿 塚 古 墳 で も 確 認 さ れ て

い 　 る｡

6世紀中葉の壁石の用石法を中心に見てみる　と､前時期　と　はかな　り　異
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な る｡ 石 材 が 大 型 化 し て お 　 り､ 目 地 を 基 準 に 上 部 と 下 部 の 石 材 の 大 き 　 さ

の 違 い が 見 ら れ な い｡ 奥 壁 の 壁 石 内 候 は そ の ま ま 維 持 さ れ る が､ 側 壁 は

壁 石 内 傾 の 角 度 が 小 さ 　 く 　 な 　 り､ 1 段( 基 底 石) か ら 少 　 し 傾 け て 積 む 現 象 も

観 察 さ れ る｡ ま た､ 奥 壁 と 側 壁 の 　 目 地 は 本 来､ 羨 道 天 井 石 下 部 の 高 さ 　 に

合 わ せ て 維 持 し よ 　 う 　 と す る 傾 向 が あ っ た が､ こ の 時 期 か ら は 積 石 内 傾 角

度 で は な 　 く､ 石 材 の 大 き 　 さ 　 に よ っ て 　 目 地 の 位 置 が 左 右 さ れ る 傾 向 が 強 く

な　り　整然性が弱く　なる｡これは斜辺石に代表される天井部の痕跡が完全

に 消 え､ 壁 体 構 造 に 変 化 が 生 じ た と 　 い 　 う 　 こ 　 と 　 で あ る｡ と 　 こ 　 ろ で､ 平 天 井

の 構 造 と 　 な 　 り 壁 石 中 間 を 内 傾 し て 積 み 上 げ る 必 要 が な い に も か か わ ら ず､

内 債 さ せ て 積 み 上 げ て い る た め､ 考 薩 形 天 井 に よ 　 る 壁 体 架 構 の 痕 跡 が 構

造 的 に は な く 　 な っ た も の の､ 表 面 的 に は 依 然 と 　 し て 残 存 し て い る｡ こ の

違 い に つ い て は 第4 節 に お い て 後 述 す る｡

6 世 紀 後 半 ～7 世 紀 前 半 は 本 格 的 に 石 室 の 規 模 と 石 材 が 大 型 化 す る｡ 積

石 段 数 が 徐 々 　 に 減 り､ 加 工 度 が や や 増 加 す る な ど の 変 化 が あ る が､ 概 ね

6 世 紀 中 葉 に 始 ま っ た 変 化 が そ の ま ま 続 く 　 傾 向 に あ る｡ こ 　 の 時 期 の 大

の 特 徴 は､ 側 壁 が 初 か ら 垂 直 に 近 い 形 で 築 造 さ れ る 類 型 と､ 以 前 の よ

う 　 に 垂 直 に 積 み 上 げ て 中 間 で 内 傾 さ せ る 類 型 に 分 け 　 ら れ る｡ 7 世 紀 中 葉

に な る 　 と､ 石 材 の 加 工 度 が 大 き 　 く 　 増 加 　 し､ 奥 壁 と 側 壁 に 使 用 　 さ れ る 石 材

の 大 き 　 さ 　 と 数 が 統 一 　 さ れ､ 目 　 地 の 水 平･ 垂 直 位 置 は 整 然 と 　 し て い る｡ 水

平 の 　 目 　 地 は 羨 道 天 井 石 下 部 の 高 　 さ 　 と 一 致 さ せ て い る た め､ こ の 傾 向 は 石

室 築 造 の 後 ま で 続 い た こ 　 と 　 が 分 か る｡ ま た､ 全 体 的 に 石 室 断 面 形 を 六

角 形 に 築 造 す る た め､ 側 壁 の 傾 き が 再 び 顕 著 に な る が､ 以 前 の 用 石 法-

の 回 帰 な の か､ そ れ と 　 も 外 部 か ら の 影 響( 例: 百 済 陵 山 里 型 石 室) を 受

け た の か､ 理 由 は 分 か ら な い｡ た だ し､ 石 室 の 構 造 が 大 幅 に 変 化･ 発 展

し た た め､ 従 来 の 用 石 法 を 念 頭 に お い て､ 石 室 の 造 営 は 行 っ て い な い と
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考 え ら れ る｡

ほ 　 と 　 ん 　 ど の 積 石 方 法 は､ 時 期 に よ 　 っ て 次 第 に 変 化 　 し て き 　 た が､ 目 　 地

( 概 ね 羨 道 天 井 石 の 下 部) を 中 心 に 下 部 は 垂 直 ま た は 垂 直 に 近 い 形 で 積

み 上 げ､ 上 部 は 内 傾 さ せ て 築 く 　 築 造 様 式 は､ も 　 と 　 も 　 と 壁 体 部 と 天 井 部 の

用 石 法 が 異 な っ て い た た め､ 自 然 に 壁 石 表 面 に 現 れ る 現 象 で あ っ た｡ こ

れは上部に斜辺石が使われな　く　な　り　消失　した積石方法である　にもかかわ

ら ず､ 6 世 紀 中 葉 以 降 も 壁 石 の 中 間 を 内 傾 さ せ て､ 目 　 地 を 表 現 　 し て い る0

築造方法は変化したが､板橋型石室や初期横穴式石室から続く　築造伝統

は､ 表 面 的 で は あ る が 畿 内 型 石 室 の 後 ま で 続 い た こ 　 と 　 が 確 認 で き た｡

次 に､ 壁 体 の 裏 面 を 中 心 に 用 石 法 を 検 討 し､ 断 面 を 通 　 じ て 壁 体 構 造 に つ

い て 見 て み る｡

2. 裏 面

裏面の様相は図面ではほ　と　ん　ど確認でき　ないため､直接踏査　して撮影

し た 写 真 を 併 せ て 活 用 す る｡ ま た､ 主 に 石 材 間 の 隙 間 や 石 材 が 脱 落 し､

裏 面 が 露 出 　 し た 部 分 を 中 心 に 観 察 し た が､ そ の 場 合､ 時 期 ご と 　 に 観 察 可

能な石室が多く　ないため､表面のよ　う　に時期別に区分する　こ　と　が難しい

点 を 予 め 述 べ て お く 　o

(1) 　6 世 紀 前 半 ～ 中 葉

柿 塚 古 墳: 古 墳 現 状 を 記 載 し た｢ 平 群 谷 古 墳 群 再 論｣ に よ 　 る 　 と､ 現 在､

石 室 内 部 は 土 砂 が 押 し 寄 せ､ 下 部 の 正 確 な 高 さ は 不 明 で あ る｡ 確 認 可 能

な 石 室 の 高 　 さ 　 は3.95m で あ る｡ 奥 壁 の 壁 石 現 状 は0.8m( 確 認 残 存 の 高 　 さ)

ま で 垂 直 に 積 み 上 げ､ そ れ 以 上 は や や 考 薩 形 態 で あ る が､ 天 井 は 平 天 井

と 　 し て 完 成 さ せ て い る( 市 尾 墓 山 古 墳 の 積 石 と 類 似)｡ ま た､ 左 右 壁 が 考

薩 形 に 積 み 上 げ ら れ る 高 さ 　 は､ 羨 道 天 井 石 下 部 の 高 さ 　 と 一 致 し て い る｡
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① 玄 室 の 右 壁 上 部 の 壁 体 構 造､ ②･ ③ 玄 室 の 左 壁 上 部 の 壁 体 構 造

図45柿塚古墳の実測図と石室内部より見える裏面における壁体構造と積石様相( ｢平
群 古 墳 群 再 論( 上･ 下) ｣ 『 古 代 文 化 』 第45 着 第10･ 12 号､ 1993 か ら 引 用､ 筆 者 撮

影)

側 壁 に 使 用 さ れ た 石 材 は 下 部 が 上 部 よ 　 り 大 き い 石 材 が 使 用 さ れ て い るo

壁 石 の 石 材 は､ 割 石 を 簡 単 に 加 工 し て お り､ 小 口 積 と 平 積 を 併 用 　 し て い

る の が 目 立 つ｡ 概 ね､ 奥 壁 と 側 壁 に2 回 の 水 平 の 目 地( 上 目 地 高 さ1.8m､

下 目 地 高 さ0.8m) が 確 認 さ れ て お り､ 目 地 が は っ き 　 り 　 し な い 部 分 も あ る

が､ 壁 石 の 積 石 角 度 お よ び 壁 体 構 造 の 様 相 が 把 握 で き 　 るo

次 に､ 壁 石 の 裏 面 の 様 相 を 検 討 す る｡ 土 砂 な ど に よ 　 り､ 石 室 下 部 の 築

造 様 相 は 把 握 で き な か っ た が､ 石 材 の 隙 間 か ら 下 部 と 上 部 の 積 石 の 様 子

が 確 認 で き た｡ 図45 一 ① は 玄 室 の 左 壁 上 部 の 石 材 間 の 隙 間､ 図45- ②･ ③

は 玄 室 の 右 壁 か ら 連 続 し た 石 材 間 の 隙 間 か ら 裏 面 の 様 相 を 観 察 し た も の
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で あ る｡ 壁 石 の 前 面 の 隙 間 か ら 積 石 の 様 相 を 見 て み る 　 と､ 石 材 は 横 積 を

基 に 小 口 積 と 平 積 を 併 用 　 し た も の に 見 え る が､ 裏 面 の 様 相 は す べ て 深 く

突 き 刺 す よ 　 う 　 に 設 置 し て い る た め､ 全 体 的 な 石 材 の 規 模 を 考 慮 す る 　 と､

全 て 小 口 積 に 近 い 積 石 方 法 を 示 し､ 表 面 と 裏 面 の 観 察 上 の 違 い が 確 認 で

き　る｡

一 方､ 石 材 の 裏 面 の 端 の 部 分 は 裏 込 め に よ っ て 隠 さ れ て お 　 り､ 正 確 な

長 さ 　 は 分 か ら な い が､ い ず れ も 上 段 の 石 材 が 下 段 の 石 材 よ 　 り 　 後 方 に さ 　 ら

に 深 く 　 伸 び て い る 　 こ 　 と 　 が 確 認 で き 　 る｡ 図45-( 丑 か 　 ら 上 段 の 石 材 が 下 段 の

石 材 よ 　 り 　 後 方 に 長 く 　 伸 び､ 下 段 の 図45- ② ③ か ら 　 も 上 段 の 石 材 が 下 段 の

石 材 よ 　 り 　 後 方 に 長 く 　 伸 び て い る 様 相 が 観 察 さ れ る た め､ 一 見､ 壁 体 の 裏

面 の 様 相 は 上 部 に 上 が る ほ ど､ 石 材 は 後 方 に 次 第 に 長 く 　 な る 形 状 と 考 え

る 　 こ 　 と 　 も で き 　 る｡ し か し､ 初 期 横 穴 式 石 室 の 高 井 田 山 古 墳 と- 須 賀 古 墳

群( Ⅰ 支 群) に お い て 壁 石 の 段 別 様 相 を 参 考 に す る 　 と､ 裏 面 は 模 形 に 加

工 さ れ て い る た め､ 相 対 的 に 前 方 が 厚 く､ 後 方 が 薄 く 　 て 鋭 い 形 態 と 　 な っ

て い る｡ ま た､ 基 本 的 に は 石 材 を 横 積 に 築 造 す る た め､ 石 材 の 下 面 よ 　 り

は 上 面 を 加 工 す る の が 構 造 的 に 容 易 で あ 　 り､ 石 材 の 下 面 か ら 上 面-､ 斜

め に 上 が る 形 状 の 裸 形 に な る｡ そ れ を 連 続 し て 積 み 上 げ る 　 と､ 自 然 に 下

段の上面　と　上段の下面が接する　こ　と　にな　り､実際､上段と　下段の石材は

長 さ 　 に 大 き な 違 い は な い が､ 石 材 の 間 の 隙 間 か ら 観 察 す る 　 と､ 上 段 の 下

面 が 下 段 の 上 面 よ 　 り 　 長 い よ 　 う 　 に 観 察 さ れ る の で あ る｡ 図45- ④ は､ 奥 壁

の 上 部 に 隅 角 を な す 石 材 で､ 小 口 面 が 見 え る 　 よ 　 う 　 に 積 み 上 げ ら れ て お 　 り､

裏面の様相は完全に露出　していないが､周辺の石材よ　り　さ　らに深く　後方

に 設 置 さ れ た こ 　 と が 確 認 さ れ､ 深 石 と 　 し て の 機 能 を 果 た 　 し た と 考 え ら れ

る｡ 後 部 は 模 形 に 加 工 さ れ た 確 率 が 高 い が､ 周 辺 の 石 よ 　 り 　 細 長 い た め､

加工な　しにそのまま使用　された可能性も　ある｡
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一 方､ 6 世 紀 中 葉 の 物 集 女 車 塚 古 墳 の 羨 道 断 面 図 か ら 　 も､ 甘- 洞 古 墳

群 と- 須 賀 古 墳 群( Ⅰ 支 群) の 羨 道 の 裏 面 か ら 確 認 さ れ る ジ グ ザ グ の 構

築 方 法 と 　 同 様 の 様 相 が 確 認 で き 　 る｡ ま た､ 6 世 紀 前 半 の 柿 塚 古 墳 に お い

て も､ 羨 道 の 石 材 の 隙 間 か ら 同 様 の 様 相 が 観 察 さ れ て お 　 り､ こ れ ら の 古

墳 は､ 玄 室 壁 石 の 積 石 現 状 に お い て も､ 羨 道 壁 石 の 積 石 と 　 同 様 の 構 築 方

法 が 用 い ら れ て い る た め､ 畿 内 地 域 に 横 穴 式 石 室 が 伝 来 し て 以 来､ 大 き

な 変 化 が な く 　 壁 休 部( 垂 直 に 積 む 積 石 方 法) ま で は､ 同 様 の 用 石 法 が 用

い　られている　もの　と　考え　られる｡

(2) 6 世 紀 中 葉 ～ 後 半

ウ 　 ワ ナ リ 　 塚 古 墳: 報 告 書 に よ 　 る 　 と､ 側 壁 は4 段､ 奥 壁 は3 段 で 積 石 し て

い る｡ 天 井 の 幅 は2m､ 石 室 の 床 面 は3.2m な の で､ 側 壁 を か な 　 り 　 内 傾 さ せ

て 積 ん で い る 　 こ 　 と 　 が 分 か る｡ 1 段 　 目( 基 底 石) の 石 材 の 大 き 　 さ が2 段 目 　 よ

り　小さ　く､ 3段　目　よ　り　少　し大き　い　とする　と､石室の床は現在の計測よ　り

30-40cm 下 に な る 　 と 　 考 え 　 ら れ る｡ 石 室 の 規 模 上､ 2 段 　 目 　 以 上 の 裏 面 の 積

石 の 様 相 　 を 把 握 す 　 る 　 こ 　 と 　 は 　 困 難 で 　 あ 　 っ 　 た 　 が､ 1 段 　 目 　 と 　2 段 　 目 　( 図46-

④ ⑤) ､ 大 き 　 な 石 材 の 間 に 位 置 す る 小 石 材 の 積 石 状 況( 図46- ⑥ ～ ⑩)

を 把 握 　 し た｡ 奥 壁 の1 段 　 目 　 と 　2 段 　 目 　 の 間 の 崩 壊 部 が 確 認 さ れ た た め､ 1 段

目 　 と2 段 目 　 の 断 面 の 積 石 状 況( 図46-( ∋ ②) と2 段 の 表 面( 図46- ③) も 確

認　した｡

奥 壁 は6 世 紀 中 葉 に､ す で に 側 壁 よ 　 り 　 早 く 　 石 材 の 大 型 化 が 行 わ れ た 　 と

考 え 　 ら れ て い る｡ 図46- ① ～ ③ を 通 じ て 奥 壁 の 断 面 を 観 察 　 し た 結 果､ 1 段

目 　 と2 段 目 　 と 　 も に 立 積 で 築 造 し た こ 　 と が 確 認 さ れ た｡ 1･2 段 目 　 が 接 す る 部

分 の 幅 は 約30cm 程 度 に 過 ぎ ず､ 2 段 目 　 の 裏 面 状 況 は 石 材 が ほ ぼ 垂 直 に 近

い 形 状 で 築 造 さ れ て い る た め､ 全 体 的 に 板 石 を 立 て て 積 み 上 げ た 形 状 と

な っ て い る｡ 図46- ④ ⑤ は 右 壁 か ら 奥 壁 に 近 い 場 所 に あ る1･2 段 目 　 を 撮 影
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図46　　ウ　ワナリ　塚古墳の実測図　と石室内部よ　り　見える裏面における壁体構造と

積 石 様 相( ｢ ウ 　 ワ ナ リ 　 塚 古 墳｣ 『 天 理 の 古 墳100 』 2015 か ら 編 集 引 用､ 筆 者 撮 影)

し た も の で あ る0 　6 世 紀 前 半 の 柿 塚 古 墳 の 現 状 か ら は112 段 目 　 が 確 認 で き

て い な い が､ 6 世 紀 中 葉 ～ 後 半 の ク 　 ワ ナ リ 　 塚 古 墳 の 報 告 書 の 記 述 内 容 と

直 接 観 察 な ど か ら､ 1 段 目 　 は 立 積 を し て お 　 り､ 2 段 目 　 は 小 口 積 と 　 し て 後 方

に 深 く 　 伸 び て い る こ 　 と が 確 認 さ れ た｡ 図46- ⑥ は 左 壁4 段 目 　 の 隅 角 付 近 に

位 置 す る が､ 周 辺 の 石 材 よ 　 り 若 干 小 さ い こ 　 と が 確 認 で き 　 るo 　 側 壁 に 張 り

付 い た 対 象 石 材 を 撮 っ た 写 真 を 見 る 　 と､ 対 象 石 材 が 少 し 突 き 出 て い る た
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め､ そ の 一 部 を 側 面 か ら 観 察 す る 　 こ 　 と 　 が で き､ 後 方 部 分 の 後 ま で は 確

認 で き な い が､ 次 第 に 後 ろ に 行 く 　 ほ ど 角 度 が 低 く 　 な 　 り 　 裸 形 に な っ て い る｡

図46- ⑦ ⑧ で も 左 壁1･2 段 目 　 の 石 材 の 隙 間 か ら や や 小 さ い 石 材 が 確 認 さ れ

る｡ 写 真 か ら 　 も 分 か る 　 よ 　 う 　 に､ 1 段 目 は 立 積､ 2 段 目 　 は 横 積 で 積 み 上 げ､

石材の開いた隙間を枚で埋める　よ　う　に､前方よ　り　後方が狭く　なる裸形を

し て い る｡ 後 方 は 土 に 遮 ら れ､ 2 段 目 　 の 石 材 よ 　 り 　 深 く 　 施 設 さ れ る か ど 　 う

か は 見 ら れ な い が､ 1 段 目 　 よ 　 り 　 は 確 実 に 深 く 　 設 置 さ れ て い る｡ 後 に 左

壁 の 羨 道 は1-2 段 に な っ て い る｡ 図46- ⑨ ⑲ で は､ 玄 室 と 　 同 様 に､ 1 段 目

は 立 積､ 2 段 目 　 は 横 積 を 確 認 で き 　 る｡

以 上､ ウ 　 ワ ナ リ 　 塚 古 墳 を 通 　 じ て､ 6 世 紀 中 葉 ～ 後 半 の 石 室 壁 石 の 裏 面

の 状 況 を 見 て み た｡ 上 部 ま で は 全 面 的 な 観 察 は で き な か っ た が､ 玄 室 と

羨 道 に 関 係 な 　 く1 段 目 　 は 立 積､ 2 段 目 以 上 は 横 積( 小 口 積) が 確 認 さ れ､

石 材 を 積 む 過 程 で 発 生 す る 調 整 区 の よ 　 う 　 に は め 込 ま れ た 石 で は な く､ 樫

のよ　う　に石材間の空いた空間に深く　詰め込んで石室の構造的安定性を高

め る 深 石 の 存 在 が 複 数 の 位 置 か ら 確 認 さ れ た｡ 特 に､ 奥 壁 が 崩 壊 し た 隙

間 か ら､ 1 段 　 目 　 と2 段 　 目 　 と 　 も 　 に 立 積 を 行 い､ 2 段 　 目 　 は 板 石 に 近 い 形 態 を 呈

する　こ　と　が観察され､奥壁と側壁の用石法に違いがある　こ　と　が確認され

た｡

(3) 6 世 紀 末 ～7 世 紀 前 半

蛇 塚 古 墳: ほ ぼ す べ て の 天 井 石 が 破 壊 さ れ て い る が､ 石 舞 台 古 墳 と 　 同

様 に､ 墳 丘 の ほ と ん ど が 削 平 さ れ て お 　 り､ 外 部 か ら 石 室 の 壁 体 構 造 を 把

握 で き 　 る 数 少 な い 古 墳 で あ る｡ 現 在､ 玄 室 奥 壁 は1 段､ 側 壁 は2-3 段､

羨 道 は1-2 段 目 　 が 残 存 し て い る｡ 壁 石 の 隙 間 は 小 石 を 詰 め て い る｡ 玄 室

の 断 面 構 造 は 梯 形 で あ 　 り､ 1 段 目 　 か ら や や 斜 め に 積 み 上 げ ら れ( 規 模 が

似ている　と　される石舞台古墳と断面形態が異な　り､玄室断面を梯形に
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L･:t･･て唇圭

F-;;it二言:-車~
㊨- ④ 奥 壁､ ㊨- ⑦ 右 側 羨 道 の 裏 面.2 度 と 深 石､ ⑧･ ⑨ 左 側 玄 室 の2-3 段 裏 面､ ⑳ 玄 室 内
部　より羨道を見　る

図47 　 蛇 塚 古 墳 の 実 測 図 　 と 裏 面 に お け る 壁 体 構 造 と 積 石 様 相( ｢ 山 城 太 秦
巨 石 古 墳｣ 『 近 畿 地 方 古 墳 墓 の 調 査 』 3､ 1938 か ら 編 集 引 用､ 筆 者 撮 影)
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築 造 す る 古 墳 に は 烏 土 塚 古 墳 な 　 ど が あ る) ､ 反 面 奥 壁 の1 段 目 　 は ほ ぼ 垂

直 に 積 み 上 げ ら れ て い る｡ 玄 室 と 羨 道 の1 段 目 　 は 立 積 で あ 　 り､ 図47- ⑤ ～

⑦ に 見 　 ら れ る 　 よ 　 う 　 に､ 2 段 目 　 か ら は 横 積( 小 口 積) で あ る｡ 羨 道 で は 比

較的細長い形の石材で墳丘を突き刺すよ　う　に設置された深石も　目　立つ｡

玄 室 の2-3 段 　 目 　 は 墳 丘 が 存 在 し て い た 後 方 に 長 く 　 伸 び､ 非 常 に 大 き い が､

裏 面 を 模 形 に 加 工 　 し て 墳 丘 の 裏 込 め や 盛 土 　 と 　 か み 合 い や す く 　 し て い る

( 図47- ⑧)｡ ま た､ 築 造 さ れ た 石 材 の 高 　 さ 　 を 一 定 に 合 わ せ る た め､ 上 下

の 石 材 の 間 に 土･ 砂･ 粘 土･ 砂 利 等 を 用 い て 高 さ 　 を 調 整 し て い る( 図47- ⑨)0

一 方､ 奥 壁1 段 目 　 の 形 態 は 観 察 で き 　 る 機 会 が 少 な い が､ 全 体 的 な 規 模 か

ら 見 る 　 と､ 立 積 の 形 態 で あ る が､ 裏 面 の 上 部 か ら 下 部 に 行 く 　 ほ ど 傾 斜 が

つ 　 く 　 加 工 が 施 さ れ て お 　 り､ 丸 み の あ る 三 角 形 ま た は 梯 形 に 近 い 形 態 で 構

築 さ れ て い る｡ 肉 眼 観 察 な の で 確 か で は な い が､ 石 室 の 床 面 か ら 全 体 の

高 さ の 約1/4 地 点 に お い て 奥 壁 の 厚 さ が も 厚 い と 考 え ら れ る｡

塚 本 古 墳: 石 室 は 発 見 当 時 に は す で に 半 壊 し て お 　 り､ 現 在 確 認 で き 　 る

玄 室 の 奥 壁 と 右 壁､ 元 位 置 か ら 落 ち た 天 井 石(1 石)､ 羨 道 の 右 壁 な 　 ど が

一 部 残 存 　 し て い るo 　 さ 　 ら に1 段 目 　 が 土 砂 に よ 　 り 　 埋 ま っ て お 　 り､ 正 確 な 石

室 の 規 模 は 分 か 　 り 　 に 　 く 　 い｡ 本 格 的 な 発 掘 は 行 わ れ て お ら ず､ 簡 易 調 査 に

よ 　 り 　 確 認 さ れ た 壁 体 構 造 を 見 て 　 も 玄 室 の1 段 　 目( 基 底 部) は 分 か ら な い｡

奥 壁 は 計2 段 で あ 　 り､ 1 段 　 目 　 は 垂 直 に 立 て て 積 み 上 げ､ 2 段 　 目 　 は220 　 に 内

傾 さ せ て 積 み 上 げ て い る｡ 奥 壁 と 右 壁 は 接 す る 部 分 を そ れ ぞ れ450 　 ず つ

加 工 　 し て 面 を 合 わ せ て い る｡ 奥 壁2 段 の 厚 さ 　 は 上 段 に 限 っ 　 て 約40cm 前 後

の 板 石 で､ 上 面 は 加 工 が 荒 く 　 な っ て い る が､ 天 井 石 を 載 せ る た め 水 平 に

調 整 し て い る｡ 図 面 か ら 見 る 　 と､ 右 壁 は3 段 構 成 で､ 2 段 目 　 は4 石､ 3 段 目

は2 石 が 使 わ れ て い る｡ 石 材 の 表 面 と 　 上 段 は す べ て 粗 加 工 を 施 　 し､ 隙 間

に は 小 石 を は め 込 ん で い る｡ 壁 石 は1 段 目 　 が 垂 直 に 築 造 さ れ､ 2 段 目 　 と3
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段 　 目 　 が 約170 　 内 債 し て い る｡ ま た､ 3 段 　 目 　 の 羨 道 天 井 部 に 接 す る 部 分 の

石 材 は 比 較 的 大 き 　 く､ 接 合 部 は 奥 壁 と 　 同 様 に 加 工 し て 組 み 合 わ せ て い るo

前 壁 の 角 度 は130 　 程 度 で あ る｡ 側 壁1 段 目 　 は 立 積､ 2 投 目 　 と3 段 目 　 は 分 か

ら な い が､ 現 地 踏 査 当 時､ 墳 丘 が 石 材 の 裏 面 を 若 干 隠 す 程 度 残 存 し て い

た た め､ 残 存 幅 か ら み て 横 積( 小 口 積) と 　 考 え 　 ら れ るo

① 玄 室 奥 壁 の 側 面(2 段)､ ② 玄 室 奥 壁 の 正 面(2 段)

図48 　 塚 本 古 墳 の 実 測 図 と 玄 室 奥 壁(2 段) の 壁 体 構 造 と 積 石 様 相

( ｢ 塚 穴 山 古 墳 発 輯 中 間 報 告｣ 『 天 理 参 考 館 報 』 第3 号､ 1990 か ら 引 用､ 筆 者 撮

影)

全 体 的 に 破 壊 の 激 し い 塚 本 古 墳 で あ る が､ 注 目 す る 部 分 は 奥 壁 の 構 築

方 法 で あ る｡ 1 段 目､ 2 段 目 　 と 　 も 立 て て 積 ん で､ 2 段 目 　 の 石 材 の 全 体 的 な

形 態 は 板 石 に 近 い｡ こ れ は 前 時 期 の ウ ワ ナ リ 　 塚 古 墳 で も 確 認 さ れ た よ 　 う

に､ 奥 壁 の1 段 目 　 と2 段 目 の 石 材 は す べ て 立 て て 積 み､ 厚 さ 　 も 予 想 よ 　 り 　 薄
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い た め､ 石 材 全 体 の 形 態 は 板 石 を 立 積 し た よ 　 う 　 な 形 態 を 呈 し て い る の で､

側 壁 の1 段 目 　 を 立 積 し､ 2 段 目 以 上 を 横 積( 小 口 積) す る 築 造 方 法 と 　 は 確 か

な 違 い が あ る｡

塚 穴 山 古 墳: 中 世 以 降 に 天 井 石 と 壁 石 の 上 部 は す べ て 破 壊 さ れ た｡ 玄

室 の 奥 壁 は2 段､ 側 壁 と 羨 道 は1 段 目 　 ま た は2 段 目 　 が 残 っ て い る｡ 奥 壁 の1

段 　 目 　 は 垂 直､ 2 段 　 目 　 は250 　 に 内 傾 さ せ て 積 ん で お 　 り､ 奥 壁 上 段 は 左 右 の

側 壁 に 寄 　 り 　 か か る 　 よ 　 う 　 に 隅 角 の 部 分 を 加 工 し て い る( 図49-( ∋)｡ 側 壁1 段

冒( 基 底 石) は 左 右 壁 と 　 も2 石 で 構 成 さ れ､ 垂 直 に 積 み 上 げ て い る｡ 奥

壁 の 　 う 　 ち､ 羨 道 に 近 い1 段 目( 基 底 石) は 整 然 と 　 し て い な い が､ も 厚

い(208cm) の' 不 定5 角 形 に 近 い 形 態 で 設 置 さ れ て い る｡ 2 段 目 　 は 現 在2 石

が 残 存 し て い る が､ 破 壊 さ れ て い る 　 も の の 元 位 置 を 保 っ て い る｡ こ の 半

破 石( 奥 壁 に 接 す る) は 幅216cm で あ る が､ 実 際 は も 　 っ 　 と 　 長 か っ 　 た は ず

で あ 　 り､ 石 材 全 体 の 規 模 か ら 見 る 　 と､ 横 積( 小 口 積) で あ っ た こ 　 と 　 が 分

か る｡ ま た､ 内 傾 し た 奥 壁 を 支 え る 役 割 も 兼 ね て い た こ 　 と 　 も 確 認 で き 　 る｡

左 壁 の1 段 　 目 　 も2 石 で 構 築 さ れ て い る が､ 奥 壁 に 近 い1 段 　 目( 基 底 石) の

上 部 の 幅 は52cm( 確 認 可 能 な 部 分 の み 計 測 　 し､ 実 際 は さ 　 ら に 長 い) で あ 　 り､

羨 道 に 近 い1 段 目( 基 底 石) は 右 壁 の 不 定5 角 形 に 似 て い る が､ 規 模 は よ 　 り

小 さ い｡ 幅 は96cm ( 確 認 可 能 な 部 分 の み 計 測 　 し､ 実 際 は さ 　 ら に 長 い) で

あ る た め､ 石 材 の 規 模 を 考 慮 す る 　 と､ 垂 直 に 築 か れ て い る 　 と 考 え ら れ る｡

こ の 上 に2 段 目 　 の 小 型 の 石 材 が あ る が､ 少 な 　 く 　 と 　 も1 段 目 　 よ 　 り 　 後 ろ に 伸 び

て お 　 り､ 横 積( 小 口 積) を 示 　 し て い る( 図49- ④) ｡ 羨 道 の 壁 石 築 造 の 様

相　も玄室の築造様相　と　同様に1段　目　は立積､ 2段目　は横積(小口積)である

( 図49- ② ③ ⑤) ｡ 玄 室 の 壁 石 の 　 う 　 ち､ 圧 倒 的 な 規 模 を 誇 る 五 角 形 の 石

材 が 注 目 　 さ れ る｡ 1 段 目 　 は 立 積 な の で､ 一 定 の 大 き 　 さ( 高 　 さ) 以 上 に な

る 　 と､ 荷 重 が か か っ た 　 と 　 き 構 造 的 に 折 れ や す い｡
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さ 　 ら に6 世 紀 末 ～7 世 紀 前 半 は も 石 室 が 巨 大 化 し た 時 期 で あ 　 り､ 1 段 目

( 基 底 石) に 石 室 と 墳 丘 の す べ て の 荷 重 が か か る た め 立 積 は 維 持 す る が､

安 定 性 の た め に 中 央 を 厚 く 　 し 左 右 を 薄 く 加 工 し た と 考 え ら れ る｡ 大 き 　 さ

の 違 い は あ る が､ 左 壁 の1 段 　 目( 基 底 石) も 　 同 一 の 加 工 形 態 を 示 　 し て お

り､ 右 壁 と 　 同 　 じ 機 能 を 　 し て い る 　 と 考 え ら れ る｡ つ ま 　 り､ 一 つ の 石 材 の 厚

さ 　 を 異 に 　 し て 裏 面 を 凸 凹 に 　 し た 理 由 は､ 巨 石 化 と 　 と 　 も に 壁 石 の 数 が 減 っ

た た め､ 一 つ の 石 材 の 裏 面 を 縦 方 向 だ け で な 　 く 　 横 方 向 に ま で 模 状 に 加 工

し て 墳 丘 と 　 よ 　 く 　 噛 み 合 わ せ る よ 　 う 　 に し､ 石 室 そ の も の お よ び 墳 丘 と の 構

造 的 安 定 性 を 保 と 　 う 　 と す る 効 果 を 狙 っ た も の と 考 え ら れ る｡ 後 述 す る が､

石 材 の 加 工 度 が 優 れ て い た7 世 紀 中 葉 で も 裏 面 の 加 工 形 態 を 見 て み る 　 と､

似たよ　う　な様相があ　り　注目　される｡

石 舞 台 古 墳: 発 掘 報 告 書 に お い て､ 石 舞 台 古 墳 の 用 石 法 に つ い て､ 建

築 工 学 的 に 記 述 さ れ て い る が､ こ 　 こ で は そ の 内 容 を ま 　 と 　 め る｡ 側 壁 の1

段 目 は 地 面 を 少 し 掘 っ た 後 に､ 立 積 し て い る｡ こ れ は 石 室 を 固 定 し､ 石

室 全 体 の 圧 力 を 地 面- と 安 定 的 に 分 散 さ せ る 役 割 を 果 た す｡ 2-3 段 目 の

石 は 横 積( 小 口 積) に 積 み 上 げ ら れ て い る が､ 1 段 目( 基 底 石) に 直 接

触 れ る 部 分 に 石 室 の 荷 重 が 偏 る 　 こ 　 と 　 を 防 ぐ た め､ 1 段 目( 基 底 石) の 後 半

部 分 と2-3 段 目 の 石 材 の 間 で､ 裏 込 め ま た は 墳 丘 の 盛 土 に よ っ て 補 強 し

て い る｡ 石 室 全 体 の 荷 重 が1 段 目( 基 底 石) に 集 中 　 し て い た も の を､ 墳 丘

の下部を含む全体に分散させ､建築工学的に安全に石室を支える　よ　う　に

し て い る｡ ま た､ 3 段 目 　 は 石 材 が 相 対 的 に 小 さ 　 く 　 な っ た が､ こ れ は 天 井

石 を よ 　 り 　 安 全 に 架 構 す る た め､ 天 井 石 の 圧 力 を 外 側 に 分 散 す る の に 欠 か

せ な い 工 程 で あ る｡ そ 　 し て､ 報 告 書 で は 触 れ て い な い が､ 3 段 目 　 に は 全

体 的 な 高 さ の 水 平 を 合 わ せ る 機 能 が あ 　 り､ 2 段 目 　 に も 一 定 の 機 能 的 目 的

が あ る の で､ こ れ ら は 石 室 と 墳 丘 を 安 定 的 に 維 持 す る 役 割 を 果 た 　 し て い
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る｡ こ の よ 　 う 　 な 用 石 法 は 他 の 古 墳 に も 共 通 し て お 　 り､ ほ ぼ 同 時 期 で 同 規

模 の 石 室 は､ 石 材 の 個 別 の 大 き 　 さ 　 と 厚 さ に お い て 違 い は あ る が､ 同 様 の

用 石 法 が 用 い ら れ て い た と 推 測 で き る｡

石 　 塞 　 平 　 蘭 　 画

図50 　 石 舞 台 古 墳 の 石 室 実 測 図( 平 面 図. 横 断 面 図 　 上 面 図) と 玄 室 縦 断 面 図( 清

田 耕 作･ 高 橋 逸 夫･ 梅 原 末 治 『 大 和 島 庄 石 舞 台 の 巨 石 古 墳 』 1937 か ら 引 用)

1937 年 度 の 発 掘 調 査 に お い て､ す で に 建 築 工 学 的 な 側 面 か ら の 石 室 の

構 造､ 特 に 壁 体 構 造 を 綿 密 に 検 討 し､ 他 の 古 墳 と の 用 石 法 の 共 通 性 に 触

れ て い る の は 驚 く 　 べ き こ と で あ る｡ た だ､ 同 一 用 石 法 で 築 造 し た 古 墳 に

つ い て 時 空 間 で の 検 討 を 進 め な か っ た 点 は 残 念 で あ る｡ し か し､ 当 時 は
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壁 体 全 面 の 構 造 を 把 握 で き 　 る 　 も の は 石 舞 台 古 墳 が ほ ぼ 唯 一 で あ る｡ ま た､

他 の 古 墳 に お け る 用 石 法 の 事 例 検 討 は､ ほ と 　 ん ど 部 分 的 な 調 査 に 留 ま っ

て い る｡ 石 舞 台 古 墳 の 壁 体 構 造 に 関 す る 研 究 成 果 は､ 本 章 の 研 究 テ ー マ

である畿内型石室の壁体構築方法の技術的淵源を明　らかにする研究史的

土 台 　 と 　 な っ て い る 点 で 意 義 が あ る｡

(4) 7 世 紀 中 葉

岩 屋 山 古 墳: 玄 室 に つ い て は 前 述 し て い る の で､ こ 　 こ で は 羨 道 と 裏 面

の 観 察 内 容 に つ い て 述 べ る｡ 羨 道 は 玄 室 か ら 近 い と 　 こ 　 ろ で1 段 目 　 が3 石､

玄 門 ま で は2 段 目 　 が4 石 以 上 で 構 成 さ れ､ 全 て 垂 直 に 積 み 上 げ ら れ て い る｡

羨 道 中 間 の 天 井 は15-20cm の 高 さ の 段 差 が あ 　 り､ 平 天 井 と 　 な っ て い る｡

開 　 口 部 の 積 石 の 現 状 を み る 　 と､ 1 段 目 　 は 立 積､ 2 段 　 目 　 は 横 積( 小 口 積) と

な っ て い る｡ 玄 室 の 床 面 調 査 の 結 果､ 床 面 よ 　 り 　 下 か ら1 段 　 目( 基 底 石)

の 様 相 が 確 認 さ れ た が､ 玄 室 床 面 の ト 　 レ ン チ 図 面 と､ 玄 室 と 羨 道 の 積 石

方 式 を 撮 影 し た 写 真 か ら､ 立 積 か ら な っ て い た こ 　 と 　 が 分 か る｡ 立 積 を 行

う 　 際 に､ 前 時 期 の 石 舞 台 古 墳 と 　 同 様 に､ 玄 室 の 床 面 よ 　 り 　 も 基 底 石 の 置 か

れ る 部 分 を 深 く 　 掘 削 　 し､ は め 込 む よ 　 う 　 に 設 置 し た 状 況 が 確 認 さ れ て お 　 り､

1 段 目( 基 底 石) を 立 て て 地 面 に は め 込 む よ 　 う 　 に 設 置 す る 築 造 技 術 の 伝

統 は､ 石 室 を は じ め と す る 石 材 の 外 見 の 変 化 に も か か わ ら ず､ 畿 内 型 石

室 の 後 段 階 で あ る 岩 屋 山 式 古 墳 ま で 続 い て い る 　 こ 　 と が 確 認 で き 　 る｡

図51- ① は 奥 壁 で 破 壊 さ れ た 部 分 か ら1 段 　 目 　 と 　2 段 目 　 の 隙 間 を 観 察 　 し た

も の で あ る｡ 1 段 目 　 の 全 体 的 な 形 態 は 分 か ら な い が､ 1 段 目 　 の 上 段 部 と

2段目　の 下段部が接する部分を見る　と､ 1段目　の 上段部は薄く　構築さ

れ て い る( 約30cm) が､ 2 段 　 目 　 の 下 段 部 は1 段 目 　 の 上 段 部 の 幅 よ 　 り 　 さ 　 ら

に 後 方 に 深 く 　 伸 び て い る｡ 一 方､ 図51- ⑤ は 奥 壁 に 付 い た 左 壁 の1 段 目 　 と

2 段 目 　 の 隙 間 を 観 察 　 し た も の で あ る が､ 2 段 　 目 　 の 下 段 部 は1 段 　 目 上 段
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部 の よ 　 り 　 も 　 さ 　 ら に 後 方 に 深 く 　 伸 び て お 　 り､ 図16-( 丑 の よ 　 う 　 な 様 相 を 呈 し

て い る｡ そ 　 し て､ 羨 道 開 　 口 部 側 の 積 石 形 態( 図51- ② ～ ④ ⑥ ⑦) も 玄 室

の 積 石 形 態 と 　 同 様 に 見 ら れ る た め､ 玄 室 と 羨 道 は 同 一 の 用 石 法 を 使 用 　 し

y:ア?『.Qg､一月 

･ ブ- 一 一 ご:--- 一 二_-.:- ∴l 巨 

l 

一 誌 等 さ を..-.= 妻f'- ケ ■~~ 二 十 で 〉､ 

･- 一 一 は｣ 亡 一 一｢1 一 一 ● ¶ ′ 

ら_⊆三㌢-.I 

図51 　 岩 屋 山 古 墳 の 実 測 図 　 と 裏 面 に お け る 壁 体 構 造 と 積 石 様 相

( 『 飛 鳥 磐 余 地 域 の 後､ 終 末 期 古 墳 と 　 寺 院 跡 』 1982 か 　 ら 編 集 引 用､ 筆 者 撮 影)
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て い る 　 と 　 判 断 さ れ る｡

峯 塚 古 墳: 上 記 の 岩 屋 山 古 墳 や 小 谷 古 墳 な ど と 　 同 様 の 特 徴 を 持 っ て い

る た め､ 岩 屋 山 式 古 墳 に 分 類 さ れ る｡ 玄 室 は 同 規 模 で あ る が､ 羨 道 の 長

さ 　 は 短 め で あ る｡ 玄 室 の 石 材 は 花 園 岩 の 切 石 を 使 用 　 し､ 玄 室 の 奥 壁 と 側

壁 は す べ て2 段 で あ る が､ 1 段 目 　 は 垂 直､ 2 段 　 目 　 は 内 側 に 約150 　 内 傾 　 し て

い る｡ 側 壁 の1 段 目 　 は 両 方2 石 を 配 置 　 し､ 2 段 目 　 は 右 壁 が2 石､ 左 壁 は1 石

を 垂 直 に 積 み 上 げ て い る｡ 羨 道 は 玄 室 に 近 い と 　 こ 　 ろ で1 段 目3 石､ 開 　 口 部

ま で は2 段 で 積 み 上 げ ら れ､ 全 部 垂 直 に 積 み 上 げ て い る｡ 岩 屋 山 古 墳 と

同 様 に､ 羨 道 の 壁 石 が1 段 目 　 か ら2 段 目 　 に 変 わ る 部 分 の 天 井 で 段 差 が 確 認

さ れ て お 　 り､ 天 井 石 は 玄 室 の 羨 道 は す べ て 平 天 井 と 　 な っ て い る｡

図52- ① ～ ③ は 羨 道 開 　 口 部 側 の 積 石 形 態 を 撮 影 　 し た 　 も の で あ る｡ 現 在

図52- ① ② の 間 の 石 材 が な 　 く 　 な っ た た め､ 石 室 内 部 で 断 面 の 詳 　 し い 様 棉

が 確 認 さ れ る｡ 基 本 的 に 岩 屋 山 古 墳 と 　 同 様 に 築 造 し た 様 相 が 観 察 さ れ て

お 　 り､ 特 に 図52- ③ の 場 合 は 周 辺 の 石 材 の 規 模 に 比 べ､ 細 長 い 模 形 を 　 し

て い る｡ 図52- ④ ～ ⑦ は､ 玄 室 の 左 壁1 段 目 　 を ど の よ 　 う 　 な 形 態 で 積 み 上 げ

た か を 確 認 す る 　 た め､ 同 一 石 材 の 左 右 を 撮 影 　 し た 　 も 　 の で あ 　 る｡ 図52-

⑥ ⑦ の 左 石 材 は 左 側 の 袖 石､ 右 石 材 は 玄 室 の1 段 目､ 右 斜 め 石 材 は2 段 目

で あ る｡ 図52 に 記 さ れ た 部 分 の 隙 間 か ら､ そ れ ぞ れ 袖 石 　 と 　 玄 室1 段 目 　 の

裏 面 の 様 子 を 撮 影 し た が､ 袖 石 が 玄 室 の1 段 目 　 よ 　 り 　 後 ろ に 伸 び て い る 　 こ

と　が確認された｡両石材が接する部分の厚さ　を正確に計測する　こ　と　はで

き 　 な か っ 　 た が､ 玄 室 の1 段 　 目 　 は 概 ね30cm 前 半 程 度 　 と 確 認 さ れ た｡ 図52-

④ ⑤ は､ 玄 室 の 左 壁1 段 目 　 の 上 段 部 の 両 石 材 が 按 す る 部 分 の 隙 間 か ら

撮影したものである｡奥壁側1段目　よ　り　羨道側1段目　の石材がよ　り　深く　設

置 さ れ て い る 様 子 が 確 認 で き 　 る｡ 羨 道 側 の1 段 　 目 　 の 石 材 は 計 測 が 困 難 で

あ っ た が､ 奥 壁 側 の1 段 目 　 の 石 材 は お お よ そ30cm 前 半 程 度 と 確 認 さ れ た｡
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同 一 石 材 の 両 側 の 隙 間 か ら 石 材 の 裏 面 の 様 相 を 予 想 す る 　 と､ 石 材 の 中 間

の 形 は 分 か ら な い が､ 袖 石 　 と 接 す る 場 所 は 薄 く 　 始 ま 　 り､ 徐 々 　 に 斜 め に 後

図52 　 峯 塚 古 墳 の 実 測 図 　 と 　 裏 面 に お け る 壁 体 構 造 と 積 石 様 相

( ｢ 峯 塚 古 墳 　 と 　 そ の 周 辺｣ 『 軸 之 　 内 古 墳 群 の 研 究 』 2014 か 　 ら 　 引 　 用､ 筆 者 撮 影)
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ろ に 伸 び て い 　 く｡ 次 の1 段 目 　 石 材 と 按 す る 部 分 は さ 　 ら に 薄 く 　 な っ て い る

た め､ ジ グ ザ グ 形 態 と 類 似 　 し た 形 態 で は な い か と 考 え ら れ る｡ 形 態 は 異

な る が､ 塚 穴 山 古 墳 の 玄 室 の 左 右 壁1 段 目 石 材 の 裏 面 も､ 同 様 の 機 能 を

狙 っ て 加 工 し た と 考 え 　 ら れ る｡ 意 図 的 に 裏 面 の 形 態 を 不 定 形 の 五 角 形 に

加 工 し て お 　 り､ 周 辺 に 按 し て い る 石 材 と 幅 に 差 を つ け､ 石 材 全 体 を 見 渡

す と､ 裏 面 を ジ グ ザ グ 形 態 に 加 工 し て い た の で は な い か と 推 測 で き 　 る｡

両 石 室 の 事 例 か ら､ 巨 石 で で き て い て も 積 石 数 が 少 な い た め､ 同 一 石 材

の裏面をジグザグ形態に加工する　こ　と　によ　り　石室構造の安定性を高めよ

う　とする意図が　う　かがえる｡
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第4 節: 石 材 と 壁 体 構 造 の 相 関 関 係

第2節と第3節で板橋型石室と初期横穴式石室の壁体構造と積石方法に

つ い て 説 明 　 し､ そ れ に 基 づ き 畿 内 型 石 室 の 壁 体 構 造 と 積 石 方 法 の 共 通 点

と 相 違 点､ そ 　 し て 時 期 ご と 　 に ど の よ 　 う 　 に 変 化 す る の か に つ い て 述 べ た｡

そ の 結 果､ 壁 体 構 造 と 積 石 方 法 の 変 化 に は 石 材 の 大 き 　 さ 　 と 加 工 度 が 一 定

の 影 響 を 及 ぼ し て い る 　 こ 　 と が 確 認 さ れ た｡ こ 　 こ で は6 世 紀 前 半 ～7 世 紀 中

葉 の 側 壁 の 石 材 の 大 き 　 さ 　 と 加 工 状 態､ 6 世 紀 中 葉 ～7 世 紀 前 半 の 奥 壁 の 裏

面 と 断 面 形 態､ 7 世 紀 前 半 ～ 中 葉 の 玄 室 の1 段 目 　 を そ れ ぞ れ 図 式 化 し た 上

で､ 石 室 用 石 法 に お い て ど の よ 　 う 　 な 意 味 を 持 っ て い る か を 見 て い く｡

図53 　6 世 紀 前 半 石 室( 市 尾 墓 山 古 墳) 縦 断 面 の 模 式 図

( ※ 蒋 尺 不 同)  ( 筆 者 壕 影･ 作 成)

6 世 紀 前 半 の 石 室 と 　 し て は､ 市 尾 墓 山 古 墳 と 柿 塚 古 墳 が あ るo 　 こ れ ら

の壁体構造は板橋型石室と初期横穴式石室に確認される壁体部と天井部

の 用 石 法 に 類 似 し て い る｡ 畿 内 型 石 室 は 平 天 井 で あ る た め､ 壁 体 部 と 天

井部に区分して築造する　こ　と　は意味がないが､前時期からの用石法がい

ま だ 残 存 す る｡ 積 石 段 数 は 半 分 以 上 減 っ た が､ 依 然 と 　 し て 上 部 と 下 部 を

区 分 す る 　 目 地 が は っ 　 き 　 り 　 し て お 　 り､ 目 地 を 基 準 に 積 石 の 内 債 が 急 に な っ

て い る｡ 目 地 の 位 置 は 概 ね 羨 道 天 井 石 下 部 の 高 さ に 対 応 し て お り､ 下 部

よ 　 り 　 上 部 の 石 材 が 概 ね 似 て い る か 大 き い｡ 要 約 す る 　 と､ 6 世 紀 前 半 は 畿
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内 型 石 室 に 変 化 し た が､ 表 面 と 裏 面 の 観 察 結 果 か ら､ 板 橋 型 石 室 と 初 期

横 穴 式 石 室 で 使 わ れ て い た 用 石 法 を そ の ま ま 維 持 し て い た こ 　 と が 確 認 で

き た｡ 市 尾 墓 山 古 墳 の 場 合､ 奥 壁 の 構 造 が 一 般 的 で な い た め､ 比 較 検 討

を 進 め る の に 適 切 で は な い｡ 柿 塚 古 墳 は､ 表 面 と 石 材 の 隙 間 か ら 部 分 的

に 観 察 し た と 　 こ ろ､ 側 壁 と 　 ほ ぼ 同 様 の 様 相 を 呈 し て い る 　 と 考 え ら れ る｡

た だ し､ 発 掘 調 査 が 行 わ れ ず､ 土 砂 に よ 　 り 　 石 室 内 部 が か な 　 り 　 埋 ま っ て お

り､ 全 体 の 様 相 を 把 握 す る 　 こ 　 と 　 は 困 難 で あ る た め､ こ れ 以 上 の 議 論 は 行

わ ず､ 今 後 の 資 料 の 増 加 を 期 待 す る｡

一 方､ 6 世 紀 前 半 の 石 室 は､ ① 墳 丘 が 石 室 の 荷 重 に 耐 え 切 れ ず 崩 壊 し､

そ の 影 響 に よ 　 り 石 室 が 破 壊 さ れ て い る か､ 逆 に ② 裏 面 の 観 察 が 不 可 能 な

ほ ど 石 室 の 整 備 が 行 わ れ て い る｡ さ 　 ら に ③ 石 材 が 小 さ い た め､ そ の 隙 間

か ら 観 察 す る の も 制 限 さ れ る な ど､ 様 々 な 要 因 に よ 　 り 裏 面 の 壁 体 構 造 の

観 察 は 円 滑 に 行 え な か っ た｡ そ れ で も 観 察 が 可 能 で あ っ た 部 分 は､ 市 尾

墓 山 古 墳 の 羨 道 の も 外 側 で あ 　 り､ 1 段 目( 基 底 石) の 様 相 は 敷 石 に よ

っ て 遮 ら れ て い る た め 分 か ら な い が､ 2 段 目 か ら 横 積( 小 口 積 と 平 積 を

併 用) し て い た こ 　 と が 確 認 さ れ､ ジ グ ザ グ 形 態 が 不 定 形 の グ ル ー プ を 形

成 し て い る 　 と 推 測 さ れ る｡ ま た､ 裏 面 を 模 形 に 加 工 し た 石 材 も 　 目 立 っ て

図54 　6 世 紀 中 葉 石 室 縦 断 面 の 模 式 図

( ※ 縮 尺 不 同) ( 筆 者 撮 影･ 作 成)

物集女車塚古墳奥壁断面模式図

~~ 二__
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お 　 り､ 積 石 様 相 か ら 考 え る 　 と､ 板 橋 型 石 室 と 初 期 横 穴 式 石 室 に 類 似 し た

用石法が用い　られていた　と　考え　られる｡

6 世 紀 中 葉 の 石 室 は､ 市 尾 宮 塚 古 墳 と 物 集 女 車 塚 古 墳､ 6 世 紀 中 葉 ～ 後

半 の ク ワ ナ リ 　 塚 古 墳 が 該 当 す る｡ こ の 時 期 は 前 時 期 の 用 石 法 と 比 較 　 し て､

様変わ　り　した様相を呈している｡石材が大き　く　なった代わ　り　に積石の段

数 が 減 っ た こ 　 と 以 外 に も､ 天 井 部 に 該 当 　 し て い た 斜 辺 石 の 痕 跡 が 消 え､

全 面 が 壁 体 部 で あ る 下 部 の 用 石 法 に よ っ て 統 一 さ れ る｡ ま た､ 上 部 と 　 下

部の石材の差異がな　く　なるな　ど､完全に畿内型石室の特徴を備えた石室

と 　 し て 築 造 さ れ て い る｡ と 　 こ ろ が､ 前 時 期 ま で 残 存 し て い た 天 井 部 の 用

石 法 が な 　 く 　 なJj た に も か か わ ら ず､ 表 面 か ら は 壁 休 部 と 天 井 部 の 角 度 の

違 い に よ 　 り 　 見 え た 目 地 が 観 察 で き 　 る｡ た だ し､ 目 地 は 整 然 性 が 落 ち､ 側

壁 の 左 右 の 壁 の 高 さ の 違 い が 確 認 さ れ る な ど､ こ の 時 期 の 　 目 地 は 用 石 法

によ　る　ものではなく､単に石材の築造技術または石材の大き　さ　などと　関

連　して現れた　もの　と　考え　られる｡そのため､こ　の時期から現れる　目　地の

形 成 原 因 は 前 時 期 と 　 は 異 な る｡ 一 方､ 奥 壁 は 市 尾 宮 塚 古 墳 と 物 集 女 車 古

墳 の 比 較 に よ 　 り､ 側 壁 よ 　 り 　 少 し 先 に 石 材 の 大 型 化 が 始 ま っ た 可 能 性 を 指

摘　した｡

ウ　ワナリ　塚古墳からは奥壁と側壁の裏面を観察する　こ　と　ができた｡前

述 の 石 室 よ 　 り 　 少 　 し 遅 い 時 期 に 編 年 さ れ て い る が､ 概 ね6 世 紀 中 葉 ～ 後 半

の 石 室 の 積 石 方 法 が 如 実 に 確 認 で き 　 る｡ 特 に 石 材 の 大 き 　 さ が 大 型 化 し､

側壁の用石法と　は異な　り､奥壁を1段目　だけでな　く　2段目　も立積で築造す

る 新 し い 用 石 法 が 出 現 す る｡ 2 段 目 石 材 の 全 体 的 な 形 態 は､ 立 積 に 容 易

な 比 較 的 薄 い 板 石 に 近 い 形 態 を 呈 し て い る｡ つ ま 　 り､ こ の 時 期 か ら 奥 壁

と 側 壁 は 石 材 の 選 定 と 裏 面 の 加 工 に 違 い が 現 れ 始 め､ 壁 体 構 造 に も 変 化

が 起 き 　 る｡ 従 来 は 奥 壁 と 側 壁 を 寄 せ て 積 み 上 げ た 　 と す れ ば､ 奥 壁 の2 段
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目 　 も 立 積 し な が 　 ら､ 側 壁 に 寄 せ て 斜 め に 積 み 上 げ る 構 造 に 変 わ っ た 　 と 考

え 　 ら れ る｡ 後 に 詳 し 　 く 　 記 述 す る が､ 塚 穴 山 古 墳 と 　 塚 本 古 墳 の 奥 壁 と 側 壁

が 按 す る 部 分 を 観 察 す る 　 と､ 単 に 向 か い 合 っ た も の で は な 　 く､ 側 壁 と 接

す る 部 分 を そ れ ぞ れ450 　 に 加 工 し､ 板 石 形 態 に 近 い 奥 壁 を 側 壁 に 寄 せ る

よ　う　に内傾した構造を　もつ｡

側壁では1段　目　と2段　目　の積石方法､深石の存在および調整区と　の違い

を 記 述 す る｡ 1 段 目 　 と2 段 目 　 の 積 石 方 法 は､ 模 式 図 で も 確 認 で き 　 る 　 よ 　 う 　 に､

前 時 期 に 比 べ て 大 き な 変 化 が な い｡ た だ し､ 前 時 期 に は 石 材 が 小 さ い た

め､ い く 　 つ か の 石 材 が 集 ま っ て 一 つ の 単 位 と 　 な る｡ こ の よ 　 う 　 に 構 成 さ れ

た 幾 つ か の グ ル ー プ が 裏 面 の 平 面 で は 凹 凸 形 態､ 断 面 で は ジ グ ザ グ 形 態

と 　 な っ て 現 れ る( 壁 石 の 裏 面 を こ の よ 　 う 　 に 構 成 し た 理 由 に つ い て は 前 述

の た め こ 　 こ で は 扱 わ な い) ｡ こ の 時 期 か ら は 石 材 が 大 型 化 し た た め､ 裏

面 を 横 形 に 加 工 す る た め､ そ れ ぞ れ の 石 材 の 裏 面 を 加 工 し た 後､ 長 さ の

調 節 の み で 十 分 に 同 一 の 効 果 を も た 　 ら す よ 　 う 　 に な っ た｡

一 方､ 大 き 　 さ の 違 い は あ る が､ 周 辺 の 石 材 よ 　 り 　 小 型 の 石 材 が 粗 雑 な 積

み 方 と 　 し て 存 在 す る が､ こ の 不 定 形 の 石 材 は 土 生 田 純 之 に よ っ て､ 調 整

区 　 と 　 い 　 う 概 念 で 示 さ れ た｡ 石 室 を 計 画 さ れ た 規 模 で 築 造 す る た め に1 段

目 　 の 奥 壁 と 袖 石 を ま ず 設 置 す る が､ こ れ を 指 標 石 と 呼 ぶ｡ そ の 次 に 両 側

から順次石材を設置する　こ　と　になれば､ 終的にやや小さい石材を合わ

せ て 調 整 し な け れ ば な 　 ら な い 空 間 が 生 じ る｡ 当 初 計 画 し て い た 大 き 　 さ の

石 材 を 使 用 で き な い た め､ 他 の 部 分 よ 　 り 　 粗 く 　 積 石 が 行 わ れ る が､ こ れ が

調 整 区 で あ る｡ こ れ ま で 粗 削 　 り 　 で 積 石 が 行 わ れ て き た 部 分 や､ や や 狭 い

範囲の壁石の間に挟まれる　よ　う　に存在する部分も調整区と称された｡つ

ま 　 り､ 上 述 し た 調 整 区 の 役 割 は､ 壁 石 断 面 か ら 見 る 　 と､ 石 室 と 墳 丘 で 構

造 的 な 問 題 が 生 じ な い よ 　 う､ 石 材 を 模 形 に 加 工 し て 墳 丘 の 奥 深 く 　 に 設 置
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す る の で は な く､ 主 に 石 室 の 表 面 か ら 浅 く 設 置 し て､ 壁 石 と の 間 を 埋 め､

逆 に 広 が ら な い よ 　 う 　 に す る 役 割 に 重 点 を 置 い て い る こ 　 と が 分 か る｡

深 石 は 城 壁 研 究 に 使 わ れ る 用 語 で､ 石 材 の 裏 面 を 模 形 に 加 工 し､ 互 い

に噛み合わせるよ　う　に積み上げ､壁体を突き刺すよ　う　に施設するD　中で

も 普 通 の 石 材 よ 　 り 特 に 長 く 加 工 さ れ て い る 石 材 が 　 し ば し ば 確 認 さ れ る が､

それを深石と呼ぶo　城壁に使われた技術が古墳の壁石から　も同様に確認

さ れ て お 　 り､ 両 構 造 物 間 の 技 術 的 交 流 が 推 測 で き､ 畿 内 型 石 室 の 壁 石 に

お い て も 確 認 さ れ て い るQ 　 深 石 は 細 長 い 形 態 を 　 し て お 　 り､ 初 は 石 室 石

材 と 大 き 　 さ に お い て あ ま 　 り 差 が な か っ た が､ 壁 石 が 次 第 に 大 型 化 す る に

つ れ て 大 き 　 さ の 違 い が 生 じ､ 相 対 的 に 小 さ 　 く 　 な っ た 深 石 は､ 調 整 区 と 似

た よ 　 う 　 な 大 き 　 さ に な る｡ そ も そ も､ 深 石 の 存 在 に 気 づ か ず､ 石 材 の 間 に

設 置 さ れ る 場 合 が 増 え､ 表 面 か ら は 深 石 と 調 整 区 の 違 い が 見 つ か り 　 に く

く 　 な っ た た め､ 従 来 は す べ て 調 整 区 と 　 し て 分 類 さ れ て い たo 　 し か し､ 裏

面の積石様相は､通常の石材よ　り　さ　らに後方に裏込めをつく　よ　う　に設置

さ れ て お 　 り､ 調 整 区 の 積 石 と の 違 い は 明 確 で あ 　 り､ 壁 石 が 脱 落 し た 部 分

や 石 材 の 隙 間 か ら 観 察･ 区 別 す る 　 こ 　 と 　 が で き 　 る｡ そ こ で 土 生 田 純 之 に よ

る 調 整 区 に 関 す る 指 摘 は 妥 当 で あ る が､ 調 整 区 に 分 類 し た も の の 中 に 潔

石 に 区 分 さ れ る 石 材 が あ る た め､ 今 後 は 石 室 壁 石 に お い て 深 石 の 存 在 を

図55 　6 世 紀 後 半 石 室( 平 林 古 墳) 縦 断 面 の 模 式 図

( ※ 縮 尺 不 同) ( 筆 者 撮 影･ 作 成)
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念 頭 に 置 き､ 両 者 を 区 分 し て 理 解 す る 　 こ 　 と 　 を 提 案 し た い｡

6 世 紀 後 半 の 石 室 　 と 　 し て は 平 林 古 墳 が あ げ ら れ る｡ こ 　 の 他 に 　 も､ 丸 山

古 墳･ 鳥 土 塚 古 墳 な 　 ど が 確 認 さ れ る が､ こ の 時 期 の 大 の 特 徴 と 　 し て は､

側 壁 に 築 造 上 の 多 様 性 が 観 察 さ れ る 　 こ 　 と 　 で あ る｡ 6 世 紀 後 半 ～7 世 紀 前 半

は1 段 　 目 　 か ら 天 井 ま で 壁 石 を 垂 直( ま た は 垂 直 に 近 い 斜 め) に 積 み 上 げ る

築 造 方 法 が 石 室 に 新 た に 出 現 す る｡ 石 室 の 壁 石､ 特 に 側 壁 は 耐 力 壁 と 　 し

て 上 部 構 造 物 の 荷 重 を 基 礎 に 伝 え て､ 垂 直 荷 重 や 横 力 に 耐 え る た め に 築

造 さ れ た 壁 で あ る23) ｡ そ の た め､ 垂 直 に 積 む 場 合､ 従 来 の 壁 石 の 中 間

か ら 内 傾 さ せ る 築 造 方 法 よ 　 り､ 上 部 構 造 物( 天 井+ 墳 丘) か ら の 荷 重 を

効 率 的 に 支 え る こ と が で き る た め､ 考 窪 形 天 井 の 構 造 か ら 変 形 し た 従 莱

の 築 造 方 法 は､ 建 築 工 学 的 に 効 率 が 落 ち る 　 と 考 え 　 ら れ る｡ に も か か わ ら

ず､ 7 世 紀 中 頃 ま で 両 者 の 築 造 形 態 が 共 存 す る 理 由 は 何 だ ろ 　 う 　 か｡ こ 　 こ

で は 石 室 の 表 面 に 現 れ る 　 目 　 地 を 通 　 し て そ の 理 由 に つ い て 検 討 し た い｡

目 地 は 本 来､ 一 連 の 工 程 に 含 ま れ る 同 一 の 築 造 方 法 か ら､ 築 造 方 法 の

変 化 に よ 　 り､ 新 た な 工 程 が 始 ま っ た 　 り､ 積 石 角 度 な ど が 変 化 し た と 　 き 　 に､

そ の 境 界 で 現 れ る 線 で あ る｡ 目 地 は 板 橋 型 石 室 と 初 期 横 穴 式 石 室 で 確 認

で き 　 る が､ 壁 休 部 　 と 　 天 井 部 が 共 存 す る 時 の 　 目 　 地 は､ 石 室 の 平 面 形 態( 方

形･ 長 方 形) と 額 薩 形 天 井 の た め の 天 井 部( 斜 辺 石) が 始 ま 　 る 高 さ 　 に よ っ

て､奥壁と側壁の　目　地の高さ　は若干異なる　ものの､概ね同　じよ　う　な高さ

で 整 然 と 　 し た 　 目 　 地 を 形 成 す る｡ そ 　 し て､ 6 世 紀 前 半 の 畿 内 型 石 室 の 天 井

23) 壁 は 耐 力

上からの垂直荷

で あ る｡ 　 非 耐 力 壁 は 重は受

の構造上

力　を伝える　ための壁

体 重だけを支

え る 壁 で あ 　 り､ 初 期 横 穴 式 石 室 は 等 薩 形 天 井 で あ っ た た め､ 上 部 か ら の

荷重が比較的均等に分散されてお　り､全壁を耐力壁に分類する　こ　と　がで

き 　 る｡ し か し､ 6 世 紀 中 盤 以 降 の 畿 内 型 石 室( 平 天 井) は､ 奥 壁 が 側 壁

に 寄 っ て 立 て 　 ら れ た 形 態 で あ 　 り､ 側 壁 は 耐 力 壁 に､ 相 対 的 に 奥 壁 は 非 耐

力壁に近い形に変化　した｡
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が 平 天 井 に 変 化 し た が､ 壁 体 は 前 時 期 の 用 石 法 を そ の ま ま 維 持 し､ 石 材

も 本 格 的 に 大 型 化 す る 前 で あ る た め､ 大 き な 変 化 は 見 ら れ な い｡

と 　 こ 　 ろ が､ 6 世 紀 中 葉 以 降 に な る 　 と､ 壁 石 か ら 様 々 　 な 変 化 が 感 知 　 さ れ

る｡ ま ず､ 奥 壁 と 側 壁 の 　 目 地 の 形 成 の 高 さ に 変 化 が 生 じ る が､ 前 述 の よ

う 　 に 　 目 地 は 考 薩 形 天 井 の 構 造 と 深 い 相 関 関 係 を 持 つ｡ 平 面 形 態 上､ 方 形

の場合は同　じ高さで壁石を内傾させて､考薩形天井を築造する　こ　と　が可

能 で あ る｡ し か し､ 長 方 形 の 場 合 は ま ず 奥 壁 を 内 傾 さ せ な い と 考 窪 形 天

井を築造する　こ　と　ができないため､奥壁が側壁よ　り　低い高さで目地が形

成 さ れ る｡ 畿 内 型 石 室 は 長 方 形 の 平 面 形 態 を 呈 し て い る｡ こ の た め､ 6

世紀前半頃の柿塚古墳において　も､板橋型石室と初期横穴式石室と　同様

に､ 奥 壁 が 側 壁 よ 　 り 　 低 い 高 　 さ 　 で 　 目 　 地 が 確 認 さ れ て い る｡ こ れ に 対 　 し､ 6

世 紀 中 葉 以 降 の 石 室 に お け る 奥 壁 と 側 壁 の 　 目 地 は 同 一 の 高 さ で 形 成 さ れ

る か､ あ る い は 羨 道 の 高 さ 　 に 対 応 し よ 　 う 　 と す る 傾 向 が 見 ら れ る が､ あ ま

り 　 こ だ わ ら ず､ 自 　 由 に 形 成 さ れ る 事 例 が 多 い｡ ま た､ 目 　 地 の 整 然 性 が 落

ち 　 る が､ こ れ は 均 一 で な い 石 材 の 大 き 　 さ 　 の 違 い に 起 因 　 し､ 7 世 紀 中 葉 に

切 石 が 出 現 す る ま で 目 地 の 整 然 性 は 回 復 　 し な い｡ そ 　 し て､ 前 述 の よ 　 う 　 に､

石 室 表 面 の 形 態 が 急 激 に 変 化 す る が､ 壁 石 裏 面 の 用 石 法 は 変 わ っ て い な

い た め､ 目 地 は 従 来 の 壁 体 の 築 造 方 法 の 変 化 を 把 握 で き 　 る 構 造 的 標 識 か

ら､ そ れ と 　 は 関 係 の な い 意 匠 的 な 意 味 を 持 つ 標 識 に 変 わ っ た と 考 え 　 ら れ

る｡ つ ま 　 り､ 壁 石 を 垂 直 に 積 み 上 げ よ 　 う 　 が 角 度 を 変 え て 積 み 上 げ よ 　 う 　 が､

そ れ が 　 目 　 地 を 通 　 じ て 現 れ て い る が､ そ れ は 表 面 の 形 態 の 変 化 で あ る だ け

で､ 裏 面 の 壁 石 の 築 造 基 調 は 全 く 　 変 わ っ て い な い｡ こ の た め､ 目 地 を 従

来の壁石築造と結び付けて意味を付与する　よ　り　は､単に意匠的側面に転

換 し た も の と 理 解 す る 必 要 が あ る｡

6 世 紀 末 ～7 世 紀 初 頭､ 7 世 紀 前 半 の 石 室 は 牧 野 古 墳･ 天 王 山 古 墳･ 蛇 塚
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図56　6世紀末～7世紀初頭･7世紀前半石室縦断面と奥壁断面の模式図(②蛇塚古墳③塚本

古墳⑤石舞台古墳⑥塚穴山古墳) (※縮尺不同) (筆者作成)

古 墳･ 塚 本 古 墳･ 塚 穴 山 古 墳･ 石 舞 台 古 墳 が 該 当 す る｡ 6 世 紀 後 半 の 石 室 よ

り 　 規 模( 特 に 高 さ) と 石 材 が 大 き 　 く 　 な 　 り､ 加 工 度 が 向 上 す る｡ 積 石 段 数

と 石 材 数 は 減 る が､ 壁 の 構 造 と 積 石 方 法 は 概 ね 類 似 　 し て い る( 調 整 区 が

消 え る) ｡ こ の 時 期 の 古 墳 に は 墳 丘 が 消 失 し て 石 室 が 表 に 現 れ､ 壁 石 の

表 面 と 裏 面 の 様 相 を 同 時 に 比 較･ 観 察 で き 　 る 事 例 が か な 　 り 　 多 い｡ 牧 野 古

墳･ 天 王 山 古 墳 は 同 時 期 に 築 造 さ れ て い る が､ 側 壁 の 角 度 を 見 る 　 と､ 牧

野 古 墳 は1 段 　 目( 基 底 石) か ら 天 井 ま で や や 斜 め に 積 み 上 げ ら れ て い る｡

一 方､ 天 王 山 古 墳 は 段 ご と 　 に 角 度 を 変 え て 積 み 上 げ､ 6 世 紀 後 半 か ら 　 出

現 し た 二 つ の 壁 石 形 態 が こ の 時 期 に も 共 存 し て い る 　 こ 　 と 　 が 分 か る｡ と 　 こ

ろ で､ 両 者 の 壁 石 形 態 の 違 い が 壁 体 構 造､ つ ま 　 り 　 用 石 法 と 連 動 　 し て い る

の か 疑 問 が 生 じ る｡ こ れ に つ い て は､ 蛇 塚 古 墳 と 石 舞 台 古 墳 の 壁 の 構 造

の比較から検討する　こ　と　ができ　る｡両古墳は墳丘が削平されていて石室
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の 裏 面 の ほ と ん ど が 表 面 に 現 れ て い る｡ 蛇 塚 古 墳 は 古 墳 全 体 の 削 平 が 激

し 　 く､ 天 井 石 と 奥 壁 の2 段 が 破 壊 さ れ て い る が､ 側 壁 は ほ ぼ 完 全 に 残 存

し て お 　 り､ 玄 室 の 壁 体 構 造 を 把 握 す る 上 で 大 き な 問 題 は な い｡ こ れ ら の

古 墳 は 図 面 に よ 　 り 測 壁 の 角 度 の 違 い を よ 　 り 　 明 確 に 確 認 す る こ 　 と が で き る｡

蛇 塚 古 墳 は､ 1 段 目( 基 底 石) か ら や や 斜 め に 内 傾 し､ 角 度 の 変 化 が な

く 　 天 井 ま で 上 が 　 り､ 石 舞 台 古 墳 の1 段 目 　 は 比 較 的 垂 直 に 積 み 上 げ ら れ､ 2

-3 段 目 　 は 内 傾 し 断 面 形 が 六 角 形 に 近 く､ 両 者 の 違 い が あ る｡

次 に､ 用 石 法 に よ る 壁 体 構 造 を 見 て い く｡ 石 舞 台 古 墳 は1937 年 の 発 掘

調 査 の 記 録( 石 室 中 央 部 横 断 図 な ど) と 露 出 し て い る 石 室 外 側 の 観 察 に よ

り､ 壁 石 の 積 右 方 法 が 明 確 に 分 か る｡ 蛇 塚 古 墳 は 石 室 内 部 か ら1 段 目 　 と2

段 目 の 積 石 方 法 を 観 察 し､ 石 室 の 外 側 か ら2 段 目 　 と3 段 目 が 観 察 さ れ た 結

果､ 石 舞 台 古 墳 の 石 室 中 央 部 横 断 図 の よ 　 う 　 に1 段 目 は 立 積､ 2 段 目 　 と3 段

目 は 横 積( 小 口 積) ､ 裏 面 を 巨 大 な 模 形 で 加 工 す る な ど､ 石 材 の 数 を 除

け ば､ 従 来 の 用 石 法 が そ の ま ま 使 用 さ れ て お り､ 石 舞 台 古 墳 と の 違 い が

確 認 さ れ て い な い こ 　 と が 分 か る｡ こ の よ 　 う 　 に､ 両 古 墳 の 比 較 に よ 　 り 表 面

か ら 見 え る､ 積 石 角 度 に よ 　 る 壁 石 形 態 は 用 石 法 に あ ま 　 り 影 響 を 及 ぼ さ な

い こ 　 と が 確 認 で き た｡ ま た､ 壁 石 形 態 と 用 石 法 と の 相 関 関 係 が な け れ ば､

壁 石 が 複 数 形 態 で 築 造 さ れ る の は､ 築 造 方 法 よ 　 り 石 室 の デ ザ イ 　 ン､ つ ま

り 意 匠 性 と 関 係 が 深 い と 見 る こ 　 と が で き る｡ そ の た め 石 室 の 築 造 技 術 は

意 匠 性 を 有 し 多 様 化 し た が､ 石 室 の 積 石 方 法 は 統 一 性 を 維 持 し た も の と

判 断 で き る｡ 前 述 し た よ 　 う 　 に､ 表 面 は 目 地 を 中 心 に 裏 面 は 用 石 法 を 中 心

に 比 較･ 検 討 し た 結 果､ 同 じ 結 論 に 到 達 し た｡ こ れ は 畿 内 型 石 室 に 平 天

井 が 導 入 さ れ､ 天 井 部 壁 体 が な く 　 な 　 り( 壁 体 は 天 井 を 構 成 す る た め の 天

井 部 の 壁 体 と 壁 体 本 来 の 機 能 を 持 つ 壁 体 部 の 壁 体 に 分 か れ る) ､ 壁 休 部

壁 体 だ け が 残 存 す る 形 態 で､ 外 形 的 な 変 化 は 続 い た｡ 畿 内 地 域 に 初 期 横
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穴 式 石 室 が 導 入 さ れ て 以 来､ 石 室 の 壁 体 を 築 造 す る 基 本 的 な 用 石 法 は 依

然と　して続いている　こ　と　が確実に確認された｡

後 に､ 奥 壁 の 表･ 裏 面 の 観 察 に よ 　 り､ 壁 体 構 造 と 用 石 法 が 確 認 さ れ

た 古 墳 は､ ウ 　 ワ ナ リ 　 塚 古 墳･ 蛇 塚 古 墳･ 塚 本 古 墳･ 塚 穴 山 古 墳･ 石 舞 台 古 墳

で あ る｡ ウ ワ ナ リ 　 塚 古 墳 を 除 く 　 と､ 6 世 紀 末 ～7 世 紀 前 半 に 該 当 　 し､ い ず

れ も 壁 石 が 本 格 的 に 大 型 化 し て 以 降 の 築 造 と 　 い 　 う 　 共 通 点 を 持 つ｡ 図56 の

奥 壁 断 面 模 式 図 は､ 直 接 観 察 と 報 告 書 に 基 づ い て 筆 者 が 作 成 し た も の で

あ 　 り､ 1 段 　 目 　 は 角 が ま 　 る い 三 角 形 ま た は 三 角 形 に 近 い 梯 形 の 形 態 を 有 す

る｡ 角 が 地 面 に 対 し 斜 め に 向 い て い る の で 重 心 が 下 方 に あ 　 り､ 長 辺 が そ

れ ぞ れ 表 壁 と 裏 壁 を 成 し､ 短 辺 は 地 面 に 向 か っ て い る た め､ 全 体 的 に 傾

斜 が つ 　 く 　 よ 　 う 　 に な っ て い る が､ 石 室 の 内 部 か ら は1 段 目 　 を 垂 直 に 構 築 し

て い る 　 よ 　 う 　 に 見 え る｡ 蛇 塚 古 墳･ 石 舞 台 古 墳( 図56 の ②･ ⑤) か ら 特 に 確 認

さ れ､ 現 地 観 察( 蛇 塚 古 墳) と 発 掘 報 告 書( 石 舞 台 古 墳) か ら 　 も 確 認 で

き 　 る｡ こ れ に よ 　 り､ 当 時 の 大 型 古 墳 か ら の 奥 壁1 段 の 石 材 の 加 工 形 態､

お お よ そ の 大 き 　 さ､ 築 造 の 様 相 を 把 握 す る 　 こ 　 と 　 が で き 　 る｡

奥 壁2 段 の 様 相 が 比 較 的 よ 　 く 　 分 か る 古 墳 と 　 し て は､ 塚 本 古 墳･ 塚 穴 山 古

墳･ 石 舞 台 古 墳 が 挙 げ ら れ る｡ 奥 壁1 段 目 　 と 　 同 様､ 現 地 観 察 と 発 掘 報 告 書

によ　り　確認する　こ　と　ができ　るが､塚穴山古墳は全体が完全に表に現れて

お 　 り､ 塚 本 古 墳 は 奥 壁 の 表 面 と 側 面 の 厚 さ 　 を､ 石 舞 台 古 墳 は 観 察 と 　 し て

は 現 在 の 裏 面 上 段 の2/3､ 報 告 書 か ら は 全 体 を 確 認 す る 　 こ 　 と 　 が で き 　 る｡

共 通 　 し て 確 認 で き 　 る の は､ 2 段 目 　 も 立 積 を 　 し て お 　 り､ 全 体 的 な 形 態 は 下

部 が 上 部 よ 　 り 　 や や 厚 い が､ 加 工 は1 段 目 　 と 　 は 異 な 　 り､ 板 石 に 近 く 　 加 工 し

て い るo 　 斜 め に 内 傾 し て い る が､ 側 壁 に も た れ て 構 築 さ れ て い る. 一 方､

側 壁 は 壁 石 の 中 間 で 角 度 が 変 わ る 積 石 形 態 と､ 角 度 に 変 化 な 　 く 　 垂 直 に 近

く 　 積 み 上 げ る 積 石 形 態 に 分 け ら れ る が､ こ れ と は 異 な 　 り､ 奥 壁 は 壁 石 中

196



間 で 角 度 が 変 わ る 積 石 形 態 の も の だ け が 確 認 さ れ て い る｡ こ れ は､ 奥 壁

2段　目　が立積をする　こ　と　で石室の大型化､特に高　さ　を高める　のに大き　く

寄 与 し た が､ 構 造 的 に は 脆 弱 に な 　 り､ 側 壁 に 頼 ら 　 ざ る を 得 な い 結 果 と 　 な

っ た｡ す で に 構 造 的 に 不 安 定 な 状 態 で あ 　 り､ 側 壁 の よ 　 う 　 に 意 匠 的 な 意 味

の強い積石形態に変化を与える　こ　と　は困難であったと考え　られる｡

以 上､ 6 世 紀 末 ～ 世 紀 前 半 の 様 々 　 な 古 墳 か ら 奥 壁 の 様 相 を 検 討 　 し た｡

そ の 結 果､ 1 段 目 　 と2 段 目 　 の 石 材 加 工 形 態 お よ び 積 石 方 法 が 共 通 し て お 　 り､

石 室 の 用 石 法 が 側 壁 は も ち ろ ん､ 奥 壁 で も 共 有 さ れ て い る 　 こ 　 と 　 が 確 認 で

き た｡ た だ し､ 側 壁 は 築 造 技 術( 意 匠 性) に 該 当 す る 二 つ の 壁 石 形 態 が

現 れ る が､ 奥 壁 は 側 壁 の 変 化 と 関 係 な く､ 一 つ の 積 石 方 法 の み 確 認 で き

る 　 と 　 い 　 う 違 い を 示 　 し て い る｡ こ の 　 よ 　 う 　 な 奥 壁 の 積 石 方 法 は6 世 紀 中 葉 ～

後半の　ウ　ワナリ　塚古墳から　も　よ　く　確認でき　る｡ 1段目　と2段　目　間の石材が

脱 落 し､ 盛 土 が 流 失 　 し た た め､ そ の 空 間 を 通 　 じ て1 段 目 　 の 幅 と2 段 目 　 の 裏

面 が 確 認 で き 　 る｡ 1. 段 　 目 　 と 　2 段 目 　 が 按 す る 石 材 の 幅 は 類 似 　 し て お 　 り､ 1 段

目 　 の 現 況 は 分 か ら な い が､ 2 段 目 　 の 場 合 は 版 石 の よ 　 う 　 に 垂 直 に 上 る 　 こ 　 と

が 確 認 さ れ た｡ こ れ を 通 じ て6 世 紀 末 ～7 世 紀 前 半 の 石 室 奥 壁 の 構 造 と 共

通 　 し て お 　 り､ 1 段 目 　 と2 段 目 　 を 立 て る 奥 壁 の 用 石 法 は 遅 く 　 と 　 も 奥 壁 の 石 材

が 大 型 化 す る6 世 紀 中 頃 か ら は 存 在 し た も の 　 と 　 考 え 　 ら れ る｡ 後 に､ 奥

壁 の2 段 目 　 を 立 積 に す る 積 石 方 法 の 変 化 と 　 あ い ま 　 っ て､ 石 室 の 大 型 化､

特 に 石 室 の 高 　 さ が 高 　 く 　 な っ て い る｡ こ 　 の よ 　 う 　 に2 段 目 　 の 積 石 方 法 の 変 化

が 石 室 構 造 に 大 き な 変 化 を も た 　 ら 　 し た が､ 奥 壁 そ の も の の 構 造 的 安 定 性

は弱　く　な　り､側壁に頼る積石方法に変化せざるを得なかったこ　とが確認

さ れ た｡

7 世 紀 中 葉 の 古 墳 と 　 し て 岩 屋 山 古 墳 と 峯 塚 古 墳 に つ い て 検 討 し た｡ 石

室 の 規 模､ 積 石 段 数､ 石 材 数 は い ず れ も 縮 小 し た が､ 壁 石 加 工 度 が 飛 躍
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し 　 　 　 　 ｣

図57 　7 世 紀 中 葉 石 室( 岩 屋 山 式 古 墳) 縦 断 面 　 と 　 玄 室 左 側 部1 段 上 面 概 念 図

( ※ 縮 尺 不 同)  ( 筆 者 作 成)

的 に 高 ま 　 っ た｡ 積 石 段 数 は 奥 壁 と 側 壁 の2 段 目､ 石 材 数 は 奥 壁2 石､ 側 壁

3-5 石 で あ る｡. 石 材 の 幅 と 高 さ を す べ て 同 じ 規 模 に 統 一 し て い る の で､

目 地 が 水 平･ 垂 直 に 整 然 と 　 し て い る｡ 石 室 の 規 模 が 急 激 に 変 化 し た に も

か か わ ら ず､ 玄 室 で は1 段 目 　 と2 段 目 　 の 角 度 を 変 え て 積 み 上 げ る 従 来 の 積

石 方 法 が 依 然 と 　 し て 残 存 し て い る｡ 羨 道 の1 段 目 　 で は 立 積､ 2 段 目 　 で は 横

積( 小 口 積) が 確 認 さ れ て い る の に 対 　 し て､ 玄 室 で は2 段 目 　 の 裏 面 全 体

を 確 認 で き 　 な か っ た た め､ 積 石 の 方 法 は 不 明 で あ る｡ た だ 　 し､ 石 材 の 間

の 隙 間 か ら 観 察 　 し た 結 果( 図51･52) ､ 奥 壁 と 側 壁 と 　 も に2 段 目 　 が1 段 目

よ 　 り 　 後 ろ に 　 さ 　 ら に 深 く 　 設 置 さ れ た 状 況 が 確 認 さ れ た( 図56 の 玄 室 左 側 部1

段 上 面 概 念 図 参 照)｡ こ の よ 　 う 　 な 築 造 状 況 か ら､ 表 面 か ら 大 幅 に 築 造 技

術( 意 匠 性) が 変 化 し た が､ 前 時 期 か ら の 奥 壁 と 側 壁､ そ 　 し て1 段 目 　 と2

段　目　の用石法は継続　している　こ　と　が分かる｡

一 方､ 図57 の 玄 室 左 側 部1 段 上 面 概 念 図 は､ 峯 塚 古 墳1 段 の 石 材 の 閣 の

隙 間 の 観 察 に 基 づ い て 筆 者 が 作 成 し た も の で､ 左 側 か ら 袖 石･ 玄 室 の 側

壁1 段( 基 底 石) 1 と 　2･ 奥 壁1 段( 基 底 石) の 順 に 構 成 さ れ て い る｡ 上 述

の 　 よ 　 う 　 に､ 7 世 紀 中 葉 の 石 室 の 玄 室 に 使 用 　 さ れ た 石 材 の 裏 面 の 様 相 は ま

だ 全 体 的 に 確 認 さ れ て い な い｡ し か し､ 石 材 の 間 の 隙 間 か ら 観 察 し た 結
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果､ 袖 石 　 と 　 玄 室 の 側 壁1 段 　 目( 基 底 石) 1 が 接 す る 部 分 の 幅 を 見 る 　 と( 図

57 参 照)､ 袖 石(50cm 以 上 　 と 　 観 測) が 　 玄 室 の 側 壁1 段 　 目 　( 基 底 石) 1

(30cm 程 度 と 観 測) よ 　 り 　 広 い 幅 で 後 ろ に 延 び て い る 　 こ 　 と 　 が 確 認 さ れ た｡

ま た､ 左 側 か ら 順 に 玄 室 の 側 壁1 段 目( 基 底 石) 1 と 側 壁1 段 目( 基 底 石)

2 が 接 す る 部 分 の 幅 か ら 見 て み る 　 と､ 玄 室 の 側 壁1 段 目( 基 底 石) 1 が 　 玄

室 の 側 壁1 段 　 目( 基 底 石) 2 よ 　 り 　 広 い こ 　 と 　 が 確 認 さ れ た｡ 後 に 玄 室 の 側

壁1 段 　 目( 基 底 石) 2 も 奥 壁1 段 　 目( 基 底 石) に 接 す る 部 分 は､ 上 記 と 　 同

じ 現 象 が 見 ら れ る｡ そ 　 し て 記 載 は な い が､ 右 側 の 壁 石 で も 同 様 に 構 築 さ

れた様相が確認されてお　り､石室全体が同一の築造方法によ　り　築造され

て い る 　 こ 　 と 　 が 分 か る｡ ま 　 と 　 め る 　 と､ 玄 室1 段 目 石 材 の 裏 面 形 態 は､ 石 材

の 左 右 幅 が 非 対 称 で あ 　 り､ 特 に 左 右 非 対 称 に 加 工 さ れ た 石 材 の 配 置 が 同

一 で あ る た め､ 石 室 裏 面 の 全 体 的 な 形 態 に は 一 定 の パ タ ー ン が 想 定 で き

る｡ 上 述 の 内 容 に 基 づ い て 裏 面 の 形 を 措 く 　 と､ 玄 室 左 側 部1 段 上 面 概 念

図　と　して表現する　こ　と　ができ､ジグザグ形態を意図　して石材を加工した

も の 　 と 考 え ら れ る｡
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第5 節: 小 結

以 上､ 板 橋 型 石 室 と 初 期 横 穴 式 石 室 に お い て 確 認 さ れ た 壁 体 の 用 石 法

か ら 表 面 と 裏 面 の 様 相 を 把 握 し､ 畿 内 型 石 室 の 壁 構 造 と 用 石 法 の 時 期 的

変 化 に つ い て も 表 面 と 裏 面 の 様 相 か ら 考 察 し た｡

側壁の表面は壁石の内候の変化によ　る奥壁と側壁の　目地の形成の高さ

と 整 然 性 を 中 心 に 観 察 し た｡ そ の 結 果､ 6 世 紀 前 半 ま で は ま だ 板 橋 型 石

室 と 初 期 横 穴 式 石 室 に 見 ら れ る 壁 体 部 と 天 井 部 の 用 石 法 が 残 存 し て お 　 り､

奥 壁 と 側 壁 の 　 目 地 形 成 の 高 さ 　 と 整 然 性 が 保 た れ て い る が､ 6 世 紀 中 葉 か

ら は 畿 内 型 石 室 の 用 石 法 が 出 現 し､ 目 地 が 壁 石 表 面 に 現 れ る 理 由 が 以 前

と 　 は 異 な る た' め､ 目 地 の 形 成 の 高 さ 　 と 整 然 性 は 個 別 の 古 墳 ご と 　 に 異 な る｡

次 に､ 石 壁 の 裏 面 に､ 1 段 目 　 は 必 ず 立 積 で 設 置 さ れ て い る 　 こ 　 と が 確 認

さ れ た｡ ま た､ 2 段 目 か ら は 石 材 の 裏 面 は 裸 形 に 加 工 し､ 段 ご と 　 に 長 さ

に 差 を 設 け て お り､ 表 面 が で こ ぼ こ 　 し て い る｡ こ れ を 断 面 で 見 て み る 　 と､

ジ グ ザ グ 形 態 と 　 し て 確 認 で き る｡ 畿 内 型 石 室 の 規 模 が 大 き 　 く 　 な 　 り､ 積 石

段 数 と 石 材 数 が 減 っ て も､ 石 壁 を 築 造 す る 用 石 法 は そ の ま ま 維 持 さ れ る｡

一 方､ 6 世 紀 中 葉 に 石 材 の 大 型 化 が 始 ま っ た 後 は､ 奥 壁 は1 段 目 　 と2 段

目 　 を す べ て 立 積 で 積 み 上 げ て､ 側 壁 は 以 前 と 　 同 様 の 積 石 形 態 を 維 持 し て

お り､ 両 者 の 用 石 法 の 違 い が 生 じ 始 め る｡ 奥 壁 を 連 続 し て 立 積 で 積 み 上

げ る 変 化 は､ 石 室 規 模 の 大 型 化､ 特 に 石 室 の 天 井 が 急 激 に 高 く 　 な っ た こ

と 　 と 関 係 が あ る｡ 建 築 工 学 的 に は､ 板 石 形 態 の2 段 目 　 を 立 積 に す る 　 と､

構 造 的 に 様 々 な 圧 力 に 対 し て 脆 弱 に な る｡ し た が っ て､ 石 室 お よ び 墳 丘

の 荷 重 を 実 際 に 支 え る の は 側 壁 で あ り､ 奥 壁 も 構 造 的 脆 弱 性 の た め､ 側

壁 に 寄 り 　 か か っ て 積 み 上 げ ら れ､ 側 壁 の 壁 石 が 次 第 に 巨 石 化 し て い っ た

の で は な い か と 考 え ら れ る｡ 実 際 に 石 室 の 規 模 が も 大 き 　 く 　 な っ た6 世

紀 末 ～7 世 紀 前 半 の 石 室 奥 壁 の 断 面 形 態 を 見 て み る 　 と､ 1 段 目 が 方 形 ま た
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は 丸 み を 帯 び た 三 角 形､ 2 段 　 目 　 は 板 石 に 近 い 形 態 に 加 工 さ れ て お 　 り､ 内

傾 　 し て 築 造 さ れ て い る が､ 奥 壁 の2 段 目 　 が 側 壁 に 寄 　 り 　 か か る 現 象 が 共 通

し て 観 察 さ れ て い る｡

6 世 紀 後 半 に 側 壁 の 壁 石 中 間 を 内 傾 さ せ て 積 む 形 態 と､ 1 段 目 　 か ら 垂 直

に 近 い 斜 め に 天 井 ま で 積 む 形 態 が 出 現 す る｡ こ れ と 連 動 　 し､ 表 面 で は 奥

壁 と 側 壁 に 現 れ る 　 目 地 の 位 置 と 整 然 性 が 影 響 を 受 け る｡ 一 方､ 裏 面 で は

表 面 の 変 化 と 　 関 係 な 　 く､ 前 時 期 か ら 続 い た 同 一 の 積 石 方 法 を 用 い て お 　 り､

表 面 で は 見 せ る た め の 築 造 技 術( 意 匠 性) が よ 　 り 　 強 く 　 表 れ て お 　 り､ 裏 面

では実際石室を築造するための用石法がよ　り　強く　表れている　と　考え　られ

る｡

7 世 紀 中 葉 は 切 石 を 使 用 す る 　 こ 　 と 　 で 石 材 の 大 き 　 さ が 均 一 に な 　 り､ 数 量

ま で 統 制 さ れ る｡ 石 材 の 表 面 形 状 は 大 き 　 く 　 変 化 し て い る が､ 裏 面 の 様 相

は 加 工 度 が 向 上 し た だ け で､ 依 然 と 　 し て 同 一 の 用 石 法 を 用 い て い る｡ こ

の こ 　 と か ら､ 畿 内 型 石 室 で は､ 初 か ら 後 ま で 石 室 を 築 造 す る 用 石 法

が続いている　こ　と　が分かる｡

ま　と　める　と､百済漢城期の中央地域の石室である板橋型石室から初期

横 穴 式 石 室 を 経 て 畿 内 型 石 室 に 至 る ま で､ 外 観( 表 面) は 変 化 を 続 け て

い る が､ 石 室 を 築 造 す る 用 石 法 は 相 対 的 に そ れ ほ ど 影 響 を 受 け ず､ 横 穴

式石室の導入当時から継続していたこ　と　が裏面と断面の様相から確認で

き　た｡
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第5 章: 碑 積 式 古 墳 の 再 検 討( 既 存 の 研 究 成 果 を 中 心 に)

第1 節: 研 究 史 お よ び 研 究 目 的

7 世 紀 前 半､ 河 内 地 域 を 中 心 に 横 口 式 石 櫛 と 　 呼 ば れ る 新 た な 墓 制 が 出

現 し､ 既 存 の 横 穴 式 石 室 と 共 存 し 始 め る｡ 次 第 に 畿 内 の 全 地 域 に 広 が っ

た 横 口 式 石 櫛 は7 世 紀 後 半 に な る 　 と､ そ れ ま で の 横 穴 式 石 室 に 替 わ っ て､

上 位 階 級 に お け る 主 墓 制 　 と 　 し て 使 わ れ 始 め る｡ 横 口 式 石 櫛 は､ 主 に 何

枚 か の 板 石 を 組 み 合 わ せ る 　 こ 　 と や､ 巨 大 な 岩 石 一 つ ま た は 二 つ を 繰 り 　 抜

い て 築 造 し た｡ 一 方､ 桜 井 市 と 宇 陀 市 地 域 で は7 世 紀 中 葉( 一 部7 世 紀 前

半･ 後 半 の も の も 存 在) を 中 心 に､ 他 地 域 で は 見 ら れ な い 独 特 な 形 態 の

古 墳 が 集 中 的 に 造 営 さ れ る 事 例 が 確 認 さ れ る｡

榛 原 石 と 　 呼 ば れ る 石 を 精 巧 に 加 工 し て 古 墳 を 築 造 し て お 　 り､ 初 期 の 研

究では外面の形がま　るで噂のよ　う　に榛原石を加工　していたこ　と　から､噂

室 境 を 模 倣 し た も の 　 と 考 え た｡ そ の た め､ 碑( 噂) 榔 式 石 室､ 樽( 噂) 積 石

室 な 　 ど と 命 名 　 さ れ､ さ ま 　 ざ ま な 研 究 が 進 め ら れ て き た｡ 樽 積 式 古 墳 は 現

在 ま で わ ず か 約20 基 の み が 確 認 さ れ て い る が､ 横 口 式 石 櫛 と 横 穴 式 石 室

の 典 型 的 な 形 態 は も 　 ち ろ ん､ 玄 室 がT 字 形 や 六 角 形 な 　 ど の 特 殊 な 形 態 も

確 認 さ れ て い る た め､ 早 く 　 か ら 様 々 　 な 観 点( 石 種､ 系 譜､ 類 型､ 工 人､

被 葬 着) か ら 大 き な 関 心 を 集 め て き た｡

研 究 史 を ま 　 と 　 め る 　 と､ 天 沼 俊 一(1913) と 高 橋 健 自(1916) が そ れ ぞ

れ舞谷古墳と花山西塚古墳を加工された　レンガ状の石材で積み上げた古

墳 と 　 し て 報 告 　 し た の が 始 ま 　 り 　 で あ る｡ 上 田 三 平(1927) は 帯 解 黄 金 塚 古

墳 の 報 告 を き 　 っ か け に､ 楽 浪 郡 の 噂 室 墓 と 　 の 比 較 に よ 　 り､ 碑 榔 墓 の 名 称
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を 初 め て 用 い､ 田 村 吉 永(1936) に よ っ て 初 め て 樽 榔 式 古 墳 の 研 究 が 始 め

ら れ た｡ 一 方､ 1940 年 代 ～1960 年 代 ま で の 研 究 は､ 相 対 的 に 活 発 な も の

で は な か っ た が､ 碑 榔 式 古 墳 の 系 統 か ら､ 小 林 行 雄(1959) が 百 済 と 　 の､

坪 井 清 足(1961) が 新 羅 と 　 の 関 連 に つ い て 触 れ た 研 究 が 見 ら れ る｡

1972 年 の 高 松 塚 古 墳 の 発 見 と 　 と 　 も に､ 碑 榔 式 古 墳 の 発 掘 調 査 事 例 が 増

加 　 し､ 本 格 的 な 研 究 が 開 始 さ れ た｡ 1972 年 の 奥 ノ 　 芝1･2 号 填､ 1975 年 の

丹 切33 号 填､ 1978 年 の 忍 坂8･9 号 墳､ 1988 年 の 神 木 坂2 号 填､ 1994 年 の 舞

谷3･4･5 号 境､ 2007 年 の カ 　 ヅ マ ヤ マ 古 墳､ 2011 年 の 真 弓 テ ラ 　 ノ 　 プ マ 古 墳

の 発 掘 報 告( 報 告 書 刊 行 年 度) を 通 じ て､ 碑 榔 式 古 墳 を 研 究 す る 土 台 が

でき　た｡

泉 森 瞭(1972･1988･1999 年) は､ 席 櫛 式 古 墳 の 報 告 と 紹 介 か ら 用 語､

系 譜､ 編 年､ 類 型 分 類､ 被 葬 者 と 起 源 地､ 復 元 ま で 総 体 的 に 樽 榔 式 古 墳

を 検 討 し た｡ 猪 熊 兼 勝(1976) は､ 飛 鳥 時 代 の 古 墳 で あ る 席 榔 式 古 墳 の 系

譜 　 と 　 編 年 を 検 討 し た｡ 前 園 実 知 雄(1978) は 忍 坂8･9 号 墳 に 基 づ い て 分 析

を進め､樽柿式古墳は渡来系の関係を浮き彫　り　に　し､高句麗系　と　百済系

の 影 響 を 受 け た も の に 区 分 し た｡ 菅 谷 文 則(1985) は､ 席 榔 式 古 墳 を 築 造

し た 工 人 集 団 と 被 葬 者 集 団 に つ い て 考 察 し､ 石 櫛 と 石 室 の 類 型 を 区 分 し

た｡ 『 舞 谷 古 墳 群 の 研 究 』 (1994) は､ 舞 谷 古 墳 群 の 発 掘 を 通 　 し て､ 従

来 の 樽 榔 式 古 墳 で 扱 っ て き た 部 分 以 外 に も､ 榛 原 石 の 分 布 と 使 用 範 囲 や

築 造 に 関 す る 部 分 ま 　 で 様 々 　 な 分 野 に つ い て 総 合 的 に 考 察 　 し た｡ 林 部 均

(1998) は､ 飛 鳥 時 代 の 碑 榔 式 古 墳 の 築 造 時 期 が 限 ら れ て い る 　 と 述 べ て い

る｡ 広 瀬 和 雄(1998) は､ 横 口 式 石 櫛 の 枠 組 み に お い て､ 碑 榔 式 古 墳 の

築 造 時 期 に 言 及 し た｡ 金 杢 運(2014) は 型 式 分 類､ 展 開 様 相､ 起 源､ 被 葬
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表12 　 樽 柿 式 古 墳 の 研 究 史( 年 度 順 整 理) ( 筆 者 作 成)

年 度  v R Ā Ā Ā

1913 Y$ｨ6ﾘ嚢｣ｩY$ｨﾌ9Zﾘ,Y亂(8,ﾘ8++ﾘ.,ﾈ/樞ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

1916 侍佛9ﾙY_IｩXｧxﾄ侏H鬨揵$ｩﾘ6H7ﾙﾉ,ｺ2花山塚古墳群の特徴や分布に関する研究が進行 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

1917 扎ﾌ9Zﾚ2ĀĀĀ

1927 46ｸ7I6岑,兩).h+X+ﾙ=驂xﾇﾈXｿYI)做,J3ｨ囗ｾ,ｸﾌ9Zﾘ/櫁+x.俤ｺH-IN厭̂h,ﾉkﾈ/諍wĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

1936 Y,x*儂益ﾈﾌ9Zﾚ3ｨﾜX,ﾙ靂9Zﾘ,ﾈﾊHｸh/ﾗ8*BĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

1959 ﾌ9Zﾘ,ﾉ¥ｪ3ｨﾋｨ&ilｨﾆ,ﾉ}韜yｸ*xﾊJIU8ﾜh,ﾈｭiｸ/ﾋ霍ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

1961 ̂ix,ﾉ¥Z3ｨｿ(/6姥ｨ+X+ﾘﾈｨ齏ｨ,h,ﾉ}韜yｸ*xﾊJIixX,h,ﾈｭiｸ/ﾋ霍ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

1972 x琶兀ﾈﾌ9ZﾘΚ卻6ﾘﾘhｺｸ,ﾉJﾙY_ﾙIwﾎｪHﾆZｩ}鶫Nﾙ(,(*(,HﾖﾈĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

1972 ,册靂9Zﾘ,ﾈﾊHｸj3ｩ齏ｨﾕﾉ(,ﾉZｩ}竏ｿ(諍w唏ﾆ餽ｉ6騙鞍笘,i])D窿t9ﾉ(iwB(*(,IYﾘﾔﾈ*ﾘﾊHｸbĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

1975 x琶帝$偉9ZﾘﾅΛ$8ﾘhﾌ9Zﾘ,ﾉJﾙY_ﾙ+X+ﾘﾈｸ悴Ct9ﾈ,齏ｩ'ｩ)_ｹd,h7)ZxﾊjIU8ﾜi8ﾈ､8ﾆﾈ帽ｻĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
が深い人物と推定 

1976 O)+倬9̂h,ﾈﾆ餽ｩ$ﾙ9Zﾘ,ﾙO)+倬8,ﾉ齏ｨ,ﾉZｩ}Y<h齪,ﾈﾆ,價ﾙ5rヅ3(賈Kﾈｯｨ*y$8ﾘhﾌ9ZﾒﾙY$ｨﾌ9Zﾘﾅﾘ扎,ｲĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
古墳群-黄金塚古墳お順で変遷) 

1978 DX゙)?ﾃ俘hｺｸ/-傚In)ｩDX゙#ゅ俘hｺｸ,ﾉZﾘｷX,i齏ｨ*ｩ:h愰7Xﾇh枴4ｩ(+8.ｨ+ﾘ+,h/洩ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

1978 x゚x皐､伜)fｸ蝌ﾌ9ZﾘﾅΛDX゙#ゅ俘hｺｸ,ﾉJﾘﾄ_ﾙI'ｩ(鳧ｯｨ,ﾓt9(iwH,i(hﾚﾎ9KﾈﾚI<鈺,閏ﾙlｨﾆB怨ｨｧﾆ蕋i8(愷/wĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
いて築造､被葬者は中央官人と推定 

1985 侏I 靹ﾂﾙ X峪 8, 靫員y&8,ﾈｻｹG ﾚ3ｩ 齏ｨ.(鮑 , x, 侏I y駅 +x.儘 ﾈ &8/ H ,ﾉ 69 ﾉh9 ﾆ b
人物像を特定 

1985 O)+倬8,ﾈﾌ9Zﾘ,ﾉ&闔iｸ耳鳧,Y耳憖>/(i8,嬬3ｩN齏ｨ,ﾉ'ｩ(鳧ｯｨ,ﾓt9(hﾚH+(*ﾙ%ｨ鳧ｭH,X゙ﾈ.x.ｨ+ﾘ,hﾖﾈ*h.ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

1986 蓼ﾊxﾇﾈﾅ8Eｩ*ﾉ[ﾙ63(ﾘiZﾘ/-,H自¥袷俾陏ﾏｸ嚢,(*(,Bﾚ2渡来系に関連する新しい方式で築造した古墳資料が河内以外の地域 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

｢三重県における終末期古墳の一例｣ 宙蓼ﾊrx+ﾘ.,ﾈ,h+X,H雹nﾈ/ﾔﾈ++ﾘj*ｨ*.ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

1987 y[ﾙ68ﾌ9ZﾘﾅΚ゚x撮阡i倡8決､ﾉ&闔h,X.N陏ﾏｸ霑茶(ﾘiZﾒｨｦﾙDh+8.ｨ+ﾘﾜX,ﾉ~ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

1988 $ﾙZﾘﾊHｸh+ｸ,ﾈﾎ2ﾙ齏ｩYﾈﾋ8ﾔ磯h/,ｨ+X,H-ﾘ+ﾙ$ﾙ/(ｺｸ,ﾈｬ3ｨ卻6ﾘﾘiZﾘ,ﾉYﾈﾋ8ﾋ/,ｨ+h,I'ｩ)ﾉH/ﾊHｸbĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

1988 y萎(ﾌ9ZﾘﾅuXΛ萎#(ﾘhﾌ9Zﾘ,ﾉJﾙy_ﾙI'ｩ(ﾆJH鳧ｯｪI5x､ｩvﾉｪINﾙ(,(*(,HﾖﾈĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

1990 琶ﾈ自)Zﾚ3｣都Dy=驂xﾊxY&ﾘﾙ/(ｺｸ,h+X,Iﾉ;ｸﾌ9Zﾘ*ｨｴﾈﾝｨ+8.ｨ+ﾘ潔x海涛Rﾓ涛yDﾈｭH,價ﾘﾄ+(ﾛ｢ﾗ8.ﾘ.ｨ.ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

1993-1995 >ﾈﾌ9Zﾙｩ|ｩ+(ﾛ挨Iwj3｣ン)Dhﾝﾘ*ｨｦﾙDh,ﾈ:C涛IDﾈ,X8ｻZIｩ|ｩ+(ﾛ蟹ZﾘｷZI;兀JIｹYH*ｩ+(ﾛĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

1993 Y琶闔h,侘9Zﾘ,ﾈﾊHｸj3ｩN茨x齏ｨ,iN厭ﾏｸ嚢,仞iZｨ+ZCt38賈Kﾈｯｨ,偖y(h+X,I'ｩ(+8.ｨ+ﾙ&闔h迚Gｩx,ﾉ̂bĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
制と把握 

1994 yY$ｨﾌ9Zﾘﾅ,ﾈﾊHｸhΛY$｣2紕綛ﾘiZﾘ,ﾉJﾘﾄ_ﾙH+.ｨ-ﾈ,X,ﾈﾊHｸiﾈ惠,舒8*ｹJﾘﾄ+(ﾛｉﾘﾇbｩ"ﾗ8**Hｿ(,ﾈ嶌ｧy4ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ分析.石材分析を伴い､今までまともに扱われてこなかった樽積石室境の年代､榛原石(石種.分布.石切り場.石場)､双室墳 

などの諸問題について深く考察 

1998 x憖>O)+hihｯｨﾌ9ZﾘΚ+x-x,H,ﾈihｯｩ齏ｨ/ﾆZｩ}ZH+ｸ,ﾈ*H+ﾃ,(/$ﾙvﾈ齏ｨ,h+X,Hﾋ霍唔'ｩ(鳧ｯｨ,ﾓcCﾓccDĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
と見る 

1999 xｽX,ﾈﾌ9Zﾙ[h嶌ΛNﾉwﾎｪIZｩWｨ,hﾊHｸh讙I<h,i}霰鶫Yﾈﾋ8ﾔ磯h,h.ｩ(,亊h+x.9Lｨ/騫ﾒĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

2006 唔|ｸ,ﾉ&闔h讓ﾊHｸj3ｩ9h鳧,ﾇﾄ､ﾊI&ｩ(+8.ｨ+ﾘ4ｨ6H7ﾘ8H7ﾘﾌ9Zﾘ,hﾔﾙﾉ,ｸﾌ9Zﾘ,ﾉｩ|ｩ+(ﾛyJﾘﾊ8.ｨ+ﾙ鞏ｩ$ﾙ靂9Zﾘ,RĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
あることが確認 

2007 x4ｨ6H7ﾘ8H7ﾘﾌ9ZﾙJﾙY+(ﾛ雲ﾙΛJﾙ(ﾛﾈﾈｸ惓;OX*h+ﾘﾕﾈ嚢,X*.唏ｫｹH,hｹHﾅ飄)Yр齏ﾘﾘﾈ*ｨｦﾙDjH8ﾎ2ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
半であることが明らかになったo 

2008 囗ｾ,ｹ|ｹ̂hﾖﾉ&饂ﾘｷX*h-齏ｩ>ﾋｸｻY+(ﾛ雲ﾙ3｣ンD鶇ﾎI|ｹ̂i6&倡y.8.ｨ,H潔x海#Br僖齏｢饂ﾘｷRĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ･前庭部など発振調査が行われる 

2011 ykｨﾘｩ+(ﾛ)X･I_[ﾘ自DΛ霍ﾈ6X8ﾘ7ﾘ4xﾌ9Zﾘ,ﾙFｨ*ｨﾈ8+X*ﾙgｹxﾈﾆ/&ﾘ.,h*ｨ,X*ｸ,(*ｪHﾘﾈ,hｪ(/yĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ用し､棺台を設置､7C前半と判断されるoLかし､同時期に築造されたことから考えるカヅマヤマ古墳の発振調査の結果､正式 

報告書では7C後半に編年されており､編年ではさらに議論が必要と考えられるo 

2014 =驂x゚x鯖&闔h,儂益ﾈ齏ｪ3ｨﾆZｩ}鶫5x､ｩvﾉｪHｴ靈唔Nﾙ(,x/ﾉ(+ZI<,儷8ﾜ9Zﾒ萎俯ｨｺｺH鉙z(ﾅĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
塞)との比較(時期､構築材､形態)を通じて関係がないことを考察 
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今 ま で の 研 究 史 に よ 　 る 　 と､ 樽( 噂) 榔 式 石 室 ま た は 樽( 噂) 積 石 室 の 用 語､

類 型､ 系 譜､ 分 布 範 囲､ 築 造 時 期､ 榛 原 石( 石 種･ 加 工･ 石 切 　 り 　 場) ､

工 人､ 被 葬 者､ 双 墳､ 復 元 整 備( 築 造 方 法) な 　 ど 様 々 　 な 観 点 か ら 研 究 お よ

び 問 題 の 提 起 が 行 わ れ て き た｡ 特 に 近 で は 百 済 と 　 の 直 接 比 較 に よ 　 り､

系 譜 と 被 葬 者 問 題 に お い て 進 展 が 　 目 立 つ｡

し か し､ 様 々 　 な 観 点 か ら の 研 究 が 行 わ れ た に も か か わ ら ず､ 問 題 点 も

少 な か ら ず 認 め 　 ら れ る｡ 今 ま で 確 認 さ れ た 古 墳(19 基) は､ 統 一 さ れ た

基準に分類する　こ　と　が難しいほ　ど多様な外観を持ってお　り､地域性や時

期的変化を検討でき　るほど数的に多く　はな　く､短期間に築造されたもの

で あ る｡ そ の た め 調 査 に よ 　 り 確 認 さ れ た 情 報 を 横 穴 式 石 室 と 横 口 式 石 櫛

の よ 　 う 　 に 一 般 化 す る 　 こ 　 と 　 は 困 難 で あ る｡ ま た､ そ も そ も 横 穴 式 石 室 と 横

口式石櫛と　は別に独立　した墓制　と　して検討する必要性があるのかと　い　う

疑 問 が 残 る｡ 一 方､ 2000 年 度 に 入 っ て か ら は､ 碑( 噂) 榔 式 石 室 ま た は 碑

( 噂) 積 石 室 は 埼 積 石 室 が 新 た に2-3 基 発 見 さ れ た が､ む 　 し ろ 近 で は 主

題 自 体 が 関 心 か ら 遠 ざ か っ て い る な 　 ど､ 全 体 的 に 議 論 も ま 　 と 　 ま 　 ら ず､ 新

た な 情 報 を 基 に 　 し た 従 来 の 研 究 の 再 検 討 も 行 わ れ て い な い｡ し た が っ て､

第5 章 で は 席( 噂) 榔 式 石 室 ま た は 碑( 噂) 積 石 室 の 直 接 観 察 を 基 に､ 個 々

の 再 検 討 が 必 要 と 考 え 　 ら れ る い く 　 つ か の テ ー マ( 用 語･ 石 材･ 類 型 設 定)

を 選 定 し､ 再 検 討 を 進 め て い く｡
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第2 節: 痔 積 式 古 墳 の 紹 介 お よ び 現 況

第2 節 で は 桜 井 市 と 宇 陀 市 を 中 心 に 分 布 す る 席( 埼) 櫛 式 石 室 ま た は 確

( 埼) 積 石 室 に つ い て 簡 単 な 紹 介 と 現 状 を 整 理 し た いo 　 現 在 ま で 知 ら れ て

い る 蒔 式 石 室 ま た は 石 室 の 位 置 は 図58 に 表 示 し た｡

1. カ 　 ヅ マ ヤ マ 古 墳 　2. 真 弓 テ ラ 　 ノ 　 マ エ 古 墳 　 　3. 庚 申 塚 古 墳 　4, 舞 谷 古 墳 群(1-5 号

墳) 5. 忍 坂 古 墳 群(8 　9 号 墳) 6 　 花 山 西 塚 古 墳 　7. 花 山 東 塚 古 墳 　8. 南 山 古 墳 　9. 西 峠

古 墳10. 神 木 坂2 号 墳11. 丹 切33 号 墳12 　 奥 ノ 芝1 号 墳13. 奥 ノ 芝2 号 墳14. 黄 金 塚 古

墳

図58樽(埼)櫛式石室または樽(埼)積石重の分布図(国土地理院地図を元に筆者作成)

..r違.ミ‥∴ ∴!-∴･-!: ;I.:i =告:L･'∴二吉十: :-I.il:.::I:∵lLi. L章:-..'l'::.I I

207



① カ ヅ マ ヤ マ 古 墳: 高 市 郡 明 　 日 香 村 大 字 真 弓 小 字 カ ヅ マ ヤ マ232-1 に

位 置 す る 古 墳 で､ 大 正12 年 『 高 市 郡 古 墳 誌 』 に カ ヅ マ 塚 と 　 し て そ の 存 在

が 確 認 さ れ た 後､ 『 奈 良 県 遺 跡 地 図 』 に17-A-585 と 命 名 　 さ れ た が､ 1998

-2001 年 に 行 わ れ た 測 量 調 査 か ら カ ヅ マ ヤ マ 古 墳 と 命 名 　 さ れ た｡ 2005 年

～2006 年 に か け て 発 掘 調 査 が 行 わ れ た が､ マ ル コ 　 山 古 墳 の よ 　 う 　 な 低 位 尾

根 の 南 斜 面 に 築 造 さ れ て い る｡ 墳 丘 の 規 模 は 一 辺 約24m の 方 墳 で､ 墳 丘

は 大 き 　 く 　 破 壊 さ れ､ 盗 掘 坑 も 確 認 で き 　 る｡ 発 掘 の 結 果､ 築 造 年 代 は7 世

紀 後 半 に 編 年 さ れ､ 地 震 に よ 　 り 　 石 櫛 の ほ と 　 ん ど が 破 壊 さ れ た が､ 石 櫛 と

羨 道 か ら は 棺 台 と 暗 渠 型 の 排 水 路 が 確 認 さ れ た｡ 碑( 噂) 榔 式 石 室 ま た は

樽( 噂) 積 石 室 の 中 で 唯 一､ 高 松 塚 古 墳 や キ ト 　 ラ 古 墳 等 で 確 認 さ れ た 版 築

が 墳 丘 と 基 壇 部 で 確 認 さ れ た｡ 石 材 は 精 巧 に 加 工 さ れ て お 　 り､ 石 榔 全 体

に漆喰が多く　使用　していた｡石材は流紋岩質溶結凝灰岩と結晶片岩で構

成 さ れ て い る｡ 発 掘 報 告 書 で は 樽 積 石 室 と 表 記 さ れ て い る が､ 全 体 の 形

態から見て､横口式石櫛の構造を持つ碑櫛の古墳に分類する　こ　と　ができ

る｡ 遺 物 は 土 師 器､ 須 恵 器､ 漆 喰 木 棺 片､ 鉄 釘 が 出 土 し て い る｡

② 　 真 弓 テ 　 ラ 　 ノ 　 マ エ 古 墳: 高 市 郡 明 　 日 　 香 村 大 字 真 弓 小 字 テ 　 ラ 　 ノ 　 マ エ

1411 に 位 置 す る 古 墳 で､ マ ル コ 　 山 古 墳 と 　 同 　 じ 低 位 丘 陵 の 南 斜 面 に 位 置 す

る｡ こ の 地 域 は 古 く 　 か ら｢ 真 弓 岡｣ と 　 呼 ば れ､ 周 辺 に は マ ル コ 山 古 墳 と

カ 　 ジ ヤ マ 古 墳 を は 　 じ め､ 後 期･ 終 末 期 古 墳 が 点 在 　 し て い る｡ 明 治 時 代 に

は 石 材 採 取 に よ 　 る 損 傷 が あ っ た 　 と 　 さ れ､ そ の 後､ 古 墳 周 辺 が 畑 に 開 墾 さ

れ､ 現 在 は 竹 が 密 集 し て い る が､ 終 末 期 古 墳 特 有 の 切 断 面( 東 西70m･ 高

さ 約12m) が 観 察 さ れ る｡ 墳 丘 は 地 震 と 後 世 の 削 平 な 　 ど で､ 損 傷 が ひ 　 ど

く 　 確 認 が 困 難 で あ る が､ 方 墳 と 推 定 さ れ､ 周 辺 に 漆 喰 が 付 着 し た 結 晶 片
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岩 　 と 　 平 瓦 片 が 散 見 さ れ る｡ 埋 葬 施 設 周 辺 で は､ 版 築 に よ 　 る 盛 土 が 確 認 さ

れ て い る｡ 埋 葬 施 設 は 碑 状 に 加 工 さ れ た 結 晶 片 岩 を 小 口 積 し た 碑 積 石 塞

( 報 告 書 で は 横 穴 式 石 室 に 分 類) で あ る｡ 埋 葬 施 設 は 奥 壁 と 右 壁 の 一 部､

中 央 の 棺 台 と 床 面 に は 平 瓦 を 使 用 　 し て い る 　 こ 　 と 　 が 確 認 さ れ､ 石 材･ 棺 台･

平 瓦 に は す べ て 漆 喰 が 塗 布 さ れ て い た｡ 石 室 は 大4-5 段 が 残 存 し､ 残

存 規 模 は 幅1.7m､ 高 　 さ30cm を 測 る｡ 石 材 は 厚 さ5-10cm の 板 石 で2-3 段

を1 単 位 と 　 し て 分 け 　 ら れ る｡ 棺 台 は 幅90cm､ 高 　 さ12cm に 復 元 で き､ 平 瓦

の 表 面 　 と 　 隙 間 を 漆 喰 で 塗 布･ 充 填 し て い る｡ 床 面 に は 平 瓦 を 敷 い て 固 定

さ せ る た め に 嘩 喰 を 充 填 し て い る｡ ま た､ 全 長12m､ 深 さ20cm のY 字 形 を

呈 す る 暗 渠 形 排 水 路 が 確 認 さ れ た が､ 内 部 に は 結 晶 片 岩 の 破 片 が 充 填 さ

れ て い る｡ 出 土 遺 物 は 須 恵 器 と 　 平 瓦 が あ る｡

③ 庚 申 塚 古 墳: 桜 井 市 大 字 山 田 小 字 八 ノ 　 坪570 に 所 在 す る が､ 北 か ら

南 に 伸 び る 低 位 丘 陵 の 頂 上 部 に 位 置 す る｡ 『 奈 良 県 遺 跡 地 図 』 に14-D-

303 と 記 載 さ れ て い る が､ 畑 と 　 し て 開 墾 さ れ た た め 正 確 な 位 置 は 分 か ら

な か っ た｡ 1999 年 の 測 量 調 査 に よ 　 り､ 303 の 場 所 か ら 西 に70m の 地 点 に 東

西 約5m､ 南 北 約10m の 範 囲 に 漆 喰 が 付 い た 榛 原 石 が 散 乱 し た 状 況 が 確 認

さ れ た た め､ 庚 申 塚 古 墳 の 位 置 が 特 定 さ れ た｡ 測 量 調 査 か ら 推 測 す る 　 と､

碑 積 石 室 と 推 定 さ れ て お 　 り､ 遺 物 は 須 恵 器､ 流 紋 岩 質 溶 結 凝 灰 岩 が 出 土

し て い 　 る｡

④ 舞 谷 古 墳 群: 烏 見 山 か ら 南 に 派 生 し た 稜 線 上 の 一 角 に 古 墳 が 築 造 さ

れ て い る が､ 一 つ の 稜 線 に 一 つ の 墳 丘 を 築 造 し た 特 異 な 形 態 を 　 し て い る｡

舞 谷 古 墳 群 の 　 う 　 ち 県 史 跡 に 指 定 さ れ て い る の は2 号 墳 で あ る｡ 墳 丘 は す

べ て 方 墳 の 形 態 を 　 し て お 　 り､ 2 号 墳 を 除 く 　 他 の 古 墳 は 複 数 の 石 室 で 構 成
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さ れ て い る｡ 尾 根 の 改 変 が 顕 著 で あ 　 り､ 墳 丘 の 後 背 に は 堀 　 り 　 割 　 り 　 が､ 古

墳 の 前 面 に は 南- 長 く 　 伸 び た 平 坦 面 が 存 在 す る｡ こ の 平 坦 面 は 広 場 ま た

は墓道的な機能を持っている　と　考え　られ､普通の古墳立地では見られな

い 特 徴 で あ る｡ す べ て7 世 紀 中 頃 に 築 造 さ れ た も の 　 と 考 え 　 ら れ る0

④-1 舞 谷1 号 墳: 墳 丘 は 盗 掘 に よ 　 り 　 破 壊 が 激 し 　 く､ わ ず か2m ほ 　 ど 　 し か

残 存 し な い｡ 中 央 部 に は 大 き な 盗 掘 坑 が あ 　 り､ 埋 葬 施 設 は 大 き 　 く 　 破 壊 さ

れ た も の 　 と 　 み ら れ､ 碑 積 石 室 と 推 定 さ れ る｡ 墳 丘 の 測 量 調 査 で 東 西14m､

南 北9m の 長 方 形 の 形 態 が 墳 丘 の 後 ろ で 観 察 さ れ て お 　 り､ 墳 丘 の 背 後 で は

堀 　 り 　 割 　 り 　 も 比 較 的 良 好 に 残 存 す る｡ 前 庭 部 は 東 西 幅 約20m で､ 5 基 の 古 墳

の 中 で も 広 い 平 坦 面 を 持 つ｡ 舞 谷 古 墳 群 の 　 う 　 ち で は 唯 一､ 漆 喰 が 確 認

さ れ て い な い｡

④-2 舞 谷2 号 墳: 以 前 は 円 墳 と 認 識 さ れ た が､ 測 量 調 査 の 結 果､ 方 墳

で あ る 　 こ 　 と 　 が 確 認 さ れ た｡ 墳 丘 の 規 模 は 東 西10.6m､ 南 北9m の 長 方 形 で

あ 　 り､ 残 存 高2.5m で あ る｡ 墳 丘 の 中 央 部 に は 南 に 開 口 　 し た 石 室 が 見 ら れ

る｡ 石 室 は 榛 原 石 で 築 造 さ れ､ 漆 喰 が 確 認 さ れ た｡ 墳 丘 の 全 長 は4.4m 以

上､ 石 室 の 全 長 は4.4m 以 上､ 玄 室 の 長 さ2.4m､ 幅1.35m､ 高 さ 約1.68m で

あ 　 り､ 福 天 井 は 階 段 状 の 持 ち 送 　 り 　 を 　 し て い る｡ 羨 道 の 長 さ1.74m 以 上､

幅1.12m ( 玄 室 入 口 部1.75m､ 道 道 部1.12m) で あ る｡ 横 穴 式 石 室 で あ 　 り､

3･4 号 墳 の よ 　 う 　 に 墳 丘 に 複 数 の 埋 葬 施 設 が 構 築 さ れ て い る 可 能 性 は 低 い｡

墳丘の背後では堀　り　割　り　が明瞭に観察され､石室の前面には平坦面が存

在 す る｡

④-3 舞 谷3 号 墳( 中 央 石 櫛､ 西 石 櫛､ 東 石 榔) : 3 号 墳 の 位 置 す る 尾 根 は､

狭 く 　 険 し い 急 斜 面 が 頂 上 ま で 続 く｡ 前 庭 部 は 長 さ12m､ 幅10m が 確 認 さ れ
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た｡ 墳 丘 の 中 央 部 に は 大 き 　 な 盗 掘 坑 が あ 　 り､ 周 辺 に は 石 材 が 散 在 し て い

る｡ 西 石 室 の 側 壁 部 の 一 部 が 露 出 　 し て お 　 り､ 碑 積 式 の 石 櫛 で あ る 　 こ 　 と 　 が

判 明 　 し た｡ 背 後 に はU 字 型 の 堀 　 り 　 割 　 り 　 も 比 較 的 良 好 に 残 っ て い る｡ 墳 丘

の 形 態 は 長 方 形 で あ 　 り､ 東 西14.4m､ 南 北9.47m､ 高 　 さ 約1.75m の 規 模 を

有 す る｡ 外 護 列 石 は 東･ 南･ 北 で 確 認 さ れ た｡ 墳 丘 内 に は3 つ の 主 体 部 が

確 認 さ れ､ 漆 喰 を 使 用 　 し て い た｡ 中 央 石 櫛 は 主 体 部 の 床 面 と 奥 壁 の 裏 込

め 及 び 羨 道 の 入 　 口 　 部 が 残 存 す る｡ 規 模 は 全 長4.48m､ 玄 室( 柿) の 全 長

2.34m､ 幅0.85m､ 羨 道 の 全 長2.14m､ 幅0.9m で あ る｡ 西 石 櫛 は 主 体 部 の

床 面､ 奥 壁 　 と 　 両 側 壁 の 一 部 が 残 存 す る｡ 規 模 は 全 長4.65m､ 玄 室( 柿) の

全 長2.48m､ 幅 は0.9m､ 羨 道 の 全 長2.17m､ 幅0.91m で あ る｡ 東 石 櫛 は 基

底 石 と 羨 道 側 壁 一 部 の み 保 存 し て お 　 り､ 主 体 部 や 奥 壁 は 完 全 に 破 壊 さ れ

て い 　 る 　 が､ 墓 境 の 形 態 　 と 　 石 材 の 配 置 か 　 ら 　 規 模 を 見 て み 　 る 　 と､ 全 長 約

4.64m､ 玄 室( 柿) の 全 長 約2.54m､ 幅 約1.2m と 推 定 さ れ る｡ 羨 道 は 比 較 的

石 材 が 多 　 く 　 残 っ て お 　 り､ 全 長 約2.1m､ 幅0.92-0.98m で あ る｡ 遺 物 は 西

石 柵 か ら 金 銅 製 方 形 板､ 鉄 釘､ 須 恵 器､ 東 石 櫛 で は ガ ラ ス 玉､ 金 銅 製 方

形 板､ 鉄 製 品､ 鉄 釘､ 須 恵 器 が 出 土 し た｡

④-4 舞 谷4 号 墳( 中 央 石 櫛､ 西 石 櫛､ 東 石 榔) : 墳 丘 は 長 方 形 の 形 態 で

あ 　 り､ 東 西14.1m､ 南 北10m､ 高 砂 約2.2m で あ る｡ 墳 丘 の 後 ろ 側 に 堀 　 り 　 割

り( 幅 　3.5m､ 高 さ 　2m) が よ 　 く 　 残 り､ 3 号 墳 と 　 同 様､ 外 護 列 石 は 東･ 南･ 北

で 確 認 さ れ た｡ 墳 丘 中 央 の 盗 掘 坑( 約3 ×4m) に よ 　 り､ 東 は 大 き 　 く 　 損 傷

し て い る が､ 西 は 比 較 的 良 く 　 残 っ て い る｡ 4 号 墳 か ら 　 も3 基 の 樽 積 式 の 石

櫛 が 確 認 さ れ た｡ 中 央 石 櫛 は 盗 掘 が 激 し く､ 規 模 の 把 握 が 困 難 で あ る が､

石 榔 内 部 で 棺 飾 金 具､ 鉄 釘 な 　 ど が 出 土 　 し た｡ 西 石 櫛 の 規 模 は､ 全 長

211



4.35m､ 主 体 部 　 の 全 長2.31m､ 幅0.86-0.89m､ 羨 道 の 全 長2.04m､ 幅

0.99m で あ る｡ 漆 喰 を 使 い､ 漆 喰 の 表 面 に は 刷 毛 状 の 工 具 跡 が 一 部 で 確

認 で き 　 る｡ 内 部 か ら は 銅 製 飾 金 具､ 鉄 釘､ 須 恵 器 が 出 土 し た｡ 東 石 櫛 も

盗 掘 に よ 　 り 　 ひ ど く 　 穀 損 　 さ れ て い た が､ 残 存 し て い る 石 材 の 配 置 か ら 見 て

み る 　 と､ 全 長 約4.3-4.4m､ 主 体 部 約2.3m､ 幅 約0.86m と 推 定 さ れ る｡ 羨

道 の 全 長2.07m､ 幅0.99-1.00m で あ る｡ 内 部 か ら は 銅 製 棺 式 金 具 や 金 環､

鉄 釘 な 　 ど が 出 土 し た｡

④-5 舞 谷5 号 墳: 5 号 境 は 舞 谷 古 墳 群 の 　 う 　 ち も 東 端 に 位 置 し､ 5 基 の

う 　 ち 標 高 が も 高 い｡ 5 号 墳 の 東 側､ 反 対 側 の 斜 面 に は 忍 阪 の 集 落- と

続 く 　 が､ こ の 谷 で は 古 墳 が 確 認 さ れ て お 　 ら ず､ 舞 谷 古 墳 群 の 被 葬 者 の 住

居 地 を 示 す 示 唆 的 な 立 地 を 示 し て い る｡ ま た 忍 阪 の 集 落 内 に は 現 在 小 川

の 橋 と 　 し て 使 わ れ て い る､ 古 墳 の 石 室 材 と 　 思 わ れ る 榛 原 石 の 石 材 が 発 見

さ れ た｡ 古 墳 を 築 造 す る た め､ ま ず 斜 面 をL 字 型 に カ 　 ッ ト 　 し て 平 坦 地 を

つ く 　 り､ そ の 上 に 古 墳 を 造 営 し た 痕 跡 が 確 認 さ れ る｡ 墳 丘 の 中 央 に は 直

径1m､ 深 さ80cm の 盗 掘 坑 が あ 　 り､ 周 囲 に は 石 室 石 材 と 　 見 　 ら れ る 榛 原 石 が

散 在 す る｡ ま た､ 墳 丘 の 南 東 の 角 に も 盗 掘 の 痕 跡 が あ る が､ 全 体 的 に 墳

丘 の 形 態 は 良 好 で あ 　 り､ 東 西 に 長 い 長 方 形 の 墳 形 を 持 つ｡ 東 西15m､ 南

北10m､ 高 さ2m､ 前 庭 部 の 長 さ 　 は18.5m で､ 3･4 号 境 と 比 較 　 し て も も

大 き い た め､ 石 室 は3 基 と 推 定 さ れ た｡ 3･4 号 墳 と 　 同 様 に 外 護 列 石 の 存 在

が 一 部 確 認 さ れ た｡ 遺 物 は 前 庭 部 か ら 須 恵 器 と 　 瓦 片 が 出 土 し た｡

⑤ 忍 坂 古 墳 群: 桜 井 市 初 瀬 川 の 左 岸 に 位 置 す る 都 鎌 山 の 稜 線 に は 多 数

の 古 墳 が 存 在 す る が､ こ の 地 域 の 古 墳 を 都 鎌 山 古 墳 群 と 　 呼 ぶ｡ 1 つ の 稜

線に1つの集団が墓地を占有　していた　と　考え　られる分布状況が見られる
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た め､ そ れ ぞ れ 慈 恩 寺､ 忍 坂､ 竜 谷 古 墳 群 に 分 け て 呼 ぶ こ 　 と 　 も あ る｡ 今

回 の 研 究 対 象 と 　 な る 忍 坂8･9 号 墳 は､ 70 年 代 に 大 規 模 な 宅 地 開 発 に よ 　 り

調 査 さ れ､ 破 壊 の 危 機 に あ っ た が､ そ の 重 要 性 か ら､ 現 在 の 住 宅 地 内 の

2 号 公 園 に1･2･8･9 号 境 が 移 築 さ れ､ 保 存 さ れ て い る｡ 築 造 年 代 は7 世 紀

中頃と考え　られる｡

⑤-1 忍 坂8 号 墳: 忍 坂8 号 墳 は1 号 境 か ら 上 方 に 約130m 離 れ た 場 所 に 位

置 し て い た｡ 墳 丘 は 南 半 分 が な く 　 な っ た が､ 残 っ た 場 所 を 計 測 し た 結 果､

直 径12m で あ る 　 こ 　 と が わ か っ た｡ 埋 葬 施 設 は 石 室 の 下 段 石 が 一 部 分 残

っ て い る だ け で あ る が､ 様 々 　 な 状 況 か ら 平 面 形 態 は 一 辺 が176.5c m の

正 六 角 形 で あ る こ 　 と が 確 認 さ れ た｡ 石 室 の 前 半 部 だ け が 残 存 し て い る た

め､ 羨 道 や 前 庭 部 な ど､ 全 体 像 は 不 明 で あ る｡ 石 室 の 床 面 は 小 石 の 敷 石

が あ 　 り､ そ の 上 か ら ガ ラ ス 玉､ 銅 製 釘､ 歯､ 須 恵 器､ 土 師 器 な ど が 出 土

し た｡ 敷 石 の 下 で は 暗 渠 型 の 排 水 施 設 が 確 認 さ れ､ 石 室 の 周 囲 か ら も 排

水 施 設 が 確 認 さ れ た｡

⑤-2 忍 坂9 号 墳: 忍 坂8 号 墳 か ら 西 側 に12m 離 れ た 場 所 に 位 置 し て い る.

墳 丘 は 半 分 程 度 が な く 　 な り､ 墳 形 を 特 定 し に く 　 い｡ 墳 丘 の 規 模 は も 広

い 東 西 の 基 底 部 を 基 準 に11m と 計 測 さ れ た｡ 埋 葬 施 設 は8 号 墳 と 同 様 に､

奥 壁 と 右 壁 の 一 部 だ け が 残 っ て お り､ 全 体 の 規 模 は 不 明 で あ る が､ 発 梶

調 査 の 結 果 か ら､ 玄 室 の 長2.65m､ 幅2.06m と 推 定 さ れ る｡ 石 室 の 床 面 に

は 小 石 の 敷 石 が あ 　 り､ 壁 面 に 沿 っ て ほ ぼ 平 行 に 排 水 溝 が 検 出 さ れ た た め､

長 方 形 ま た はT 字 形 の 平 面 形 態 と 推 定 さ れ る｡ 玄 室 内 か ら の 出 土 遺 物 は

な く､ 周 濠 内 か ら 小 形 の 土 師 器 の 嚢 が 見 つ か っ て い る｡

花 山 塚 古 墳 群: 宇 陀 市 と 境 の 女 寄 居 に 程 近 い､ 東 に 伸 び る 尾 根 の 南 斜
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面 に 花 山 西 塚 古 墳 と 花 山 東 塚 古 墳 が 位 置 し て い る｡ 両 古 墳 と 　 も 稜 線 の 斜

面 を｢n｣ 形 に 墳 丘 の 台 地 面 を 造 り､ そ の 中 央 に 墳 丘 を 築 造 し た｡ 両 古

墳 と 　 も 遺 物 は 全 く 　 出 土 し て い な い が､ 立 地､ 築 造 技 法､ 双 墳 で あ る こ 　 と

な ど は 忍 坂8･9 号 境 と の 共 通 点 と 　 し て 注 目 　 さ れ る｡ 築 造 年 代 は7 世 紀 中 頃

か ら 後 半 ま た は 後 半 と 推 測 さ れ る｡

⑥ 花 山 西 塚 古 墳: 花 山 西 塚 古 墳 は 標 高411m に 位 置 し､ 墳 形 は 直 径16m

の 円 墳 で あ る｡ 南 南 西 に 開 口 　 し て お り､ 精 巧 に 加 工 さ れ た 壁 に は 漆 喰 が

確 認 さ れ て い る｡ 羨 道･ 前 室･ 後 室( 石 榔) に よ っ て 構 成 さ れ て い る｡ 後 室

( 石 榔) の 規 模 特 長 さ1.9m､ 幅0.7m､ 高 さ0.9m で､ 底 石 が あ り､ 前 室 よ 　 り

10cm ほ ど 高 く 位 置 す る｡ 前 室 と の 境 界 は､ 門 扉 石 で 閉 鎖 し て お 　 り､ 軸 穴

が 確 認 さ れ て い る｡ 門 扉 石 は 幅83.1cm､ 残 存 長73.2cm､ 厚 さ12cm で あ 　 り､

下 の 方 が 少 し 欠 け て い る｡ 前 室 は 長 さ2.2m､ 幅1.37m で あ 　 り､ 高 さ1.2m

ま で 直 角 に 積 み 上 げ ら れ て い る が､ そ の 上 は 天 井 ま で 内 傾 さ せ て い る0

羨 道 は 長 さ3.7m､ 幅1.1m の 両 袖 式 で あ り､ 天 井 は 破 壊 さ れ て い る｡

⑦ 花 山 東 塚 古 墳: 花 山 東 塚 古 墳 は 花 山 西 塚 古 墳 か ら 東-60m 離 れ た 場

所 に 位 置 し､ 標 高 は401m で あ 　 り､ 直 径15m の 円 墳 と 考 え ら れ る｡ 南 に 開

口 　 し て い る が､ 羨 道 部 は 既 に 破 壊 さ れ て い る｡ 全 長3.5m､ 幅1.7m､ 高 さ

は1.2m ほ ど で あ る が､ 底 部 が 土 砂 に 埋 め ら れ て お 　 り､ 正 確 な 高 さ は 分 か

ら な い｡ 羨 道 部 を 含 む 前 方 の 構 造 は 不 明 で あ る が､ 石 室 が 一 定 の 幅 を 持

つ こ 　 と か ら､ 花 山 西 塚 古 墳 と は 異 な る 平 面 形 態 を し て い る よ 　 う で あ る｡

精 巧 に 加 工 さ れ た 榛 原 石･ 漆 喰･ 花 尚 岩 製 の 天 井 が 確 認 さ れ て お り､ 花 山

西 塚 古 墳 と 共 通 す る｡ 天 井 石 は4 石 で 築 造 さ れ た｡

⑧ 南 山 古 墳: 榛 原 萩 原 の 烏 見 山 か ら 南 東 に 伸 び る 稜 線 上 に 位 置 す る 直
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径13m､ 高 さ3m の 円 墳 で あ 　 り､ 墳 丘 の 南 側 に は 外 護 列 石 が 設 置 さ れ て い

る｡ 南 に 開 　 口 　 し て い る 横 穴 式 石 室 で､ 羨 道 部 の ほ と 　 ん 　 ど が 破 壊･ 埋 没 　 し

て い る た め 内 部 に 進 入 す る 　 こ 　 と 　 が 難 し 　 く､ 玄 室 も 一 部 崩 壊 し､ 土 砂 に よ

り 　 埋 没 　 し て い る｡ 石 室 の 規 模 は 全 長3.1m､ 幅2.21m､ 高 さ2.3m､ 羨 道 の

幅1.3m で あ る｡ 碑 積 式 の 古 墳 の 　 う 　 ち､ も 大 き 　 く 　 厚 い 石 材( 榛 原 石･ 花

尚 岩) を 加 工 　 し､ 奥 壁 は 垂 直 に 立 ち 上 が 　 り､ 上 部 を 内 傾 さ せ た 断 面 六 角

形 を 呈 し て い る｡ 遺 物 は 須 恵 器 片､ 土 師 器 片 な 　 ど が 出 土 し て い る｡ 築 造

年 代 は7 世 紀 中 葉 か ら 後 半 と 考 え ら れ る｡

⑨ 西 峠 古 墳; 下 井 足 の 近 鉄 大 阪 線 と 国 道165 号 の 間 の 稜 線 か ら や や 南

側 の 緩 傾 斜 面 に 位 置 す る｡ 墳 形 は8m､ 高 砂1.5m の 方 墳 で､ 墳 丘 の 周 辺 に

は 周 溝 の 痕 跡 が 残 っ て い る｡ 周 溝 ま で 含 め る 　 と､ 一 辺11m 前 後 で あ 　 り､

墳 丘 の 中 央 に は 約3m の 盗 掘 坑 が 見 え る｡ 石 室 の 規 模 は 全 長4.33-4.39m､

玄 室 の 長 さ2.03-2.09m､ 幅1.05m､ 高 さ1m､ 羨 道 の 長 さ2.3m､ 幅0.83-

0.87m で あ る｡ 遺 物 は 須 恵 器､ 土 師 器 が 出 土 し て い る｡ 現 在 は い の た に

公 園 の 近 く 　 に 移 築 さ れ て い る｡ 築 造 年 代 は7 世 紀 中 頃 と 考 え ら れ る0

⑩ 神 木 坂2 号 古 墳: 神 木 坂2 号 古 墳 は､ 主 幹 尾 根 が 南 東 と 南 西 方 向- と

分 岐 す る 基 部 に 位 置 す る が､ す で に ひ ど く 　 盗 掘 さ れ､ 墳 丘 と 古 墳 は 破 壊

さ れ て い た｡ 墳 丘 の 周 囲 に は 南 を 除 き､ 周 溝 の 痕 跡 が あ 　 り､ 幅1.8-

2.5m､ 深 さ0.6-0.95m で あ る｡ 墳 丘 は 方 墳 と 推 定 さ れ､ 周 溝 ま で 含 め る

と 　 一 辺15.5m で あ る｡ 盗 掘 に よ 　 り 　 破 壊 が 激 し い た め､ 詳 細 な 規 模､ 形 態

な 　 ど 不 明 な 点 が 多 い｡ 古 墳 は 南 に 開 口 　 し て お 　 り､ 石 材 は 主 体 部 の 東 西 両

壁､ 玄 室 右 袖 部､ 羨 道 東 壁 の そ れ ぞ れ 一 部 が 残 っ て い る に す ぎ な い｡ 古

墳 の 規 模 は 残 存 全 長6.1m､ 羨 道 の 残 存 長1.95m､ 残 存 幅1.2-1.36m､ 残

215



存 高0.45m､ 前 室 の 残 存 長1.30m､ 残 存 高0.7m､ 玄 室( 柿) の 残 存 長1.15m､

幅1.17m､ 残 存 高0.58m､ 前 室 門 幅1.2m､ 羨 門 幅1.36m と 推 定 さ れ る｡ 羨

道 の 平 面 形 態 は 八 字 形 で あ る｡ 築 造 年 代 は7 世 紀 第2 四 半 期 　 と 考 え ら れ る｡

⑪ 丹 切33 号 古 墳: 丹 切 古 墳 群 は 榛 原 町 南 方 の 尾 根 上 に 立 地 し､ 径8-

20m 程 度 の 円 墳 が 約60 基 存 在 さ 　 し て い る｡ そ の 　 う 　 ち､ 約10 基 の 横 穴 式 石

室 が 傾 斜 地 に 集 中 　 し て お 　 り､ そ こ に33 号 墳 が 位 置 す る｡ 石 室 の ほ と 　 ん ど

は 残 存 し て い る が､ 羨 道 は 一 部 破 壊 さ れ､ 南 に 開 　 口 　 し て い る｡ 石 室 全 長

約6.6m､ 玄 室 の 長 さ2.9-3.1m､ 奥 壁 の 幅1.71m､ 高 　 さ1.40-1.57m､ 羨

道 の 残 存 長1.3.5m( 本 来 の 推 定 羨 道 長 さ3.6m)､ 幅1.08m で あ る｡ 石 室 の 中

央 に は､ 榛 原 石 を 板 石 に 加 工 し て 組 み 合 わ せ た 箱 型 石 棺 が 置 か れ て い る｡

築造年代は7世紀前半と　考え　られる｡

奥 ノ 　 芝 古 墳 群: 近 鉄 の 榛 原 駅 か ら 北 東- 約1km､ 福 地 丘 陵 の 中 央 部 の

北 か ら 東- 派 生 し た 丘 陵 の 南 服 部 に 奥 ノ 芝1 号 墳 が 位 置 す る｡ 古 墳 は 丘

陵 上 で は な 　 く､ 一 段 下 の 斜 面 に 築 造 さ れ て い る｡ 奥 ノ 　 芝2 号 墳 は 福 地 丘

陵の中央部から南の尾根西斜面に位置する｡

⑫ 奥 ノ 　 芝1 号 墳: 石 室 は 傾 斜 地 に 垂 直 に 築 造 し て い る が､ 自 然 の 地 形

をL 字 型 に 整 地 し て い る｡ 墳 丘 の 原 型 は ほ 　 と 　 ん 　 ど 残 っ て お 　 ら ず､ 天 井 を

少 　 し 覆 　 う 程 度 の 盛 土 が 残 る｡ 平 面 形 態 は 南 に 開 口 す る 長 方 形 を 呈 し､ 羨

道 は 両 袖 式 で あ る｡ 羨 道 の 高 　 さ 　 は 破 壊 さ れ て 不 明 だ が､ 全 長2.56m､ 奥

壁 の 幅1.20m､ 高 さ1.45m､ 羨 道 の 長 さ3.75m､ 幅1.05m を 測 る｡ 遺 物 は 土

師 器 盤､ 須 恵 器 杯 身 が 出 土 し て い る｡ 現 在 は ひ の き 坂 古 墳 公 園 に 移 築 さ

れ て い る｡ 築 造 年 代 は7 世 紀 中 頃 と 考 え 　 ら れ る｡

⑬ 奥 ノ 芝2 号 墳: 地 形 の 変 化 に よ 　 り 　 墳 丘 は そ の ほ と 　 ん ど が 削 平 さ れ､ 平
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坦 地 か ら 一 段 下 の 畑 内 に 天 井 石 が 露 出 　 し て い た｡ 奥 ノ 　 芝1 号 境 と 　 同 様 に､

長 方 形 の 平 面 形 態 を 持 つ 両 袖 式 の 横 穴 式 石 室 で あ る｡ 玄 室 は 保 存 さ れ て

い る が､ 羨 道 は ほ と 　 ん ど 破 壊 さ れ て い た｡ し か し､ 天 井 石 が 残 っ て い る

部 分 が 　 あ 　 り 　 高 　 さ 　 が 分 か 　 る｡ 石 室 は 全 長3.06m､ 奥 壁 の 幅1.20m､ 高 　 さ

1.45m､ 羨 道 の 長 さ3.75m､ 幅1.05m で あ る｡ 石 室 の 中 央 に は 榛 原 石 の 板

石 を 組 み 合 わ せ た 箱 型 石 棺 が 置 か れ て い る が､ 蓋 は 半 分 し か 残 っ て い な

い｡ 遺 物 は､ 須 恵 器( 台 付 長 頚 壷2､ 高 杯2､ 杯1)､ 土 師 器( 盤1､ 杯2､ 台

付 壷1､ 壷2)､ 金 環1､ 鉄 鉱､ 鉄 釘 約30 が 出 土 し て い る｡ 築 造 年 代 は7 世

紀前半と　考え　られる｡

⑭ 黄 金 塚 古 墳: 黄 金 塚 古 墳 は､ 奈 良 盆 地 の 東 を 区 切 る 春 日 　 断 層 崖 か ら

西 に の び る 台 地 の 南 縁 に 位 置 す る 飛 鳥 時 代 の 方 墳 で､ 南 に 開 口 す る｢ 碑

積｣ の 特 異 な 横 穴 式 石 室 を 　 も つ 古 墳 と 　 し て 戦 前 か ら 知 　 ら れ て い る｡ ま た

墳 丘 の 規 模 が 一 辺 約30m で あ る｡ 段 築 は 　2 段 築 盛 が 認 め 　 ら れ る｡ 石 室 は

現在見る　こ　と　はできないが､流紋岩質溶結凝灰岩の板状石材を積み上げ

て つ 　 く 　 ら れ て い る｡ 石 室 の 全 長 は 約16m 　 と 推 定 さ れ､ 平 面 が 正 方 形 に 近

い玄室と　二か所の柱状の張　り　出　し部で区画された羨道があ　り､床面をふ

く　め石室内部全体に漆喰が塗　られていた　と　み　られている｡後室は長　さ

3.31m､ 幅2.95m､ 高 　 さ1.64m､ 前 室 は 長 さ2.9-2.95m､ 幅1.87-1.90m､

墓 室 状 区 画 は 長 さ2.88-2.89m､ 幅1.59-1.60m で あ る｡ 羨 道 の 長 さ 　 と 幅

は す で に 破 壊 さ れ て お 　 り 　 正 確 に は わ か ら な い が､ 残 存 長2.3m､ 幅1.6m で

あ る｡ ま た､ 周 辺 地 形 の 様 相 か ら 東 西 約120m, 　 南 北 大 約65m の 長 方

形の範囲に墳丘をコ字状に取り　囲む大規模な外堤の存在が以前から推察

さ れ て い た｡ 遺 物 は 　 石 室 か ら 土 師 器 の 破 片, 須 恵 器 瓶 の 胴 体 部, 外 堤 か
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ら 須 恵 器 杯 蓋, 　 土 師 器 聾 の 破 片 が 出 土 し た｡ 築 造 年 代 は7 世 紀 中 葉 と 考

え　られる｡
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第3 節: 碑 積 式 古 墳 の 再 検 討( 用 語･ 石 材･ 類 型 設 定)

1. 用 語 の 再 検 討

第2 節 に お い て､ 高 市 郡( 明 　 日 香 村)2 基､ 奈 良 市1 基､ 桜 井 市10 基､ 宇

陀 市6 基､ 計19 基 を 簡 略 に ま 　 と 　 め た｡ 席( 噂) 榔 式 石 室 ま た は 碑( 噂) 積 石

室 は 横 穴 式 石 室 と 横 口 式 石 櫛 に 大 別 さ れ る｡ さ 　 ら に 古 墳 ご と 　 に 多 様 な 平

面 形 態 を 持 っ て い る た め､ 現 在 使 わ れ て い る 分 類 用 語 で は 既 に 基 準 に 令

わ な い 部 分 が 存 在 し､ 今 後 様 々 　 な 形 態 の 古 墳 が 増 え て い く 　 場 合､ 分 類 や

規 定 が 難 し く 　 な る 　 と 　 考 え ら れ る｡ し た が っ て､ 既 存 の 研 究 史 で 取 り 　 扱 わ

れ て い た 用 語 問 題 を 検 討 し た 　 う 　 え で､ 『 日 本 考 古 学 辞 典 』 に 定 義 さ れ た

用 語 に 基 づ い て 新 し い 名 称 を 提 示 し､ こ の 名 称 の 基 準 に 従 っ て 型 式 分 類

を行　う｡

( 1 ) 新 し い 用 語 の 提 案( 辞 書 の 用 語 を 中 心 に)

こ 　 こ で は､ ま ず ① 『 日 本 考 古 学 辞 典 』 と ② 『 日 本 考 古 学 用 語 辞 典 』 に

記 載 さ れ て い る｢ 噂･ 樽｣ ､ ｢ 石 榔( 榔)｣ ､ ｢ 石 室｣ ､ ｢ 古 墳｣ ､ ｢ 樽

柿 式 石 室｣ な 　 ど の 内 容 を 確 認 し た 　 う 　 え で､ こ れ ま で の 研 究 で 用 い 　 ら れ て

き た 用 語 を 検 討 し､ 新 し い 用 語 を 提 案 す る｡

噂･ 樽: (D ｢ 粘 土 を 方 形 ま た は 長 方 形 の 板 状 に 作 っ て 焼 成 　 し た い わ ゆ

る 煉 瓦｡ 土 木 建 築 の 材 料 と 　 し て 多 方 面 に わ た っ て 使 わ れ た｡ 中 国 で は す

で に 春 秋 時 代 か ら そ の 実 例 が 確 認 さ れ て お 　 り､ 戦 国 時 代 に は 宮 殿 跡 の 床

敷 や 排 水 溝 に 用 い ら れ た｡ 古 朝 鮮 で は 楽 浪 郡 時 代 の 遺 跡 か ら 出 土 し て お

り､統一新羅時代の慶州雁鴨池の宮殿跡でもみられる　よ　う　に華麗な文様

碑 が 発 達 す る｡ 日 本 の 樽 は 朝 鮮 か ら 伝 え ら れ た も の で あ 　 り､ 奈 良 県 の 小

墾 田 宮 跡､ 福 岡 県 大 事 府 都 府 楼 跡 な ど を は じ め 寺 院 の 床 や 基 壇 に 用 い 　 ら
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れ た｡ ｣

② ｢ 煉 瓦 の こ 　 と｡ 席･ 甑 と 　 も 書 く｡ ･-- 奈 良 飛 鳥 地 域 東 端 部 の 花 山 西

古墳や舞谷古墳な　ど､噂榔式あるいは碑積石室と　呼ぶ横穴式石室が6世

紀 末 以 降 に あ る が､ 噂 で は な 　 く､ 埼 状 の 板 石( 榛 原 石) を 積 ん で 構 築 し た

も 　 の で あ 　 る｡ ｣

石 榔( 柿) : ｢ 古 墳 の 埋 葬 施 設 の 一 種 で､ 石 室 に 対 比 し て 使 わ れ る｡ 櫛

と　は本来中国で用い　られた用語で､棺を納めそれを囲む施設と　い　う　意味

がある　こ　と　から､竪穴式石室も　これに含まれる　と　考え　られるが､日　本に

お い て 櫛 は 室 と 棺 の 中 間 的 な 概 念 と 　 し て と 　 ら え ら れ､ 一 部 の 終 末 期 の 古

墳 に は 横 口 式 石 櫛 の 名 　 も 用 い ら れ て い る｡ ｣

石 室: ｢ 石 材 を 利 用 　 し た 室｡ 主 に 墳 墓 の 石 造 埋 葬 施 設 の 総 称 で 埋 葬 主

体･ 主 体 部･ 内 部 構 造 な ど と 　 呼 ば れ る｡ 遺 体 や 棺 を 安 置 し て そ れ を 保 護 し､

副 葬 品 を 置 く 　 た め の 空 間 を あ わ せ 持 つ｡ 墳 丘- の 穿 ち 方 に よ 　 り 　 竪 穴 系･

横 穴 系 に 大 別 さ れ る｡ ｣

古 墳: ｢ 土 や 石 な 　 ど を 盛 り 　 上 げ て 墳 丘 を 築 き､ 墳 丘 の な か に 連 休 を 埋

葬 す る 施 設 を も つ 墳 墓 の 総 称｡ 単 に 古 い 墓 と 　 い 　 う 意 味 で は な く､ 弥 生 時

代 に 継 続 し て 出 現 す る 墓 制 を 指 す が､ ど の 段 階 か ら 古 墳 と 認 め る か に は

複 数 の 説 が あ る｡ ｣

噂 榔 式 石 室: ｢ ほ ぼ 同 大 の 煉 瓦 状 に 割 っ た 榛 原 石( 石 英 粗 面 岩) の 板 石

を 積 ん で 構 築 し た 古 墳 時 代 終 末 期 の* 横 穴 式 石 室 や* 横 口 式 石 櫛｡ 奈 良 県

桜井市な　ど奈良盆地東南部を中心に分布する｡壁面が中国の噂榔墓に似

る 　 こ 　 と 　 か ら 　 こ の 名 称 で あ る｡ 奈 良 花 山 東 古 墳･ 同 舞 谷1 号 墳･ 同 黄 金 塚 古

墳 群 で は 横 穴 式 石 室 の 形 態 を 　 と 　 り､ 奈 良 花 山 西 古 墳･ 同 舞 谷4 　 号 墳 で は
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横 口 式 石 櫛 の 形 態 を 　 と 　 り､ 奈 良 忍 坂8 号 墳 は 平 面 六 角 形 の 玄 室 に な る な

ど､ 様 々 　 な 形 態 が み ら れ る｡ 花 山 西 古 墳 で は 壁 面 全 面 に 漆 喰 の 塗 布 が 確

認 さ れ､ そ の 他 の 多 く 　 で も 石 積 み の 表 面 や 目 地 に 漆 喰 の 痕 跡 が 残 る｡

近､ こ 　 の 種 の 石 室 に 椿 積 石 室 の 文 字 を あ て 　 る 　 こ 　 と 　 が あ 　 る 　 が､ ｢ 噂｣ と

｢ 蒔｣ も 　 と 　 も に 土 製 焼 成 の 煉 瓦 状 の 建 築 用 材 を 指 す 用 語 で あ 　 り､ ｢ 樽｣

の 文 字 に よ っ て 石 材 の 意 味 を 表 わ す の は 適 切 で は な い｡ ｣

ま ず､ ｢ 埼｣ と｢ 碑｣ の 違 い に つ い て､ 『 日 本 考 古 学 事 典 』 と 『 日 本

考 古 学 用 語 辞 典 』 の 内 容 を 基 に 見 て み る 　 と､ 2 つ の 単 語 の 意 味 は 完 全 一

致 す る｡ さ 　 ら に｢ 噂 榔 式 石 室｣ を 定 義 し た 白 石 太 一 郎 に よ 　 る 　 と､ ｢ ｢ 碕｣

の 文 字 に よ 　 っ て 石 材 の 意 味 を 表 わ す の は 適 切 で は な い｣ ( 白 石 太 一 郎

2002) と 　 い 　 う｡ 金 杢 運 は 韓 国･ 日 本･ 中 国 の 違 い を 強 調 す る た め に 碑 を 使

う 　 の が 妥 当 で あ る 　 と 考 え､ 既 存 の 研 究 で も 碑 を 用 い る 頻 度 が 高 い た め､

既 存 の 研 究 成 果 を 考 慮 す る な 　 ら､ 碑 を 使 っ て も 良 い と 考 え 　 ら れ る0 ｢ 噂｣

と｢ 椿｣ の 違 い は な い た め､ 違 い を 示 す 用 語 を 使 お 　 う 　 と す る 　 と､ 他 の 文

字 を も 　 っ て 違 い を 示 す 必 要 が あ る｡

次 に 乱 立 す る 用 語 問 題 で あ る｡ ｢ 碑 積 石 室｣ ま た は｢ 碑( 噂) 榔 式 石 室｣

の 用 語 使 用 の 始 ま 　 り 　 は､ 上 田 三 平 の｢ 樽 櫛 の 型 式｣ で あ 　 り､ 黄 金 塚 古 墳

を 紹 介 し た 際 に､ 碑 櫛 の 型 式 と 　 い 　 う 表 現 を 用 い て お 　 り､ 朝 鮮 の 楽 浪 郡 の

噂 榔 墳 と 類 似 　 し た も の で あ る｡ こ 　 こ で 問 題 と 　 な る の は､ 黄 金 塚 古 墳 は 石

室 で あ る の で､ 噂 室 と 対 応 す る 　 よ 　 う 　 記 述 す る の が 正 し い｡ 　 し か し､ 嘩 櫛

と 　 い 　 う 　 用 語 を 使 い､ 現 在 の 状 況 に な っ た 　 と 推 測 さ れ る｡ そ の 後､ ｢ 碑 積

石 室｣ ､ ｢ 樽 柿 式 古 墳｣ ､ ｢ 樽 積 式 石 室｣ ､ ｢ 噂 榔 式 石 室｣ ､ ｢ 碍 積 石

榔｣ な 　 ど の 様 々 　 な 用 語 が 用 い ら れ た｡ 現 在 で も 　 こ れ ら の 用 語 は 統 一 さ れ
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て お 　 ら ず､ 各 研 究 者 に よ っ て 異 な る｡ も ち ろ ん 研 究 者 ご と 　 に 問 題 意 識 を

も 　 っ 　 て､ 各 　 自 　 の 基 準 に 合 っ 　 た 用 語 を 用 い て い る 側 面 　 も 　 あ 　 る 　 が､ 次 第 に

様 々 　 な 用 語 が 乱 立 す る 　 よ 　 う 　 に な 　 り､ 整 理 す る 必 要 が 生 じ た0 『 舞 谷 古 墳

群 の 研 究 』 で 碑 積 石 室 に 用 語 の 整 理 を 試 み た が､ 横 口 式 石 櫛 に 分 類 さ れ

た 古 墳 は こ の 用 語 と 合 わ な い 問 題 が あ る｡

一 方､ 白 石 太 一 郎 も 同 様 に､ 『 日 本 考 古 学 事 典 』 の｢ 噂 榔 式 石 室｣ が

｢ 古 墳 時 代 終 末 期 の 横 穴 式 石 室 や 横 口 式 石 榔｣ ( 白 石 太 一 郎2002) と 　 い

う 表 現 を 用 い て お 　 り､ 複 数 の 埋 葬 形 態 が 存 在 す る 　 こ 　 と 　 を 認 識 し て い た｡

ま た､ ｢ 噂 榔 琴 石 室｣ の 石 材 の 形 態 が､ 中 国 の 噂 榔 墓 か ら 使 用 さ れ る 噂

と類似　しているので､その　よ　う　な名称と　なっ　た　と　説明　している｡中国に

お け る｢ 噂 榔 墓｣ に お け る 櫛 と 　 日 本 に お け る 櫛 の 定 義 は 異 な る｡ つ ま 　 り､

一 つ の 用 語 は 国 別 に 定 義 さ れ て い る が､ 『 日 本 考 古 学 用 語 辞 典 』 に お け

る 一 般 的 な 石 榔( 柿) の 定 義 は 　｢ 古 墳 の 埋 葬 施 設 の 一 種 で, 　 石 室 に 対

比 　 し て 使 わ れ る｣ と 　 な っ て お 　 り､ 日 　 本 で は 　｢ 櫛 は 室 と 棺 の 中 間 的 な 概

念 と 　 し て 　 と 　 ら え ら れ､ 一 部 の 終 末 期 の 古 墳 に は 横 口 式 石 櫛 の 名 　 も 用 い ら

れ て い る｣ と 　 し た｡ 中 国 は 大 き 　 さ 　 に 関 係 な 　 く､ 埋 葬 施 設 の 形 態 的 な 違 い

に よ 　 り､ 櫛 と 室 と 　 に 分 類 し て い る が､ 日 本 で は 形 態 的 な 違 い よ 　 り 　 も そ の

大 き 　 さ 　 に 重 点 を 置 き､ 石 櫛 と 石 室 に 分 類 し て い る｡ 特 に 横 口 式 石 櫛 の 中

に は､ 羨 道 と 前 室 が 存 在 す る 　 も の も 含 ま れ て お 　 り､ こ れ は 従 来 の 古 墳 分

類 案 と 相 反 す る｡ つ ま 　 り､ 碑( 噂) 榔 式 石 室 ま た は 樽( 噂) 積 石 室 と 　 い 　 う 名

称 は､ 各 国 の 定 義 が 入 　 り 　 混 じ っ た 用 語 と 　 い え る が､ そ の 矛 盾 が そ の ま ま

繰 り 　 返 さ れ､ 研 究 者 間 で 用 語 の 乱 立 が 生 じ た の で あ る｡ そ の た め､ 本 稿

で は 樽( 噂) 榔 式 石 室 ま た は 碑( 噂) 積 石 室 と 　 い 　 う､ 様 々 　 な 意 味 を 含 む 用 語
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の 代 わ 　 り 　 に､ 新 し い 用 語 を 使 う 　 こ 　 と 　 を 提 案 し た い｡

ま ず｢ 榔｣ と｢ 室｣ の 概 念 の 整 理 で あ る｡ 現 在､ 韓 国･ 中 国 と 　 日 本 で

概 念 が 異 な る た め､ 基 準 を 定 め て 統 一 す る 必 要 が あ る｡ 碑( 噂) 榔 式 石 室

ま た は 樽( 噂) 積 石 室 は 日 本 に お け る 分 類 案 に 基 づ く 用 語 で あ る の で､ こ

の 部 分 を 修 正 す る 際 に は､ 日 本 の 埋 葬 施 設 の 分 類 も す べ て 修 正 す る 可 能

性 も あ る た め､ 日 本 に お け る｢ 榔｣ と｢ 室｣ の 概 念 を 認 め た 上 で､ 碑

( 噂) 榔 式 石 室 ま た は 席( 噂) 積 石 室 に 代 わ る 用 語 を 用 い る 必 要 が あ る｡

｢ 榔｣ と｢ 室｣ の 二 つ を 包 含 す る 用 語 で､ ｢ 古 墳｣ が あ る｡ ｢ 古 墳｣ は

竪 穴 式 と 横 穴 式 の 用 語 と 対 等 に 使 用 さ れ た が､ 中 国 に お い て は､ 竪 穴 式

に｢ 榔｣ が 含 ま れ､ 横 穴 式 に｢ 室｣ が 含 ま れ る｡ 日 本 に お け る 分 類 に つ

い て は､ こ の 段 階 で｢ 榔｣ と｢ 室｣ の 定 義 が 暖 味 に な っ て い く 　 こ 　 と か ら､

墓 制 に お け る も 上 位 の 概 念 で あ る｢ 古 墳｣ と い 　 う 用 語 を 用 い る こ 　 と が

妥 当 で あ る 　 と 考 え ら れ る｡

次 に､ ｢ 噂｣ の 使 用 可 否 で あ る｡ ｢ 噂｣ が 使 用 　 さ れ た わ け で は な い た

め､ ｢ 樽( 噂) 積 式｣ と い う 暖 味 な 名 称 に な っ て い た｡ 従 来 は 古 墳 の 築 造

材 料 が 石 で あ る た め､ そ の 部 分 を 考 慮 し て｢ 噂｣ よ 　 り｢ 碑｣ が 使 わ れ る

場 合 が 多 か っ た｡ で き れ ば､ 新 し い 用 語 を 探 し て 適 用 す る の が よ い が､

通 用 　 し て き た 部 分 も あ る こ 　 と か ら､ 研 究 史 的 な 用 語 を 継 承 し て｢ 碑｣ を

使 い た い｡

後 は｢ 碑｣ と い う 単 語 を 使 用 す る 　 と､ 実 際 に｢ 噂｣ で は な い と い う

こ 　 と 　 を ど の よ 　 う 　 に 表 す べ き か と 　 い 　 う 　 問 題 が 生 じ る｡ 韓 国 で は｢ 噂｣ 形 に

石 を 加 工 し て 構 築 し た 石 塔 を｢ 模 噂 石 塔｣ と 呼 ん で い る｡ 日 本 で も｢ 模

噂｣ と い う 用 語 を 使 っ て も よ い が､ す で に｢ ○ ○ 式｣ と い う 表 現 が あ る
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の で､ ｢ 碑 積 式｣ と 　 い 　 う 用 語 を 提 案 し た い｡ ち な み に｢ 積｣ は 積 み 上 げ

る　と　い　う　意味で既存の研究史でも使われた｡

ま 　 と 　 め て み る 　 と､ ｢ 噂｣ と｢ 蒔｣ の ど ち 　 ら を 使 っ て も 問 題 な い こ 　 と 　 が

確 認 さ れ た｡ た だ 　 し､ ｢ 石｣ 偏 に よ 　 っ て｢ 噂｣ と 　 は 異 な る 　 こ 　 と 　 を 示 す

と 　 い 　 う 理 由 で､ ｢ 埼｣ よ 　 り 　 は｢ 祷｣ を 用 い る 傾 向 が 強 い た め､ 研 究 史 に

従 っ て｢ 碕｣ を 用 い る｡ 次 に､ ｢ 式｣ は｢ 碕｣ が 実 際 の｢ 噂｣ で は な い

の で､ ○ ○ 式 と 　 い 　 う 　 従 来 の 研 究 史 を 継 承 す る 意 味 で 用 い､ 積 む と 　 い 　 う 意

味 の｢ 積｣ を 提 案 す る｡ 後 に､ ｢ 榔｣ が 初 め て 使 用 　 さ れ た 時 期 に は､

碑 榔 の み で あ っ た た め 特 に 問 題 は な か っ た が､ そ の 後､ 碍 室 も 確 認 さ れ

た こ 　 と 　 か ら､ ｢ 榔｣ の み で は こ の 系 統 の 古 墳 を 定 義 す る 　 こ 　 と 　 が 難 し 　 く 　 な

っ た｡ そ こ で､ 樽 櫛 と 碑 室 に か か わ ら ず､ す べ て を 包 み 込 む こ 　 と 　 の で き

る｢ 古 墳｣ を 付 し､ ｢ 碑 積 式 古 墳｣ と 　 い 　 う 用 語 を 示 し て い る｡ さ 　 ら に､

そ の 下 位 概 念 と 　 し て｢ 碑 積 式 石 榔｣ と｢ 樽 積 式 石 室｣ を 置 く 　 な 　 ら ば､ 十

分 に 代 案 と 　 し て 使 え る 　 と 考 え ら れ る｡ こ れ に よ っ て 国 別 ご と 　 の 定 義 の 違

い､ 研 究 者 ご と 　 に 異 な る 用 語 の 使 用 に よ 　 る 混 乱 は あ る 程 度 減 る 　 と 考 え ら

れる｡以下では現在確認された樽積式古墳を碍積式石櫛と樽積式石室に

大別　してい　く｡

(2) 用 語 を 基 準 と 　 し た 碑 積 式 古 墳 の 分 類

前 述 の よ 　 う 　 に､ 従 来 の 研 究 史 に お い て 問 題 と 　 な っ た 部 分 を 検 討 し､ 碑 積

式古墳と　その下位概念と　して碑積式石榔･樽積式石室と　い　う　新しい用語

を提案した｡こ　こではこれまで確認された碑積式古墳を墓制によ　り　樽積

式石櫛と樽積式石室に分類する｡
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表13 は 碑 積 式 石 櫛 と 樽 積 式 石 室 に 分 類 　 し た 表 で あ る｡ 分 類 が 暖 味 で

あ る 場 合 は､ 主 体 部 の 規 模 と 報 告 書 の 判 断 に 基 づ い て 設 定 し た｡ 古 墳 の

平面形態と諸要素な　どが明　らかになった19基の蒔積式古墳を分類した結

果､ 樽 積 式 石 榔4 基､ 痔 積 式 石 室12 基 に 分 類 で き 　 る(3 基 は 構 造 不 明) ｡

表13 　 碑 積 式 古 墳 の 分 類( 筆 者 作 成)

連 番  ﾉ v ﾈ ﾌ 9 Z ﾒ Ā Ā Ā
帝 様 式 石 室  刮 ¥ 様 式 石 塀  

1 仞,ｸﾌ9Zﾒ 玄( 級) 塞+ 前 室+ 羨 道( 中 央) 兀$｣8ﾘhｲ 兼 侏ｨ Λ 駝 鳥; 忠(h 甸ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

2 兀$｣(ﾘhｲ 玄 室+ 羨 道( 中 央) 剪 侏ｨ 霾); 忠(h 甸ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

3 H8ﾉ,ｸﾌ9Zﾒ 玄 室 や 羨 道? 剴ﾑ 侏ｨ 饉ｸｹ; 窒ﾙ(h 甸ĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

4. 僖Xﾞ# 畏hｺｲ 玄 室 ÷ 羨 道? 兀$｣Hﾘhｺｲ 東 侏ｨ 陏 偵; 忠(h 匣ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

5 僖Xﾞ# 俘hｲ 玄 室 ヰ 羨 道? 剪 侏ｨ*ﾙ2 鳥; 忠(h 甸ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

6 8ﾘiZﾒ 玄 室+ 羨 道( 中 央) 刪 侏ｨ 饉ｲ 偖ﾉ; 忠(h 甸ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

7 ﾈ6ﾘﾘiZﾒ 玄 室 す 羨 道( 中 央) H=,ｸﾌ9Zﾒ 兀ﾋﾃｹ/" 頂ﾋ｢ 虻r(+x 囮; 忠(i8ﾂĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

8 ﾈ6ﾘ(ﾘhｲ 玄 室 や 羨 道( 中 央) 俾ｹm｣(ﾘhｺｲ 兀Y 悪 靈｢&ｹ6 韭RRĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

9 ﾈﾌ9Zﾒ 玄 室 十 羨 道( 中 央.) 暢ﾔﾙﾉ,ｸﾌ9Zﾘ,iY$ｨﾌ9Zﾙ&XXﾘi&H,ﾘﾕﾉ)W9k 竰ĀĀĀĀĀĀĀĀ

lf) ﾉ;ｸﾌ9Zﾒ 玄 室+ 羨 道( 中 央) ĀĀ

ll ｨ6H7ﾘ8H7ﾘﾌ9Zﾒ 玄 室+ 羨 道( 中 央) ĀĀ

12 做ﾈ6X8ﾘ7ﾘ4xﾌ9Zﾒ 玄 室 十 羨 道( 中 央)? ĀĀĀ

ま だ 未 発 見 の 碑 積 式 古 墳 が 残 っ て い る 可 能 性 が 大 き い た め 断 言 は で き な

い が､ 祷 積 式 石 室 の 築 造 比 率 が 高 い｡

碑 積 式 古 墳 の 造 営 地 域 を 見 る 　 と､ 高 市 郡: カ ヅ マ ヤ マ 古 墳･ 真 弓 テ ラ

ノ 　 マ エ 古 墳､ 奈 良 市: 黄 金 塚 古 墳､ 桜 井 市: 庚 申 塚 古 墳･ 舞 谷 古 墳 群(1

-5 号 墳) ･ 花 山 塚 古 墳( 東･ 西) ･ 忍 坂 号 墳 群(8･9 号 墳) ､ 宇 陀 市: 丹

切33 号 墳･ 奥 ノ 　 芝1･2 号 墳･ 南 山 古 墳･ 西 峠 古 墳, 　 神 木 坂2 号 墳 に 分 け 　 ら れ

る｡ 榛 原 石 の 生 産 地 と 　 し て 知 ら れ る 宇 陀 市 よ 　 り 　 消 費 地 で あ っ た､ 奈 良 盆

地 の 桜 井 市 周 辺 で 樽 積 式 古 墳 の 築 造 例 が 更 に 多 い｡

楠 元 哲 夫 は 宇 陀 市 を 中 心 に､ 碑 榔 式 石 室 と 碑 積 横 口 式 石 櫛 に 分 け た0
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地 の 桜 井 市 周 辺 で 蒔 積 式 古 墳 の 築 造 例 が 更 に 多 い｡

楠 元 哲 夫 は 宇 陀 市 を 中 心 に､ 栖 榔 式 石 室 と 碑 積 横 口 式 石 櫛 に 分 け た0

古 墳 の 様 々 　 な 属 性 を 基 準 に 精 密 に 型 式 分 類 を 行 っ た わ け で は な い が､ 墓

制を基準に大別　した点は特筆すべき　こ　と　である｡泉森蚊は漆喰の有無で

樽積式古墳を分類した｡地域別に分類する　と宇陀市以外では大部分に漆

喰 が 使 用 　 さ れ､ 逆 に 宇 陀 市 で は 南 山 古 墳 を 除 い て 漆 喰 は 使 用 　 さ れ て お ら

ず､ 石 材 の 厚 さ が 平 均 よ 　 り 厚 い20cm 以 上 の 加 工､ 石 種､ 築 造 規 模 な 　 ど､

周 辺 の 古 墳 と 　 は 異 な る 特 異 な 古 墳 に 分 類 さ れ て い る｡ こ の こ 　 と 　 か ら､ 宇

陀 市 一 帯 の 樽 穣 式 古 墳 は 基 本 的 に 漆 喰 を 使 用 し て い な か っ た と 考 え て よ

い で あ ろ 　 う｡

2. 石 材 の 再 検 討( 石 種･ 加 工 度･ 漆 喰)

考古学論文で碑積式古墳を構成している石材はいわゆる榛原石と呼ば

れ て い る｡ と 　 こ 　 ろ が､ 碑 積 式 古 墳 の 築 造 に 使 わ れ た 石 材 は､ い く 　 つ か の

種類が混ざって使われている　こ　と　が､直接観察と発掘報告書によ　り　確認

さ れ て い る｡ 　 し た が っ て､ こ 　 こ で は 榛 原 石 と 　 い 　 う 　 用 語 の 使 用 理 由 　 と 　 問 題

点､ 栖 積 式 古 墳 の 築 造 に 使 わ れ た 石 材 の 種 類 を 簡 単 に 見 て み る｡

『宇陀･丹切古墳群』によ　る　と､榛原石は明治末期から出現する用語

と 　 し て 不 動 堂1･2 号 墳 の 対 岸 に あ る 石 切 場 で 石 材 を 大 規 模 に 採 石 　 し､ 榛

原 石 と 名 付 け て 販 売 し 始 め た の が 始 ま 　 り 　 と 　 い 　 う｡ か つ て 斜 長 流 紋 岩 と 呼

ば れ た が､ 石 英 安 山 岩 に 分 類 さ れ､ 現 在 は 室 生 火 山 岩 と 命 名 　 さ れ て い る｡

一 方､ 『 舞 谷 古 墳 群 の 研 究 』 に よ れ ば､ 石 材 商 品 　 と 　 し て 名 付 け 　 ら れ た 榛

原 石 は 地 域 ご と 　 に 室 生 石･ カ ナ ド 石 な 　 ど 　 と 　 も 呼 ば れ て い る 　 と 　 い 　 う｡ 古 く
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は 斜 長 流 紋 岩 　 と 石 英 安 山 岩 と 呼 ば れ た が､ 1960 年 代 か ら 火 砕 流 堆 積 物 の

研究が進め　られたこ　と　から溶結凝灰岩と　も呼ばれた｡全体的には溶結凝

灰 岩 で あ る が､ 観 察 の 結 果､ 流 紋 岩 と 石 英 安 山 岩 に 同 定 で き な い 場 合 も

あ る｡ ま た､ 火 砕 流 堆 積 物 は 層 ご と 　 に 多 様 で あ る た め､ 火 山 研 究 者 に よ

っ て こ 　 こ で 確 認 さ れ る 火 山 噴 出 物 を す べ て 含 め､ 室 生 火 山 岩 と 通 称 さ れ

て い る｡ 室 生 火 山 岩 の 種 類 に は､ 熔 岩･ 流 紋 岩･ 石 英 班 岩･ 凝 灰 岩･ 溶 結 凝

灰 岩 な 　 ど が あ る( 溶 結 凝 灰 岩 は 主 に 灰 色 　 と 黒 色 で あ る が､ い ず れ も 石 英

･ 長 石 を 含 み､ 黒 雲 母 が 含 ま れ る 場 合 は 柘 棺 石 が 少 　 し 含 ま れ る 場 合 も 　 あ

る｡ 灰 色 の 流 紋 岩 質 溶 結 凝 灰 岩 以 外 は 不 規 則 に 分 布 し､ 黒 色 の 流 紋 岩 質

溶 結 凝 灰 岩 は ガ ラ ス 質､ 灰 色 の 流 紋 岩 質 溶 結 凝 灰 岩 は 若 干 ガ ラ ス 質 の 成

分 を 含 む)0

既 存 の 研 究 史 に よ っ て す で に 言 及 さ れ て い る 　 よ 　 う 　 に､ 榛 原 石 は 比 較 的

近使われ始めた石材の商品名　を指す用語で､現在まで慣習的に使われ

て き た｡ 考 古 学 論 文 に は ど の よ 　 う 　 な 理 由 で 使 わ れ 始 め た の か は わ か ら な

い が､ で き 　 る だ け 正 確 な 研 究 を 　 目 指 す 論 文 で は 混 乱 の お そ れ が あ る た め､

あま　り　良い用語と　は思えない｡ 近刊行された碑積式古墳の発掘報告書

では､榛原石と　い　う　用語を多用する　よ　り　も､古墳の築造に使われた石種

を す べ て 記 載 し､ そ れ ぞ れ の 産 地 を 推 定 す る 研 究 傾 向 を 示 し て い る｡ と

こ 　 ろ が､ 碑 積 式 古 墳 に 使 わ れ た 石 種 の 分 析 結 果､ 室 生 火 山 岩 に 属 さ 　 な い

石 種 も 確 認 さ れ て お 　 り､ 特 定 地 域 か ら で は な 　 く､ 複 数 の 地 域 か ら 持 っ て

き た こ 　 と 　 が 明 　 ら か に な っ た｡ 飛 鳥 地 域 に 存 在 す る 古 墳 を は 　 じ め､ 寺 院･

王 宮 な ど で 確 認 さ れ た 石 材 の 中 で 室 生 火 山 岩 系 が も 多 い 割 合 で 確 認 さ

れ て い る が､ 明 　 ら か に 他 地 域 の 石 材 も 確 認 さ れ て い る｡ そ の た め､ 既 に
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研究用語と　しての榛原石の適合性が低下　しつつある　と　いえる｡石種分析

お よ び 地 質 分 布 の 把 握 な 　 ど 石 材 に 関 わ る 部 分 は 地 質 学 と 融 合 し､ 地 質 学

研究者と　の共同研究の必要性がますます高ま　ってお　り､上記の条件を満

た す 専 門 性 を 備 え た 新 た な 用 語 が 必 要 と 考 え 　 ら れ る｡

一 方､ 発 掘 調 査 報 告 書 で は 石 種 に つ い て 記 載 さ れ て い る が､ 採 石 地 の

範囲を広く　想定する以外は､と　く　に石材について綿密な検討は行われて

い な い｡ す で に 複 数 の 地 域 か ら 運 ば れ て 使 用 　 さ れ た こ 　 と 　 が 確 実 で あ 　 り､

石 種 は 地 域 別 に あ る 程 度 の 大 別 が 可 能 で あ る｡
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① 流 紋 岩( 火 砕 涜- 凝 灰 岩). 石 英 安 山 岩､ ② 泥 質 片 麻 岩( 柘 緒 石 含 量)･ 泥 質 混 成

岩､ ③ 花 南 　 閃 緑 岩､ ④ 石 英 閃 緑 岩 　 閃 緑 岩､ ⑤ 斑 額 岩､ ⑥ 花 南 岩( 片 麻 状)､ ⑦

砂 岩 泥 岩､ そ の 他: 堆 積 岩

図59 　 宇 陀 地 域 一 帯 の 岩 穫 分 布 図

(1 　 『 舞 谷 古 墳 群 の 研 究 』 1994 　2 : 産 総 研 地 質 調 査 総 合 セ 　 ン タ 　 ー､ 日 　 本 シ ー
ム 　 レ ス 地 質 図V2(https･//gbank.gsj.jp/seamless/) か 　 ら 編 集 引 用)
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図60 　 近 畿 と 　 そ の 周 辺 の 地 質 図( 産 総 研 地 質 調 査 総 合 セ ン タ ー､ 日 本 シ ー
ム 　 レ ス 地 質 図v2(https://gbank.gsj.｣p/sean)less/) 　 　 か 　 ら 編 集 引 用

し た が っ て､ こ こ で は 碑 積 式 古 墳 の 踏 査 と 報 告 書 の 内 容 か ら､ 古 墳 の 築

造 に 使 用 　 さ れ た 石 種 を 調 査 し､ 古 墳 別･ 地 域 別 に 石 材 の 好 み や 石 種 の 多

様 性､ 石 種 別 加 工 度 な ど に つ い て 確 認 す る｡

図59 の1 と2 は 宇 陀 市 一 帯 の 石 種 の 分 布 を 表 現 し た も の で あ る. 図59 の

1 は 室 生 火 山 岩 の 分 布 を 示 し た も の で あ る が､ ほ と 　 ん ど が 実 生 火 山 岩 で､

一 部 の 花 蹄 岩 と 流 紋 岩 の 分 布 が 見 ら れ るo 　 図59 の2 は､ 地 質 調 査 総 合 セ

ン タ ー に よ る 列 島 全 体 の 地 質 調 査 と デ ジ タ ル 化 の 作 業 を 通 じ て､ 宇 陀 市

一 帯 も 以 前 よ 　 り 　 詳 細 に 知 る 　 こ 　 と 　 が 可 能 に な っ た｡ 図59 の1 で は ほ ぼ 室 生

火 山 岩 と 記 さ れ て い る が､ 図59 の2 で は 流 紋 岩･ 石 英 安 山 岩･ 泥 質 片 麻 岩･

石 英 閃 緑 岩･ 閃 緑 岩･ 斑 稀 岩. 泥 質 片 麻 岩 な ど､ よ 　 り 　 精 密 に 区 分 さ れ て い

る　こ　と　が分かるD

図60 は 地 域 を よ 　 り 　 拡 大 し､ 近 畿 は そ の 周 辺 の 地 質 の 分 布 を 表 現 し た も
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の で あ る｡ 流 紋 岩 系( 火 砕 涜) は 奈 良 盆 地 の 隣､ 宇 陀 市 の 右 側 に の み 存

在 し､ 斑 糎 岩 は 桜 井 市 か ら 宇 陀 市 の 間 の 上 方 に 帯 状 を 呈 し て い る｡ 泥 質

の 片 麻 岩 系 は 流 紋 岩 の 下 側 と 　 そ の 他 は 奈 良 盆 地 の 周 辺 に 点 在 す る｡ 花 園

岩､ 閃 緑 岩 系 は､ 奈 良 盆 地 を 囲 む よ 　 う 　 に 位 置 し､ も 　 う 少 　 し 視 野 を 広 げ る

と､ 四 国 の 北 側 と 瀬 戸 内 海 を 経 て 北 九 州 ま で 続 い て い る｡ 直 線 に 近 い 区

分 線 の 下 に は 泥 質 と 砂 質 の 片 岩 系 が 位 置 す る が､ 大 阪 と 和 歌 山 の 境 界 部

と 　 三 重 県 ま で 続 い て お 　 り､ 石 材 の 産 地 を お お よ そ 推 定 す る 　 こ 　 と 　 が で き 　 る｡

ま た､ 現 在 で は 推 測 の 範 境 を 出 な い が､ 非 常 に 例 外 的 な 種 類 を 除 き､

地 質 帯 の 範 囲 埠､ 列 島 の す べ て の 地 域 で 帯 状 に 現 れ て お り､ 奈 良 盆 地 も

同様である｡従来は石材の産地を遠距離地域に比定する　こ　と　が流行した

が､ 図60 を 通 　 じ て 見 て み る 　 と､ 比 較 的 近 距 離 で も 様 々 　 な 種 類 の 石 材 を 求

め る 　 こ 　 と 　 が 十 分 可 能 で あ る｡ こ の た め､ 古 墳 築 造 に 用 い る 石 材 を 準 備 す

る 過 程 に お い て､ 今 城 塚 古 墳 の 石 棺 の よ 　 う 　 な 特 殊 な 場 合 を 除 け ば､ 従 来

知 　 ら れ て い る 　 よ 　 う 　 に､ 石 材 を 求 め る た め､ 海 を 渡 　 り､ 遠 距 離 か ら 持 っ て

く　る行為は時間　と経済的な側面から納得しにく　い｡遠距離に産地を比定

す る 　 こ 　 と 　 は 見 直 す 必 要 が あ る｡ 現 在､ 発 掘 か ら 確 認 さ れ て い る 碑 積 式 古

墳 の 石 種 分 析 は､ 科 学 技 術 の 発 達 に よ 　 り 　 一 層 精 密 化 し て い る｡ 図59 の2

と 　 図60 の よ 　 う 　 な 地 質 図､ 文 献 に 記 録 さ れ た 石 切 場 や 採 石 記 録 な 　 ど に よ 　 り､

比 較 分 析 を 行 え ば､ 新 し い 石 切 場 や 運 搬 経 路､ 石 種 の 選 好 度 な 　 ど､ 以 前

よ　り　も多様な結果を生み出すこ　と　ができ　る　と期待される｡今後の研究成

果 が 期 待 さ れ る｡

次 に 古 墳 別 に 石 材 の 石 種･ 漆 喰･ 加 工 図 に つ い て 　 確 認 す る｡

表14 は 碑 積 式 古 墳 が 所 在 す る 地 域 と 使 用 石 材 の 種 類､ そ 　 し て 漆 喰 の 使
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用 の 有 無 を 示 し た も の で あ る｡ 黄 金 塚 古 墳 を 除 く 　 と､ 奈 良 盆 地 の 南 東､

桜 井 市 一 帯( 高 市 郡 は 桜 井 市 の 西 を 境 に 按 す る) と 宇 陀 市 を 中 心 に 大 別

される　こ　と　が分かる｡古墳の築造に使用　された石種を報告書によ　り確認

し た 結 果､ 単 に 榛 原 石 ま た は 室 生 火 山 岩 と 記 載 さ れ た も の と､ 具 体 的 に

細 分 化 し て 石 種 を 記 載 し た も の に 区 分 さ れ る｡ 単 に 榛 原 石 と 　 の み 記 載 さ

れ て い る 　 も の は や む を 得 な い が､ 室 生 火 山 岩 は 様 々 　 な 種 類 が あ る だ け に､

多様な石種を利用　して樽積式古墳を築造したこ　と　は確かである0

実 際 に､ カ ヅ マ ヤ マ 古 墳､ 真 弓 テ ラ 　 ノ 　 マ エ 古 墳､ 庚 申 塚 古 墳 の 調 査 で

石 室 に 使 用 　 さ れ た と 考 え ら れ る 様 々 　 な 種 類 の 石 材 が 確 認 さ れ て い る｡ 黄

金 塚 古 墳､ 舞 谷 古 墳 群(3･4 号 墳) の 場 合 は､ 壁 石 の 石 種 調 査 は 細 密 に 実

施 さ れ て い な い が､ 石 敷､ 外 護 列 石 な ど の 石 材 を 確 認 し た 　 と 　 こ 　 ろ､ 多 様

な 石 種 が 確 認 さ れ た た め､ 複 数 の 採 石 地 が あ る 　 こ 　 と 　 は 間 違 い な い( 地 質

帯 ま で 別 の 石 種 が 確 認) ｡ さ 　 ら に､ 図60 を 参 考 に す る 　 と 石 種 の 産 地 と 運

搬 ル ー ト 　 ま で 予 想 で き 　 る｡
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表14 　 碑 積 式 古 墳 の 築 造 に 使 わ れ た 石 種 と 漆 喰 の 有 無( 筆 者 作 成)

連 番  ﾈ ｽ R ｿ " 草 耳 琴  の 有 無 )  韶 ﾒ 地 域  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

1 ｨ5x7ﾘ8H7ﾘﾌ9Zﾒｲ7X886xﾙX捧̂ｨ扎ｮ"愛II)b險ﾉb帝L旭"9|b帝¥ﾈｮ"8､Ib帝zﾉnHｮ(v霾ｸｼ8､Hｮ"愛Ib帝E2[i]ｮ"愛I|b定ﾊh捧̂ｩ]ｮ"8､Ib定6ｨ5x8ｹ]ｮ"異Yb高市郡 (明日香村) ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

2 霍ﾈ6X8ﾘ7ﾘ4xﾌ9Zﾒｲ俛X捧̂ｨ扞>ﾈｮ"愛II)b帝ﾙ|隶"愛Ib帝4H]ｮ"8､IbﾙYb帝4HE9[i]ｮ"8､Ib定ﾋｩYｮ(ｼ8､Hｮ(]ｮ"高市郡 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
(暗灰緑色～灰緑色).玄武岩質凝灰岩質粘文片岩(暗灰緑 色～灰緑色).石英(灰白色) 忠kｨﾘ｢ĀĀĀĀ

3 儘ﾙﾉ,ｸﾌ9Zﾒｲ 凛ﾉnHｮ(v 霾ｸｼ8､Hｮ#ｩzﾉnHｮ" 桜 井 市 ĀĀĀĀĀ
( 石 室 石 材 調 査 ×) 忠Xｧx62ĀĀĀ

4 仞,ｸﾌ9Zﾒｲｫｹ篷Kﾈ扎﨓ｮ"ﾈﾗｨ憺ﾈｮ"ﾉ(i{ﾙX捧̂ｨ扎﨓ｮ"ﾈ8ﾙX捧̂ｨ扞>ﾈｮ"ﾉ]h88ﾝy{ﾙX捧̂ｨ扎﨓ｮ"ﾉ(i{ﾙ|ｮ"ﾉL9ﾈｮ"ﾉ]h88ﾅﾘｮ"ﾉzﾉnHｮ"ﾉzﾉnHｮ(v霾ｸｼ8､B案良市 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
岩,石英,チャート(周囲の石敷) 流紋岩質溶結凝灰岩:流紋岩(石室) (石室石材調査×) 忠69(i*ﾂĀ

5 兀$｣(ﾘiZﾒｲ 侏I 鵤 齏ｩ 鞏(ﾛ 鶇 扎,ｸﾌ9Zﾘ,i 鞏 倬x. 鋳 桜 井 市 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

6 兀$｣8ﾘiZﾒｲ 東 凛ﾉnHｮ(v 霾ｸｼ8､Hｮ"ĀĀĀĀĀ中央 丶ﾉ竕j(ﾔ永H,ﾘ.(.(ﾔｒĀĀĀĀĀĀĀ

西 ｨ扎﨓ｮ*Hﾗｨ憺ﾈｮ*I阯ﾙ|隶*IL9ﾈｮ*IzﾉnHｮ"ĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
質 溶 結 凝 灰 岩､ 変 輝 線 岩 忠X 鬩8ﾌ2ĀĀĀ

7 兀$｣HﾘiZﾒｲ 東 凛ﾉnHｮ(v 霾ｸｼ8､Hｮ"ĀĀĀĀĀ中央 丶ﾉ竕j(ﾔ永H,ﾘ.(.(ﾔｒĀĀĀĀĀĀĀ

西 侏I 鶇 扎ｮ""ĀĀĀ

8 僖Xﾞ# 畏iZﾒ 竰ｮ" 鵜(2 鐙h 懆ｮ" 桜 井 市 ( 大 字 慈 恩 寺) ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

9 僖X゙ # 俘iZﾒ 竰ｮ" 鵜(2 鐙h 懆ｮ"ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

10 Hﾉ,ｸﾌ9Zﾒｲ 侏I 鶇 扎 﨓ｮ"h 撮 咤 齏ｩ 鞏(ﾛ 竰 桜 井 市 ( 大 字 栗 原) ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

ll H 8ﾉ,ｸﾌ9Zﾒ ｲ 侏I 鶇 扎 ｮ" h 撮 咤 齏ｩ 鞏 (ﾛ 竰

12 8ﾘiZﾒ 竰 處I]ｮ" 鵜(2 陶4H]h8ｮ" 宇 陀 市 ( 榛 原 下 井 足) ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

13 ﾈ6ﾘﾘiZﾒ 竰 阯Ylｨｮ*H 扎ｮ"h 撮 宇 陀 市 ( 榛 原 ひ の き 坂) ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

14 ﾈ6ﾘ(ﾘiZﾒ 竰 阯Ylｨｮ*H 扎ｬ 旭"h 撮ĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

15 ﾈﾌ9Zﾒｲﾈ9ﾒ餃(9ﾘ/y駅+X+ﾙL(燃ﾋI竏h懆ｮ#ｩzﾉnHｮ(vｸｼ8､Hｮ"宇陀市 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
外護列石(加工又はやや加工) (石室石材調査×)花園岩(天井) 忠侏IHｸﾋBĀĀ

16 ﾉ;ｸﾌ9Zﾒ 竰 侏I 竏h 懆ｮ#ｩzﾉnHｮ(vｸｼ8､Hｮ" 宇 陀 市 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
( 石 室 石 材 調 査 ×) 宙ﾋI 佛ｨ*ｨｷRĀĀ

17 萎#(ﾘiZﾒ 竰 侏I 竏h 懆ｮ#ｩzﾉnHｮ(vｸｼ8､Hｮ" 宇 陀 市 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
(石室石材調査×､奥ノ芝2号境に比較的類似) 忠侏IHｸﾋBĀĀ
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後 に 室 生 火 山 岩 の 岩 相 は 宇 陀 市 を 中 心 に 東 に 分 布 　 し､ 桜 井 市 一 帯 は

室 生 火 山 岩 が 確 認 さ れ て い な い｡ 桜 井 市 一 帯 の 碕 積 式 古 墳 か ら は 室 生 火

山 岩 が 確 認 さ れ て い る の で､ 古 墳 を 築 造 す る た め に は 宇 陀 市 か ら 石 材 を

運 ん で く 　 る 　 し か な 　 く､ 『 宇 陀･ 丹 切 古 墳 群 』 の 報 告 書 に よ 　 る 　 と､ そ れ ま

で 調 査 さ れ た10 箇 所 の 栖 積 式 古 墳 の 　 う 　 ち､ 丹 切33 号 境 が 唯 一 の 榛 原 石 の

自 然 産 出 地 で あ る 　 と 記 さ れ て い る｡

一 方､ 泉 森 校 は 樽 積 式 古 墳 で 持 ち 送 り 　 形 態 の 天 井 と 漆 喰 の 有 無 の 連 動

を主な要素と　して挙げている｡筆者はこれをも　と　に漆喰の有無を基準に

再 検 討 を 行 っ た 結 果､ 地 域 ご と 　 に 区 分 で き 　 る 　 こ 　 と 　 を 確 認 し た｡ 漆 喰 を 使

用 す る の は 桜 井 市 一 帯 で あ 　 り､ 忍 坂8･9 号 古 墳 を 除 く 　 と 漆 喰 を 多 量 に 使

用 　 し て い る｡ 逆 に 宇 陀 市 は 南 山 古 墳 を 除 い て は 漆 喰 を 使 用 　 し て い な い｡

地 域 ご と 　 に 漆 喰 の 有 無 が 分 か れ る 理 由 に つ い て は 後 述 す る｡
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図61 樽 積 式 古 墳 の 築 造 に 使 用 　 さ れ た 石 材 の 様 子( 筆 者 撮 影( ④･ ④-1･ ⑥･ ⑦･ ⑧･

⑧ 　1･(9･(9-1･ ⑳･ ⑳1･ ⑪･ ⑬･ ⑬-1･ ⑪･ ⑭-l･ ⑬･ ⑮-1) と 　 報 告 書((D ～ ①-2･ ② ～ ②-2

･ ③･ ⑤. ⑨-l･ ⑦-l･ ⑦-2･ ⑲ 一21 ⑫･ ⑱･ ⑩ 一1) か 　 ら 　 引 　 用( 『 カ 　 ヅ マ 　 ヤ マ 古 墳 発 振 調 査 報

告 書 』 2007､ 『 明 　 日 　 香 村 文 化 財 調 査 研 究 紀 要 』 第11 号2012､ 『 舞 谷 古 墳 群 の 研 究 』

1994､ 　F 桜 井 市 外 鎌 山 北 麓 古 墳 群 』 1978､ 『 榛 原 町 内 遺 跡 発 掘 調 査 概 要 報 告 書 』

1993､ 『 神 木 坂 古 墳 群 　 Ⅱ 』 1988､ 『 書 陵 部 紀 要 』 第59 号2008 か 　 ら 　 引 用)

図61 は 石 専 積 式 古 墳 の 築 造 に 使 わ れ た 石 材 の 加 工 度 を 調 べ る た め､ 報 告

書 お よ び 直 接 踏 査 に よ 　 り 　 撮 影 し た 写 真 で あ る｡ モ ノ ク 　 ロ 写 真 の 場 合､ 石

材 の 加 工 度 は お お よ そ 把 握 で き 　 る が､ 石 種 判 別 か ら 重 要 判 断 基 準 で あ る

色 彩 が 分 か ら な い た め､ 正 確 性 を 高 め る た め､ 報 告 書 の 原 色 写 真 と 直 接

踏 査 に よ 　 り 撮 影 し た 写 真 を 併 用 　 し た｡ 写 真 で 確 認 で き な い 場 合 は､ 報 告
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書 の 写 真 と 石 材 の 説 明 を 積 極 的 に 利 用 　 し た｡ ま た､ 直 接 観 察 し た も の を

含 め､ 各 古 墳 の 石 種 と 加 工 度 に つ い て 触 れ る｡

カ 　 ヅ マ ヤ マ 古 墳: ア ブ ラ イ ト 質 黒 雲 母 花 尚 岩( 灰 　 白 色･ 褐 色)･ 斑 楯 岩

( 暗 緑 色)･ 変 輝 緑 岩( 暗 灰 色)･ 流 紋 岩 質 溶 結 凝 灰 岩( 灰 色)･ 粘 文 片 岩( 灰 緑

色)･ 絹 雲 母 片 岩( 暗 灰 色)･ 泥 質 片 岩( 黒 色) が 確 認 さ れ て お 　 り､ 多 種 多 様

な 石 種 の 使 用 は 確 実 で あ る｡ 特 に､ 宇 陀 市 一 帯 で は 産 出 　 し な い 結 晶 片 岩

系 の 割 合 が 高 い が､ 結 晶 片 岩 系 は 三 重 県 と 和 歌 山 県 北 部 を 経 て 四 国 の 吉

野 川 で 確 認 さ れ る た め､ 碑 積 式 古 墳 の 築 造 の た め に さ 　 ま 　 ざ ま な 石 材 を 使

用 　 し て い る 　 こ 　 と 　 が 明 　 ら か に な っ た｡ 結 晶 片 岩 系 の 石 材 は 真 弓 テ ラ 　 ノ 　 マ エ

古 墳 で も 確 認 さ れ て い る が､ 明 　 日 香 村 の 東 で は 確 認 で き 　 な い た め､ 石 材

使用の地域的区分を知る　こ　と　ができ　る｡石材の加工度は高いほ　う　であ　り､

多量の漆喰を使用　して全体的な古墳の完成度を高めている｡

真 弓 テ ラ 　 ノ 　 マ エ 古 墳: 黒 雲 母 花 園 岩( 灰 白 色 卜 閃 緑 岩( 灰 色)･ 泥 質 片 岩

( 暗 灰 色 ～ 黒 色)･ 泥 質 粘 文 片 岩( 暗 灰 色)･ 玄 武 岩 質 凝 灰 岩 質 片 岩( 暗 灰 緑

色 ～ 灰 緑 色)･ 玄 武 岩 質 凝 灰 岩 質 粘 文 片 岩( 暗 灰 緑 色 ～ 灰 緑 色 卜 石 英( 灰 白

色) が 確 認 さ れ て お 　 り､ 多 種 多 様 な 石 種 の 使 用 は 確 実 で あ る｡ 結 晶 片 岩

系 の 割 合 は 高 い が､ 詳 し く 　 は カ ヅ マ ヤ マ 古 墳 と 類 似 し て い る｡ 石 材 の 加

工度は高いほ　う　であ　り､多量の漆喰を使用　して全体的な古墳の完成度を

高 め て い る｡

庚 申 塚 古 墳: 測 量 調 査 に よ っ て､ 古 墳 の 周 囲 か ら 流 紋 岩 質 龍 結 灰 岩 が

数 点 確 認 さ れ た が､ そ の 　 う 　 ち､ 加 工 形 態 の 異 な る2 点 を 採 集 し た｡ 漆 喰

を 塗 布 し､ 図 面 を 通 　 し て 見 た 加 工 度 は 高 い｡ カ ヅ マ ヤ マ 古 墳 と 　 は 違 い 結

晶 片 岩 は 発 見 さ れ な か っ た｡
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舞 谷2 号 墳: 比 較 的 原 型 が よ 　 く 　 残 っ て い る｡ 灰 色 ま た は 黒 色 に 近 い も

の と､ や や 赤 色 と 灰 色 の 混 ざ っ た 石 材 が 見 え る｡ 石 種 は 灰 色 の 流 紋 岩 質

溶 結 凝 灰 岩､ 黒 雲 母 の 比 率 が 高 い 流 紋 岩 質 溶 結 凝 灰 岩 と 柘 棺 石 を 含 む 派

質 片 麻 岩 系 と 考 え ら れ る( 肉 眼 で 判 別 し た も の な の で 石 種 を 確 定 す る こ

と　はできないが､少な　く　と　も灰色または黒色の流紋岩質溶結凝灰岩であ

る 　 と 確 認 が で き 　 る｡ も ち ろ ん 柘 棺 石 だ か ら 　 と 　 い っ て 精 巧 に 加 工 で き な い

わ け で は な い が､ 石 種 の 性 質 上､ 流 紋 岩 質 溶 結 凝 灰 岩 よ 　 り 　 は 加 工 が 難 し

い) ｡ 黒 雲 母 の 割 合 が 高 い と 板 状 に 割 れ る 性 質 が 強 く､ 泥 質 片 麻 岩 も や

は 　 り 板 状 に 割 れ る 性 質 が 強 い｡ 舞 谷2 号 墳 の 加 工 度 を み た と 　 こ ろ､ 下 か

ら 上 に 行 く 　 ほ ど 加 工 度 が 低 く 　 な る 傾 向 を 見 せ､ 石 材 の 形 状 も 大 き 　 く 　 な る｡

舞 谷3･4 号 墳 と 比 べ る 　 と､ 石 材 が よ 　 く 加 工 さ れ た 比 率 が 低 い｡ 漆 喰 は 壁

と 天 井 に 多 量 に 使 用 　 さ れ て い る｡ 複 数 の 石 種 か ら み て､ 複 数 の 石 切 場 か

ら 運 搬 し て き た も の と 考 え 　 ら れ る｡

舞 谷3･4 号 墳: 報 告 書 に 記 載 さ れ て い る 　 よ 　 う 　 に､ 外 護 列 石 に は 様 々 な

石 種 が 確 認 さ れ て い る｡ 3 号 石 櫛 は 灰 色 の 石 材 が 確 認 さ れ､ 4 号 石 榔( 西)

は 灰 色 と 一 部 の 黒 色 の 石 材 が 確 認 さ れ る｡ 壁 体 の 石 種 は 流 紋 岩 質 溶 結 凝

灰 岩 と 記 載 さ れ て お り､ 2 号 墳 と 同 様､ 漆 喰 が 用 い ら れ て い る｡ 写 真 の

よ 　 う 　 に 非 常 に 精 微 に 加 工 さ れ て お り､ 同 じ 古 墳 群 で あ る に も か か わ ら ず

2 号 墳 と3･4 号 墳 と は 形 状 お よ び 加 工 度 に 差 が あ る｡

忍 坂8･9 号 墳: 一 部 だ け が 残 存 す る｡ 石 材 が 多 く 　 外 部 に 露 出 　 し､ 灰 色

ま た は 黒 色 に 近 い 灰 色 を 帯 び て い る が､ 本 来 は 黄 金 塚 古 墳 の よ 　 う 　 な 灰 色

の 流 紋 岩 質 溶 結 凝 灰 岩 で あ っ た と 考 え ら れ る｡ 漆 喰 が 使 わ れ て い な い 代

わ 　 り 　 に 六 角 形 とT 字 形 の 特 殊 な 平 面 形 を 　 し て お り､ 曲 線 で 加 工 し た 部 分
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も あ 　 り､ 樽 積 式 古 墳 の 中 で も 加 工 度 が 高 い 方 に 属 す る｡

花 山 西 塚 古 墳: 報 告 書 に は 石 種 は 明 記 さ れ て い な か っ た が､ 踏 査 の 際

に 灰 色 と 黒 色 の 石 材 が 確 認 さ れ た｡ ま た､ 一 部 の 天 井 は 花 尚 岩 を 用 い て

築 造 さ れ た｡ 石 種 は 灰 色 の 流 紋 岩 質 溶 結 凝 灰 岩 と 見 え る が､ 黒 色 は 水 分

に よ 　 る 　 も の で あ る｡ 複 数 の 石 種 か ら み て､ 複 数 の 石 切 場 か ら 運 搬 し て き

た も の 　 と 考 え ら れ る｡ 忍 坂8･9 号 境 と 同 程 度 に 加 工 度 が 高 い｡ 特 に､ 石

櫛 に 門 を 固 定 す る 施 設 の 痕 跡 と 切 石 切 組 積 の 工 法 が､ 壁 石 の さ ま 　 ざ ま な

部 分 か ら 確 認 で き 　 る｡ 漆 喰 を 使 用 　 し て い る｡

花 山 東 塚 古 墳: 花 山 西 塚 古 墳 と 同 様､ 石 種 の 調 査 は 行 わ れ て い な い が､

花 山 西 塚 古 墳 と ほ ぼ 同 様 の 石 材 を 使 用 し､ 天 井 は 花 園 岩 を 用 い て い る0

異 な る 点 は､ 花 山 西 塚 古 墳 は 碑 積 式 石 櫛､ 花 山 東 塚 古 墳 は 碑 積 式 石 室 で

あ る｡ 花 山 西 塚 古 墳 や 忍 坂8 号 古 墳 の よ 　 う 　 に､ 曲 線 の 加 工 の 痕 跡 は 見 ら

れ な い が､ そ れ に 準 ず る 加 工 度 と 漆 喰 が 確 認 さ れ て い る た め､ 花 山 西 塚

古 墳 と 　 と 　 も に も 完 成 度 が 高 い と 考 え ら れ る｡ 複 数 の 石 切 場 か ら 運 搬 し

た も の 　 と 考 え 　 ら れ る｡

南 山 古 墳: 入 口 が 崩 れ て い る た め 石 室 内 部- は 入 れ な い｡ 外 側 か ら の

観 察 と 『 榛 原 町 内 遺 跡 発 掘 調 査 概 要 報 告 書 』 (1992-1994) に よ る 　 と､ 柱

状節理･板状節理を利用　した流紋岩質溶結凝灰岩の板石が用いられたと

記 載 さ れ て い る｡ 灰 色 ま た は は っ き 　 り 　 し な い が 黒 色 に 見 え る 石 材 が 確 認

さ れ て お り､ 流 紋 岩 質 溶 結 凝 灰 岩 の 色 の 特 徴 を 示 す｡ 石 材 の 加 工 度 は 高

い ほ う で 漆 喰 を 使 用 　 し て い た｡ 碑 積 式 古 墳 の 中 で 石 室 の 高 さ が も 高 く､

精 微 に 加 工 さ れ て い る の に 比 べ､ 石 材 の 厚 さ が20cm を 超 え る こ 　 と 　 も 確 認

さ れ て お り､ 加 工 さ れ た 石 材 の 厚 さ の 偏 差 が 大 き い｡
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西峠古墳:直接観察と現地の説明版に流紋岩質熔結凝灰岩を使用　した

と 記 載 さ れ て い る が､ 実 際､ 石 室 を 見 る 　 と 灰 色 の 石 材 と 赤 と 茶 色 の 混 ざ

っ た 石 材 が 確 認 さ れ て お 　 り､ 複 数 の 石 種 と 考 え ら れ る｡ 石 材 の 加 工 度 は

宇 陀 市 で 確 認 さ れ る 　 も の 　 と 似 て お 　 り､ 灰 色 系 　 と 赤･ 茶 色 系 の 加 工 度 の 違

い が 認 め 　 ら れ る｡

神 木 坂2 号 墳: 発 掘 調 査 報 告 書 に よ 　 る 　 と､ 板 状 の 榛 原 石 を 積 み 上 げ て

構 築 さ れ た と 記 載 さ れ て い る だ け で､ そ れ 以 上 の 石 材 の 情 報 は 分 か り 　 に

く 　 い｡ さ 　 ら に 石 室 の 大 半 が 破 壊 さ れ て 存 在 し な い た め､ 石 種 の 判 別 は 不

可 能 で あ る｡ た だ､ 報 告 書 の 写 真 か ら み る 　 と､ 加 工 度 は 宇 陀 市 で 所 在 す

る 樽 積 式 古 墳 と 似 た よ 　 う 　 な 水 準 で あ 　 り､ 漆 喰 は 使 わ れ て い な い0

丹 切33 号 墳: も 石 室 の 原 型 が よ 　 く 　 残 っ て い る｡ 板 石 の 形 態 に 加 工

し て い る が､ 他 の 席 積 式 古 墳 に 比 べ て 加 工 度 は 低 く､ 漆 喰 も 使 用 　 し て い

な い｡ 天 井 は 花 園 岩 を 使 っ て い る の で､ 複 数 の 石 種 が 使 わ れ た こ 　 と 　 が 分

か る｡ 壁 石 の 石 材 表 面 に は 赤 と 茶 色 が 含 ま れ て お 　 り､ 石 材 の 断 面 は 黒 色

が 多 く 確 認 さ れ て お り､ こ の よ 　 う 　 な 違 い は 風 化 作 用 に よ る も の と 考 え ら

れ る｡ 断 面 形 態 か ら 考 え る 　 と､ 片 麻 岩 系 統 で 古 墳 周 辺 か ら 石 材 を 調 達 し

た も の 　 と 　 見 ら れ る が､ 『 宇 陀･ 丹 切 古 墳 群 』 に よ れ ば､ そ れ ま で 発 見 さ

れ た 碑 積 式 古 墳 の う 　 ち 唯 一､ 榛 原 石 の 自 然 産 出 地 に 築 造 さ れ た 古 墳 で あ

り､ 図59 の 地 質 図 で は､ 泥 質 片 麻 岩 系 統 の 地 質 帯 に 位 置 す る｡ ま た､ 近

く 　 の34 号 境 の 石 室 の 築 造 石 材 や 古 墳 群 の 周 辺 で 確 認 さ れ て い る 石 材 は 片

麻 岩 系 統 で あ る｡

奥 ノ 芝1･2 号 古 墳: 報 告 書 に よ 　 る 　 と､ 石 種 は 石 英 粗 面 岩 と 記 載 さ れ て

お 　 り､ 2 号 境 は 天 井 石 も 残 存 し て い る が､ 花 園 岩 で あ る｡ 石 材 は 比 較 的
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よ 　 く 　 加 工 さ れ て お 　 り､ 壁 石 の 下 部 が 上 部 よ 　 り 加 工 度 が 良 い｡ 観 察 結 果､

灰 色 と 黒 色､ 赤 色 と 褐 色 な ど､ 多 様 な 色 を 持 つ 石 材 が 混 在 し て い る が､

色 別 に 岩 質 や 加 工 状 態 に お い て や や 違 い が 確 認 さ れ､ 灰 色 と 黒 色 の 石 材

が 赤 色 と 褐 色 の 石 材 よ 　 り 　 比 較 的 加 工 度 が 高 い｡ 少 な く 　 と 　 も4 種 類 以 上 の

石 種 が 観 察 さ れ る た め､ 古 墳 の 築 造 の た め に 様 々 　 な 場 所 か ら 石 材 を 運 ん

で き た に 違 い な い が､ あ い に く 　 古 墳 の 位 置 す る 場 所 を 中 心 に1km ほ ど で､

多 様 な 石 種 が 分 布 し て お り､ 様 々 な 種 類 の 石 材 を 入 手 し や す い 環 境 に あ

っ た も の 　 と 考 え ら れ る｡

黄 金 塚 古 墳 　 こ 　 石 室 の 内 部 を 見 る 　 こ 　 と は で き な か っ た が､ 報 告 書 の 写 真

か ら 考 え る 　 と､ 大 部 分 に 灰 色 の 石 材 が 使 わ れ た と 考 え ら れ る｡ 部 分 的 に

黒 色 に 近 い 石 材 も 確 認 で き る｡ 『 舞 谷 古 墳 群 の 研 究 』 に 記 載 さ れ た 石 種

を 見 る 　 と､ 灰 色 の 紋 岩 質 溶 結 凝 灰 岩 に 分 類 さ れ て お 　 り､ 板 状､ 特 に 縦 に

割 れ る 性 質 を 持 つ｡ 黄 金 塚 古 墳 の 石 材 に は い く 　 つ か の パ タ ー ン が あ る が､

精 巧 に 加 工 し て､ 漆 喰 を 使 っ て 完 成 度 を 高 め た た め､ 樽 積 式 古 墳 の 中 で

加 工 度 が 高 い 方 で あ る｡ 外 部 の 敷 石 施 設 か ら は 様 々 な 石 種 が 確 認 さ れ て

お 　 り､ 複 数 の 石 切 場 か ら 持 っ て き た こ 　 と が 分 か る｡

以 上､ 樽 積 式 古 墳 の 石 種､ 加 工 度､ 漆 喰 を 観 察 し た｡ そ の 結 果､ す べ

て の 碑 積 式 古 墳 に 複 数 の 石 種 が 存 在 し､ 地 質 帯 の 異 な る 石 種 も 混 ざ っ て

い る た め､ 石 材 を 確 保 す る た め の 複 数 の 山 地 が 存 在 し､ 運 搬 経 路 も 多 様

で あ っ た こ 　 と が 分 か る｡ 例 え ば､ 結 晶 片 岩 の 場 合､ 古 墳 石 材 の 使 用 範 囲

は 時 期 に よ っ て 異 な る が､ す べ て 奈 良 盆 地 の 西 南 の 御 所 市 を 中 心 に 確 認
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さ れ て い る( カ ヅ マ ヤ マ 古 墳 発 掘 調 査 報 告 書2007) ｡ ま た､ 御 所 市 は

和 歌 山 県 北 部 の 橋 本 市 か ら 和 歌 山 市 ま で 狭 く 　 て 長 い 平 野 と 川 が つ な が 　 り､

その下には結晶片岩層が広く　分布してお　り､供給経路と　山地を推測する

こ 　 と 　 が で き 　 る｡ ま た､ 結 晶 片 岩 が 使 用 　 さ れ た 範 囲 の 東 の 境 界 は 現 在 の 明

日 香 村 ま で と 確 認 さ れ て お 　 り､ 樽 積 式 古 墳 の 築 造 に お い て､ 時 期･ 地 域･

階 層 別 に 窓 意 ま た は 他 意 に よ る 石 材 の 選 好 度 が あ っ た 可 能 性 も 推 測 で き

る｡

一 方､ 桜 井 市 一 帯 に 築 造 さ れ た 樽 積 式 古 墳 は 加 工 度 が 高 く､ ほ と ん ど

が 漆 喰 を 使 用 　 し て い る｡ こ れ に 対 し､ 花 山 塚 古 墳 群 の 東 側 の 宇 陀 市 一 帯

に 位 置 す る 席 積 式 古 墳 は､ 古 墳 ご と 　 に 程 度 の 差 が あ る が､ 桜 井 市 一 帯 に

築 造 さ れ た 碑 積 式 古 墳 よ 　 り 加 工 度 が 低 く､ 漆 喰 も 確 認 さ れ て い な い0

3. 類 型 設 定 の 再 検 討

100 年 以 上 に 及 ぶ 碕 積 式 古 墳 の 研 究 史 で は 様 々 　 な テ ー マ が 扱 わ れ て き

た｡ そ の 　 う 　 ち､ 類 型 化 ま た は 型 式 分 類 に 関 す る 研 究 は 比 較 的 少 な い｡ こ

れ は 現 在 ま で 知 ら れ て い る 基 数 が 少 な い た め 類 型 化 が 難 し く､ 碑 積 式 古

墳 そ の も の の 関 心 が 低 か っ た こ 　 と が 原 因 の 一 つ で あ る｡ し か し､ 古 墳 研

究 に お け る 類 型 化 ま た は 型 式 分 類 は も 基 礎 的 な 研 究 で あ る た め､ 必 ず

行 わ れ な け れ ば な ら な い｡ そ の た め こ 　 こ で は､ 既 存 の 研 究 を 補 完 す る こ

と 　 に よ っ て､ 類 型 化 ま た は 型 式 分 類 に つ い て 再 検 討 し､ 類 型 別 の 編 年 を

通 　 じ て 変 遷 過 程 と そ れ が 持 つ 意 味 に つ い て 考 察 す る｡

泉 森 校 は 漆 喰 の 使 用 有 無 と 石 室 平 面 型 を4 種 類 に 分 け､ 組 合 せ に よ っ

て4 類 型 を 設 定 し た｡ 猪 熊 兼 勝 は､ 飛 鳥 時 代 の 墓 室 を 石 棺 式 石 室 と 切 石
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布 積 横 穴 式 石 室 を 基 本 形 に 設 定 し た｡ 楠 元 哲 夫 は 宇 陀 地 域 の 終 末 期 古 墳

を､ 平 面 形 態 に よ 　 り､ 栖 榔 式 石 室 と 樽 郭 横 口 式 石 櫛 に 分 け た｡ 鹿 瀬 和 雄

は 終 末 期 古 墳 をA ～F 型 に 分 類 し､ そ の 中 で 碑 榔 式 石 室 をD 型 に 設 定 し た｡

金 杢 運 は 平 面 形 態 と 立 面 形 態 を 基 準 に5 つ の 類 型 に 分 類 し て い る｡

従 来 の 研 究 を 検 討 し た 結 果､ 近 研 究 さ れ た 金 杢 運 の 分 類 案 を 除 い て､

こ れ ま で の 分 類 基 準 に 用 い ら れ て き た 属 性 は､ 樽 積 式 古 墳 の 分 類 に は 適

し て い な い｡ さ 　 ら に､ 従 来 の 分 類 案 の も 大 き な 問 題 点 は､ 碑 積 式 古 墳

を 石 櫛 と 石 室 に 　 区 分 せ ず に 類 型 化 を 行 っ て い た こ 　 と で あ る｡ ま た､ こ

れ ま で 発 見 さ れ た 碑 積 式 古 墳 が 計20 基 を 超 え な い に も 関 わ ら ず､ 地 域 別

ま た は､ 少 な い 基 数 で 分 類 し て お り､ 信 頼 性 に 問 題 が あ る｡ し た が っ て､

こ こ で は ま ず 樽 積 式 石 櫛 と 碑 積 式 石 室 に 大 別 し た 後､ 型 式 分 類 の も 塞

本 と な る 樽 積 式 古 墳 の 平 面 お よ び 断 面 の 形 態 を 中 心 に､ 分 類 可 能 な す べ

て の 古 墳 を 対 象 に 検 討 を 進 め る｡
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表15 　 樽 積 式 石 櫛 と 席 積 式 石 室 の 属 性 表( 筆 者 作 成)

碍積式石榔(Ⅰ) 

連 番 冖ﾉ 兌ﾙl｢ 断 面 俯ﾘｿ"ĀĀĀĀ

形 態 佝BĀĀĀ

1  兀 $ ｣ 8 ﾘ i Z ﾒ 東  1 ?  冲 ﾂ Ā Ā Ā Ā Ā

2  剪  冲 ﾂ

3  剞 ｼ  ?  冲 ﾂ Ā Ā

4  兀 $ ｣ H ﾘ i Z ﾒ 東  1  冲 ﾂ Ā Ā Ā Ā Ā

5  剪  冲 ﾂ

6  剞 ｼ   冲 ﾂ Ā Ā

7  H ﾉ , ｸ ﾌ 9 Z ﾒ 2  冲 ﾂ Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

8  萎 # ( ﾘ i Z ﾒ ?  冖 2 Ā Ā Ā Ā Ā Ā

碑積式石室(Ⅱ) 

連 番 冖ﾉ 平 面 形 態 ilｨﾆB 漆 喰 ĀĀĀĀĀĀ

1  仞 , ｸ ﾌ 9 Z ﾒ B  有  Ā Ā Ā Ā Ā

2  兀 $ ｣ ( ﾘ i Z ﾒ A  有  Ā Ā Ā Ā

3 H8ﾉ,ｸﾌ9ZﾒA? 有 ĀĀĀĀĀ

4  僖 X ﾞ # 畏 i Z ﾒ C  釘 無  Ā Ā

5  僖 X ﾞ # 俘 i Z ﾒ C  釘 無  Ā Ā

6  8 ﾘ i Z ﾒ A  無  Ā Ā Ā Ā Ā Ā

7  ﾈ 6 ﾘ ﾘ i Z ﾒ A  無  Ā Ā Ā Ā Ā Ā

8  ﾈ 6 ﾘ ( ﾘ i Z ﾒ A  無  Ā Ā Ā Ā Ā

9  ﾈ ﾌ 9 Z ﾒ A  有  Ā Ā Ā Ā Ā

1 0  ﾉ ; ｸ ﾌ 9 Z ﾒ A  無  Ā Ā Ā Ā

ll ｨ5x7ﾘ8H7ﾘﾌ9ZﾒA 有 ĀĀĀĀ

※ 玄 室( 石 榔)+ 羨 道 の 場 合, 　 玄 室( 石 榔) の 断 面 を 計 測 　 し, 　 奥 室( 石 榔)+ 玄

( 前) 室+ 羨 道 の 場 合 は 奥 室( 石 櫛) 十 玄( 前) 室 を 計 測 　 し た｡ 忍 坂8･9 号 墳 の 面

積 は 発 掘 報 告 書 の 計 測 値 に 基 づ き, 　 測 定 さ れ た｡ カ 　 ヅ マ ヤ マ 古 墳 の 断 面 様

相 に お い て は 復 元 図 に 基 づ く 　 推 定 形 態 で あ る た め､ 説 明 で は 除 外 　 し た｡

ま ず､ 碑 積 式 古 墳 を 碑 積 式 石 櫛 と 碕 積 式 石 室 に 大 別 し､ そ れ ぞ れ Ⅰ ･

Ⅱ 　 と す る｡ 次 に､ 平 面 形 態 と 　 断 面 形 態 に よ 　 っ て 分 類 し､ と 　 く 　 に 平 面 形 態

に よ っ て 樽 積 式 石 を2 類 型､ 碑 積 式 石 室 を3 類 型 に 分 類 す る｡

247



碑 積 式 石 榔( Ⅰ ) : A. 玄 室( 石 榔)+ 羨 道､ B. 奥 室( 石 榔)+ 玄( 前) 室+ 羨 道

碕 積 式 石 室( Ⅱ) : A. 玄 室+ 羨 道､ B. 玄( 後) 塞+ 前 室+ 羨 道､ C. 一 般 的 な

碑 積 式 古 墳 の 平 面 形 態( 長 方 形) と は 異 な る 特 殊 形 態

断 面 形 態 は4 つ に 分 け 　 ら れ る｡

1 : 垂 直 に 近 く 　 積 み 上 げ た 四 角 形 及 び 梯 形

2 : 垂 直 に 積 み 上 げ た 後､ 内 傾 さ せ て 六 角 形 に な る 　 も の

3 : 判 断 が 難 し い 六 角 形 又 は 考 薩 形

4 : 特 殊 形

碑 積 式 石 榔(. Ⅰ ) はI Al 類､ I B2 類 が 存 在 す る｡ I Al 類 型 は､ 漆 喰 を 使

用 　 し て お り､ 羨 道 の 幅 が 石 櫛 の 幅 と 比 べ る 　 と､ 同 じ か 広 い も の で あ 　 り､

Ⅰ 類 型 の 全 体8 基 の 中､ I Al 類 が6 基 を 占 め て い る｡ 個 体 ご と 　 に 細 部 の 違

い は あ る が､ 全 体 的 な 形 状 は 近 似 し て い る｡ こ れ を 見 る 　 と､ I Al 類 が 一

般 的 な 栖 積 式 石 櫛 と い え る｡ し か し､ 確 認 さ れ た 例 は2 基 に 過 ぎ ず､ 育

墳 群 ご と 　 に 異 な る 類 型 に 築 造 さ れ た 可 能 性 も あ る｡

I B2 の 平 面 形 態 は 奥 室( 石 榔)+ 玄( 前) 塞+ 羨 道 で あ 　 り､ 断 面 形 態 は 六 角

形 を 呈 す る｡ 花 山 西 塚 古 墳1 基 の み が 該 当 　 し､ 単 独 で 構 築 さ れ て い る｡

一 方､ 舞 谷3･4 号 境 は 同 じ 墳 丘 内 に3 基 ず つ 複 数 で 構 築 さ れ て お り､ 違 い

が 確 認 で き 　 る｡ 羨 道 は 両 袖 式 で あ 　 り､ 漆 喰 が 用 い ら れ て い る 　 天 井 は 花

園 岩 が 用 い ら れ て お り､ 壁 と 差 が な い ほ ど 精 巧 な 加 工 度 を 示 し て い る0

石 種 も 天 井 を 除 け ば､ 流 紋 岩 質 溶 結 凝 灰 岩 を 使 用 す る｡

碑 積 式 石 室( Ⅱ) は ⅡAl､ ⅡA2､ ⅡA3､ ⅡB2､ ⅡC の5 類 型 に 分 け ら れ る｡

ⅡAl の 平 面 形 態 は 玄 室+ 羨 道 で あ 　 り､ 断 面 形 態 は 四 角 形 又 は 台 形 を 呈 す

る｡ こ の 類 型 に 該 当 す る 古 墳 と 　 し て は､ 花 山 東 塚 古 墳､ 奥 ノ 芝1 号､ 西
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峠古墳が該当　し､その　う　ち桜井市に位置する花山東塚古墳は前半部が破

壊 さ れ､ 明 　 ら か で は な い が､ 墳 丘 お よ び 石 室 の 全 体 的 な 大 き 　 さ 　 を 考 え る

と 　 ⅡAl と 推 定 さ れ る｡ 石 種 は 流 紋 岩 質 溶 結 凝 灰 岩 を 使 い､ 漆 喰 を 使 用 　 し

て い る｡ 天 井 は 花 尚 岩 で あ 　 り､ 花 山 西 塚 古 墳 と 　 は 異 な 　 り､ 板 石 状 に は 加

工 さ れ て い な い｡ 一 方､ 宇 陀 市 に 位 置 す る 奥 ノ 　 芝1 号､ 西 峠 古 墳 は 花 山

東 塚 古 墳 と 異 な 　 り､ 漆 喰 は 使 わ れ ず､ 石 種 は 石 英 粗 面 岩 と 流 紋 岩 質 溶 結

凝 灰 岩 を 使 用 す る｡ 花 山 東 塚 古 墳 と 奥 ノ 芝1 号､ 西 峠 古 墳 の 間 に 築 造 の

差 異 が 確 認 さ れ る｡

ⅡA2 の 平 面 形 態 は 玄 室 十 羨 道 で あ 　 り､ 断 面 形 態 は 六 角 形 を 呈 す る｡ こ

の 類 型 に は 舞 谷2 号 境 と 南 山 古 墳 が あ る｡ い ず れ も 漆 喰 が 使 用 　 さ れ て お

り､ 石 材 の 加 工 度 は 高 い が､ 南 山 古 墳 の 方 が よ 　 り 　 高 い｡ 両 袖 式 羨 道 を 持

ち､ 立 地 は 単 独 で 位 置 し て い る｡ 両 古 墳 は そ れ ぞ れ 特 徴 を 持 っ て い る が､

舞 谷2 号 境 は 階 段 状 の 持 ち 送 り 　 天 井 を も つ｡ 南 山 古 墳 は 壁 の 下 段 と 　 中 段

に 厚 さ 約20cm 程 度 の 石 材 が 用 い ら れ て い る が､ こ れ は 他 の 樽 積 式 古 墳 の

石 材 の 厚 さ が5-10cm で あ る 点 と 比 較 す る 　 と､ 目 立 っ 部 分 で あ る｡ 違 い

と 　 し て は 天 井 石 の 違 い が 挙 げ ら れ る が､ 舞 谷2 号 墳 は 壁 体 と 　 同 　 じ 石 種 で

あ る が､ 南 山 古 墳 は 花 園 岩 で あ る｡ 構 築 地 域 も 桜 井 市､ 宇 陀 市 に そ れ ぞ

れ 位 置 す る｡

ⅡA3 の 平 面 形 態 は 玄 室 十 羨 道 で あ 　 り､ 断 面 形 態 は 六 角 形 と 等 薩 形 の 中

間 の 形 態 で 積 み 上 げ ら れ て い る｡ こ の 類 型 に は 丹 切33 号 墳 と 奥 ノ 芝2 号

境 が あ り､ 全 て 宇 陀 市 に 位 置 し て い る｡ 漆 喰 は 使 わ れ て い な い｡ ま た､

組 合 せ 形 石 棺､ 両 袖 式 羨 道､ 石 室 の 規 模 な ど 様 々 な 点 に 共 通 性 が 確 認 さ

れ る｡ 断 面 形 態 の 基 準 を 少 し 緩 和 す る 　 と､ ⅡA3 と 　 ⅡA2 は 同 じ 類 型 と 見 て
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問 題 な い｡ さ 　 ら に 詳 し く 　 見 て み る 　 と､ 壁 石 加 工 度 と 漆 喰 の 有 無､ 壁 石 で

角 度 を 減 ら 　 し て 積 み 上 げ ら れ た 形 態､ ほ 　 と 　 ん ど 加 工 さ れ て い な い 天 井 石

の使用に共通　した特徴がある｡特に天井は百済の考薩形のよ　う　に も高

い 地 点 に 一 枚 や 二 枚 で 仕 上 げ て い る 形 で は な 　 く､ 肩 部 分 か ら 角 度 を 減 ら

し､ 日 本 の 一 般 的 な 横 穴 式 石 室 の 平 天 井 の よ 　 う 　 に 築 造 さ れ て い る｡ 考 薩

形 の よ 　 う 　 に 見 え る の は､ 築 造 技 術 水 準 の 格 差 ま た は 完 成 度 の 違 い､ 後 世

の 変 形 な 　 ど の 理 由 が 推 定 で き 　 る｡ し か し､ 現 状 と 　 し て は 断 面 の 形 態 が 同

じ で は な い た め､ 一 旦 分 け て 分 類 し た｡

黄 金 塚 古 墳 の 報 告 書 で は､ 墓 室 状 区 画 と 　 羨 道 を 区 分 し､ 玄( 徳) 塞+ 前

室+ 墓 室 状 区 画+ 羨 道 と 　 さ れ て い る が､ 墓 室 状 区 画 は 羨 道 の 延 長 と 見 る の

が 妥 当 で あ る｡ ⅡB2 型 に あ た 　 り､ 黄 金 塚 古 墳 が 唯 一 で あ る｡ 平 面 形 態 は

玄( 後) 室 十 前 室+ 羨 道 で､ 断 面 形 態 は 六 角 形 で あ る｡ 黄 金 塚 古 墳 も あ る 意

味特殊な形態といえる｡その理由　と　しては構築位置が奈良市であ　り　他の

古墳と　はかな　り　離れてお　り､墳丘の大き　さ　も他の古墳と　比べてはるかに

大 き い. ま た､ 玄 室 の 大 き 　 さ 　 も9.76m2 で､ 5m2 代 の 他 の 古 墳 と 　 比 較 　 し て

も 明 　 ら か に 異 な る｡ 漆 喰 を 使 用 　 し､ 石 材 の 加 工 度 が 高 い｡ し た が っ て､

既 に7 世 紀 中 葉 に こ れ ほ ど の 規 模 を 持 つ 古 墳 は 王 族 ま た は そ れ に 準 ず る

古 墳 で あ る 　 と 考 え ら れ､ 実 際 に 宮 内 庁 に よ っ て 管 理 さ れ て き た｡ こ の こ

と　から､黄金塚古墳を基準に他の碍積式古墳の階層を推定でき　る　と考え

ら れ る( 宮 内 庁 に よ 　 る 被 葬 者 は､ 発 掘 に よ 　 り 　 明 　 ら か に な っ た 古 墳 の 年 代

と 　 お よ そ1 世 紀 の 隔 た 　 り 　 が あ る た め､ 妥 当 で は な い が､ 当 時 の 皇 族 な 　 ど

高 い 地 位 の 人 物 が 埋 葬 さ れ て い た こ 　 と 　 は 間 違 い な い)0

ⅡCは特殊形態であ　り､平面形態は墳丘の規模を考慮する　と　玄室十羨道
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と 推 定 さ れ る｡ た だ､ 断 面 形 態 は 破 壊 さ れ､ 全 貌 は 分 か ら な い｡ 忍 坂8

号 墳 は 玄 室 の 平 面 が 六 角 形 を 呈 し て お 　 り､ 忍 坂9 号 墳 は 横 長 方 形､ い わ

ゆ るT 字 形 で あ る｡ 共 通 の 特 徴 と 　 し て は 排 水 路 が 設 け 　 ら れ て い る 　 こ 　 と､

桜井市に位置する古墳なかで､漆喰を使っていないこ　と　な　どが挙げられ

る｡ 他 の 樽 積 式 古 墳 と 　 は 異 な る 独 特 な 構 造 と 形 態 を 呈 す る｡

その他に宇陀市に位置する神木坂2号境はほ　と　ん　ど破壊され構造を把

握 す る 　 こ 　 と 　 が 困 難 な た め､ 類 型 設 定 は 行 わ な い｡ 平 面 形 態 は Ⅱ 類 と 推 定

さ れ る が､ 断 面 形 態 は 不 明 で 漆 喰 は 使 わ れ て い な か っ た｡ こ れ に よ 　 り､

平 面 形 態 の 概 念 の み が 同 じ で あ 　 り､ そ れ 以 外 は 全 て 異 な る た め､ 花 山 西

塚 古 墳 と 　 同 じ 類 型 と 　 は い い が た い｡ カ ヅ マ ヤ マ 古 墳 も ほ と ん ど 破 壊 さ れ

構 造 を 把 握 す る 　 こ 　 と 　 が 困 難 な た め､ 類 型 設 定 は で き な い｡ 平 面 形 態 は Ⅱ

A が 確 実 だ が､ 断 面 形 態 は 不 明 で あ る｡ 一 方､ 真 弓 テ ラ 　 ノ 　 マ エ 古 墳 は カ

ヅ マ ヤ マ 古 墳 よ 　 り 　 も 破 壊 が 激 し い の で 平 面 形 態 を Ⅱ 類 と 推 定 す る 以 外 に

は 分 か ら な い｡ 以 上 の よ 　 う 　 に 分 類 し た 結 果､ 碕 積 式 石 櫛 が2 類 型､ 樽 積

式 石 室 が5 類 型､ 計7 類 型 に 分 け 　 ら れ た｡ こ れ を 表 に ま 　 と 　 め る 　 と 表16 の よ

う 　 に な る｡
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表16 　 樽 積 式 古 墳 の 類 型 分 類( 筆 者 作 成)

j ∴.i

鷲; 意 王=7

3ミ恕-
- - 　 ･ p - 　 t p - _

霧麗

④

図62 　 樽 積 式 石 櫛 の 類 型I Al ( ① ～ ③) とI B2 ( ④) ( ① 舞 谷3 古 墳､ ② 　 舞

谷4 号 墳( 東)､ ③ 　 舞 谷4 号 墳( 酉)､ ④ 　 花 山 西 塚 古 墳)

( 『 舞 谷 古 墳 群 の 研 究 』 1994､ か 　 ら 　 引 用)
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図63 　 樽 積 式 石 室 の 類 型 ⅡAl ( ① ～ ②) ､ ⅡA2 ( ⑤ ～ ⑥) ､ ⅡA3 ( ④

⑦) ､ Ⅱ82( ③) ､ Ⅱ¢( ⑧ ～ ⑨) ( ① 花 山 東 塚 古 墳､ ② 丹 切33 号 填､ ③ 黄

金 塚 古 墳､ ④ 奥 ノ 芝2 号 填､ ⑤ 舞 谷2 古 墳､ ⑥ 南 山 古 墳､ ⑦ 丹 切33 号 填､ ⑧ 忍 坂8

号 填､ ⑨ 忍 坂9 号 墳) ( ① ･ ⑧ . ⑨ 『 桜 井 市 外 鎌 山 北 麓 古 墳 群 』 1978､ ② . ⑦ 『 宇

陀･ 丹 切 古 墳 群 』 1975､ ③ 『 書 陵 部 紀 要 』 59 号2008､ ④ 『 宇 陀 福 地 の 古 墳 』 197

2､ ⑤ 『 舞 谷 古 墳 群 の 研 究 』 1994､ ⑥ 『 榛 原 町 内 遺 跡 発 掘 調 査 概 要 報 告 書 』 1993
-1995､ か 　 ら 　 引 用)
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次 に､ 設 定 さ れ た 類 型 の 意 味 に つ い て 検 討 し､ 各 古 墳 の 編 年 と 変 遷 過

程 に つ い て 考 察 す る｡

カ ヅ マ ヤ マ 古 墳 は､ 版 築 盛 土 か ら 発 見 さ れ た 土 器 か ら7 世 紀 後 半 に 編

年 さ れ て い る｡ 真 弓 テ ラ ノ マ エ 古 墳 は､ マ ル コ 山 古 墳 と の 間 に 位 置 し て

い る が､ 当 時 の 調 査 結 果 か ら､ 棺 台 の 材 料 と 　 し て 使 わ れ た 平 瓦 か ら7 世

紀 前 半 と 推 定 さ れ る が､ 版 築 が 古 墳 に 使 わ れ た 時 期､ 周 辺 に あ る 様 々 な

古 墳 の 編 年､ 古 墳 残 存 形 態( 全 体 構 造) が カ ヅ マ ヤ マ 古 墳 と 類 似 し て い

る 　 こ 　 と な ど か ら､ 7 世 紀 後 半 と 見 る の が 妥 当 で あ る｡ 舞 谷2 号 墳 は 本 格 的

に 発 掘 が 行 わ れ て い な い た め､ 正 確 な 年 代 は 不 明 で あ る｡ た だ し､ 碑 積

式 石 室 と い 　 う 平 面 形 態 と 断 面 形 態 か ら 推 定 す る 　 と､ 7 世 紀 中 葉 に 編 年 さ

れ て い る 黄 金 塚 古 墳 や 南 山 古 墳 に 類 似 し て い る 点 や､ 同 じ 古 墳 群 の 舞 谷

3･4 号 墳 の 発 掘 調 査 で は 土 器･ 鉄 器･ 金 工 品 が 確 認 さ れ､ 7 世 紀 中 葉 に 編

年 さ れ て い る 　 こ 　 と か ら 舞 谷2 号 境 も7 世 紀 中 葉 頃 と 推 定 さ れ る｡ 忍 坂8･9

号 墳 は 発 掘 調 査 で7 世 紀 中 葉 の 土 器 が 出 土 し て い る｡ 花 山 西 塚 古 墳 と 花

山 東 塚 古 墳 は 全 面 的 な 発 掘 調 査 が 行 わ れ て お ら ず､ 出 土 遺 物 も 確 認 さ れ

て い な い た め､ 年 代 を 判 断 す る 根 拠 が な い｡ 花 山 西 塚 古 墳 の 全 体 構 造 は

横 口 式 石 櫛 と 類 似 し て い る が､ 横 口 式 石 櫛 は 時 期 ご と に 全 体 的 な 構 造 の

変 化 が 見 ら れ る｡ 花 山 西 塚 古 墳 と 類 似 し た 構 造 を 持 つ 横 口 式 石 櫛 は 概 ね

7 世 紀 中 葉 を 中 心 に 築 造 さ れ て お り､ 花 山 西 塚 古 墳 も 同 時 期 に 築 造 さ れ

た と 推 定 さ れ る｡ 花 山 東 塚 古 墳 は 花 山 西 塚 古 墳 と セ ッ ト を な す 古 墳 で あ

り､ 古 墳 の 構 造 以 外 の 石 種､ 加 工 度､ 築 造 技 法､ 漆 喰 な ど が 酷 似 し て い

る の で､ 花 山 西 塚 古 墳 と 　 同 じ7 世 紀 中 葉 と 推 定 さ れ る｡ 南 山 古 墳 で は 須

恵 器 と 土 師 器 が 出 土 し､ 7 世 紀 中 頃 か ら 後 半 に 編 年 さ れ る｡ 西 峠 古 墳 か
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ら 　 も 須 恵 器､ 土 師 器 が 出 土 し､ 7 世 紀 中 葉 と 推 定 さ れ て お 　 り､ 奥 ノ 芝2 号

墳 と 神 木 坂2 古 墳 と 　 の 石 室 石 材 加 工 の 構 築 法 な 　 ど が 類 似 　 し て い る の で､

同 時 期 に 築 造 さ れ た 古 墳 と 　 し て 編 年 さ れ て い る｡ 神 木 坂2 古 墳 か ら は 須

恵 器､ 土 師 器 が 出 土 し､ Ⅲ 型 式1 段 階､ 飛 鳥 Ⅱ 期 に 比 定 さ れ､ 7 世 紀2 四

半 期( 前 半 ～ 中 葉) に 編 年 さ れ る｡ 丹 切33 号 墳 と 奥 ノ 　 芝2 号 墳 か ら は 須

恵 器､ 土 師 器 が 出 土 し て お 　 り､ 丹 切33 号 墳 は7 世 紀 前 半､ 奥 ノ 芝2 号 墳 は

7 世 紀 前 半 か ら 　 中 葉 に 編 年 さ れ て い る｡ ま た､ 奥 ノ 　 芝1 号 墳 か ら は7 世 紀

中 葉 の 須 恵 器 が 出 土 し て い る｡ 後 に 黄 金 塚 古 墳 は 発 掘 調 査 の 結 果､ 土

師 器 の 破 片､ 須 恵 器 瓶 の 胴 体 部､ 外 堤 で 須 恵 器 杯 蓋､ 土 師 器 嚢 の 破 片 が

出 土 し て お 　 り､ こ れ か ら 築 造 年 代 は7 世 紀 中 葉 と 　 考 え 　 ら れ る｡ さ 　 ら 　 に､

古 墳 構 造 が 類 似 し て い る 　 こ 　 と 　 で 知 ら れ て い る､ 群 馬 県 の 宝 塔 山 古 墳 は､

黄 金 塚 古 墳 を 参 考 に 　 し て 築 造 さ れ た 　 と 　 い わ れ て い る が､ 築 造 年 代 が7 世

紀 後 半 と 　 さ れ て お 　 り､ 黄 金 塚 古 墳 は7 世 紀 後 半 以 前 に す で に 築 造 さ れ て

いた　こ　と　が分かる｡

整理してみる　と､宇陀市を中心に碑積式古墳が築造され始めたこ　と　が

確 認 で き 　 る｡ も 早 い 時 期 の7 世 紀 前 半 に 築 造 さ れ た 丹 切33 号 境 を は 　 じ

め 　 と 　 し､ 奥 ノ 　 芝2 号 墳･ 神 木 坂2 古 墳 は7 世 紀 前 半 ～ 中 葉､ 西 峠 古 墳･ 奥 ノ

芝1 号 境 は7 世 紀 中 葉 と 築 造 が 続 く 　 が､ す べ て 漆 喰 を 使 っ て い な い と 　 い 　 う

共 通 点 が あ る｡ 7 世 紀 中 葉 に な る 　 と 桜 井 市 一 帯 に も 樽 積 式 古 墳 が 出 現 す

る が､ 舞 谷2-4 号 墳･ 忍 坂8･9 号 墳･ 花 山 西 塚 古 墳･ 花 山 東 塚 古 墳 が 対 象 で

あ 　 り､ す べ て7 世 紀 中 葉 に 集 中 　 し て い る 　 と 　 い 　 う 　 特 徴 を 持 つ｡ ま た､ 周 辺

に 広 が 　 り､ 奈 良 市 の 黄 金 塚 古 墳 も 同 時 期 に 築 造 さ れ て お 　 り､ 棒 形 の 石 材

で 古 墳 を 築 造 す る 　 こ 　 と 　 が 流 行 し て い た こ 　 と 　 を 示 し て い る｡ さ 　 ら に ほ と 　 ん
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どの古墳に漆喰を使用　してお　り､樽積式古墳の使用開始時期を推定する

こ 　 と 　 が 可 能 で あ る｡ 7 世 紀 中 葉 ～ 後 半 に な る 　 と､ 宇 陀 市 で は 南 山 古 墳 を

後 に 碑 積 式 古 墳 は 確 認 さ れ て い な い｡ 以 前 の 時 期 と 異 な る 特 徴 は 漆 喰

を使用　している　こ　と､古墳の規模が大き　く　なる　こ　と､宇陀市の他の碑積

式古墳よ　り　石材の加工度が高いこ　と　である｡桜井市でも後半に編年され

る 樽 積 式 古 墳 は 確 認 さ れ て お 　 ら ず､ 7 世 紀 前 半 か ら 次 第 に 碑 状 に 加 工 し

た 榛 原 石( 室 生 火 山 岩) が 古 墳 の 石 材 と 　 し て 使 わ れ 始 め､ 中 葉 に な る 　 と

流 行 し､ す ぐ に 終 わ っ て 　 し ま 　 う 様 相 を 呈 し て い る｡ 一 方､ 他 地 域 で は 築

造 が 終 了 　 し た が､ 7 世 紀 後 半 に な る 　 と､ 明 　 日 　 香 村 で 碑 積 式 古 墳 が 築 造 さ

れ 始 め た｡ 興 味 深 い 点 は､ 石 材 の 主 材 料 を 榛 原 石( 室 生 火 山 岩) よ 　 り 　 結 晶

片 岩 系 の 石 材 の 割 合 を 高 め て 椿 状 に 加 工 し て お 　 り､ 石 材 の 主 要 供 給 地 を

変 更 し､ 漆 喰 の 使 用 が 前 時 期 よ 　 り 　 大 幅 に 増 加 　 し て い る｡ 当 時 こ の 地 域 で

は 高位の集団の古墳が集中的に確認されている　こ　と　から､その階層性

を 推 測 す る 　 こ 　 と 　 が で き､ 7 世 紀 前 半 ～ 中 葉 ま で 宇 陀 市 と 桜 井 市 を 中 心 と

した椿積式古墳の間には築造の意図と背景において異なる状況が考えら

れ る｡

変 遷 過 程 と 　 関 連 し て､ ⅡA3 類 型 の 丹 切33 号 墳 と 奥 ノ 芝2 号 境 が7 世 紀 前

半 に 初 に 出 現 し､ 7 世 紀2 四 半 期 か ら 中 葉 に か け て 樽 積 式 石 櫛 と 樽 積 式

石 室 が 共 存 　 し て お 　 り､ 分 類 　 し た 類 型 は い ず れ も 　 同 　 じ 時 期 に 出 現 す る｡ 7

世 紀 後 半 に な る 　 と､ 急 に 築 造 が 終 了 す る た め(7 世 紀 後 半 の カ ヅ マ ヤ マ 古

墳と真弓テラ　ノマエ古墳は､席積式石櫛と席積式石室の　どち　らに区分す

る か が 問 題 で あ 　 り､ ど ち 　 ら に 分 類 し て 　 も 異 論 が あ る｡ ま た､ 破 壊 が 激 し

く､ 類 型 が わ か ら な い な ど､ 以 前 の 碑 積 式 古 墳 と 　 は 多 く 　 の 部 分 で 相 違 点
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が 確 認 さ れ る た め､ こ 　 こ で は 言 及 し な い｡ ) ､ 出 現 時 点 を 除 く 　 と､ 榛 原

石( 室 生 安 山 岩) を 樽 状 に 加 工 し､ 樽 積 式 の 古 墳 を 築 造 し た こ 　 と 以 外 に

は 樽 積 式 古 墳 の 間 の 関 連 性 が 見 つ か ら な い の で､ 類 型 間 の 前 後 関 係 や 変

遷過程については大き　な意味を持たない　と　考え　られる｡

次 に､ 碑 積 式 古 墳 の 築 造 が 始 ま っ た 理 由 に つ い て 検 討 す る 必 要 が あ る｡

碑 積 式 古 墳 の 　 う 　 ち､ 初 に 出 現 す る の は 椿 積 式 石 室 の ⅡA3 類 型 で あ 　 り､

す べ て 宇 陀 市 に 位 置 す る｡ 7 世 紀 前 半 は､ 横 口 式 石 櫛 が 主 に 渡 来 人 に よ

り 　 築 造 さ れ て い た 時 期 で あ 　 り､ 樽 積 式 石 櫛 の 出 現 以 前 で あ る｡ し た が っ

て､ 席 積 式 石 室 が 初 に 築 造 さ れ た の は 自 然 な も の で あ 　 り､ 宇 陀 市 一 帯

は 榛 原 石( 室 生 安 山 岩) 山 地 の 中 心 で あ 　 り､ 材 料 が 豊 富 な た め で あ る 　 と

考え　られる｡

既 に6 世 紀 末 か ら 飛 鳥 地 域 の 重 要 建 築 物 に 榛 原 石( 室 生 安 山 岩) が 建

築 部 材 と 　 し て 活 発 に 利 用 　 さ れ て い た｡ 重 要 な 建 築 物 の 一 つ で あ る 古 墳 に

も 榛 原 石( 室 生 安 山 岩) を 利 用 　 し よ 　 う 　 と す る 試 み が あ っ た だ ろ 　 う 　 し､ そ

れ が7 世 紀 前 半 の 丹 切33 号 墳 と 奥 ノ 芝2 号 墳 に 初 め て 適 用 　 さ れ た と 考 え 　 ら

れ る｡ そ 　 し て､ 両 古 墳 に 初 め て 適 用 　 さ れ た 理 由 　 と 　 し て は､ ① 古 墳 築 造 に

使用可能か実験的に採用　した可能性､ ②石材の在庫分を築造に転用　した

可 能 性､ ③ 宇 陀 市 地 域 の 支 配 層 の 依 頼 を 受 け て 特 別 に 築 造 し た 可 能 性

( 特 に 築 造 し た か ら 　 と 　 い っ て､ そ れ が 権 威 を 意 味 す る 　 も の で は な い) な 　 ど

が 挙 げ ら れ る｡ そ の 理 由 　 と 　 し て は､ 宇 陀 市 周 辺 に も 数 多 く 　 の 古 墳 が 分 布

し て い る に も か か わ ら ず､ 榛 原 石( 室 生 安 山 岩) を 使 っ て 石 室 を 築 造 し

た 例 は 非 常 に 少 な く､ 両 古 墳 の 石 材 加 工 度 は 相 対 的 に 低 く､ 桜 井 市 の 古

墳 と 比 較 す る 　 と､ 群 集 墳 と 　 し て 古 墳 の 階 層( 同 じ 貴 族 層 の 中 地 位 の 高 下)
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が 低 い 点 な ど を 挙 げ る 　 こ 　 と 　 が で き 　 る｡ 現 在 は 推 定 に 過 ぎ な い が､ ① と ②

は被葬者が工人と　関係する集団である可能性があ　り､ ③は宇陀市の採石

と 　 関 係 す る 地 方 支 配 層 の 依 頼 に よ っ て､ 特 別 に 製 作 さ れ た 可 能 性 が あ る

(特別製作が普通の石材よ　り　優れている　と　い　う　意味ではない)0

7 世 紀 中 葉 に な る 　 と 桜 井 市 一 帯 ま で 築 造 範 囲 が 拡 大 す る が､ こ れ を 流

行と　と　らえる　こ　とは難しい｡依然と　して奈良盆地南東部に限られた地域

に 　 と 　 ど ま っ て お 　 り､ 同 時 期 に 築 造 さ れ た 古 墳 の 築 造 比 率 を 考 慮 す る 　 と､

あく　まで少数に過ぎないため､古墳築造工人集団の意図　と　い　う　よ　り　は一

部の被葬者または関連者の個人的な立場または噂好を反映した可能性が

高 い｡ ま た､ 様 々 　 な 類 型 の 碑 積 式 古 墳 が 一 挙 に 出 現 す る 理 由 　 と 　 し て は､

当 時 の 流 行 と 　 し て 重 要 な 建 築 物 に 榛 原 石( 室 生 安 山 岩) が 用 い ら れ て い

た こ 　 と 　 が あ げ ら れ る｡ 加 工 度 や 石 種 な 　 ど､ 品 質 の 面 で 差 が あ る か も 　 し れ

な い が､ 古 墳 を 築 造 で き 　 る 一 定 の 階 層( 貴 族 層) は､ 上 下 の 階 層 に 大 き

な 影 響 を 受 け ず､ 経 済 力 の 有 無 に 　 よ 　 っ 　 て( 意 匠 性 の 強 い 建 築 部 材 の た

め) ､ 榛 原 石( 室 生 安 山 岩) が 使 用 で き た 　 と 　 考 え 　 ら れ る｡ 7 世 紀 中 葉 か

ら は ほ と 　 ん ど 漆 喰 を 併 用 　 し て い る 　 こ 　 と 　 か ら､ む し ろ､ 漆 喰 の 有 無 と 使 用

量が階層性を示す重要な要素と　して機能していた　と考え　られる0

横 穴 式 石 室 と 横 口 式 石 櫛 の 出 現 お よ び 変 化 を 考 慮 す る 　 と､ 樽 積 式 石 室

が 先 に 出 現 す る 　 こ 　 と 　 は 疑 問 の 余 地 が な い｡ そ の 時 期 は7 世 紀 前 半 で あ 　 り､

7 世 紀 中 葉 前 ま で 宇 陀 市 を 中 心 に 築 造 さ れ る｡ 7 世 紀 中 葉 に な る 　 と 桜 井 市

ま で 広 が 　 り､ 様 々 　 な 類 型 の 碑 積 式 古 墳 が 一 挙 に 築 造 さ れ る｡ そ 　 し て､ 本

格 的 に 漆 喰 が 用 い ら れ る 　 よ 　 う 　 に な る が､ ほ ぼ 桜 井 市 で の み 確 認 さ れ て お

り､ 当 時 の 漆 喰 の 価 値 と 碍 積 式 古 墳 の 完 成 度 な ど を 考 慮 す る 　 と､ 両 地 域
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の 格 差 が 分 か る｡ 一 方､ 7 世 紀 後 半 に な る 　 と､ 榛 原 石( 室 生 安 山 岩) を

主 材 料 と 　 し て 使 用 す る 碑 積 式 古 墳 の 築 造 が 突 然 終 了 す る｡ も ち ろ ん､ 明

日香村地域で結晶片岩を主材料とする碑積式古墳が出現するが､発見数

も 少 な 　 く､ ま だ 検 討 す べ き 問 題 が 多 い た め､ こ 　 こ で は 取 　 り 　 扱 わ な い｡ 7

世 紀 前 半 か ら 中 葉 ま で 築 造 さ れ た 碑 積 式 古 墳 は 全 体 の 割 合 で 見 る 　 と､ 少

数 に 過 ぎ な い た め､ 流 行 し た と 　 は 言 い が た い｡ 古 墳 を 築 造 で き 　 る 階 層 で

あ れ ば､ 特 に 制 限 な く 　 幅 広 く 　 利 用 さ れ た た め､ 榛 原 石( 室 生 安 山 岩) の

使 用 　 と 階 層( 同 じ 貴 族 層 の 中 地 位 の 高 下) は そ れ ほ ど 関 連 が な い｡ 後

に 榛 原 石( 室 生 安 山 岩) を 碑 状 に 加 工 し､ 碑 積 式 の 古 墳 を 築 造 し た と い

う 　 共 通 点 以 外 に､ 碑 積 式 古 墳 の 間 に は 他 の 共 通 点 が 見 つ か っ て い な い た

め､ 類 型 間 の 前 後 関 係 や 変 遷 の 過 程 に つ い て は 大 き な 意 味 を 持 た な い と

考 え ら れ る｡ こ の こ 　 と か ら､ お そ ら く 栖 積 式 古 墳 の 築 造 は､ 被 葬 者 ま た

は そ の 関 係 者 の 個 人 的 趣 向 が 反 映 さ れ た 結 果 で あ る 　 と 考 え ら れ る｡
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第4 節: 小 結

以 上､ 碑 積 式 古 墳 に 関 す る 多 く 　 の 研 究 の な か で､ 用 語･ 石 材･ 類 型 設 定

を 中 心 に 再 検 討 を 行 っ た｡ 従 来 の 研 究 で は す べ て の 祷 積 式 古 墳 を 対 象 に

検 討 が 行 わ れ て い な か っ た の で､ ま ず 碑 積 式 古 墳 の 全 体 を 簡 単 に 整 理 し､

用 語 と 石 材 に つ い て 検 討 を 進 め た｡ 用 語 に 関 し て は､ 従 来 の 研 究 を 大

限 認 め つ つ､ 実 際 に 噂 を 使 用 　 し な い 点､ 横 口 式 石 櫛 と 横 穴 式 石 室 が 　 と 　 も

に確認される点などを考慮し碑積式石櫛と碑積式石室と　い　う用語を提案

し た｡ そ し て､ 席 積 式 石 櫛 と 碍 積 式 石 室 を 合 わ せ て 碑 積 式 古 墳 と 　 し た｡

次 に､ 石 材 に つ い て 再 検 討 し た｡ い わ ゆ る 榛 原 石 と い 　 う 用 語 は､ 比 較

的 近 に な っ て 商 品 名 　 と 　 し て 用 い ら れ る よ 　 う 　 に な っ た が､ 考 古 学 の 論 文

に は 適 さ な い 慣 習 的 名 称 で あ る｡ そ 　 し て､ 火 山 岩 研 究 者 に よ っ て 室 生 火

山 岩 と い 　 う 専 門 用 語 と そ の 細 部 の 石 種 が 混 在 し て 使 用 さ れ て い る た め､

再 整 理 の 必 要 性 を 指 摘 し た｡ ま た､ 近 の 石 種 研 究 に よ 　 り 　 地 質 帯 が 全 く

異 な る 石 材 が 主 石 材 と 　 し て 使 わ れ て い る こ 　 と が 確 認 さ れ､ 樽 積 式 古 墳 の

築 造 に 使 わ れ た 石 材- 榛 原 石 ま た は 室 生 火 山 岩 と 　 い 　 う 等 式 は 成 立 し な く

な っ た｡

地 質 図 を 基 に 席 積 式 古 墳 の 種 類 を 分 析 し､ 直 接 踏 査 し て 古 墳 ご と に 使

用 さ れ た 石 種･ 石 材 加 工 度･ 漆 喰 を 確 認 し た｡ 石 種 は 非 常 に 多 様 な 種 類 が

確 認 さ れ た た め､ 複 数 の 産 地 と 石 材 の 運 搬 ル 二 ト が 存 在 し て い る こ と が

確 認 さ れ た｡ 石 種 を 広 範 囲 か ら 検 討 す る 　 と､ 桜 井 市 と 宇 陀 市 で 主 に 使 わ

れ た 石 材 は 室 生 火 山 岩 と 花 尚 岩( 天 井 石) 系 列 で あ 　 り､ 明 　 日 香 村 は 結 晶

片 岩 系 列 が 主 石 材 で あ る. ま た､ 桜 井 市 一 帯 の 席 積 式 古 墳 は 加 工 度 が 高

く 漆 喰 を 使 用 　 し て い る の に 対 し､ 宇 陀 市 一 帯 の 碍 積 式 古 墳 は 比 較 的 石 材

260



の 加 工 度 は 低 く､ 漆 喰 は 使 用 　 し て い な か っ た( 南 山 古 墳 を 除 く)｡ こ の 結

果､ 樽 積 式 古 墳 の 研 究 に お い て､ 時 期･ 地 域 別 階 層 差 が 重 要 な 要 素 と 　 し

て作用　していたこ　と　が確認でき　た｡

後 に､ 席 積 式 石 櫛､ 碑 積 式 石 室 ご と 　 に 類 型 を 新 た に 設 定 し､ 編 年 と

変遷過程を検討し､類型設定が　どのよ　う　な意味を持つのかについて検討

を 進 め た｡ 7 世 紀 前 半､ 宇 陀 市 一 帯 で 初 め て 席 積 式 石 室 が 出 現 し た 後､ 7

世 紀 中 葉 の 桜 井 市 一 帯 に 広 が 　 り､ 一 挙 に 碑 積 式 古 墳 の あ 　 ら ゆ る 類 型 が 出

現 す る｡ 7 世 紀 後 半 に な る 　 と､ 新 た に 明 　 日 香 村 に 築 造 さ れ る ほ か( 石 種

も 従 来 と 　 は 異 な る) ､ 両 地 域 の 碑 積 式 古 墳 は 突 然 造 営 が 終 了 す る( 計19

塞) ｡ こ の こ 　 と か ら､ 碑 積 式 古 墳 は 少 数 に 過 ぎ な い た め､ こ れ が 流 行 し

た 　 と 　 は 言 い 難 く､ 階 層 に 関 係 な 　 く 　 幅 広 く 　 使 用 　 さ れ た た め､ 階 層( 同 　 じ 貴

族 層 の 中 で 階 級 の 高 下: 大 貴 族･ 小 貴 族 の 違 い) よ 　 り 　 は 経 済 力 に 関 わ る 資

材 と 考 え 　 ら れ る( 階 層 性 は 漆 喰 の 使 用 有 無 お よ び 使 用 量 に 関 係 す る)｡ ま

た､ 樽 積 式 の 古 墳 と 　 し て 築 造 さ れ た と 　 い 　 う 　 共 通 点 の 他 に､ 樽 積 式 古 墳 の

間 に は 共 通 点 を 見 出 せ な い た め､ 類 型 設 定 は 大 き 　 な 意 味 を 持 た ず､ 碑 に

よ　る築造は被葬者やその関係者の個人的な趣向が反映された結果と考え

ら れ る｡ 後 に 碑 積 式 古 墳 の 築 造 時 期 　 と 　 関 連 し､ こ れ ま で は7 世 紀 中 葉

に 集 中 す る 　 と 　 い 　 う 　 見 解 が 優 勢 で あ っ た｡ し か し､ 近 年､ カ ヅ マ ヤ マ 古 墳

や 真 弓 テ ラ 　 ノ 　 マ エ 古 墳 が 相 次 い で 発 見･ 調 査 さ れ た こ 　 と 　 に よ 　 り､ 7 世 紀 後

半 に 編 年 さ れ､ 従 来 と 　 は 異 な る 結 果 と 　 な っ て い る｡ 　 し た が っ て､ 近 の

調 査 成 果 を 反 映 し て､ 7 世 紀 前 半: 宇 陀 市 出 現-7 世 紀 中 葉: 宇 陀 市･ 桜 井

市 に 集 中 築 造( 漆 喰 使 用)-7 世 紀 後 半: 明 　 日 香 村 に 築 造( 石 材 の 石 種 変 化)､

それ以外の地域については築造終了　と　い　う編年案を提示　した0
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第6 章: 古 墳 の 新 た な 盛 土 法､ 墳 丘 版 築 古 墳 の 築 造 と 意 味

( 百 済･ 酒 批 期 と 古 墳 時 代 の 終 末 期 を 中 心 に)

第1 節: 研 究 目 的 お よ び 版 築 概 念 整 理

475 年､ 高 句 麗 の 攻 撃 に よ 　 り 　 百 済 は 熊 津 に 遷 都 す る｡ 熊 津 期 に は 　 し ば

ら 　 く 　 の 混 乱 期 を 経 て 国 力 を 回 復 す る た め､ 中 国 南 朝 か ら 外 交 を 通 じ て 人

的･ 物 質 的 に 先 進 文 物 を 受 け 入 れ 始 め た｡ こ の よ 　 う 　 な 関 係 を よ 　 く 　 示 す 象

徴 的 な 古 墳 が6 世 紀 前 半 の 武 寧 王 陵 で あ る｡ ま た､ 当 時 未 開 発 地 域 だ っ

た 油 批 地 域( 現 在 の 扶 余 郡) を 次 の 首 都 に 選 定 し た 後､ 都 城･ 王 宮･ 寺 院

･ 道 路･ 宅 地 造 ■ 成 な ど の 基 盤 施 設 を 造 営 し､ 538 年 に 遷 都 す る｡

南 朝 か ら 先 進 文 物 を 導 入 し､ 遷 都 の た め の 大 規 模 な 工 事 に よ 　 り 　 高 度 に

発展した様々　な建築および土木技術の　う　ち､石材加工技術は横穴式石室

の 築 造 に も 大 き な 影 響 を 及 ぼ し 始 め る｡ 武 寧 王 陵 の よ 　 う 　 に 一 部 の 噂 室 墓

も 確 認 で き 　 る が､ あ 　 く 　 ま で 百 済 の 主 な 墓 制 は 横 穴 式 石 室 墓 で､ 宋 山 里 型

石 室 か ら 陵 山 里 型 石 室- の 外 形 的 な 変 化 が6 世 紀 前 半 か ら7 世 紀 中 頃 ま で

数 回 に わ た っ て 確 認 さ れ る｡

6 世 紀 末 ～7 世 紀 初 頭､ 日 本 で は 古 墳 時 代 の 終 末 期( ま た は 飛 鳥 時 代)

が 始 ま る｡ 一 般 的 に こ の 時 期 の も 代 表 的 な 変 化 と 　 し て 前 方 後 円 墳 の 終

蔦 が 言 及 さ れ る が､ 百 済 か ら の 仏 教 伝 来 お よ び 寺 院 の 設 立 も 重 要 な 画 期

の 一 つ と 　 し て 挙 げ ら れ る｡ 仏 教 は 当 時 東 ア ジ ア の 各 国 で 王 権 中 心 の 国 家

体 制 を 強 化 ま た は 確 立 す る た め の 手 段 と 　 し て 国 家 レ ベ ル で 導 入 さ れ､ さ

らに王室と仏教が深く　関わ　り　ながら仏教寺院は王宮と共に 先端の技術

を 利 用 　 し 華 や か で 荘 厳 に 建 設 さ れ た｡ ま た､ 仏 教 寺 院 建 立 に 関 す る 博 士

と僧侶は当代 高の技術者および知識人と　して国家の重要な人的資源と

さ れ た｡
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寺 院 建 立 を き っ か け に 伝 わ っ た 様 々 　 な 技 術 の 　 う 　 ち､ 石 材 加 工 技 術 は 　 日

本でも　同様に横穴式石室の外形に大き　な変化を　もた　ら　し､ 8世紀初頭に

古 墳 の 築 造 が 終 了 す る ま で 約100 年 に わ た 　 り､ 終 末 期 の 横 穴 式 石 室 も 数

回の外形的変化が確認でき　る｡

つ ま 　 り､ 百 済 と 倭 は 両 方 と 　 も 外 部 か ら 入 っ て き た 技 術 に 影 響 を 受 け､

古 墳 の 築 造 に 変 化 が 起 き 　 る｡ そ の 　 う 　 ち､ 石 材 加 工 技 術 が 石 室 築 造 に 適 し

た 形 態 に 発 展 し､ そ の 間 に 数 回 の 画 期 が 見 ら れ､ 今 日 　 ま で 韓 国 と 　 日 本 に

お い て 活 発 に 研 究 さ れ て い る｡

古 墳 は 墳 丘 と 埋 葬 主 体 部( 石 室) に よ っ て 構 成 さ れ る｡ 特 に 　 日 本 の 場 合､

伝 統 的 に 墳 丘 め 墳 形 と 規 模 を 重 視 し て き た た め､ 従 来 か ら 墳 丘 に 関 す る

多 く 　 の 研 究 が 行 わ れ て き た が､ 中 で も 盛 土 が 主 な テ ー マ 　 と 　 し て 研 究 さ れ

た｡ 韓 国 の 場 合､ 新 羅･ 伽 耶･ 馬 韓( 百 済 の 地 方) な ど に 所 在 す る 古 墳 の

墳 丘 の 残 存 状 態 が 良 く､ 高 塚 墳 丘 を 築 造 し た 地 域 を 中 心 に 研 究 が 活 発 に

行 わ れ た｡ し か し､ 高 句 麗( 南 韓 に 所 在) や 百 済 中 央 の 影 響 を 受 け た 古

墳 は､ 王 陵 級 の 古 墳 群 以 外 の 墳 丘 に 関 す る 研 究 は な か な か 見 ら れ な い0

そ も そ も 古 墳 の 立 地 が 主 に 山 の 斜 面 に 位 置 し て お 　 り､ 削 平 さ れ や す い だ

け で な く､ 墳 丘 の 規 模 も 小 さ 　 く 　 構 築 さ れ た こ 　 と が 理 由 で あ る｡ ま た､ 過

去の調査では発掘･分析･方法論などの技術的不足によ　り　比較的容易に確

認でき　る石室内部の様相に研究が集中せざるを得なかったとい　う　時代背

景 が あ る｡ し か し､ 近 で は 従 来 に 限 界 で あ っ た 部 分 が､ 調 査 方 法 の 蓄

積･ 発 展 に 伴 い､ 新 た に 明 　 ら か に な っ た と い 　 う 成 果 が 現 れ て い る｡ そ の

一 つ 　 と 　 し て､ 韓 国 や 日 本 で は 王 陵 級 古 墳 の 復 元･ 整 備 を 中 心 と 　 し た 発 掘

調 査 が 多 く 　 行 わ れ､ 墳 丘 の 規 模 や 墳 形､ 盛 土 法､ 古 墳 周 辺 の 施 設 や 構 造

な ど の 解 明 が 成 果 と 　 し て 顕 著 に な っ て き た｡ 特 に､ 両 地 域 の 高 位 古 墳
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の 墳 丘 の 盛 土 か ら 版 築24) が 確 認 さ れ､ こ れ と 関 連 し た 技 術 の 導 入 と 伝

播 の 観 点 か ら 新 た な 発 見 の 土 台 が 築 か れ た｡

前述したよ　う　に､墳丘版築古墳は韓国と　日本と　もに 高位の古墳を中

心 に 発 見 さ れ た が､ 2000 年 代 以 降､ 復 元 お よ び 整 備 調 査 が 活 発 に な る に

つ れ 本 格 的 に 関 心 を 集 め 始 め た｡ 韓 国 の 場 合､ 武 寧 王 陵 を は じ め と 　 し､

2000 年 度 前 後 か ら 油 批 時 代 の 古 墳 発 掘 報 告 書 で 少 　 し ず つ 言 及 さ れ 始 め て

い る｡ 百 済 の 古 墳 は 伝 統 的 に 埋 葬 主 体 部 が 地 下 に 位 置 す る 地 下 式 で あ る｡

墓 境 の 深 さ は 様 々 で あ る が､ 墳 丘 の 規 模 が 小 さ 　 く､ ほ と ん ど 上 面 が 削 平

さ れ て い る に も か か わ ら ず､ 大 で5m 近 い 深 さ に 達 す る 事 例( 陵 ア ン ゴ

ル 古 墳 群54 号 墳) も 確 認 さ れ た｡ 内 部 の 充 填 土 の 様 相 を 中 心 に 検 討 す る

過 程 で､ 締 固 め 土 ま た は 交 互 盛 土 し た 痕 跡 に つ い て の 言 及 が 簡 略 化 さ れ

た が､ 施 設 範 囲 が 一 部 で の み 確 認 さ れ､ 盛 土 の 様 相 も 韓 国 の 基 準 か ら み

る 　 と 版 築 と 認 め る こ 　 と は 困 難 で あ っ た｡ と 　 こ ろ が､ 2018 年 益 山 双 陵 の 発

掘 調 査 に よ 　 り､ 墳 丘 の 全 面 で は じ め て 版 集 と 認 め ら れ る 事 例 が 確 認 さ れ

た｡

日 本 で は1974 年 に 高 松 塚 古 墳 で 初 め て 版 築 が 発 見 さ れ て 以 来､ 1977 年

に 牽 牛 子 塚 古 墳､ 1997 年 に キ ト ラ 古 墳､ 2007 年 に カ ヅ マ ヤ マ 古 墳､ 2009

年 に 真 弓 テ ラ ノ マ エ 古 墳､ 2011 年 に 菖 蒲 池 古 墳､ 2020 年 に 中 尾 山 古 墳 な

ど､ 墳 丘 に 版 築 が 用 い ら れ た ケ ー ス が 相 次 い で 確 認 さ れ て い る｡ ま た､

高 松 塚 古 墳･ 牽 牛 子 塚 古 墳･ キ ト 　 ラ 古 墳 で は 復 元 整 備 事 業 の 一 環 と 　 し て

2000 年 代 以 降､ 再 調 査 が 行 わ れ､ 版 築 そ の も の に 関 す る 様 々 な 研 究( 地

震 被 害 の 痕 跡､ 強 度 測 定､ 成 分 分 析､ 築 造 過 程) が 行 わ れ た｡ 一 方､ 残

版 築 と い 　 う 用 語 の 定 義 と 適 用 範 囲 に つ い て 　 日 韓 の 認 識 の 違 い が あ る

こ　こでは混乱を避けるため､一旦版築と　い　う用語を用いる　こ　と　にす
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念 な 点 は､ も 基 本 的 な 疑 問 で あ る､ 墳 丘 に 版 集 が 使 わ れ 始 め た 時 期 と

理 由､ 墳 丘 版 築 古 墳 間 で の 本 格 的 な 研 究 が 行 わ れ ず､ 古 墳 個 別 の 研 究 に

と 　 ど ま っ て い た と い 　 う 　 点 で あ る｡

一 方､ 版 築 技 術 が 韓 国 と 　 日 本 に 導 入 さ れ た 時 点 は そ れ ぞ れ 異 な っ て い

るD 　 韓 国 に 版 築 が 導 入 さ れ た の は 三 国 時 代 か ら で､ 特 に 百 済 の 漢 城 期 か

ら す で に 広 く 　 普 及 し､ 風 納 土 城 と 夢 村 土 城 が 代 表 的 で あ る｡ 日 本 の 場 合

は､ 弥 生 時 代 に 版 築 が 確 認 さ れ る 　 と い 　 う 一 部 の 見 解 も あ る が､ 実 際 の 様

子 を 見 て み る 　 と､ 版 築 と 判 断 で き 　 る 根 拠 が 乏 　 し い た め､ 6 世 紀 末 の 百 済

か ら 仏 教 寺 院 の 建 立 を 契 機 に 導 入 さ れ た も の と 見 て い るo 　 と 　 こ ろ で 版 築

と い 　 う 用 語 の 活 用 基 準 に お い て､ 両 国 で 同 一 の 条 件 で 使 わ れ て い る か 疑

問 が 生 じ る｡ そ こ で ま ず､ 版 築 に 対 す る 定 義 と 両 国 で の 版 築 に 対 す る 認

識 の 違 い を 簡 単 に 見 て み よ 　 う｡ そ 　 し て 両 国 で 使 用 す る 版 築 の 基 準 を 決 め

た　う　えで論考を進めたい｡

卓二--_I-: _--:i:享
､ 一 一 一･

図64 　 版 築 道 具 と 版 築 工 法 概 念 図( ① : r 中 国 停 統 建 築 形 制 与 工 垂｣ 2006､

② : ｢ 版 築 工 法 の 解 析 誤 謬 に 関 す る 研 究｣ 2008 か ら 引 用)

版 築 は 文 字 通 　 り 　 定 義 す る 　 と､ ｢ 版｣ は 城 壁 や 塀 な ど を 積 む 時､ 土 を 両

側 に 当 て て 積 む 板 を い い､ ｢ 築｣ は 土 を 固 め る 杵 を 指 す｡ 一 般 的 に は､

城 壁･ 塀･ 建 物 の 基 垣､ 壇 状 の 地 形 を 整 え る た め に､ 板 で 枠 組 み を 作 り､

そ の 中 に 土 や 砂 な ど を 層 状 に 入 れ た 上 で､ 棒( 杵) で つ き､ 順 に 高 く 　 士 を

築 き 上 げ る 技 法 ま た は そ の 積 み 重 ね た 土 そ の も の を 指 すo 　 現 在､ 韓 国 と
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日 本 で 版 築 技 術 が 適 用 　 さ れ た と 知 ら れ て い る 構 造 物 の 場 合､ 狭 板･ 横 長

木･ 秀 窟 痕 な 　 ど 版 築 で あ る 　 こ 　 と 　 を 立 証 す る 証 拠 の 提 示 が 難 し い た め､ 厳

密に言　う　と版築の概念をそのまま三国時代と古墳時代に適用するのは客

易 で は な い｡ そ の た め 韓 国 で は､ 版 築 用 語 乱 用 の 批 判 が 建 築 学 界 か ら 堤

起 　 さ れ､ 対 象 事 例 で 版 築 の 諸 条 件 の 立 証 が 難 し い 場 合､ 版 築 と 　 呼 ぶ 代 わ

り　に類似版築･締固め土または交互盛土な　どの代案用語で呼ぶこ　と　を提

案 す る 見 解 も あ っ た｡ 一 方､ 日 本 で は 以 前 か ら 蓄 積 さ れ た 研 究 史 や 専 門

研 究 者 だ け で な 　 く､ 一 般 的 に も 古 墳 時 代 の 古 墳､ 寺 院 の 基 壇､ 塔 等 の 構

造物に慣習的に広く　版築が適用　されてお　り､定着した認識を変える　こ　と

が 困 難 で あ っ た｡ そ の た め 日 本 の 考 古 学 界 も 用 語 乱 用 に 対 す る 問 題 提 起

や 代 案 を 提 案 す る 必 要 性 は 認 識 し て い る が､ 依 然 と 　 し て 韓 国 と 比 較 す る

と広い範囲で版築と　い　う用語が使用　されている｡本章の研究進行におい

て､ 韓 国 で 設 定 さ れ た 版 築 の 概 念 を 適 用 す る 　 と､ 事 例 と 　 し て 検 討 さ れ る

す べ て の 古 墳 が 基 準 に 達 し な い た め､ こ 　 こ で は 　 日 本 で 用 い 　 ら れ て い る 版

築 の 概 念 を 基 準 に 研 究 を 進 め る｡

次 は 研 究 目 的 に つ い て 説 明 す る 　 こ 　 と 　 に す る｡ 韓 国 と 　 日 本 で 版 築 が 用 い

ら れ て い る 古 墳 は､ い ず れ も 上 位 階 層 で あ る｡ 版 築 を 利 用 　 し た 建 築 物

は 古 墳 以 外 に も 王 宮､ 城 壁､ 寺 院 等 で 確 認 さ れ て お 　 り､ 当 時 国 家 の 重

要 施 設 に 使 わ れ て い た こ 　 と 　 が 分 か る｡ 古 墳 も 王 室 の 権 威 を 示 す た め の 重

要建築物と　して分類されるため､上記の他の建築物と　同様の理由　と基準

を も 　 っ て 版 築 で 築 造 さ れ た 　 と 　 も 考 え ら れ る｡ し か し､ 建 築 物 に 版 築 が 導

入された時期　と　古墳に適用　された時期に違いがある　こ　と　が分かる｡これ

は古墳に版集が導入されたのは､他の建築物と　は異なる　目　的と基準を持

っ て い た こ 　 と 　 が わ か る｡ ま た､ 墳 丘 に 版 築 が 用 い ら れ た 古 墳 の 年 代 を 見

る 　 と､ 韓 国 　 と 　 日 本 で 概 ね7 世 紀 中 葉 と 　 い 　 う 　 ほ ぼ 同 時 期 に 出 現 し て い る｡

266



百 済 は 倭(701 年 か ら 　 日 　 本) に 数 多 く 　 の 文 物 以 外 の 各 種 先 端 技 術 を 伝 え､

倭 は660 年 に 百 済 が 滅 亡 　 し て も､ 再 建 の た め に 総 力 を 挙 げ て 救 援 す る 　 ほ

ど に 両 国 は 近 い 関 係 を 維 持 　 し て い た｡ こ 　 う 　 し た 状 況 か ら み て､ 同 時 期 に

高 位 の 古 墳 に 同 一 の 変 化 と 　 し て 現 れ る 版 築 に は､ 何 ら か の 意 図 が は っ

き 　 り 　 あ っ た と 　 し か 考 え 　 ら れ な い｡ そ こ で 本 章 で は､ 韓 国 と 　 日 本 で 版 築 が

用 い 　 ら れ た 古 墳 を 対 象 に､ 墳 丘 版 築 古 墳 の 出 現 時 期､ 出 現 背 景､ 築 造 意

図 に つ い て 検 討 し て い 　 く｡
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第2 飾: 墳 丘 版 築 古 墳 の 出 現 時 期

第1 節 で は 百 済 と 倭 で7 世 紀 中 葉 ご ろ､ 高 位 階 層 を 中 心 に 墳 丘 全 体 を

版築で構築した古墳が出現する　こ　と　を確認した｡版築と　い　う技術が導入

さ れ る や 否 や 古 墳 に 適 用 　 さ れ た わ け で は な く､ 時 間 が か な 　 り 　 経 っ た 状 況

で両国にほぼ同時期に突如　と　して墳丘版築古墳(墳丘の全面に版築が施

設 さ れ た 古 墳) が 築 造 さ れ 始 め た｡ し た が っ て､ 単 な る 技 術 的 側 面 で は

な 　 く､ 何 ら か の 意 図 と 　 目 的 を 持 っ て い た も の 　 と 考 え 　 ら れ､ 版 築 が 古 墳 に

適 用 　 さ れ る 次 期 を 詳 　 し 　 く 　 検 討 す る 必 要 が あ る｡ そ の た め､ 第2 節 で は 版

築 古 墳 の 出 現 時 期 と､ 墳 丘 全 体 に 本 格 的 に 導 入 さ れ る 時 期 に 焦 点 を 絞 っ

て 検 討 し て い く｡

(1) 韓 国

①礼山石谷里2号墳

石 谷 里 遺 跡 の 地 形 は 海 抜40m ほ 　 ど の 丘 陵 地 で､ 南 北 の 稜 線 と 　 両 斜 面 に

よ っ て 形 成 さ れ て い る｡ 百 済 時 代 の 石 室 墳 の 場 合､ 調 査 地 域 中 央 の 頂 上

を 中 心 に 南 側 斜 面 に 沿 っ て 墓 域 を 形 成 　 し､ 2 号 境 は 丘 陵 の 頂 上 部 に 位 置

す る の に 対 し､ こ れ 以 外 の 石 室 境 は 四 方 に 散 発 的 に 分 布 す る｡ 墳 丘 の ほ

と 　 ん ど が 斜 面 の 影 響 を 受 け 削 平 さ れ た が､ 約50cm が 残 っ て い る｡ 墓 境 の

肩のライ　ン　と　天井石の上部に砂質土と粘質土を交差に積んでいる　こ　と　が

確 認 で き 　 る( 版 築)｡ 長 方 形 の 平 面 形 態 と 六 角 形 の 断 面 形 態､ 両 袖 式 の 短

い 羨 道 を 持 つ 横 穴 式 石 室 で あ 　 り､ 玄 室 に 使 わ れ た 石 材 が 羨 道 に 比 べ 精 巧

に 磨 か れ て い る｡ ま た､ 土 壌 と 　 玄 室 の 間 は 粘 土 と 割 石 な 　 ど を 詰 め て 補 強

し､ そ の 幅 は お よ そ15-40cm で あ 　 る｡ 墓 境 は456 ×336 ×230cm ( 深 さ) で

あ　り､羨道　部　に　行　く　ほ　ど　狭　く　な　り　墓道　と　繋　が　る｡石　室　の　規模　は

258 ×128 ×142cm､ 羨 道 は85 ×125 ×127cm､ 墓 道 は13.5 ×3.3-0.5m で あ

り､ 幅 は 次 第 に 狭 く 　 な る｡ 金 銅 耳 飾､ 棺 環､ 棺 釘､ 有 蓋 嘉 附 壷､ 棺 材､
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人 骨､ 織 物 が 出 土 し たo
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図65 　 礼 山 石 谷 里2 号 墳( 『 種 山 石 谷 里 遺 跡 』 2020 か ら 編 集 引 用)

②陵山里酉古墳群2号墳

2号境は陵山里山南斜面の東古墳群の　う　ち中央稜線の下端部の海抜34

-39tn に 位 置 す るo 　 墳 丘 は 稜 線 上 に 低 く 　 残 っ て お 　 り､ 日 帝 時 期 の 古 墳 配

置 図 を 参 考 に す る 　 と､ 10 号 境 と 判 断 さ れ る｡ 墳 丘 の 規 模 は 直 径20m 前 後

で､ 鏡 界 部 分 に 石 列 が 残 存 し て い る｡ 石 室 は 短 壁 四 角 形 の 長 方 形 で よ 　 く

治 石 さ れ た 石 材 を 利 用 　 し て お り､ 中 央 の 羨 道 と 墓 道 の 長 い 横 穴 式 石 室 で

あ る｡ 墓 墳 西 側 の ト 　 レ ン チ か ら は 砂 質 土 と 粘 質 土 を 交 互 に 積 ん で 押 し 固
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図66 　 陵 山 里 酉 古 墳 群2 号 墳( 『 扶 余 陵 山 里 古 墳 群 』 西 古 墳 群 　2019 か ら 編 集 引 用)

め た 土 の 築 造 技 法( 版 築) が 確 認 さ れ た｡ 墓 境 は1385 ×178-356 ×250

-320cm､ 玄 室 は270-271 ×101-100 ×125cm､ 羨 道 は213-221 ×90-

91 ×90-100cm､ 墓 道 は13 ×130-150 ×250 で あ る0 　 日 　 帝 時 期 の 調 査 時 は

す で に 盗 振 さ れ た 状 態 だ っ た が､ 高 野 槙 製 木 棺 片､ 棺 釘､ 金 製 花 形 装 飾､
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金 製 五 角 形 装 飾､ 金 製 金 具､ 鉄 製 刀 子 が 出 土 し､ 周 辺 か ら は 蓋 杯､ 蓋､

台 付 土 器､ 雌 瓦､ 敵 石､ 未 詳 石 製 晶 な 　 ど が 出 土 し た｡

③益山双陵

双 陵 は 北 側 に 長 く 　 形 成 さ れ た 五 金 山 西 南 の 稜 線 の 頂 上 に 位 置 す る｡ 大

王 陵 と 小 王 陵 の 間 は 約180m 離 れ て お 　 り､ 大 王 陵 が 北 東､ 小 王 陵 は 南 西 に

位 置 す る｡ 大 王 墓 は 直 径 約25m､ 高 さ 約3.5m､ 小 王 王 墓 は 直 径 約13m､ 高

さ 約2.5m の 円 墳 で あ 　 り､ 墳 丘 が 版 築 で 造 ら れ て い る｡ 墳 丘 周 辺 の 護 石 な

ど の 施 設 は 確 認 さ れ て い な い｡ 大 王 陵 と 小 王 陵 の ど ち 　 ら 　 も､ 断 面 六 角 形

玄 室 の 中 央 に 短 い 羨 道 を 持 つ 横 穴 式 石 室 で､ 精 巧 に 加 工 さ れ た 板 石 を 用

い て 築 造 さ れ て い る. 石 室 の 規 模 は､ 玄 室 が401 ×175 ×225cm､ 羨 道 が

68 ×125 ×165cm､ 棺 台 が270 ×84 ×25cm､ 墓 道 が21 ×6m で あ 　 り､ 幅 は 次 第

に 広 が る｡ 小 王 陵 は 玄 室 が343 ×128 ×175cm､ 羨 道 が45 ×107 ×139cm､ 棺

台 が245 ×63 ×20cm､ 墓 道 が21 ×4-5m で あ 　 り､ 中 央 に 排 水 路 が 確 認 さ れ

て い る｡ 出 土 遺 物 の 一 部 は 朝 鮮 戦 争 当 時 に 消 失 し た が､ 高 野 槙 製 木 棺 片､

鍍 金 透 金 具､ 軟 質 小 型 腕､ 玉 製 装 具､ 小 玉､ 棺 釘､ 棺 環､ 歯 な 　 ど が あ 　 り､

近 の 調 査 で は 　 日 帝 時 期 の 調 査 の 時 に 製 作 さ れ た 木 箱 の 中 か ら 人 骨( 調

査 の 結 果 武 王 と 推 定) が､ 小 王 陵 か ら は 墓 標 石 が 出 土 し た｡
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図67 　 益 山 双 陵( 『 益 山 双 陵 文 化 財 発 振 調 査 路 報 告 書 』 2019 か ら 引 用)
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(2) 日 本

(D菖蒲池古墳

橿 原 市 の 南 東 部 の 菖 蒲 町 に 位 置 し､ 西 に 伸 び る 稜 線 の 南 斜 面 に 築 造 さ

れ た｡ 墳 丘 は 下 段 約30m､ 高 さ3.2m､ 上 段 約18m､ 高 さ4.3m の2 段 築 盛 の

方 墳 で あ る｡ 両 袖 式 石 室 の 羨 道 は 大 部 分 が 埋 没 し 全 長 は 不 明 で あ る｡ 玄

室 の 下 半 部 も 埋 没 し た 状 態 だ が､ 奥 壁 と 側 壁 は 花 園 岩 の 巨 石 を2 段 に 積

み 上 げ た も の と 見 ら れ る｡ 石 室 の 玄 室 は や や 長 い が､ 岩 屋 山 古 墳 に 類 似

す る 　 も の と 指 摘 さ れ て い る｡ 玄 室 の 規 模 は 約7.2 ×2.6 ×2.6m で､ 精 巧 に

加 工 さ れ､ 内 部 に 漆 塗 り 　 の 家 形 石 棺2 基 が 安 置 さ れ て い る｡ 羨 道 の 多 く

は 埋 没 し て い る が､ 約12.8m と 予 想 さ れ る｡ 墳 丘 の 北 東･ 西 側 に は 周 溝 が

巡 ら 　 さ れ て お 　 り､ 古 墳 の 前 庭 部･ 周 溝 の 底 の 一 部･ 上 段 墳 丘 の 平 坦 面 の 端

部 で 敷 石 が 確 認 さ れ､ 墳 丘 で は 噂 を 使 用 　 し た 可 能 性 が あ る｡ 版 築 は 墳 丘

の 下 部 に 使 用 さ れ て お り､ 上 部 は 盛 土 し て い る｡ 遺 物 は 土 師 器､ 須 恵 器､

石､ 土 製 品､ 噂 な 　 ど が 出 土 し た
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図68 　 菖 蒲 池 古 墳

( 図 面: 『 菖 蒲 池 古 墳 現 場 説 明 会 資 料 』 2019 か ら 編 集 引 用､ 写 真. 『 菖 蒲 池 古

墳 』 2015 か ら 　 引 用)
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②牽牛子塚古墳

橿原市境の飛鳥村大字越の丘陵先端部の も広い場所に位置する終莱

期 古 墳 で､ 各 辺 約22m､ 高 さ 約4.5m の 三 没 築 盛 の 八 角 頃 で あ る｡ 近 の

発 掘 調 査 に よ 　 り 　 墳 丘 の 上 面 ま で 版 築 が 行 わ れ た こ 　 と 　 が 確 認 さ れ た｡ 墳 丘

の 周 辺 に は 八 角 形 に 節 石 が 敷 か れ て お 　 り､ そ の 外 側 に は 小 石 が 敷 か れ て

図69 　 牽 牛 子 塚 古 墳( 『 牽 牛 子 塚 古 墳 発 掘 調 査 警 告 』 2013 か ら 引 用)
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い る｡ 一 辺 は32m で あ る｡ 主 体 部 は 横 口 式 石 櫛 で あ 　 り､ 5 ×3.5 ×2.5m の

巨 石1 枚 を 利 用 　 し て､ 中 を 到 　 り 　 貫 き､ 中 央 に 仕 切 　 り 　 の 壁 を 設 け て2 つ の 墓

室 を 設 置 　 し て い る｡ 左 室210 ×114 ×130cm､ 右 室208 ×116 ×130cm で あ る｡

棺 台 は 左 室･ 右 室 と 　 も に195 ×78 ×8cm の 同 規 模 で 設 置 さ れ て い る｡ 閉 鎖

石 は 内 部 と 外 部 の2 重 に な っ て お 　 り､ 内 部 の 板 石 は 取 手 の つ い た 門 施 設

で あ っ た 　 と 考 え 　 ら れ る｡ 爽 貯 棺 片､ 金 銅 製 棺 金 具( 七 宝 飾 金 具､ 金 銅 製

八 花 形 飾 金 具､ 六 花 文 環 座 金 具､ 円 形 座 金 具､ 綾 隅 金 具) ､ 鍵､ 棺 釘､

ガ ラ 　 ス 玉､ 人 骨( 臼 歯) な 　 ど が 出 土 し た｡

③高松塚古墳

高 市 郡 飛 鳥 村 国 営 飛 鳥 歴 史 公 園 内 に 位 置 す る 終 末 期 古 墳 で､ 下 段23m､

上 段18m､ 高 さ5m の2 段 築 盛 の 円 墳 で あ 　 り､ 墳 丘 全 体 が 版 築 に よ っ て 構 成

さ れ て い る｡ 石 室 内 部 は 盗 掘 さ れ て い た が､ 壁 画 は 比 較 的 良 い 状 態 で 保

存 　 さ れ て い る｡ 横 口 　 式 石 櫛 は265 ×103 ×113cm の 規 模 で､ 凝 灰 岩 の 切 石

を 断 面 四 角 形 に 組 み 合 わ せ た 形 で あ る｡ 切 石 の 上 に 漆 喰 を 塗 っ て 描 か れ

た 壁 画 に は 四 神 図､ 星 座 図､ 人 物 群 像 な 　 ど が 描 か れ て い る｡ 石 櫛 は 南 に

開 　 口 　 し て お 　 り 　 墓 道- 　 と 続 く｡ 周 溝 は 北 か ら 東- 墳 丘 の 端 に 幅3m､ 深 さ

0.5m 程 度 が 残 存 す る｡ 漆 塗 　 り 　 の 棺 の 一 部 分 と 金 具 類､ 銅 製 釘､ 大 刀 金 具､

海 獣 葡 萄 文 鏡､ 玉 類( ガ ラ ス 製､ 境 拍 製) が 出 土 し た｡
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図70 　 高 松 塚 古 墳( ① 『 壁 画 古 墳 高 松 塚 調 査 中 間 報 告 』 1972 よ 　 り 　 引 用､ ② 『 石

舞 台 古 墳 　 巨 大 古 墳 築 造 の 謎 解 説 書 　 』 2012 か 　 ら 　 引 用､ ③ 『 特 別 史 跡 高 松 塚 古 墳 発

掘 調 査 報 告 』 2017 か 　 ら 　 引 　 用)

④中尾山古墳

中尾山古墳は奈良県高市郡明　日香村大字平田に所在する終末期古墳で

あ 　 り､ 東 西 に 伸 び る 丘 陵 の 頂 上 部 に 位 置 す る｡ 八 角 形 の 墳 丘 は3 段 築 盛

さ れ て お 　 り､ そ の 周 　 り 　 に は3 重 に 敷 石 が 施 さ れ て い る｡ 墳 丘 は 版 築 　 さ れ

て お 　 り､ 各 辺 は19.5m 高 さ4m 以 上 が 計 測 　 さ れ るo 　 墳 丘 の1 段 目 　 と2 段 目 　 に

は 花 尚 岩 が 基 底 石 に な っ て お 　 り､ そ の 上 に は 小 石 で 敷 石 が 施 さ れ て い る｡

3 段 目 　 は 八 角 形 の 版 築 　 し た 盛 土 だ け で 構 成 さ れ て い る｡ 埋 葬 施 設 は 横 口

式 石 櫛 で､ 10 枚 の 切 石 を 利 用 　 し て 築 造 さ れ た が､ 石 櫛 の 壁 面 は 非 常 に 精
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図71 　 中 尾 山 古 墳( ① 『 史 跡 中 尾 山 古 墳 環 境 整 備 事 業 報 告 書 』 1975 か ら 引 用､ ② 筆

者 直 接 撮 影､ ③ 『 中 尾 山 古 墳 現 場 説 明 　 会 資 料 』 2020 か 　 ら 　 引 　 用)

巧 に 加 工 さ れ て お 　 り､ 水 銀 朱 が 塗 布 さ れ て い る｡ 石 榔 内 部 の 幅 は 約90cm

で あ 　 り､ 底 面 に は 骨 壷 を 埋 納 で き る 　 よ 　 う 　 に 溝 が 施 設 さ れ て い る｡ 閉 鎖 石

( 切 石) の 南 に 墓 道 が 設 置 さ れ て お 　 り､ そ の 下 に は 幅100cm､ 深 さ20cm の

暗 渠 型 排 水 路 が 設 置 さ れ て い る が､ 埋 葬 後 の 版 薬 で 埋 め 戻 さ れ て い る0

靴 型 石 造 物 が8 枚 出 土 し て お 　 り､ 本 来 は 墳 丘 上 部 に 八 角 形 に 配 置 さ れ､

古 墳 を 装 飾 し て い た 　 と 推 定 さ れ る｡

以 上､ 韓 国 と 　 日 本 で 版 築 が 使 用 　 さ れ た( ま た は そ れ に 準 ず る) 古 墳 に

つ い て ま 　 と 　 め たo 　 百 済 で 古 墳 に 版 築 が 使 用 さ れ は じ め る 時 期 が い つ な の

か は 明 確 で は な い｡ そ こ で､ こ 　 こ で は 百 済 古 墳 の 版 築 の 出 現 時 期 を 検 討

し た 後 に､ 前 述 し た 古 墳 で 版 薬 が 施 設 さ れ た 範 囲 に つ い て 考 察 す る｡
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前 述 し た よ 　 う 　 に､ 百 済 の 古 墳 は 伝 統 的 に 墳 丘 を 大 き 　 く 　 造 成 せ ず､ す で

に 削 平 さ れ て い る 事 例 が 多 か っ た｡ そ れ で も 宋 山 里 古 墳 群 や 陵 山 里 古 墳

群 な 　 ど の 王 陵 群 で 墳 丘 が 残 存 し て い た が､ 通 常 の 古 墳 群 と 　 は 異 な る 特 殊

な 古 墳 群 で あ 　 り､ 全 面 発 掘 調 査 の 実 施 が 困 難 で あ っ た た め､ 依 然 と 　 し て

墳 丘 の 様 相 は 検 討 さ れ て い な い｡ そ の た め 現 在 も 百 済 古 墳 の 墳 丘 に 対 す

る関心は相対的に少な　く､発掘調査報告書においても墳丘よ　り　墓境内の

充 填 土 に 関 す る 記 述 の 割 合 が 多 い｡

こ の よ 　 う 　 な 諸 悪 条 件 に も か か わ ら ず､ 武 寧 王 陵 の 発 掘 の 際 に､ 墳 丘 に

対する調査が一部行われ､墳丘の様相をある程度推定する　こ　と　が可能で

あ る｡ 発 掘 報 告 書 に よ 　 る 　 と､ 墓 室 周 辺 の 風 化 岩 盤 層 を 平 坦 に す る 整 地 作

業 の 後 に､ 10-20cm の 厚 さ で 土 を 積 み 上 げ て い る｡ 整 然 と 　 し て は い な い

が､ 版 築 の 手 法 を 連 想 さ せ､ 上 部 に は 黄 褐 色 の 土 層 を 構 築 し､ 墳 丘 を 形

成　した　と　されている｡写真資料が残っていないため断定する　こ　と　はでき

な い が､ 武 寧 王 陵 で は 版 築 は ま だ 行 わ れ な か っ た も の と 考 え る｡ 武 寧 王

陵 に 後 続 す る 王 墓 は､ 陵 山 里 古 墳 群 の 中 下 塚( 聖 明 王 の 墓 と 推 定) と 考 え

ら れ て い る た め､ 概 ね 酒 批 期 に 入 っ て か ら 古 墳 に 版 築 が 使 用 　 さ れ 始 め た

と　考え　られる｡

近 年､ 百 済 の 王 陵 お よ び 周 辺 地 域 の 整 備 復 元 調 査 に よ 　 り､ 墳 丘 と 墓 境

の 充 填 土 に 対 し て 綿 密 な 調 査 が 行 わ れ る 事 例 が 多 く 　 な 　 り､ 酒 批 期 の 支 配

層 の 古 墳 の 様 相 も 少 　 し ず つ 明 　 ら か に な 　 り 　 始 め た｡ こ れ ら の 　 う 　 ち､ 陵 山 里

西 古 墳 群2 号 墳 と 　 礼 山 石 谷 里2 号 境 の 様 相 を 中 心 に 見 て み る 　 と､ 石 谷 里2

号 墳 は 墓 境 の 肩 線 と 天 井 石 の 上 部 に 砂 質 土 と 粘 質 土 を 交 互 に 盛 土 し た こ

と 　 が 見 受 け ら れ る｡ 墳 墓 は 削 　 ら れ て い て 交 互 盛 土 の 範 囲 を 確 定 す る の は

難 し い が､ 羨 道 部 側 の 墓 境 の 層 位 は 盛 土 だ け が 確 認 さ れ て お 　 り､ 玄 室 の

上部　と　封土の一部にだけ用い　られたも　の　と　みえる｡
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陵 山 里 西 古 墳 群2 号 墳 で は､ 墓 境 と 石 室 が 接 す る 部 分 に 断 面 調 査 で 棉

固 め 土 の 痕 跡 が 観 察 さ れ た｡ し か し､ 石 室 の 上 方 に は 締 固 め 土 の 痕 跡 が

確 認 さ れ な い た め､ 墓 境 の 上 部 　 と 墳 丘 は 単 に 盛 土 に 留 ま 　 っ て い た も の 　 と

見 ら れ る｡ こ の よ 　 う 　 に､ 両 方 と 　 も 墓 境 と 墳 丘 の 全 体 で は な 　 く､ 一 部 で の

み 版 築( あ る い は そ れ に 準 ず る 基 準 の 盛 土) が 確 認 さ れ て い る｡ 古 墳 の

築 造 時 期 は7 世 紀 前 後 に 編 年 さ れ て い る｡

と 　 こ 　 ろ で､ 以 前 の 調 査 で は 古 墳 の 一 部 に の み 版 築 が 確 認 さ れ て い た7

世 紀 中 葉( 武 王 の 死 亡 年 は641 年 と 　 さ れ て い る が､ 双 陵 は 発 掘 の 結 果､ 寿

陵 の 可 能 性 が 高 く､ 双 陵 の 築 造 時 期 は7 世 紀 前 半 と 推 定 さ れ る) 　 の 双 陵

で､ 城 壁 や 寺 院 の 金 堂･ 塔 な 　 ど で 確 認 さ れ る 　 よ 　 う 　 な､ 整 然 と 　 し た 版 築 が

墳 丘 全 体 に お い て 確 認 さ れ た｡

当 時 の 版 築 は､ 城 郭 や 堤 防 な ど の 大 規 模 な 土 木 構 築 物 を 除 け ば､ 王 宮

や 寺 院 の 金 堂･ 塔 な 　 ど の 権 威 を 象 徴 す る 少 数 の 建 造 物 に の み 用 い ら れ て

い た た め､ 古 墳 も 同 様 に､ 被 葬 者 が 特 殊 な 位 置 の 人 物 で な い 限 　 り､ 墳 丘

全 体 を 版 築 で 築 造 す る 　 こ 　 と 　 は 制 限 さ れ て い た だ ろ 　 う｡ ま た､ 双 陵 は こ れ

ま で の 発 掘 成 果 お よ び 周 辺 遺 跡 の 性 格 な 　 ど か ら､ 被 葬 者 は 武 王 で あ る 可

能 性 が 有 力 視 さ れ て い る｡ 次 の 義 慈 王 は､ 660 年 に 百 済 が 滅 亡 　 し､ 唐 に

連 行 さ れ て 死 亡 　 し た た め､ 事 実 上､ 双 陵 が 百 済 後 の 王 陵 で あ る｡ 地 下

式 の 古 墳 構 造 か ら 突 然､ 地 上 式- と 変 化 し た 墳 丘 版 築 古 墳 が､ 何 ら か の

理 由 で 王 陵 に 限 ら れ た 　 と す れ ば､ 百 済 唯 一 の 墳 丘 版 築 古 墳 で あ る 可 能 性

も　あ　る｡

日 本 で は 発 掘 調 査 の 結 果､ 7 世 紀 中 葉 後 半(660 年 頃) に 編 年 さ れ る 菖

蒲 池 古 墳 は､ 古 墳 に 版 築 が 確 認 さ れ た 事 例 の 　 う 　 ち､ も 早 い も の と 言 え

る｡ こ 　 の ほ か に も､ 岩 屋 山 式 古 墳 と 　 し て 知 　 ら れ る 岩 屋 山 古 墳(7 世 紀 中

莱) で も 調 査 の 結 果､ 墳 丘 の 下 部 か ら 版 築 が 確 認 さ れ た が､ 写 真 や 図 面
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が な 　 く､ 実 状 は 把 握 で き 　 な い｡ し か し､ 両 古 墳 か ら 分 か る 　 こ 　 と 　 は､ 墳 丘

全 体 を 版 築 で 築 い た の で は な く､ 下 段 部 ま た は 一 部 に と 　 ど ま っ て い る 　 こ

と 　 か ら､ 版 築 が 本 格 的 に 古 墳 に 導 入 さ れ る 前 段 階 と 考 え 　 ら れ る｡ ま た､

7 世 紀 中 葉 ご ろ の 菖 蒲 池 古 墳 と 岩 屋 山 古 墳( 地 上 式) ､ 7 世 紀 前 後 の 礼 山

石 谷 里2 号 墳 と 　 陵 山 里 西 古 墳 群2 号 墳( 地 下 式) は､ 築 造 時 期 や 古 墳 の 立

地 条 件 な 　 ど､ 差 異 が 見 ら れ る が､ 墳 丘 と 墓 境 内 充 填 土 の 一 部 で の み 版 築

が 確 認 さ れ て お 　 り､ 共 通 点 が 確 認 さ れ て い る｡

一方､ 7世紀後半よ　り　少　し前の7世紀中葉後期に　日本でも墳丘全体を版

集で構築　した牽牛子塚古墳が出現する(牽牛子塚古墳は菖蒲池古墳と　同

時 期 と 推 定)0 ' 牽 牛 子 塚 古 墳 の 墳 形 は 八 角 墳 で､ 畿 内 地 域 の 八 角 墳 は 天

皇またはそれに準ずる人物のみが造営する　こ　と　ができ　る　と　される｡被葬

者 は 斉 明 天 皇 と 　 聞 入 皇 女 と 推 定 さ れ､ 当 時 の 百 済 と 倭 で 版 築 が 使 わ れ た

建 築 物 の 条 件 か ら 見 る 　 と､ 墳 丘 全 体 を 版 築 で 築 造 し て い る 　 こ の 古 墳 が 特

別 で あ る 　 こ 　 と 　 が 分 か る｡ 墳 丘 版 築 古 墳 は､ 牽 牛 子 塚 古 墳 を 噂 矢 と 　 し て7

世 紀 後 半 の カ ヅ マ ヤ マ 古 墳 と 真 弓 テ ラ 　 ノ 　 マ エ 古 墳､ 7 世 紀 末 ～8 世 紀 初 頭

の 高 松 塚 古 墳､ キ ト 　 ラ 古 墳､ 中 尾 山 古 墳 な ど で 確 認 さ れ て い る｡

以 上､ 百 済 と 倭 で 版 築 が 古 墳 に 使 わ れ た 時 期 に つ い て ま 　 と 　 め た｡ 百 済

で は6 世 紀 中 葉 ～ 後 半 に か け て 築 造 さ れ た 古 墳 の 墳 丘 お よ び 墓 境 内 の 充

填 土 の 様 相 は 確 認 で き な か っ た が､ 7 世 紀 前 後 の 礼 山 石 谷 里2 号 墳 と 　 陵 山

里 西 古 墳 群2 号 境 の 墓 墳 充 填 土 の 一 部 で 交 互 盛 土 と 締 固 め 土 が 確 認 さ れ

て い る｡ 整 然 と 　 し た 形 態 の 版 築 と 　 は 様 相 が 異 な る が､ 『 扶 徐 陵 山 里 古 墳

群 Ⅱ 』 の 締 固 め 土 の 測 定 結 果､ 百 済 の 建 築 物 の 基 壇 や 土 築 城 壁 な ど で 確

認 さ れ る 　 も の 　 と 類 似 　 し て い る 　 と 判 断 さ れ る｡ こ れ ら は 　 日 本 の 版 築 基 準 か

ら す る 　 と､ 版 築 と み な 　 し 　 う 　 る 　 も の で あ る｡ 7 世 紀 前 半 の 後 期 に は 墳 丘 全

体 に 版 築 が 用 い ら れ た 益 山 双 陵 が 築 造 さ れ た｡
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日 　 本 で は､ 7 世 紀 中 葉 の 古 墳 で あ る 岩 屋 山 古 墳 と 　 菖 蒲 池 古 墳 に お い て､

墳 丘 の 下 段 部 ま た は 下 段 部 の 一 部 に 版 築 が 確 認 さ れ て い る｡ こ の 時 期 の

版 築 は､ 礼 山 石 谷 里2 号 墳 と 陵 山 里 西 古 墳 群2 号 墳 に お け る 交 互 盛 土 と 締

固 め 土 の よ 　 う 　 に､ 多 少 整 然 性 に 欠 け る 様 相 を 呈 し て お 　 り､ 古 墳 の 一 部 に

の み 用 い 　 ら れ て い る 　 と 　 い 　 う 　 共 通 点 が あ る｡ 7 世 紀 中 葉 後 期 の 牽 牛 子 塚 古

墳 で 初 め て 墳 丘 全 体 に 版 築 が 導 入 さ れ る が､ 益 山 双 陵 と 　 同 様 に､ 前 時 期

よ 　 り 　 整 然 と 　 し た 形 態 の 版 築 が 用 い ら れ て い る｡ 百 済 と 　 日 本 の い ず れ も､

版 築 の 整 然 性 と 使 用 範 囲 に 明 確 な 違 い が 確 認 さ れ る が､ こ の 違 い が 何 を

意 味 し て い る の か 検 討 す る 必 要 が あ る｡

ま ず､ 古 墳 に お け る 版 築 の 導 入 時 期 を ま 　 と 　 め る 　 と､ 版 築 は 百 済 が 　 日 本

よ 　 り 　 先 に 出 現 す る｡ 今 後 の 発 掘 調 査 に よ 　 り､ 時 期 が 調 整 さ れ る 可 能 性 も

あ る が､ 現 在 で は 概 ね7 世 紀 を 前 後 す る 時 期 で あ る｡ 墳 丘 全 体 に 版 築 を

用 い る 古 墳 は7 世 紀 前 半 の 後 期 に 出 現 す る｡ い ず れ も 　 日 本 よ 　 り 　 一 世 代 程

度 早 い 時 期 で あ る｡ 当 時 の 両 国 の 関 係 を 考 え る 　 と､ 日 本 が 百 済 の 影 響 を

受 け､ 版 築 を 古 墳 に 導 入 し た 可 能 性 を 排 除 で き な い｡ こ の 部 分 に つ い て

は 出 現 背 景 や 築 造 意 味 と 　 も つ な が る た め､ 第3･4 節 で 詳 し く 　 後 述 す る｡

次 に､ 版 築 が 古 墳 の 一 部 の み 使 用 　 さ れ て い る 　 こ 　 と 　 と､ 全 体 に 使 用 　 さ れ

る　こ　と　と　の差異が　どのよ　う　な意味を持つのかについて検討する｡版築は

大 き 　 く 　 技 術 的 な 　 目 的 と 誇 示 的 な 　 目 的 で 導 入 さ れ た｡ 例 え ば､ 城 壁 と 堤 防

は 堅 固 さ の た め に 安 定 性 と 持 続 性 を 備 え た 版 築 技 術 が 導 入 さ れ た の に 対

し､ 権 威( 荘 厳) を 誇 示 す る た め に 築 造 さ れ た 建 築 物 と 　 し て 王 宮 や 寺 院

の 金 堂･ 塔 な 　 ど が あ る｡ 古 墳 で 確 認 さ れ る 版 築 を 見 る 　 と､ 技 術 的 部 分 が

大 き 　 く 　 反 映 さ れ た 時 期 と､ 権 威( 荘 厳) を 誇 示 す る 部 分 が 反 映 さ れ た 時

期に分け　られる｡

礼 山 石 谷 里2 号 墳 と 　 陵 山 里 西 古 墳 群2 号 境 で は､ 墓 境 と 石 室 の 間 の 隙 間
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と 天 井 石 の 上 部 な ど､ 石 室 を 中 心 に 版 築 が 用 い ら れ て い る 様 子 が 観 察 さ

れ る｡ 版 築 は 普 通 の 盛 土 よ 　 り 数 倍 の 労 働 力 が 必 要 で あ る た め､ 古 墳 全 体

に 用 い ず､ 低 限 必 要 な 部 分 に の み 使 用 　 し た と み ら れ る｡ こ の 時 期 の 石

室 は 地 下 式 で あ り､ あ る 程 度 安 定 し た 状 態 を 保 っ て い る た め､ 石 室 を 塞

境 の 中 に 安 定 的 に 固 定 す る た め に 版 築 を 用 い た も の と 判 断 さ れ る｡ こ れ

ら は 版 築 の 技 術 的 な 部 分 が 反 映 さ れ た も の と 考 え ら れ る｡

一 方､ 双 陵 は 安 定 的 な 地 下 式 の 形 態 を 捨 て､ 石 室 を 地 上 に 築 造 し た 上

で､ 墳 丘 全 体 に 版 築 を 導 入 す る｡ 本 来､ 版 集 は ど ん な 位 置 で も 建 築 物 の

構造的安定性と持続性を確保するため､自然基盤層のよ　う　な役割を果た

す も の で あ る｡' 既 存 の 百 済 古 墳 は 基 本 的 に 地 下 式 で あ る た め､ 床 面 と 周

辺 は 地 山 に な っ て い て 非 常 に 安 定 し て お り､ 隙 間 だ け 版 築 を 用 い て 固 定

さ せ れ ば､ 効 率 的 に 構 造 的 安 定 性 と 持 続 性 を 保 障 す る こ 　 と が で き た｡ と

こ ろ が 地 下 式 だ っ た 伝 統 的 な 古 墳 築 造 法 を 変 更 し て 古 墳 を 地 上 式 に 築 造

し た の で あ る｡ こ れ は 構 造 的 な 側 面 で は 安 定 性 が 低 下 し た が､ 墳 丘 全 体

に 版 築 を 用 い る こ 　 と に よ っ て､ 安 定 性 を 回 復 し た も の と 考 え ら れ る｡ こ

れ は 版 築 の 技 術 的 な 目 的 か ら み る 　 と､ 既 存 の 不 要 な 労 働 力 が 加 わ る 結 果

を も た ら す こ 　 と に な る｡ そ の た め､ 墳 丘 全 体 に 版 築 を 用 い る 行 為 は､ 版

築 の 技 術 的 な 目 的 よ 　 り 　 も 権 威( 荘 厳) を 誇 示 す る 部 分 が よ 　 り 大 き 　 く 反 映

さ れ た も の と 考 え ら れ る｡ し か し､ そ 　 う で な い 可 能 性 も あ る た め､ こ こ

で は 古 墳 に 現 れ る 版 築 の 変 化 が､ 技 術 的 な 目 的 を 極 大 化 す る た め な の か､

そ れ と 　 も 権 威( 荘 厳) を 誇 示 す る 　 目 的 で あ っ た の か に つ い て､ さ 　 ら に 検

討 す る 必 要 が あ る｡ 韓 国 よ 　 り 　 日 本 で 存 在 す る 古 墳 の 数 量 と 時 期 ご と の 変

化 が 大 き い こ 　 と か ら､ 日 本 の 古 墳 を 例 に 挙 げ て､ 古 墳 に お け る 版 築 の 目

的 に つ い て 検 討 し て い き た い｡

古 墳 時 代 の 古 墳 に お い て､ 墳 丘 は5 世 紀 中 葉､ 石 室 は7 世 紀 前 半 に 大
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の 規 模 と 　 な る｡ 一 部 は 消 滅 し た が､ 大 多 数 の 古 墳 は 現 在 も 　 よ 　 く 　 保 存 さ れ

て い る｡ 特 に6 世 紀 後 半 か ら7 世 紀 前 半 の 古 墳 の 石 室 は 地 山 層 の 上 に 築 造

さ れ､ 版 築 な 　 し に 墳 丘 を 構 築 　 し て い る｡ こ れ ら の 古 墳 の 墳 丘 は､ 7 世 紀

中葉から確認でき　る版築が用い　られた古墳よ　り圧倒的に大型であ　り　なが

ら､ 構 造 的 に も 安 定 し て い る｡ し か し､ 明 　 日 香 村 に お け る 地 震 に よ 　 る 古

墳 の 被 害 状 況 を 見 る 　 と､ 版 築 が 全 く 　 用 い 　 ら れ て い な い 場 合 や 一 部 に の み

使 用 　 さ れ た 古 墳 は よ 　 く 　 残 存 し て い る の に 対 し､ 墳 丘 全 体 に 版 築 が 用 い ら

れ た カ ヅ マ ヤ マ 古 墳 や 真 弓 テ ラ 　 ノ 　 マ エ 古 墳 は 原 形 を 留 め な い ほ ど に 崩 壊

してお　り､版集の技術的目　的である安定性や持続性と　は程遠い結果と　な

っ て い る｡ 一 部 の 例 外 的 な 事 例 か も 　 し れ な い が､ 上 記 の 現 象 か ら 判 断 す

る 　 と､ 墳 丘 全 体 を 版 築 で 築 造 す る 　 こ 　 と 　 は､ 労 働 力 の 浪 費 で あ 　 り､ 安 定 性

や 持 続 性 を 意 図 す る の で あ れ ば､ 必 ず し も 版 築 を 使 　 う 　 理 由 は な い｡ そ れ

に も か か わ ら ず､ わ ざ わ ざ 墳 丘 全 体 を 版 築 で 築 造 し た こ 　 と 　 は､ 権 威( 荏

厳) を 誇 示 す る 　 こ 　 と 　 を 　 目 的 と 　 し て 築 造 し た 可 能 性 が 高 い と 考 え ら れ る｡
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第3 節: 墳 丘 版 築 古 墳 の 出 現 背 景

前 節 で 述 べ た よ 　 う 　 に､ 古 墳 に 版 築 が 部 分 的 に 使 用 　 さ れ た も の と､ 全 体

に 使 用 　 さ れ た も の に 区 分 で き 　 る 　 こ 　 と 　 が 明 　 ら か に な っ た｡ 一 部 だ け に 使 用

された場合は､技術的な　目　的によ　る　ものであ　り､墳丘全体に使用　された

場 合 は 権 威( 荘 厳) を 誇 示 す る 　 目 　 的 に よ 　 る 　 も の 　 と 考 え ら れ る｡ こ れ を も

と 　 に 第3 節 で は､ 百 済 の 益 山 双 陵 の 築 造 は 他 の 百 済 古 墳 と 　 異 な る の か､

支配層の権威を誇示する　目　的のために墳丘全体に版築を使用　したのか､

そ の 他 の 意 図 が 含 ま れ て い る 可 能 性 な 　 ど に つ い て 検 討 し た い｡

百 済 古 墳 の 規 模 は 伝 統 的 に 三 国 の 中 で も 小 さ い 方 で あ 　 り､ 墳 丘 も 大 き

く 　 は な い｡ 前 述 　 し た よ 　 う 　 に､ 7 世 紀 前 後 の 古 墳 で 確 認 で き 　 る 版 築 は､ 墓

境 と 石 室 の 間 と 墳 丘 の 一 部 に 限 定 的 に 使 わ れ る だ け で あ っ た｡ さ 　 ら に､

石室は地下に位置してお　り､仮に版築を古墳全体に使用　したと　しても外

部からは目立たない｡も　と　も　と　百済古墳は外形的に支配層の権威を示す

意 図 は あ ま 　 り 　 な か っ た と 考 え ら れ る｡ つ ま 　 り､ 双 陵 が 出 現 す る ま で は 古

墳 は､ 版 築 が 使 用 　 さ れ て い て も､ 権 威( 荘 厳) を 誇 示 す る 意 味 を 持 た な

か っ た こ 　 と 　 が 分 か る｡

近 の 双 陵 の 発 掘 調 査 成 果 を 見 る 　 と､ 同 時 期 の 周 辺 に 存 在 す る 百 済 古

墳 と 　 は 様 々 　 な 部 分 で 違 い が 確 認 さ れ て い る｡ そ の た め こ 　 こ で は､ 双 陵 と

陵山里古墳群の発掘成果と　当時の時代的状況を把握でき　る資料を検討し､

双 陵 の 出 現 背 景 に つ い て 考 察 す る｡

ま ず､ 陵 山 里 古 墳 群 の 分 布 状 況 図 と 双 陵 が 位 置 す る 地 形 図 を 見 る 　 と､

陵 山 里 古 墳 群 は 稜 線 上 と そ の 斜 面 に 位 置 す る の に 対 し､ 双 陵 は 丘 陵 の 頂

上 の 平 坦 面 に 位 置 し て お 　 り､ 古 墳 立 地 に 違 い が 見 ら れ る｡ こ れ を 発 掘 　 し

た 断 面 か ら 見 る 　 と､ そ の 差 は さ 　 ら に 明 確 に な る｡
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陵 山 里 西 古 墳 群 の 調 査 に よ 　 り､ 音 四 批 期 の 古 墳( 王 陵 群) は 完 全 な 地 下 式

で 築 造 さ れ た 　 こ 　 と 　 が 分 か っ た｡ 斜 面 をL 字 形 に 深 く 　 掘 っ た 後､ 石 室 を 構

築 　 し た0 　2 号 墳 の 場 合 は､ 地 山 層 か 　 ら 底 ま で の 深 さ 　 が356cm に 達 す る( 局

辺に位置　した綾安谷と塩倉里古墳群の石室も同様に地下に石室を設置し

て い る が､ 深 さ 　 は 王 陵 級 の 綾 山 里 と 比 較 す る 　 と 　 浅 い) ｡ 大 王 陵 は 丘 陵 の

上 部 を 整 地 し､ 盛 土 し た 後､ 石 室 が 入 る 部 分 を 掘 削 　 し て 設 置 し て い る が､

地 山 層 を 基 準 に 石 室 の1/3 程 度 が 地 上 に 位 置 す る 　 こ 　 と 　 が わ か る｡ 両 者 の

立 地 上 の 差 異 は､ 墓 道 の 長 さ か ら 　 も 確 認 で き 　 るo 　 墓 道 は 羨 道 に つ な が る

通 路 で､ 墓 道 が 短 い 　 と 　 古 墳 が 立 地 し た 場 所 の 傾 斜 が 急 で あ 　 り､ 墓 道 が 長

い ほ ど 逆 に 傾 斜 は 緩 や か で あ る｡ 陵 山 里 西 古 墳 群2 号 墳 は735cm､ 双 陵 の

大 王 陵 は21m に 達 し､ 両 者 は 築 造 当 時 か ら 立 地 の 選 定 に お い て 違 い が あ

っ　た　こ　と　が分かる｡

i.''7

L
図72 　 陵 山 里 古 墳 群 　 と 　 双 陵 の 立 地( ① ｢ 栖 批 期 の 百 済 王 陵 の 新 　 し い 認 識 一 益LLl

双 陵( 大 王 陵) を 　 中 心 に-｣ 2019 か 　 ら 　 引 用､ ( 卦 『 扶 余 陵 山 里 古 墳 群 の 調 査 　 と 　 記 録 』

2017 か 　 ら 　 引 　 用)

陵 山 里 西 古 墳 群2 号 墳 を 中 心 に 築 造 工 程 を 見 る 　 と､ 古 墳 の 周 囲 に 境 界

石 を 設 置 し て 墳 丘 の 範 囲 を 設 定 す る｡ 中 央 に 墓 境 を 掘 っ た 後､ 石 室 を 諺

置 す る｡ 墓 境 と 壁 石 の 間 　 と 天 井 石 の 一 定 の 高 さ ま で 締 固 め た 士 と 　 充 填 土
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大 地 整 地( 地 山)

l

大 地 盛 土( 版 築X)

1

墓填部　の掘　り戻　し

石室の構築　と版築

1

墳　丘　版　築

l

墳 丘 上 部 の 盛 土

図73 　 双 陵 の 築 造 構 造 お よ び 工 程 の 順 序 　( ｢ 栖 沈 期 の 百 済 王 陵 の 新 し い 認 識
一 益 山 　 双 陵( 大 王 陵) を 　 中 心 に-｣ 2019 か 　 ら 　 引 用)

を 満 た 　 し､ さ 　 ら に 石 室 の 天 井 石 の 上 部 ま で 盛 土 を 積 み 上 げ る｡ 墳 丘 は

後 に 造 成 さ れ る0 　- 万､ 双 陵 の 大 王 陵 は ま ず 緩 や か な 丘 陵 の 頂 上 部 を 整

地 　 し て 平 坦 面 を 造 成 し､ 精 選 さ れ た 暗 赤 褐 色 粘 質 土 を 大80cm ぐ ら い の

高 さ ま で 盛 土 し て い る｡ そ の 次 に 石 室 が 入 る 空 間 を 据 削 し た 後 に､ 石 塞

を 築 造 し た｡ 石 室 と 墓 境 の 間 の 空 間 お よ び 天 井 石 の 上 部 全 体 が 版 築 で 棉

築 さ れ て お 　 り､ そ の 上 は 盛 土 で 被 覆 し て い る( イ 　 ム ン ヒ 　 ョ 　 ン2019)｡ 要 約

す る 　 と､ ① 敷 地 の 整 地 お よ び 盛 土｡ ② 石 室 墓 壕 の 掘 削｡ ③ 石 室 構 築 お よ
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び版築｡ ④墳丘版築｡ ⑤墳丘 上部盛土にま　と　める　こ　と　ができ　る｡

双 陵 の 築 造 工 程 が 馬 韓 の 墳 丘 墓25) に 似 て い る 　 と い 　 う 見 解 も あ る( 林

永 珍､ 2007) ｡ 墳 丘 墓 の 築 造 工 程 は 　 ① 地 面 を 整 地 す る｡ ② 地 面 の 上 に

木 棺 や 嚢 棺 を 安 置､ 墳 丘 を 盛 土 し た 　 り 　 し た 後､ 土 壌 を 掘 っ て 安 置 す る｡

③木棺や聾棺を十分に覆う　よ　う　に盛土を行い墳丘を構築する(中心墳丘)0

④ 追 葬 は 地 域 に よ 　 り 　 方 法 が 異 な る(4 つ の 種 類 は こ 　 こ で は 省 略 し た)0 ⑤

墳 丘 を 盛 土 す る 過 程 で 墳 丘 周 辺 の 採 土 が 行 わ れ る た め､ 周 溝 が 形 成 さ れ

る の が 一 般 的 で あ る｡

上 記 の 一 連 の 過 程 は､ 完 州 上 雲 里 墳 丘 墓 に よ 　 く 　 現 れ て い る( キ ム ス 　 ン

オ ク･ イ 　 ボ ラ ム ほ か2010: こ の 他 に も 同 様 の 築 造 工 程 と 見 ら れ る 遺 跡 に

は 益 山 栗 村 里､ 完 州 上 雲 里､ 高 敵 鳳 徳 里1 号 填､ 霊 岩 沃 野 里 方 台 形1 号 填､

羅 州 伏 岩 里3 号 境､ 新 村 里9 号 墳 な 　 ど が あ る) ｡ こ の 他 に､ 全 羅 道 地 域､

特に全羅北道地域を中心とする西北部には平面方形を呈する墳丘墓が圧

倒 的 多 数 を 占 め る が､ 全 州 川 以 南 の 西 南 部 に は 方 形 墳 と 梯 形 墳 が 共 存 し､

南 に 下 る に つ れ､ 梯 形 墳 の 頻 度 が 高 く 　 な る( 権 五 栄2015) ｡ つ ま 　 り､ 益

山 を は じ め と す る 全 羅 道 地 域 は 古 墳 だ け 見 て も 在 地 的 要 素 が 強 く､ そ の

他多数の考古学的資料も当時は百済中央によ　る直接支配が強く　なかった

こ　と　を示　している｡

6 世 紀 中 葉､ 百 済 が 酒 池 に 遷 都 　 し､ い わ ゆ る 陵 山 里 型 石 室 が 中 央 支 配

層の新しい墓制　と　な　り､全羅道地域の首長層の古墳でも陵山里型石室が

採 用 　 さ れ る｡ 興 味 深 い 点 は 百 済 の 中 央 地 域 は 墓 境 を 掘 っ て 地 下 に 石 室 を

構 築 し､ 墳 丘 を 造 成 し た の に 対 し､ 全 羅 道 地 域 は 以 前 と 　 同 様､ 先 に 地 上

に 墳 丘 を 造 成 し た 後､ 石 室 を 構 築 し て 再 度 盛 土 を 行 っ て い る｡ こ れ は 従

25) 馬 韓 の 墳 丘 墓 は い わ ゆ る｢ 墳 丘 先 行 型 墳 墓｣ を 意 味 し て お 　 り､ 日 本

の弥生時代に登場する墳丘墓と　は異なる｡
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采 の 墳 丘 墓 の 伝 統 に 石 室 が 新 た に 加 わ っ た 状 況 で あ 　 り､ 中 央 か ら の 支 配

秩 序 を 受 け 入 れ て い る が､ 依 然 と 　 し て 在 地 的 要 素 も 強 く 　 残 っ て い る 　 こ 　 と

を 示 し て い る｡ と 　 こ ろ で 益 山 に 位 置 す る 双 陵 の 築 造 工 程 と 全 羅 道 地 域 の

墳 丘 墓 築 造 工 程 は､ 盛 土 の 素 材 が 版 築 で あ る 　 こ 　 と 　 を 除 け ば､ 類 似 し た 様

相 を 呈 し て お 　 り､ 双 陵 が 全 羅 道 地 域 の 墳 丘 墓 の 影 響 を 受 け た も の で あ る

と す る 見 解 が あ る｡ と 　 こ 　 ろ で､ 上 記 の 見 解 に つ い て は 比 較 検 証 が 必 要 と

な る た め､ 韓 国 の 馬 韓 地 域 の 墳 丘 墓 と 双 陵 の 築 造 工 程 を 比 較 し､ 日 本 の

7世紀後半の墳丘版築古墳と　それ以前の古墳の築造工程も合わせて検討

してみ　る｡

益 山 双 陵 大 王 陵 の 墳 丘 の 高 さ 　 は お よ そ380cm で､ 長 い 時 間 に よ 　 る 削 平

と 　 穀 損 を 考 え る 　 と､ さ 　 ら に 巨 大 で あ っ た は ず で あ る｡ 双 陵 の 大 の 特 徴

の 一 つ と 　 し て､ 当 時 の 階 層 的 権 威 を 持 つ 建 築 物 に の み 使 わ れ た 版 築 が､

墳 丘 全 体 か ら 確 認 さ れ て い る 　 こ 　 と 　 が 挙 げ ら れ る｡ 報 告 書 に よ 　 る 　 と､ 土 層

は 下 か ら 基 盤 層 一 整 地 層 一 版 築 層( 交 互 盛 土= 粘 質 層+ 砂 質 層)- 覆 土 層 一 表 土

層 か ら な る｡ 特 に､ 図73 に 見 ら れ る 　 よ 　 う 　 に､ 基 盤 層 　 と 整 地 層 ま で 石 室 が

入 る 空 間 を 掘 　 り､ 石 室 の 周 辺 　 と 整 地 層 の 上 部 に 版 築 が 行 わ れ た が( 覆 土

層 　 と 表 土 層 は 後 代 の 整 備 過 程 に よ 　 る 　 も の 　 と 確 認)､ こ れ は 石 室 を 版 築 で

囲 む 意 図 が あ る 　 と み ら れ る｡ ま た､ 整 地 層 　 と 版 築 層 は､ 墳 丘 築 造 工 程 の

一 部 で あ 　 り､ 単 に 工 程 上 の 段 階 と 　 し て 理 解 す る 　 よ 　 り 　 も､ 版 築 で 築 造 す る

ために多く　の労働力　と　時間が費やされ､版築層　と　関係な　く　石室の周辺に

も 版 築 が 行 わ れ る た め､ 墳 丘 を 構 成 す る 諸 工 程 の 　 う 　 ち､ 版 築 だ け が 石 室

と特別な意味を持つ　と　考え　られる｡

全 羅 道 地 域 の 墳 丘 墓 で は 異 な る 性 質 の 土 で 盛 土 し､ あ る い は 粘 土 ブ ロ

ッ ク 　 と 土 嚢 で 補 強 す る な ど し て 墳 丘 全 体 を 構 築 し た｡ 石 室 が 入 る 場 所 を

掘 削 　 し て､ 石 室 を 含 む 埋 葬 主 体 部 を 設 置 し た 後､ 大 き な 変 化 な 　 く､ 以 前
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と 同 様 の 手 法 で 墳 丘 を 完 成 さ せ る｡ こ れ は 埋 葬 主 体 部 を 特 別 に 構 築 し よ

う 　 と す る 意 図 に 欠 け る 　 も の で あ 　 り､ 築 造 工 程 上 に は 偶 然 に 似 て 見 え る か

も 　 し れ な い が､ 築 造 工 程 に 盛 り 　 込 ま れ た 意 味 は 全 く 　 異 な る 　 と 考 え ら れ る｡

ま た､ 版 築 が 墳 丘 の 主 要 素 材 と 　 し て 用 い ら れ る 築 造 事 例 は､ 日 本 で も

確 認 さ れ る｡ 日 本 で は､ 大 規 模 な 土 木 技 術 の 様 相 が よ 　 く 　 確 認 で き る 代 表

的 な 構 造 物 と 　 し て､ 古 墳 の 構 造､ 特 に 墳 丘 に つ い て 多 く 　 の 研 究 が 行 わ れ

た こ 　 と 　 は 周 知 の 事 実 だ｡ 弥 生 時 代 か ら 大 型 墳 丘 墓 の 築 造 の 伝 統 が 古 墳 時

代 後 期 ま で 続 く｡ と 　 こ ろ が､ 7 世 紀 後 半 頃 ～8 世 紀 初 頭 の 間 に､ 飛 鳥 地 域

で は 高 松 塚 古 墳 に 代 表 さ れ る 上 位 の 終 末 期 古 墳 か ら 土 層 の 厚 さ が2-

3cm の 墳 丘 版 築' 古 墳 が 出 現 す る｡ 日 本 で は､ 後 者 の 出 現 に 仏 教 寺 院 で 確

認 さ れ る 版 築 か ら 影 響 を 受 け た も の と 認 識 し て お り､ 両 者 の 古 墳 の 築 追

方 法 を 異 な っ た 認 識 を 示 し て い る｡

一 方､ 全 羅 道 地 域 で 確 認 さ れ て い る 墳 丘 墓 の 築 造 方 法 を 見 る 　 と､ 盛 土

材 と 盛 土 方 法 が そ れ ぞ れ 異 な る た め､ 墳 丘 墓 の 築 造 方 法 を 一 律 的 に と 　 ら

え る 　 こ 　 と 　 は で き な い｡ つ ま 　 り､ 版 築 と い 　 う 技 術 が 当 時 の 構 造 物 に 占 め る

意 味 を 考 え る 場 合､ 単 な る 外 見 上 の 類 似 性 で は な く､ 墳 丘 全 体 で 確 認 さ

れる版築の有無及び版築の盛土方式が優先的に考慮すべき重要な要素で

あ る｡ ま た､ 埋 葬 主 体 部 を 地 上 に 設 置 す る 　 と い う 共 通 点 以 外 は､ 埋 葬 主

体 部 を 取 り 巻 く 細 部 の 様 相 が 異 な り､ 全 羅 道 地 域 の 墳 丘 墓 に も 築 造 工 程

に お い て 異 な る 点 が 観 察 さ れ る た め､ 現 在 の 発 掘 成 果 か ら 両 者 の 類 似 性

を 検 討 す る の は や や 難 し い｡

埋 葬 施 設 の 構 築 位 置 は 葬 祭 及 び 墳 丘 築 造 方 法 に 関 わ る｡ 墳 丘 墓 は 本 来､

竪 穴 系 墓 制 の 築 造 方 式 で あ る｡ 墳 丘 墓 の 構 築 順 序 は､ ま ず 墳 丘 を 築 造 し､

墓 境 を 掘 削 し た 後 に､ 埋 葬 施 設 を 設 置 し て 完 成 す る い わ ゆ る 堀 込 墓 墳 方

式 で あ る｡ 一 方､ 横 穴 式 石 室 の 構 築 は 墳 丘 と 石 室 を 一 緒 に 築 造 す る 構 築
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墓 墳 方 式 を 　 と 　 っ て い る｡ 墳 丘 の 断 面 を 見 る 　 と､ 両 者 の 墳 丘 築 造 方 式 の 違

い が は っ 　 き 　 り 　 現 れ て い る が､ こ れ は 葬 祭 の 違 い か ら 始 ま っ た｡

全 羅 道 地 域 の 墳 丘 墓 は 竪 穴 系 の 築 造 伝 統 か ら 始 ま っ た が､ 後 に 横 穴 式

石 室 に 変 化 し､ 構 築 墓 境 に 変 化 し た｡ し か し､ 石 室 の 構 築 位 置 は 依 然 と

し て 地 下 ま で 下 が 　 ら ず､ 基 盤 層 の 上 部 の 盛 土 層 に 構 築 さ れ て い る｡

双 陵 の 石 室 位 置 は 地 上 式 で あ る 　 と 　 い 　 う 　 特 徴 を 持 っ て い る が､ 石 室 を 設

置するための空間を造り　出す場合､基盤層まで掘　り　下げて石室を構築し

て い る｡ こ れ は 地 上 式 と 　 は い っ て も､ 石 室 が 地 面 上 の 盛 土 層 に 位 置 す る

こ　と　と､基盤層を掘　り　下げて設置する　こ　と　と　は意味が全く　違　う｡前者は

埋 葬 の 主 体 部 が 石 室 に 変 わ っ た だ け で､ 墳 丘 墓 築 造 の 伝 統 に 沿 っ て 石 塞

が 墳 丘 上 に 位 置 し て い る｡ つ ま 　 り､ 墳 丘 に フ ォ ー カ ス が 合 わ せ ら れ て い

る の で あ る｡ 一 方､ 後 者 は 石 室 周 辺 に 盛 土 を 造 成 す る が､ 補 助 的 な 役 割

に 　 と 　 ど ま っ て い る｡ ま た､ 埋 葬 主 体 で あ る 石 室 に フ ォ ー カ ス を 合 わ せ､

大 限 の 安 定 性 を え る た め に 基 盤 層 に 石 室 を 設 置 す る｡ そ 　 し て､ 周 辺 を

版 築 で 囲 ん だ こ 　 と 　 も､ 安 定 性 と 権 威( 誇 示) 性 を 同 時 に 示 す こ 　 と 　 が で き

る た め､ す べ て が 埋 葬 主 体 部( 石 室) を 念 頭 に 置 い た と 　 考 え 　 ら れ る 　 も の

で あ 　 り､ 両 者 の 石 室 位 置 か ら 現 れ る 築 造 の 違 い は 明 　 ら か で あ る｡ こ の ほ

か に も 両 者 の 類 似 性 の 検 証 に は､ 周 横 も 検 討 さ れ る べ き 必 要 が あ る｡ こ

のよ　う　に古墳の築造工程で現われる部分を綿密に検討する　と､様々　な違

い が 確 認 さ れ る た め､ 全 羅 道 地 域 の 墳 丘 墓 と 双 陵 の 古 墳 築 造 工 程 の 類 似

性 に つ い て は､ 現 時 点 で は 肯 定 的 で は な い 　 と 判 断 さ れ る｡
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こ の よ 　 う 　 に 前 時 期 の 古 墳 及 び 同 時 期 の 周 辺 の 古 墳 と 双 陵 の 間 に は､ 古

墳 の 立 地･ 墳 丘 と 石 室 の 位 置･ 築 造 工 程 な ど に お い て 共 通 し た 部 分 が 見 当

た ら な いo 　 石 室 も 断 面 六 角 形 の 典 型 的 な 陵 山 里 型 石 室 を 呈 し て い る が､

小 型 の 小 王 陵( 王 妃 の 墓 と 推 定) で さ え も 陵 山 里 古 墳 群 の 石 室 と 比 べ る 　 と

図74 　 弥 勘 寺 祉 基 壇 部 の 土 層 図( ① 『 弥 勧 寺 祉 石 塔 』 基 壇 部 発 振 調 査 報 告 書201
2 　 か ら 引 用､ ② ｢ 益 山 弥 勘 寺 吐 東 塔 吐 基 盤 及 び 下 部 調 査 報 告 書｣ 1992 か ら 引 用)

大 型 に 属 し て お り､ 規 格 か ら 外 れ て い るo 　 全 件 的 に み て､ 双 陵 は 以 前 の

墓 制 の 伝 統 と 　 は 異 な っ て お 　 り､ 新 た な 変 化 を 意 図 し た 可 能 性 が 高 い も の

と 推 定 さ れ る｡ 双 陵 は 以 前 の 伝 統 や 周 辺 地 域 か ら の 影 響 か ら 脱 却 し､ 新

た な 基 準 を 設 定 ま た は 提 示 し よ 　 う 　 と 　 し た も の と 考 え ら れ る｡ し か し､ 双

陵を従来とは違う形態で築造しよ　う　と　した理由　とその背景について疑問

が 残 る｡

こ れ と 関 連 し て､ イ ム ン ヒ 　 ョ 　 ン の 研 究 が 注 目 　 さ れ る｡ 同 じ く 益 山 に 位

置 す る 弥 勘 寺 牡 で は､ 石 塔 の 基 壇 部 に お い て､ 創 建 当 時 の 敷 地 を 造 成 す

る た め に 構 築 し た 盛 土 層､ 石 塔 の 基 礎 を 造 成 す る た め の 振 削 線､ 石 塔 の
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築 造 工 程 な ど が 確 認 さ れ た が､ ① 敷 地 盛 土､ ② 石 塔 直 下 部 の 掘 削､ ③ 土

石 固 め､ ④ 初 盤 石 の 設 置､ ⑤ 土 砂 の 締 固 め( 版 築) ､ ⑥ 心 礎 石 と 礎 石 の

設 置 の 順 序 で 行 わ れ た｡ 一 方､ 大 王 陵 の 築 造 工 程 は､ ① 敷 地 の 整 地 お よ

び 盛 土､ ② 石 室 墓 境 の 掘 削､ ③ 石 室 構 築 お よ び 版 築､ ④ 墳 丘 の 版 築､ ⑤

墳 丘 上 部 の 盛 土 の 順 序 で 行 わ れ た こ 　 と が 確 認 さ れ て い る｡ こ れ ら の 結

果 に 基 づ き､ 双 陵 大 王 陵 の 築 造 過 程 と 弥 勘 寺 祉 西 石 塔 基 壇 部 の 敷 地 造 成

の 類 似 性 が 指 摘 さ れ て い る( 東 石 塔 基 壇 部 も 類 似) 0

実 際 に 両 者 を 照 合 し て み る 　 と､ 石 塔 造 成 の ① ～ ⑥( 基 壇 部 全 体 の 築 造

工 程) と 　 大 王 陵 築 造 の ① ～ ③( 石 室 構 築 と 石 室 を 設 置 す る た め の 周 辺 版

築) ま で の 工 程' が 類 似 し て い る｡ そ 　 し て 　 何 よ 　 り 　 も 重 要 な 点 は 塔 と 古 墳 に

お い て も 重 要 な 施 設 と 言 え る 心 礎 石､ 舎 利 孔､ ま た は 心 柱 石 に 穴 を 開

け た 舎 利 孔､ 石 室 が い ず れ も 地 上 に 位 置 し て い る 　 と い 　 う 事 実 で あ る｡

双陵の石室と弥勘寺西石塔を造営する時に使われた尺斤法でも類似性

が確認　される　と　い　う　見解も　あ　る｡熊津期　と　酒比期の前半には南朝尺

(25cm 前 後) が 使 わ れ た の に 対 し､ 酒 比 期 の 後 半 に は 唐 尺(29.5cm 前 後) が

使 わ れ た と み て お り､ 特 に 南 朝 尺 は 百 済 金 銅 大 香 炉 と 　 昌 王 銘 石 造 舎 利 監

な ど に も 適 用 　 さ れ た も の と 考 え ら れ て い る( 『 百 済 の 度 量 衡 』 2003)0

大王陵の石室の内部計測値を石材部材別に検討した結果､南朝尺が使

わ れ た こ 　 と が 確 認 さ れ､ 弥 勘 寺 虻 の 西 石 塔 で も 心 柱 石､ 舎 利 孔､ 下 部 の

心 礎 石､ 第1 層 の 主 間 の 大 き 　 さ､ 基 壇 全 体 の 幅 な ど が す べ て 南 朝 尺 と 対

応 す る 　 と い う 見 解 も あ る( キ ム ヒ 　 ョ 　 ン ヨ 　 ン2018)｡ 現 在､ 尺 斤 法 に 関 し て

は､ 実 際 に 特 定 の 尺 が 適 用 さ れ た か に つ い て 様 々 な 異 見 が あ る た め､ 上

記 の 見 解 を 完 全 に 受 け 入 れ る こ 　 と は 難 し い｡ た だ し､ 少 な く 　 と 　 も 武 王 時

代 に 造 営 さ れ た 二 つ の 構 造 物 に 同 一 の 尺 が 適 用 　 さ れ､ 重 要 な 構 造 物 あ る

いは仏教に関連する構造物に限定して使用　される尺が存在した可能性は
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排 除 で き な い｡ 双 陵 の 発 掘 結 果 と 上 記 の 見 解 に 基 づ き､ イ 　 ム ン ヒ 　 ョ 　 ン は

双陵と　弥勘寺虻に適用　された土木技術の類似性を指摘した｡

図75 　 双 陵 と 　 弥 勧 寺 祉 西 石 塔 の 尺 斤 法

((D T 酒 さ 比 期 の 　 百 済 王 陵 の 新 　 し 　 い 認 識- 益

た だ し､ イ 　 ム ン ヒ 　 ョ 　 ン は 石 塔 の 基 壇 の 敷 地 造 成 な ど､ 重 要 建 築 物 に 使

用　されていた土木技術が大王陵に取り　入れられた　と　い　う　現象解釈にと　ど

ま っ て い るD 　 こ 　 こ で 重 要 な の は､ 既 存 の 塔 の 舎 利 安 置 空 間 と 古 墳 の 石 室

が い ず れ も､ 地 下 か ら 地 上 に 位 置 す る 　 よ 　 う 　 に な っ た こ 　 と 　 で あ るo 　 同 時 期

(7 世 紀 前 半 頃) ､ 同 一 地 域( 益 山) に 同 一 の 築 造 方 式( 基 壇 敷 地 造 成:

版 築) を 用 い て､ 同 一 の 意 味 を 持 つ 塔( 弥 勘 寺 祉 塔: 仏 陀) と 　 古 墳( 双

陵 二 武 王 推 定) の 核 心 施 設 を 従 来 に は 存 在 し な か っ た 新 し い 方 式 で あ る

地 上 式 で 築 造 し た と 　 い 　 う 　 事 実 か ら､ 両 者 に は 何 ら か の 共 通 し た 意 図 が あ

っ た 　 と 考 え る の が 自 然 で あ るo 　 し た が っ て､ 両 者 に は ど の よ 　 う 　 な 関 連 性
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が あ る か に つ い て 確 認 す る 必 要 が あ る｡ こ れ と 　 関 連 し､ 李 柄 鏑 と チ 　 ョ 　 ウ

ンギ　ョ　ンの研究を簡単に紹介する｡

李 柄 鏑 は 百 済 の 塔 の 構 造 の 変 化 の 中 で､ 舎 利 安 置 方 式 に つ い て 注 目 　 し

た｡ そ れ に よ 　 る 　 と､ 中 国 南 朝 の 舎 利 安 置 方 式 は､ 心 礎 石 よ 　 り 　 下 に 舎 利 塔

の 銘 文 を 刻 ん だ 方 形 や 円 形 の 石 を 石 函 の 上 に 置 い て 安 置 す る｡ そ の 影 響

を 受 け た 百 済 で は､ 陵 山 里 寺 虻 に お い て 舎 利 孔 が な い 心 礎 の 上 に 石 製 舎

利 轟 が 安 置 さ れ て い た｡ 昌 王 銘 の 石 製 舎 利 轟 は 文 献 記 録 に あ る 南 朝 の 舎

利 安 置 方 法 の 　 う 　 ち､ も 外 側 の 容 器 で あ る 石 製 函 に 当 た る が､ 舎 利 轟 の

形態は公州武寧王陵な　ど熊津時代の増築墓のアーチ型の構造と類似して

い る｡ 六 朝 時 代 の 人 々 は 仏 骨 の 安 置 方 法 を 自 分 た ち の 伝 統 的 な 埋 葬 方 法

に よ っ て 創 案 し た が､ 百 済 の 人 々 　 も 六 朝 時 代 の 舎 利 安 置 の 原 理 を 理 解 し

た 結 果､ 当 時 の 百 済 王 陵 で あ っ た 噂 築 墓 の 構 造 を 模 倣 し た 石 函､ す な わ

ち百済式の石造舎利轟の内部に舎利を安置する　よ　う　になったものと考え

ら れ て い る｡

百 済 は577 年 創 建 の 王 興 寺 祉 木 塔 に お い て 地 下 式 心 礎 と 舎 利 安 置 施 設

が 結 合 し た 舎 利 孔 が 出 現 し､ 593 年 創 建 の 倭 の 飛 鳥 寺 木 塔 に 舎 利 を 安 置

す る 方 法 と 　 も 相 通 じ る｡ 若 干 の 差 は あ る が､ 旧 街 里 寺 虻 で 発 見 さ れ た 心

礎 石 と も 類 似 し て お 　 り､ 百 済 の 影 響 は 否 定 で き な い｡ 特 に 王 興 寺 の 舎

利奉安儀式と供養品の奉納儀式にも共通性が確認でき　る｡

一 方､ 639 年 に 焼 失 し た 帝 釈 寺 虻 で は 地 上 式 心 礎 石 と 舎 利 孔 が 発 見 さ

れ､ 639 年 頃 に 建 立 さ れ た 弥 勤 寺 祉 西 石 塔 の 第1 層 の 中 心 柱 に 穴 を 開 け た

舎 利 孔 が 発 見 さ れ て い る｡ 弥 勘 寺 祉 石 塔 は 第1 層 塔 身 の 四 方 に 門 を 作 り､

塔 の 内 部 に 十 字 形 の 通 路 を 作 っ た 後 に､ 中 心 に 心 柱 石 を 立 て て 四 方 に 出

入 　 り 　 す る 　 こ 　 と 　 が で き 　 る 　 よ 　 う 　 に な っ て い る( 図75) ｡ 地 下 式 か ら 地 上 式 心

礎 に 変 わ り 　 な が ら も 木 塔 の 刺 柱 機 能 を 維 持 し て い る こ 　 と か ら 見 て､ 弥 勘
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寺比の舎利安置方式は木塔から石塔に変化する過程で百済固有の舎利安

置 方 式 と 　 し て 再 創 造 さ れ た も の と 理 解 さ れ る( 李 柄 鏑2013) 0

乙方形の心礎(合羽見なし-心強
の下t=合判石さなどはなかつb)

･i.I_- こ 　｣

蓋三軍妄Tii_二十~ ~
図76 　 韓 中 　 日 木 塔 姓 の 心 礎 と 舎 利 安 置 形 態 お よ び 施 設 位 置( r 菩 卑 玉 音 　 せ 鯛̂ l

き 　tliq 禰 　̂ T 著91 31 可｣ 2013 か ら 編 集 引 用: ① 遺 影 城 廃 寺 地､ ② 軍 守 里 寺 地､ ③ 王 興

寺 吐､ ④ 　 飛 鳥 寺 社)
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チ ョ 　 ウ ン ギ ョ 　 は6 世 紀 ～7 世 紀 前 半 の 木 塔 の 比 較 分 析 に よ 　 り､ 弥 靭 寺 虻

西 塔 の 築 造 の 構 造 原 理 を 建 築 学 的 な 側 面 で 研 究 し たD 　 そ の 　 う 　 ち､ 舎 利 奉

安に関する部分を見る　と､唐代皇室の葬送儀礼によ　る舎利供養　と荘厳が

盛 ん に 行 わ れ､ 塔 の 地 下 に｢ 甲｣ 字 型 の 舎 利 安 置 室 が 築 造 さ れ る｡ こ の

よ 　 う 　 な 形 態 は 皇 室 の 地 宮 の 墳 墓 構 造 に 従 い､ そ の 始 原 は604 年 神 徳 寺 の

塔 記 と 解 釈 　 さ れ て お 　 り､ 7 世 紀 初 頭 の 墓 制 の 概 念 が 適 用 　 さ れ た 舎 利 奉 安

空間が始ま　った　も　の　と　推測　されている｡

百 済 で 舎 利 奉 安 空 間 が 地 下 か ら 地 上 に 上 が っ た の は､ 仏 教 理 念 の 変 化

の 側 面 よ 　 り 　 は 塔 の 建 築 技 術 の 自 体 的 発 展( 百 済 化) が 大 き い と 理 解 さ れ

て い る｡ 石 塔 に 変 化 　 し た 弥 勧 寺 祉 西 塔 の 地 上 の 心 柱 石 内 に 舎 利 を 安 置 し､

心 柱 石 を 中 心 に 求 心 的 な 空 間 が 形 成 さ れ る｡ 舎 利 に 向 か 　 う 　 通 路 で あ る 斜

道 も 地 上 化 さ れ､ 4 方 向 か ら の 接 近 が 可 能 と 　 な っ て い る｡ こ の 通 路( 斜

図77 　 弥 勤 寺 祉 基 壇 部 の 十 字 通 路 　 と 　 心 礎 石 　 と 　 論 山 六 谷 里2 号 境 の 断 面 形 態( ① ～ ⑤ 『 弥

勧寺祉　石塔』解体調査報告書Ⅲ2005から引用､ ⑥ 『百済の古墳文化』 2002から引用)
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道) は 地 下 式 の 時 か ら 心 礎 を 運 搬 す る た め の 搬 入 路 と 　 し て 機 能 し､ 地 上

式 に な っ て か ら は 奉 納 儀 式 や 参 加 者 た ち の 移 動 通 路 な ど の た め に も 活 用

さ れ た も の と 　 さ れ て い る｡

一 方､ 舎 利 奉 安 施 設 は 中 国 で も 地 宮 が 墓 室 を 模 倣 し て 出 現 し､ 全 体 的

に 墓 制 の 築 造 技 法 が 適 用 　 さ れ た た め､ 通 路 も 羨 道 と 　 同 様 の 機 能 を 担 っ た

可 能 性 が 高 い｡ ま た､ 弥 靭 寺 虻 の 西 塔 で 確 認 で き 　 る 四 方 向 の 求 心 的 な 空

間 の 形 成 も､ 舎 利 の 本 質 的 な 意 味 に よ 　 る 　 も の で あ る｡ 舎 利 が 仏 の 遺 骨 で

あ 　 り､ こ れ を 奉 る た め の 礼 制 と 　 し て､ 墓 制 が 適 用 　 さ れ た と 考 え ら れ る｡

弥 勘 寺 祉 石 塔 は 舎 利 奉 安 施 設 の 空 間 的 意 味 を 具 現 化 す る た め､ 当 時 の 百

済 中 央 の 墓 制 や あ っ た 陵 山 里 型 石 室 の 形 態 を 適 用 し た と 判 断 さ れ る が､

陵 山 里 型 石 室 と 弥 勘 寺 祉 西 塔 内 部 の 第1 層 の 形 態 と 細 部 の 築 造 方 法 を 見

る 　 と､ 十 字 形 通 路 空 間 の2 段 天 井 支 え 石 は､ 持 ち 送 り 　 式 石 室 墳 の 傾 斜 部

材 を 使 用 　 し､ 1 段 ま た は2 段 に 天 井 を 支 え る 　 も の と 類 似 し て お 　 り､ 天 井 石

と 壁 面 石 の 築 造 方 式 も 共 通 し て い る｡ 陵 山 里 型 石 室 の 形 態 は､ 舎 利 が 秦

安 さ れ て い る 象 徴 的 空 間 を 効 果 的 に 表 現 す る た め の 方 法 で あ る 　 と 同 時 に､

石 材 を 用 い て 築 か れ た 西 塔 の 場 合､ 材 料 が 同 　 じ で あ る た め､ よ 　 り 　 受 容 が

容 易 で あ っ た と 推 定 さ れ て い る( チ ョ 　 ウ ン ギ ョ 　 ン2009)0

両 研 究 で 共 通 し て い る の は､ 技 術 的 理 由 で あ れ 仏 教 理 念 の 変 化 で あ れ､

塔 の 構 造 が 百 済 式 に 変 化 し､ 塔 で も 重 要 な 施 設 で あ る 舎 利 安 置 空 間 が

地 下 か ら 地 上 に 変 化 し た こ 　 と で あ る｡ ま た､ 細 部 施 設 と 範 囲 に 違 い は あ

る が26) ､ 李 柄 鏑 は 狭 い 意 味 で 舎 利 轟 を 噂 室 墓( ア ー チ 形 態) と 結 び 付

26) 李 柄 鏑 の 研 究 の 　 う 　 ち､ 陵 山 里 寺

噂 築 墓 の ア 一

博 室 墓(6 世 紀

る 　 た め､ そ

し　て

古
石造舎
に編年

型の構造を模倣して製作

半 終 了) と 石 造 舎 利 監(567 年

ま受け入れる　こ　と　は難しい

製作したこ　と　を前提にす

6 世 紀 中 葉 の 中 下 塚( 聖
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け､ チ ョ 　 ウ ン ギ ョ 　 ン は 広 い 意 味 で 通 路 を 含 む 舎 利 安 置 空 間 の 形 態 と 築 造

方 法 の 類 似 性 を 根 拠 に 陵 山 里 型 石 室 と 結 び つ け た｡ 実 際､ 塔 の 地 下 の 棉

造 は 地 宮 の 墳 墓 構 造 を 模 倣 し て 造 ら れ た た め､ 両 研 究 者 と 　 も 舎 利 を 取 り

囲 ん で い る 施 設 ま た は 空 間 の 構 造 を 墓 室 と 　 し て 認 識 し､ 墓 室 の 形 態 に 築

造した　と　い　う　こ　と　は共通　して指摘されている｡

一 方､ 日 本 で も 終 末 期 古 墳 の 墳 丘 と 寺 院 の 塔 の 基 壇 部 の､ 築 造 上 の 類

似 性 を 検 討 し た- 瀬 和 夫 の 研 究 が 注 目 　 さ れ る(- 瀬 和 夫1988) ｡ 氏 は 古

墳から確認される版築技術が寺院建築の影響を深く　受けたもの　とみてお

り､ 版 築 と 　 と 　 も に 寺 院 の 整 地 や 盛 土 の 一 連 の 工 程 が 終 末 期 古 墳 の 築 造 に

も 使 わ れ た こ と に 注 目 　 し た｡ ま ず､ 岩 屋 山 古 墳 の 墳 丘 の 下 の 版 築 か ら な

る段と飛鳥寺木塔の基壇部の推定版築部分に､築造工程上の類似性が存

在 す る 　 こ 　 と 　 を 明 　 ら か に 　 し た｡ ま た､ 7 世 紀 中 葉 と7 世 紀 後 半 の 終 末 期 古 墳

に 見 ら れ る 版 築 の 使 用 量 の 差 が､ 寺 院 に お け る 塔 の 基 壇 部 の 築 造 変 化 と

関 連 が あ る 　 と 見 て､ 7 世 紀 中 葉 の 野 中 寺 と7 世 紀 後 半 の 山 田 寺 の 塔 の 基 壇

部 の 築 造 と 　 比 較 し た｡ そ の 結 果､ 7 世 紀 後 半 の 山 田 寺 基 壇 部 の 築 造 の た

め の 作 業 の1/3 が 地 表 下 に 埋 没 　 し て お 　 り､ そ こ に 使 わ れ た 版 築 の 量 は 野

中 寺 の3.5 倍 に 達 す る 　 こ 　 と 　 を 確 認 し た｡ つ ま 　 り､ 7 世 紀 中 葉 の 野 中 寺 と7

世 紀 後 半 の 山 田 寺 の そ れ ぞ れ の 塔 の 基 壇 部 で 確 認 さ れ る 版 築 の 違 い と､

当 該 時 期 の 古 墳 の 墳 丘 で 確 認 さ れ る 版 築 の 使 用 量 の 違 い に､ 技 術 の 変 化

と　労働力の違いが反映されている　こ　と　を確認した｡

上 記 の 研 究 で 重 要 な 点 は､ 終 末 期 古 墳 に お け る 版 築 を 活 用 　 し た 段 が 塔

基 壇 部 の 築 造 工 程 と 似 て い る 　 こ 　 と 　 と､ 7 世 紀 後 半 の 終 末 期 古 墳 は､ 新 し
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い 技 術 が 適 用 さ れ た 同 時 期 の 寺 院 の 基 壇 部 と 共 通 す る 　 と い う 点 で あ る｡

山 田 寺 は 特 に 弥 勘 寺 を は じ め と す る 百 済 寺 院 の 造 営 技 術 と 類 似 性 が あ る

と い 　 う 見 解 が 多 数 を 占 め て お り､ 弥 勘 寺 石 塔 の 基 壇 部 築 造 と 双 陵 の 古 墳

築 造 工 程 上 の 関 連 性 は 日 本 の 先 行 研 究 か ら も 確 認 で き る｡

以 上 の 結 果 か ら､ 双 陵 の 築 造 に は､ 少 な く 　 と 　 も 仏 教 の 造 寺 技 術 が 関 連

し て お 　 り､ 積 極 的 に 解 釈 す れ ば､ そ の 中 で も 塔 と 　 関 連 し て い る 可 能 性 が

あ る｡ 古 墳 に 塔 の 造 営 技 術 を 一 方 的 に 受 け 入 れ た の で は な く､ 石 室 自 体

が 舎 利 安 置 空 間 の 意 味 を 持 っ て い た の で､ 古 墳 と 塔 は 相 互 に 影 響 を 与 え

た も の と 考 え ら れ る｡

一 方､ こ の よ う な 様 相 は す べ て 武 王 時 代 に 造 営 さ れ た も の と 確 認 さ れ

て い る が､ こ れ は 武 王 本 人 が 目 指 し て い た 目 的 を 達 成 す る た め の 象 徴 的

な 手 段 で あ 　 り､ 形 態 が 異 な る 両 構 造 物( 古 墳､ 塔) に 同 様 の 意 味 を 与 え よ

う　と　したのだろ　う｡

ま た､ 双 陵 と 弥 勘 寺 祉 西 塔 の 核 心 空 間 が 本 来 同 じ 意 味 で 出 発 し､ 構 追

的 に も 類 似 し て お り､ 地 上 に 変 化 し た と い う 共 通 点 な ど か ら､ 単 に 外 形

的 な 類 似 性 だ け で な く､ 塔 の 築 造 と そ の 意 味 ま で 反 映 さ れ て い る 可 能 性

も 考 え ら れ る｡

前 時 期 と 比 べ て 巨 大 化 し た 墳 丘 全 体 を 版 築 で 築 造 す る の は､ 古 墳 の 棉

造 上 の 安 定 性 と 権 威( 荘 厳) を 意 図 し た も の か も 　 し れ な い が､ 双 陵 の 内

部 構 造 ま で 考 慮 す る 　 と､ 墳 丘 を 塔 楼( 塔 身) と 　 し て 念 頭 に 置 き､ 塔 楼 を

意 図 す る た め に 一 般 盛 土 で は な く 版 築 で 築 造 し､ 特 別 な こ 　 と を 表 現 し た

の で は な い か｡ む ろ ん､ 外 形 ま で 同 様 に 築 造 さ れ て い な い こ 　 と 　 に つ い て

はい　く　つかの理由　も　あ　り　う　る｡

現 在 ま で の 発 掘 結 果､ 双 陵 の よ 　 う な 構 造 と 墳 丘 を 持 つ 古 墳 は ま だ 確 認

さ れ て い な い｡ 版 築 が 構 造 物 に 導 入 さ れ る 条 件 な ど を 考 慮 す れ ば､ 高
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位の身分の王や王族でなければ古墳全体に版築を使う　こ　とが難しかった

は ず で あ 　 り､ 当 然 そ の 数 は 少 な く 　 な ら 　 ざ る を 得 な い｡ 墳 丘 版 築 古 墳 の 初 一

出 現 時 期 が7 世 紀 前 半 の 後 期 だ と す れ ば､ 百 済 は す ぐ に 滅 亡 　 し て 　 し ま 　 う

た め､ 物 質 資 料 だ け で は こ れ 以 上 の 言 及 は 難 し い27) 0

一 方､ 古 墳 や 塔 な ど の 急 激 な 形 態 変 化 は､ す べ て 武 王 時 代 に 起 き た こ

と 　 が 確 認 さ れ て い る｡ こ れ は 武 王 本 人 が 　 目 指 し て い た 　 目 的 を 達 成 す る た

め の 象 徴 的 な 手 段 と 　 し て 仏 教 を 選 び､ 異 な る 二 つ の 構 造 物( 古 墳､ 塔) に

同 様 の 意 味 を 付 与 し よ 　 う 　 と 意 図 し た た め で あ 　 り､ 古 墳 で 寺 院 の 塔 身 に あ

た る 部 分 を 版 築 で 構 築 し た と 推 定 で き る｡ こ の 推 定 が 説 得 力 を 得 る た め

に は､ 武 王 の 時 代 的 背 景 と 武 王 の 関 心 事 に つ い て 検 討 す る 必 要 が あ り､

それによ　り墳丘版築古墳の築造の意味を理解でき　る｡

27) 義 慈 王 は 百 済 の 滅 亡 後､ 唐 に 連 行 さ れ て､ そ こ で 死 亡 し た た め､ 百

済 の 王 陵 で 後 に 築 か れ た の は 双 陵 で あ る｡ 武 王 の 死 後､ 百 済 の 滅 亡 ま

で20 年 も か か ら な か っ た こ 　 と を 考 え る 　 と､ 双 陵 の よ 　 う 　 な 構 造 で 築 造 さ れ

た 古 墳 の 例 は 見 当 た ら な い と 思 わ れ る｡
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第4 節: 墳 丘 版 築 古 墳 の 築 造 意 味

第3 節 で は 双 陵 の 出 現 背 景 に つ い て､ 多 角 的 に 探 っ た の で､ 第4 節 で は､

ま ず 文 献 を 通 じ て 武 王 の 時 代 的 背 景､ 関 心 事 と 主 要 業 績 を 検 討 し､ 双 陵

の 築 造 目 的 を 明 ら か に す る｡ 次 に､ 日 本 で7 世 紀 中 葉 後 期 か ら8 世 紀 初 頭

に 墳 丘 版 築 古 墳 の 事 例 が 確 認 さ れ て い る た め､ こ れ ら の 古 墳 の 検 討 を 過

じ て､ 墳 丘 版 築 古 墳 築 造 の 意 味 に つ い て 考 察 す る｡

聖 王 が 新 羅 と 　 の 戦 争 で 戦 死 し た 後､ 武 王 が 即 位 す る ま で 百 済 の 王 権 は

か な 　 り 　 弱 か っ た た め､ 武 王 の 即 位 過 程 も 混 乱 し て い た｡ そ の た め､ 武 王

は 即 位 期 間 中､ 王 権 の 強 化 に 力 を 注 い だ｡ 即 位 初 期､ 戦 争 を 通 じ て 貴 族

主 導 か ら 王 権' 主 導- の き っ か け を 設 け( 『 三 園 史 記 』 , 巻 第 二 十 七, 百

済 本 紀, 第 五, 武 王 三 年) ､ 中 央 の 政 治 構 造 を 国 王 中 心 に 再 編 し､ 貴 族

の 勢 力 を 弱 め た が､ 旧 唐 書( 『 奮 唐 書 』 , 巻199 上, 列 席149 上, 東 夷

侍, 百 済) に 佐 平 中 心 の 政 治 制 度 に 関 す る 内 容 が 良 く 表 れ て い る｡ ま た､

武 王 後 半 期 の 酒 批 城 の 修 理( 『 三 園 史 記 』 , 巻 第 二 十 七, 百 済 本 紀, 第

五, 　 武 王 三 一 年) ､ 後 継( 義 慈 王) の 冊 封( 『 三 園 史 記 』 , 巻 第 二 十 七,

百 済 本 紀, 第 五, 武 王 三 三 年) ､ 宮 南 池 の 造 成( 『 三 園 史 記 』 , 巻 第 二

十 七, 百 済 本 紀, 第 五, 武 王 三 五 年) ､ 宴 会( 大 王 浦､ 望 海 棲) ( 『 三 園

史 記 』 , 巻 第 二 十 七, 百 済 本 紀, 第 五, 武 王 三 七 年) と 狩 猟( 『 三 園 史

記 』 , 巻 第 二 十 七, 百 済 本 紀, 第 五, 武 王 三 三 年) な ど､ 一 連 の 記 録 か

ら､ 武 王 は 王 を 中 心 に 　 し た 中 央 集 権 化 に 力 を 注 ぎ､ 成 果 が あ っ た こ 　 と が

分 か る｡ ま た 王 権 強 化 の た め､ 武 王 は 仏 教 を 　 う 　 ま 　 く 活 用 　 し た｡ 当 時 の 中

国､ 韓 国､ 日 本 の 仏 教 で は 王 即 仏 と 転 輪 聖 王 思 想 が 流 行 し､ 武 王 は 仏 敬

の 宗 教 的 神 聖 性 を 利 用 　 し､ 王 の 権 威 を 高 め る 理 念 的 基 盤 を 築 い た( 百 済

の 聖 王 と 法 王 も 仏 教､ 特 に 転 輪 聖 王 と 　 関 連 の あ る 名 称 で あ る) ｡ こ れ を

示 す 具 体 的 な 事 例 が 弥 勘 寺 の 創 建 で あ る｡ 弥 勘 寺 は 現 在 確 認 さ れ た 百 済
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の 寺 院 で は 大 規 模 で あ り､ 武 王 が 別 都 経 営 し た 益 山 に 位 置 す る｡ 弥 勘

寺 の 縁 起 説 話 に よ る 　 と､ 武 王 夫 妻 が 龍 華 山 の 下 の 池 で 弥 勘 三 尊 に 会 っ た

こ 　 と 　 を 機 に 創 建 し た と い 　 う｡ こ れ は 転 輪 聖 王 が 成 仏 し た 弥 勘 を 迎 え る た

め に 龍 華 樹 の 下 に 降 り 　 て き た と い う 説 話 を 借 用 し た も の で あ る｡ こ れ は

弥 勘 寺 の 創 建 に よ 　 り 武 王 を 転 輪 聖 王 と 同 じ 存 在 と 　 し て 周 辺 に 認 識 さ せ､

思 想 的 に も 王 を 中 心 に 統 合 し､ 世 俗 的 に も 権 威 を 高 め､ 王 権 を 強 化 さ せ

る役割を果た　した｡

次 に 火 葬 墓 と 骨 壷 の 存 在 に 注 目 す る｡ 酒 批 期 の 火 葬 は 仏 教 と 無 関 係 で

な い が､ 百 済 の 滅 亡 直 前 に 本 格 的 に 出 現 し た 葬 法( 近 石 村 洞 古 墳 群 発

掘 の 結 果 火 葬 し た 事 例 が 確 認 さ れ た が､ 仏 教 と の 関 連 は 不 明) で 絶 対 的

な 数 量 が 少 な く 　 流 行 し た と 　 は い え な い が､ 新 羅 や 日 本 で 流 行 し た こ 　 と か

ら､ 仮 に 百 済 が 存 続 し 続 け た と す れ ば､ 主 要 墓 制 の ひ と つ に な っ て い た

葬 法 で あ る｡ 百 済 で 確 認 さ れ て い る 火 葬 墓 の 被 葬 者 集 団 は､ 仏 教 の 導 入

主 体 で あ 　 り､ 火 葬 墓 の 位 置 や 現 状､ 火 葬 の 所 要 経 費 な ど を 考 慮 す る 　 と､

僧 侶 ま た は 仏 教 に 帰 依 し た 上 位 の 支 配 層 で あ っ た と 考 え ら れ る｡ 日 本 で

骨 壷 が 出 現 し た 時 期 は 百 済 の 滅 亡 直 後 の7 世 紀 後 半 で あ 　 り､ 百 済 の 滅 亡

を 機 に 日 本 に 渡 来 し た 渡 来 人 が 火 葬 の 風 習 と 骨 壷 を 伝 え た 可 能 性 が 想 定

さ れ る｡ 実 際､ 7 世 紀 ～8 世 紀 に 　 日 本 列 島 で 確 認 さ れ る 初 期 の 骨 壷 の 形 態

は 百 済 で 流 行 し た 有 蓋 直 口 壷 を 使 っ た 単 壷 式 が 大 多 数 を 占 め て お り､ そ

の 後､ 新 羅 と 唐 の 影 響 で 骨 壷 の 型 式 が 多 様 化 す る( 山 本 孝 文2003) ｡ こ

の こ 　 と か ら み る 　 と､ 火 葬 お よ び 火 葬 墓 の 導 入 は 百 済 か ら 　 日 本 に 伝 わ っ た

と 考 え ら れ､ 百 済 に お け る 仏 教 の 影 響 が 少 な く 　 と 　 も 支 配 層 で は 広 が っ て

い た こ 　 と 　 が 重 要 で あ る｡ 後 述 す る が､ 持 統 天 皇 を 皮 切 　 り 　 に 数 名 の 天 皇 が

火 葬 を 選 択 し て い る｡ こ れ は 仏 教 が 高 位 層 に ま で 影 響 を 及 ぼ し た と 見

る 　 こ 　 と が で き る｡ 当 時 の 日 本( 天 武 天 皇 と 持 統 天 皇 の 時 期) は 政 治 的 に
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王 権 が も 強 か っ た 時 期 と 　 さ れ て い る た め､ 政 治 と 思 想 が 王 に 集 中 　 し 王

権が絶頂に達したこ　と　を持統天皇の火葬が象徴的に示している　と　いえる｡

特 に 天 武 天 皇 と 持 統 天 皇 の 合 葬 墓 は､ 墳 形 が 八 角 形 で あ 　 り､ 墳 丘 は 版 集

で 築 造 さ れ た も の と 推 定 さ れ て い る｡ 八 角 墳 は 日 本 で 仏 教､ 特 に 塔 と 　 関

連がある　と　い　う　研究がある｡

後 に 仏 教 の 多 く 　 の 思 想 の 中 に( 仏) 舎 利 信 仰 が あ る｡ 仏 陀 の 遺 骨 を

仏 舎 利 と 言 う 　 が､ 遺 骨 を 紀 る 場 所 が 塔 で あ 　 り､ 塔 は 塔 婆 の 略 語 で あ 　 り､

サ ン ス ク リ 　 ッ ト 語 で ス ト 　 ウ- パ と 呼 ば れ る｡ ま た､ 語 源 的 に 仏 陀､ 塔 婆､

浮 居 は 同 義 語 で あ 　 り､ 後 に 意 味 が 拡 張 さ れ て 僧 侶 ま た は 僧 侶 の 舎 利 塔 ま

で 指 す こ 　 と 　 も あ る｡ 仏 陀 の 舎 利 を 安 置 す る た め に 塔 を 造 営 　 し､ 塔 は 次 第

に 仏 陀 と 変 わ ら な い と 考 え 　 ら れ､ 舎 利 信 仰 の 始 ま 　 り 　 と 　 な る｡

7 世 紀 初 頭､ 晴 で も 舎 利 塔 の 造 営 が 流 行 　 し､ 百 済 で も 実 物 は 確 認 さ れ

て い な い が､ 百 済 人 恵 現 を 石 塔( 浮 屠) に 配 っ 　 た 　 と 　 い 　 う 　 記 録 が あ 　 る

( 『 三 園 遣 事 』 　 券5 　 避 隠 第8 　 恵 現 求 静)｡ し か し､ 塔 の 造 営 を 必 ず し も

火 葬 に 結 び つ け る 　 こ 　 と 　 は で き な い｡ も ち ろ ん､ 仏 教 に お い て 火 葬 が も

普遍的な葬法ではあるが､ 『伽弥尼経』や『根本説一切有部毘奈耶雑事』

等､ 初 期 の 仏 典 に よ 　 る 　 と､ 火 葬 以 外 に も 多 様 な 葬 法( 『 根 本 説 一 切 有 部

毘 奈 耶 雑 事 』 で は､ 水 葬､ 火 葬､ 塔 塚 之 葬 『 伽 弥 尼 経 』 で は､ 水 葬､ 火

葬､ 埋 葬､ 林 葬 の 例 が 記 録 さ れ て い る) が 仏 教 で 行 わ れ た こ 　 と 　 が わ か る

( 『 韓 国 民 俗 大 百 科 事 典 』 2014)｡ ま た､ 『 三 国 遺 事 』 の 記 録 を そ の ま ま

信頼する　こ　と　は難しいが､恵現の説話から　も分かる　よ　う　に火葬ではな　く､

遺 体 を 虎 に 食 べ さ せ た 後､ 残 っ た 部 分 を 石 塔 に 安 置 　 し た 　 り( 林 葬 後､ 塔

塚 之 葬)､ 他 の 説 話 で は 僧 侶 を 埋 葬 し た こ 　 と 　 が 確 認 さ れ て い る｡ 高 麗 初

期 ま で も 僧 侶 の 埋 葬 方 式 は 一 般 人 と 　 同 　 じ で あ 　 り( ホ ン デ フ 　 ァ 　 ン2015)､ 当

時 僧 侶 が 火 葬 で は な い 埋 葬 方 法 を 好 ん だ の は 当 時 の 中 国 高 僧 の 葬 儀 法 と
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も 一 致 す る( チ ュ ギ ョ 　 ン ミ2003)0

山 本 孝 文 が 指 摘 し た よ 　 う 　 に､ 実 際 に 扶 余 陵 山 里 寺 祉 出 土 の 昌 王 舎 利 轟

か ら 舎 利 に 対 す る 信 仰 が 明 ら か な 陵 寺 で あ り､ 隣 接 し て 石 室 古 墳 群( 陵

山 里 古 墳 群 一 帯) が 位 置 す る 例 も あ り､ 仏 教 と 深 い 関 係 が あ り､ 帰 依 し

て い て も､ そ れ が 必 ず し も 火 葬 に つ な が る 　 と 　 は 限 ら な い こ 　 と が 分 か る｡

つ ま 　 り､ 骨 を 塔 に 安 置 す る 際､ 火 葬 は 必 須 条 件 で は な く､ 当 時 の 中 国 で

も 塔 の 基 壇 部 地 下 の 心 礎 石 に 火 葬 せ ず､ 骨 を そ の ま ま 安 置 す る 事 例 が あ

る｡ し た が っ て､ 双 陵 の 葬 法 が 埋 葬 を 選 択 し て い る た め､ 塔 を 模 倣 し な

か っ た と 　 い 　 う 判 断 は 性 急 で あ 　 り､ 武 王 時 代 の 一 連 の 政 策 を 考 え れ ば､ 仏

教 ま た は 塔 と の 関 連 を 否 定 す る 根 拠 は 弱 い と 考 え る｡
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以 上､ 双 陵 と 弥 勧 寺 石 塔 の 構 造 的 類 似 性 お よ び 武 王 時 代 の 時 代 的 背 景

を 考 察 す る た め､ 文 献 記 録､ 火 葬､ 仏 舎 利 信 仰 に つ い て 検 討 し た｡ そ の

結 果､ 武 王 時 代 に 王 権 強 化 の 一 環 と 　 し て 仏 教 の 転 輪 聖 王 思 想 を 活 用 　 し､

思 想 面 で も 王 が 国 家 の 頂 点 に 立 つ た め の も の で あ っ た｡ 双 陵 の 築 造 に は

仏 教 が 関 わ っ て い る 可 能 性 を 想 定 し､ さ 　 ら に 塔 と の 関 連 性 が 高 い と 判 断

し たo L か し､ 前 述 し た よ 　 う 　 に 双 陵 は 王 陵( 武 王 推 定) で あ 　 り､ 現 在 ま で

百 済 で 唯 一 確 認 さ れ た 墳 丘 版 築 古 墳 で あ る た め､ 韓 国 で は 上 記 の 結 果 を

① 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 卜 -

二-LL.--

■m 

④ ､ ‥ 土  劔 劔 劔 @  

i . - 三 三 / I - : き 1 ; I  劔 I _ T A ■  Ā Ā Ā

■ J / I . i  : - 1 〟 ~ ■  白 僮  鳴   Ā Ā Ā Ā

了-r二.- i_pJ二 

づ 与 や . 1 I l - I  . ≡ ゞ  I + .    ｶ ﾆ f " Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

図78 　 日 本 の 墳 丘 版 築 古 墳 の 築 造 様 相( ① カ ヅ マ ヤ マ 古 墳､ ② 牽 牛 子 塚 古 墳､

③ 高 松 塚 古 墳､ ④ キ ト 　 ラ 古 墳､ ⑤ 中 尾 山 古 墳) ( ① 　F カ 　 ヅ マ ヤ マ 古 墳 発 振 調 査 報

告 書 』 2007､ ② 『 牽 牛 子 塚 古 墳 発 掘 調 査 誓 告 』 2013､ ③ 『 特 別 史 跡 高 松 塚 古 墳

発 掘 調 査 報 告 』 2017､ ④ ｢ キ ト 　 ラ 古 墳 の 発 掘 調 査｣ 2007､ ⑤ ｢ 終 末 期 古 墳 の 墳

丘｣ 　F 考 古 学 論 集. 網 干 善 教 先 生 華 甲 記 念 会 』 1988 か 　 ら 　 引 用)
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検 証 す る た め の 比 較 対 象 が な い｡ そ こ で 日 本 で 確 認 さ れ る 墳 丘 版 築 古 墳

の 築 造 工 程 を 検 討 し､ 天 皇 が 採 用 　 し た と 　 さ れ る 八 角 境 の 意 味､ お よ び 被

葬 者 と 時 代 的 背 景 を も 　 と に､ 墳 丘 版 築 古 墳 築 造 の 意 味 に つ い て 考 察 す る｡

7 世 紀 後 半 に な る 　 と､ 双 陵 の よ 　 う 　 な 構 造 を 持 つ 古 墳 が 飛 鳥 一 帯 に 築 か

れ 始 め る｡ 代 表 的 な 例 と 　 し て､ 牽 牛 子 塚 古 墳､ カ ヅ マ ヤ マ 古 墳､ 真 弓 テ

ラ 　 ノ マ エ 古 墳､ マ ル コ 山 古 墳､ 高 松 塚 古 墳､ キ ト 　 ラ 古 墳､ 中 尾 山 古 墳 な

ど が 発 掘 調 査 に よ 　 り､ 墳 丘 と 石 室 構 造 が 知 ら れ て い る｡ ま ず､ 稜 線 の 頂

上 部 や 稜 線 上 の 敷 地 を 平 坦 に 整 地 し､ 地 山 層 の 上 に 若 干 の 墳 丘 盛 土 と 石

室 を 設 置 す る( 石 室 の 周 囲 は 版 築)｡ そ し て､ 上 部 ま で 版 築 で 積 み 上 げ､

墳 丘 を 造 成 し た 後､ 盛 土 で 仕 上 げ る 一 連 の 過 程 は 古 墳 ご と に 細 部 の 違 い

は あ る が､ 概 ね 双 陵 の 築 造 方 法 と 共 通 す る｡

日 本 は 伝 統 的 に 古 墳 の 墳 形 と 規 模 で 被 葬 者 の 権 威 と 地 位 を 表 出 し た が､

天皇や 上位階層に属する古墳に築造技術的な部分では大きな差がなか

っ た｡ そ の た め､ 墳 丘 版 築 古 墳 は 八 角 墳 以 外 に も 方 墳 と 　 円 墳 に も み ら れ

る た め､ 墳 丘 全 体 に 使 わ れ る 版 築 は 天 皇 だ け が 使 用 で き た の で は な い と

思 わ れ る が､ や は り 　 特 別 な 地 位 の 被 葬 者 の み が 採 用 で き た こ 　 と は 間 違 い

な い｡ 様 々 な 条 件 が 異 な る が､ 今 後､ 百 済 で も 王 族 ま た は 上 位 階 層 の

古 墳 で 墳 丘 版 築 の 事 例 が 確 認 さ れ る 可 能 性 も 排 除 で き な い｡ 古 墳 時 代 終

末 期 に 入 っ て か ら､ し ば ら 　 く 　 上 位 階 層 に は 大 差 は な か っ た が､ 7 世 紀

中 葉 頃 に 古 墳 の 規 模 よ 　 り 墳 形 に 焦 点 が 当 て ら れ､ 天 皇 だ け が 使 用 で き る

古 墳 の 墳 形 と 　 し て 八 角 墳 が 出 現 す る｡ 八 角 形 の 出 現 の 背 景 に は､ 大 き 　 く

宗 教 思 想 に よ る 結 果 と 見 る 見 解 と 政 治 的 行 為 の 結 果 と 見 る 見 解 に 分 か れ

る が､ 本 来､ 日 本 で は 身 分 的 秩 序 と 社 会 の 体 制 を 維 持 す る 手 段 と 　 し て 古

墳 の 墳 形 と 規 模 に 重 点 を 置 く 　 こ 　 と で 表 現 さ れ て き た｡ そ の よ 　 う な 社 会 的

雰 囲 気 の な か で 誕 生 し た 八 角 境 は､ 技 術 的 意 味 は も ち ろ ん の こ 　 と､ 思 想
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･ 政 治 的 な メ 　 ッ セ ー ジ を 　 も 　 ち 築 造 さ れ た の は 当 然 と 　 い え る｡ そ 　 こ で､ こ

こ で は 王 陵 に 比 定 さ れ て い る 八 角 墳 を 中 心 に､ 出 現 背 景 と 　 八 角 墳 の 意 味､

被葬者像を検討してい　く｡

ま ず､ 仏 教 と 　 の 関 連 を 指 摘 す る 見 解 を み る 　 と､ 藤 沢 一 夫 は 八 角 墳 が 封

土 を 塔 楼 的 に 観 念 化 し て 造 営 し た よ い 例 で､ 塔 は 本 来 仏 舎 利 を 内 蔵 し た

半 球 形 の 封 土 で あ っ た こ 　 と 　 を 指 摘 し た( 藤 沢 一 夫1959) ｡ 安 井 郎 三 は､

墳 形 が 仏 寺 の 八 角 堂 と 類 似 し て お 　 り､ 野 口 王 墓 で は 仏 教 関 連 の 副 葬 品 が

多 数 確 認 さ れ､ 被 葬 者 が 仏 葬 に よ 　 る 　 も の で あ る 　 こ 　 と 　 を 指 摘 し た( 安 井 良

三1964)｡ 菅 谷 文 則 は 野 口 王 墓 の 被 葬 者 は 仏 教 と 　 関 連 が 深 い 天 武･ 持 統 天

皇 の 墓 で 天 皇 の 遺 体 を 仏 舎 利 的 に 葬 っ た た め､ 八 角 境 と 仏 教 と 　 の 関 連 を

指 摘 し た( 菅 谷 文 則1969)｡ 井 上 薫 は 野 口 王 墓 を 計 測 　 し､ 封 土 が 原 形 に 近

い 　 こ 　 と 　 か ら､ 八 角 境 は イ 　 ン ド の ス ト 　 ウ- パ を 模 倣 　 し た 　 も 　 の 　 と 解 釈 　 し た

( 井 上 薫1975)｡ 田 村 圃 澄 は､ 鮮 明 天 皇 が 百 済 大 寺 を 直 接 創 建 す る な 　 ど､

仏 教 と 深 く 　 関 わ っ た 初 の 天 皇 で､ 死 後 仏 国 土- の 往 生 を 望 む 本 人 と､

周 辺 が 安 寧 を 祈 願 し､ 仏 国 土 の 象 徴 で あ る 蓮 華 八 辺 を 模 倣 し､ 八 角 墳 の

陵 墓 を 造 営 し た と 解 釈 し た｡ ま た､ 仏 教 関 連 施 設 が 集 中 す る 大 飛 鳥 を 仏

道 で あ っ た 　 と 前 提 し た 後､ 天 武･ 持 統 天 皇 も 仏 教 を 深 く 　 信 奉 　 し､ 八 角 境

を 築 造 し た 事 実 な ど か ら､ 仏 教 思 想 が 八 角 墳 の 造 営 に 大 き な 影 響 を 与 え

て い た こ 　 と 　 を 指 摘 し た( 田 村 囲 澄1981)｡ こ れ ら を ま 　 と 　 め る 　 と､ 八 角 墳 形

の モ チ ー フ は 仏 教 の 様 々 　 な 　 と 　 こ 　 ろ に 求 め 　 ら れ る が､ 共 通 し て 古 墳 そ の も

のは塔と　同　じである　と認識されている　こ　と　が分かる｡

一 方､ 王 の 権 威 お よ び 律 令 と 　 関 連 が あ る 　 と す る 見 解 と 　 し て､ 網 干 善 教

は 『 旧 唐 書 』 と 『 大 唐 郊 紀 録 』 に 記 述 さ れ た 天 円 地 方 思 想 に 基 づ き､ 中

国 古 代 の 政 治 思 想 や 制 度 の 影 響 を 受 け た も の で あ 　 り､ 中 央 集 権 の 律 令 体

制 を 示 す 象 徴 物 と 　 し て､ 八 角 墳 の 出 現 に つ い て 説 明 　 し て い る( 網 干 善 教
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1979)｡ 白 石 太 一 郎 は こ れ ま で 規 模 の 違 い は あ っ た が､ 中 央 貴 族 お よ び

地 方 豪 族 と 墳 形 の 違 い の な か っ た 大 王 が､ 大 王 だ け の 特 殊 型 式 の 古 墳 を

造 営 す る 　 こ 　 と 　 は､ 大 王 の 地 位 確 立 と 密 接 な 関 連 が あ る 　 と 指 摘 す る｡ そ の

背景と　して大王は様々　な豪族と異なる地位を置く　と　と　もに､大王を中心

と す る 中 国 風 の 中 央 集 権 国 家 を 樹 立 し た も の 　 と 想 定 し て い る( 白 石 太 一

郎1982) ｡ 今 尾 文 昭 は 天 皇 ま た は 天 皇 の 支 配 が 四 方 八 方 の 全 国 土 に 及 び､

平安が保たれる　こ　と　を示すため､古墳の墳形に八角をあ　らわしたもの　と

考 え た( 今 尾 文 昭2005) ｡ 林 部 均 に よ 　 る 　 と､ 大 王 は 大 和 政 権 の 連 合 政 権

的 性 格 か ら 脱 皮 　 し､ 律 令 国 家 の 天 皇 と 　 し て､ 律 令 官 人 制 の 頂 点 に 君 臨 す

る 特 別 な 存 在 ぺ の 志 向､ そ の た め の 象 徴 物 と 　 し て 八 角 墳 を 理 解 し た( 林

部 均2012) ｡ ま 　 と 　 め る 　 と､ 八 角 墳 形 の 出 現 に つ い て 王 権 の 強 化 と 律 令 に

よ 　 る 　 中 国 式 中 央 集 権 の 結 果 と 　 し て､ 八 角 墳 の 造 営 を 理 解 し て い る｡

前 述 し た よ 　 う 　 に 八 角 墳 は 天 皇 だ け が 使 用 で き 　 る 古 墳 で､ 中 国 と 韓 国 で

は 八 角 形 の 墳 形 は 確 認 さ れ て い な い｡ 　 日 本 で は7 世 紀 中 葉 の 段 ノ 　 塚 古 墳

か ら 八 角 形 の 墳 形 が 採 用 　 さ れ て い る｡ 被 葬 者 は 鮮 明 天 皇 と 　 さ れ た が､ 段

ノ 塚 古 墳 は 発 掘 が 制 限 さ れ て お 　 り､ 構 造 上 の 詳 細 は 不 明 だ が､ 墳 丘 は 八

角 形 の 墳 形 で､ 墳 丘 下 は 梯 形 の 段 か ら 成 っ て い る｡ ま た 石 室 の 入 口 　 は 八

角 墳 の 面 で は な く 　 角 に 位 置 し て い る な 　 ど､ そ の 後 の 八 角 墳 と 　 は 形 態 上 の

違 い が 確 認 さ れ て い る｡ こ れ は 墳 丘 全 体 に 版 築 が 導 入 さ れ る 前 段 階 に 追

営　されたもの　と　見られ､八角墳と　して 初に造営される過程で築造パタ

ー ン や ノ 　 ウ ハ ウ が 欠 け て い た た め､ 後 代 の 八 角 墳 と 形 態 上 の 違 い が 現 れ

る 　 も の と 推 定 さ れ る｡ 段 ノ 塚 古 墳 は 発 掘 が 制 限 さ れ て い る た め､ 墳 丘 版

築 の 有 無 は 不 明 だ が､ 7 世 紀 中 葉 に 編 年 さ れ る 岩 屋 山 古 墳 の よ 　 う 　 に､ 墳

丘 下 の 段( 段 ノ 塚 古 墳 と 類 似 の 形 態) ､ ま た は 菖 蒲 池 古 墳 の よ 　 う 　 に､ 墳

丘 の 下 段 部 に の み 版 築 さ れ た 事 例 な ど か ら､ 同 時 期 に 編 年 さ れ る 段 ノ 塚
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古 墳 は､ 墳 丘 の 上 部 ま で 版 築 が 施 設 さ れ た 可 能 性 は 低 い｡

鮮 明 天 皇 は 直 接 百 済 大 寺 を 創 建 す る ほ ど 仏 教 と 深 く 　 関 わ っ て い る｡ 帝

位 当 時､ 政 治 的 実 権 は 蘇 我 蝦 夷 が 持 っ て い た が､ 王 権 が 強 固 だ っ た と は

言 い 難 いD 　 な ぜ な 　 ら､ 前 代(2 代 前) の 天 皇 で あ る 崇 峻 天 皇 は 蘇 我 氏 と

対 立 し た 結 果､ 暗 殺 さ れ た と 伝 え 　 ら れ る な ど､ 645 年 の 乙 巳 の 変 以 前 ま

∴､ ∴1,,i
図79 　 段 ノ 　 塚 古 墳 の 墳 形 復 元 図( ① 　｢ 八 角 境 の 再 検 討｣ 2015 か ら 引 用､ ②

『 牽 牛 子 塚 古 墳 発 掘 調 査 誓 告 』 2013 か ら 引 用､ ③ 『 牽 牛 子 塚 古 墳･ 越 塚 御 門 古

墳 　 整 備 基 本 計 画 』 2015 か ら 　 引 用)

で は 蘇 我 氏 と 協 力 し な け れ ば､ 何 も で き な い ほ ど だ っ た こ と か ら､ 八 角

境の出現は王権強化による結果物よ　り　は天皇個人の仏教的信仰心と関係

が あ る 　 と 考 え ら れ､ 後 に 王 権 強 化 の 意 味 も 導 入 さ れ た も の と 考 え ら れ て

い る0

7 世 紀 中 葉 後 期( ま た は7 世 紀 後 半 初 期) に 編 年 さ れ る 牽 牛 子 塚 古 墳 は､

初 め て 版 築 が 墳 丘 全 体 で 確 認 さ れ る｡ 発 掘 調 査 に よ 　 り 築 造 工 程 が 双 陵 と

類 似 す る こ 　 と が 確 認 さ れ た が､ 外 形 は 墳 丘 の 周 辺 と 表 面 を 敷 石 し､ 版 築

は表面に現れないため､遠く　から眺める　と八角形の石造物のよ　う　に見え

た だ ろ 　 う｡ 被 葬 者 は 斉 明 天 皇 で あ り､ 段 ノ 塚 古 墳 の 被 葬 者 で あ る 鮮 明 天

皇 と は 夫 婦 で あ るo 　 斉 明 天 皇 の 時 代 は 依 然 と 　 し て 仏 教 が 支 配 層 を 中 心 に
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盛 ん に 行 わ れ て い た が､ 鮮 明 天 皇 の 時 代 と 　 は 異 な 　 り､ 大 化 改 新 に よ っ て

蘇 我 氏 は 没 落 し､ 天 皇 を 中 心 に 王 権 が 強 化 さ れ て い た 時 期 で あ っ た｡

野 口 王 墓 は 天 武･ 持 統 天 皇 の 合 墓 で､ 天 武 天 皇 は 強 力 な 専 制 王 権 を 樹

､L.一二･?

十
{:>.._

{ 1  l l

②

図80 　 牽 牛 子 塚 古 墳 の 墳 形 復 元 図( ① 『 特 別 史 跡 高 松 塚 古 墳 発 掘 調 査 報 告 』 20

17 か 　 ら 　 引 　 用､ ( 塾 『 　 牽 牛 子 塚 古 墳. 越 塚 御 門 　 古 墳 　 整 備 基 本 構 想 』 2014 か 　 ら 　 引

用)

立 し た 王 と 　 し て 有 名 で あ る｡ 野 口 王 墓 は 発 振 が 制 限 さ れ て お 　 り､ 古 墳 の

構 造 に つ い て は 不 明 で あ る が､ 前 時 期 の 牽 牛 子 塚 古 墳 と 後 の 中 尾 山 古 墳

の 発 掘 調 査 結 果 を 勘 案 す る 　 と､ 野 口 王 墓 も 墳 丘 全 体 に 版 薬 が 行 わ れ た も

の 　 と 　 推 測 　 さ れ る｡ 古 墳 は1235 年 に 盗 掘 　 さ れ た が､ 当 時 の 記 録( 明 月 　 記)

に 棺 内 の 天 武 天 皇 の 遺 骨 は 散 ら ば り､ 火 葬 し た 持 統 天 皇 の 銀 製 骨 壷 も 盗

掘 さ れ､ 遺 骨 が 捨 て 　 ら れ た 状 況 が 描 か れ て い る｡ こ の 事 実 か ら 分 か る 　 こ

と 　 は 天 皇 の 中 で 初 め て 火 葬 さ れ た 事 例 で あ る 　 と 　 い 　 う 　 こ 　 と で あ る｡ こ の 時

期の火葬は仏教と　の関連が指摘されるだけに､天皇も火葬を　したと　い　う

こ 　 と 　 は､ 当 時 仏 教 が 大 き な 影 響 を 及 ぼ し て い た こ 　 と が 　 う 　 か が え る｡ 一 方､

天武天皇は専制王権を樹立　した王と　して知　られてお　り､仏教よ　り　政治的

な 側 面 が 強 い と 考 え る 　 こ 　 と 　 も で き 　 る｡ し か し､ 天 皇 が 即 位 す る 前､ 僧 侶

と 　 し て 出 家 し た 経 歴( 『 日 本 書 紀 』 　 巻 第 二 十 八 　 天 武 天 皇 　 即 位 前 記( 天

智 天 皇 　 四 年)) と 父 で あ る 鮮 明 天 皇 が 創 建 し た 百 済 大 寺 を 高 市 に 移 し て

311

.････'･ '.I '･ vl;l･:･･.



高 市 大 寺 と 　 し､ 薬 師 寺 の 建 立 を 祈 願 し( 『 日 本 書 紀 』 　 巻 第 二 十 八 　 天 武

天 皇 　 十 四 年)､ 家 ご と 　 に 仏 寺 を 建 て､ 礼 拝, 供 養 を 指 示 　 し た｡ 特 に､

『金光明経』や『仁王経』の　よ　う　な鎮護思想を重視する経典を説　く

( 『 日 本 書 紀 』 　 巻 第 二 十 八 　 天 武 天 皇 　 五･ 八 年) と い う 様 々 な 政 策 は､ 仏

教 と 深 い 関 係 が あ 　 り､ 政 治 的 に 中 央 集 権 を 成 し 遂 げ る こ 　 と 　 に､ 仏 教 を 活

用 　 し て 思 想 的 に も 天 皇 中 心 の 専 制 王 権 を 完 成 さ せ た と 考 え ら れ る｡

図81 　 野 口 王 墓 の 墳 形 復 元 図( ① 『 特 別 史 跡 高 松 塚 古 墳 発 振 調 査 報 告 』 2017 か
ら 引 用､ ② ③ 『 牽 牛 子 塚 古 墳･ 越 塚 御 門 古 墳 　 整 備 基 本 計 画 』 2015 か ら 引 用)

中 尾 山 古 墳 の 被 葬 者 は 文 武 天 皇 と す る 説 が 有 力 で あ る｡ 持 統 天 皇 の 蘇

と 　 し て 初 め て 生 前 譲 位 と 院 政 が 行 な わ れ､ 大 宝 律 令 が 公 表 さ れ た こ 　 と か

ら､ 天 武･ 持 統 天 皇 か ら の 強 力 な 中 央 集 権 の 影 響 力 が ま だ 維 持 さ れ て い

た も の と 推 測 さ れ る｡ 文 武 天 皇 は 火 葬 さ れ た と 記 さ れ て お 　 り( 『 続 日 本

紀 』 　 巻 第 三 　 文 武 天 皇 　 十 一 年)､ 中 尾 山 古 墳 の 発 掘 調 査 結 果､ 7 世 紀 末

～8 世 紀 初 頭 に 編 年 さ れ た｡ 中 尾 山 古 墳 は 牽 牛 子 塚 古 墳 と 　 同 様､ 墳 丘 の

周 辺 と 表 面 に 敷 石 が あ る た め､ 版 築 が そ の ま ま 表 面 に は 現 れ な い｡ さ 　 ら

に､ 墳 丘 の 上 部 に8 枚 か ら な る 靴 型 の 石 造 物 を 設 置 し､ 遠 く 　 か ら 眺 め

る 　 と､ 牽 牛 子 塚 古 墳 よ 　 り 完 成 度 の 高 い 八 角 形 の 石 造 物 に 見 え た と 思 わ れ

る｡
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図82 　 中 尾 山 古 墳 の 墳 形 復 元 図( ① 『 特 別 史 跡 高 松 塚 古 墳 発 掘 調 査 報 告 』 20

17 か 　 ら 引 用､ ② 『 中 尾 山 古 墳 現 場 説 明 会 資 料 』 2020 か ら 　 引 用)

日 本 に お け る 八 角 墳 と 関 連 す る 研 究 史 と 被 葬 者 を 検 討 し た 結 果､ 研 究

史では信仰心に基づく　仏教的観念物､そ　して中国古代の政治思想を基に

王 権 が 強 く 　 な っ た こ 　 と で 現 れ た 政 治 的 誇 示 物 と 　 し て 理 解 さ れ て い る｡ 中

国 と 韓 国 で は､ す で に 古 く 　 か ら 入 っ て い た 仏 教 を 王 権 強 化 の た め に 新 た

な 思 想 的 基 盤 と 　 し て 活 用 　 し た た め､ 政 治( 王 権 強 化) と 仏 教 を 分 離 し て､

ど ち 　 ら か 一 方 の 影 響 が 先 行 し た と 　 は 言 い 難 い｡

た だ し､ 仏 教 が 本 格 的 に 流 行 し 始 め た 時 期 に 八 角 墳 と い 　 う 新 し い 墳 形

を 持 つ 古 墳 が 出 現 し､ 八 角 境 が 出 現 し た 当 時 の 中 央 集 権 化 の 程 度 と 被 葬

者 で あ る 天 皇 の 生 前 の 行 跡 を 検 討 す れ ば､ 信 仰 心 と 王 権 強 化 の ど ち 　 ら に

重 点 を 置 い て 造 営 が 始 ま っ た か に つ い て の 把 握 は 可 能 で あ る｡ 初 の 八

角 墳 で あ る 段 ノ 塚 古 墳 と そ の 被 葬 者 の 静 明 天 皇 に つ い て 検 討 し た 結 果､

八角墳の導入背景の 初は政治よ　り　も仏教､すなわち信仰心に重きを置

い て 築 か れ､ 後 に 王 権 強 化 が 重 要 な 課 題 と 　 な 　 り､ 思 想 的 基 盤 と 　 し て の 仏

教 の 必 要 性 が 増 　 し て い く 　o 　 天 皇 個 人 の 信 仰 心 が 加 わ 　 り､ 墳 丘 全 体 に 版 築

が 行 わ れ た 八 角 境 の 造 営 に つ な が 　 り､ 終 的 に 完 成 度 の も っ 　 と 　 も 高 い 中

尾 山 古 墳 が 築 造 さ れ た も の と 判 断 し た0

- 方､ 韓 国 の 双 陵 発 振 調 査 の 成 果 と 　 し て､ 墳 丘 版 築 古 墳 の 築 造 工 程 と
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弥 勤 寺 祉 石 塔 の 基 壇 部 の 形 態 が 類 似 し て お 　 り､ 墳 丘 全 体 で 確 認 さ れ た 版

築 は 石 塔 の 塔 身 と 対 応 し て い る こ 　 と が 確 認 で き た｡ そ し て､ 日 本 の 墳 丘

版 築 古 墳 の 　 う 　 ち 八 角 墳 の 形 態 を 塔 楼 と 把 握 す る 研 究 史 を 検 討 し､ 双 陵 の

版築が塔楼を意図して築造されたと推定でき　る根拠を　日本の八角墳を通

じ て 確 保 す る 　 こ 　 と が で き た｡ 逆 に 　 日 本 で は､ 既 存 の 文 献 か ら の み 指 摘 さ

れていた八角墳の塔楼説が考古学的に塔の構造と類似　している　と　い　う根

拠 が 提 示 さ れ て い る｡ こ れ に よ っ て､ 方 墳 と 　 円 墳 を 含 む 墳 丘 版 築 古 墳 の

築 造 が､ 寺 院 建 築 技 術 に 由 来 す る 　 と 把 握 し た 研 究 成 果 と 　 と 　 も に､ 文 献 史

と考古学の研究成果が　う　ま　く　融合する　きっかけになった　と考え　られる｡

韓 国 と 　 日 本 の 研 究 成 果 が､ 相 互 補 完 的 な 結 果 を 示 し た 好 例 と い え る0

考 古 学 で 　 し ば し ば 言 及 さ れ る 物 質 資 料 の 誕 生 一 発 展- 絶 頂- 退 化 一 消 滅 の

過 程 を 代 入 し て み る 　 と､ 双 陵 は 百 済 で 唯 一 の 古 墳 で あ る 　 と 　 同 時 に 墳 丘 版

築 古 墳 の 中 で も 初 期 の 形 態 で あ る｡ も ち ろ ん 百 済 は 伝 統 的 に 墳 丘 を そ

れ ほ ど 重 要 視 し な い 古 墳 文 化 を 持 っ て い た｡ そ の た め､ 内 部 の 構 造 は 塔

を 模 倣 し た が､ 外 形 は 版 築 に よ っ て 墳 丘 の 規 模 が 大 き 　 く 　 な っ た 以 外 に､

特 別 な 痕 跡 は 確 認 さ れ ず､ 従 来 の 古 墳 と 異 な る 点 は 目 　 立 た な い｡ 墳 丘 全

体 を 版 築 で 築 造 し た こ 　 と 　 に 武 王 の 意 図 が あ る は ず で は あ る が､ 双 陵 が 塔

を 意 図 し て 築 造 し た の か ど 　 う 　 か の 検 証 は 困 難 で あ る｡ し か し､ 双 陵 が 　 目

指そ　う　と　した方向は　日本につなが　り､墳丘版築古墳が外形を効果的に伝

え る 八 角 墳 と 　 な っ て､ 牽 牛 子 塚 古 墳 か ら 徐 々 　 に 塔 に 似 た 外 形 と 　 な 　 り､ つ

いに中尾山古墳で絶頂に達した　と考え　られる｡
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第5 節: 小 結

韓 国 と 　 日 本 の 既 存 の 研 究 で は､ 墳 丘 と 石 室 の 外 形 的 変 化 に 焦 点 を 合 わ

せ､ 当 時 の 社 会 の 重 要 な 画 期 的 な 出 来 事 に 対 応 し て 理 解 し た｡ 韓 国 で は

7 世 紀 前 半 後 期 を 基 点 に 古 墳 に 新 た な 変 化 が 確 認 さ れ る｡ 従 来 通 　 り 　 石 室

の 外 形 的 な 変 化 で は な く､ 古 墳 の 築 造 工 程 方 式 に お け る 版 築 の 出 現 で あ

る｡ 双 陵 で は じ め て 墳 丘 全 体 に 版 築 が 確 認 さ れ､ 古 墳 の 築 造 工 程 は 以 前

と 　 は 大 き 　 く 　 変 わ っ た｡ 発 掘 調 査 結 果 と 弥 勘 寺 吐 石 塔 に 関 す る 研 究､ そ 　 し

て 武 王 時 代 の 状 況 を 分 析 し た 結 果､ 双 陵 の 全 体 的 な 構 造 は 弥 勘 寺 虻 の 敷

地 造 成､ ま た は 石 塔 の 基 壇 部 の 築 造 工 程 に 似 て い る｡ そ れ は 塔 の モ チ ー

フ( 構 造 と 意 味) を 借 用 し て 築 造 さ れ､ そ の 　 う 　 ち 版 築 は 塔 楼( 塔 身) を 表

現する　もの　と推定した｡

一 方､ 日 本 で も7 世 紀 中 葉 後 期(7 世 紀 後 半 初 期) か ら8 世 紀 初 頭 に か け

て 双 陵 と 構 造 が 類 似 し た 墳 丘 版 築 古 墳 が 出 現 す る｡ 具 体 的 に は､ 牽 牛 千

塚 古 墳 を は じ め､ カ ヅ マ ヤ マ 古 墳､ 真 弓 テ ラ ノ マ エ 古 墳､ マ ル コ 山 古 墳､

高 松 塚 古 墳､ キ ト 　 ラ 古 墳､ 中 尾 山 古 墳 な ど が 確 認 さ れ た｡ 特 に 八 角 形 の

墳 形 は 天 皇 だ け が 使 用 で き る も の で､ 八 角 境 を 中 心 に 各 天 皇 の 時 代 的 育

景 及 び 八 角 境 に 関 す る 研 究 史 を 検 討 し た 結 果､ 八 角 形 の 墳 形 は 中 国 古 代

の 政 治 思 想 の 影 響 を 受 け て 築 造 さ れ た 可 能 性 よ 　 り､ 仏 教 の 石 塔( 浮 屠) を

意 図 し て 築 造 さ れ､ 八 角 形 の 墳 丘 は 塔 楼 を 意 図 し た 可 能 性 が 高 い こ 　 と が

確 認 さ れ た｡

百 済 で は 武 王 は 王 権 強 化 を 　 目 的 に 仏 教 を 活 用 　 し､ 王 権 強 化 の た め の 手

段 の 結 果 物 と 　 し て 墳 丘 版 築 古 墳 が 出 現 し た｡ 一 方､ 日 本 で は ま だ 王 権 が

本 格 的 に 強 ま る 以 前､ 鮮 明 天 皇 の 仏 教 的 信 仰 心 の 発 露 に よ 　 り 　 八 角 墳 が 出

現 し た が､ 大 化 改 新 な ど に よ っ て 王 権 が 強 化 さ れ､ 百 済 か ら 伝 わ っ た 墳

丘 版 築 古 墳 が 八 角 墳 と 結 合 し な が ら､ 牽 牛 子 塚 古 墳 を 基 点 に 完 成 さ れ た
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と 　 い え る｡ 韓 国 と 　 日 本 の 多 少 の 違 い は あ る が､ 当 時 の 仏 教 は 東 ア ジ ア で

王 権 中 心 の 中 央 集 権 体 制 の た め に 活 用 さ れ た 側 面 が 強 い た め､ 墳 丘 版 築

古 墳( 双 陵 と 八 角 墳) は 仏 教 を 基 礎 と 　 し た､ 王 権 の 強 化 を も 象 徴 的 に 示

す構造物と言えるだろ　う｡

墳 丘 版 築 古 墳 と 仏 教 と 　 の 関 連 性 に 言 及 し た こ 　 と 　 に つ い て は､ 　 批 判 的

な 見 解 が あ る か も 　 し れ な い｡ し か し､ 墳 丘 版 築 古 墳 の 構 造 が 仏 教 寺 院 の

敷 地 造 成､ 特 に そ の 中 で も 塔 の 基 礎 部 と 　 の 類 似 性 と 関 連 性 を 指 摘 す る 研

究 が 韓 日 で そ れ ぞ れ 提 示 さ れ て い る｡ こ れ は 決 し て 偶 然 の 結 果 で は な く､

む し ろ も 可 能 性 の 高 い 見 解 で あ る 　 と 考 え ら れ る｡
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第7 章: 結 論

こ　こまで畿内地域を中心に古墳時代後期と終末期を代表する横穴式古

墳 の 様 々 　 な 築 造 方 法 に つ い て 述 べ た｡ 序 論 で も 述 べ た よ 　 う 　 に､ 横 穴 式 古

墳 の 築 造 方 法 に つ い て は､ 埋 葬 主 体 施 設 で あ る 石 室 と 石 榔 だ け で な 　 く､

古 墳 の 築 造 に 関 連 す る 様 々 　 な 要 素( 墳 丘､ 石 室､ 墓 域 施 設 な 　 ど) に つ い

て､ 多 角 的 に 検 討 を 進 め た｡ こ 　 こ で は 横 穴 式 古 墳 の 様 々 　 な 築 造 方 法 と 　 そ

れに含まれる意味について整理する　こ　と　で結論の代わ　り　をする｡

中 国 の 東 北, 地 方(2 世 紀 中 葉) に 出 現 し た 横 穴 式 石 室 は､ 様 々 な 構 造

と 築 造 形 態 が 一 挙 に､ 楽 浪 郡 　 と 　 帯 方 郡 に 移 住 　 し た 移 民 に よ 　 っ て､ 楽 浪･

帯 方 郡(3 世 紀 前 半) に 伝 え 　 ら れ､ 3 世 紀 末 ～4 世 紀 初 頭 を 経 て､ あ 　 る 程

度 定 型 化 し た 横 穴 式 石 室( 板 橋 型 に 似 て い る) が 造 営 さ れ る｡ そ 　 し て 百

済 の 中 央 地 域(4 世 紀 中 葉 後 期) に 導 入 　 さ れ た 当 時 か ら 完 成 　 し て い た 形

態 の 板 橋 型 石 室 が 倭 の 畿 内 地 域(5 世 紀 後 半) に 出 現 す る｡ 初 期 横 穴 式

石 室 は 短 時 間 で 日 本 の 支 配 層 の 新 し い 墓 制 と 　 し て 受 け 入 れ ら れ た｡ そ 　 し

て 在 地 化 が 行 わ れ る 過 程 で､ 弥 生 時 代 の 大 型 墳 丘 墓 か ら 受 け 継 が れ た､

伝統的な墳丘と規模を重視する墳丘と　竪穴式埋葬主体施設の位置と　が結

合 す る 　 こ 　 と 　 に よ 　 り､ 他 地 域 で の 導 入 後 に 展 開 す る 様 相 は､ 従 来 と 　 は 異 な

る変化を示す｡

日 本 の 支 配 層 の 横 穴 式 古 墳 は 巨 大 な 墳 丘( 前 方 後 円 墳) 内 部 に 埋 葬 主

体 施 設 の 石 室 と 石 櫛 が 位 置 す る 地 上 式 の 構 造( 地 面 ま た は 地 面 よ 　 り 　 上 部)

を 持 つ が､ こ 　 の 部 分 が 他 国 　 と 　 も 大 き 　 な 違 い を 示 　 し て い る( 石 室 の 立

地) ｡ 石 室 は 墳 丘 内 部 で の 施 設 位 置 が 変 化 し､ 墓 域 施 設 で あ る 埴 輪 も 種
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類 と 数 量 の 違 い が 確 認 で き 　 る が､ こ れ は 造 営 時 期 　 と 　 関 連 が あ る｡ こ の よ

う 　 な 変 化 に つ い て 既 存 の 研 究 史 に お い て､ 様 々 　 な 観 点 か ら 多 角 的 な 解 釈

が な さ れ て き た が､ 主 に 一 つ の 観 点 だ け を 重 点 的 に 扱 っ た た め､ あ る 一

定 以 上 の 時 代 背 景 を 理 解 す る に は 限 界 が あ る｡ そ 　 こ で､ 様 々 　 な 観 点 の 中

で 死 生 観( 白 鳥 伝 説 な 　 ど- 黄 泉 国 一 仏 教) ･ 心 性 面( 墓 制: 進 歩 的､ 儀

礼: 保 守 的､ 在 地 化 の 程 度) ･ 技 術 的( 墳 丘､ 石 室 間 の 技 術 的 均 衡) を

重 点 的 に 併 せ て 検 討 し た｡ そ の 結 果､ 各 観 点 間 で ど の よ 　 う 　 な 影 響 を 与 え

る の か､ 展 開 過 程 で 共 通 点 と 差 異 点 は あ る の か､ 特 定 時 期( 画 期) に は

ど の よ 　 う 　 な 変 化 を 示 す の か な ど を 総 合 し て 比 較 で き る き っ か け と な っ た｡

そ　して各観点が有機的につなが　り､有意義な結果と　なっている　こ　と　が確

認 さ れ た｡ と 　 く 　 に 技 術 的 な 面 に 注 目 　 し て､ 土 木 技 術 的 な 観 点 か ら 墳 丘 と

石 室 を 総 合 的 に 検 討 し た 結 果､ 古 墳 の 造 営 と 変 遷 過 程 に は 技 術 面 に お い

て 現 実 的 な 悩 み が あ っ た こ 　 と 　 が わ か っ た｡ 技 術 的 な 限 界 を 克 服 し､ 調 和

す る 過 程 で 古 墳 の 観 念 的 な 部 分 を 具 現 化 す る た め に は､ 技 術 的 な 部 分 が

伴 わ な け れ ば 実 現 で き 　 な い｡ 実 際､ 技 術 的 欠 陥 に よ 　 り 　 古 墳 が 崩 壊 す る 事

例 も 　 あ る た め､ 観 念 的 な 部 分( こ 　 こ で は 死 生 観 と 　 心 性 面) 以 上 に 技 術 的

な部分が多く　を占めていたこ　と　が確認された｡

次 に､ 奥 壁 と 側 壁 の 用 石 法 に よ 　 り 　 現 れ た 表･ 裏 の 様 相 を 中 心 に､ 石 室

の構造が時期別に変化する過程を検討した｡横穴式石室の構造を効果的

に 調 べ る た め に は､ 表 面 よ 　 り 裏 面 の 様 相 の ほ 　 う 　 が 構 造 を 把 握 し や す い た

め､ 裏 面 の 用 石 法 お よ び 様 相 に 注 目 　 し た｡ 板 橋 型 石 室 か ら 初 期 横 穴 式 石

室､ 畿 内 型 石 室 に 至 る ま で 調 べ た 結 果､ 石 材 の 大 き 　 さ は 変 化 す る 幅 が 大

き 　 く､ 築 造 方 法 は ほ と 　 ん ど 変 わ ら な い こ 　 と が 確 認 さ れ た｡ ま た､ 表 面 に
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現 れ る 様 相 に 基 づ き､ 石 室 の 用 石 法 と 構 造 を 説 明 す る 　 こ 　 と 　 と､ 実 際 に 裏

面 か ら 検 討 さ れ た 様 相( 表 面 と 裏 面 に 見 え る 石 材 の 大 き 　 さ､ 加 工 形 態､

築 造 形 態) と 　 は 異 な る 点 が 確 認 さ れ て お 　 り､ 今 後､ 横 穴 式 石 室 に お け る

壁 体 構 造 に 対 す る 再 検 討 が 望 ま れ る｡ 一 方､ 6 世 紀 第3 四 半 期 ～7 世 紀 前 半

に 編 年 さ れ る 横 穴 式 石 室 の 中 で､ 奥 壁 の1 段 目 　 は も 　 ち ろ ん､ 2 段 目 　 ま で も

す べ て 立 積 に 積 ま れ て い た｡ こ れ は 側 壁 で は 確 認 で き な い 様 相 で､ 石 室

規 模 の 大 型 化､ 特 に 石 室 の 天 井 が 急 激 に 高 く 　 な る 　 こ 　 と 　 と 関 連 が あ る｡ と

こ 　 ろ で､ 建 築 工 学 的 観 点 か ら 考 え る 　 と､ 奥 壁 の2 段 目 　 ま で す べ て 立 積 に

積 む 場 合､ 構 造 的 に は 様 々 な 方 向 か ら の 圧 力 に 対 し て 脆 弱 に な る｡ ま た､

奥 壁( 非 耐 力 壁) の2 段 目 　 は､ 自 立 で き な い と 　 い 　 う 構 造 的 脆 弱 性 が あ る｡

そ の た め 側 壁 に 寄 り 　 か か っ て 積 み 上 げ ら れ､ 石 室 の 天 井 を は じ め と 　 し､

墳 丘 の 荷 重 を 実 際 に 支 え る の は ほ と ん ど 側 壁( 耐 力 壁) が 担 当 す る 　 よ 　 う

に な っ た こ 　 と 　 が､ 側 壁 の 石 材 が さ 　 ら に 巨 石 化 し た 原 因 の 一 つ と 考 え ら れ

る｡

古 墳 時 代 の 終 末 期 に 築 造 さ れ た 古 墳 の 中 で､ 一 系 統 に 分 類 さ れ る 樽 積

式 古 墳 は､ 1913 年 に 初 め て 存 在 が 紹 介 さ れ て 以 来､ 様 々 な 観 点( 用 語､

類 型､ 系 譜､ 分 布 範 囲､ 築 造 時 期､ 榛 原 石( 石 種 と 採 石 場) ､ 工 人､ 被

葬 者､ 双 墳 な ど) に お い て 研 究 が 行 わ れ て き た｡ し か し､ 現 在 に お い て

も 名 称 が き ち ん と 統 一 さ れ て い な い な ど､ 長 期 間 の 研 究 と 多 様 な テ ー マ

の 研 究 に も か か わ ら ず､ 研 究 者 間 で 合 意 に 至 っ て い な い 部 分 が 依 然 と 　 し

て 多 数 存 在 し､ 既 存 の 研 究 史 か ら 再 検 討 が 必 要 な 部 分 も 確 認 さ れ る｡ そ

こ で 直 接 観 察 す る 　 こ 　 と 　 に よ 　 り､ 既 存 の 研 究 の 中 か ら､ 再 検 討 が も 必 要

と 考 え ら れ る い く 　 つ か の 用 語･ 石 材･ 類 型 設 定 を 選 定 し､ 再 検 討 を 進 め た｡
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用 語 に 関 し て は､ 樽 積 式 古 墳 と 下 位 の 概 念 と 　 し て､ 蒔 積 式 石 櫛､ 碑 積 式

石 室 と い 　 う 用 語 を 提 案 し た｡ 次 に 石 材 を 再 検 討 し た｡ 榛 原 石 と 室 生 火 山

岩の用語使用問題と地質帯の全く　異なる石材が主石材と　して使われてい

る 古 墳 な ど の 事 例 か ら､ 碑 積 式 古 墳 の 築 造 に 使 わ れ た 石 材 は 榛 原 石 ま た

は 室 生 火 山 岩 で あ る 　 と い う 等 式 は 成 立 し な く 　 な っ た｡ ま た､ 地 域 ご と 　 に

石 材 加 工 度､ 漆 喰 の 使 用 有 無､ 石 種 の 多 様 性 が 確 認 さ れ､ 時 期･ 地 域 ご

と　に椿積式古墳間では位階の差が重要な要素となるこ　と　を確認した｡

後 に､ 類 型 設 定 お よ び 編 年 に つ い て は､ 樽 状 の 石 材 で 築 造 す る 　 と い 　 う 共

通 点 の ほ か に､. 樽 積 式 古 墳 の 間 に は 特 に 関 連 す る 点 が 見 つ か ら な い た め､

類 型 設 定 は あ ま 　 り 意 味 を 持 た ず､ 7 世 紀 前 半 の 宇 陀 市 出 現-7 世 紀 中 葉 の

宇 陀 市 と 桜 井 市 に 集 中 し て 築 造( 漆 喰 使 用 が 始 ま る) -7 世 紀 後 半 明 日 香

村 で 築 造( 石 材 の 石 種 の 変 化) ､ そ れ 以 外 の 地 域 は 築 造 終 了 と い う､ 既

存 よ 　 り 地 域 と 時 期 が 拡 大 し た 編 年 案 を 提 示 す る な ど､ そ れ 以 前 と は 異 な

る 結 果 が 多 数 確 認 さ れ た｡

古 墳 の 新 し い 築 造 工 程 で あ る 版 築 を 用 い た 墳 丘 版 築 古 墳 は､ 韓 国(7 世

紀 前 半 後 期) と 　 日 本(7 世 紀 中 葉 後 期) で 確 認 さ れ た｡ 韓 国 で は 双 陵 が 唯 一

の 例 と 　 し て 知 ら れ て い る が､ 双 陵 発 掘 調 査 の 結 果 と 弥 勘 寺 虻( 寺 院) の

中 で も 石 塔 に 関 す る 研 究､ そ し て 武 王 と 当 時 の 状 況 を 総 合 し て 検 討 し た

結 果､ 双 陵 の 全 体 構 造 は 弥 勘 寺 虻 の 敷 地 造 成､ 特 に 石 塔 の 基 壇 部 築 造 工

程 に 類 似 し て い る こ 　 と が 確 認 さ れ た｡ ま た､ 埋 葬 主 体 施 設( 石 室) の 位

置 と 構 造 が､ 同 時 期 の 百 済 の 塔 と の 類 似 性 が 確 認 さ れ る な ど､ 双 陵 は 塔

の モ チ ー フ( 構 造 と 意 味) を 借 用 し て 築 造 さ れ て お り､ 版 築 は 塔 楼( 塔

身) を 表 現 し て い る 　 と 推 定 さ れ る｡ 一 方､ 日 本 で は 王( 天 皇) や 王 族 に
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分 類 さ れ る 上 位 の 古 墳 を 中 心 に､ 墳 丘 全 体 に 版 築 が 施 設 さ れ て い る0

様 々 　 な 墳 形( 八 角 境､ 円 墳､ 方 墳) が 確 認 さ れ て い る が､ 墳 丘 の 築 造 構

造 と 　 工 程 は 同 　 じ で あ る｡ 7 世 紀 後 半 に な る 　 と､ 墳 丘 下 段 ま た は 一 部 の み

版 築 が 施 設 さ れ た 古 墳 と､ 墳 丘 全 体 に 版 築 が 施 設 さ れ た 古 墳 と 　 の 違 い が

確 認 で き 　 る｡ そ 　 し て そ の 違 い は 仏 教 寺 院 に お け る 敷 地 造 営 技 術 の 変 化､

特に塔基壇部と　の類似性に注目　した研究が韓国と　同様､日本でも指摘さ

れ て い る｡ 王( 天 皇) だ け が 使 用 で き 　 る 八 角 墳 の 出 現 に つ い て､ 文 献､

考 古 学､ 当 時 の 時 代 状 況 な ど か ら 提 起 さ れ た 様 々 な 諸 説 を 検 討 し た 結 果､

八 角 形 の 墳 丘 の 初 出 現 は 塔 楼( 塔 身) を 意 図 　 し た 可 能 性 が 高 い こ 　 と が 確

認 さ れ た｡ ま た､ 墳 丘 版 築 古 墳 の 技 術 的 土 台 と 意 味 は､ 当 時 の 仏 教 が 東

アジアにおいて王権中心の中央集権体制のために活用　された側面が強い

た め､ 仏 教 を 基 盤 に 王 権 強 化 を も 象 徴 的 に 示 す 構 造 物 で あ る 　 と 判 断 し

た｡

古 墳 時 代 後 期 と 終 末 期､ 畿 内 地 域 に 出 現 し た 横 穴 式 古 墳 は 古 墳 の 要 秦

別 ま た は 時 期 別 に 多 様 な 変 遷 を 示 し て き た｡ こ の よ 　 う 　 な 過 程 を 通 じ て 分

か っ た の は､ 横 穴 式 古 墳 は 畿 内 地 域 の 支 配 層 の 政 治 的･ 社 会 的 な 要 求 に

よ　り　戦略的に導入された墓制であ　り､在地化によ　り加味された墳丘の墳

形と規模を通じて内部統合および他の地域と　の格差を示しなが　ら　も､内

部 主 体 施 設 で あ る 横 穴 式 の 石 室 と 石 櫛 を 通 じ て 東 ア ジ ア の 秩 序 に 組 み 込

まれている　こ　と　を内外に誇示する効果的な建築物だとい　う　こ　と　である｡

ま た､ 古 墳 の 築 造 に よ 　 り 新 し い 技 術 と 思 想 を 取 り 入 れ 続 け､ 形 態 が 変 化

し て い き､ 畿 内 中 心 の 古 代 国 家 体 制 が 完 備 さ れ､ 古 墳 の 築 造 が 終 了 す る

8世紀初頭まで造営された代表的な墓制　と　いえる｡
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横 穴 式 古 墳 は 様 々 　 な 観 点 か ら 研 究 が 行 わ れ て お 　 り､ 他 の 研 究 分 野 と 比

較 し て そ の 全 貌 が も 広 く 　 知 ら れ て お 　 り､ 現 在 も 多 く 　 の 研 究 者 に 人 気 が

高 く､ 高 い レ ベ ル の 研 究 が 行 わ れ て い る テ ー マ で あ る｡ そ れ を た だ 留 学

に 来 て4 年 で す べ て 理 解 す る 　 こ 　 と 　 は 事 実 上 不 可 能 で あ 　 り､ 理 解 し た 　 と 仮

定 し て も 筆 者 の 主 張 と 数 十 年 に も わ た っ て 横 穴 式 古 墳 を 研 究 し て き た 先

輩 研 究 者 と 比 較 す る 　 と､ 不 足 な 部 分 が あ る 　 こ 　 と 　 は 否 め な い｡ た だ､ 外 部

の 目 線 で 韓 国 と の 比 較 研 究 や､ 筆 者 が 悩 ん で い た 分 析 方 法 を 融 合 さ せ た

た め､ そ れ な 　 り 　 の 新 し い 観 点 と 視 覚､ そ 　 し て 成 果 を 得 た と 思 う｡ 今 後､

さ 　 ら に 研 究 に 適 進 し､ 学 位 論 文 の テ ー マ を 発 展 さ せ て い く 　 所 存 で あ る｡

後 に､ 本 稿 で は 本 来､ 横 穴 式 古 墳 の 埋 葬 主 体 施 設 が 石 室 と 石 櫛 に 分

類 さ れ て い る た め､ 横 口 式 石 櫛 の 出 現､ 起 源､ 築 造 方 法 な ど に つ い て 本

格 的 に 取 り 　 上 げ た か っ た が､ 棺 一 榔 一 室 の 論 争､ 用 語 の 統 一 な ど､ 本 格 的

な 検 討 前 に 前 提 と す べ き 　 こ 　 と が 多 く､ 研 究 時 間 の 不 足 な ど に よ 　 り 今 回 の

学 位 論 文 に 含 ま れ ず､ 本 稿 の 第4･5 章 で 間 接 的 に 言 及 さ れ る の み と 　 な っ

た 点 は､ 個 人 的 に 残 念 に 思 　 う｡ こ の 部 分 は 今 後 個 人 的 に 必 ず 研 究 す べ き

部 分 と 　 し て 責 務 を 感 じ て お 　 り､ 補 完 し て い く 　 予 定 で あ る｡ ま た､ 中 心 と

周 辺､ 支 配( 直 接 ま た は 間 接) と 独 立 の 観 点 か ら 畿 内 地 域 を 超 え､ 古 墳

時代各地域の横穴式古墳の様相を検討し､古墳時代をよ　り深く　理解した

い｡
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号 召 昔 卑 祁 里 子 と 　2005 『 弥 勤 寺 祉 　 石 塔 』 解 体 調 査 報 告 書 Ⅲ

号 召 昔 卑 瑚 里 子 と 　2012 『 弥 勤 寺 虻 　 石 塔 』 基 壇 部 発 掘 調 査 報 告 書

号 留 吉 卑 瑚 望 干 土 　 工 ヱQj._ 干 ゼ 　2019

｢JAoj 卑･% 手 車｣ 『 尊 号 ヱ ヱ 卑 重 苦J 叫 尋 』

号 召 望 今 中 書 専 　2014 　｢ 啓 子 望̂ 89] 司IJ 叶 尋｣ 　r 車 青 史 今qll]g 卑 小 召 』

国 立 扶 除 文 化 財 研 究 所･ 扶 飴 郡 　1998 　 『 陵 山 里 』 扶 除 　 陵 山 里 　 公 設 運

動 場 　 新 築 　 濠 定 敷 地 　 一 百 済 古 墳lt2 次 　 緊 急 章 掘 調 査 報 告 書- 　 国 立 扶 飴

文化財研究所　学術研究叢書第18輯

号 召 早cj 中 書 沓 　2003 　 『t 勇 司l 句 　 王 曹 司 』

扶 飴 文 化 財 研 究 所･ 全 羅 北 道 　1992 　｢ 盆 山 禰 勤 寺 祉 　 東 塔 祉 基 壇 　 実

下 部 調 査 報 告 書｣ 『 扶 徐 文 化 財 研 究 所 　 学 術 研 究 叢 書 』 第2 輯

望 且Cg 　2009 　｢ ヱ 干 司 葛 望･̂ JJAj･̂ j 昔9l T]q 杏 里 呈 月1 土｣ 『 司 望JAqJAjJAj 昔

9] 千% 斗 　 五 千 司 　̂ T 司 可 　 塑 卑 』 　 寺 号oT･ 雪J 叶 瑚 せ 　 望 千 春 月52 　 寺 号oTI

ojl可祁葛

巻 且Cg 　2010 　｢ ヱ 瑚Jta 主 千 三 号9] 考 壬71 書 中 　9] 召Zl｣ 『 句 望xl9]

339



o
j
l
 
Ĵ
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Ĵ
1
且
j
L
中
軸
(
』
　
上
L
中
軸
　
車
且
軸

碑
叫
旦
琳o
oT
他
項
也
　2
0)
4
　
『
性
叫
但
舟
　
旦
虐
卓
上
也
♭

碑
伯
仲
単
車J
畔
他
項
也
　2
0)
2
　
『
上%
　
中
也%
　
中
止
』

畔
上J
AJ
　2
01
9
　｢
Z.
]t
他%
　j
L
中
軸
　
伸
伸
幸
坤9
]
　
止
血
卓
　
也t
Id
 l
止
斗
回
申
　
琳

J
A
j
匝
匝
I
L
　
車
種
　
7
.
]
t
岨
%
　
慮
R
l
l
 
L
中
軸
9
]
　
虫̂
o
T

中
島
碑
　
2
0
)
5
　
｢
鮮
知
舶
噌
米
国
雪
国
嘗
萌
旦
商
事
望
冷
｣
　
『
%
o
T̂
l
o
T
印
せ
他
項
』
　
6
0

軸
匝
止
　)
99
3
　｢
虐j
ll
　
地
政
止
止
血9
]
　
曲
止
中
軸
旦
　q
19
]
他
事o
ll
　
但
碑
　
也

i
L
｣
　
『
t
j
l
t
坤
但
　
g
j
u
斗
甘
地
』
　
2
　
車
J
笹
池
畔
土
　
地
t
3
1
.
1
t
岬
碑

%
匝
止2
00
9
　｢
出
血
匝O
ll
上
　
止
血
匝
匝9
]
　O
l
過｣
　
『
地
政
止
止
血
串9
]
　
≠%

旦
　
j
l
i
皿
　
卓
也
9
]
　
促
せ
』
　
%
舟
o
T
 
c
j
l
 
Ĵ
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