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わ が 古 代の 墓制中、 積石塚に つい ては 未解 決の 課題 が すく な く な い。 と く に 長

野県 は 、 積石塚古墳が 集中的に 分布して い る 地 域であ り、 学 界の 関心 もこの 点に

強く 向けられてい た。 大 正15年に 森本六爾氏が 金鎧山 古 墳 の 研究 を 世に 問う たの

も、 こうした事情の あ らわ れ で もあ ろう 。 ま た積石塚お よ び 合掌形石 室 と よ ばれ

る 墳 墓形式が 、 伝統的な この 時代の 古墳 の 内容と は 、 やや様相 を 異に する と ころ

か ら帰化人の墳 墓と する考 説が提 出 さ れ て いる。 と ころが 、 実際に は 積石塚古墳

の考古学 的調査は ま こと に 少な く 、 比較資 料 の 欠如が 研究 の 進 展に 大 き な 障害と

な っ て い た。

昭 和42年2 月 、 明 治 大学 考 古 学 研究 室 は 、 長野県 企業局 よ り文化 財保護委員会

を 通じ、 長野市 長原古墳群調査 の 依頼を 受けた。 同時に 長野県 教 育委員会か らも

調査の 要請を 受け、 緊急を 要する むねの 連絡が あ っ た。 研究室 で は 論文 審査 ・ 入

学試験な ど学 年末の業務が 繁忙を き わ め て い たが 、 遺跡 の 重要性を 考 え 、 大塚初

重教授 と 小林三郎講師ほか 専攻学生 15名を 派遣する こと に 決定した。 周年2 月 下

旬か ら中旬に か けて 、 酷寒と 降雪に 苦斗しな が らも、 調 査 を つづけ、 良好な 成果

をあ げる こと が で き たの で あ る 。

お もえ ば昭 和26年に 、 故後 藤守一教 授が 隣接する 大室古墳群 の 調 査 に 着手し、

当 時研究室 助手で、あ った大塚君が 、 この 発 掘 に 同行 していたこと も、 ま た奇しき

縁と い うべ きか もしれな い 。

今回の調査は 期間も限 定さ れて い たし、 さ らに 不良な 気象条件と も重な っ て、

満足すべ き 調 査 が で き なか っ たと思わ れ る が 、 い ま ここに 、 調 査 後 l年余で 報告

書が刊 行 さ れ る運び と な り、 研究 室 の 責任者と して ま こと に 喜ばしい。

調査 に は県 ・ 市 当 局 お よ び 地 元若穂地 区の 各 位 か ら大変お 世話に な り、 ま た調

査 中、 現地で 種々 激励を い ただし 、 た藤森栄一氏 らの ご厚 意に たい し、 深甚な 感 謝

の 意を 表したい と 思う 。



ここに本書刊 行 の 機会を 与え られ た長野県 考 古 学会にたい し 、 感 謝 の 意を 記し

序言 と す る。

昭和4 3年10月1日

明治大学文学部考古学研究室

教授 文学博士 杉 原 荘 介



序

昭 和42年、 長野市 若穂町に 若穂団地 造成を 計画し たと ころが、 この 用 地内に 埋

蔵文化財長原古墳群が存 在する こと が 判明 し た。 そ こで 県 教 育委員会と 、 この 保

護措置 に ついて協議し 五基の 積石塚 を 用 地内に 永久 に 保存 すること とし、 一方 残

り の 10数基に の ぼる 古 墳は、 記録保存 を 計る こと と して明 治 大学考 古学教室 に 学

術調査 を 依頼し た。

遺跡、 遺物は 我が 祖先 の 残 し た貴重 な 文化遺産で 、 これ を で き う る か ぎ り 後 世

へ伝え お く る の が現在の 我々 の 義務であ る 。 我々 は つねに この こと を 念頭に 置 い

て開発工事を 進 め ては い る が、 時に は 万止むを え ず遺跡 を 記録保存 せねばな ら な

い 事態に 逢着する 場 合があ る 。 今回の 長 原古墳群 もそ の 止むを 得 な い事態 の 一つ

で あ っ たが、 幸い に ここに 完全 な 報告書の 出 版さ れ る こと に よ っ て責任を 果 すこ

と の で き たの は ま こと に 喜ばし いの

県教 育委員会お よ び長野市教 育委員会、 明 治 大 学 文 学 部考 古 学 教 室、 出 版の 労

を と ら れ た長野県 考古 学 会の 方 々 に 深甚な る 謝 意を 表する 次第 で あ る 。

昭和43年10月

長野県企業局長 相 沢 武 雄



例

1. 本書 は 、 昭 和42年 2 ・ 3 月 、 長野県 企 業局の 要請に よ り、 明 治 大学考古 研究

室 が 発 掘 調査し た長原古墳群 の 報告書 で あ る 。

2. 執筆は 下記の ご と く 分 担し たが 、 と く に 第 3 章は 大塚 ・小林が 加筆し て い る 。

第I章 小林三郎

第E章 下平秀夫

第E章 原因道雄 ・ 関j上 善庸 ・ 金森喬子 ・ 折尾 学 ・ 宇杉幸知 ・ 北村敏子 ・

西田正弘 ・ 会田 進 ・ 小田野哲憲 ・ 山 口 充 ・ 板橋旺爾

第VI章 小林三郎

第V章 大 塚 初 重

第VI章 大塚初重 ・ 下平秀夫

第四章 大塚初 重

3. 写真撮影は遺跡 ・ 遺物 と も 小林が 担当 し、 一部大塚が分 担し た。

4. 図版お よ び挿図の 作製に は、 と く に、 飛高憲雄 ・ 原田道雄 ・ 山 口 充 ・ 桜場

一寿の 四君の 絶大 な 協力 を え た。 こ こに 感 謝 の 意を 表し たい 。

5. 付載の 積石塚 合掌形石 室 関係 主要参考 文献 目 録 は 村田佳名子君が 作成し、 大

塚 が 加筆 し た。

6. 本 書 の 編集は 大 塚 ・小林が お こ な い、 印刷関 係 の 業務は 、 樋口昇一氏を わ ず

ら わ せた。 深謝の 意を 表し たい。
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第I章 長原古墳群発掘調査の経過

昭和 4 2年 1月 ， 長野県企業局から 文化財保護委員会を通じ， 長野市保科にある長原古墳群の

発侃調査依頼があった。依頼をうけた明治大学考古学研究室は， ただちに大塚教授を現地IIC派

遣し， 長野県企業局・同教育委員会・長野市教育委員会・同若穏支所と連絡をもち， あわせて

現地における予備調査を実施した。

長原古墳訴は， 長野県企業局による長原住宅団地造成計画により破壊の運命にあり， 緊急調

査の必要があった。造成工事にかかる長原古墳群は合計18基の積石塚古墳によって形成されて

おり， 発掘調査はその中の13基について実施されることになっていだ。のこる5基の積石塚古

境は， 団地造成後も現状を保存する計画を進めていたので，墳形実測の調査のみをおこなった。

現状保存予定の古墳のうち， 第 7号墳は， すでに大半崩壊していた横穴式石室の復原作業を兼

ねて石室内部の清掃をおこなった。結局第1号墳・第10号墳・第14号墳・第16 号墳は墳形実測

のみを実施することになり， 第 2号墳・第3号墳・第4 号墳・第5 号墳・第6 号墳・第8 号墳

.第 9 号墳・第11号墳・第12号墳・第13 号墳・第15 号墳・第17 号墳・第18 号墳の合計13基の古

墳について発掘調査をおこなった。

調査は昭和 4 2年 2月初日に調査班の第一|陣が出発して現地における地形測量を開始し， 次い

で第二陣調査班は 2月 23日に現地に到着， ただちに発掘作業にとりかかった。

調査班は明治大学考古学研究室・ 教授大塚初重(調査主任) ・同講師小林三郎 ・同専攻学生

15名によって編成され， さら に地元関係者， 米山一政氏・興津正朔氏・下平秀夫がこれに加っ

fこ。

発掘調査は， 昭和 4 2年2月 20日から 周年3月 15日までの 25日聞にわたっておこなわれ， 合計

7基の積石塚古墳の内容が明らかにされることになった。

長原古墳群を構成する18基の古墳は， 先述のごとくすべて積石塚古墳であった。しかしなが

ら， いわゆる古墳としての外形を保っていたのは， 第1号墳と第7 号墳の 2基だけであった。

この 2基を除くものは堤防状の石垣のごとく見える第 2号墳・第3号墳・第4 号墳・第5 号墳

・第18 号墳や， 畑地耕作の際， 耕土中にあった篠群を積みあげたような姿のものばかりであっ

fこ。

発掘調査の結果判明したことであるが， 長原古墳群中には， 現在， 一見積石塚古墳のごとく

見えるものが， 実は後世の耕作中に積み上げら れたものや， 元来， 古墳であったものが盗掘や

破壊によって変形してしまったものなどをふくんでいることがわかった。したがって， 外形だ

けで古墳であるか否かを断定するのはきわめて困難であった。結局， すべての判断は発掘調査

を経てから おこなわれるべきであった。
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第I掌 長原古墳./lf発掘調査の経過

第 1 号 墳 は ， 発掘調査予定外 の 古墳であ っ た の で ， われわ れは墳形illlJ量だけをお こ な い ， 境

J頁部に横穴式石室の天井石 と 考 え ら れる 巨石 を み と め た の で ， 第 1号墳を古境 と 断定 し た ので

あ る 。 墳形は現在方形を呈 し て い る が原 形 で あ る か否かは疑問で あ る 。 (第 2 図版 ・ 1 ) 

第 2号墳は ， 第 1号墳の北側 に あ っ て 長 辺 4 ni， 短辺 3 m ばか り の不整長方形 を 呈 し ， 保科

川右岸 に 沿 っ て 堤防状 に積まれた石垣の一部 に接続 し て あ っ た。 墳丘 と 思わ れ る ほ ぼ 中 央にト

レ ン チ を 1設定 し て 発掘 し たが， 内部主体を発見する こ と がで き な か っ た 。 発掘区を拡張 し て ，

結局， 墳丘 と 思わ れ る 積 石を大半 と り 除 い て み た が， 古墳の 内部主体 と 思わ れ る 遺構を発見す

る こ と がで き な か っ た 。 し か し ， 積石 の一部 にはか な り 大 形の扇平な石や ， 大 き さ の揃 っ た 河

原礁が み ら れたので， そ れ ら はか つ て 古墳 の 内部主体 を 構成 し て い た石材 と 判 断す る こ と も で

き た。 し か し ， そ れ ら の石が， 石室や そ の他 の 内部主体 を 造 っ て い な か っ た の で， 他地点にか

つ て あ っ た 古墳が， 耕 作や そ の他 の 理由で壊わ さ れ， 二次的 に 現在 の場所に移 し 積まれた も の

と 解釈 し て よ い と 思、わ れる 。 (第 2 図版 ・ 2 )

第3号墳は， 第 2 号 墳 の 西方， 保科川右岸 の堤防状 積石垣の 中 に あ る 。 こ の 積石垣は ， 長 さ

約30mにわ た っ て あ ったが， 東端 に 第 2 号墳があ り ， 第 3 号墳は ほ ぼ そ の 中 央 に あ っ た。 積石

垣は 巾 約 3 m ばか り で， こ の第 3 号墳 の あ る 部 分が最 も 高 く ， 高 さ 約 3m を は か る 。 第 3 号墳

は こ の 積 石垣 の 中 に あ る と 考 え ら れて い た ので， わ れわれは， そ の部分にか な り 幅広 く 2 m 余

り の ト レ ン チ を 設定 し て 排石作業を お こ な っ た。 こ の 積石垣の大部分は小河原篠で‘構 成 さ れて

い て ， 発掘の 結果， 第 3 号墳に も 何 ら 古墳の痕跡 を み と め る こ と は で き な か っ た。

第 4 号墳は， 第 2 号墳の南方にあ っ て ， や は り 不整長方形 を 呈す る 。 第 4 号墳は外見か ら み

る と 積石塚古墳 と し て 充分 な 規 模 を も っ て い た 。 墳丘 中 央部 に rlJ 2 m の ト レ ン チ を設定 し て 発

掘す る こ と に し た。 墳丘頂 部 に は ， 長方形 を 呈 す る や や 大 形 の石が露 出 し て お り 石室 の存在が

予 想 さ れた。 し か し ， そ の石が遊離 し て 存在する の を 確認 し た の は排石作業を 開始 し て 間 も な

く の こ と で あ っ た 。 墳頂 か ら 1 . 2 m ばかり掘 り 進ん だ と こ ろ に， 長方形 の や や大形の石 に よ っ

て 構 成 さ れ た 長方形 の石囲 を 発見 し た。 こ の石 囲 の 中 に は河原礁が つ ま っ て い て ， そ の河原撲

は 墳丘 を 構 成 し て い る も の と 同 様で あ っ た。 石囲 の 内 部 を 清掃 し て み る と ， そ の下底面や石囲

内 壁に は 何 ら の 施設 も み ら れず ， 石囲 の 更 に下方に石囲 を 構成 し て い る 大形 の 石 と ほぼ同大の

石材が不規則に， あ た か も 投げ込まれた よ う な状態で発見 さ れ た の であ る 。 墳丘の排石作業中

に 内耳土器 の破片を 若干発見 し て お り ， 第 4 号 墳 も 中世 の こ ろ 築 造 さ れた積石であ る と い う 可

能性 も 強 く な っ た 。 い ず れに し て も 古 墳 と し て の証拠は得られな か っ た。 中世の こ ろ ， か つ て

の古墳が破壊 さ れ墳墓 と し て 改造 さ れた も の と 考 え て も よ い であ ろ う 。 (第 3 図版 1 ・ 2 )

第 5 号墳は， 第 2 号墳 ・ 第 3 号 墳 と 連続す る 積石垣 の 西 端 に あ っ た。 発掘調査の結果， 墳丘

の 崩壊はあ っ た が古墳であ る こ と が確 認 さ れた。 調査の 結果は後 に詳述 し て あ る 。

第 6 号墳 も ， 墳丘積石の 崩壊 も あ っ て ほ と ん ど 原形 を と ど め な い が， か つ て 古墳であ っ た こ

と に相 違 な く ， 一部分ではあ っ た が石室が残存 し て い た 。 調査結果の報告 も 後 に詳述 し であ る 。
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第 733・墳は， 長原古墳群中の ほ ぼ中央に あ っ て ， 規模の 点 で は 第 1号墳 と 並ん で古 墳群 中 ，

以λの 部 に 属す る 。 す で に盗侃を う け た績穴式石室が露 出 し て い た 。 現状保存の意図があ っ た

ので， 石 室 内部の清掃を し て み た。

�i室全体は調査 し な か っ たが， 古 墳群中最大の 規 模 を 有す る 繍穴式石室であ っ た。 詳細はす

べて後述す る 。

第 8 号墳は， 第 7号墳の凶lお方20m ばか り の 所 に あ る 。 墳丘積石 の 3 分 の 2 が 切 り と ら れて

いてl京形 を と ど め な い。 調査 の結果，大半崩壊 さ れた 横 穴式石室が発見 さ れた。 後 に詳述す る 。

第9号墳 と 第10号墳は と も に現状のまま保存す る こ と が決定 し て い た の で ， 発掘調査は お こ

なわず， 墳形 の略訊IJ だ け 実施 し た。 し か し ， 両古墳 と も に積石がかな り 乱れて お り ， 外 形 だ け

は撃 っ て い て も 古噴の 可能性は き わ め て う す い 。

第1 1号墳は ， 第 7号墳の 西北側 に あ た る 。 墳丘積石がか な り jjjjさ れて い て原 形 を と ど め な い 。

横穴式石室が内蔵 さ れて い た が， 天井 石 は す べ て と り 除 か れ て い た。 石 室 床 面 も か な り 保存状

態はμ好であ っ た。 調査結果は後述す る 。

第12弓墳は第11号墳の西側40mばか り 距 っ た と こ ろ に あ る 。 墳丘は河原石積み で不整形 な も

ので， も と よ り 原形では な い 。 墳丘中 央部に横穴式石室があ っ た 。 石 室 内 の 遺 物保存状態 も よ

く 原状を よ く と ど め て い たが ， 羨道部の詳細 はわ か ら な し〉。 調査結果詳報は後輩に述 べ て あ る c

第13号墳は， 第 11号墳の 南側 に あ っ た。 墳丘の ほ と ん ど が倣壊 さ れ て お り ， 石室 も 上半部が

すでに取 り 除かれて い た 。 し か し な が ら 石室床面の 保存状態は良好であ っ た。 調査結果の詳細

は後ぷに述べ た。

第 14号墳は現状のまま保存す る こ と に な っ た。 方形プ ラ ン の 墳丘 を 示すが積石の状態は き わ

め て忠 く ， 古 墳 と し て の誌は持 ち得な か っ た 。 発掘調査 を し て み る 必要があ る と 忠わ れ る 。

(第36図版 ・ 1 ) 

節目号墳 も 第 14号墳 と 同 級方錐状の墳丘 を 示 し てお り ， 一見古 墳 と 思わ れ る 様 な 状況で あ っ

た。 発掘調査 を し て み た が， 墳頂音ílか ら 墳丘 を 切断する ト レ ン チ に， 何等の遺構 も 発 見で き な

か っ た 。 の み な ら ず， 境丘を構成 し て い る 河原 石 も ほ と ん ど小礁であ り ， も と も と 古 墳 の な か

っ た弘ー所に， 耕 作の際排石の た め に積まれた も の と 考 え る に至 っ た。

第16号墳は現状保忘の 計 画があ っ て発掘は実施 し な か っ た。 一見長方形 を 呈す る 墳丘 を 有す

る が， 積石の状況 を 細 か く 観察する と 第 1 4号墳， 第17号墳， 第18号墳 と き わ め て共通する 現象

を み せ る 。 す な わ ち ， 小河原 礁 を 積 み あ げて お り ， 墳丘の高 さ も 1 m 余 を はか る ばか り で， 墳

頂部に も 内部主体 の 遺残 も み ら れな い 。 発掘調査 を し て み な い と 確証 を つか み え な いが， お そ

ら く 後 世 の 積 石であ っ て ， 古墳， あ る い は墳墓 と は全 く 無関係な も の で あ ろ う (第36図版 ・ 2 )。

第17号墳は， 第16号墳に 隣接 し て あ っ た が， 第16号墳 と 同 様 に 不整方形の プ ラ ン を 呈 し て お

り ， 高さ も 1 m 弱であ っ た 。 小河原 礁 を 粗 く 積み あ げ た も の であ っ た。 墳丘 の 中 央部 を 東 西 に

切断す る ト レ ン チ を 設定 し て地 山 と お ぼ し き 層まで排 石， 発掘を 実施 し て み た が， 古 墳 と 断定
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す る 資料 を 何等 得 る こ と がで き な か っ た。 第 1 7 号墳 も 後世の 積 石に よ る も のであ る と 判断 し

た 。 付近の耕作者に よ れば， 昭和時代の 初 期 に耕 作の 際， 地 山 にふ く ま れ て い た隊群 を ーケ所

に 積 み あ げた と い う こ と で あ っ た 。

第18 号墳は， 長原古墳群 の 西北端 に位置 し て い た 。 方形 プ ラ ン の墳丘 を 呈 し ， 2 m 弱の高 さ

を 持 っ て い たが， 小河原 礁 を 粗 く 積ん で い る 点で第14号墳 ・ 第15号墳 ・ 第16号墳 ・ 第17号墳等

と 共通 し て おり， 古墳 と は全 く 関 係 の な い 積 石で あ ろ う と い う 感 じ を い だか せ て い た 。 耕 fl:者

の言に よ れば， こ の 積 石 も 第1 7 号墳 と 同 様に 昭和時代に築 か れ た 積石 と の こ と であ っ た。 発招

調査 に よ っ て確認する 必要があ っ た の で， 改 め て ト レ ン チ を 設定 し ， 地 山 ま で抑り 下げて み た。

そ の 結果， 何等古 墳 と 思わ れ る 遺構 を 検出 す る こ と がで き な か っ た。

以上の ご と く 長原古墳中 に ふ く ま れて い る 積 石塚古墳には， 古 墳で は な い 積 石 も ふ く まれて

い る こ と が判 明 し た の で あ る 。 IF全国遺跡地図 (長野県) JI (文化財保護委員会編) に よ れば， 長

原古墳群総数 は21 基 と な っ て い る が， こ れは， わ れわれの発掘調査以前の数字であ っ て， 当然

訂正 さ れ る べ き で あ ろ う 。 か つ て発掘さ れ た ニ カ ゴ 塚古墳や そ の 他の 古墳を も ふ く め て ， 総数

1 0 基 ばかりが， い わ ゆ る 長原古墳群 を 構 成す る すべ て の古墳であ ろ う 。 し か し ， 地元耕 作者に

よ れば， か つ て 古 墳で あ っ た も のが破壊 さ れて原状を と ど め な い も のが 2� 3 基あると い う か

ら ， そ れ ら を ふ く め て も 総数10�13基前後がか つ て の長原古墳群の 数で あ っ た か も し れ な い 。

発掘調査班 の 編成

発掘調査者 長 野 県企 業 局長 相 沢 武 雄

発掘担 当 者 (調査主任) 明 治 大 学 教 授 大 塚 初 重

発掘調査員 明 治 大 学 講 師 小 林 三 郎

11 長野県文化財専門委員 米 山 政

// 長野県考 古学会々員 興 津 正 朔

11 長野県考 古学会々員 下 平 秀 夫
11 明 治 大 学 大学 院 学生 飛 高 憲 雄

υ '/ 小笠原 種 子

υ 明 治 大 学 学 生 黒 川 哲 朗

11 1/ 金 森 喬 子

11 11 原 田 道 雄
// ィ7 関l 上 善 庸

。 1/ 吉 岡 繁 喜

H 1/ 安 達 新
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第 I 章 長原古境1洋発掘 調査 の経過

発掘調査員 明 治 大 学 学生 会 田 進

υ 11 西 田 正 弘

11 1/ 折 尾 乎I出

H 。 字 杉 幸 知

11 1/ 北 村 敏 子
u 1/ 山 口 充
。 。 板 橋 旺 爾
/1 11 小 田 野 哲 憲

事 務 局 長 野 市 教 育 委 員 会 高 野 掛手
1/ 1/ 宮 崎 実
11 11 宮 原 博

/1 11 若 穂支所 丸 山 隆 司

/1 11 イ7 綿 内 四 良日
11 11 /; 滝 沢 富 男

尚， これら の)J 々 の他に若穂町公民館長峯村ー海氏 ， 若 穂町保科在住 前山 可品し氏， 若 穂町綿

内在住山 口 純一氏のご協力， ご援助 を お願い し た。 記 し て深謝の怠 を 表す る 。

(小林三郎)
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第E章 長原古墳群の位置と歴史的環境

第I章 長原古墳群の位置と歴史的環境

長 原古墳群は長野市若穂町保科 に あ る ， 積石塚を 中 心 と し た 古墳群で あ る 。 (第 1 図)

若穂町は， 善光寺平の東 北部， 千曲 川 の東岸部 に あ る 。 近年， 長野市 と 合併 し た 町で， 以 前

は上高井郡若穂町であった。

長原 古墳荷は， 千曲 川 の支流 の保科川 の扇状地に発達 し て お り ， 後方を 妙徳 山 ， 堀切山 ， 熊

窪山， 太郎山， 脊妙山 と い う よ う な標高 1000m 台 の河東山塊 の 山 々 にか こ ま れ， そ の聞 を 菅平

高原か ら 流 れ出 た保科川 に よ っ て ， 形 成 さ れた扇状地 の扇央部 に位置 し て い る 。

保科川 は そ の ま ま 千l出 川 に 流 入 し て， 善光寺平 の 水 田 地帯を 形 成 し て い る 。 古墳群 か ら は 北

信五岳， 善 光寺平が一望のも と に と ら え ら れ る 。 現在， 保科川扇状地は果樹薗 と桑闘が大部分

で， 扇端部に近 く な っ て 水聞が多 く な っ て い る 。

千世|川 流域の左右両岸は， 善光 寺平の両端に発達 し た 山 稜 の尾根か ら 山麓へ， テ ラ ス 状に張

り 出 し た台地上に， 13 00基 を 超 え る 古墳が存在す る が， そ れぞ れ古墳群を 形成 し て い る 。 長原

古 墳群 の あ る 保科 川扇状地に発達 し た古墳群は， 古 く か ら 積石 塚 ま た は 古墳群 中 に合掌形石室

を 内部 主体 と す る ニ カ ゴ塚古墳な ど の 存在が知 ら れて い て，多 く の研究者か ら 注 目 さ れて い た 。

長原古墳群 を 学 史 的 な 商か ら み て み る と ， 最 初 の報文は大正14年 2 月 ， 石材採集 の 目 的 で ニ

カ ゴ塚古墳が破壊 さ れ， 矢沢頼 道氏 に よ っ て発表 さ れた の が そ れで あ る 。 ま た ， こ の こ ろ 中 野

市新野 に あ る 金鎧山古 墳が発掘 さ れ， 特殊な合掌形石室 の論考 を お こ な っ た 森本六爾氏の報文

も 世 に 出 た 。 こ れ ら は い ず れ も ニ カ ゴ 塚 古墳の発掘調査報告 を 中 心 と す る も の で あ っ た。

第二次大戦後， 信濃史料刊行会， 上高井郡誌編集会に よ っ て ， こ の 付近の考古学的調査がお

こ なわれ， 保科川扇状地上 の古墳群 と し て い く つかの古墳群が判 明 し ， こ の 長原古墳群 の 様相

も 明 ら か に さ れて き たのであ っ た。

善光寺平 の古墳分布 を み て み る と ， 千 曲 川 の本流に面 し た 山麓部 よ り は ， 千 曲 川 に注 ぎ込む

小河川 の 造 り 出 し た扇状地 を 中 心 に ， 海抜 500 m 台 の 山麓部 や 台 地状部分に古墳群が形 成 さ れ

て い る 。

善光寺平の 中 央 を 千 曲 川 が 北流 し ， い く つ か の 支 流 と 複雑 に の び る 尾根 に 切断 さ れ る 谷は ，

地形的 に も 地域 的 な一つ の古墳文化 を 形成 し て い る よ う に恩わ れる 。 か つ て 桐 原健氏は， 善光

寺平 におけ る 古 墳の立地 と 地貌に注 目 さ れ， ひ と つの地域内 に おけ る 古墳群 の関係 を 考察 さ れ

た こ と があ る が， 長原古墳群の立地す る 保科川扇状地 も 善光 寺 平の 古墳文化の上 に た っ て も 積

註 (1) 矢沢頼道 「金鎧山古噴」 長野県史蹟調査会報告 5 ， 大正1 5年

(2) 森本六爾 『金鎧山古墳 の研究』 大正1 5年
(3) 桐原健 「善光寺平におけ る 古墳の立地」 信濃 16巻4 号 昭和39年
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第 E章 長原古墳群の位置と康史的環境

石 塚 ま た合掌形石室 と い う 特異な内部主体 を 有する古墳群が存在 し ， 興味深い地域 と い う こ と

が で き る であ ろ う 。

/ー�
。 200m 

第 2 図 長原古壌君干分布図 (等高線は 1 m) (1: 3000) 
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第 E章 長原古漬:!trの位置 と 歴史的環境

保科川 の こ の扇状地 に分布する 古墳群は， I信濃考古綜覧」に よ る と 6 7 基で い ずれも 10基内

外 でひ と つ の 古墳群 を 形 成 し て い る 。 し か し ， こ れ ら の中で も 学術的発掘 の な さ れた も の は お

ろ か ， 墳丘 ・ 内部 主体 ・ 副葬品 の 判 明 し て い る 古墳は き わ め て す く な く ， す で に 多 く の 古墳は

全域 し て し ま っ て い て ， 古墳群 の 全 体 の 様相 を 知 る う え で大 き な 困難 と 支障を き た し て い る 。

い ま ま で の 分布調査や ， わ ず か な記録か ら 検討 し て み る と ， 保科川扇状地 の 長原 古墳前付近

は， 合計 1 1 の 古墳群か ら 形 成 さ れ て い る 様子 で あ る 。 (第 1 図 ・ 第 1 表)

保科川扇状地 の 古噴群の 中 で， ま が り な り に も 発掘 調査 の な さ れて い る も の は ， 長原 古墳群

のニカ ゴ塚古墳， 八幡古墳群の八幡第 1 号墳 (塚穴古墳) の み で あ る 。 ま た ， 内 部主体の完全

に判明 し て い る も のには， 大星山 古墳群 中 に 2 基， 十二山 古墳群中 に 4 基， 白 塚 古墳群中に 1

基 ， 高下古墳群中に 2 基， 城主E古墳群中に 1 基 と 合計 10基にす ぎ な い。 こ れ ら を 形式別 にみ る

と ニ カ ゴ塚古墳， 城窪第 1 号墳， +二山第 1 号墳は 合掌形石 室 を 内部主体 と す る も の で ， 他は

横穴式石室で， いわ ゆ る 両袖形 石室であ っ た 。

古墳群 名 | 数 | 立地 | 外 部 構 造 | 内部構造 ßlj 葬 1i1コ口

長 原 古 墳群

十二山古境群

袖林山古墳群

大 星山古境群

和 田古墳群

東 山 古墳群

白 塚 古墳群

高 下古墳襟

八 懐古墳群

須 釜古墳群

城窪古墳群

1 0以上 平地 積石塚 横穴式石室
室

， 
合掌形石 1 (本文参照)

5 山腹 土石混合筑 合
横穴式石室4

掌形石室1 不 明

3 山頂 土 石混合墳 横穴式石室1 不 明

6 i 山
山
頂麓 積石塚

土石
"

合
盛土

噴
墳

2 .::U:ï l.昆 5
横
不明
穴式

1
石室5 不 明

8 

7 

1 1  

4 

5 

4 

2 

平地 積土
石
石塚1昆2， 不明1

不
横明ア武6 石室2 ニlニr:市器， 須恵器， 直刀， 轡， 13:玉， 切

合境5 子玉， 、玉

山頂 盛土境 7 不明 土師器

平地 土
不
石明混1

合墳1 0
不
横明穴式7

石室4 金環， 須恵、器， 土日市器

平
山

地
頂 土

盛
石
土

混合2 横穴式石室3 商万
丸
， 雲珠，

恵
辻金

器
lt， 金f策， 銀l';'L 勾

l1t2 不明1 玉， 玉，三ii
平地 土 石混合境5 横穴式石室2 1南万， 金環， 勾玉， 11・玉， 小玉， 須恵

不明3 器
平地 土石混合 墳4 不明 不明

山頂 盛 土墳 合掌明形石室1
不1 勾玉， 直刀， 鉄鉱， 街

第 1 ;表 保科川扇状地に お け る 古墳群 一覧表

副葬品の判 明 し て い る 古墳 も 少 な く ， 前述の 調査 さ れ た 2 基以 外 に は な く ， í信濃考古綜覧」

の地名 表に よ る と ， 直 万 ・ 鉄鉱 ・ 玉 類 ・ 土師器 ・ 須恵器 と い っ た後期古墳に通有の も の であ る 。

ま た ， 現在 ま で に馬具の 出 土が少な く ， わ ず か に城窪第 1 号墳に轡衡， 高下第 1 号 壌に宝珠の

例 を み る の み で あ っ た。

註 (4) 信濃史料刊行会 『信濃考古綜覧』 上巻(地 名表) 昭和31年
1 0  



第 E章 長原古墳群の位置と歴史的環境

保科川扇状地 は ， 尾根一つ距てた奇妙山 山麓に発達 し た大室古墳群 と と も に， 積石塚古墳の

多い地域であ る 。 善 光寺ギの古墳 に は ， 積一石塚古墳 と そ の一類 と 考 え ら れて い る いわ ゆ る 土 石

混合墳 と 呼ばれる 一群があ り ， そ の区別 は外見か ら だ け ではかな り 困難であ る 。 後 世 の 開拓に

よ っ て 畑地か ら の石 を 積み あ げ， 積 石 塚 古墳 と 解 さ れて い る も の も あ り ， と く に扇状地上の積

石塚古墳は， 古 墳 と そ う でない も の と の区別 が困難であ っ て ， 信 濃 におけ る 積石塚古墳の研究

に大 きな混乱 を 起す要因 と な っ て い る 。

積石塚古墳 と 考 え ら れ る 一群 の 古墳は， 善光寺 平 の 古墳の約60 % の 多 く にわ た り ， ま た そ の

分布 も 善光寺玉JZ南側 にほ と ん どが分布 し て い る 。 善光寺 平 の南， 冠着山 を 越 え た 東筑摩郡 の安

坂将軍塚古墳群， 同君11本郷村の 古墳群， 松本市岡 田 ， 里山辺 ， 諏訪地方に も 分布 を 示 し て い る 。
但) (7) (8) 

積;fi塚古墳の立地条 件 を 検討 し て み る と ， 扉状地上に は 多 く 積石塚古墳 の 分布がみ ら れ， 山

麓や尾根上には盛土古墳がみ ら れ る 。 保科 川扇状地 に お け る 様子 も こ れに合致して お り ， 和 田

・ 白塚 ・ 八幡 ・ 須釜 ・ 長原 ・ 大星山 の各古墳郡は ， 積 石l罫古墳が主体を な し て い る 。 こ の よ う

な傾向は大室古墳群にお い て も み ら れる と こ ろ であ 5 0

保f-'f川 扇状地 を 囲 む 山 麓周辺 に は ， 全体的 に縄文式土器の散布が み ら れる 。 ま た， 低湿地，

原状地上にはわ ず かなが ら 弥 生式土器の 分布を み る 。 古 墳時代の遺物は上和 田 ・ 在家 ・ 須釜地

区に散布を み る の み で ， こ の地域の調査 の お く れ を 感 ず る の で あ る 。 こ の 他 に ， 古 墳時代前期

の祭杷遺跡が片 山地区 で発見 さ れて お り ， 大場磐雄博士に よ れば「一種 の祭杷遺 跡 と す べ き で

はあ る ま し 功、 と 思わ れ る 」 も の であ る 。 ま た ， 川団地区 には条里制遺 構がの こ さ れて お り ， 千
ω 

曲川 の氾濫地域l乙発達 し た 文化を う かが い 知 る こ と が で き る。

(下 平 秀 夫)

�1・ (5) 大塚初重 「大室古墳群」 古代学研究 30 号 昭和37年
(6) 大場懇雄他 「長野県東筑摩郡坂井村安坂積石塚の調査」 信濃 1 6巻4 ・ 6 号 昭和39年
(7) 大場磐雄他 『 信濃浅間古墳J I昭和4 1 年
(8) 信滋史料刊行会 『 信濃考古綜覧』 上巻 (地名表) 昭和31 年
(9) 註 5に同じ
(10) r信濃考古綜覧』 下巻 昭和31 年

1 1  



第 皿 章 古境各説(第 5 号噴の 調査)

第置章 古 墳 各 説

第1節 第5号墳 の 調査

A 古墳の位 置 と 外形 (第4図版， 第3図)

本古墳は長原古墳群 の 中 で は 東に位 置 し ， 14m の等高線上に あ る 。 北西 約25m の 所 に 第 6 号

墳が， 南東約33m の 所 に第 3 号墳が存在す る 。

調査開始前の墳丘 は， 北東方向 に の び る 高 さ 2 . 1 m ほ ど の 石垣の一部が塚状 に ふ く ら ん で い

第 3 図

， ， 、
‘ 

長原第 5 号墳墳丘実測図 (1・120)

」一-Jm

、《

た の で， そ の部 分 を 古墳

と 考 え た。 石垣の 中 には

耕作な ど に よ っ て すて ら

れた と 思 わ れ る 石 が多

く ， 墳丘積石 と の区別 は

困難であ っ た。 測 量 の 際

に は， 築造:時 の墳丘面を

確 認で き なか っ た が ， 石

垣南側に僅か で あ る が

裾 と お ぼ し き部分があ っ

た 。 そ こ では40cmか ら 60

C初ほ ど の 石が 裾 に 置 か

れ， 上 に い く に し た が っ

て 1 0C1II大 の 石が積ん で あ

っ た。 墳丘 と 察 せ ら れ る

部 分 は高 さ 2 . 2仰 を は か

る が， 地形が東か ら 西 に

傾斜 し て い る ので， 東側

か ら 見 る と 1 . 4niにな る 。

東 西 径 7 m ， 南北は認め

ら れ る 範囲 か ら す る と 約

12mあ る 。 墳丘石積み状

態 は雑な感 じ で あ り ， 墳

13 



第 E章 古 墳 各 説

頂 部では10cm ほ ど の 円 礁 を ， 裾に近づ く につれてス き い 石 を 置 いであ る 。 と く に， 墳丘 西側は

垂直に近 い状態で石垣が続 い て い る ので， 比較的大 き い 石 を 組ん で い る 。 し か し ， こ れは明 ら

か に 耕作時 に 不必要 な 石 を 用 い て 構成 し て い る も の と 思 わ れ る 。 ま た ， 墳丘 の平商形 は変形 が

著 し く ， 円 形か方形か明確に は ならな か っ た。 (小田 野哲憲〉

B 内 部構造 (第4・5 ・ 6図版， 第4図)

本 古墳内部構造 は ， 全 長 4 . 111i， 玄室長2 . 17 ni， 奥 壁 r!J 0 . 85m. 最 大 '1 1 1 . 39mをもっ横穴式
石 室で あ る 。 石 室は 東側 壁 の一部が崩壊 し て い た。 以下， 経過 を 含 め て記述 し よ う 。

。 !m

コ

/ : 、

ー〉

第 4 図 長原第 5 号墳石室実測図 (l : 60) 

墳頂部 を 中 心 に約1 n'Í掘 り 下

げたが， 内部構造が確認でき ず

墳丘西側 の石垣が111広 く な る 所

よ り ， 東にむ け て掘 り 下 げ た 。

そ の 結果， 表面 よ り 50�m下で墳

丘積石の 内部に混入 し て い る腐

巾 25cm 位 の 長手の

布 を 追 い ， 奥壁石， 西側壁を1准

認 し た。 し か し ， 西側壁は墳丘

西側石垣 に 近い 位 置 に あ り ， 墳

丘積石 と の区別 が明確でなかっ

fこ。 ま た ， 石 室 内 に は長 さ 50CnL

巾 1mほ ど の 石が 2 個， そ の ほ

か側壁石 と 思わ れ る 石 と 土砂が

埋没 し て い た 。 羨道部側 壁 は確

認 さ れて お ら ず ， 羨道部 には閉

塞石が積 ま れ， 玄室入 り 口 と 羨

道入口 の 2ケ所には30C11!か ら 40

C1IIほ ど の 石 を 積んで い る 。 そ の

下に10cm 位 の 石 を 置 き ， こ の 2 ケ所 の高 い 石積み の 間約50cm か ら 60cm ほ ど は低 く な っ てい る 。

1 4  



第 5 号墳の 調査

石室 内玄室部 に 崩落 し た側壁石， 土砂を 除 去す る と ， 玄 室南側， 閉 塞 石 の手前で は 褐色土

が， 玄 室 北側 で は黒褐色 土が存在 し て い た。 奥 壁 石の 下 に も う 1 枚奥壁石があ り ， 玄室西側壁

に袖石があ る こ と も確認さ れた。 石室 内 を掘 り 下げて か ら 約1 . 251仰 にな っ て ， 黒褐色土 中 に遺

物が I�:， 土 し た。 床商は そ の下 5 c m に あ り ， ボ ー リ ン グに よ る と 石敷 き が認め ら れた。 こ の 黒褐

色 土 層上に東側壁 よ り 崩れた と 思 わ れ る 長 さ 約40cm ， r l 1 約8 0 c m の 石が数個あ り ， そ れ ら の一部

は床面に達 し て い た。 羨道部では閉塞 石 を 除去 し た 際， 褐色及 び 黄色 を 呈 す る砂質土が10cIIL大

の 積 石 と と も にみ と め ら れた。

玄室は長 さ 2 . 17m， 奥壁r l.J O . 85m ， 最大巾 1 . 39m ， 玄 門部 巾 1 . 15m， 床面か ら の奥 壁高 さ 約

1 . 2m を はか る 。 奥 壁 石は 2 段 あ り ， 下段が高 さ 0 . 85m ， 最x 巾 0 . 92 m ， 上段 は高 さ 約0 . 7 m ，

最大 巾 0 . 83m ， 厚 さ 約 0 . 41仰 の 大 き さ の 石 で， 両側 に は 径15c mほ ど の 自 然 石 を 奥 壁 の 高 さ に合

わ せ て 積み上げ て い る 。 奥壁上段 と 下段 の 石 の 聞 に は， 小 さ な 礁 を 詰 め 込 ん で い る 。 側 壁 は 巾

20cm か ら 50c m， 高 さ 20 c m 内 外 の 石 を 乱石 積 み に し て い る 。 そ し て ， と こ ろ ど こ ろ に問 詰 め の 石

が あ り ， 度高は床面か ら 1 . 3 112 前後 を は か る 。 側 壁 の 石積み は両側壁 と も 自 然石 の 小 口 面 を そ

ろ え て い る が， 西側墜に比 し て， 東側壁 は 小 口 面 と は い い なが ら 非常 に 長 手で あ っ て， 安 定 度

が高 い。 東側壁は， 奥 墜 よ り 約 1 . � m 南 の 所か ら 崩壊 し て お り ， そ こ か ら 羨道にかけ て根石あ

る い は 2 段 だけ側壁が 残 っ て い る 。 奥 壁か ら 2 . 17m はなれた西側壁には袖石が突 出 し て い た。

袖石は玄室側壁か ら 約23 c m石 室 内 に 出 て ， 平面形 は 丸 く な っ て お り ， 側 壁沿 い で は か る と 厚 さ

3 0c mあ る 。 そ し て袖石の右隣 り の側壁， すなわ ち ， 玄 室 に 入 っ て 1 番 目 の西側壁か ら 羨道側 壁

は一直線上にあ り ， 袖石 の 突 出 し た 線 の 延長上に羨道側 壁が位 置す る い わ ゆ る 両袖型祖形 と は

臭 っ て い る の で あ る 。 こ の袖石は 巾 25c m位， 高 さ 約15cm の 自 然 石 を 積み 上 げ て 構築 さ れ て お り

現在 8 段 にな っ て い る 。 側 壁 と 同 様 に 壁石 聞 に は 詰 め石が認め ら れ る 。 西 側 壁袖 石 と 対 称 の 東

側壁は， 崩壊 し て根石 を 残す の み で あ り ， 平面形 に よ る と ， 玄室東側 壁か ら 僅か15c m ほ ど 内側

に突出 し て い る にす ぎ ず ， 袖石 と 断定 し に く い 。

羨道部 は ， 袖 石 の 長 さ 30c加 を 含 め る と 1 . 93112 の 長 さ が あ り ， 袖石 の 巾 は現状で80c m ， 羨道 巾

95c m と 考 え ら れ る 。 西 側 壁は， 玄室部 と 同 様 に 自 然石 乱 石 積 み で あ る 。 壁高は 入 口 で約50c m ，

そ の ほかで約80c m内外 を はか る 。 東側壁は根石 を 残す の み で ， 2 段 目 の 石 は 動 い て い た り ， 落

ち て し ま っ た り し て い た。 そ の為 に ， 羨道は 1 m 前後 を はか り ， 壁 沿 い の墳丘積石が側壁の部

分に落 ち て い る 。 一方， 西 側 壁の羨道入 口 の 石積 み と ， そ の 外側墳丘 石 積 み は ， 一見 し て 違 う

こ と がわか る 。 側 壁で は 壁面 を 整 え て い る が ， 墳丘 に あ っ て は乱雑 に 石 を 置 い て い る ので あ る 。

本石室 の 床 面 に は ， 自 然 石を 中 心 に割 り 石が 僅 か で あ る が敷 か れて い る 。 そ れ も 一重でな

く ， 二重あ る い は三重に敷かれ， 石 も 5 c m大か ら 30c m前後 の も の ま であ り ， 一様でない。 床面

は， 玄室か ら 羨道に む か つ て僅かに あ が っ て い る 。 玄室， 羨道の差は15c mほ ど あ る 。 ま た ， 石

敷 き は凹 凸 が か な り あ る 。 奥 壁か ら 約 1 . 7 112 はなれた 東側 壁 よ り に ， 偏平な石 が 3 個羨道にむ

か つ て弧 を 摘が く よ う に 埋 っ て お り ， そ の う ち の 1 石は ， 床面上30cm か ら 60c m下 に む い て お り
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床 面 下に ま で、入っ て い る 。 こ れ ら の 石は ， 東側 壁 の か さ な っ て い た 壁石が， 崩れた際に床l創 に

落 ち た と 思 わ れ る 。 さ ら に ， 袖石部 の 床 に は ， 約40cm の 聞 に 長 さ 30cm， ペ1 20cm ほ ど の 石 を 3 個

置 い て あ り ， 玄室 と の境の梱石 の 如 き であ る 。 そ し て ， 羨道には袖石近 く で約 5 cm の 小 円 撲 を

敷 きつめ， そ の ほ かは15cm か ら 25 cm ほ ど の 大 き さ の 石 を 敷 い て い る 。 羨 道入 口 に は ， 30cm ほ ど

の ゐーが 2 個 置 か れて い る 。

床 面の敷石， 土砂を 除 去 し た あ と は， 黒色土に黄褐色土の 含 ま れ る 非常に堅い土の ili:iがあ ら

わ れ， こ の 面は石室全体にお よ ん で い る 。 石 室外 に お い て は ， 奥 壁 よ り 4 . 6 m はなれた所， す

なわ ち ， 羨道外50cm の 地点か ら 外 は 土 が異な り ， 黄褐色土 と な っ て い る 。 こ の 変化 を 追 っ た と

こ ろ ， 黄 褐 色 土が切 ら れて ， 傾斜が石 室 に む か っ て い る こ と がわ か っ た。 そ し て ， 黄褐色土は

古 墳 周 辺 の 土 層 か ら す る と 地 山 を 切 り 込ん で ， そ の 上に 黄褐色土 を 含む 黒色土が盛 ら れて い る

こ と がわか っ た 。 こ れ ら の こ と は， 石 室 を 構 築 す る 際 の基礎固 め と 考 え て よ い であ ろ う 。 ま

た ， 床 面 除 去 に よ っ て ， 側 壁根石が明 ら か にな り ， 西 側 壁 の 羨道入口 第 1 石 及 び 玄室 に入っ て

第 1 石の 2 ケ所の根石は， 他 の 側 壁根石 と 比較 し て 約 2 倍の 大 き さ で ， 約40 C1/1ほ どであ っ た。

さ ら に3 羨 道入口 第 1 石 と 袖石 の根石は 同 じ レ ベ lレ に お り ， そ の 間 に あ る 根石 の レ ベ ノレ は 1 0 cm

ほ とs高 い。 ま た ， 玄室部では根石 の レ ベノレ は袖石 と 同 じ レ ベ ノレ を示 し て い る 。 すなわ ち ， 石室根

石 レ ベ ノレは同一面 に 置 か れて い る が ， 羨道の一部が高 く な っ て お り ， こ れは床 面の レ ベ ル が 玄

室部 よ り 羨道部が15cm ほ ど高 く な っ て い る こ と を 裏付け て い る 。根石か ら の 壁高 は ， 奥 壁で1 . 5 1  

m ， 両側壁で は 1 . 2m か ら 1 . 4m ま で ， 袖石で 1 . 15m ， 羨道西側壁で は0 . 9m か ら 1m， 羨道 入 口 で

は0 . 75仰 を は か る 。 1}l.IJ 壁 の 内傾は根石 か ら 50C1/1 位 ま では垂直であ る が， そ の 上 は 多 少 持 ち 送 り

が見 ら れ る 。 奥 壁近 く の 東側 壁で は高 さ 1 . 3 niに対 し 20cm ほ ど 内 傾 し て い る 。 し か し ， 自 然、 石

を 壁石 に用 い て い る の で ， こ の 程度 の 転 び は 当 然 か も 知 れない。

本石室平面形 は西側 壁が直線 的 で あ る が， 東側 壁は曲線的であ り ， 玄室は楕 円 形 に近 く ， 奥

墜に接す る 両側 壁は 曲 線 を な し て い る が胴張 り 形 と は 明 確 に い え ない。 さ ら に袖石があ るが，

両袖型 ・ 片袖型 の ど ち ら と も 断定 し に く い が， 両袖型 と す る 可能性が高 い。 (原 田 道雄〉

C 遺 物 の 出 土 状 態 (第7 ・ 8 図版〉

本古墳の 出 土遺 物 に は金環， ガ ラ ス 小玉 ・ 鉄鉱 . 圭 甲 小札 ・ 刀 子 ・ )J 装 具 ・ 土 師器 ・ 用 途不

明 金銅製品等があ り ， 発 見 さ れた遺物は側 壁 の 崩壊 に よ っ て 原位置 を 失 っ て い る も の も あ る 。

控甲 小札は玄室西 隅 を 中 心 と し て 床 面 の 敷 石上か ら 出 土 し た 。 し か し ， 量 的 には僅かであ

り ， 散乱 し て い る 状態であ っ た。 ま た ， こ の西 隅 の側 壁か ら 1 0cm ほ ど 離れて金環 1 個が小札 と

と も に 出土。 こ の ほか ， 金 環 は西 側 壁 沿 い の奥壁か ら 1 . 65m の地点で 1 個。 さ ら に ， 反対側 東

側 壁の 対 称 の 位置 か ら 重な り 合 っ て 2個 が 出 土 ， 東側 壁の外側， すなわ ち ， 墳丘内部の東側 壁

よ り の 石積 み 直下 の 土 層 (床面と 同 じ レ ベ ノレ) か ら 1 個 ， 羨道部東側壁崩壊土砂中 か ら 1 個の 計

6 個の 金環 が出 土 し た。 鉄鉱 は 羨 道部西袖石 の わ き か ら 4 本分出 土 し たが ， 破 片 だ け であ っ
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fこ 。 同 じ く ， 羨 道 入 口 近 く の敷 石 の 聞 に完形品が 1 本， 玄室西側 壁 中 央に破片で 出 土 し た。

土師器は玄室 中 央か ら や や 南 の地点で， 床 面上か ら 1 個。 さ ら に， そ の 西側約40 仰 は な れ て 側

壁沿 い に 1 個 LL\ 土 し て い る 。 両方 と も に 置 か れた状態 の ま ま つぶ れて い た。 ガ ラ ス 小玉 は 東側

壁 よ り に 出 土 し た金 環 の 周 囲 や ， 西 側 壁沿 い に 出 土 し た土師器の 周 囲か ら 出 土 し ， そ の ほ か の

小玉 は ， こ の 周 辺か ら 山 土 し て い る 。 刀 子 は 2 本 出 土 し ， う ち 1 本は西側 壁 沿 い の 土 師 器 の 直

下 に あ り ， 両者の 聞 に 5 cm ほ ど の 土砂の堆積が 認 め ら れ た 。 も う 1 本 は奥 壁 か ら 20cm ほ ど南側

で， 鋒 を 東側 墜 に む け ， 刃 部は南西 を む け て い た 。 羨道西袖石か ら 南 に20cm の 側 壁 沿 い に 金 銅

製革命尻が， そ し て ， 用 途不明 金銅製 品が そ こ か ら 東に15cm ほ ど の 所か ら 出 土 し て い る 。 こ の ほ

か ， 玄室の 西側 壁 に 沿 っ て 発 見 さ れた土師器の東 隣 り で球形 を な す 中 空 の 金銅 製 品 が 出 土 し た 。

こ れ ら の 遺物は床而上に存在 し て い た が， 玄室西 l判 山 土 の 金 環 は数 き 石の 聞 に 入 り こ ん で い

た 為 に， 他の遺物 よ り 1 0C111 ほ ど レ ベ ノレ が低か っ た。 床 而 の 敷 石は三重 に な っ て い たが， 造 物 の

出 土 レ ベ ノレか ら す る と ， は じ め の 敷 石 を 床 面 と 考 え て 良い と 1m わ れ る 。 こ れ ら の 遺 物 を 分布の

状態か ら 見 る な ら ば， 大別 し て 3 習 に な る 。 第 1 群が玄 室西|潟 を 中 心 に ， 第 2 群が玄室西側 壁

中 央 周 辺 ， 第 3群 は 第 2若手 と は ほ ぼ対称の地点 にあ る 東側 壁 中 央周 辺に求め ら れ る であ ろ う 。 し

か し なが ら ， 第 1 群は 佳 甲 小札 を 中 心 と し た 造 物群であ る が， 第 2 群， 第 3 群は ガ ラ ス 小玉 金

環 な ど の装飾品 を 中 心 と し た 造 物群であ る 。

玄室 内 出 土の 人骨は， 広範囲 に認め ら れ る が ， 両側壁沿 い に 多 く ， 奥 壁近 く ， 万 子 と 直交 す

る よ う に歯列があ り ， そ れ ら は前歯で あ る 。 さ ら に ， 奥 壁 か ら 80C1n南で、 東側 壁に接 し て， 下肢

管が長 さ 約40c1II ほ ど 南 西 に む か つ て 存在 し た。 こ の ほ か ， 控 甲 小札の あ る 西 隅 を は じ め ， 玄 室

内 に 人骨 を 認め た が ， 大部分は原 形 を と ど め て お ら ず骨片 と な っ て い た。 (小 田 野 哲憲〉

D 遺 物 各 説 (第9 ・ 1 0 図 版， 第 5図〉

控 甲 小札 鉄製で， 総数20枚分が発 見 さ れたが， 完全な形 を し た も の は僅か 2 枚 で あ る 。 1

枚は長 さ 7 . 7C11t ， 幅4 . 2cm ， も う 1 枚 は 長 さ 7 . 0cm ， 幅2 .6cm を はか る 。 後 者は上端が 半 円 形 を 呈

す長方形であ る が， f!íJ者 に あ っ て は上端 の 丸み はす く な い 。 こ の ほ か の 小札 に つ い て み る と ，

長 さ は不明 で あ る が， 幅2C11t， 2 .  9cm を はか る も の が あ る 。 小札に は数 ケ 所に穿孔が認め ら れ る

が， 革紐な ど の痕跡 は ま っ た く な か っ た。

金環 玄室東側 壁 出 土例 は 径2 . 1cm ， 断面形 は偏 円 を 呈 し ， 厚 さ は0 . 4cm を はか り ， 本古墳出

土例 中 最大で あ る (第 5 図 2 ・ 3 ) 。 ほ か の 3 個 は そ れ ぞ れ径が2cm ， 1 . 5cm， 1 . 7cm あ る (第 5 図

1 ・ 4 ・ 5 ) 。 ま た ， 羨道東側 壁 よ り 出 土 し た金 環 は 中 空 で あ り ， 出 土 し た時 は破 片 で あ っ た の

で， 推定径2C11t ， 厚 さ 0 . 4cm を はか り ， 断 面 は 円 形 で あ っ た。

鉄鯨 約 9 本分 出 土 し て い る が， 完全な も の は 1 本 の み で， そ の ほ か は破片 と な っ て い る 。

完全な鉄鉱は羨道か ら 出 土 し た 例 で ， 全長9 . 2cm ， 茎 の 長 さ 6 .2cm ， 身 巾 2 . 1cm で両 端 に逆刺 を も っ

腹扶形式であ る (第 5 図 8 ) 。 破 片 の 中 に も 細 根 の 片刃 箭 と 思 わ れ る も の が あ る が， ほ か は 銃 化
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第 班章 古 墳 各 説

著 し く 不明 で あ る が， 茎 の 断 面 は方形で あ る 。

刀 子 2 本 1:1:\ 土 し た が， 奥 壁付 近 出 土例 (第 5 図 6 ) は鋒 が破慣 し て い る 。 現存の 長 さ 10 . 5cm

茎 郎長3 . 7 CI1l ， 身 巾 は1 . 5c加 を はか る 。 茎 部 に は 木質部が付 着 し て い る 。 西側 壁 出 土例 は， 茎部

の一部分だ け で あ る が， 目 釘穴 を も っ て い る 。

土師器 2 点 出 土 し て お り ， 両方 と も 杯で あ る 。 第 5 図 7 は 口 径1 4 . 2C11t， 高 さ 3 . 8 cm で， 色

調 は 内 面 は黒 色 を ， 外面褐色 を 呈す。 内 面 は 多 少 研磨 さ れて る 。 成形は ロ ク ロ を 使用 し . 1底 には

糸 切 り 痕が認め る れる 。 他 の �� --� ー
一 13 帆 高 さ 3.9山9加帆α

内 面 は黒 色 を ' 外 面 赤褐色 を 呈 ‘ ~占 Aζζ -.1  守 3 

し ， 刷毛 に よ る 整形がお こ な わ

れ て い る 。 2 点 と も 国 分式土器

と 考 え ら れる 。

< 、

5 cm 

球形状金銅製品 玄室 内 で 1

例 出 土 し た が， 保存状態 も 悪 く

非 常 に 薄 い の で粉 々 に な っ て い

る 。 し か し ， 中 空で推定径 0 . 7

Cllt か ら 0 . 8 cm ほ どで あ る 。 中 空

の金銅製丸玉 と 思 わ れ， 装 身 具
第 5 区1 長原第 5 号境 出 土造物実測図 (1 : 2) 

の一部で あ ろ う か。

金銅製輸尻 完全で な く ， 残存部分は 長 さ 3 C11t， 巾 3 .2c1n で 断 面 は楕円形を示す。 l平 さ は0 . 1

C/It 前後 を はか る が， 鏡 化著 し い。 こ の ほ か用 途 不明 の金銅製 品 が出 土 し て い る 。 い ずれ も 破片

で， 1 CI1l か ら 2 CIIt ほ ど の金銅薄板で. 3 片 出 土 し て い る 。 3 片 と も 多 少 内 曲 し て い る 。

ガ ラ ス小主 ガ ラ ス 製で総数 105個あ り . 径 o .3clIt か ら 0 . 62側 ま であ り ， 厚 さ は o . 18C11t か ら

0 . 52側 ま で あ る 。 色 は紺， 緑 ， 黄 の 3 色があ り ， 紺色小玉99個 ， 緑色小玉 5 個 ， 黄 色 小玉 1 個

であ り ， い ずれ も 不透 明 で ， 形 の 不 揃 い が 多 少 見受け ら れ る 。

東 側 壁 に接 し て発 見 さ れ た 人骨 は ， 女性であ る が， 年 令 は 不詳で あ る 。

出 土人骨に つ い て は . 東京大学鈴木術教授の ご 教示 を い た だ い た。 (小 田 野宮送)

E 本 古 墳 の 提 起 す る 問 題

内部主体であ る 横穴式石室 は ， 西 側 壁 で は袖 石が認め ら れ， 東側 壁 に つ い て は不明であ っ た。

し か し ， ムjZ面形か ら す る と 東側 壁 に も 僅か10cm ほ ど で は あ る が突 き 出 た 部 分が あ る 。 こ の状況

は ， 袖 石が西側 壁 と 同 様 に ， 存在 し て い た が， 東 側 壁 の 崩壊 に よ っ て . 不明確 にな っ た こ と を

物語っ て い る。 し た が っ て ， 本 石室は両袖型石室で あ る が ， 袖石が玄門的柱石状を 呈 し て い る た

め， 第 1 1 号墳 ・ 第 12号墳 ・ 第 13 号墳 の ご と き ， 両袖型 石室例 と は 区別 さ れね ば な ら ね。 し か し
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第 5 ・ 6 号墳の調査

第 7 号墳石室例 の よ う に ， 玄門H �き 両袖型:6'室 の 範 囲 に 含 ま れ る か ど う か は 断 定で き な い 。

石室構築 に つ い て ， 控 え 積 み の 有 無 を 確 か め よ う と ， 東 側 壁 に 直交す る よ う に墳丘 を 掘 り 下

げ た と こ ろ ， 墳丘積 み 石の下部 と ほ り こ ま れ て い る 地 山 を 認め た 。 こ の こ と か ら ， 本石室が地

山 を 切 り 込 み ， そ の上に黒色土を 盛 り 固 め ， さ ら に ， 側 壁 石 を 置 い て :構築 さ れて い る こ と が判

明 し fこ。

山 土遺物中 ， 金銅製鞘尻 ・ 球形状金銅製品 ・ 用 途不明 金銅製 品 な ど の 金銅製 品が認め ら れ る

が， そ の ほ か の副葬 品 に つ い て み る と ， íË 甲 小札は量的 に 少 な く ， 一領 分 も な い 。 同 時 に ， 武

探�は鉄鉱のみで ， 万 剣類が皆1n�であ っ た。 装身 具類 に つ い て も ， 金環 ・ ガ ラ ス 小玉 の み で勾

玉 ・ 切子玉等は一切み と め ら れ な か っ た。 ま た ， 土師 器は杯が 2 点、 出 土 し て い る が， 須恵 器は

一片 も 検出 さ れ な か っ た。 お そ ら く 過 去 に受 け た で あ ろ う 破壊 の 際 に ， 相 当 量 の 遺物が運 び 出

さ れた 結果であ ろ う と 考 え ら れ る 。

本古墳の築造年代 を 推 定す る 資 料 と し て ， われわれは土師 器や 二 ， 三 の金銅製 品 に注意す る 。

既述 の ご と く . 糸 切 り 痕 を 有す る 杯形土器 の 出 土は ， 古 墳時代終末 と し て も ， そ の 実年代は 8

世紀に く だ す べ き か も し れ な い。

金銅製 の 鞘尻金 具や球形 の 中 空金銅 丸玉 の 出 土は . 金銅製 大 刀 や 金銅製 丸玉 (装身具) の 流行ー

す る 時 期 と し て ， 先述 の 土師 器が ， 国 分式 土器 と し て 比定 さ れ る 年代 と 背反 し な い 。 ま た金 銅

製 の 中 空金 環の組みあ わ せ も . 本古墳が終末期古 墳 と し て ， ? 世紀末葉 も し く は 8 世紀代に築

造 さ れ， 埋葬がお こ な われて い た 証左 と な る も の であ ろ う 。 (原 田 道 雄)

第 2 節 第 6 号 墳 の 調 査

A 古墳の 位 置 と 外形 (第1 1 図 版 . 第 6 図〉

第 6 号墳は長原古墳群 の 中 では や や 東 に 位 置 し ， 東へ 約24m は な れた と こ ろ に 5 号墳が， 西

に12m 行 く と 8 号墳が存在す る 。 墳丘の一部が大 き く 崩れ， 破壊 さ れて い る 部 分 に は ， 墳丘 を

構成する 積 石 と は異な る 比較的大 き な 石が認め ら れた。 墳丘 に は 1 1 . 5m お よ び 12m の等高線が

走 り ， 高 さ は約 1 . 2 m ， 南 北の 長 さ 7 m ， 東西 5 m の 大 き さ を も ち ， 不整形 な 平 面形 を 呈 す る

積 石塚であ る 。

墳丘西 側 は 石垣状 に 大 き い石が 2 段 に積 ま れ， 北側l か ら 東側 に か け て は， 比較的良好 に墳丘

面が残 っ て い る 。 南側 半分は破壊 さ れ て お り ， 石室 の 構 築に使わ れ た と 思 わ れ る 8 0C11l前 後 の 石

が， 墳裾に置 かれて い た 。 そ し て ， 60c押』か ら 8 0cm ほ ど の 角 張 っ た 自 然石が， コ の 字状に 南 西 に

閉 口 す る よ う に 6 個 置 か れ て い る 。 そ の 中 には ， 墳丘か ら 落 ち 込 ん だ 石や ， 長年月 の 聞 に堆積

し た 土が40cm ほ ど の j享 さ で堆積 し て い た。 ( 会 田 進).・ z
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B 内 部 構 造 (第11 図 版 . 第 7 図)

本古墳 の 内部 構 造は横穴式石室 で あ る が， す で に 石室 は破壊 さ れかか っ て お り ， 玄室 の一部

を 残す だ け で あ っ た 。 石室 は玄室奥壁部 だ け で あ る が， 長 さ 1 . 9m . 奥 壁 rtJ 1 . 9m . 優大 I;J 2 . 1m

第 6 図 長原第 6 号墳墳丘実測図 1 1 _ 1201 

を はか る 。 石室主軸 は 北40度東 を む い て い る 。 奥 壁 に は 石 を 2 枚用 い て い る が. 1 段 の み 残存

し ， そ の上方は破壊 さ れて い る 。 高 さ は床面か ら 50cm 前後 あ る 。 奥 壁の左側 の 石は ， 長 さ ß5cm ，

右側は 1 . 3m ほ ど あ り ， そ の 聞 に は 20cm ほ ど の空間があ り ， そ こ に10cm ほ ど の 石が詰め ら れて

い る 。 西側 壁は高 さ 1 m で 2段 と 3段 目 が残 っ て い る 。 右側壁 は 1 段 目 の石 し か残 っ て い な い。

こ れ ら 側 壁 は ， 長 さ 40cm か ら 1 .2m . 高 さ 25cm か ら 50C111 ほ ど の 長手 の 自 然石 を 積み ， そ の問 に

10c11I か ら 2 0c11I ほ ど の 丸み の あ る 石 を 詰め て い る 。 石 積み は 乱石 積 み で ， 側壁石は 自 然 石 を 用 い

て い る が ， 丸 み はす く な く 角 礁 の よ う に も 思 わ れ る 。

石室平面形 は ， 側 壁が東側 に ゆ がん で い る 。 石 室 内 に堆積 し て い る 土砂 を 除 去 し て 床 面 を 追

求する 際 に ， 床 面 よ り 約10C111上 で腐植土中 か ら 遺 物 の 出 土を 見た。 こ ￠腐植土には小 さ な礁が

含 ま れて お り . 床面か と 思 わ れ た が . 街植土の下 5 cm か ら 10cm の所 に ， 比較的 大 き い扇平な河

原 石 を 一面 に敷 き 床面 と し て い る (第1 1 図版) 。 こ の敷 石 の下 に は 砂 利 が か た く 詰 ま っ て い た 。

こ の砂利 層 は . 石 室 を 構築する 時 に基礎固 め の為 に詰 め ら れた の で あ る か ど う かの確認は で き

な か っ た 。 し か し ， 墳丘 の南側 の裾， つ ま り 本来 な ら 本古墳の墳丘があ っ た は ず の 畑地 を ボー

リ ン グ し たが ， 耕作土の下に 同 じ よ う な砂利 層 が認 め ら れた 。 ま た ， 床 面 下 ￠砂利 層 を 調 べ た
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院:� ， 各壁 の 下 には根イコ が ま

だ あ る こ と が判明 し た。

本古墳では玄室の一部分

し か 残存 し な か っ た の で ，

向袖型 か . 袖1nt 型 あ る いは

片袖型石室であ る か に つ い

て は 判然 と し な い。 こ の こ

と は天井 石の存在 に つ い て

も 同 級であ っ た。

( 会 田 進)

日 1 m

C 遺 物 の 出 土 状 態

第 5 号lJiの調査

本 古 墳出 土の遺物はす べ て 石室 内か ら 発 見 さ れ た。 す なわ ち ， 薬玉 2 個 ・ 金 環 5 個 ・ 須恵 器

片 であ る 。 ま た ， 人骨 も 僅か検出 さ れた が ， 細片 と な っ て お り ， 保存状態不良 の 為 に ， 取 り 上

げた時 には粉状に な っ て し ま っ た。 以 下 ， 出 土状態 を 述べ よ う 。 す で に述 べ た よ う に . 各遺物

は 扇三jLな敷石 の直上10c怖 の所 に 認め ら れ た荷植土層 中 か ら で あ る 。

寵玉 2 個 及び人骨は奥壁西|将 か ら 出 土 し た。 寵 玉は 2 個 と も 破損 し て お り ， 両者は と も に保

存状態が良 く な か っ た。 人骨 は細片 と な っ て お り ， そ の分 布 も i散 乱状態 を 示 し ， 石 室 崩壊 の 際

に 散 っ た も の と 忠わ れ る 。 こ の 人骨 に つ い て は年令 ・ 性別 が不詳であ る 。

金環は西側壁の 南 よ り で 2 個 ， 奥 壁 中 央付近で 1 個 ， 石 室 中 央部 で 1 個 出 土 し た 。 こ れ ら は

扇平な敷石を 追求す る 際 に魔植土中 よ り 発 見 し た が ， 西 側 壁 の 南 で 検 出 さ れた 2 個 の金 環 は ，

石室 内 に 崩れ落 ち て い た 石 を 除 去 し た際 に 出 土 し た も の で あ る 。 ほ か の 2 個 の金 環 は . 腐植土

!麗 中 か ら の 出 土で あ り ， 前述の金環 よ り は レ ベ ルが下であ る 。 ま た ， 石室内清掃の途 中 . 排土

中 に金 環 1 個が発見 さ れ た が ， 出 土地点は不明 であ っ た 。

以 上 の ほ か に ， 須恵器片が石室内堆積の混入土中か ら 出 土 し て い る 。 な お ， 石室床面上か ら

は 遺物は発見 さ れ な か っ た。 (会 田 進)

D 遺 物 各 説 (第1 0 図 版 ， 第 8 図)

寵玉， 琉拍製で 2 個 出 土 し たが ， 1 個は保存状態が悪 く ， 風化 し て 崩れて い る 。 残 る 1 個 も

一部が欠損 し て い る (第 B 図 7 ) 。 図示 し た も の は 長 さ 1 C>>I ， 最大径1 . 1cm ， 孔 径1 . 8酬 を はか る 。

金環 5個 出 土 し たが ， う ち 1 個 は 出 土地点不明 であ る (第 8 図 3 ) 。 西 側 壁 の 南 で発見 さ れた 2
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第 E章 古 墳 各 説

個 の金 環 は ， そ れ ぞ れ大 き さ が異な り ， 奥壁 よ り

の も の (第 8 図 2 ) は 大 き く . 長径3cm ， 短径2 . 8

cm ， 断面は円形に ち か い。 そ れに対 し . 南 よ り

の も の 〔第 8 図 5 ) は 小 さ く . 長径2cm ， 短径1 . 9

cm ， 断面は楕 円 形 を 呈 し て い る 。 こ の よ う な大

時む時 3
Q � � 

き さ の 違 い は ， 奥 壁 中 央付 近 出 土例 (第 8 図 1 ) 第 8 図 長原第 6 号墳出土造物実測図 (1. 2 )  

出 土地点不明例が前者に近 く ， 石室 中 央 出 土例 (第 8 図 4 ) は後者に近い と い う よ う に ， 5 個 の 令

環 の大別 と な る 。 ま た ， こ れ ら の 金環は銃化が著 し く 剥離が部分的 にみ ら れる 。

須恵器 本石室 出 土の須 恵器は ， 小 さ な 破 片 と な っ て お り ， 器形等 に つ い て の手がか り と な

る も の は な か っ た。 (原 田 辺雌)

E 第 6 号 墳 の 提 起 す る 問 題

本古境はすでに墳丘 ， 石室が破壊 さ れ変 形 し て い た 。 そ の た め に ， 全貌を 知 る こ と はで き な

か っ た が ， 調 査 の 結果 ， 墳丘及び石室の規模 に つ い て推測す る こ と がで き た。

本石室は大部分が破壊を う け て い た が . さ い わ い に玄室奥壁付近が残 っ て い た。 す なわ ち ，

玄室石積みが長 さ 1 m 前後 ， 高 さ 40cm ほ ど の 石 を ， 長手 の 面 を 壁面 と し た 乱石積みに よ っ て お

こ なわ れ て お り ， 壁 石聞 には20cm ほ ど の 石 を 詰 め 石 と し て い た 。 本 石室では， 石室上部が崩れ

て い た た め に ， 上部の様子は知 る こ と がで き な か っ た が ， こ の よ う な 石積み な方法は， 第 7 号

墳の玄室部 に お い て も 認め ら れて お り ， 本古墳石室 の 規 模 を 推 察 す る た め . 第 7 号墳石室 と 木

石室 と を 比較 し て み よ う 。

本 石室の玄室奥 壁 巾 は 1 . 9m ， 玄室最大巾2 . 1m ， 玄室現在長1 . 9m を は か る が， 一方 ， 第 7 号墳

で は ， 玄室奥 壁 巾 1 . 95 m 玄室最大 巾 2 . 42m ， 玄 室 長4 . 33m ，奥 壁高 1 . 95m で あ る 。 こ の よ う に ，

本 石室 で は ， 玄 室 の 長 さ が破壊の為不完全であ る が， そ の ほ か の 石室 の 基準 と も な る 玄 室 rl"J が

似て い る が， と く に奥壁 巾 に つ い て は僅か 5 cm だけ 第 7 号墳の石室が 広 い が ， 本来， 横穴式石室

で は . 奥 壁 巾 に よ っ て 玄室 巾 が ほ ぼ定め ら れて し ま う の で あ る か ら 、 本石室例 と 第 7 号墳石室例

と は ， 最 大 巾 に お い て 約 30cm の 違 い は あ る が (本石室が 1 . 9 m 長 さ に磁波 さ れている が ， 仮 り に 玄

室が完全な状態であ った な ら ば ， 最大 巾の差は さ ほ どでなかっ た か と も 恩われ る ) 。 こ れは側 壁 の 凹 凸 に

よ っ て 直線的 に な ら な か っ た と 考 え ， 30cm の 差 は あ る 程度無視 し て も よ い と 思われる 。 そ こ で，

本 石室が第 7 号墳石室例 に似て い る こ と か ら ， 本 石室 の 規 模 を ， 第 7号墳石室例 と 同程度あ る い

は そ れ に 準ず る 規模 と 考 え た い の で あ る 。 す な わ ち 玄室 長4m ， 玄 室 巾 2m (奥墜巾 1 . 9m) を 基準

と し ， こ の 前後 の 値 が本石室玄室部の寸法 と 推察す る の で あ る 。 し か し . 羨道を 含 む 石室全長

に つ い て は 推 察 し が い の で あ り ， 本 石 室が 両袖型 (片袖型) ， 袖 無 型の ど ち ら であ る か に つ い

て も ， 本 石室 の 現状か ら は推察不可能で あ る が ， 本古墳計. に お い て ， 大部分の 横穴式石室 は両

袖型であ る が ， 本 石室例 に つ い て も 同様の こ と が考 え ら れる が. 積極的 な根拠は見あ た ら な し 〉 。
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第 6 ・ 7 号墳の調査

本古墳の北西 よ り 東北にかけて の墳丘面 は . 墳丘築造時 の面 と 考 え る な ら ば ， 平面形 は 円 形

あ る い は方形 と 推定で き る が. そ の ど ち ら と も 断定は で き な い。 そ し て ま た ， 築造時 の墳丘が

は た し て 現在 の そ れ と 同 じ であ る か非常に疑 問 で あ る 。 石室奥壁が墳丘 の 中 心 と 考 え た 場合 ，

石室の規模， すなわ ち . 約 4 m の 長 さ を 墳丘 の 半径 と す る と . 墳丘東北側 よ り 奥 壁 ま での距離

は2 . 8m あ り ， 北西側lか ら は西側 壁 ま で4 . 2m あ り ， 墳丘は築造時 の ま ま と は思わ れ な い 。 そ こ

で ， 築造時 の;墳丘 の規模 を 推定す る な ら ば ， 石室全 長が墳丘 の 半径 と な る 場 合 ， 石室会 長+ α が

半径 と な る 場合が考 え ら れ る の で あ る 。 前者の場合は石室が墳丘下部 に設け ら れて い る 時 に 怨

定で き る 。 後者の場合には墳丘下底部 よ り は高 い 位 置 に 石室が置かれて い る と 思わ れ る のであ

る 。 こ の よ う な考 え が許 さ れ る な ら ば ， 本古墳の墳丘規模は， 半 径 4 m 以上 と な る 。 こ こ で 石

室規模 を推察 し た 際 に ， 玄室長約 4 m と し ， 石室全長は不明 と し た が. 墳丘半 径 4 m 以上 と す

る よ り は ， 4 m + α ( こ の 中 に は石室羨道部の 長 さ ， さ らに石室全長 よ り 墳 丘半径が長い場合の長さ を 含

む) と す べ き で あ ろ う 。 (原 田 道雄)

第 3 節 第 7 号 墳 の 調 査

A 古 墳 の 位 置 と 外形 (第12図版， 第9図)

第 7 号墳は， 長 原 古墳群 中 の ほ ぼ 中央部に位置 し ， 南 北 に は し る 保科 川 の 西方 ， 約 140 m の

地点に位 置 し て い る 。 本 古墳の周 辺 には， 第 8 号 ・ 第 1 1号 ・ 第 13号墳があ り ， 南 東約18m に は

第 8 号墳， 南西201n には第13号墳， 西 方約20m には第1 1号墳があ る 。

墳丘上にはかな り の 笹や 木があ っ たが， 実測 の 結果， 墳丘は盗掘 と 開墾 な ど に よ っ て， か な

り の破綾を う け て い る こ と が判 明 し た。 南西側の墳裾は， 比較的築造当 初 の 形状 を と ど め て い

る よ う に見受け ら れたが， 東側 の部分はか な り 変形 し て い た。 ま た墳丘 の 北西側で は， 東西 に

長 く の び て い る 積石の 堤 に つづ い て い る の で， そ の部分に つ い て は， 古墳 と は み と め ら れな い

形状であ る 。

墳丘 の高 さ は西側墳裾か ら 3 m ， 東側で2 . 65m で あ る 。 墳丘の外形 は 円 墳 と 推定 さ れ ， 復原

形 は 長径12m ， 短径10m ， 高 さ 約 3 m の積石塚であ っ た と 推 定 さ れ る 。

B 内 部 構 造 (第12 ・ 13 ・ 14図版， 第10図)

本古墳は地表面 を 利用 し て 石室 の床面が施設 さ れ ， 現墳丘 の 中 心 よ り 約 2 m 北方 に奥 壁 を 設

け ， 石室の主軸を 北3 度 東 に 向 け ， 羨門は 南 に 閉 口 し て い る 。

石室の形状は， 長 さ 4 . 33m の玄室 の 中 央部 巾 が最大 と な る いわ ゆ る 胴張 り の傾向 を 示す も の

で ， 玄門の袖石が明確 に 石室 内 に突 出 し て い る 点 に 最 も 特徴があ ろ う 。 奥 壁 巾 は 1 . 95m ， 奥 壁

か ら 羨門部方向 へ約 1 m の地点で ， 玄室 rþ 2 . 33m ， 距離 1 . 6m の と こ ろ で2 . 42m ， さ ら に奥 壁
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長原第 7 号境段丘実視IJ図 (1 : 120) 第 9 図

よ り 2 m の と こ ろ で 巾 2 . 33m ， 玄 門 1 j1 1 . 96m と な り ， 玄 室 中 央部が も っ と も 巾 広 く つ く ら れ て

い る 。

天井石は 2 枚が の こ っ て お り . 奥 墜上 と 玄室南側 の部分 に そ れ ぞ れ架織 さ れ て い る 。 こ れ ら

の天井 石か ら 推定す る と ， 当 初は 5 枚乃至 6 枚 の天井 石が存在 し た も の と 考 え ら れ る 。 奥 壁部

に お け る 天井 石下面か ら 床面 ま で の高 さ は1 . 95m で あ る 。

よ く 原 形 を 保 っ て い る 。 東側 壁の高

さ は ， 奥 壁 よ り 1 . 09m の地点で高 さ が 2 m ， 西側壁は1 . 86m で あ る 。 さ ら に奥 壁か ら 2 . 08m .
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第 1II 主主 古 頃 各 説

羨道部 よ り の個所 で は ， 東側 壁が1 . 75m ， 西側 壁が1 . 62m の高 さ を有 し て い る 。 玄門部で の側

壁 の高 さ は ， 東側で 1 . 1 5m ， 西 側 で 1 .25m で ， こ れ ら の数値 は ， 築造当 時 の 姿 を よ く の こ し て

い る も の と 考 え ら れ る 。

側 壁[似 の 下方 は垂直で・ あ る が ， 上方に行 く に 従 い 次 第 に 内 面 に せ り 出 し ， い わ ゆ る 持送 り 状

を 呈 し て い る 。 側 壁 の 石室 内へ の 傾斜が， 築造後 に派生 し た事態でな い こ と は ， 石室天井 石の

I I J か ら も 卜分に惟察 で き る 。 持 送 り の数値は， 奥 壁 よ り 羨門方向 に 1 . 09m の点、で ， 高 さ 2 m に

つ い て 東側 壁 では76cm ， 西 側 壁では高 さ 1 .86m に つ い て 70cm の 持送 り を し て い る 。 さ ら に奥 壁

よ り 距離3 . 09m の地点で も ， 高 さ 約 1 . 8 m の 西側 壁 に た い し て 53cm ， 東側 壁では74cm の持送 り

を し て い る 。 か よ う な 側 壁の持送 り 状況が示す問題は ， そ れが特殊な意味 を 与 え ら れ て構築 し

た も ので は な く て ， 入 手 し え た天 井 石 の大 き さ に規定 さ れ た 点が指摘で き る の で あ る 。 奥 壁 と

側壁の 構築状況 は ， 4 段 に 2 枚づ っ面 ど り し た 巾 80cm ほ ど の 石を ， 横 に な ら べ て い る 。 側 壁 の

根 石は奥壁 と 同 じ ほ ど の 大 き さ の 石が用 い ら れ， 上方には よ り 小形 の 石が用 い ら れ て い る 。

玄門部東側 は ， 2 枚 の 扇平 な 石 を 立て ， 西側は 1 本 の方 柱状の 石 を 立 て て い る 。 権石は 1 枚

で ， そ の上 に さ ら に 板石が 2 枚 置 い て あ り ， 床面か ら 高 さ 25C11L ， 上方 の 板石面ま で44cmで あ る 。

玄 門 の 柱石か ら 帽 石 と 息わ れ る 石が， 東側 の み 柱石の上に の っ て い た 。

石室の閉塞状況 は ， 玄門か ら 羨 道部 を お お っ て い た。 こ の閉塞石は， 本古墳が現状の ま ま 保

存 す る こ と に な っ て い た の で ， 除去 し な か っ た が ， そ の 周 辺 の調査の結果. 羨道部 の床面 は .

玄 室 の 床 面 よ り 45cm も 低い こ と が判 明 し た。

C 遺 物 の 出 土 状 態 (第1 4 図 版)

石室 内 の 遺物は数回 にわ た る 天井石採取や ， そ れ に 伴 う 発掘 に よ っ て ， ほ と ん ど 原 位 置 を 動

い て い た と 推定 さ れ る 。

金 環 (第 1 1 図 1 ・ 3 ) は ， 玄門か ら 玄室内 に 1 m ほ ど 入 り ， 東側 壁か ら 70cm の地点か ら 接近 し て

発 見 さ れ た 。 そ の 東方か ら 須恵器片が一括 出 土 し ， 玄室 の 東 南 隅 か ら 鮫 具 (第 1 1 図 5 ) ， 鉄鍬(第

1 1 図 6 ) が み と め ら れ た。

以上 の遺物一群 と 対応 し て ， 玄室 の i西側壁 よ り の個 所か ら ， 鉄 鉱 (第1 1 図 7 ) と 金 環 (第 1 1 図

2 ) が出 土 し た。 ま た玄室 の ほ ぼ 中央部か ら は ， ガ ラ ス 小玉が発 見 さ れた。

本石室か ら は 3 体以上の人骨 と 少量 の獣骨が発見 さ れ た 。 こ れ ら は 凡 そ 3 群に分け る こ と が

で き ， 奥 墜 に 接 し た 中 央部 と ， 東南 |判 お よ び西 側 壁 に 沿 っ て 出 土 し た 遺物 と 伴出 し た一群 と で

あ る 。

奥 壁 の 中 央部附近か ら 発見 さ れ た人骨は ， 成年女性であ り . 東南 隅 お よ び 西側 壁下 の 出 土例

は ， と も に男性成人人骨 で あ る こ と が . 東京大学鈴木筒教授の ご 鑑定で判 明 し た 。 人骨は上l腕

骨 ・ 下肢骨が主体であ り ， 男性人骨 は骨が太 く 頑健であ っ た と み ら れ る 。

獣骨は牛骨であ り ， 同 時埋葬か後世 の 混入か不明確で あ る が ， 最近 ま で の石室の撹乱 を 考 え
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第 7 号境の 調査

る と ， 石室築造時 の 埋葬 と す る こ と は危 険であ ろ う 。

(第1 5図 版， 第1 1 ・ 12 図)遺 物 各 説D 

第 7 号墳 の 出 土遺物は . 金環 3 個 ・ ガ ラ ス 丸玉 1 個 ・ 鮫 具 1 個 ・ 鉄鉱 2 個 ・ 須恵器 2 個体分

@f
G

@ 4

 

。@�
な ど であ る 。

3 個 出 土 し た う ち 2 個が一対 を な し金環
て い た。 環径が 3 cm (第 1 1 図 1 ・ 3 ) ， 厚 さ 7酬 を

測 り ， 銅地に鍍金を ほ ど こ し て い る 。 他 の 1

例 は上述 の2例 よ り わずか に小形で . 環 径2 . 8

cm ， 環 の 太 さ は 6 111mで- あ る 。

ガ ラ ス 丸玉で緑色 を 呈 し て い る 。玉類

局
い

やや ，ffiiム11.の傾向が み と め ら れ る が . 丸玉 と し

て お く 。 径 9 1nInで 径 2 1nlß の穿孔が お こ な わ れ

5cm 。て い る 。 (第1 1 �1 4 ) 

鉄製で留 針式環状鮫具であ る (第 1 1 図針具
5 ) 。馬 具 の附 属 品で あ ろ う が ， 胸聖書か尻繋 か ，

長原第 7 号境出土造物実測図(1 ) ( 1 : 2) 第 1 1 図あ る い は 面 繋 の い ずれに着 く か 不明であ る 。

丁字形 の基部は環体 と 援 し ， 可動的 に つ く ら れ て い る 。 環全長9 . 3 ω ， 留 針部 の 長 さ 6 . 5cm で ，

体 の一端は ' 1 1 もた く な り 3 仰 を 測 り ， 他端は漸次 ひ ろ が っ て rl l 5 酬 と な る 。 全国鉄銃 に お お わ れ

て い る が ， 保存状況は よ い。

2 例 出 土 し た。 (第 1 1 図 6 ・ 7 ) と も に平根 の三角 形式に属 し ， 腸扶が み と め ら れ る ，鉄皇族
尚例 は こ ま か い点で形式が こ と な り ， 腸扶の先端に扶 り を 入れた伊'J (第1 1 図 6 ) と ， 短 い茎 を 有

す る (í-I11 1 図 7 )ザ'J と がみ と め ら れ る 。

高 台 小j 長顕瓶 (第12図 1 ) と . 細頚壷 (第 1 2図 2 ) が 出 土 し て い る 。 両例 と も 破片 と な っ須恵器
口 縁部 を 失 っ て い る が ， 頭部以て 出 土 し た が， ほ ぼ先j診 に近 く 復原 で き た 。 高台 付 長頭瓶は ，

や や上方に聞 く 頭部は長 さ 1 1cm で ， 胴部 に移行す る 。 器形下は完存 し て い る 。 現存l高25 . 5C11I ，

の放火 巾 は ， 胴部上半部にあ り ， 1 8 . 9cm を 示 し ， 肩部が張 っ た 形状であ る 。 肩 部 の張 り は稜を

っ く り 出 し 直線的 に底部へ と すぼ ま る 。 底 部 には底径10C11! ， 高 さ 1 cm の高台がつい て い る 。

口 径 7 . 3c1ll ， 高 さ 24 . 4cm ， 肩 が強 く 張 り 最大径は18 . 1細頚壷は全体 にずん ぐ り し た 形状で ，

わ ず か な が ら 窪 み底 と な る 。 器面 に は ロ ク ロ 痕がみω で あ る 。 底部は径約 9 C1II の 平底 で あ り ，

と め ら れ， 胴下半部 には平行沈線 と ， そ の 中 閣 を 満 たす箆に よ る 斜行線文があ ら わ さ れて い る 。

器面 には 自 然粕 の吹 出 し がみ と め ら れ る 。 須 恵器 と し て は後 出こ の 2 �J の須恵器は焼成 よ く ，

そ の第六 型式 に比定 さ れ よ う 。 7 世紀終末か も し く
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第 血 章 古 墳 各 説

1 0  

第 1 2 図 長原第 7 号境出土造物実浪，Ù図(2) ( l ・ 3)

E 第 7 号 墳 の 提 起 す る 問 題

本古墳は住宅団地 の緑地帯内 に包括 し て 保存 さ れ る こ と が ， あ ら か じ め判 明 し て い た た め ，

羨道の閉塞石な ど は当 初か ら 除去 を し な か っ た 。 し た が っ て 調査 の細 自 に つ い て は 不十分のそ

し り を 免れ な い 。

墳丘は他の諸古墳 と 同 様 に ， 積 石壌であ り ， そ れ は 土砂な ど の全 く 混入 し な い も ので あ っ た。

玄室の床面 と 墳裾 と は . ひ と し く 当時 の地表面上に設定 し た も ので あ っ た。 墳裾の確定は積土

塚 の場 合 よ り は ， は る か に 困難で あ る が ， 本古墳 は 円 墳で あ っ た と 推定 さ れ る 。

玄 室 の 石積み状況は ， 第 6 号墳 ・ 第 12 号墳 ・ 第1 3 号墳 と 同 様に根 石が大 き く ， 一般的 に r.L石

積で あ る 。 と く に本例 は本古墳群 中 ， も っ と も 整 っ た 石室であ り ， 玄門部 の諸構造 も よ く 観察

す る こ と がで き た。

遺 物の配列状況 か ら は ， 追葬が考慮 さ れ る が， 第12号墳の よ う に層 位で捉え ら れて は い な い 。

第 7 号墳の築造年代 と 埋葬の最終年代を 決定す る には ， い さ さ か副葬品 の組 み あ わ せ にJ�r:点

を み と め る 。 し か し . 玄室長 4 m 余 に羨道部が加わ り ， 不整形で あ る と し て も ， 直径10 m 前後 ，

高 さ 約 3 m の墳丘 を 整 え て い る こ と は ， 本古墳が終末期古墳 と し て の様相 を . 一通 り は 兼 ね そ

な え て い る も の であ る こ と を 知 る の で あ る 。 従来 の古墳時代の年代観 よ り すれば. そ れは ま さ
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第 7 ・ 8 号墳の 調査

に後期第 E 期 の 古墳 と し て 位 置づ け う る も ので あ ろ う 。 東国 の古墳の終末 期 に つ い て も ， は な

は だ 問 題 は 多 い が ， い ま 本古墳を西暦 7 世紀代終末頃の築造 と 考 え る こ と は . 大方の承認を う

る こ と がで き る であ ろ う 。

し か し ， す で に紹介 し た よ う に ， 本古墳の 出 土遺物の 中 に ， 含 ま れて い る 須恵器の型式は，

第 6 型式 と さ れ る も のであ っ て . 8 世紀代に降す べ き 例 で は な し 功、 と 思わ れ る 。 若 し . こ の年

代比定に誤 り がなければ， 第 7 号墳の埋葬は ， 全 く 疑い な く 8 世紀初頭に も つづ け ら れて い た

と い い う る であ ろ う 。 し た が っ て . こ う し た 事 実認定は ， 長原古墳群の最終年代 を 決定す る 重

要な要件 と な る で あ ろ う 。 ( 山 口 充)

第 4 節 第 8 号 墳 の 調 査

A 古 墳 の位 置 と 外形 (第16 図 版 ， 第13図)

第 8 号墳は古墳群中 の東側l に属 し ， 北 に 7 号墳， 東 に 6 号墳が20-25 m の所 に位置 し ， 南 方

90m に第 9 号墳が位置 し て い る 。

本古墳は ， 南 北12 m . 東西 5 . 5 m . 高 さ 1 m の規模を も ち ， 多 少ふ く ら み を も つが， ほ ぼ長方形 を

し て い る 。 さ ら に， 高 さ 70cmの と こ ろ で， こ の長方形 の墳丘 を 二分す る 対 角 線状の石積みがあ

り ， 東 半分が一段高 く 小石 の 積石 に よ る も の であ り ， 西 は上面は ほ と ん ど 土盛 り であ っ た。 墳裾

と な る 石積みは， 東 で 3段， 西 で 4 - 5段 を か ぞ え ， ほ と ん ど垂直に積 ま れて い た。 一部東 北 隅

に お い て ， な だ ら か な 傾斜 も み ら れたが ， お そ ら く ， 石 垣状の墳裾が く ずれ落 ち た の であ ろ う 。

本古漬は， 墳裾の状態は良好であ る が， 墳頂部が二 分 さ れ， 1 段高 い 積石があ っ た り ， 半 分

は 多 量 の 土が混 っ て い る な どの理由か ら ， 築 造 当 時 の原形 を 保 っ て い る と は思 わ れ な い 。

B 内 部 構 造 (16図版， 第 14図)

墳丘 の 中 心部 よ り 主体部 の探査 にあ た っ た が， そ れ ら し き も の は発見 さ れず， 困 難 を き わ め

た。 し か し ， 墳丘東側f， い わ ゆ る 墳頂 部が 1 段高 く な っ て い る と こ ろ よ り ， 天井石は失われて

い た が西側 壁 と 北壁の一部 を 残す 石室 を 発見 し た。 現存 し て い る 部分 を 測 量 し た 結果， 北 壁 の

高 さ 55cm， r! 1 65C111 ， 西 壁 の高 さ 1 . 3 m ， 長 さ 3 . 2 m を はか る 。 西 壁 は や や ふ く ら み を も ち ， ま た

北壁 も 大形 の石一枚で， そ の石 に は や や く ぼみ を も た せ， 意識的 に削 っ た 面 も み ら れた 。 西 壁

は20-30cm の 石 を 4 - 5 段 に積ん で い た 。 床面は10-20cm の小 石 を 敷 い て い る が， そ れは一部

に し か発見出 来 な か っ た。

8 号墳の石室は， 西 壁 の ふ く ら みが ほ ぼ現在 の 長 さ で終 り ， 南壁 ら し き も のが発見出 来 な い

こ と カ ら ， 西 壁石積の最南端の石は， ほ ぼ袖石の一部 と み ら れ よ う 。 し た が っ て ， 主軸線 を 北

14度東にお き ， 南 に関 口 す る 横穴式石室 と 思わ れ る 。 現存 し て い と， 部 分は玄室の一部であ る 。
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本古墳の石室は， 奨壁は大型の石 2 段 か ら な り ，

Lニづ

; 議:

k告
ゾ I

高 さ 1 . 2 - 1 .3 m ， r!- J 1 . 1 m - 1 . 2 m ， 側 壁 は

4 - 5 段 の 積 石で高 さ 1 . 2 -1 . 3 m ，

玄忌の 長 さ 約 3 . 2 m， 最 大 l i 1 約 2 m

を 推 定で き る 。 羨道部が完全 に失わ

れて い る た め ， 全体の規模は不明 だ

が， 推定では， 石室 の 長 さ 約 5 汎 は

あ っ た と み ら れる 。 cì労l上菩府)

o 1m 

し一一一-J
第1 4区i 長原第 8 号J1'!石室実例HヌI (1 : 刷

第 1 3 図 長原第 8 号墳段丘実以1] 図 (l : 120 

C 遺 物 (第15図〉

石室 の 中 央部 ， 西 側 の 側 壁 に接 し て鉄鉱 1 個が 出 土 し た。 全面 に発銃 を み と め る が遺存状況

は 良好であ る 。 全長16 仰 で 完存 し て い る 。 鋒 は 万 身形 を 呈 し ， い わ ゆ る 片刃 箭形式に属 す る 。

刃 部 は 長 さ 3 cm ， 身 巾 0 . 5cm で ， 9 .5cm の棒状体がつづ き ， 長 さ 3 . 5cm の茎 を 有 し て い る 。 全体

と し て き わ め て 細身であ り ， 終 末 期 の 古墳 出 土例 と し て は通有 の例 であ る 。 (字 杉 窄 知〉
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第 8 ・ 1 1 号境の調査

D 第 8 号 墳 の 提 起 す る 問 題

開墾や 盗掘 に よ る 墳丘 お よ び 石室 の破壊が著 る し く ， 副葬品 も 鉄鉱 1 本

であ っ た。 狭末期古墳の 中で も h 小規模な古墳 よ り な る 群集墳では， 貧弱

な 副葬 品が， ま た そ の時代的， 社 会 的 背景 の反映であ る と 理解 さ れ る 。 し

か し ， そ れ に し て も ， 本古墳 の 内容 は ， 埋葬時 の そ れ と は大 き なへ だ た り

があ る と 思 われ る 。 さ い わ い鉄鉱の形式が， 片刃箭形式に属 し て お り ， 7 

世紀代後 半 こ ろ に本古墳の年代を あ て る こ と は， さ し て 無理が な い よ う に

思 われ る 。

さ ら に ， 破壊が著 し か っ た 内 部 構造 も ， 調 査 員 の 努 力 に よ っ て ， 玄室長

3 . 2 1n を 限定 し え た こ と は， 本古墳の墳丘の復原 に 影響 を 与 え る ばか り か ，

長原 古墳群全 体 の 構成 を 考究す る う え に も ， 貴 重 な 事 実 の 認定であ っ た と

い わ ね ば な ら な い。

石室の会 長が， 5 m と 推定 さ れて い る こ と か ら ， 墳 丘 の規模は10 机 を 多

第 1 5図 長原第 8 少 超 え て い た と み な け れば な ら ず， 他 の 諸古墳の規 模 と も ， ひ と し く 合致
号墳出土造物実測 ..，.. "7 -":'-; J，.  
図 ( 1 ・ 2 ) す る と 」 ろ で の る 。 G賞j 上善庸〉

第 5 節 第 11 号 墳 の 調 査

A 古墳の 位 置 と 外形 (第17図版， 第16図)

第11 号古墳は， 7 号墳の西 北方約2 0 m の地点に位置 し ， 今 回 調査 し た 古 墳群 の 中 では ， も っ

と も 保科川 に接近 し て い る 。

長原古墳群は東方か ら 西方 に な だ ら か に 傾斜 す る 扇状地 に立地 し て い る た め， 本古墳の現在

時 におけ る 墳裾は， 東側 の そ れ よ り も 約60側 レ ベ Jレが低い。

墳丘 は大小 の 円 礁や 少 量 の 角 礁 を ま じ え た いわ ゆ る 積 石塚 を 形成 し て い る が， 表面は雑草 に

おおわれて い る 。 こ れ ら の雑草を と り 除 く と ， た だ ち に積 石面が露 呈 さ れ る こ と は， ほ か の古

墳 と 同 様であ る 。 墳形は長方形で あ る が， 築造後 の二次的 な 変 形 を 蒙 り ， か な り 形状が く ずれ

て， 南 北 8 m ， 東西 6 m ， 高 さ 1 . 6 m の小規模な墳丘 と な っ て い る 。 後世 の 積 石除 去 に よ る 墳

形か ら ， 築造時 の墳丘 の規模を推定する こ と は， か な り 困難であ る が， 南 北長 10m を 超 え て い

た と 考 え ら れ る 。

墳裾は い ま 石垣状を 呈す る が， 西 側 の一部 と 北東部が崩壊 し て お り ， 盗 掘 を う け た こ と があ

き ら かであ る 。 墳頂部 に は 長 さ 1 m の 石がみ と め ら れ， そ の東側が落 ち こ み と な っ て い る 。 発

掘 の結果， こ の落 ち こ み は玄室部 にあ た り ， 墳頂部 に露 出 し て い る 石は側壁 の一枚であ っ た こ
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と が判 明 し た。 さ ら に 石室 の天井石 と 推定 さ れ る 石材がみ と め ら れず， ほ か の古墳の場合か ら

考 え る と ， 天井石は以前に除去 さ れた も の と 思 わ れ る 。

ま た 玄室奥壁の 東隅が現在 の墳裾 と な っ て い る 点 を 考慮す る と ， 第11号古墳の墳丘東側 の 半

分は， ほ と ん ど失 な わ れ て し ま っ た も の と 思われ る 。

墳丘 を 形成す る 積 石は ， 大部分が径20cm ほ ど の 円 礁であ り ， 少量の角礁が混在 し て い た。 石

石 と 石 と の 間際がみ と め ら れた 。 ま た墳丘 の 東側 お よ び 北東側が大

も っ と も 原 形に近い も の と し て 推定復原き く 崩 さ れて い る の で， 西側の一部 を 除 い た部 分 を ，

積 み は か な り 乱雑であ り ，

J
J
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長原第1 1 号墳墳丘実演IJ図 (1 : 120) 第 1 6 図

直径8m トと な り 最大径約10m に 近 く な る と 思 わ れ る 。 さ ら に石室 に天井ゐが架せ ら れす る と ，

る と ， 墳丘 の 高 さ は2 -2 . 5m 前後 にな る であ ろ う 。 ま た墳形は墳丘西側 の等高線 の走 り 工合や

墳丘断面の観察か ら 円 形墳であ っ た と 考 え ら れ る 。

こ の 石墳 裾を め ぐ る 石垣状遺構 に つ い て は， 墳丘が切 り 崩 さ れ た 東側 に も み ら れ る 点か ら ，

垣は本古 墳築造時 の施設では な い よ う に考 え ら れ る 。
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第1 1 号墳の 調査

B 内 部 構 造 (第18 図 版 ， 第17図〉

墳頂部東側 の落 ち 込 み を 中心に， 落下 し た側 壁 の 石を と り 除 く と ， 胴張 り の 玄室 プ ラ ンがあ

ら われ た 。 調査の結果， 第11号古墳の 内 部 構 造 は ， 南 に 閉 口 す る 両袖形の横穴式石室で全長4 . 6

112 を 測 る 。 奥 壁は西側 の 半分が， ま た側 壁は東側がか な り 破壊 さ れて い る 。 石室 の主軸方位は

北10度東 を 示 し ， 玄室長3 . 4m ， 奥 壁 巾 1 . 7112 ， 玄 室 中 央 部 1 11 2 . 1112 ， 玄門 部で の 巾 1 . 6m . 奥壁

日 2m'===='主--土---企==='

第1 7図 長原第1 1 号墳石室実測図 (1 : 60) 
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第 E章 古 墳 各 説

の 高 さ 1 . 6m ， 西側側 壁 の 高 さ 1 . 8m ， 東側側壁の高 さ 1 . 5m で あ る 。 羨道部は長 さ 1 . 2m ， I I 1 1m 

高 さ 0 . 8m を 測 る 。

計測値の示す通 り ， こ の玄 室 は ， 中 央部が最大 巾 を 示す い わ ゆ る 胴張 り 状にな っ て い る 。 と

く に東側側 壁 の 中 央第 3 段 目 お よ び奥 壁西側 隅 の 石材 は ， 面 を 削 っ て 内問 さ せ て お り ， 石室 プ

ラ ン の カ ー フー を 強調 し て い る 点は注 目 さ れ る 。

奥 壁 は 現在残 っ て い る 部分で10 個 の 河原 石 を 用 い . そ の面 の 大 き さ は 径20c1II の例か ら ， 7 0  x 

100CnL の も の ま で大 小 さ ま ざ ま であ る 。 さ ら に こ れ ら の奥壁石の間際 を 小 円 礁で充填 し て い る 。

奥 壁お よ び側 壁 の 石材使用 の特徴は， 基 段 と 下方 に は 大形 の 石を 用 い る 傾向 があ る こ と は勿

論， 小形の石材は小 口 面 を 石室 内面 に 向 け . 大形 の 石は 長 手 の側 面 を 壁面 と し て い る 。

側 壁は 現在残 っ て い る 部 分で西側8段 ， 東側6段 を 算 え ， 6 0  X 40CnL 前後 の比較的 大 き な 石 を 用

い て い る 。 西側 の側壁は， 東側 の そ れに比較 し て ， 石材 の 大 き さ が揃 っ て い る 。 側 壁の持 ち 送

り は ， 西側でみ る と 奥 壁か ら 1 m の地点で， 床面か ら 高 さ 90Cnt ま では ほ ぼ垂直で， そ れ よ り 上

部が約2 0 度 の 傾斜 を 持 っ て い る 。

袖石は形 の 整 っ た比較的直方体 に近い よ う な 石を 用 い ， 小 口 積の 7 段 重 さ ねであ る 。 そ し て

奥 壁 に 向 っ て 中 段 よ り 上方 の 壁面が， 約20 度 ほ ど 内 傾 し て 持 ち 送 っ て い る 。 かかる 持 ち 送 り の

状況は ， 羨道の両側壁に も み と め ら れ ， 約 6 - 7 度 の 内 傾 を 示 し て い る 。 こ れ ら の側 壁や 奥 壁

お よ び 袖 石部 分 の 内 傾 の状況 か ら み て ， 本 石室 の 壁面 構築 に は ， 築 造 当 初か ら 持送 り の手法が

と ら れて い た と 考 え ら れ る 。

羨道側 壁は玄室に比較 し て 小形 の 石を 用 い ， そ の 大 き さ は30 -40c1n 位 の 扇 半 な も の を 使用 し

て い る 。 側 壁 の 根 石 は ， 石材 の 横 口 面 を 利 用 し て 壁面 を 形成 し て い る が， そ の 他は玄室同織に，

小 口 積 の 側 壁面 と な っ て い る 。

羨道床面は玄室床面 よ り 約10Cnt高 く な っ て お り . 玄門部 に樫石が設け て あ る 。 こ の枢 ィ可は85

x 35 X 10cIII の一枚 石 で ， 床面に10c1II ほ ど 埋 め ら れて い た 。 床 面の 敷 石 は ， 玄室部に く ら べて や

や 小形であ る 。

石室 の閉塞 は ， 羨 道部 お よ び 玄 室 に80c1Il ほ ど 入 っ た と こ ろ ま で な さ れて お り . 最 初は茨門部

の と こ ろ か ら ほ ぼ 羨 道全域にわた っ て ， 閉塞石があ っ た と 考 え ら れ る 。

C 遺 物 の 出 土 状 況

玄室床面上， 約10c1II の Vベ ノレ か ら 相 当 量の 人骨片 を 発見 し た 。 こ れ ら の 人骨片 は ， 違存状況

が よ く な い が. 頭蓋骨 な ど も み と め ら れて ， 3体あ る い は4 体 の 埋葬が考 え ら れる 。 こ の人骨群

と と も に. 炭化物を は じ め ， 奥 壁か ら 約8 OCnt ， 東側側 壁か ら 約40c11I の地点 よ り 末銭 「皇宋通宝

J (北宋 ・ 宝元 2 年， l D39 A D l l枚が 出 土 し て い る 。 人骨群は 玄室 の ほ ぼ 中 央 と 東側側墜 に近接 し

て . 散乱状態で 出 土 し て お り ， か き 寄 せ ら れた 感 じ が強 い 。

人骨 出 土面 か ら 下方 に 5 Cnt ほ ど黒色土があ り ， 床 石の 下 に ま で 連続 し て い る 。 副葬 品 は 床 面

3 4  



第 1 1 号墳の調査

お よ び そ の 上の黒土層 中 か ら 出 土 し た 。

玉類は玄室 の 中 央 よ り やや義 道 よ り の 部 分 に . 3 群 にわかれて存在 し た 。 第 1 群は ， 西側壁

の 中 央部 か ら 約20cm東方の地点にあ た り ， 径10C1It の 範 囲 に ガ ラ ス 小玉が33個み と め ら れた 。 第

2 鮮 は . 1 群の南約30cm の 地点であ り . 小玉96個 を 出 土 し た 。 第 3 群は . 玄室 の ほ ぼ 中 央部 で ，

小玉34 個 の ほ か. 丸玉 7 個 ， 切子玉 3 個が発 見 さ れた 。 な お そ の ほ か丸玉 ・ 切子玉 ・ 小玉 な ど

が数個づ っ散乱の状態で 出 土 し た。

土師器は玄室中央部 の や や 西側 の地点か ら . 底 部 を 上 に し て 2 個体 の杯形土器 が 出 土 し た。

須恵器 は ， 眼 の破片3個が. 入管 の 出 土 レベ Jレ よ り 5cm ほ ど 下 に発 見 さ れた。 ま た奥 壁か ら 60cm

羨 道 よ り の西側側壁に近い地点か ら ， 鉄器破片 2 個が 出 土 し た が ， 原 形 は 不明 で あ る 。

上述 の 玄室 内 か ら の 遺物状態 の う ち ， ほ ぼ原位置 に あ る と 推 定 さ れ る も の は ， 玄室 中 央部 の

第 3 群玉 類 と 土師器であ ろ う 。 多 少 ， 散 乱 し た痕跡 も み と め ら れ る が . 第 3 群玉 類 の あ り 方 か

ら ， 切子玉 2 個一対が 2 組あ り ， そ れ ら の 中 聞 に も っ と も 大 き い 切子 玉 1 個があ る こ と は注 意

さ れ よ う 。 こ の 点か ら 第 3 g下玉類 の 構成は ， 切子玉 と 丸玉 ・ 小玉 と か ら な る 首飾 り で あ っ た と

考 え ら れ る 。

閉塞石に混 じ っ て ， 山 杯が 1 倒 出 土 し て い る 。 い ま 6 片 に割 れて い る が. 閉塞石が こ の 山 杯

の 時 代に動か さ れた と推察する こ と がで き る で あ ろ う 。

D 造 物 各 説 (第19図 版 ， 第18図〉

王類 小玉 計 166 個が発見 さ れた 。 す べ て 玄室床 面直上 の黒色土層 中 か ら 出 土 し た も の

で あ る 。 ガ ラ ス 製で径2 . 7 -5 . 0酬 . 厚 さ 1 . 0-2 . 0棚 ， 孔径1 . 0-1 . 5酬 を 測 り . 紺色 ・ 黄 色 ・ 緑

色にわけ ら れる 。 黄 色の小玉は 1 個 の み で . 他は紺お よ び緑 色 で あ る 。

あでMりノ《、づ面nhv
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第 E 章 古 墳 各 説

る 。 こ れ ら の 切子玉の穿孔は， す べて一方か ら な さ れ. そ の 反対面 を ほ ぼ同 じ 大 き さ で浅 く 扶

り と る よ う に穿孔 し て い る 。 こ の ほ か 水晶片 1 個が 出 土 し て い る が. お そ ら く は 切子玉の破損

し た も の と 思われる 。

実番測号図I 最大長 I 上面径(孔径) I 下面径(干し径) I 最大径

24 . 0  8 . 8 (6. 5) 8 . 6 ( 1 . 6) 1 6 . 1  

2 22 . 4  8. 8 (4 . 0) 8 . 4  ( 1 . 0 )  1 6 .2 

3 2 3 . 7  8. 2 (3 . 8) 8 . 2  ( 1 . 4) 1 7 . 3  

4 2 1 . 6 8 . 0  (3 . 4) 7 . 9  ( 1 . 2) 1 3 . 1  

5 1 5 . 0  6. 5 (3 . 8) 6 . 8  ( 1 . 0) 9 . 7  

第 2 表 第 1 1 号墳出土切子玉計測値表 f単位mm)

考 え ら れ る 。

面数

E 

6 

7 

6 

6 

土師器 2個体出土 し て い る

が い ず れ も 破片 と な っ て い る 。

二例 と も 杯形土認 で ， 底部 と 胴

部 が の こ る の み で あ る 。 色は茶

褐色で 内底面が黒色 と な り みが

か れて い る 。 底 部 は 平底で 糸 切

痕 を も っ て い る 。 土師 器 と し て

は終末期に属 し ， 国 分式土器 と

須恵器 肢の破片が 3 個 出 土 し た 。 い ず れ も 胴部の資料で あ り ， 口 縁部 ， 頭 部 の �';: 形は 不

明 。 胴 部 に 2 条 の 沈線が め ぐ り ， そ の 中 間 帯 を 櫛状施文具 に よ る 斜行刺突文が埋め て い る 。 ま

た 胴部 器面 に は 自 然 軸 の痕跡があ る 。

山 時 閉塞石 の聞か ら 単独 に 出 土 し た 。 (第1 8図 6 ) 。 完 形 に 近 い が高台が 欠 損 し て い る 。

口 径16 . 5cm ， 口 縁部 は ゆ る や か な 弧 を 描 い て 内建 し ， 口 縁部上端で は わ ず か に外反気味 と な る 。

器 肉 は 薄 く 4 棚前後で・ あ る 。 底部 に は高台 がつ い て い た が. い ま は欠 失 し て い て痕助 がみ と め

ら れ る だけ で あ る 。 胎土 ・ 焼成 と も に良好で灰 白 色 を 呈 し ， 内外面 に薄 く 灰粕がほ ど こ さ れ，

光沢があ る 。 底 面 に は 糸 切 り 痕があ り . 胴上半部 は 横 な で ， 下半部は箆 に よ る 整形痕がの こ っ

て い る 。 お そ ら く 平安時代後 半 の も の と 思 われる 。

古 銭 玄室 内 の床面 よ り . か な り 高 い レ ベ ル で み と め ら れ た 人骨 の直下か ら 発見 さ れた 「

皇宋通宝」 で あ る 。 い わ ゆ る 宋銭で あ り . 西暦1039年， 北宋 の 宝元二年 の鋳銭であ り . 平安時

代 中 期 に あ た る 。 こ の皇宋通宝が玄室 内 の遺骸埋葬 と 全 く 関係がな か っ た と す る こ と は 不可能

で あ り ， 前述 の 羨 道部閉塞石の 中 か ら 出 土 し た 山杯 の 存在 と 考 え あ わ せ ， 平安時代後 半 期 に ，

本 古墳が埋葬に再使用 さ れた こ と の可能性が強い。

人 骨 遺骸埋葬の具体的事 実 を 示 す人骨 の 出 土は ， 既 述 の ご と く 玄室 の床而上10cm の レ ベ

ノレ であ っ た 。 部 分的 に は床面上約20cm に も 達 し た 例があ り ， 副葬 品 の 出 土 レ ベ Jレ と は明 白 な相

異があ っ た 。 前述の宋銭が， こ れ ら の 人骨群の直下 よ り 出 土 し て い る 点か ら 考 え る と ， こ の遺

骨亥 埋葬 は ， お そ ら く 平安時代の後半期に お こ な わ れ た と 考 え ね ば な ら な い だ ろ う 。 それが石室

築造後 の 埋葬 と 連続 す る も の か ， 時 間 的 な 断続があ っ て ， 石室 の再使用 であ っ た か の 点 に つ い

て の 見解 を 出 す こ と は ， き わ め て 困難 な こ と で あ る 。 し か し . 人骨 に と も な っ て 発 見 さ れた副

葬 品 が . 古銭を は じ め と す る き わ め て 少量 の も ので あ っ た 点 を 考慮 す る と ， 宜葬年代を 異に し

て い た も の と 考 え る べ き が至 当 ι 思 わ れ る 。
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第 1 1 ・ 1 2号境の調査

人骨の鑑定 に つ い て は . 東京大学人類学教室 の鈴木術博士を わ ず ら わ せ ， 次 の ご と き 結果が

報告 さ れ て い る 。

人骨は保存状態が悪 く ， ま た い ずれ も 細片 と な っ て い る た め 明瞭度 を 欠 い て い る 。 し か し 骨

片お よ び 歯冠か ら 壮年男性 ・ 壮年女性各 1 体 と ， 下顎骨 の 判定か ら 老年男性 1 体 の埋葬が確実

であ る 。 ま た別 の骨片 と 歯冠 と か ら ， 老年には達 し て い な いが ， 女 性 1 体 の埋葬がみ と め ら れ，

最低 3 体あ る い は 4 体 の埋葬がお こ な わ れ た と 推 定 さ れて い る 。

E 第 1 1 号 墳 の 提 起 す る 問 題

第11号古墳に お い て は ， 横 穴式 石室 の築造時 の 床面 を 基準 と す る 遺骸 埋葬 と ， 床 面上に10-

20cm の土砂の堆積後 に ， あ ら た め て 埋葬 を 実施 し た ら し い と い う 二時 期 にわ た る 使用 が指摘で

き る 。 そ の後 半 の例 は ， す く な く と も ， 平安時代後 楽 の 埋葬 と 思われ. 石室床面 に お け る 本来

の控葬は， 古 墳時代終末期 に な さ れた も のであ り ， そ の時 期 は 7 世紀後 半か. あ る い は 8 世紀

にかか る も の と 考 え て よ い であ ろ う 。 年 代 を 決定す る 有 力 な 資 料に欠け て は い る が. 須 恵 器

(時) は古 く と も 第 4 型式 の 終末 と 思 われ. 実年代 と し て は 7 世紀終末頃で は な い か と 推定 さ れ

る 。

被葬者の性格 な ど に つ い て . い ま こ こ で軽 る が る し く 論断 す る こ と はで き な い が. 積石塚 と

わ ず か な が ら 胴長 り を 有す る 横穴式石室 の存在 と は ， 長原古墳群 の 他 の 古墳 と の 連関 の う え に

お い て も ， 一 つ の特異性 を も つ も のではあ る ま い か と 考 え ら れ る 。 (西 国 正弘)

第 6 節 第 12 号 墳 の 調 査

A 古墳の 位 置 と 外形 (第20図版， 第19図)

第12 号古墳は， 保科川 に よ っ て 形 成 さ れた 扇状地 の ， 末端近 く に 築造 さ れ た 長原古境群 の 中

では， も っ と も 低い地点に位置 し て い る 。 本古墳は， 第11号墳の西方34m ， 第13 号墳の 北北西

40m の地点に位 置 し ， 西，方約70m に第14号古墳が存在す る 。

墳形は か な り 変形 し ， 平面形はほ ぼ三角形 を し ， 各辺が 6 x 6 x 7 m で . 高 さ 1 . 6 m あ り .

全形 と し て載頭三角錘状を 呈 し て い る 。 墳丘は いわ ゆ る 積 石塚であ り . 大小の河原 石 を 乱 石積

に し て ， 土砂の 混入は全 く み と め ら れ な い 。

B 内 部 構 造 (第21 ・ 22図版， 第20図)

南 に関 口 す る 横穴式石室 で あ る 。 玄 室 の平面形は長方形 を 呈 し . や や 胴張 り の 傾 向 がみ と め

ら れ る 。 玄室の現存長は 2 . 6 m . 奥 壁 巾 1 m ， 玄 室 中 央部が， 巾 1 . 3 m ， 玄 門部 巾 1 m で， 玄室

の 中 央部が. も っ と も r l l 広 く な っ て い る 。 奥 壁 の高 さ 1 . 45m ， 側 壁高 さ 1 .2m で あ る 。 石材 は

37 



第 E章 古 墳 各 説

-Tふl

0 2m 

第19図 長原第1 2号噴墳丘実測図 (1 : 1山

第20図 長原第12号墳石室実視u図 (1 : ω

3 8  

墳丘 の 石 と 同 種 の河原 石 を

用 い . 奥壁は60 x 90cm の 石

2 枚 を 積 み か さ ね . さ ら に

そ の上に長手 の石 を 横 に つ

み か さ ねて い る 。 側壁は，

大小の 石 を 小 [，1 積あ る い は

横 口 積 と し . 東側壁はほぼ

垂直で あ る が， 西側壁はや

や 内傾 し て い る 。 天井 石は

全 く 失なわれて い た 。

側 壁背後 の裏 ご め 石は ，

側 壁 と そ れか ら 約 1 m 外側

の と こ ろ に構築 さ :1- た 霊前

状の壁面 と の間際を み た し

て い た 。 こ の裏 ご め 石 は .

側 壁 と 同 じ 高 さ に ま でお こ

な わ れて お り ， 基盤は 当 時

の地表面 を 20cI1I掘 り こ ん で

施設 さ れて い た 。
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第 1 2号境の認査

C 遺 物 の 出 土 状 況 (第23 ・ 24 ・ 25図版)

第12号古墳の石室の床面は 3 層 に わ た っ て み と め ら れ. ほ と ん ど の造物 は最下層か ら 出 土 し

た 。 上 層 の 2 而 の床 か ら は， 人骨が発見 さ れて い る 。 わ れわれは最上 層 の 床 を 第 1 面 . 中 間 の

床 を 第 2 商 ， 最下層 を 第 3 面 の床 と し て と ら え る こ と に し た 。

第 1 面 の床 か ら 出 土 し た 人骨 は ， 鈴木倫博士 の ご 鑑定 に よ れば ， 若年の女性人骨 と 推定 さ れ ，

相 当 亘 の木炭 と 須恵器片 ・ 土師器片が 出 土 し た 。

第 2 商の床か ら は ， 人骨 のみが出 土 し て お り ， す く な く と も 2 体以上 と 推.定 さ れ る 。 現在 ま

で に判明 し て い る と こ ろ で は . 20才代の男 ・ 女性各一体ず つがあ き ら か と な っ て い る 。

第 3 の床面か ら は ， 土師器. 玉類， 鉄製 品 と 人骨が発見さ れ た 。 人骨 は 3 体以上の埋葬 と 推

定 さ れ， 奥 壁附近に集 中 し て い た 。 人骨の保存状態は 不良で， 鈴木倫 博士に よ れ ば， 壮年男 性

と 若年の 男 ・ 女性が一体 づ つみ と め ら れ る と い う 。 ま た玉 類は ， 奥 壁 に接近 し た西 側 壁寄 り に

発 見 さ れ. そ れ よ り や や 東 に紐が巻 き つ い た 金環 が 出 土 し た 。 玄 室 中 央部 か ら は鉄製大 万把頭

1 個が . ま た 西側壁沿 い の 中 央部 か ら は鉄鉱片数個が出 土 し た 。

D 遺 物 各 説 (第26 図 版 . 第 2 1 ・ 2 2 図)

金環 4 個 出 土 し て い る 。 い ず れ も 銅地に鍍金 を し た 通有 の も ので あ る 。 4 例 と も 円 環 の大

き さ は ほ ぼ等 し く . 径 3 CJ1! 前後であ る 。 ま た 断 面 は . 長 円 形 を 呈 し ， 長 径 9 棚 ， 短 径 6 捌前後

を 測 る 。 と く に環休の断続

部 に紐が巻 き つ い て い る 例

(第21 図 1 ) は ， 金環の使用 方

法 を 明確 にす る 点で， 注 目

す べ き資料であ ろ う 。 紐は

径 1 棚 ほ ど の撚紐で あ り 麻

紐 と 恩わ れ る 。

切 子 主 4個発見 さ れた 。
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第21 図 長原第1 2号墳 出土遺物実測図 (1) (1 唱 の

い ず れ も 水品製で， 最大 の例 (第2 1 図6) は 長 さ 4 . 1訓 ， 径 1 . 9c11Iで6面体であ る 。 ま た最小例 (第2 1

図8) は ， 長 さ 2 .8CJ11 ， 径 1 . 9C11t で 6 面体であ る 。 穿孔 は 片面か ら のみ お こ な わ れて い る 。

宝 類 ガ ラ ス製丸玉30個， ガ ラ ス製小玉78個が発見 さ れた。 丸玉は大形例 は 径 1 CJII ， 小形例

で 8 酬 をよ日IJ り ， 濃紺色 を 呈す る 。 小玉 は 径 5 脚乃至 4 棚前後 の 通有 の 例 で . 緑色 の例11個 と 黄

色例 3 個 の ほ か は ， す べ て紺色であ る 。 形状はいず れ も 正 円 の例 は な く ， 断面が方形あ る い は

三角 形に近い不整形の例 が圧倒的 に 多 い 。

力 子 全長14c慨 を 測 り ， 鋒 と 茎 の一部が欠失 し て い る (第22図1 ) 。 全面鉄銃 に お おわ れ. 刃
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部 も 大 半失 な わ れて い る 。 身 の長 さ は 9 cm ， 中 央部で の 身 巾 2 Cllt ， 重ねは 3 . 5 棚であ る 。 茎 の

現存長は 5 cm であ る が， 茎尻が欠 け て い る た め 全長は15cm を 超 え て い た であ ろ う 。

責金具 鉄製 の楕円 形 を 呈 す る 環状の金具であ る 。 全面に発銃 を み る が， 大刀 の責金具 と 思

わ れ る (第22図2) 。 長径3 . 5cllt ， 短 径 1 . 8cm 。

鉄製把頭 円 筒状の鉄製 品で長 さ 6cm ， 巾 3 . 5cm であ る (第22図3) 。 破慣が 著 る し く 身 の一端を

失 っ て い る 。 お そ ら く 円 頭大 刀 の把頭であ ろ う 。

鉄 i�主 4 例 出 土 し て い る が. い ず れ も 破損 し て い る 。 大別 し て 2 形式 に 分瀕 さ れ. 尖線形

式 (第22図4) の も の と ， 平根形式 (第22図5......7) と がみ と め ら れる 尖根鉱は鋒 と 棒状体 と の 区別が

な く . 鋒 は 両 丸造三角 形式で全

体 と し て 細身であ る 。 平根鉱は

両 丸造三角 形式で長 さ 4 cm ， 身

巾 2 . 5 cm ， わずかに腸扶を つ く

り 出 し て い る 。 茎はすべ て 欠失ζ�2 
申

し て い る 。

土師器 杯(第22図 8 ) と 小形士甘

(第22図 9 ) が 出 土 し た。 杯 は 口

5 cm 縁部が ゆ る や か に 内管 し . 口 径

11 . 5捌 ， 高 さ 3 . 2cm ， 底 径5C111 を7

ìJllJ る 。 全面赤褐色 を 呈 し ， 焼成

は あ ま り よ く な い 。 器 l屈 に は ロ

ク ロ 痕がみ と め ら れ， 底部には

糸切痕がみ と め ら れ る 。 国 分式

土 器 と し て よ い であ ろ う 。 地 は

口 径7 . 2CJII ， 胴 部最大径9 . 5cm高

さ 7 . 5 cm の小形 の も ので 丸底で

あ る 。 器 肉 は比較的厚 く ， 黄褐

色 で焼成度は よ く な い 。 土器の

内外国 に は へ ラ に よ る 整形痕が

み ら れ る 。 口 縁部 は ほ ぼ垂直に

近 く 立 ち あ が り ， 丸底であ る た

め 不安定の感は ま ねがれな い 。 国 分式土器の範瞬に属す る も の と 思わ れ る 。

第22図 長原第1 2号境出土遺物実測図 (2) ( l ・ 2)

E 本 古 墳 の 提 起 す る 問 題

第12号墳の墳形は ， 冒 頭で述 べ た ご と く 墳裾が人為 的 な 変形 を う け て . 現在は三角 形 に な っ
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て い る 。 こ の 形状は ， 築造 当 時 の ま ま と は到底考 え る こ と はで き な P o と こ ろ が . 本古墳では

石室 の南方 に お い て ， 羨 門 部 の 前面 に ひ ろ が る 前庭部があ き ら か と な り . 石室 に用 い て い る 石

と 問 機 の 河 原 石が ， 数 き つめ て あ っ た こ と を 確 認 し た 。 こ れ ら の 河 原 石は地山 の直上に おかれ

て お り . 黒色土層 が そ の上に の っ て い る 事実 は . 石室の構築 と墳丘の築成 と に十分に関係があ

る と 断 じ て よ い だ ろ う 。 し たが っ て . わ れわ れが前庭部 と し た遺構は. 墳丘 の形 態 と 関 連があ

り . 前庭部 の1諜前 の末端が境裾であ っ た と 考 え ら れ る 。 こ の推定に誤 り が な け れ ば ， 本古墳 の

墳 形 は ， 現在 の 三角 形 と は こ と な り ， 方墳であ っ た可能性が 強 い 。

ま た 石室 は羨 道部がほ と ん ど破壊 さ れて ， 調 査 し え た の は玄室 の みで あ っ た 。 と こ ろ が ， 前

庭部が明確 に な っ た結果か ら 推定す る と . す で に 失 な わ れた羨道は玄門 よ り 2 .2 m の 長 さ を 有

し て い た こ と に な る 。 すで に調査 し た玄室 の現存長が 2 . 6 m で あ る か ら ， 推定 し た 羨 道 の 長 さ

を 加 え る と . 築造 当 時 は長 さ 約 5 m の 石室であ っ た と 思 わ れ る 。

本古墳の築造年代に関 し て は ， 副葬 品 の組 み あ わ せ か ら ， 古 墳時 代後 期 に 属す る こ と は 自 明

の と こ ろ であ る が ， と く に ロ ク ロ 引 き で . 糸 切痕 を も っ杯形土師器が出 土 し て い る 点 を 考 え る

と ， 終末期 の古墳の様相 を 備 え て い る と み ら れ る 。 わ れわ れの考定では ， 本古墳の最終 の埋葬

が 8 世紀代か ， 場合に よ っ て は 9 世紀 初頭頃に ま で下 降す る の で は な い か と い う こ と であ る 。

既述 の ご と く 3 固 に わ た る 遺骸埋葬がお こ な わ れ て お り ， 副葬 品 に も 金環 . 切子玉 を は じ め .

平根鉱が 出 土 し て い る 点、 を 考 え る と ， 7 世紀終末か 8 世紀頃か ら . か な り 長期 に わ た っ て ， 本

古墳が埋葬 に用 い ら れて い た と 思 わ れ る ので あ る 。 勿論. 被葬者間 の身分的 な 関係は ， 家族関

係 を 娃l定す る のが こ の場合に は も っ と も ふ さ わ し い で あ ろ う 。 (金森喬子 ・ 折尾 学)

第 7 節 第 13 号 古 墳 の 調 査

A 古 墳 の 位 置 と 外形 (第2 7 図 版 . 第23図)

第13号墳は， 長原古墳群 の ほ ぼ 中 央 に位 置 し ， 北3 5 m の所 に 第 1 1 号墳， 東40 7凡 の所 に 第 8 号

墳 ， 北西35m の所に第12 号墳， 南方約10 0 m の地点に第10 号墳があ る 。

墳丘は ， 南北長10 m ， 東西8 . 3m ， 高 さ 1 . 5m の規模で東 と 西 にや や ふ く ら み を も っ楕 円 形 で

あ る 。 し か し ， 墳丘の大半は 崩壊 し ， 墳頂部 には側壁の一部 と 思 わ れ る 4 0 -50cm大 の 石が露 出

し ， ま た奥 壁 の 石が西側裾近 く に 出 さ れて い た 。 と く に そ の状態は西側 に お い て 著 る し く ， 墳

頂部付近では20cm程 の 円 礁が二次的 な 状態で積 ま れ ， 墳 裾 も 明 ら か に原 形 を 保 っ て い る と 思わ

れ る のはほ と ん ど 認め ら れず ， 20-30cm の 円 撲が上か ら 転げ 落 ち た状態 であ っ た 。 た だ ， 南 西

の 隅は直角 と な り 北へ3 . 7m ， 東へ1m ， 各 々 2-3段 の 石積で延 び て い る 。 こ の一 角 の状況か ら み

る と ， 本古墳の墳形は方形 と 云 え る であ ろ う が ， 耕作や 石材採取の た め に大 き く 変形 し て い る

と み ら れ ， 築造当 初 の形状に つ い て は明確で な い 。 墳丘 の東側に数本の ト レ ン チ を 設け ， 墳裾
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の探査 に あ た っ た が . 表土

上面 よ り 3 0 -40cm の 深 さ で

現在の 裾 よ り 東方 1 m ばか

り 石積が続 き ， そ の 石積 の

状態は 1 - 2 段で， 墳丘の

そ れ よ り は比較的小形 の 石

が用 い ら れ て お り ， 平面的

に は ぎ っ し り と 詰 ま っ て い

た 。 し か し . そ の状態は南

東潟 よ り 北へ 3 m 程 度 の 範

囲 !こ し か 認め ら れず ， 他 の

ト レ ン チ で は 石す ら 発 見で

き な か っ fこ。

こ の よ う にわれわれは，

古 墳 の 原 形 を 明 確 に す る 手

がか り を 何一つ発見で き な

か っ た 。 た だ ， 高 さ だ け は

側壁が露 出 し て い る 石室 の

高 さ か ら ， 現在の 1 . 5 rn 以

上の高 さ を も っ て い た こ と

を 推 定で き る だ け で あ っ

fこ 。

o 2m 

第23図 長原第1 3号墳墳丘実測 図 (1 : 12Q) 

B 内 部 構 造 (第28 ・ 29 図 版 . 第24図〉

墳頂部 は す で に 崩壊 し ， 東壁の一部が露出 し て い た た め ， 主体部 の 位 置を 知 る こ と は き わ め

て簡単であ っ た 。 主体部上の除 石を 行 い ， 実測 の結果， 主軸線 を 北 2 度 西 に お き ， 南に閉 口 す

る 両袖形横穴式石室 を確 認す る こ と がで き た。 石室全長 5 . 5m ， 玄 室 部 長 さ 3 . 27m ， 羨 道部長

さ 2 . 23m で ， I障は奥壁近 く で 1 . 65 m ， 中央部で1 . 92 m ， 玄門近 く で 1 . 5m の や や 胴張 り 状の玄

室 で あ る 。 羨 道部は羨門で 1 . 15 m ， 中 央 で1m ， 玄 門 で 1 . l m の 幅 を は か る 。 奥壁は， 幅 ， 高 さ

と も 約80cm の 石が 1 段2枚 か ら な り ， 西側 壁は高 さ 40-50cm， 幅80cm - 1 m の 石を 2 段 に， 東

側 壁 は 4 段 に積 み ， 下方 1 - 2 段 は 大形 の 石を 用 い ， 上方に は30 -40cm程 の 石積 み と な っ て い

た 。 い ず れに し て も 石室 は 完存 し て い る わ け で は な い か ら . そ の全容 を 知 る こ と はで き な い 。

現 存 す る 玄室 の 高 さ は ， 東 側 壁で 4 段 の 石積みがみ ら れ1 . 30 m を は か る 。 玄 室 の高 さ を 復原

推 定 す る と ， 両側壁は 4 段 ， 奥 壁 は 2 段 の 石積 み か ら な り 1 . 3 -1 . 5m の高 さ を も っ て い た と 忠
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第1 3号墳の 調査

わ れ る 。

羨 門近 く の両 壁は崩壊

し て い た が， 東 壁で羨門

と 断定で き る 石積み を ，

現墳裾 よ り 内側 1 . 5 m の

所で確 認 し た 。 羨道部両

側 壁 の 石積み状態は， 羨

門 ・ 玄門部で30-50cm の

石が 4 - 5 段 に積 ん で あ

り ， そ の 聞 は大形の 石の

間隙に小石を 積み込ん だ

状態であ っ た 。 それは東
側 に お い て 特に顕著であ

っ た 。 さ ら に， 奥壁か ら

羨門部へ向 う に従 っ て ，

側 壁 の 石 も 大形か ら 小形

へ と 変化 し て い る 。

石室床面は， 玄室部で

10-20cm 大 の 円 篠 を 敷 き

つ め て お り ， そ の聞 に 業

褐色砂が混 っ て い た。 こ

れ と 同 じ 黄褐色砂は 石室

内 部 に お ち 込ん で い た 石

の聞 に も み ら れ， 二次的 な 堆積 と も 思 え る が， 床 面 で の 黄褐色砂の状態 は部分的 ではあ る が意

識的 に敷 き つ め た と ，E わ れ る と こ ろ も あ っ た 。

談 道部の床面は， 大形 の 石を 使用 し て お り ， 明確に発見す る こ と が 可能 であ っ た。 さ ら に，

玄室部床 面 の レ ベノレ よ り 1 . 8 cm ば か り 高 く な っ て い た。

な お ， 遺物の取上げが終了 し た の ち ， 玄室床 面 下部 の 調 査 を お こ な っ た が， 奥 壁 よ り で さ ら

に い ま 一枚の床面 ら し き 敷 石 を 発見 し た。 し か し そ れは一部分であ っ て ， 全体的 に は お よ ん で

い な か っ た ので ， 一 つ の埋葬 の床 面 と 断定す る こ と はで き な か っ た 。 後述す る 副葬 品 の 出 土状

態か ら み て も ， 本古墳には追葬 と い う こ と が十分に考 え ら れ， 下方の床面 ら し き 遺構 も 副葬 品

の発見は な さ れ な か っ た と し て も ， 無視す る こ と はで き な いで あ ろ う 。

床 面 の 礁 を 掘 り 進 む と ， 黒色 土層 ・ 褐色 土層 (地山層) と な り ， 篠層 の厚 さ は 1 0 - 15cm ， 黒色

土 !毘 は 5 -10cm を は か る 。 こ の層 序 は墳裾探査 の 為 の ト レ ン チ で も 同 様 の 所見を う る こ と がで

43 



第 E章 古 漬 各 説

き た 。 (淵上善庸)

C 遺 物 の 出 土 状 態 (第25図)

石室玄室 内 の 副葬品は， そ の ま と ま り 具合 か ら 6 群に わ け ら れ る 。 す な わ ち ， 玄室の奥壁寄・

り 東側 (A 群) ， 問 中 央 部 ( B ff下) ， 同 西側 ( C 群) ， B群の南 ( D群) ， 更に玄室 内羨道寄 り 米側 ( E 訴)

同 西側 ( F 群) か ら 出 土 し た 。

A群には， 勾玉 3 個 ， 管玉 2 個 ， 切子玉 1 個 ， 金環 2 個，

銅剣1\ 2 個 お よ び 丸玉 ・ 小玉が認め ら れた 。 金 環 と 銅釧 を 除 い

た 他 は ほ ぼ 1 点 に 集 中 し て 発 見 さ れ た 。 鉄 器 と し て は， 大万

1 口 ， 刀子 2 ロ があ る 。 な お ， 銅釧は 2 個 が重な っ て l腕 に着

装 さ れて い た 。玉 類 の付近に も 人骨が部分的 に 遺 さ れて い た 。

B 群の 中 心 に は 力、 ラ ス 小玉が多 く ， そ の 中 に勾 玉 (璃磁製) 3

個 ， 管玉 1 個 ， 切子玉 2 個 ， 丸玉 ， 石製丸玉が散在 し . ま た

奥 壁 よ り に は須 恵 器 (時) が 1 個 おかれて い た 。 な お ， 1i泉の 東

側 に は人骨がみ と め ら れた 。

C 群 には ， 小玉 2 個 . 丸玉 ・ 切子玉 2 個 ， 勾玉 (璃瑠製) 1 個

金環 2 個 があ り ， こ の南方に 万子 が 1 本発見 さ れた 。 ま た .

大 万 の 責金具 も 出 土 し た 。 な お ， B群 ・ C 群 と 奥 墜 と D 中 間

部 お よ び 万子 の 出 土 地点 の南側 に多 数 の 歯 冠 が遺 存 し て い

fこ 。

D 群 の 副 葬 品 は ， B 群 の南側 の 石室 中 央線上に分布す る 。

丸 玉 ， 勾 玉 6 個 ( 水品製 2 個， 1;電磁製 ・ 碧玉製 ・ 蛇紋岩製 ・ 滑石製

各 1 個) ， 切子玉 5 個 ， 管玉 2 個 . 東玉 3 個 . 金環 1 個 があ

り . そ の う ち 水 品製勾玉 1 個 ， 管 玉 2 個 ， 切子玉 1 個 . 石製

J 

( fJ 
f 

し
第25図 長原第1 3号噴石室内迫

物配置図 (1 : 60) 

丸玉. ガ ラ ス 丸玉数個 は ， こ の群 の 端近 く に あ る 椀形土師式土器の下に存在 し た 。 ま た ， A群

よ り に 万 子 お よ び そ の破 片 と ， 滑石製有孔 円 板があ っ た 。

E 群 は ， 鉄鉱 と 金環 3 個 か ら な っ て い る 。 鉄鉱 は 完形 を な す も のが 1 本 も な く ， ま た そ の本

数 も 不明 で あ る が ， 鋒 は 3 i列 あ っ た。

F 群 は 主 と し て ガ ラ ス 小玉 か ら な り ， 他 に は鉄片 (用途不明) が あ っ た 。 ガ ラ ス 小玉は紺色 を 呈

す る も の が ほ と ん ど で あ る が ， 緑色例 も 2 例 あ っ た 。

E . D 群 の 中 聞 に は管玉 1 個 . 金環 5 個 ， ガ ラ ス 小玉等が散在 し ， D .  F 群 の 中 聞に は金環

2 個 . 刀 子 1 口 があ っ た 。

玄 室 内 に お け る 副葬 品 の配 置は以上の ご と く で あ る が ， 金環 の15個 と い う 数か ら 考 え て ， す

く な く と も 数名以上の 被葬者があ っ た と 考 え る こ と も で き ょ う 。 し か し ， A群 の大刀 の装具が
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C 群中 にあ っ た り ， 切子玉， 管玉が集 中 せず . 各群に 散在 し て い る た め に 各被葬者 の 副 葬 品 を

同 定 す る こ と は 不可能であ る 。

羨 道 の 出 土遺物は 丸玉 1 個 のみで ， 羨門 よ り 奥 に73cm ， 西 側 壁 よ り 17cm の 所 よ り 出 土 し た 。

石室外 の も の と し て は . 羨 門 前方付近 よ り 須恵器の破片が発見 さ れた だ け で あ る 。

D 遺 物 各 説 (第33 ・ 34 ・ 35図版， 第26 ・ 27 ・ 28 図)

1 .  装身具

仔) 銅剣I(第26図 1 ・ 2 ) 2 個 出 土 し た 。 と も に平面は ほ ぼ 円 形 を な し . 断面は方形で あ る が .

外側の面が少 し ふ く ら み を も っ。 外縁には 刻み 目 があ り ， 上縁 と 下縁では そ の 刻 み 目 は 連続 せ

番号 長径

3 32 . 4  

4 3 1 . 0  

5 3/ . 0  

6 32 . 5 

7 1 9 . 7  

8 22. 1 

9 20. 0 

1 0  25 . 0  

1 1  2 1 . 6  

12 2 1 . 8  

1 3 27 . 9  

1 4  2 1 . 0  

1 5  22 . 6  

1 6  24 . 1  

1 7 23 . 0 

短径 111 厚 さ

2 9 . 4  8 . 0  9 . 4 

28 . 5  7 . 3  7 . 7  

28. 8  7 . 9 7 . 4  

29 . 6  8 . 0 9 . 5  

1 8 . 1 4 . 4 7 . 6 

22 . 2  3 .7�2 . 7 3 . 5�2 .  7 

1 8 . 4  4 . 7  7 . 5  

1 8. 6  4 . 9  7 . 1 

20 . 4  4 . 7  7 . 0  

20 . 4  4 . 8  7 . 0  

25. 0  5 . 7  7 . 0  

1 9 . 4  i3 . 3�3 . 0 3 . 0  

20 . 7  4 . 9  4 . 8  

21 . 8  5 . 4  5 . 4  

20 . 6  5 . 0  5 . 0  

断 面 形 |

精円形
ほぽ円形

11 

精 円 形
長精円形
円 形
長陥円形

It 

11 

11 

円 形

形 状

精円形
11 

11 

11 

円に近い精円
つな

の
ぎ
丸
目 を一辺

角
と す

る 角 い三 形
円に近い精円
楕円形
円に近い格円

。

細味の摘円形
11 つなぎめを一辺

角
と す

る角の丸い三 形
11 細味の惰円形
11 11 

11 It 

第 3 表 第 1 3号墳出土金環計測値表 単位mm)

| 備 考
6 と 対

5 と 対

9 と 対

1 4 と 対 l

1 2 と 対

1 7 と 対

ず に ， そ れぞ れ別

々 に 打刻 さ れた も

の と 思われ る 。 計

測値は ， 直 径7 . 28

cm - 6 . 85cm ， 幅4. 4

捌 . 厚 さ 4 . 0 醐 ( l }

と ， 直 径 7 . 2 cm -

7 . 0cm ， 幅5 . 0棚 .

厚 さ 4 . 0 棚 (2) を は

か る 。

(め 金 環 (第

3 表 ・第26図 3 �1 7) 

合 計15個が 出 土 し

て い る 。 い ず れ も

銅 地 に鍍 金が み と

め ら れ る が， 保存

状態は よ く な い 。

形は楕円 形 か ら 三

角 形 に近い も の ま であ り ， 断面 も 円形 の も の か ら 偏楕円 の も の ま で あ る 。 大 き さ は長 径で3 . 2 5

cmか ら 1 . 97仰 を 示す。

付 勾 玉 (第 4 表 ・ 第27図 1 �1 6) 璃瑠製 9 個 ， 水 品製 3 個 ， 碧玉製 2 個 ， 蛇紋岩製 1 個 ， 滑

石製 1 個 の 計16個あ り . r コ 」 の字形 に近 い も の が 多 い 。 整形は比較 的 丁寧な も のが多 く ， 稜

線はつ く が他は滑 ら か に麿かれて い る も の も あ る 。 穿孔は 殆ん ど が第一次的 に 片 面 か ら 貫 通

さ せ ， そ の裏面は孔 の 周 辺 の み を 扶 っ て い る 。 そ の裏面の第二次的 な 穿孔は お こ な わ れ て い な

い も の も あ り ， ま た第一次 の穿孔面 も 一定 し て い な い。 ま た ， ほ ぼ同 じ 太 さ で穿孔 し て い る も
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第27図 長原第1 3号墳出土返物実測図(2) ( 1 : 2) 
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第1 3号墳の調査

軒| 長さ | 巾 | 野 lF3I142|?42542| 材質 | 備 考
の も あ る 。 た だ し ，

そ の場合は 両面 と も

に そ の孔 の 周 囲 を 広

範 囲 に く :ぼ め て い

る 。 長 さ は4 . 54clI; か

ら 2 . 1 cm ま で ま ち ま

ち で あ る 。

45 . 4  1 2 . 5  B 4 . 0  6. 7 璃E街
2 4 1 . 8  2 7 . 0  I 1 5 . 5  1 1 . 6  B 3 . 9  日 . 9 11 

3 34 . 4  1 8 . 4  1 1 . 0 9 . 6  A 3 . 5  4 . 0  11 

4 I 36 . 6  1 8 . 4  1 1 . 4 8. 6 A 2 . 9  5. 0 11 

5 33 . 9  1 6 . 6  1 0  0 6 ， 6  A 3 . 6  無 碧玉 よ く 整 う
6 I 35. 0 1 8 . 8  1 1 .  0 8. 8 B 3 . 4  無 璃f歯 少 し整形痕の こ る
7 I 34 . 4  1 7 7 1 0 . 8  7 . 6  A 2 . 9  5 . 0 11 11 

8 I 3 1 . 0  1 5 . 4  1 1 . 0  6 . 9  A 3 . 7  2 . 6  11 内仮IJ に稜線入 る
9 30 . 0  9 . 4  B 2 . 8  4 . 0  水品 透明度高い

1 0  24 . 4  1 4 . 0  I 1 0 . 0 8 . 7  B 2 . 8  3 . 9  耳l!;fj歯 尾がす ぽ む
1 1  8 . 0  8 0 A 3 . 9  無 7.l<.品 半欠透明度高い
1 2  28. 7 1 7 . 0  1 1 . 6  1 0 . 0  A 3 . 1  6 . 2  耳g�箇 尾がす ぽ む
1 3  28. 5 1 6 . 8  1 1 .  1 9 . 0 A 3 . 4  4 . 7  碧玉 内側 に稜線が入 る
1 4  27 . 4  1 6 . 7 1 0 . 6  9 . 6  B 3 . 6  無 水晶 キ ズ多 く 半透明
1 5  2 1 . 2  2 . 1 3 . 3  無 滑石 孔の両側 く ぽむ
1 6  22 . 8  1 3 . 4  I 8 . 6  7 . 0  3 . 0  無 l蛇紋岩| 11 

第 4 表 第1 3号境出土勾玉計測値表 f単位mm)

与) 切子玉 (第 5

表 ・ 第27図 1 9�26) 1l

個 出 土 し ， す べ て 水

品製で あ る 。 切子 の

稜はすべ て 6 稜で ，

稜 の 角 の磨滅 も す く

な い 。 穿孔はす べ て

一次的 に片面 か ら お

こ な い ， そ の裏面 の
※勾玉は 「逆 CJ 方向 に 向 け た 際の上面 を A ， 下面を B と し ， 一次

的穿孔の面を A . B で示す 。

番ヤさ | 巾 IJ二鵬l下部一|説明 備 考
孔 の:周 囲 は扶 ら れて い る も の

と ， い な い も の と があ る 。 長 さ

は 2 . 3cm か ら 1 . 35c1IIで あ る 。1 7  1 6 . 4  8 . 0  4 . 8  4 8 2 . 0 

1 9  1 3 . 5  1 1 . 4  6 . 9  6 . 9  3 . 8  有 着
孔中に 赤

子
色顔料付

- 切 玉
20 1 9 . 1 1 5 . 2  8 . 0  8 . 1 5 . 2  有

21  1 7 . 0  1 3 . 8  7 . 8  無

22 1 8. 8  1 2 . 0  6 . 9 6 . 6  I 3 . 8  無

23 1 9 . 0  1 4 . 6 9 . 0  9 . 0  3 . 9  無 孔
着

中 に 赤色顔料付

24 1 6 . 1  1 1 . 4  8 . 4  7 . 8  4 . 4  無

25 1 7 . 0  1 3 . 0 7 . 9  7 . 3  3 . 6 有 孔中に 赤色顔料付

26 20 . 8  1 6 . 0  1 0 . 3  9 . 4  4 . 4  有
第 5 表 第1 3号墳出土切子玉 ・ 礎玉( N O . 1 7) 計測値表 (単位四回)

(劫 管玉 (第 6 表・第27図29�34)

合 計 6 個 出 土 し た 。 す べ て 碧 玉

製 で 濃 緑色 か ら 淡 緑色 ま であ

り ， 濃緑色 を 呈 す る も の が 多 い 。

研磨の状態は良好で艶があ る 。

穿孔は すべて片面 か ら な さ れ て

お り ， そ の裏面 に二次的 な扶 り

を 入れ る も のが 1 例 し か な く ，

そ の扶 り の 範 囲 も 非 常 に 小 さ

い。 長 さ は 2 . 4 cm か ら O . 7clIIあ る 。 そ の長 さ に よ っ て 3 種類 に わけ る こ と も で き ょ う 。

(サ 寵玉(第 5 表・第27図 1 7・ 1 8) 3 個 出 土 し た 。 す べ て 琉拍製 で あ る が保存状態が悪 く ， 観察

で き る も のは 1 例 の み で あ る 。 そ の 1 例 は . 断面が角 の 丸 味 を 帯び る 三角形に近い形で， 孔の

あ け ら れ る 面は扶 り 込 ま れ ， 穿孔は ほ ぼ同 じ 太 さ で お こ なわ れて い る 。

(時 丸王 (第 7 表) 合計53個 出 土 し た 。 材質 と 計測値に よ り ， 5 類に 分け る こ と がで き る 。 丸

玉 A類は羨道出土の 1 例 の み で ， 黒色 と 赤褐色がま だ ら に 入 る 色調 を 呈す る も ので ， 表面は欠
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番号| 長さ | 腕径 孔径 孔一
ぴ

有次
径

無的穿及 色 調

29 24 . 4  1 0 . 0  2 . 8 有 径2 . 5 緑 色

30 22 . 1  9 . 0  3 . 6  ; 無 濃緑色

31 22 . 2 1 0 . 4  3 . 3  不明 濃緑色

32 1 7 . 5  7 . 7  3 . 3  無 灰緑色

33 9 . 3  3 . 6  2 . 0  無 淡緑色

34 7 . 4 3 . 4  1 . 5 無 濃緑色

第 6 表 第 1 3号墳出土管玉計測値表 〈単位mm)

け て い る 部分 も あ る が ， 観察 の 結果 良 く 表面

が研磨 さ れて 光 沢を も っ。 球 形 に近 く 長 径

13 . 8酬あ る 。 材質不明 な が ら 石製 で あ ろ う 。

丸玉 B 類は . 全 体的 に褐色が強 く . 0音青色 ，

黄色等 が ま だ ら に 入 る 色 調 を 呈す る 石製 で .

表面は よ く 磨かれて光沢を も ち ， 胴が張 り 孔

の面は 平 ら で . 全 体 と し て 良 く 整形 がな さ れ

て い る 。 孔は 円 形 で 同 じ 太 さ で穿け ら れて い

る 。 大 き さ は 径 1 . 07cmか ら 9 . 9鵬 ， 長 さ 9 . 4捌

か ら 7 .11111110 13個あ る 。

丸玉 C 類は ， 表面が滑 ら かで漆黒色 を 呈 し

や わ ら か な 光 沢 を も っ材質不明 (材質は可塑性

の あ る も の と 考え ら れ る) の も の であ る 。 形 状

は す こ し 歪ん だ球形 を 示 し . 孔の面は 平 ら に

な ら ず ， ま た孔 も 不整 円 形 であ る 。 径は1 1 . 0

捌か ら 8 . 6棚， 長 さ 9 . 4171l1lか ら 9 . 2171l1l。 合計4個

あ る 。

丸玉 D 類は ， 丸玉 C 類 と 同 一質 の小形 の も

の で胴が張 り . 孔 の 面 が平 ら な 形 で . 孔は 円

形 を な し 同 じ 太 さ で穿け ら れて い る 。 な お ，

孔 の面 の 平 ら な 部分が両面 で平行面 を と ら な

い も の も み ら れ る 。 径9 . 3捌か ら 6 . 0伽. 長 さ

7 . 5捌か ら 4 . 0伽。 合 計 9 個 あ っ た。

村 径 | 長さ | 孔径 | 備 考
1 3 . 8  1 4 . 0  3 . 5  羨道よ り 出土

2 I 1 0 . 7  9 . 2  3 . 5  
3 I 1 0 . 7  9 . 1 3 . 0  少 し茶色がかる
4 1 0 . 7  9 . 0  3 . 0  
5 I 1 0 . 7  8 . 8 3 . 4  
6 I 1 0 . 6  9 . 2  3 . 1 
7 I 1 0 . 6  8 .5 3 . 3  
8 I 1 0 . 5  9 . 4  3 . 4  
9 I 1 0 . 4  8 . 9  3 . 8  
1 0  1 0 . 4  8. 8 3 . 4  
1 1  1 0 . 4  8 . 7  3 . 4  
1 2  1 0 . 3  9 . 0  3 . 4  
1 3  1 0 . 0  8 . 7 3 . 7  
1 4  9 . 9  7. 1 3 . 3  
1 5  1 1 . 0 9 . 0  2 . 9  
1 6  1 0 . 0  9 . 6  2 . 7  
1 7  8 . 7 9 . 2  2 . 7  
1 8  8 . 6 9 . 4  2 . 7 
1 9  9 . 3 6 . 2 2 . 4  孔の商同一方向に傾斜
20 9 . 0  7 . 6  2 . 4  11 

2 1  8 . 9  7 . 5  2 . 5  11 
22 8 . 9  6 . 0  2 . 3  11 
23 8 . 8 7 . 0  2 . 6  11 
24 8 . 8  7 . 0 2 . 0  
25 8 . 8 6 . 4  2 . 4  
26 8 . 5  6 . 6  2 . 5  
2 7  6 . 0  4 . 0  2 . 0  
2 8  1 0 . 8  8. 7 2 . 3  
29 1 0 . 3  6. 8 2. 2 
30 9 . 9  7. 1 2 . 0 
3 1  9 . 4 7 . 2  2 . 0  
32 9 . 4  7 . 0  2 . 3  
33 9 . 0  7 . 5  1 . 7  
34 9 . 0  7 . 4  1 . 8  
35 9 . 0  6 . 9  2 . 0  
36 8 . 9  6. 5 1 . 9  
37 8 . 8 7 . 9  1 . 9 
38 8 . 6  6 . 8  2 . 0  
39 8 . 5  7 . 4  1 . 8 
40 8 . 5 7 . 0  1 . 5 
4 1  8 . 4  7 . 3  1 . 5 
42 8 . 0 7 . 4  2 . 0  
43 8 . 0  6 . 6  1 . 8 
44 8 . 0  6 . 0  1 . 5 
45 8 . 0 5 . 6  2 . 4  
46 7 . 8  5 . 8  1 . 6 
4 7  7 . 8  5 . 5 2 . 0 

5 . 0  2 . 0  
4 9  I 7 . 4  6 . 0  2 . 0  
50 I 7 . 0  5 . 0  1 . 8 

第 7 表 丸 玉 計 測 {直 表 {単位mm)

丸玉 E 類は ， 丸玉 C 類 . D 類 と 同 一材質で造 ら れて い る と 考 え ら れ る が. 表面 の滑 ら か さ や

光 沢がな く ， 黒色 で表面が組い。 形 態は 基本的 に C ・ D 類 と 同 一であ る 。 径1 0 . 8捌か ら 7 . 0棚 ，
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長 さ 8 . 7棚か ら 5 . 0棚 ま で あ る 。 合計23個あ る 。

例 小玉 (第 8 表) 合 計 132 個 出 土 し た 。 大 ま か に み て 2 種 の こ と な っ た材質で 造 ら れて い

番号| 径 | 厚さ | 備 考 11番号| 径 | 厚 さ | 備 考 �番号| 径 | 厚さ
5 . 0  

2 5 . 0  
3 5 . 0 
4 5 . 0  
5 5. 0 
6 5 . 0  
7 5 . 0  
8 5 . 0  
9 4 . 9  
1 0  4 . 8  
1 1  4 . 8  
1 2  4 . 8  
1 3  4 . 8 
1 4  4 . 8  
1 5  4 . 8  
1 6  4 .8 
1 7  4 . 8  
1 8  4 . 8  
1 9  4 . 8  
20 4 . 8  
2 1  4 . 8  
22 4 . 7  
23 4 . 7 
24 4. 6 
25 4 . 6  
26 4 . 6  
27 4 . 6  

28 4 . 6  
29 4 . 6  
30 4 . 6  
31 4 . 6  
32 4 . 6  
33 4 . 5  
34 4 . 5  
35 4 . 4  
36 4 . 4  
37 4. 4 
38 4 . 4  
39 4 . 4  
40 I 4 . 0  

4 . 8  4 1  
4 . 0  42 
4 . 0  
4 . 0  44 
3 . 9 1 7: ， �= E1 __-t: ""， 11 45 
3 . 6  孔に傾

の斜函同一方向11 46 
3 . 6  1 11 47 
3 . 4  孔の斜面同一方向1に傾 48 
3 . 6  49 
4 . 0  50 
4 . 0  5 1  
3 . 9  52 
3 . 8  53 
3 . 6  54 
3 . 6  55 
3 . 6 56 
3 .6 孔の斜官同一方向

に傾 57 
3 . 5  58 
3 . 5  59 
3 . 4  60 
3 . 0  6 1  
3 . 6  62 
3 . 4  63 
4 0 64 
4 . 0  65 
3 . 8  66 
3 . 7  孔の斜面同一方向

に傾 67 
孔の面傾同斜一方向 68 

3 4 に少 し 69 
3 . 4  70 
3 . 4  71 
3 . 4  72 
3 . 0  73 
3 . 6  74 
3 . 5  75 
4 . 0  76 
3 . 6  77 
3 . 5  78 
3 . 4  79 
3 . 3  80 
3 . 5  81 

4 . 0  3 . 1  82 
3 . 7  2 . 7  83 
3 . 5  3 . 0  84 
3 . 5  2 . 4  85 
8 . 4  4 . 0  86 
8 0 4 . 4  87 
7 . 5  5 . 0  88 
7 . 3  5 . 0  89 
7 . 0  5 . 0  90 
6 . 1 6 . 0  9 1  
6 . 0  6 . 5  目同張 り少な し 92 
6 . 0  5 . 6 93 
6 . 0  3 . 4  94 
5 . 3  3 . 0  95 
5 . 3  3 . 0 96 
5 . 0  3 . 2  胴張 り少な し 97 
4 . 7  2 . 0  98 
4 . 4  2 . 3  99 
4 . 4  2 . 0  胴張 り少な し 1 00 
4 . 4  1 . 8 1 0 1  
4 . 1  2 . 4  1 02 
4 . 0  2 . 7  1 03 
4 . 0  2 . 6  1 04 
4 . 0  2 . 4  1 05 
4 . 0  2 . 4  胴張 り少な し 1 06 
4 . 0  2 . 3  1 07 
4 . 0  2 . 0 1 08 
4 . 0  2 . 0  1 09 
3 . 9  2 . 4  1 1 0  
3 . 9  2 . 2  1 1 1  
3 . 3  2 . 7  1 1 2 
3 . 8  2 . 7  1 1 3  
3 . 8  1 . 9 1 1 4  
3 . 6  2 . 4  1 1 5  
3 . 6  2 . 4  1 1 6 
3 . 6  2 . 0  1 1 7  
3 . 6  2 . 1 1 1 8 
3 . 4  3 . 0  胴張 り少な し
3 . 5  2 . 6  1 1 9  
3 . 4  2 . 2  1 2 0  
3 . 4  2 . 0  

第 8 表 第1 3号墳出土小玉計測値表 (単位mm)

3 . 4  2 . 0  
3 . 4  2 . 0  
3 . 0  2 . 0  
3 . 0  2 . 0  
2 . 8  1 . 8 
5 . 0  3 . 4  
5 . 0  3 . 0  
4 . 7  2 . 4  
4 . 6  3 . 0  
4 . 0  3 . 0  
4 . 0  3 . 0  
3 . 8  3 . 0  
3 . 7  2 . 0  
3 . 6  2 . 0  
3 . 6  2 . 0  
3 . 6  2 . 0  
3 . 6  2 . 0  
3 . 4  2 . 4  
3 . 4  2 . 0  
3 . 0  2 . 5  
3 . 0  1 . 8 
2 . 7  1 . 3  
6 . 0  4 . 3  
5 . 5  3 . 0 
4 . 5  3 . 0  
4 . 4  3 . 4  
4 . 4  3 . 0  
3 . 7  3 . 1 
5 . 0  3 . 6  
5 . 0  3 . 0  
4 . 1 2 . 9  
4 . 0  3 . 0  
4 . 0  3 . 0  
4 . 0  2 . 6  
3 . 4  2 . 4  
3 . 0 1 . 6  
6 . 0  4 . 0  

5. 4 2 . 9  
4 . 4  3 . 0  

偽= ーバニおラた

ゆがむ
It 

胴張 り少な し

胴張 り少な し

胴張 り少な し

:ft . 灰 . 白が ま
子
だ判l 

らにはいる。
の面へ こ む 。 I

黒胴

こ

張

い
色

茶
で石製か ? Iり な し
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第 直撃 古 境 各 説

る 。

小玉A類は ， 丸玉 E 矧 と 同 ーの材質に よ る も の で ， 表 耐 の 光沢が部分的 にの こ さ れ て い る も

の が 多 い 。 形は胴が張 り . 孔の面が平担 で ， 孔は平均 し た 径で穿け ら れて い る 。 径 5 . 0 111mか ら

3 .  511lJn ， 長 さ 4 . 8mmか ら 2 . 4酬 あ る 。 50個 出 土 し た が計測可能 な も の は44個であ っ た 。

小玉 B類は . ガ ラ ス製で

の ， 穿孔の面が平担に な る も の や 不整

形 な も の ， 胴 が張 ら ず に 円 筒形 に近 い

も の な ど き わ め て 不 揃 い で あ る 。 径

8 . 0 'nmか ら 2 . 7mm ， 長 さ 6 . 5mmか ら 1 . 3 棚。

こ の 頼は8 2 個 出 土 し た が 計測可能 な も

のは76個であ る 。

E 手IJ器類

げ) 大 刀 (第28図・ ， ) 短 刀 身 小形 の も

の が 1 口 出 土 し た 。 全長33 . 5cm ， 刃 渡

り 26 . 6cm ， 身幅2 . 1 5cm ， 茎長 6 . 9cm . 10 cm 

あ っ て 全 体 に や や 外 反 り を み せ る 平棟

・ 平造 り ， 両 区 を も っ。 茎 に は 木質部

の 遺 存がみ ら れ る し ， 目 釘 (径 3 mn， 長

さ2 . 1 cm) が原状を と どめて い た。 ほか

に鋒部 と 茎 の 断 片が 出 土 し て い る (第28

図 5 ・ 6 ) 。 こ の両例は お そ ら く 同ーの

大 刀 と忠われ る 。 な お鉄製責金具が 出

土 し て い る (第28図 8 ) が こ の 大 刀 の 付

属 品 と み て よ い だ ろ う 。 長 径2 . 95cm ，

短径2 . 。仰 を はか る 。

(吋 刀 子 (第28図 2 � 4 ) 万子 と 確認で

き る も のは 6 口 出 土 し た 。 す べ て 平線

. 玉V.造 り であ る 。 第28 図 2 は ， 全長 1 7 .4cm ， 刃 渡 り llC111 ， 両区 を も ち 区 部 に長 径 2 . 0cm . 短径

国

戸、

第28図 長原第1 3号脱出 土巡物実ðllJ 図 (3) ( 1 : 3) 

1 . 6  cm で楕円 形 の縁金具が遺 さ れ ， 茎 先端近 く に 目 釘干しがあ る 。 茎 と 鋒 に 木質が付 着す る 。 3

に示す も のは ， 残存部長12 . 85cm . 茎 長 さ 5 . 8cm で ， 鋒先端がわずか に欠損す る 。 棟区 は な く 刃

区 も 段 が な く . 茎 と 刃 部 と は わずか な傾斜を も っ て区別 さ れ る 。 身 幅 は . 刃 区 よ り 1 . 8 C1II の と

こ ろ か ら 刃 区 にか け て 急 に 広 く な る 。 茎 には 目 釘孔は見当 ら ず ， 木質部が付着 し て い る 。 4 は

残存部長 さ 10 . 3cm ， 刃 渡 り 8 . 7cm で茎の 3 分の 2 を 欠損 す る 。 刃 区 は な く 棟区 の み存する 。 木質

部が茎に遺存す る 。
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第13号墳の調査
付 鉄針葉(第23図・ 7 ) 全体の 遺存す る も の は 1本 も な く ， す べて 破片であ る 。 破片 中 鉢が 3

例 と 茎先が 7 例 み と め ら れ， 7 本以上あ っ た こ と は確 実 であ る 。 破片か ら み る と す べ て 細根式

に属 す る も の で . 鋒は 三角形式 に近い形 を な し . 箆 被 の 断 面 は長方形で . 茎 の 断面は 円 形 を

な す 。

E 土器類

(イ) 須恵器 (眼) (第28図・ 9 ) 最大径が 口 縁部 に あ り ， 頭部が細 く く びれ肩が張 り 出 す 。 口 縁部 は

外方に開 く 有段の 口 縁を 形成す る 。 肩 と 胴 と の 境界は 2 本 の沈線に よ っ て 劃 さ れ ， 胴上半 部 に

は ま た 2 本の沈線があ り ， 2 JJI.の 沈線 には さ ま れ る 部分 に は ， 7 本 を 1 単 位 と す る 櫛状施文具

に よ る 刺矢文があ る 。 結 局 . 胴上半部は 2 組 の 平行沈線文 と そ の 間 に あ る 刺突 文に よ っ て 装 飾

さ れて い る 。 こ の 文様帯の上に注 口 部 が付 け ら れて い る こ と に な る 。 胴下半 部 には ， 土 器 を 左

回転さ せ て 仕上削 り を し た痕がの こ さ れて い る が， そ の痕は底部 の 下底 面 ま では 施 さ れて い な

い。 底 面 は や や 平担 に な っ て い て [ x J 印 がみ と め ら れ， お そ ら く 窯印 であ ろ う か 。 な お . 注

口 部は仕上削 り の の ち . 指で整形 さ れた も の の よ う であ る 。 胎土中 に細砂経が 混 じ て い る が全

体 と し て 渚灰 色 を 呈 し 焼成 も 良好であ る 。 口 縁部 内側 お よ び肩一部 に 自 然粕がみ と め ら れ る 。

最大 口 径 10 . 4cm ， 胴部径 8 . 4CIII ， 全高 10 . 9clII を はか る 。

(吋 土師器 (杯) (第28図 ・ 1 0) 高 さ 4 . 7C11! ， 口 径16 仰 を はか る や や 浅い杯であ る 。 内外面 と も に

よ く 整形 さ れて 日 る が ， 胎土に細砂が混 じ っ て い て し ま り が悪 い 。 色調は茶褐色 を 呈 す る 。

り 有孔円 板 . 滑石製で直 径1 . 94C1n の ほ ぼ 円 形 を 呈 す る 。 円 板中 央 に 径2 . 9 酬の孔があ り ， い

わ ゆ る 有孔 円 板 と い われ る も の で あ る 。

村 鉄器片 . い ず れ も 小破片で . 形状 ・ 用 途 不明 で あ る 。 鉄鉱 ・ 刀 子 な ど の 細 片か も 知 れ な

い 。 (字 杉幸知 ・ 北村敏子)

E 第 1 3 号 墳 の 提 起 す る 問 題

本演は すで に大半が崩壊 し て ， 石 室 の 上半部 と 墳丘 の大部分は原状を と ど め て い な か っ た。

し か し . 石室内 部 の 副葬 品 の状態は き わ め て 良好 だ っ た し ， 墳丘の 基底部 も 部分 的 に や っ と 原

状を 保 っ て いた。

墳丘では ， そ の 築造に際 し て 次の よ う な所見を う る こ と がで き た。 す な わ ち ， ま ず黒色土層

の 上 出 に 石室床 面 を 造 り ， 礁 を 敷 き つ め て そ の 基礎 を つ く る 。 次に側壁か ら あ る 一定 の 間 隔 を

も っ て 3 - 4 段 の 石垣 を め ぐ ら し ， そ の あ い だ に 角 礁 ・ 砂利 ・ 砂を つ め 込 み 石 室の 裏込 と し た。

そ し て天 井 石 を の せ て 円 礁 を も っ て 石室全体 を 覆 い 墳丘 を 築成 す る ， と い う 順序 を 踏ん だ と 恩

わ れ る 。 われわれの 調査では天井石 を 発 見す る こ と がで き な か っ た。 す で に持 ち 去 ら れた の か

も 知 れないが， あ る い は 木質 板 に よ る 天井 の 架構 も 考 え て よ い の では な い だ ろ う か。 石室 の 規

模に比 し て墳丘が比較的小 さ い の は ， も し か す る と こ ん な 所 に原因があ る の か も 知れ な い 。 長

原古墳群 中 で . 天井石 の 明 ら か に遺存す る 例 は 第 1 号墳 と 第 7 号墳の 2 基 だ け で あ る 。 こ の 2
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基 の 古墳は . い ず れ も 大規模 な 横 穴式 石室を 有 す る 点で， 他の 第11号墳， 第12 号墳や第13号墳

と 趣 を 異に し て い る 。

副葬品の面か ら み る と ， 本古墳はわれわれが調査 し た 古墳の 中 で最 も 多量な副葬 品 を 有 し て

い た。 第 1 1 号墳や 第12号墳の場合， 石室内 部 に 2 - 3 枚 の 時 期 を 異 に す る 埋葬床面 を も ち 埋葬

の 2 - 3 固 に わ た る こ と が知 ら れ る が. 第13号墳の場合に ， 現床面下の 不明確 な 床面 を の ぞ い

て は ， 重な っ た 埋葬床面 を つか む こ と がで き な か っ た。 し か し ， 前述の ご と く 副葬 品 の 配置が

A - F群に区別 さ れ る よ う に ， 平面的 な 差 異 を み と め る こ と がで き た 。 各群が そ れ ぞ れ時期的

に 差 の あ る も の と は 断 じ 切れな いが， 追葬 に よ る 結果生 じ た 現象で あ る と み て 大 過な い と 思 わ

れ る 。

装 身 具や 刀 剣 類 な ど か ら 古墳の年代を 算定す る こ と は む づ か し い と し て も ， 須恵器服や ニヒ師

器杯か ら み る と 西暦 8世紀を 中 心 と す る 年代が考 え ら れ， 須恵器克泉が土師 器亦 よ り も 若干 な が

ら 先行す る も の と 考 え ら れ る 。 こ の こ と か ら も 第四号墳におけ る 追葬 の あ っ た こ と が充分想像

で き る で あ ろ う 。

副葬品全体 を 見わ た し て ， 玉 類 を 中 心 と す る 装身 具 の 多 い こ と に気付 く の であ る 。 そ し て 玉

類 の 中 で も 比較 的 ノ4 ラ エ テ ィ ー に富 ん で い る こ と に も 注意 を す る 必要があ る 。 勿論各 グノレ ー フ。

に お け る 玉 の組合わ せ や ， 他 の 装 身具 と の 組合わ せ を 比較検討す る 必要があ る が， 被葬者の数

量や性格 と の 関 連性 に つ い て 重大 な資 料 を 提供す る も の と な る か ら ， さ ら に詳細 な検討を 要す

る 。 (視l上善庸)
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保科川 扇状地周 辺 に お け る 古墳群や ， 隣接す る 大室古墳群 の ご と く ， い わ ゆ る 積 石塚古墳を

主体 と す る 古 墳群の成立過程 を ， 他 の地域 の後期古墳群の場合 と 比較 し て み る こ と は か な ら ず

し も 無駄では な い であ ろ う 。 こ の長原古墳群や大室古墳群が. 積石塚古 墳 を 主体 と し て ， い ろ

い ろ な 種類の古墳が存在す る か ら と い う 表面上の 問題 ば か り では な い 。

善光寺平 を 中 心 と す る 古墳時代は. あ た か も 千 曲 川 流域 を そ の 媒介 と す る か の ご と き 様相 を

示 し て い る 。 信濃. あ る い は 北信地方 に お け る 初期古墳の成立は . 川柳将軍塚古墳や森将軍塚

古墳にみ ら れ る ご と く ， 近畿地方の前期古墳の様相 を そ の ま ま 伝 え る よ う な 内容 を 示 す古墳に

よ っ て代表さ れる 。 そ し て そ れ ら は善 光寺 平 の 東 北辺. 千 曲 川 流域に面す る 山 頂 に い ず れ も 営

な まれている。
河川 の 流域 に よ く み ら れ る 古式古墳の性格 と し て ， 水利権の 掌爆者 と の 関 連が説かれて い る 。

川柳将軍塚古墳や森将軍塚古墳 の場合に も こ れ ま で の解 釈 を あ て は め て も よ い だ ろ う 。 つ ま り

善光寺平の 古墳文化 の 開 花 は ， や は り お そ ら く 千曲 川 の 水利 の 便が大 き く 影響 を 与 え て い る も

の と 考 え て 差支 え な い 。 と く に 中 部 山 岳地帯の農耕社会 は . 周 辺先進地域 と の交 渉 を 常に重要

な 条件 と し て考慮、 し な け れ ばな ら な か っ た し ， 加 え て . 東海地方. 南信地方や 北陸 ・ 越後方面

と の 中 継点 と し て の役割を も 果 さ な け れ ば な ら な か っ た と 推定 さ れ る 。

限定 さ れ た農耕水 田経営に の み頼 ら ず ， 常 に独特の 生産基盤 を 成立 さ せ て行 く こ と が. 古 墳

時代全般 にわ た っ て続け ら れた彼等の努力であ っ た に ち がい な い 。 遠 く 畿 内 の政治の 中 心 か ら

距 り ， 彼等に及ん だ政治は そ の地 に 畿 内的 な 内容 を も っ た古墳 を の こ し て い っ た の であ る 。

信濃全体 の様相 と し て 縄文時代以来， 山 岳地帯 と は い い な が ら ， 弥生時代を 通 じ て い わ ゆ る

地域的性格の分離がむ づ か し い と い わ れて い る 。 土師式土器の 分布 も ， 決 し て 偏 っ た 傾向 を み

せ な い し . そ の遺 跡 の 分布や在 り 方 も 何等 ， 特殊 な状況を 示 し て い な い 。 し か し ， 土器文化の

示す様相が他地域に比 し て 変化が な い と 言 っ て も ， そ の 実質 の 内容 に つ い て は若 干 の 差異 は あ

っ た に ち が い な い。 す く な く と も ， 川 柳将軍塚古墳や森将軍縁古墳 を の こ し た 人 々 の伝統は次

代 に 必 ら ず継承 さ れ る はず であ る 。 し か し ， そ の文化の伝承が他の平野地域におけ る 継承 の 仕

方 と は若干 こ と な っ て い る よ う に見受け ら れ る 。

一地域 内 に お け る 古墳の継承状況は， か な ら ず し も 漸移的では な い 。 し か し ， い く つか の 要

素 を 分析 し て み る と . そ の大部分は次代に受け 継がれて い て ， 古墳の立地 や 内部主体 ・ 副葬 品

の中 に共通す る 現象を み せ る の が常であ る 。

桐原健氏がか つ て指摘 さ れた よ う に . せ ま い善光寺 平 に お け る 古墳は ， そ の 立地条件 に よ る

註 (1 ) 桐原健 「善光寺平における古墳立地の考察」 信濃 第1 6巻第 4 号 昭和39年
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内容の相臭が み ら れ. 断 続 す る 古墳築造の現象面での差異を捉 え て い る ご と く . 後 期後 、ド の 古

墳群の成立過程 は き わ め て 複雑 な 様 相 を 呈 し て い る 。 特に. 積 石塚古墳 を 主 体 と す る 古墳群の

形成は， 伝 統的 な 積 石塚古墳の性格 と は魁 を 異 に し て い る と忠われ る 。

東筑摩郡安坂積 石塚古墳者や ， 須坂市鎧塚古墳曹に は ， 内 部 主 体 や 副葬 品 の 中 に 中 期 的 な 様

相 を 示 す古墳が存在 し て い て ， そ れ ら はか な り 独立的 な要素を も 示 し て い る 。 式 器 ・ 馬 具を 中

心 と す る 副葬 品 の 占 め る 年代的 位 置 か ら 考 え て み る と ， そ れ ら の 古墳はか な り 同 類古墳 と の畔

築現象を み せ る のが例 と し て は 多 い の で は な い だ ろ う か。 群集墳の契機を 作 っ て い る 中 期 中 葉

以後 の古墳が， 善光寺平尉辺 ではあ ま り 存在 せ ず ， そ れが存在 し て い て も か な り 独立的 立 姿 を

み せ て い る と こ ろ に も 北信地方一帯 の古墳の特徴があ る と い え よ う 。

長原古墳群 調 査 の 結果 か ら ， われわれは長原古墳群の形成時 期 の 第一歩 を 西暦 6 世紀の 不束

か ら 7 世 紀 初頭 の こ ろ と 考 え る に い た っ た 。 積 石 の 明瞭な墳丘 を も ち ， か な り の規模 を も っ横

穴式石室 を 中 心 と す る 長原古墳群 の成立は， 中 期 中 葉前後の古墳 と は お よ そ 無関 係 に築迭 さ れ

てこ と も 思 わ れ る 。 大室 の大古墳群 と す ぐ 隣接 し て 存在 す る 長原古墳群は. ま た さ ら に い く つか

の小古墳群を 控 え て い る 。 勿、然 と し て 発生 し た と も み ら れ る 大室 古墳群や こ の長原古墳群は.

性格の上で も 他の古墳 と は大 い な る 相異 を 有 し ， そ の成立期 も 西暦 6 世紀末葉か ら 7 世紀初頭

に か け て と 考 え ら れ， 特に長原古墳群は西 暦 9 世紀に ま で古墳群 と し て の寿命 を 保 ち 続 け た の

で あ る 。

長原古墳群 の 成立は ， 善光寺平周 辺 に定住す る 彼等 の墳墓の地に限定さ れた結果に よ る こ と

は 勿論であ る が ， そ の裏面 に存在す る 政治的 な あ る い は社会的 な 背 景 は ， 断続する 古墳群の成

立 過程 と ， 性 格伝 承 の 断絶 と い う 現象面 か ら の み 考 え ら れ る べ き も の で も な さ そ う であ る 。

善 光寺 平 の 古 墳成立 当 初は . 千曲 川 が き わ め て 大 き な 役割 を 果た し て い た と 考 え ら れ る が，

い く つ も の 古墳群の 成立す る 段 階に到達す る と ， も はや 千曲 川 そ れ 自 身 だ け で は な く 別 な要素

が 加わ り . 信濃あ る い は 北信地方独特の社 会的基盤が成立 し た と 考 え て よ い だ ろ う 。 こ の 独特

な社会基盤の形成さ れ る プ ロ セ ス には ， こ の周辺一帯 を 統治す る べ き 首長の存在は き わ め て 大

い な る 価値 を 有 し ， 表面的 な政 治 権 力 だ け で な く ， 社 会 の基礎的な統治を も 実施 し う る 首長 の

存在が必要な条件であ っ た 筈 であ る 。 根 を お ろ し た地域統治が古墳築 造 に反 映 し て い る こ と は

い う ま で も な い が ， 古墳群の成立は大首長 の存在 を 否定す る と と も に . 地方統治の完了 と 地域

別 に よ る 独 自 の 生産形態 や 政治組織の一端を の ぞ か せ て く れ る の であ る 。

長原古墳群の成立 に つ い て も 雑多 な 問題が介入 し て い る ので あ ろ う 。

(小林三n�)

註 (2) 大場磐雄他 「長野県東筑摩郡坂井村安坂積石塚の調査(l)(2)J 信濃 第 1 6巻 4 ・ 6 号 昭和39年
(3) 永峯光一 ・ 亀井正道 「長野県須坂市鎧塚古墳の調査」 考古学雑誌、 第45巻第 1 号 昭和35年
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古墳群の全体像
長原古墳群の調査にあ た り ， われわ れ は最初に古墳群の全体的 な 規模 と 級相 を 捉 え る た め の

測量 を お こ な っ た 。 古墳群はすで に県が 実 施 し た 遺 跡調 査 の 段 階で ， 保科川 康状地 の南東方

(高地) か ら 北西方(低地) に分布す る 名古墳に番号がつけ ら れ て い た 。 そ の 結果は18基 の古墳が確

認 さ れて お り ， すで に破壊さ れた ニ カ ゴ 塚 古警な ど数 基 を 含 め ， 総数20数基か ら な る 小古墳群

であ っ た。 し か し なが ら . すで に報告 し た よ う に . 古墳 と 断定で き る 例 は . 保存 の た め 未発 掘

の 1 号墳を含 め て 8 基 に す ぎ ず . こ れに前述 の ニ カ ゴ塚 と や は り 過 去 に 失 な われた附近の 可 基

を 飢 え 之 と ， 12基の古墳が， 長原古墳群 を 形成 し て い た こ と に な る 。 調 査 の 過程で判 明 し た こ

と であ る が ， 立派な石稜み の墳丘を そ な え な が ら も . そ れ ら は こ こ 数十 年 間 にわ た る 開墾 な ど

の理由 に よ っ て . あ ら た に広状に築かれた も の が怠外 に 多 か っ た の であ る 。 こ う し て み る と .

積石塚古墳 と し て ， 今 日 の こ さ れ て い る 例 のす べて が. 確 実に古墳であ る と 断定す る こ と に は

鴎踏 し な け れ ば な ら な い。

長原古墳群は保科川 が形成 し た 扇状地上に位置 す る た め ， 墳墓地域 と し て の範 囲 に は ， 比 較

的 余裕があ っ た と 恩わ れ る 。 大正14年に発掘 さ れ た 合掌形石室 を 内部 構造 と す る ニ カ ゴ塚古墳

(現在は煙滅〉 と ， 今回調査 し た 第18号墳 と の 聞 は ， 約600m の距離があ る 。 今 回 の調 査 区 域 の 18

基 の 積石塚古墳 も . 約 400 m の範囲 に分布 し て い た も ので あ る 。

さ て . すでに述べた よ う な 古墳で な い 積石 塚 を 除 く と ， 12基の積石塚古墳が存在 し て い た こ

と がわ か る 。 し か し 今 日 ま で確実な所伝がな く . 破壊 さ れた 積 石塚古墳がな か っ た と は い え な

い か ら . 長原古墳群の形成直後の実数は， 最低12基 と な り ， 若 し 実数 の 3 分の l が破壊さ れ て

い た と す る と ， は じ め は18基存在 し た こ と に な る 。 長原古墳群の現在 の 分布状況 か ら 推定 し て

現在数 の倍以上の積石塚が存在 し た と 考 え る こ と はで き ず ， 多 く て も 20基以下であ っ た と 思 わ

れ る 。

こ の長原古墳若干 の 実態 を ， 松代町大室古墳群の場合 と 比較す る と . か な り の差 異 の あ る こ と
但}

がわ か る 。 勿論， 大室古墳群の 北谷や 中 谷支群の扇状地上に分布す る 古墳群 と は ， 同 様の状況

を 示すが， 山麓部か ら か な り 急傾斜を も っ 山 鹿面 に 分布す る 古墳 は ， 地点に よ っ て は ， 全 く 密接

し て 営 ま れ て お り ， 墳墓地域の展 開 の 諸様相 に 多 様性がみ と め ら れ る こ と を 指摘 し て お き た い 。

註 (1 ) 岩崎長思 「金鎧山古墳」 長野県史蹟名勝天然記念物調査報告第 5 縄 大正15年
森本六爾 『金銭山古墳の研究』 大疋1 5年の中 に も ， ニ カ ゴ塚の紹介 と ， 発掘 当時の写真が掲載 さ
れ て い る 。

(2) 大塚初盈 「信濃 ・ 大室古墳瀞」 古代学研究 第30号 昭和37年
大塚初重 「長野県埴科郡大室古墳群の性格」 日 本考古学協会第1 5回総会研究発表要旨 昭和30年
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さ て . 長原古墳群の素描を つづ け よ う 。 本古墳群は千曲 川 に 向 っ て 南 東方 よ り 傾斜する 扇状

地 に ， 現在は距離約 400 m の地域内 に 分布 し て い る 。 そ し て 古墳 の 分布範囲 の 横 1 1J ， つ ま り 北

東か ら 南 西方 向 に至 る 範 囲 は 約 200m で あ り . 総面積約 8 0 ヘ ク タ ー ノレ の 扇状地 の ほ ぼ 中 央部 .

は る か 長野盆地 を 望む地点に位置 し て い る 。 大正14年に発掘 さ れた ニ カ ゴ塚古墳 は ， こ の地点

よ り さ ら に 200 m ほ ど南東方 に立地 し て い た ので， 長原古墳群 の 中 で は. も っ と も 高 所 に位 置

し て い た と い え る 。 こ の ニ カ ゴ塚古墳が積石壌であ り ， 内部構造が合掌形石室で あ っ た こ と は ，

同 じ 古墳群 の 中 に おけ る ， 異質的 な 様相 と し て 注 目 し な け れ ばな ら な い 。 今回発掘 し た 8 基 の

古墳が， す べ て 横穴式石室であ っ た こ と と 比較 し て ， あ ら た め て ニ カ ゴ壊古墳の 重要性が考 え

ら れ る の であ る 。 し か し ， ニ カ ゴ塚古墳 の 内 容 に つ い て は ， 墳丘 と 石室 の構造に つ き 簡単に紹

介 さ れ て い る の み で あ り ， 時代を 推定す る 遺物に も あ ま り 恵 ま れ て い な い 。 わずかに土師 器 ・

須恵器片 の 出 土 を 伝 え て い る が， 詳細はわ か ら な い 。 そ れ故に . ニ カ ゴ塚古墳が， 長原古墳群

の 中 で ， い か な る 歴史 的 位 置 を 占 め て い た か と い う 点は ， ま こ と に不明確 と いわ ね ば な ら な い。

積石塚 の 問題
長原古墳群の考古学的 な 特質 の一 つ は . 積 石塚古墳 と い つ こ と であ る 。 わ れわ れが調査 し た

18 基 と も . す べ て 河原 石 と 安 山 岩 の角 礁 を 混 じ え て 積 み あ げ た 石塚であ り ， 土砂の混入は ほ と

ん ど な か っ た 。 墳丘は一部に方形 ら し い 特徴を み せ て い る も の も あ っ た が ， 方墳 と 断定す る こ

と はで き な い 。 む し ろ 大 半 の 古墳が円 墳であ っ た と 考 え る 。

長原古境群 の 中 で . あ る ー古 墳 の み が墳丘の規模が と り わ け 大 き く ， あ る い は特別 な -;{:i積状

況であ っ た と い う こ と も . み ら れ な か っ た 。 ニ カ ゴ塚古墳がやや大 き い と 思 わ れ る 以 外 ， 今 回

調 査の諸古墳は ， 直 径10m 前後 ， 高 さ 2 - 3 m と い う ほ と ん ど 同 じ 規模 の 古墳であ っ て . そ の

点 で は非 常 に等質的 な 古墳群であ っ た と み ら れ る 。 積石の状態 も . 墳丘の 裾が石垣状に施設 さ

れ て ， 小 口 積に し た 裾石の高 さ が約50cm を 示す例があ る 以外 ， 墳丘は石を 乱 石積 に積み上げた

も の であ っ た。 こ の事 実 は ， 著 名 な大室古墳群な ど で ， 積 石塚 と と も に 土 と 石 と の 混合に よ る

墳丘や 土壌が同一地点で共存 し て い る の と は こ と な る も の であ っ た。

内 部 構造であ る 横穴式石室 の 詳細 に つ い て は ， す で に 第 E 章で指摘 し た と こ ろ であ る 。 し か

し ， 第 5 ・ 8 ・ 1 1 ・ 12 号墳 の 石室 の 石材 は ， 比較的小形であ り ， 河原 石を 多 用 し て い る 特色が

あ る 。 こ れ に 反 し て ， 第 7 ・ 6 ・ 13号墳の 石室は ， 側 壁に つ い て も 大形 の 石材 を 利用 し て お り ，

時 には 割 石を 用 い て い る 点 は ， や や異質的 な 様相 と み ら れ る 。 発掘は し なか っ た が ， 第 1 号墳

の 石室 も ， 石材は大形の 部類 に属 し ， お そ ら く 第 7 号墳の 石室 と 同 じ 特色 を 示す も の と 観察 さ

れ た 。 石室 の 石材使用 の 点か ら い え ば ， 上述の よ う に a 長原古墳群は二つの グルー フ。に分け ら

れ る であ ろ う 。 そ し て ， 石室 の 全長 に つ い て も . 第 ? 号墳の よ う に 7 m を 超 え る 古墳若手の 中 で

よ り 大形 の グル ー プは ， 大形割石を 多 用 し た石室例であ っ た こ と も ， 注 目 し て お き た い 。

こ れ ら の 石材 の 大 半 は . 古墳群 の 東側 を 流 れ る 保科 川 に 求 め た こ と は 明 白 であ る 。 ま た 古墳

の 築造 に際 し て ， よ り 大形の天井石 も ， 周 辺 の 山 々 か ら 切出 し た こ と も ， ほ と ん ど 疑 う 余地が
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Tよ し 〉 。

た び た び 指摘 し て き た よ う に ， 古墳群の立地 す る 地域が ， 保科川 の 扇状地であ る がゆ え に ，

現保科 川 の 河 床 の み で な く ， 附近一帯の地表面下 に は ， 無数の 転 石が存在 す る こ と も ， こ こ に

積 石塚古墳が営造 さ れつづけた大 き な 理 由 に な る と 思 わ れ る 。 古墳築造に 際 し て ， も っ と も 容

易 に入手 し う る 材料が. 土 よ り も 石で あ っ た が た め に ， 積 石塚が生成 し た と い う こ と も . あ な

が ち 否定 し 去 る こ と はで き な い 。 し か し . 長原古墳群を も 含 め て ， 善光寺平の東縁地域に は ，

圧倒的 な 量で積石l家が存在 し て い る 。 信濃考古綜覧に よ れば ， 信濃圏全体で積石塚は 855 基 と

い わ れ ， 植科君1\ の みで587基. そ の う ち 大室古墳群カs450基 と い う 多 く の 積 石塚古墳 を 擁 し て い

る 。 さ ら に上高井郡下で109基が知 ら れて い る の で ， こ の地域におけ る 積 石塚古墳の 密集 度 も ，

おの ずか ら 理解 さ れ る であ ろ う 。 か よ う な 積石塚古墳の 分布は ， 単 に 石材 の 入手が容易であ っ

たか ら ， と い う 技術 的 な側面か ら の解 釈 の み で は . こ の地域の古墳に関 し て は . 理解 し え な い

事実 も ま た 多 い 。 同 じ 長野県下におい て も ， ま た 他の地方に お い て も ， 古墳の構築に恰好 な 石

材が豊富 に 入手で き る 地域で も ， 積 石塚が生 ま れぬ場合 も あ る 。 封土を も り あ げ た普通の古墳

に対 し て ， 圧倒的 な 多 数 を 示 す こ の地域の積石塚古墳 に は ， 好 ん で墳丘 築 成 に 石積 み を 採用 す

る 風潮があ っ た こ と は 否定で き な い 。 こ と に大室古墳群の 北谷 ・ 中 谷 な ど の 急勾 配 の 山 腹傾斜

面 に古墳を 築 く 場合 に は ， 積 石塚の方が よ り 容 易であ っ た ろ う し ， 山 丘 の 岩 石 も ま た身近かに

え ら れた に ち がい な い 。 し か し ， 長原古墳群の場合では， 墳丘築成に あ た っ て は ， ま づ 石 よ り

も 扇状地の 表面 を お お う 小石 ま じ り の 土砂 を 利 用 す る の が . も っ と も 容易であ っ た ろ う 。 そ れ

に も かかわ ら ず ， 長原古墳群では ニ カ ゴ 塚古墳を 含 め て ， す べ て の 古墳 が土砂を 混 じ え ぬ積 石

塚古墳であ っ た こ と は ， 注 意 さ れ な け れ ば な ら な い 。 長原古墳群 の 中 で ， ど の 古墳が最 初 に築

造 さ れた か . われわれの知 り え た 資料か ら は 明 快 な 結論 は 生 ま れ な い 。 す で に い く た び か 先学

達が指摘 し て い る よ う に . こ の善光寺 平東 縁地域の古墳の95% は既掘墳で あ っ て ， 長原古墳訴

の場合には . 調査例す べ て が盗掘の 厄に遭遇 し て い た の であ る 。 し か し ， 墳丘の 規模 や 横穴式

石室の 形式か ら 考 え て ， 築造年代に大 き な 聞 き があ る と は思 わ れ な い し ， む し ろ 各古墳はか な

り 接近 し た期間内に築造 さ れた も の と 考 え ら れ る 。 積 石塚 の 墳丘 も . そ の 石材が耕作地の区 画

用 に用 い ら れた り し て . 原形を と ど め る 例 は ほ と ん ど な か っ た 。 し か し ， 土砂を 混 じ え る 例 が

全 く な く ， 積 石塚 と し て は む し ろ 典型的 な 古墳群であ っ た と い い う る であ ろ う 。

長原古墳群の年代
現存す る 18 基の積石塚は， 発掘の結果 ， 古 墳で は な い 積石が 6 個 所 も 含 ま れて い た 。 そ れ ら

を 除 い た12基の積石塚の う ち ， 今回発掘 し た ? 基 も ， ま た 保存 さ れ る 5 基 も ， 内部構造 は す べ

て 横穴式石室であ る 。

長原古墳群の 横穴式石室 は . す で に各担当者に よ り 報告 さ れ て い る が， 第 7 号墳 の 石室が.

群 中 では大形の部に属す る 。 お そ ら く 石室全長は 7 m を 超 え る であ ろ う 。 7 号墳以外 の諸例で

も ， 玄室長 4 m 前後 ， 羨 道 の長 さ を 加 え る と 5 m 乃至 6 m 前後 の例がほ と ん ど であ っ た 。 側 壁
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の 積み方な ど につ い て も ， 7 ・ 6 ・ 13 号墳に大形 の 石材 が使用 さ れ， 横穴式 石宝 と し て は ， 長

原古墳群の 中 で は 整 っ た 形 態 を そ な え て い た 。 こ れ ら の 古 境 と 比較 す る と ， 5 ・ 8 ・ 11 ・ 12号

の 各古墳の 石室 は ， 石材 も 小形の も の が多 く ， 袖石の構築な ど も 幾分簡略化 さ れて い る 傾向 が

み ら れ る 。 かか る 横穴式石室 の 構築上の変化が ， 古墳の築造時期 と いか な る 関係にあ る か 明瞭

で な い。 も し 後者の グJレ ー フ。が， 石室 の 簡 略 化 の 道程 を 歩 み は じ め た も の と すれば， よ り 後 出

的 な要素 と 受 と る こ と も で き る が 発見せ ら れた副葬 品 の 内容 は 築 造時 期 の 先後を 決定す る

資 料 と し て は ， 天 き な変化がみ と め ら れず ， や や 不十分の そ し り を 免れ な い 。

長 原古墳群の築造年代を 決定す る 場合， そ の 内容 に大 き な 差があ ら われ な い群集墳であ る と

い う 点で . 古墳時代後期 に所属す る こ と は ， ほ と ん ど間違い な い であ ろ う 。 し か も 墳丘 の規模

は ， 後 世 の 二次的 な 変 改 を う け て い る た め ， 多 少 当 初 よ り 小形化 し て い る と は し 〉 え ， 直径10m

前後， 高 さ 3 m 前 後 の 小形 の 積 石塚古墳群 と 推定 さ れ る の で ， 築造年代は， 古墳時代後期後半

に 該 当す る も の と 思わ れ る 。 古墳時代を 前後の二時期に区分 し て 考 え る な ら ば ， 長原 古墳抵は ，

後期 E 期 に 中 心を お く こ と は ， ほ ぼあ や ま り な い であ ろ う 。

今 回 の 調 査 に よ っ て ， あ き ら か と な っ た副葬 品 は ， 第 5 号墳の装身具類 ・ 鉄鍬 ・ 桂 甲 小札 ・

万 子 ・ 土師器 を 初 め と し ， 第 6 号墳で は金環 を 主 と す る 装身具類が発見 さ れた。 第 7 号境は本

古 墳群 中 ， も っ と も 規模 の 大 き な 石室 を 有 し て い た が ， 副葬 品 と し て 残 っ て い る も の は ， 少数

の 金 環 ・ 鉄鉱 ・ 鮫具 と 閉塞 石の 中 か ら 発見 さ れた須恵器のみであ っ た。 と く に こ の須恵器の高

台 付長頚瓶 と 細頭 の 壷 は ， 器形の 諸特徴か ら か な り 後 出 的 な 形式 と 考 え ら れ る 。 東 日 本の須恵

器編年 の 中 で も . 終末期 に 近 い 例 で あ り ， 7 世紀代終末乃至 8 世紀代に比定 し て よ い だ ろ う 。

第 8 号墳の 石室か ら は ， わ ず か に 鉄鉱一例 が発見 さ れ た に す ぎ な か っ た が， こ の鉄鉱は鋒が片

刃 箭形態の尖根形式に属 し ， 7 世紀代後半乃至 8 世紀代 に ま で下降す る 例 と 考 え ら れ る 。 第11

号墳か ら は ， 切子玉 ・ ガ ラ ス 小玉 と 羨 道閉塞石の上面か ら 発 見 さ れた 山杯がみ と め ら れ， 玉類

の 副葬 と こ の 山杯 と は， 明 ら か に年代 を 異 にす る も の であ っ た 。 切子玉の 特色か ら 推定 し て ，

7 世紀代に副葬 さ れた も の と 考 え て よ い で あ ろ う 。 第四号-墳か ら は ， 玉類 ・ 金環な ど の装身 具

類 の ほかに ， 刀 子 ・ 鉄鉱な ど と 土師 器 ， 須 恵、器片が副葬 さ れ て い た。 玉 釘l の 中 で も . 切子玉は

比較的大 形 の 部 類 に属 し ， 成形 の技法 も 良好であ る 。 土師器には糸 切 り 底がみ と め ら れ ， 遺物

欝 自 体 ， 多 少 の 年代 巾 を 考 え ね ばな ら な い。 糸 切 り 痕 の あ る 杯の存在か ら ， 本古墳の最終段階

の 埋葬 は ， 8 世紀代にま で下降す る こ と は ， 間違い な い と 忠 わ れ る 。 こ の場合， 第12号墳 の 石

室営造のH寺期は ， お そ ら く 7 世紀代に求め う る で あ ろ う が ， 数 回 の 追葬 を 考慮すれば， 7 世紀

代中 葉頃に比定 し て よ い と 思わ れ る 。

長原古墳群の調査で， 遺 物を も っ と も 多 く 出 土 し た 古墳は ， 第 13号・墳であ る 。 第 ? 号墳 の 石

室 ほ ど大 き く は な い が ， 比較的良好 に プ ラ ンが確認で き た 例 で全長 5 . 5 m を 測 る 。

副葬品はA� F 群 の 6 群にわかれて 出 土 し て い る 。 勾玉16個 ， 切子玉 1 1 個 ， 金 環15個 ， 管 玉

6 個 を は じ め ， 銅剣11 2 個 な ど 豊富 な装身具類 と ， 万 子 6 例 ， 大 万 ， 土師 器 . 須 恵器な ど を 含 ん
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で い る 。 こ れ ら の遺物は . 一度の埋葬 に伴 っ た 副葬 品 と は考 え 難 く ， 出 土地点が 6 グルー プ に

分か れ る こ と や ， 床面がす く な く と も 3 層確 認 さ れ て い る か ら . 最小 3 固 に わ た る 埋葬 と 追葬

が お こ な わ れて い た と 推定 さ れ る 。 そ の年代は ほ ぼ 7 世紀代に終始 し て い た と 思わ れ る が， 須

恵器 Gf_泉) が第一回 の埋葬 に ， 床商上に据 え 置か れた こ と が . 明確であ る か ら ， そ う す る と ?

世紀後半か ら ， 最後の埋葬は 8 世紀初頭頃 ま でつづけ ら れて い た可能性 も あ り う る 。

以上， わ れわれが古墳 と 断定 し ， 副葬 品 が 多 少 な り と も 発見 さ れた各古墳 の 内容 を 概観 し ，

綜括 を こ こ ろ み た 。

さ ら に ， ほ と ん ど の 石室か ら 人骨 が発 見 さ れ た が ， 出 土状態は良好 と は い え なか っ た。 こ と

に ， 長 い 期 聞にわた っ て ， ど の古墳の天井石 も 持去 ら れて い る た め に ， 石室 内が直接風雨 に さ

ら さ れた 結果 . 骨 片あ る い は骨 粉状 に く ず れ去 っ た例が多か っ た こ と は ， 被葬者の人数 を 再構

成す る 仕事 の障害 と な っ て い る 。

そ れに し て も ， 東京大学 の鈴木倫教授 の鑑定に よ り . 判 明 し た 内容 に つ い て は ， 各古墳 の調

査結果 の 中 でふれた次第であ る 。 そ れに よ る と ， ほ と ん ど の古墳で最低 3 体以上の遺骸埋葬が

み と め ら れ. ま た床面が 3 層 にわ た っ て っ く り 改 め ら れ て い る 点は ， こ れ ら 数名以上の埋葬 に

か な り の期聞を 考慮す べ き こ と の よ う に考 え ら れ る 。 し か も ， 各古墳 の 石室 内発 見 の 人骨群は

男性お よ び女性 と . さ ら に ， 年令層 に 若干 の 巾 が確 認 さ れて い る 点 を 考 え る と . 同 一 石室 内 の

埋葬遺骸は ， 同一家族 を 追葬 し て い っ た 結果 と み る のが. も っ と も 合理的 な 見解 と 思われ る 。

こ う し た事実は . す で に 横 穴式 石室 の 性 格 を 規定す る 強 い 拠所 と な っ て い る 。 そ の見解は長原

古墳群の人骨 の 出 土状態に も ， 勿 論 ， 十分に合致す る ので あ る が. 横 穴式 石室築造後， 数 体 の

遺骸埋葬が終鷲 を 告 げ る ま で の 期 間 を ， ど の 位 に算定す る か に よ っ て ， ま た 多 少異 っ た 結果が

生ず る であ ろ う 。

長原古墳群 の 中 で . 最終的な埋葬 がい つ ま で お こ な わ れ て い たか と い う 問 題 に つ い て は ， 冨IJ

葬 品 と く に ， 土師 器 ・ 須恵器の 型式か ら ， 私は 8 世紀代後半期 ま で の年代を 考 え て い る 。 こ れ

ら の土師器 ・ 須恵器には ， や や 特殊 な 出 土状態 を し た も の も あ り ， そ の点では 検討 を 要す る と

思 う が， 土師器に関 し て は 国 分式土器に該 当 し ， そ の年代は ほ ぼ 8 世 紀代であ ろ う 。 し か し ，

長原古墳群の各横穴式石室 の埋葬例 は . 多 少 にか か わ ら ず撹 乱 を う け て お り ， 最終段 階 の埋葬

時期を示す最上面 の 石室床面 の副葬品は . ほ と ん ど み と め ら れな い のが実情であ っ た。 第 四 号

墳の場合では ， 比較的 多 い 副葬品がみ と め ら れた が ， こ れ ら の ほ と ん どは ， 最下底面の石室床

面 出 土 であ り . 多 く の勾玉 ・ 金環類は ， 古墳築造時か ら ， 聞 も な い時 期 の埋葬 に 伴 う も の であ

っ た。 こ れ ら の遺物は. 従来の 古墳研究の 内容 に て ら し て 考察すれば， 7 世紀代の 中 葉 こ ろ に

比定で き る も の であ り ， 従 っ て， 3 固 に わ た る 床面の施設 を 考慮 し て ， 終 末 を 8 世紀代の後半

期 と考 え た い 理由 と な っ て い る 。 お そ ら く ， 他 の 諸古墳 も ， 第13号墳と さ し て 大 き な年代の差

は な い も の と 考 え る 。

し か し ， こ こ で問題 と な る のは ， 第11号墳の埋葬人骨 の直下か ら 皇宋通宝が一枚 出 土 し て い
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る こ と であ る 。 こ の宋銭 の 出 土状態は， 床面最上層 の埋葬人骨 の下か ら 発見 さ れた も ので， 後

世の撹乱に よ っ て 位 置 を 変 え た も の と は考 え ら れな い。 こ の事実 を 信ず る 限 り ， こ の人骨は 1 1

世紀以後に埋葬 さ れた も の と し な け れば な ら な い。 伴出 遺物が他 に な い た め ， 検討の余地がな

い が， 本古墳群 に お け る 古墳時代 の埋葬後， 11世紀以 降 の あ る 時期に至 っ て， こ の積石塚が保

科 川 扇状地一帯 に居住 し た 人 々 に よ っ て， ふ た た び 墳墓 と し て 用 い ら れた 結果 と 思 わ れ る 。

以上の結果 を 要約すれば， 長原古墳若手は西暦 7 世紀代か ら 形成 せ ら れた 古墳群であ り ， 最 初

の 古墳築造は， お そ く と も 7 世紀中 葉頃 に は 開 始 さ れて い た と み ら れ る 。 こ れ ら の横穴式 石室

は ， 家族墓 と し て の性格 を 強 く 維 持 し て お り ， 順次追葬が展 開 さ れ， 8 世紀代に ま で古墳へ の

埋葬が行 な わ れて い た と 考 え ら れ る 。 そ の場合， す べ て の古墳に全期間 を 通 し て 埋葬がお こ な

わ れ た と 考 え る よ り も ， や は り 順次， 年代を へ て 積石塚が築造 さ れつづ け て い っ た と み る のが

至 当 であ ろ う 。 東 国 の古墳築造の 実態か ら 帰納す れば，長原古墳群の 墳丘 と石室の構造に関する

限 り ， 古 墳 の あ ら た な 築造は， お そ ら く 7 世紀代で終 り ， 以後， 追葬が し ば ら く は行なわれて い

た も の と 考 え る 。

被葬者 の 問題
西 暦 7 世紀代か ら 8 世紀代にか け て 形 成 さ れた長原古墳群の被葬者逮は， いか な る 歴史 的性

格 を も っ て い た 人 々 であ ろ う か。 長原古墳群が， と く に積石塚古墳で、あ っ た と い う 点で， 特別

な 系譜 に つ な が る 人 々 ， つ ま り 帰化人では あ る ま いか と い う 考説は， 多 く の先学達に よ っ て 提

起 さ れて き た 問題であ る 。 本 古墳群 の場合に も ， 被葬者を ど の よ う な階層の 人 々 と 規定す る か

課題は 多 い。

と こ ろ で ， 積石塚古墳が帰化人 の墳墓であ っ たか ど う かは ， ー ま ず お く と し て ， 長原古墳群

の考古学 的検証の過程 で ， 非積 石塚古墳の 内容 と い ち じ る し い 差異が存在 し て い たか ど う か の

確 認か ら 入 り た い と 思 う 。

積 石塚 と い う 点 に お い て は ， 長野県は全国的 に も っ と も 分 布が集中 し て い る 地方であ る 。 し

か も 大室古墳群や こ の長原古墳群 の存在 し て い る 善光寺平東縁 の地域が， も っ と も 濃密 な 分布

で あ る こ と も 前に 指摘 し て お い た 。 積 石 塚 と よ ばれ る 石積の墳丘が， と く にわが国の古墳の中

で も 異質的な存在であ る と す れ ば ， 香川 県石清尾 山 古墳， 長崎県 ツ ノレ ノ ヤ マ 古墳を は じ め と す

る 各地の積石塚古墳に も ， 問 題 は 波 及 す る 。 と こ ろ が ， 実際には 東 日 本 の各地に分布す る 積石

塚が， 古文献に伝 え る 帰化 人 の 動静 と ， 大陸系統であ る と い う 積石塚の分 布 と の符合か ら ， 積

石塚す な わ ち 帰化人の墳墓 と い う 考定が ， な さ れて き た のであ る 。 仮 り に結論がそ う であ っ た

と し て も ， 考古学的事実 の 検証 と 解釈が十分 に お こ な わ れた結果でなけ れば， それは事実に も

と ず い た論証には な ら な い。 積 石 塚の 築成が， 山 石や 河原 石の 豊富 な 地理的 な条件 も 原 因 のー

設 (3) 後藤守一 「瀬戸岡古墳群」 東京都文化財調査報告書 3 昭和3 1 年

6 0  

大場磐雄 「信濃国坂井村の積石塚に就いて」 信濃 (第二次) 56号 昭和22年
斎藤 忠 「積石塚考」 信濃 1 6巻 5 号 昭和39年



被葬者の問題

端に な っ て い る と すれば， 積土か 積石か の 差 異 の み で ， 特殊 な性格 の 古墳 と 断定す る のは早計

と 思われ る 。

大室 古墳群では . 積 石 塚 と と も に土 と 石 の 混 合 に よ る 墳丘 も ， ま た土 塚 も た し か に存在 し て

い る の で ， こ う し た場合の解釈に も . 事実に立脚 し た 合理的 な論証が な さ れ て い な け れば な ら

な い と 思 う 。

墳丘 の 問題以外 に . 内部構造 と 副葬 品 の 内容 に 被葬者の特性 を 示す事実が存在す る か ど う か

究明 し て み る 必要があ る の では な い か。

内部構造は今回発掘 し た 諸例 は . す べ て 横 穴式 石室 で あ っ て ， 一般的 な後期古墳の そ れ と 大

き な変化は な い。 た だ . 古墳各説の項で触れて い る こ と では あ る が ， 玄室の平面 プ ラ ン に胴張

り があ る と い う 解釈がな さ れて い る こ と は 注 意 し な け れば な ら な い 。 た し か に奥 壁 巾 と 玄室

中 央部 巾 と . さ ら に玄 門 部 巾 の比率は ， 玄室 中 央部 が最大 巾 を 示 し て い る こ と で ， 胴張 り 形式

と み ら れね こ と は な い。 し か し ， 奥 壁が一枚石を上下に積み重 さ ね て ， そ の左右に小形の篠を

配 し て ， か ろ う じ て奥 壁 巾 を 保 つ石室構 築 の方法では ， い き お い . 奥 壁か ら 側 壁へ の移行は ，

曲 線 を 描 く よ う に石積み さ れ る こ と に な り ， そ れが ま た 小形 の石材で ， 袖 石 を っ く り 出 す た め

の配慮 を し て い る の で ， 側 壁が ゆ る や か に外笥す る 形態 を と る の で あ る 。 各石室の 中 で も ， と

く に12 号 ・ 8 号 ・ 5 号墳な どは

と ， 限界の あ る 天井石の架機の た め ' 側 壁 を 多 少 ， 持送 る 技法 と に よ っ て ， 一層視覚的 に表現

さ れて い る も の と 考 え る 。

副葬 品の組み 合せ に つ い て も ， 金 環 ・ 玉 類 ・ 武 器具 ・ 土師 器 ・ 須恵器な ど ， 後 期 古 墳 出 土遺

物 と し ては ， 一般に み と め ら れ る 遺物であ る 。 ほ と ん どが盗掘 を 受け て い た の で ， 完全 な 副葬

品の組み合わ せは よ く 分 ら な い が . 馬具関 係 の 遺 品 が き わ め て 少 な か っ た 点が， 注 意 さ れ た 。

比較的副葬品が多 く 発見 さ れた第13号墳の場合で も ， こ れ ら の遺物が副葬 品 の す べ て と は到底

考 え ら れな い 。 し か も 最低 4 体以上の埋葬が知 ら れ， 金環 2 個 を 1 対 と す れ ば ， 本古墳では 7

- 8 名 の被葬者が埋葬 さ れた こ と に な る 。 勾玉16個 ， 切 手玉 1 1 個 ， 管玉 6 個 ， 刀 子 6 個 と い う

数量は . よ く な い な が ら も . 追葬 の存在 を 示す か の よ う であ る 。 こ れ ら の 遺物が数名 の副葬品

の す べ て で あ れ ば ， 個人の副葬 品 と し て は ， 決 し て 豊か な 部 類 には な ら な い であ ろ う 。 お そ ら

く こ の あ り 方は ， 長原古墳群のす べ て の 古墳に共通 し て い る 現象 と 見て 差 支 え な い であ ろ う 。

小規模 な墳丘 ， 小形の横 穴式石室 ， そ し て 埋葬 さ れ て い た数名 (最低 3 名以上) は ， 一家族 の追

葬 に よ る 結果 と 考 え れば ， 第 13号墳の最下層 床面 の装身具類は ， 決 し て 質 ・ 量 と も に 豊富であ

っ た と は い え な い と 思 う 。 同 様 の要素が， 他 の 古墳に も み と め ら れ る と こ ろ に ， 等質的 な長原

古墳群の歴史的性絡が求め ら れ る と 考 え る 。 東国 の後期古墳 と し て も ， 長原古墳群 の 内容 は ，

む し ろ 劣 っ て い る と 見て も よ し ミ。 そ れ が ま た群集墳の 強 い特 性 であ る か ら ， こ れ ら の 古 墳 群

は . 家父長制家族 の 家父長 を 中 核 と し た 家族墓群であ っ た と 考 え ら れ る 。 ま た ， こ の小規模 な

積石塚の築造は 1 個 の 家父長制家族の労働 力 に よ っ て ， 十分に達成で き たで あ ろ う と 思われ る 。
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奥 壁 の 鏡石で さ え も ， 挺子や コ ロ の採 用 で ， 数 名 の 労働 力 に よ っ て ， 運搬 ・ 架構は な し え

た に ち がい な いであ ろ う 。

こ う し た 観点、 に た っ て ， 長原古墳群 の 横 穴式 石室 を 概観す る と ， そ こ には ， さ ら に 問題 と し

な け ればな ら な い事項があ る 。 調 査結果の報告 に お い て は . われわれは或程度の推定を 持 ち な

が ら も ， 決定的論証を 欠 く こ と か ら ， 強 調 し な いで お い た 。 そ れは ， 第 6 ・ 7 ・ 13号墳 と . 5 

• 8 ・ 1 1 ・ 12号墳 の石室規模 の比較 の 問題であ っ た 。 前者が大形 の 石を 横 に 2 枚並列 し て . 1 1"1 
約 2 m の奥壁を 施設す る に対 し て ， 後者は単に 1 枚石 と . そ の左右にわずか の河原石を 付帯 さ

せ て ， 巾 1 m 余 の狭い奥壁 を っ く り 出 し て い る にす ぎ な い の であ る 。 勿論 7 ・ 13号墳では ， 側

壁 の 石材 ま で大 形 の 石 を 用 い て い る 。 こ れに く ら べ て . 5 号 ・ 8 号墳な どは 小形 の 石材で石室

を 構築 し て お り ， あ き ら か に 2 群 の 石室がみ と め ら れた の であ る 。 た だ こ の 石材使用 の差が，

時代差 な のか あ る い は 家父長制家族聞の優劣の差 と し て あ ら われ る も の か ， そ の 断定は き わ め

て 困難であ る 。 横 穴式 石室 の 形 態上の推移を 分析 し た 結果 で は ， 規模 の大 き い . 袖石な ど横穴

式 石室 の 伝統的諸要素を 強 く 意 図 し て い る 6 ・ 7 ・ 13号墳が， よ り 先行の形態では あ る ま いか

と 考 え る 。 も し ， こ の 観点が支持 さ れ る な ら ば ， よ り 時代 の あ た ら し い と 推定す る 各古墳築造

に要す る一家族の労働量は ， 先行形態 と す る 規模 の大 き な 石室築造の場合の約 2 分の l にす ぎ

ず ， そ う し た 労働量の軽減 を 図 る よ う な ， 石室 を 築造 し な け ればな ら なか っ た 必然性が. あ っ

た の であ ろ う か。 あ る い は ， そ れが家父長 層 間 の 階級分化の進展 に も と ず い て ， さ ら に小 さ な

単 位 の家族墓 と な っ た が た め に . rll 広 い大形石室 を 必要 と し な く な っ た のか も し れ な い 。

と こ ろ で ， 長原古墳群 を 形 成 し た 集 団は ， 西 暦 7 世紀代か ら 8 世紀代の前半期 にかけ て ， こ

の保科 川 扇状地 を 墳墓地域 と し て ， 彼等 の 家族墓 を 営造 し た の であ る が， そ の長原古墳群中 に

は ， 積石塚の ニ カ ゴ塚古墳が包括 さ れて い る こ と は すでに指摘 し た と こ ろ であ る 。 長野県が実

施 し た 遺跡調査 の 段階では ， 長原13号墳 と さ れた も の が ニ カ ゴ塚であ る が， 今 回 の調査前に付

け ら れ た 古墳番号か ら は ， こ の ニ カ ゴ 塚は除外 さ れ て い た 。

ニ カ ゴ 塚古墳は今 回調査 し た最東南 端 の 古 墳か ら ， 約 200 m の 地点に あ っ た が ， い ま は墳丘

の痕跡 も な く 破壊 さ れて し ま っ て い る 。 ニ カ ゴ 塚古墳 と 第 1 号墳 と の 中 聞 に も 3 基 の 積石塚が

あ っ た ら し い が ， い ま は存在 し な い 。 こ の長原古墳群中 ， 最東南端す な わ ち も っ と も 高 位 に存

在 し て い た ニ カ ゴ 塚古墳の 内部構造が， 合掌形石室 であ っ た こ と は ， す で に岩 崎長恩氏や森本

六爾氏に よ っ て 紹介 さ れて い る と こ ろ で あ る 。 こ の 合掌形石室 と 称 さ れ る 特殊 な ， 屋根形の天

井 石 を 有す る 石室 に つ い て は ， 斎藤博士 ら に よ っ て ， い く た びか論述 さ れて き も。 そ し て . そ

れが伝統的な古墳の内部構造か ら 導 き 出 さ れて 出 現 し た も の では な く ， 大陸の墓制. こ と に朝

鮮 ・ 百済の同 様の墓制 と 濃厚 な関連性 の あ る こ と が指摘 さ れ て い る 。 大陸 の基制が そ の ま ま の

註 (4) 註(1 )に同 じ
(5) 斎藤忠 「屋根型天井 を有す る石室墳に就いて」 考古学雑誌 34巻 3 号 昭和1 9年
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形で受容 さ れて い る と い う 点では ， こ の 合掌形石室は も っ と も 特徴 的 な例であ る と 考 え ら れ る 。

か よ う な 点 で ， 帰化人墳墓論 を 展 開 す る 際 に は ， 合掌形石室 こ そ墳丘であ る 積石塚 よ り は ， さ

ら に そ ぐわ し い考古学的事実であ ろ う と 思わ れ る 。 こ の 合掌形石室は細部の特色 に よ り . 4 群

に分類 し う る の であ る が， 本稿では こ れ以上ふれな い こ と にす る 。 長原古墳群 と 近 い大室古墳

群では ， 約 480 基の 古墳の 中 で ， 合掌形石室 と 確 認 さ れた も の が22基存在す る 。 未調査 の古墳

も あ る か ら ， 将来多 少 の増加タIJは あ ろ う が， 総古墳数 の 約2 0分 の 1 の比率であ る 。 つ ま り 20基

の 古墳に つ い て ， 合掌形石室が 1 例含 ま れ る と い う 計算 に な る 。 勿論大室古墳群 に お け る 実際

の 合掌形石室の あ り 方は ， 上記の よ う な 簡 単 な算術的 な 内容では な いが ， 横穴式石室 を 主体 と

す る 古墳 と ， 合掌形石室 を 主体 と す る 古墳 と の ， 相対的 む あ り 方は ， お お よ そ 理解で き る ので

あ る 。

長原古墳群 の復原的考察 に よ れ ば ， 当 初は18基， も し く は20基を 上回 る こ と は なか ろ う と い

う も の であ っ た。 と すれば， 約20基に近い積石塚古墳の 中 で ， 合掌形石室 は ニ カ ゴ塚古墳 (旧

長原1 3号墳) た だ 1 基であ っ た わ け であ る 。 すで に破壊 さ れた 数 基に つ い て は ， 地元の方 々 の

実見 も あ り ， 横穴式石室であ っ た こ と は ， ほ と ん ど疑 う 余 地が な い。

こ の 合掌形石室を 有 し た ニ カ ゴ塚古墳が， 長原古墳群 の 中 で ， い か な る 歴史 的 位 置 を 占 め る

か と い う 問題は ， 直接的 に本古墳群の性格の規定にかか わ る こ と であ る 。 と こ ろ が， 今 日 ま で

に判明 し て い る 事実は ， 長 さ 約2 . 4m . 巾 1m の長方形プ ラ ン の 石棺状石室 の両側壁か ら ， 天井

石 を 合掌形に立て か け た 形式であ っ た 。 こ の 石室方 向 は 北70度東であ っ た か ら ， 東 北東か ら 西

南 西 に長軸を 向 け て い た と い え よ う 。 他 の 古墳の 横穴式石室 の す べ て が . 南 に 閉 口 し て い た の

と は ， 対照的であ る 。 ま た こ の 石室 と ほ ぼ併行 し て ， 長 さ 3 m の 板石 2 枚 を . 1 . 5  m 巾 で併行

し て 並べて い た と い う 。 合掌形石室の天井石が破壊 さ れた も の では な い だ ろ う か 。 一 基 の 積 石

塚古墳に 2 個 の内部構造があ っ た可能性が つ よ い 。 し か し ， ニ カ コー塚古墳の年代 を 決定す る 準

拠 と な る べ き 遺物は ほ と ん ど な く ， 石室外 の積石内か ら 出 土 し た土師 器片 の み で あ っ た ら し い 。

こ の土師 器片 の 中 には ， 土甘 ・ 高杯 ・ 大形 器台 が含ま れて い た と い う 。

上記 の内容 を 示す ニ カ ゴ塚古墳の年 代 を 決定す る こ と は ， き わ め て 困難であ る が ， 大室古墳

若手 を は じ め ， 従来あ き ら か に さ れて い る 合掌形石室例 の所属時期が， 古墳時代後期 に あ る こ と

は 自 明 の と こ ろ であ っ て ， 西暦 6 世紀代以降であ る こ と は 間違 い な か ろ う 。 ニ カ ゴ塚塚古墳が

長原古墳群 の 中 では特殊な 内部構造を 持 っ て い る こ と はすでに指摘 し た が ， 墳丘 の 立 地 条 件

は . 古墳群中 も っ と も 高 位 置 に あ る 。 合掌形石室 の方 向 が ， ほ ぼ東西方 向 を 示す 点 と 屋根形天

井石が ， 石室 の側 壁上端に乗 っ て い る こ と は ， 合掌形石室 と し て は . 先行 の形 態 と 思われ， ま

た 出 土 し た 土師 器片の 中 に ， 大形器台 ・ 高杯 ・ 土甘 を 含 む と い う 事実 に ， 他 の古墳 よ り ， や や 古

い様相 を み と め ら れ る よ う で も あ る 。 い ま は 全 く 存在 し な い 積石塚 の こ と で あ る か ら . 無責任

な惟考は さ し 控 え ね ば な ら な い が . 古墳の立地 と 石室 の方 向 ， 形 態 さ ら に 出 土遺 物 の 様相か ら

考 え て ， 後期古墳 と し て も 長 原 古墳群中 で は ， そ の 形成 当 初 に 築 造 さ れた可能性が強 い 。 私は
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西暦 6 世紀終末頃か ら . 7 世紀代中 葉 ま で の 聞 に ， 本古墳 の年代を 求 め た い と考 え る 。

以上の考察に誤 り が な い な ら ば ， ニ カ ゴ塚古墳は長原 古墳群の 中 では ， 最初に築造 さ れた古

墳であ り ， 内 部構造の特色は ， 大陸 の墓制 こ と に ， 軽 部 慈恩 氏に よ っ て 紹 介 さ れた韓国忠清南

道公州 邑錦町発見の 百済時代の 合掌形石室 と 相 似 た も のであ っ た と い え よ う 。 も し . 信 濃 固 に

定着 し た 帰化族に関係 の 深 い 古墳 と し て挙 げ る な ら ば ， 合掌形石室 こ そ 明確 な証跡 と い わ ね ば

な ら な い。

し たが っ て ， 合掌形石室が帰化人の墳墓 のー形式であ る と すれ ば ， 長 原 古墳群の形成は彼等

の奥津城 と し て の積石塚古墳の築造であ っ た と い い う る し ， 合掌形石室が ニ カ ゴ塚古墳以外に ，

採 用 さ れ て い な い事実は ， 帰化人一族 の子孫達が， は や く も 伝統化 し た 固 有 の横 穴式石室 を 築

造す る に至 っ た か ， あ る い は ニ カ ゴ塚古墳以 外 の 被葬者達は ， 帰化人の集団では な く ， 帰化族

と 密接 な関 係 を 維持 し て い た 在 来の家父長制家族 の 集 団で あ っ た か の い ず れか で は なか ろ う

か 。 米 山一政氏 ・ 下平秀 夫 ら に よ り 調 査 さ れた長 野市 若槻 ・ 吉古墳群 の場合で も ， 積 石塚が

44基み と め ら れ る なか で ， 合掌形石室 が 2 例 存在 し て い る 。 吉古墳群で も 約20基に 1 �1 の比率

で 合掌形石室が存在 し て い る 点を み る と ， 一 つ の 集団 内 に お け る 合掌形石室 と ， そ れ以外 の 内

部構造 と の あ り 方に ， 一定の 傾 向 が存在す る ご と く で あ る 。 帰化人達が， 彼等の 「郷土 の 習 俗

の一基制 を 採用 」 し た結果 と すれ ば ， 一古墳群 を 形成 し た 地域集 団 内 の 帰 化族 と ， 非帰化族 と

の構成 を ， あ る い は表明 し て い る 事 実か も 知れ な い 。 かか る 問題 に つ い て は ， な お 多 く の 実証

を 必要 と し な け れば な ら な い が ， 問題提起 と し て と く に注意 し て お き た い 。

(大塚初重)

註 (6) 軽部慈恩 「公州 に於け る百済古墳伯」 考古学雑誌 26巻 3 号 昭和1 1 年
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(7) 米山一政 ・ 下平秀夫 「長野県長野市若槻吉三号古墳調査概報一一合掌形石室の諸問題一一」 信濃
1 9巻 4 号 昭和42年
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第 VI章 信濃の古墳文化と長原古墳群

信 濃 の古墳文化一一特に善光寺 平 に お け る 後期古墳文 iじ の最大 の特色は ， 外部構造 と し て の

積 石塚の存在 と ， 内部主体 と し て の合掌形石室 の分布にあ る 。 長原古墳群の信濃 に お け る 古 墳

文化上の位置 は ， こ れ ら の特色 を 含む も の で ， 善光寺 平の古墳群 と し て 興味深 い も のであ る 。

信濃におけ る 古墳は， 千 曲 川 流 域 と 天竜川流域の二つの大 き な分 布 閣 を 形成 し て い る 。 こ の

二 つ の大 き な分布圏 は ， 対象的 な相違 を 示 し て い る 。 す なわ ち ， 前方後 円 墳 の 出 現 の時期的な

差 と ， 後期古墳訴 の発達の し か た の違 い に原因 す る と 思 わ れ る 。 善 光寺 平 に は . 現在判明 し て

い る だけ で ， 1 9 基 の 前方後 円墳が分布 し て い る 。 こ れ ら の 内部主体 を み る と . 竪穴式石室， 粘

土床 の み で . い ま だ に横穴式 石室 を 持 っ た 前方後 円 墳が発見 さ れて い な い 。 6 世紀前半で消 滅

し て い っ た も の と 准 考 さ れて い る 。 こ れに比較 し て ， 天竜川 流域の古墳文化 は ， 横 穴式 石室 を
但)

内部主体 と す る 前方 後 円 墳が 中 心 で ， 飯 田盆地の南部に発達 し て い る 。 後期古墳に入る と . 善

光寺平 に は ， 積石塚 を 中 心 と し た古 墳群が発達す る が ， 天竜川 流域では ， 前方後 円墳 を 中 心 と

し た古墳文化 の発達で ， r そ れ は ， 相 た い す る ま っ た く 異 な っ た二国 を み る よ う であ る 」 と 指

摘 さ れ た よ う に ， 大 き く 異 っ た傾向 を 示 し て い る 。

長原古墳群の発 達 し た善光寺 平 の古 墳 文化 の流れ の 中 に . 長原古 墳群 の 位 置 を 考 え て み る

と ， 善光寺平にお い て古墳の築造の 開始 さ れた の は ， 千 曲 川 の 中 流 ， 善光寺平 の南端で あ る 。

豊かな平野 を 眼下 に す る . 丘陵上に と も に90m 台 の . 川 柳 ， 森 の 2 基 の 前方後 円 墳が最初 の も

の と 思われ， 5 世紀 の 前半期が惣定 さ れて い る 。 こ の 2 基は90 m 台 の大型古墳であ る が ， 他 の

前方後 円 墳 は ， 小規模 で そ の ほ と ん ど は60m 台 の も のが 多 く ， 善光寺 平 の 北部 に い く と ， 40m 

台 の前方後 円 墳が多 く 時 期 的 に も ， 新 ら し く な る 傾 向 を 感ず る が， 長 野市 三才 所在 の 前方後 円

墳， 同 じ く 池の平古墳には片側 に 造 り 出 し を 持 つ も のがあ り ， 立地的 に も 山頂 あ る い は尾根に

分布す る な ど前期的な様相 を 認め ざ る を 得 な い 。 こ の段階の前方後 円 墳 は ， 善光寺平の全域 に

分布 し て い る 。 そ し て こ れ等 の前方後 円 墳は群集墳 と は関 連せず ， 独立墳的な様相 を 示 し て い

る 。

註 (1 ) r信濃考古総覧』 地名表 信濃史料刊行会 昭和3 1 年
(2) r信濃考古総覧J 信濃史料刊行会 昭和31 年

岩崎卓也他 「長野県における 古墳の地域的把握J r 日 本歴史論究』 所収， 大塚考古学会
桐原健 「善光寺平における 古墳立地の考察」 信濃 1 6巻 4 号 昭和39年

(3) (2) と 同 じ
(4) 藤森栄一 「古墳文化の地域的特色一中央高地J r 日 本の考古学』 町所収 昭和4 1年
(5) 八幡一郎 ・ 岩崎卓也 「長野県東埴市森将軍塚古墳発掘調査概報」 信濃 1 9巻1 2号 昭和42年
(6) 実査に よ る 。
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こ れ等前方後 円 墳 と 併行 し ， 竪 穴式 石室 を 持 っ た 円 墳が点在 し て い た。 こ の 内 に は ， 須坂市

鎧塚古墳の よ う に ， 5 世紀前半の積 石塚の存在があ る 。 ま た善光寺平か ら 多少離れる が ， 東筑

摩郡安坂古墳群に も 5 世紀 に入 る ， 積石塚の築造等 ， 善光寺平の 古墳文化 の発 生期か ら 積石塚

が 分布 し . 小規模な 前方後 円 墳 よ り も 古 い 様相 を 持 ち . 古墳時代開拓期か ら 積石塚は大 き な要

素 と し て ， 後 ま で・ 中 心的 な存在で・あ っ た こ と を 示 し て い る 。

善光寺平の 1300基に近い 古墳の う ち ， 学術的 な 調査 の行なわれた古墳は10数基に す ぎ な い 。

そ れに も 増 し て 盗掘 に よ る 破壊がは げ し く ， 近年信濃 考古綜覧地名 表 ， 郡 誌等 に よ っ て 大体の

様相が判 明 し つ つあ る が ， し か し 各古墳に伴 う 副葬 品が不明で ， 善光寺平 に お け る 古墳の編年，

性 格 . 社 会構 造に つ い て 考察 を 行 う 上で ， 大 き な 1困難を 感ず る も のであ る 。 前述 し た よ う に少

な く と も 横穴式石室 を 持 っ た 前方後 円 墳 は な く ， 横 穴式石室 は 円 墳に の み 伴 う 傾向 を 示 し て い

る 。 こ こ で一番問題 に な る の は ， 善 光寺 平 に お け る 横 穴式石室の採用 の時期であ る 。 現在 ま で

に 報告 さ れて い る 古墳 の 内 で は ， 中 野市紫岩 古墳等が最 も 古 い様相 を 示 し て い る 。 そ の年代に
ω 

つ い て 6世紀前半期を 推 定 さ れ て い る 。 善光寺 平で は ， こ の 6世紀の 中 頃 を 墳 に . 盆地全域に ，

特に大室古墳群 を 中 心 に群集墳化 の様相が現わ れて き た も の と 思 わ れ る 。

前に 5 世紀前半 の積石塚であ る 鎧塚第 1 号墳 ， 安坂第 1 号墳の存在に つ い て ふれたが， こ れ

ら と 横 穴式 石室 の採用 ， 群集墳 と な る 以前 に ち ょ う ど空聞 を う め る よ う に 中 野 市 田 麦林畔 1 号

墳 ， 金鎧山 古墳の よ う に 内部 主 体 を 合掌形石室 と い う ， こ の地 域 に の み発達 し た 特 異 な 石 室
ω ω  
と . 林畔 2 号 墳 . 山 の 神古墳に代表 さ れ る 組造 な粘土床があ っ て 善光寺平の 古墳文化が . 他 と

ω 
比較 し て 異質 な 様相 を 持 っ て い る こ と を 示 し て い る 。 こ れ ら は 6 世紀前半に位置 し ， 盆地全域

に古墳築 造が活発化 し て く る 時期であ ろ う 。 そ し て 新 ら し い 古墳文化が感 じ ら れ ， 次の群集墳

の形態に発展 し て い く 段 階であ ろ う 。 こ こ で 指摘 さ れ る の は現在の資料で は ， 善光寺平に お い

て は横 穴式 石室採用 以 前 に 合掌形石室が発生 し て い る こ と ， し か も 積石塚古墳で な か っ た こ と

に 注 目 し て お き た い。 発掘資料でな く ， 報告が な さ れ て い な い が ， こ れ ら 6 世紀前半期 に 入 る

も の ， あ る い は こ れ よ り も 古 く な る 様相 を 持 っ た ， 竪穴式石室 を 内部主体 と す る 積石塚の存在

が あ る 。 大室古 墳群に つ い て も 67基の竪穴式石室 の う ち 外部施設を 積石 塚 と す る も の は ， 43基

に 達す る 。 そ の他 に も 長野市東条古墳群 の 王塚古墳. 萱問所在古墳は， 竪穴式石室 を 内部主体

と し ， 大 刀 ・ 万 子 ・ 切子玉 ・ 鉄鉱 ・ 土師器 が 出 土 し て い る 。
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(7) 永峯光一 ・ 亀井正道 「長野県須坂市鎧塚古墳の調査」 考古学雑誌 の巻 1 号 昭和34年
(8) 大場磐雄他 「長野県東筑摩郡坂井村安坂積石塚の調査(1 )(2)j 信濃 1 6巻4 ・ 6号 昭和39年
(日) ( l ) と 同 じ
帥 長野県教育委員会編 『下高井』 昭和28年
。1) 帥 と 同 じ
(12) 森本六爾 『金鎧山古墳の研究』 大正15年
帥 帥 と 同 じ
(14) ( 1 ) と 同 じ
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前方後 円 墳 と 併行 し . こ れ ら 竪穴式石室 を 内 部 主体 と す る 古墳が， 大室古墳群 を 中 心 と し ，

点在 し て い た も の と 思われ る 。 大室古墳群 は ， 他 の 古 墳群 よ り も 一歩早 く 群集墳的 な様相 を 示

し ， 絶対的 な 積石塚の存在 と 竪穴式石室 ， 横 穴式石室 ， 合掌形石室， 組合式石棺 と 内部 主体 も バ

ラ エ テ ィ ー に と み . 善光ミ寺平の古墳文化 に大 き な 影響 を お よ ぼ し た も の と 思われ る 。 善光寺平

に発達 し た積石塚は大室古墳群を 中 心 に . 5 世紀前半期か ら 古墳時代終末 ま で長 期 に わ た っ て

築造 さ れ， 善光寺平の 開拓に大 き な要素 を 持 っ て い た と 考 え ら れ る 。

横 穴式石室の 出現以前に発生 し ， 積石塚 と 深 い 関 連 を 持 ち ， こ の地方に の み分 布 を 持 つ 合掌

形 石室 は ， 善光寺平に おけ る 古墳文化 の 様相 を 知 る 一 つ の要因 に な る 。 か つ て 下平は合掌形石

室 の 問題にふれた こ と があ る が ， 合掌形石室 に も 数種 の 型式が認め ら れ ， 6 世紀前半か ら 7 世
的

紀の終末に至る ま で ， か な り の 時 期 にわ た っ て 築造 さ れて き た と 推 考 し た 。 大室古墳群の22基

と い う 集中 的分布以外 は ， 一古墳群に 1 - 2 基 と い う 分布 を 持つ こ と . 必ず し も 積石塚を 外部

施設 と し な い が ， 古墳群 と の 関 連 を み る と ， 大 き な 意 味 を 持 つ も の であ ろ う 。

善光寺平の 古墳文化 に あ っ て ， 横 穴式 石室 の発 生か ら 群集墳化 へ の 時期は非常に変化に富ん

だ 古墳文化 を 表わ し て い る 。 そ こ に は ， 被葬者の問題 と か ， 社 会構造 と か複雑 な 様相の現われ

であ ろ う 。

長原古墳群の築造が 6 世紀後半頃か ら 7 世紀にかけ て の時期であ る と すれ ば . 善光寺平の他

の古墳群 と の関連 を み る と . 2 - 3 の 問題点が提示 さ れ る 。 善光寺平に分布す る 古墳は1300基

前後であ る 。 そ の 内積石塚は 440 基であ る 。 他 に 土石混合墳 と い わ れ る 積石塚 と の 関連で考 え

ら れて い る 一群が. 323 基あ る 。 残 り は一般的 な盛土墳で あ る 。

信濃は全国的 に も 積石塚 の 多 い地域で ， 特 に ， 千 曲 川 流域の善光寺平は発達 し た地域で あ る

こ と は周知であ る 。 積石塚の分布は 限 ら れ ， 440基の う ち 330 基は大室古墳群に集 中 し ， 他 も こ
倒

れに続い た 千曲 川 の右岸一河東 山塊 と い わ れ る ， 高 山 ・ 塙科 ・ 松代 ・ 寺 尾 ・ 保 科 の 扇状地 に 分

布が集中 し て い る 。 他 の 千 曲 川 の左岸一一長 野 近辺 に 少 し の分布を み る 他は ， 散在的 な分 布 を

示 し て い る 。 ま た 善光寺平の古墳文化の う え で 問 題 に な る も の は ， 土石混合墳 と い わ れ る 一群

で ， 多 く の 研究者は 積石塚のー形態 と さ れて い る 。 こ れ を 含め る と . 善光寺平の 古墳の60 % は

積石塚の類 に入 っ て し ま う こ と に な る 。 こ の 土 石混合墳に つ い て ， 古 く か ら 大室 古墳群の調査

を さ れて き た 栗林紀道氏は ， 積石塚を 4 分類 さ れて ，
凶

① 石塊 の み に よ っ て 築か れた い わ ゆ る 積石塚

① 内部は 土であ っ て 上部 を 石塊で覆 っ た も の

① ① の逆 の 場合であ る 内部が石塊 で 表面 を 土で・覆 っ た も の

註 同 米山一政， 下平秀夫 「長野市若槻吉三号古墳調査概報」 信濃 1 9巻4号 昭和42年
(16) ( 1 ) と 同 じ
(1司 ( 1 ) と 同 じ
(lf\l ( 1 ) と 同 じ
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@ 石塊 に 土 を 混 え た も の

と し . ① ， ① ， ④ を 通称土石混合墳 と よ ん で い る 。 古墳の外部施設は表面 的 な観察のみでは

そ の判 定は 困 難 に 近 し 注 。 善光寺 平 に おけ る 積石塚の 問題は こ の土石混合墳 と よ ばれ る 一群の性

格 に つ い て 解 明 さ れ な け れ ばな ら な い 。 こ の 土石混合墳は ， 積石塚 よ り も 分 布は広 く ， 善光奇r平

一 円 に 分布 し ， 一古墳群 中 に積石塚 ， 盛土墳 と と も に併存す る 。 ま た 内 部主体に も バ ラ エ テ ィ

ー に富 み ， 合掌形石室 を 内部 主体 と す る も の も あ っ て ， そ の性格は決定で き な い も のがあ る 。

善光寺 平 に お け る 積石塚は440基前後であ る 。 そ の 内330基は大室古墳群に集 中 し 残 り の100基

も 千 曲 川東岸の大室 古墳群 の 近辺 に 多 い 。 現在 ま で に 判 明 し て い る 資料で こ れ ら を 内部構造か
叫

ら 分類 し て み る と ， 竪穴式石室50基 ， 横 穴式 石室約80基， 合掌形石室27基 ， 組合式石室 7 基で

あ る 。 こ の う ち の大部分は大室古墳群が 占 め て い る が ， 他 の古墳群に つ い て み る とー古墳訴に

1 � 2 基程度 し か 内 部構造が判 っ て お ら ず ， 副葬 品 ま で知 れ る のは ， ほん の一部であ る 。 横穴

式 石室は割石を 利 用 し た両袖形の も のが 多 い 。 他の 内 部構造の 不明 な も の も ， 横穴式石室 を 予

想 さ れ る も の があ る 。

長原古墳群は 6 世紀後 半 か ら 7 世紀にか け て の 積石塚 を 中 心 と し ， 消 滅 し た と は い え ニ カ コ'

l家古 墳 と い う 合掌形石室 を 含ん だ 古墳群であ る 。 善光寺平に おけ る 他の 古墳群を 比較 し て み る

と ， 集 中 的 な群集化 を 示す大室古墳群 の 480 基 と い う 大古墳群 を 例外 と し ， 長野市若槻の吉古

墳群の90基が こ れ に 続 く が ， 更埴市 の 杉 山 古墳群の22基 ， 同矢の 口 古墳の13基， 長野市松代町

関屋古墳群13基 ， 宮崎古墳群1 7 基 ， 桑根井古墳群1 0基， 東条古墳群1 0基が多 く ， 他は10基以下

の群集化であ る 。 こ の う ち で関 屋 ， 宮 崎古墳群は ほ と ん ど倣壊 さ れ様相は 不明であ る 。 古墳群
ω 

の 質 的 な 意 味て、 検討 し て み る と ， 大室 ・ 吉 ・ 杉 山 ・ 桑根井 ・ 東条の 古墳群は外部構造 と し て 積

石塚 ， 盛土 ， 土 石混合墳が伴存 し ， 内 部 主体 と し て特徴的 な 合掌形石室 の存在す る こ と が共通

点 と し て あ げ ら れ る 。 こ の う ち で吉古墳訴 を 例 外 と し て 竪穴式石室が発見 さ れ， 横 穴式石室を

中 心 と し た ， 成 層 的 な 古 墳群が想定 さ れ る 。 積石塚 と 関連あ る 古墳群では ， 須坂市鎧塚古墳群 ，

東筑摩郡安坂古墳群で も 問 機な 傾 向 が み ら れた 。 こ れ ら は 前 期か ら 積石塚 と 関 連 を 持 ち ， 横穴

乱石室 の採用 さ れた後 も ， 積石塚を 外部施設 と す る 一 つ の グ ル ー プがあ る 。 長 原 ， 吉古墳群は

5 世紀代に入 る . 古墳がな く ， 後 期古墳群の段階に入 っ て か ら 発達 を 始 め た 古墳群であ る 。 こ

の う ち で も 長原古墳群は ， 積石塚ばか り で ， 純然 た る 盛土墳の存在がな し こ の点で も特色あ

る 古墳群であ ろ う 。 ま た 各古墳群 を み て も ， 積石塚， 土石混合墳， 盛土墳 と も に併行的 に築造

さ れて き た こ と が准定 さ れ る 。

こ れ ら の要素の内 に 積 石塚 の 被葬者の性格に特別 な意味が予怨 さ れ る 。

註 (19) (15) と 同 じ
ω>> ( 1 ) と 同 じ
白1) (12)に同 じ
凶 ( 1 ) と 同 じ
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善光寺 平 の 積 石塚 を み る と ， 大部分は 自 然 石を 用 い た も の で あ る が ， 鎧塚 1 ， 2 号墳が河原

石 を 用 い て い る 。 他 に も 長野市新諏訪町所在古墳 も 河原 石 に よ る 積石であ る 。 し か し 長原 ， 大
ω ω  

室古墳群に お い て ， 敷 石に河原石を使用 し た の が認め ら れ， 石材 の 利用 に も か な り 複雑 な様相

を 持 っ て い る 。

こ れ ら 積石塚を 中 心 と し た 古墳群の立地 を み る と ， 山麓に立地す る も の が多 く . こ の 内 で も

保科川 扇状地 の 中 央に発達 し た長原古墳群は例外的 な存在であ る 。 大室古墳群 に つ い て も ， 千

l油 川 の蛇行に よ っ て ， 当 時 と か な り 地 形 的 に 変化があ っ た と 恩わ れ ， 土師器 ・ 須恵、器の分布一一
当 時 の集落の復原 を 行 な わ な け れ ば ， こ の 立地の点 も 判 明 し な い も の と 思われ る 。 立地に つ い

て ， 保科川 扇状地にあ っ て は ， 長原古墳群 ， 白 塚古 墳群 を は じ め積石塚 と 関 連 す る 古 墳群は扇

状地状に発達 し た。 ま た鎧塚 1 . 2 号墳 ， 桑根井古 墳群 に も 同 様の 傾 向があ っ た 。 し か し 大室

・ 吉 ・ 杉山 ・ 矢の 口 ・ 東 条を 始 め と し ， 他 の 散在的 な 分布 を 示す積石塚は . 山 麓部 に立地 し ，

保科川扇状地の積石塚の立地 と ， 別 の傾 向 を 感 じ さ せ る 。

こ れ ら 立地 と 関連 し て ， 先学か ら 積石塚 と 牧の 関 係 を 含め て 帰化人の問題 を 提 起 さ れて き

ま。 確か に . 合掌形石室 ， 文献上の徴 証 ， 古 墳群 と 立地， 特に水 田 と の 関 連か ら 経済的 な 面 に

つ い て ， ま た ， 大室 ・ 高井 ・ 吉 田 と か牧 名 と 古 墳群 と の 関 連性 か ら ， 文 化的影響 を 考 え なけ れ

ばな ら な い 。 し か し 何 回 も 指摘 し て き た よ う に . 古墳群全 体 に つ い て . 積石塚に つ い て 判 明 し

て い る も のは 限 ら れた状態であ る 。 長原古墳群 に お い て 始 め て ， 積 石塚の構造， そ れ に古 墳群

の様相 に つ い て の契機を 持 っ た にす ぎ な い 。 そ れに し て も ， 善光寺平の 古墳文化 の 考 察 を 行 う

時 . あ ま り に も 破壊が行なわ れ ， 調査例 も 少 な く 資 料 の 欠 除か ら . あ く ま で も 推定の域を 脱 し

え な い 。 と り わ け . 信濃の 積石塚の場合 ， 内 部構造， 文献上か ら 大陸帰化人 と 関 連 を 考 え ざ る

を 得 な い 点 も 多 し コ 。 こ れ ま で に も 指摘 し て き た よ う に ， こ れ ら を 含む善光寺平の 古墳文化の 様

相 . ま た古墳群の外部構造 ， 内部主体 も 非常 に 複 雑 に 関 連 し あ っ て い て ， こ れか ら の 研究 に ま

ち た い と 思 う 。 ま た 各地の 積石塚墳 ， 古 墳群 と の 相対 的 な 関 係 に つ い て も 考 え る べ き であ ろ う 。

最近， 解明 さ れつつあ る . 川 柳 ， 森の将軍塚古墳を 始 め と す る 前方後 円 墳の編年的 な 事 と . こ

れ ら 積石塚の発生か ら 発展 期の 様相に つ い て も ， 当 時 の 信 濃 に お け る 政治的社 会 に つ い て解明

さ れ なければ， 積 石塚の 問 題 ， 特に帰化人を 含 め た 被葬者の性格 に つ い て 明確 に し え な い 。

さ ら に密度の高い . 統一的 な調査に よ っ て こ れ ら の 問題の展 開 も 可能 に な る と 思 う 。

(大 塚初 重 ・ 下平秀夫)

印1) (7)と 同 じ
制 実査に よ る
ω 例えば一;志茂樹 「信濃 と 越 と を結ぶ古代の幹路」 信濃 1 5巻10号 昭和38年

大場磐雄 註(8) と 「信濃浅間古墳』 東筑摩郡本郷村教育委員会 昭和4 1 1:!三
藤森栄一 設(4)
斎藤忠 「積石塚考」 信濃 1 6巻5号 昭和39年
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第四章 結 五一山

長原古墳群の調査の結果， そ の形 成 さ れた年代 を 西暦 :6世紀末葉 jか ら 8 世紀中葉前後 と 推定

し た 。 一部 の 古墳では ， 最終的 な 石室へ の 埋葬 が . 9 世紀代に ま で 降 る 可能性 も あ る 点、に も ふ

れ て お い た 。 し か も ， われわれの経験では ， 開墾や耕作が お こ な わ れ て い た 扇状地上の積石塚

は ， 現代に おけ る 二次的 な 積石 塚がか な り あ る と い う 事実 と ， そ の反 対 に天井石な ど の 石材採

取 を 目 的 と す る 積石塚の完 全 な 消滅 も あ る こ と で あ っ た 。 そ れ放 に ， 古墳群の構成 を 究 明 す る

場合の障害にな っ て い る こ と も 事実であ る 。 幸 い長原古墳群 の調査では ， 保存す る 古墳を も 含

め て ， か な り 詳細 に 観察す る こ と がで き た 。

そ の結果， い ま は 姿 を 消 し た ニ カ コ、塚古墳が， 他 の 諸古墳 と の対比か ら ， そ し て ま た合掌形

石室 と い う 特異 な 内 部構造 の分析か ら ， 大陸系帰化人の墳墓 と 推定 し た 。 そ の た め ， ニ カ ゴ塚

と 他の古墳 と の関係が問題 と な る が ， 帰化人の後喬達 の 集 団 も ， 比較的 早 い 時 期 に同 化 し て ，

後期古墳の一般 的 埋葬形態で あ る 横穴式 石室 の採用 に踏み き っ た も ので あ ろ う 。 も し ， そ う で

は な い な ら ば ， 帰化人 の墳墓 と 確定で き る の は ， ニ カ ゴ塚古墳 の み で あ り ， お そ ら く 特殊 な 技

術者集 団 と し て 移住 し て き た 帰化族 と 接触 し ， そ の技術 的 系譜 を 受 つ い だ在地 の 集 団 に ， 関 係

あ る 墳墓 と み な し て よ い であ ろ う 。

さ て ， 長原古墳群を の こ し た 集 団 の 生活手段は ， いか な る も の であ っ た ろ う か。 こ の課題に

せ ま る 研究方法 と し て ， わ れわれは善光寺平の東縁地域古墳群 の全体像 の 中 か ら ， 真 の 姿 相 を

把握 し な け れ ば な ら な い と 考 え る が ， 約 500 基 に お よ ぶ大室 の大古墳群 の考古学的究明 も い ま

だ十分 と は い え ね段階であ る 。 われわれの 予察では ， 長原古墳群 の近距離に あ る 大室古墳群 の

中 には ， あ き ら か に長原古墳群 に 先行す る 整 っ た 横 穴式 石室墳が相 当数あ り ， 大室古墳群が形

成 さ れつつあ っ た 過程 で ， お そ ら く は西 歴 7 世紀代に入 っ て か ら 保科川 扇状地に墳墓地域が設

定 さ れ る も の と 考 え る 。 し た が っ て ， こ の段階に多 く の群集墳が ， 小支群 と し て 各地域に生成

さ れは じ め た と 考 え ら れ ， 善光寺平の 東縁地域 のー拠点で あ っ た大室地域の社会は ， こ の時期

に一段 と 階層 分化が進展 し て い っ た のでは な い か と 思わ れ る 。 そ れが急激な 古墳群の増加 と な

っ て あ ら われた も のであ ろ う 。

こ の地 域 の 積石塚古墳 の 出 現は ， 須坂市鎧塚古墳に よ っ て . 5 世紀代に ま で さ か の ぼ る こ と

があ き ら か で あ る 。 あ る いは ま た 中 野市新野の金鎧山古墳の ご と く ， 合掌形石室例 と し て . 6 

世紀代前半に比定 し う る 例 があ り ， 大陸 系統 の墓制が 5 ・ 6 世紀頃か ら 出現 し て い る 事実を 知

る のであ る 。 こ れ ら の古墳が帰化人の墳墓であ っ た と すれば， す で に 5 世紀代か ら 6 世紀代に

註 (1 ) 永峯光一 ・ 亀井正道 「長野県須坂市鎧塚古漬の調査」 考古学雑誌 45巻 1 号 昭和34年

71 



第vll章 給 語

か け て ， こ の地域に帰化人の集団が住 み つ い て い た こ と が確 実であ る 。 し か し ， 彼等は 何 を 生

活 の 基盤 と し て い た のであ ろ う か 。 大室古墳群の み で も 概数約 500 基 と い う 多 数 の群集墳 を 生

み 出 し た社会の基盤は ， た ん な る 小地域範囲 の農耕生産のみでは ， 維 持 し え な か っ た こ と であ

ろ う 。 延喜式 に 見え る 大室 ・ 高 井 ・ 笠原 な ど の官牧 の名は ， そ の前代か ら すで に こ の地域に お

い て ， 馬 匹 の 生産が展 開 さ れて い た 可能性 の濃 い 証 明 と な ろ う 。 千 曲 川 が形成 し た氾濫原 に望

む ， ゆ る や か な ス ロ ー フ。 を も っ 扇状地形は ， 荒地 と し て 農耕には 必 ら ず し も 適地では なか っ た

が ， 牧 場 と し て 軍馬 の飼育には ， 恵 ま れた環境にあ っ た も の と 思われ る 。 後 代 に な っ て ， 信

濃固 には さ ら に 多 く の 官牧や 私牧が設け ら れた が ， 西暦 5 ・ 6 世 紀代以降 ， こ の地域が早 く も

こ う し た馬匹生産地 と し て ， 大和政権 の 重要視す る と こ ろ と な っ て い た こ と は ， 十分あ り う る

こ と で あ ろ う 。 そ う し た 国 家的 な要 請 を 貫徹せんが た め に ， 騎馬の飼育 と 牧場経営に長 じ て い

た 帰化系の 人 々 が ， 東国 と く に こ の信 機 に 多 く 送 り こ ま れた に ち が い な い。 こ の よ う に ， 大和

政権 の軍事 力 を 保持す る 役割 の一翼を 担 っ た 集 団 の規模や ， 経営 し て い た 官牧 の地域は ， か な

り 大 き く ， 範囲 も 広か っ た こ と が推察 さ れ る 。 そ う で な け れ ば ， 短期間に ， し か も 一地域に500

基 も の大 古墳群を ， 形成 し う る 基盤 と は な り え なか っ た ので は な い だ ろ う か。

倭名類緊抄に よ れば ， 高井郡中 に 四郷が記 さ れ て お り ， そ の 中 に穂、科郷の名が見え る 。 穂科

は 現在の保科お よ び 川 田 を 含 め た範 囲 であ る こ と は ， あ き ら か で あ る 。 し た が っ て ， 長原古墳

群 を の こ し た 人 々 も ， こ の 穂、科郷の先駆的 な 中 核体であ っ た ろ う こ と も ， 十 分 に 首肯で き る の

で あ る 。 そ し て ， 長原古墳訴のみで な く . 大室古墳群や 周 辺 の 多 く の古墳群 の被葬者逮 も ， 彼等

す べ て が大陸帰化系 の 人 々 に 限定 さ れ て い た のでは な く . 馬匹生産や軍馬 の調教に熟達 し た帰

化 人 と と も に ， 彼等か ら 数 々 の 技術 や経営法 を 学 ん だ . 古墳時代人 の 参加 を み と め な ければな

ら な い だ ろ う 。 こ の地域 の古墳群が， 積石塚古墳の み で な く ， 伝統的 な 土塚や ， 内部構造に も

同 時代 に 幾 多 の 変 化 を 示 し て い る こ と は ， そ の聞 の事情 を 物 語 っ て い る と 考 え ら れ る のであ る 。

ま た 帰化人の系統に つ い て ， 高 句麗系帰化人を 考 え る 大場磐雄博士 ら の立場 と ， 百済系帰化

人の参加を も 求め よ う と す る 斎藤忠博士 ら の考 説 と が提起 さ れて い る 。 積石塚の葬法や ， 古 文

献記載の高句麗系 の 人 々 の 登 場 を ， 限定的 な 資 料 と す る か ， あ る い は合掌形石室 の 系譜が， 確

実 に 百済の基制 に 結び つ く こ と で ， 百済系帰化人 と す る か の 差であ る 。 古代 日 本 に お け る 帰化

人の専門 的 な 技術 の 到来は ， き わ め て 多 岐 に わ た り . か つ長 期に お よ ん で い る 。 高 句麗系の帰

化 人 の み で な く ， 百済系帰化人 も ， こ の 信 濃 固 に 派遣 さ れ て き た こ と は ， ほ と ん ど 動か し がた

い事実であ ろ う 。 と く に長原古墳群の場合に限定す れ ば ， 私は合掌形石室の採用 を 重視 し . 系

統 と し て は 百済系の帰化人を ニ カ ゴ啄古墳の被葬者 と 考定 し た い の であ る 。 ニ カ ゴ塚の 出 現以

後 ， こ の 地に形成 さ れた長原古墳群 の 諸古墳は ， 積石塚であ る と い う こ と を 除 い て は . 横 穴式

柱 。) 大場磐雄他 「長野県東筑摩郡坂井村安坂積石塚の 調査(1 )(2)J 信濃 第1 6巻4 ・ 6号 i昭和39年
大場磐雄 ・ 原嘉藤 ・ 金谷克己 『信濃浅間古墳』 東筑摩郡本郷村教育委員会 昭和4 1 年

(3) 斎藤忠 「積石塚考」 信濃 第 1 6巻 5 号 昭和39年
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石室 ・ 副葬 品 の点か ら も ， それが帰 化人の墳墓 と 断定す る 考古学的事実を 示 し て い な い 。

積石塚そ れ 自 体 も ， 地理的 な環境を 第一義に考 え れば ， 決 し て 特殊な墳丘 と 決 め つ け る こ と

も 困郷であ ろ う 。 私は ， そ れ ら の各古墳が， 帰化人の墳墓 と 考 定 し た ニ カ ゴ塚古墳 と ， 全 く 無

関係に同一古 墳群 を 形成 し た と は考 え な し 〉 。 あ る いは同 族集団の墳墓であ っ たか も し れ ぬ し ，

たん に技術的系譜を 背 っ た ， 古墳時代人の家族集団の墳墓であ っ た可能性 も あ る 。 こ の結果は

な お今後 の 周 辺古墳群 の調査 と ， 示 さ れ た事 実 の 分析 に立脚 し て ， あ き ら か に さ れね ば な ら な

い と 思 う 。 (大塚初重〕
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b わ り に

本古墳群の発銅が 終 っ た ばか り の昭和42年 4 月 ， 藤森栄一先生や極 口 昇一氏な どか ら ， ぜ ひ

報告書ー を 書 く よ う に と の依頼 を 受け た 。 私 自 身 ， 学生時代に思師後藤守一先生の 指導の も と に

. 大室古墳群の発掘や測量に従 っ た :患い 出 が あ り ， 積石塚の 正式調査報告が . 思 い の ほ か 少 い

こ と を 知 っ て い る の で， 喜ん で お 引 受 け す る こ と に し た。 と こ ろ が ， 私は大学か ら の在外研究

員 を 任命 さ れて . 同 年春か ら 約 1 ヶ 年近 く 欧州 ・ 中 近東にあ っ て ， 長原 古墳若手 の 報 告書 の こ と

は ， ほ と ん ど念頭を 離れ て し ま っ た と い っ て よ い 。 ま こ と に藤森先生方 の こ'厚意に対 し て 申訳

な い こ と であ っ た 。 帰国 し た 本年春. ふ た た び報告書刊行の志 向 を き か さ れ ， し か も ， 松本市

で開催 さ れ る 日 本考古学協 会の大会に ， 間 に 合わ せ る 計画 であ る こ と を 知 り ， 大 い に 悩ん だ。

さ いわ い 私 の 渡欧 中 に ， 研究室 の 小林 三郎講師 を は じ め ， 調 査 に関 係 し た学生諸君が. 遺 物 整

理や 実瓜IJ な ど を 献身的 な努力で果 た し て く れて い た の であ る 。 こ う し た 協力 と 援 助 が な け れば

こ の 報告書は い ま だ陽 の 目 を 見 る には 至 ら な か っ た であ ろ う 。

それに し て も ， 原稿は お く れにお く れて し ま い ， 編集の 樋 口 昇一氏には 多 大 の ご迷惑を かけ

る こ と に な っ た 。 こ こ に刊行の機会 を 与 え ら れた藤森先生を は じ め ， 長 野県考古学会に対 し て

深甚な る 感 謝 の ;患 を 表 し た い と 思 う 。

終 り に ， われわれの 調査開始か ら 今 日 ま で数 々 の ご 指導 と ご 配慮 を い た だ い た 杉原荘介教授

と . ま た お 世話に な っ た長野市教育 委 員 会 当 局 ， 長野県教育委員会指導主事林茂樹氏. 地元若

穂地区 . の関 係者名位 にあ っ く 御礼 申 し 上げ た い。

1 9 6 8 年 9 月

明 治大学考古学研究室

大 塚 初 重
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積石塚 ・ 合掌形石室関 係主要参考文献

(昭和43年 8 月 )

1 . 佐藤勇太郎 「讃l技高松古跡」 東京人類学 会報告 2 巻1 2 号 明 治20年

2 . 坪井 正五郎 『 日 本 の 「積 ミ 石塚J Jì 東京人類学会雑誌 1 5巻169号 明 治33年

3 . 坪井正五郎 「 ケ ー jレ ン に就て」 東京人類学会雑誌 15巻165号 明 治33年

4 . 原秀 四 郎 『陸部j の 積 ミ 石 塚』 東京人類学会雑誌 16巻184号 明 治34年

5 . 大野雲外 「 ケ ー ノレ ン に就て 」 人類学雑 誌 27巻 3 号 明 治44年

6 . 関 野貞 「満 州輯安県及び平壌附近に於け る 高 句麗時代 の遺蹟」 考古学雑誌 5 巻 3 号

大正 3 年， 5 巻- 4 号 大正 3 年

7 . 笠井新也 「石塚の研究」 人類学雑誌 32巻 1 号 大正 5 年

8 . 後藤守一 「対馬瞥見縁(2)J 考 古学雑誌 13巻 3 号 大正11年

9 . 唐沢貞治郎 ・ 岩崎 長思 『鎧塚古墳』 長野県史蹟名 勝天然紀念物調査報告第一輯 大正12年

10 . 笠井新也 「阿波に於け る 石塚反び方状石篠」 考 古学雑誌 1 4巻 2 号 大正12年

1 1 . 匹 田直等 『阿武郡 見 島文化の研究』 山高郷土史研究会考古学 研究報告書

12 . 三輪善之 助 「長門見島 の遺蹟」 考 古学雑誌、 1 4巻 3 号 大正12年

13 . 矢沢頼道 「屋根型天井 の石1郭を 有 す る ケ ー Jレ ン 」 長野県史蹟名勝天然紀念物調査報告

第 二輯 大正13年

14 . 高橋健 自 『鍍鉾銅剣 の研究』 大正14年

1 5 . 岩 崎長思 「金鎧山古墳」 長野県史蹟名勝天然紀念物調査報告 第五輯 大正15年

1 6 . 森本六r.Ilî IF金鎧山古墳 の研究』 大正15年

17 . 岩崎長思 「和栗古墳」 長野県史蹟名勝天然紀念物調査報告 第 九輯 昭和 3 年

18 . 仁科義男 「大塚古墳」 山梨県史蹟名勝天然紀念物調査報告 第 5 輯 昭和 6 年

1 9 . 梅原末治 『讃岐高松 石清尾 山 石塚 の 研究』 京都帝国大学文学部考古学研究報告 第12

冊 昭和 8 年

20 . 笠井新也 「 讃 l技 国 石清尾山 の石塚に就い て 」 考古学雑誌 23巻12号 昭和 8 年

21 . 後 藤守一 「積石爆の 問題」 考古学雑誌 23巻12号 昭和 8 年

22 後藤守一 「積石塚及積土塚」 世界歴史大系 第 2 巻 『東 洋考古学』 所収 昭和 9 年

23 . 宮坂光次 「信州松本地方 の古墳」 人類学雑誌37巻5号 大正11年

24 . 山本博 「長門国見島村 の弥生式遺跡 と 古墳出 土遺物」 考 古学雑誌 25巻 8 号 昭和10年

25 . 軽部窓思 「公州に於け る 百済古 墳伯」 考古学雑誌、 26巻 3 号 昭和11年

26 . 池内宏 『通満』 上巻 昭和13年

2 7 . 栗岩英治 「 大化前後の信濃 と 高 句麗遺跡」 信濃 I 次 7 巻 5 ・ 6 号 昭和13年
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28 . 架岩英治 「 鬼 神堂祉及野沢積石l家枇」 長野県史蹟 名l防天然紀念物調査報告 第一ニーニ輯 昭和

18年

29 . 梅原末治 「関東州史前文化所見J IF 東 亜考古学論孜dI 1 巻所収 昭和19年

3 0 . 酔 古 生 ( 栗岩英治) rー墳双在 の 合掌石棺」 信 濃 I 次 3 巻12号 昭和 9 年

3 1 . 斎藤忠 「屋根型天井 を 有す る 石室墳に就 い て 」 考 古学雑誌 34巻 3 号 昭和19年

32 . 小野勝年 『下高井』 長野県教育 委 員 会 昭和28年

33 . 大場磐雄 「信濃国坂井村 の 積石i家に就い て 」 信濃 n i欠56号 昭 和22年

34 . 大場磐雄 「 信 濃国 の 古墳群 と そ の 性格」 上代文化 第21輯 昭和26年

35 . 東 亜考 古 学 会 『対馬』 昭和28年

36 . 大塚初重 『武蔵瀬戸岡 に お け る 奈良時代墳墓』 駿 台 史学 3 号 昭和28年

3 7 . 大 l家 初 重 「 長野県塙科郡大室古墳群の性格」 日 本考古学協会第15回大 会研究発 表要 旨 附
和30年

38 . 後 藤守一 『瀬戸岡 古墳群』 東京都文化財調査報告書 第 3 集 昭和31年

39 . 潮 見 浩 「 山陽地方 に お け る 弥生時代の墓 制 」 古代学 8 巻 2 号 昭和34年

40 . 永峯光一 ・ 亀井 正 道 「長野県須坂市鎧塚古墳の 調査 」 考 古学雑誌 45巻 1 弓 昭和34年

41 . 水野清一 ・ 小林行雄編 『図解考古学辞典』 昭和34年

42 . 森貞次郎 「宮崎県権遺跡J IF 日 本農耕文化の生成dI (本文編) 所収 昭和36年

43 . 尾崎喜左雄 「群馬県発見の積石塚」 信 濃 E次13巻 1 号 昭 和36年

44 . 大塚初重 「信濃大室古墳群」 古 代学研究一後期古墳の研究 第30 号 昭 和37年

45 . 日 本考古学協会編 『 日 本考古学辞典』 昭和37年

46 . 米山一政 「 長野市上松 池 ノ 平古墳」 プ リ ン ト

47 . 桐原健 「諏訪盆地古墳群 に み ら れ るー姿相」 信機 E次16巻10号 昭和39年

48 . 相原健 「善光寺平に お け る 古墳立地の考察」 信 濃 E 次16巻 4 号 昭 和39年

49 . 斎藤忠 「 積石塚考」 信濃E次16巻5号 昭和39年

50 . 大場磐雄他 「長野県東筑摩郡坂井村安坂積石塚の調査(1)J 信 濃 皿次16巻 4 号 昭和39年

51 . 大場磐雄他 「 長野県東筑摩郡坂井村安坂積石塚の調査(2)J 信 濃 ][ ゆく16巻 6 号 昭和39年

52 . 斎藤忠 ・ 小野忠照 『見島古墳群』 見島綜合学術予備 調査 概報 山 口 県教脊委 員 会 ・ 萩市

教育委員会 昭和40年

53 . 小野忠照 「 山 口 県萩市見島古墳群」 日 本考古学年報 14巻 (昭和36年度) 昭和41年

54 . 大場磐雄 「積石塚 に つ い て J IF信濃浅間古墳』 所収 昭 和41年

55 . 米山一政 ・ 下平秀夫 「長野県長野市 若槻吉三号古墳調査概報一合掌形石室 の 諸問題一」

信濃E次19巻 4 号 昭 和42年

(: 3 2よ 編)
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第
一

図
版

長
原
古
墳
群
の
遠
景

長原古墳群の全景 ( 東 北側 よ り 〉

長原 古墳群 の全 景 (西南側 よ り 〕2 .  



第
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長
原
古
墳
群
・

第一
号
墳
お
よ
び
第
二
号
墳

第一号墳の全 景

2 .  第二号墳の全景
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長
原
古
墳
群
・

第
四
号
墳
の
全
景
と
石
室

第四号墳の全景

第 四 号墳， 内部主体の残欠2 .  
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長
原
古
墳
群
・

第
五
号
墳
の
全
景
と
石
室第 五号墳の全景1. 

第五号墳 ・ 石室の遺存状況2 .  
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長
原
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群
・
第
五
号
墳
の
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室

)

 

-(

 

第 五号墳の 石安全景

第 五号墳の石室羨道閉塞2 .  
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長
原
古
墳
群
・

第
五
号
墳
の
石
室

(2) 

2 .  (3 )  

第 五 日墳の 行 本 全 景

第 五 日 墳 の 石市 全 景

1 .  



第
七
図
版

長
原
古
墳
群
・

第
五
号
墳
副
葬
品
の
出
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状
態

ト)

( 1 )  第五号墳 ・ 石室 内 に お け る 副 葬 品 の 出 土.状況

(2) 第五号墳 ・ 石室内におけ る 副葬品 の 出 土状況
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長
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群
・
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五
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副
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出
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口

(3 ) 第 J _L 号墳 ・ イ i宅 内 に お け る 副葬品 の 出 土状況1 .  

( .J. ) 第 I I� �-境 ・ 右京 内 に お け る 副葬品 の U \ 土状況2 . 
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長
原
古
墳
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・

第
五
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墳
出
土
の
副
葬
品

1 .  第五号墳山 土の金・環 お よ ひ(1]、玉

2 .  第 五 号 噴 出 土の 大 万 賞金具， 鉄鉱 . 刀 子 お よ び 鉄小札一括
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・
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五
号
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お
よ
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墳
出
土
の
副
葬
品第五号墳 11\ 土の土師式土器 (杯)1 . 

。

第六号墳 11'， 土の金環 お よ び 薬玉



1 .  第六号墳の全景

2 .  第六号墳の石室遺存状況
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と
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と
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第 七号墳の全景

第 七 号墳， 発掘前の 石室の状態



第
一

三
図
版

長
原
古
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群
・

第
七
号
墳
の
石
室

第 七号墳の 石室 (玄室) 全 景1 .  

第 七 号墳 ・ 石室の側 壁 と 奥 壁2 .  
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長
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第 七号墳石室玄室 よ り 玄門 と 閉塞状況 を み る1 . 

第 七号境 ・ 石 室 内 に お け る 副葬品 の 出 土状況2 .  



第
一

五
図
版

長
原
古
墳
群
・

第
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号
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の
副
葬
品

。

第 七 一号墳l1 1 土の金環， 鉄鉱， i脊帯金具 お よ び 小玉

第七号墳出土の須恵、 器 (壷)3 .  第 七号墳出土の須恵器 (長頚壷)2 .  



1 .  第八号墳の全景

2. 第八号墳の 石室遺存状況

第

六
図
版

長
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長
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・

第
十
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墳
の
全
景

第 十一号墳の全 景1 .  

第 十一号境の墳]頁 の状態2 .  
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長
原
古
墳
群
・

第
十
一
号
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の
石
室

(1) 

(2) 

第 卜一号墳の石室

第十一号墳の石室

1 .  
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長
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第
十
一
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墳
出
土
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副
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品

第 十一 号墳 出 上 の 切子玉 . 小玉 お よ び 用 途 不明鉄器

第 十一号墳 出 土の須恵器 ( 勾 台 付杯)2 .  
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長
原
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二
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の
全
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第 十二号境全景

第 十二 号墳の墳頂 の状況2 .  
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長
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付

-
第
十
二
号
墳
の
石
室

(2) 

(1) 第 十二号墳の 石室
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同

(3) 常+... 二号 墳 の 石室1 . 

第 十二号墳の 石室構 築状態2 .  
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付

)

 

i

 

(

 

第十二 号墳石室内におけ る 副葬品 の 出 土状況

(2) 第十二号墳石室内 におけ る 副葬品 の 出 土状況
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口

.(3) 第十二号墳石室 内 に お け る 副葬品 の 出 土状況1 .  

(4) 第十二号墳石室 内 に お け る 副葬品 の 出 土状況2 .  
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国
)

 

l

 

(

 

第 十二号墳石室 内金環出 土状況1. 

(2) 第十二号墳石宅内金環出 土状況2 .  
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第十三号墳の全景

第 十三号墳発掘前の 石室遺存状況
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長
原
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付

第
十
三
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墳
の
石
室

)

 

l
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(2) 第十三号墳の 石室2 
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・
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(南か ら )(3) 第 十三号墳の石室

uじか ら 〉)
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第十三号墳 の 石室
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態

玄門より爽 壁を のぞむ)

 

1

 

(

 

第十三 号墳石室内に おけ る高11葬品出土 状況1 . 

奥壁付 近の状況(2) 第I ' � \J'J誼 イ i本内に おけ る 富l'葬品出 土 状況
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長
原
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第
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副
葬
品
出
土
状
態

1ユ

奥 壁付近の細部(3 ) 第 十二 号 墳石京 内 に お け る 副葬品 出 土状況1 .  

奥壁付近西側 壁細 部(4)  第 十三号墳石室 内 に お け る 重il 葬 品 出 土状況2 .  
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l
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第 十二号墳， 石五五 の構築状態1 .  

(2) 第 十三 号 墳 ， 矛i主 の 構 築状態2 .  



第
三
三
図
版

長
原
古
墳
群
・

第
十
三
号
墳
出
土
の
副
葬
品

2 3 
(一)

第 卜二号阜:L' \ \ 土の 勾玉

0 " ' .  

第 卜二二号墳JJ I 土の 切子 玉 ， {�l 玉 . 寵玉 お よ び小玉類2 
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。 。
。
。

同

第 十三号墳IJ\ 上の金環お よ び銅釧1 .  

第十三号墳 出 土の 刀子 ， 鉄鉱お よ び 万鞘尻金具2 .  
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1 .  
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口
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の
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器
(託泉)

国

第 十三日-墳 山 土. の 土師式土 器 (杯)



1 .  第十四号墳の現状全 景

2 .  第 十六号墳の現状全 景
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践

近年都市開 発 の進歩 は 目 覚 し し 、 も の が あ り ま す 。 農 地改善 は も ち ろ ん、 住宅用

地の建設 あ る い は道路新設 な ど 原 野、 山 地、 農 地 は著 し く 変貌 し て い ま す 。

開 発 に あ た っ て 心 す べ き は 、 自 然 の景観 を 損 わ な い こ と 、 自 然 の 資源 を 保全 す

る こ と L そ し て 、 私た ち 民族 の生 活 の 跡 を 存 置 す る こ と で あ り ま す。 こ ' dこ 心 を

配 り で き 得 る 限 り の 措置 を と ら な い な ら ば、 こ れ ら の 資源財産は永 久 に 私た ち の

手 に か え ら な いの で す。 長 野 市 で も 古 い墳跡 を め ぐ っ て の 問題 が二、 三 で て お り

ま す。 こ ん ど発掘調 査 を 行 い ま し た 長 原古墳群 が そ れ で あ り ま す。

こ L に は県企業局 に よ っ て 住 宅 団地が で き ま し た 。 古 墳群 を そ の ま L の 形 で 存

置す る の は色 々 な 関 係か ら 残念 な が ら 難 し く 、 記録保存 を 行 う 以 外に な か っ た わ

け であ り ま す。

幸い、 長 野県企業 局 の ご 理解に よ り 非 常 な 成果 を 収 め得 ま し た こ と に 対 し 感 謝

申 し 上 げ る も の で あ り ま す 。

ま た、 こ の報告書 を 刊 行す る に 当 り 、 明 治 大学教授大塚初重 氏 ら 諸先生方 に ご

助 力 を 賜わ り ま し た こ と を 心か ら厚 く お 礼 申 し 上 げ ま す 。

こ の報告書は 今 後考古学上 の 資 料 と し て 、 文化財保護の立場 か ら 十 分 ご活用 さ

れ る よ う 期待 い た し ま す 。

昭 和 43 年 10 月 1 0 日

長 野 市 長 夏 目 忠 雄



信濃 ・ 長原古墳群

- 積 石 塚 の 調 査 一

長野市 若穂長原古墳群緊急発掘調査報告

昭和43年 1 0 月 20 日 印刷
昭和43年1 0月25 日 発行
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