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「

は し が き 茨木市は京阪神の要路に位置 し、早 くから人々の生活

の舞台 として繁栄 し、貴重 な文化財 が数 多 く残 された

“まち"です。 これ らの文化財 を保護 し、市民生活に役だ

て、正 しく後世 に伝えていくことは、私たち現代 に生 き

る者の責務 と言わねばなりません。

上寺山古墳は名神高速道路建設工事に伴って発見され、

昭和36年 に緊急調査 を実施 した結果、窯塚 とよばれる特

異な構造を持つ全国にも例のす くない古墳であることか

ら一躍注 目を集めたのです。調査の結果は『日本考古学

年報』や『茨木市史』などで断片的に公表 されてはいる

ものの、未だ調査の全容は公干Jさ れていなかったため、

F茨木市文化財資料集』 として上寺山古墳発掘調査の概

要 を発刊 し、多 くの方々の参考 に供 したいと思います。

本概要 を千J行するにあたり心 よく執筆 をひきうけられ

た田代克己氏 と、資料 を提供 くださった野口覚氏、調査

に参加 していただいた方々、本市文化財研究調査会委員

の皆様に感謝の意 を表 します。
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調査主体

調査参加者
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1 人四711跡  2.総 キ+キ遺跡 3.
南遺跡 8.倍 ケく世跡 9 穂積廃寺

13.児付山古墳 14.中條遺跡 15.

地 19 束奈良遺跡

14原 遺跡 4 那遺跡 5 那神社古墳 6.刊∫山古墳群 7.地 l lx池

10.上穂積神社古墳 H 上穂積山古墳 12 茨木ゴルフ場窯跡

松沢池北遺跡 16.上寺山古墳 17.松沢池底遺跡 18.山 田銅鐸出土

箕面市にまたがって千里山丘陵と呼ばれる

、茨木市下穂積の上寺山と呼ばれる丘陵の

こぎって建設されていますが、この高速道

古墳の位置

大阪府の北西部には、茨木市、摂津市、吹田市、豊中市、池田市、

広い洪積台地が存在 しますが、この上寺山古墳は、その東北端に近い

頂上近 くで発見されたものです。

名神高速道路は、この北南から南東に長 く延びた上寺山の丘陵をよ

路の南側わずか10p離れた地点で発見されたものです。



調査の経過 大 き く土 取 り さ れ た 崖 の 頂 上 附 近 に 、 巾 約 3″ に わ た

っ て 焼 上 の 露 出 して い る の が み られ 、最 初 は 須 恵 器 を焼

い た 窯 跡 で あ ろ う と考 え ま し た。 しか しす で に 盗 掘 に よ

っ て 出 土 して い る物 を よ くみ る と、 須 恵 器 は す べ て 完 形

品 で あ り、 夕 くの 河 原 石 や 、 鉄 釘 が 出 土 し て い る こ とか

ら 、 簡 単 に 須 恵 器 窯 跡 と きめ る こ と は で き な くな っ た の

で す 。 な ぜ な ら ば 、 も し須 恵 器 の 窯 跡 な ら ば 、 完 全 な 形

を し た も の よ り も 、 む し ろ焼 け ひ ず み の あ る もの や 、 破

片 が 多 くみ られ る の が 普 通 で す し、 鉄 釘 や 多 くの 河 原 布

が 出 土 す る こ と は 、 ほ と ん ど な い と言 っ て よ い もの だ か

らで す 。

こ う して調 査 以 前 に知 る こ と が で き た事 実 か ら、 こ の

遺 跡 は 、 須 恵 器 を焼 い た 窯 跡 な ど で は な く、 丸 太 を組 ん

で 骨 組 と し、 _Lを ス サ を まぜ た米占土 で ぬ り同 め て苦h屋 を

ヤ倖 り、 中 に埋 朝言し た ,童つにも ろ と も 火 を か け た 、 窯 塚 と口乎

ば れ る特 殊 な古 墳 で あ る と判 断 さ れ た の で す 。

崖 に 露 出 して い る焼 土 を よ く観 察 して み る と、 そ の 両

端 は うす く中 央 部 が 厚 く、 全 体 に カマ ボ コ状 に な っ て い

る こ とが 認 め られ ま し た。 こ の 焼 上 の す再出 して い る壮 両

を、 そ の ま ま 1新 而 観 察 の た め の 畦 と して 残 し、 他 の 青る介

は す べ て 焼 土 力汁出て 来 る ま で 、 _Lの 上 を 除 くこ と に して 、

発 掘 を開 始 し ま し た。 こ う して 焼 土 を ,二求 し た結 果 、 こ

の 佐圭再百か ら 、 巾 ネ,3,″ で 、 封ヒに 約 4 ′″サ完土 の 糸売 く こ とが

わ か り、 崖 面 と同 じ様 に 全 体 が カ マ ボ コ状 に な っ て い る

こ とが わ か り ま し た。 断 面 観 察 の た め に 残 し た畦 の 東 半

介 に は 、 焼 土 面 に そ っ て 4本介 の 菓 室 を つ くる 時 骨 組 と

され た 丸 太 の 焼 け 残 っ た 炭 が 並 ん で い る の が 知 られ 、 ま

た墓 室 は 、 中約 3″ 、 長 さ約 5,″ 、 深 さ約 1.3″ の 山 に

掘 り こ ま れ た長 方 形 の 上 転 の 内 に 組 ま れ て い た こ と も明

ら か に な り ま し た。

こ の 焼 上 の 平 面 図 と断 面 図 を つ くっ た 後 、 ま ず 西 半 //Jk

か ら焼 土 を取 り除 く作 業 を開 始 し́ ま し た。 焼 上 の 多 くは

か な り大 き な 塊 と な っ て い て 、 中 に スサ が 入 っ て い る の

が 認 め られ 、 現 布:の 上 唯 と同 じ様 に 塗
'っ

れ た もの で あ る

こ とが わ か り ま し た◎

全 体 の 焼 土 を取 り除 い た結 果 、 床 に 河 原 石 が 一 而 に 敷

か れ 、 そ の 上 に 合 計 3つ の 木 構 が 納 め られ て い た こ とが

刷写ら か に な り、 第 2号楠 と第 3号構 は 、 構 の ―一言焉が 炭 |こ

な っ た ま ま残 っ て い る こ と も明 ら か と な り ま し た。

案 室 の つ く ら れ た 土 拡 の 周 囲 を調 べ た結 果 、 骨 組 み と

して 周 囲 か ら並 べ ら れ た 丸 太 の 痕 跡 を み つ け る こ と が で

き ま し た。 北 イ則で は 15本 、 東 と西 は そ れ ぞ れ 20本 の 丸 太

が 、 しっ か り埋 め こ ま れ て い た こ とが 刷中 フか と な 1)、 北

側 中 央 部 の 4本 が iF二 立 して い る以 外 は 、 6()-70度 の 角 度

で 立 て 砿 ´ヽミ
'フ

れ て い た こ と も明 ら か と な っ た の で す。 ま

た Lナ広の 内 部 に は 本i:が 立 て ら″とて い た こ と も わ か 1)、 ま

ず 併 を 立 て _riに 梁 を わ た し、 周 囲 か
'ラ

丸 太 を 立 て か け て

骨 監丘み と し、 企 休 |こ ス→ナを まぜ た米占封1を 塗 っ て 来 宅 を つ

くっ た こ と が 明 ら か と な っ た の で す 。



① 盗掘で荒らされた部分や
上部の土 を除いて焼土だけ

を露出 させた状態。

手前の土器 は盗掘 によ り

調査前 に掘 り出 されて しま

ったもの。

② まず中央部西半分の焼土
を除いた。床面に敷かれた

河原石 などが現われ る。

③ 炭になった木構が残って
いることが明 らか となった◎

敷石の上 には木桔 に使用 さ

れた鉄釘 な どが残 っている。
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④ 断面の実測図をつ くった

後、東半分 も焼土 を除いた。

敷石のなかには、一かかえ

もあるものがあって、構 を

のせる台として使われたと

考えられるものもある。

⑤ 周囲からは直径10伽～15

効前後の小さな穴が並んで

みつかり、まわりからオ垂木

を立て並べた構造のもので

あることが明らかとなった。

⑥ 東側では、ほとんどもと

のままの状態で椎木が炭に

なって残っているところが

みつ か った。



⑦ 奥の部分 を残 して焼上 を

取 り去った状態。束半分に

炭になって残った木小宮がみ

らオしる。

①  川,Hの ltT:木 の小クくがはっ

きりした。ほ とん どが 6()1支

～70度 の角度で立 て封

'べ
'っ

れていることが |り」らかにな

った。
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⑩ 焼土をすべて取り去った

状態での全景。

北側中央の小穴 は 4本 だ

けがほぼ直立 してお り、煙

出 しと考 えられる。

南側 では、同 じ穴 に埋め

込 まれた 2対の柱穴 がみつ

か り、構造復原のための大

きな手がか りとなった。
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⑩ 焼土をすべて取り去った

状態での全景。

北イ員1中 央の小穴 は 4本 だ

けがほぼ直立 してお り、煙

出 しと考 えられる。

南側では、同 じ穴 に埋め

込 まれた 2対の柱穴 がみつ

か り、構造復原のための大

きな手がか りとなった。



① 北側中央の直立する4本
の椎木ケくと、造物の出土状

態◎敷不iの 下にもJと 器など

が入っていて、メ世非は―‐時

でな く、時間をおいて行な

われたものと考えられる。

⑫ 棺台に使われた石、炭に

なった木棺、土器などの出

土状態。

〇 西イ民1か らみた木棺などの

出土状態。
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⑫ 南側からみた木桔などの

出土状態。

⑮ 南狽‖からみた第 2号棺の

細部。西側板の上部が折れ

て内にたおれ込 んでいる。

〇 西側からみた第 2号棺の

細部。木口板 と西側板 とは

鉄釘が打たれたまま残って

い た。
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I.表土

2.黄色砂質土 (淡青灰色、橙色粘土混 )

3.赤色焼上

4.焼土

5。 暗赤福色土

6.焼土

7.ス サ混 り焼土

8.炭混 り暗赤褐色土

9.焼土

10.淡黄禍色粘土

H.橙色粘上 (地山)

上寺山古墳遺構実測図



上寺山古墳墓室木組復原図
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鉄鏃

刀 子

出土 した遺物には、須恵器、土師器、鉄刀鉄f族、鉄刀子、鉄製馬具、滑石製紡経車などがあ り、また炭化 した

棺材の一部 と木棺に使われていた鉄釘、鉄鈍などがある。

その出土の状態を詳 しく観察 してみると、一セットになる土器の蓋 と身 とが離れていたり、敷石の下から出土

したり、もともと一つのものであったはずの馬具が、かなり分散 した状態で発見されたりしていて、三棺が墓室

に納められたのは多少時間的な差があったと考えられます。
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小形壺

子持壺(部分 )





お わ I)に 土 ナ広の 内 側 に 立 て られ て い た 4本 の 柱 や 、 周 囲 か ら み

つ か っ た 丸 太 の 痕 跡 か ら 、 こ の 上 寺 山 古 墳 の 案 室 は 次 の

様 に復 原 で き る と考 え られ ま す 。

ま ず 地 上 に 中 約 3η 、 長 さ 5″ 以 _li、 深 さ約 1.3η の

長 方形 の 上 城 が掘 られ 、 内 に 4本 の 柱 が 立 て られ る。 こ

の 柱 の 上 に 梁 が渡 され 、 こ の 梁 に 向 っ て 60～ 70度 の 角 度

で

'司

囲 か ら九 大 が 立 て か け ら″しま す 。 梁 と梁 との 間 に も

)L太 カリ支さンと、 次 に スキナを まぜ た 11孟 Jと が 塗 ら″とて墓 室 が

f4:′フれ た と考 え られ ま す 。

さ す)に Jiナル〔内 に 立て
')″

した村:の 内 、 商 イ民Uの 本主穴 に 1よ 、

そ れ ぞ れ 2本 の 卜i:が立 っ て い た こ と が 明
'っ

か に な っ て い

ま す が 、 大 き く上 取 り され て し ま っ た 部 分 に 、 そ れ ぞ れ
文ヽ1応 す る 2本 の 本キ:が立 て デ)れ て い た と推 定 され 、 墓 室 と

hil様に 梁 を わ た し、 用 円 んヽ ら丸 太 が 、狂て
'フ

ォし、 梁 と梁 と
の キ

'町

に も丸 人 を わ た して 、 後 に 焚 田 と な る部 分 が つ く ら

れ て い た と考 え ′)れ ま す 。

こ の 様 に某
=ミ

を復 原 して み る と 、 木 と上 と で作 られ て

`よ

い ま
=オ

が 、 当 日寺流 イ子 し た横 ク(式イ下室 と口乎ば /Lる 石 室 を

もつ 古 墳 と、 大 変 よ くイIり(て い る こ と が わ か り ま す 。

横 穴 式 石 室 は普 通 墓 室 と墓 室 に至 る羨 道 と呼 ば れ る通

路 か
'っ

出 来 て い ま す が 、 材 質 の ち が う こ と を除 け tゴ 、 ま
っ た くそ っ く りの 構 造 で あ る こ と が わ か り ま す 。

こ の 上i寺 山 古 墳 の 場 合 、 遣 4/Jの 出 土 状 態 か ら 3構 が 同

時 に埋 葬 さ れ た の で な く、 あ る r:士度 時 間 を置 い て 墓 室 に

運 び こ まれ た と考 え られ ま す が 、 横 クく式 石 等iが家 族 墓 と

して 、何 年 に も わ た っ て 次 々 と死 者 を埋 葬 してイ予っ て い

る こ と と も あ わ せ て考 え れ ば 、 ま す ま す そ の 類 似 ツ昨 が 強
くな り ます 。

最 ,二 の 調 査 例 ま で 含 め て も 、 全 国 的 に み て 数 え る ほ ど
しか 発 見 さ れ て い な い 同 様 の 構 造 を も っ た古 墳 の 内 に は 、
一 度 埋 葬 が行 な わ れ 、 火 が か け られ た 後 に も追 葬 が行 な
わ れ 、 そ れ に は 火 が か け られ て い な い例 や 、 同 じ様 な構
造 を も ち な が ら 、 ま っ た く火 の か け られ た痕 跡 の な い も
の も あ っ て 、埋 葬 に あ た っ て 必 ず し もす べ て 火 が か け ら
れ た も の ば か りで あ っ た と は 言 え な い様 で す 。

遣 体 を 火 で処 理 して い る と こ ろ か ら 、 仏 教 に よ る 火 葬
を考 え る 人 も い ま す が 、 日本 で最 初 に 文 献 に あ ら わ れ る

火 葬 は 、 西 暦 700年 の 僧 道 照 で あ り、 上 寺 山 を 含 め て こ

れ ら の 窯 塚 は お よ そ 西 暦 600年 頃 の も の と推 定 され 、 も
し 位、教 に よ る も の とす れ ば 、 10o年 も古 くな る こ と に な
り ま す 。

位、教 に よ る 火 葬 は 、 遣 体 を 火 で 処 理 し た 後 、 骨 を別 に

用 意 し た 容 器 に 入 れ て埋 葬 す る こ と に 重 要 な意 味 を持 っ

て い ま す 。

遣 休 を 火 で処 理 し た 後 そ の ま ま に して い る窯 塚 の 場 合
と は 、 か な り異 な っ た もの と言 え る様 で す 。 ま た 窯 塚 の

内 に は 、 同 様 の 構 造 で あ りな が ら火 を か け て い な い も の

や 、 追 葬 さ れ た もの に は 火 を か け て い な い もの も あ る こ

と を考 え れ ば 、 た だ遣 体 を火 で 処 理 して い る か ら と言 う

理 由 で 簡 単 に 仏 教 に よ る 火 葬 だ と決 め て し ま う よ りは 、

何 か 別 の 特 殊 な理 由 を さ が す べ き だ と考 え られ ま す 。
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