
造山古墳（岡山市）
　つくりやま

　　　前方が造山古墳/5世紀前半築造の前方後円墳/左手が後円部、右手は前方部/北西側から見たところ 📹 video

https://youtu.be/vxCT0gXi0FE


造山古墳の周辺には陪塚とされる6基の小古墳が所在している



　　　　北東側に回って、後円部（左手）の墳丘裾を前方部方向へ進む/道路も墳丘に沿って設けられている 📹 video

https://youtu.be/7bWQYXzMPlY


　　　　左手の後円部墳頂を見上げたところ



　　　その後円部の三段築成のテラスでは何やら大勢集まっている



　括れ部辺りを見たところ/この辺りに台形の造り出しがあるはずだが・・・ 📹 video

https://youtu.be/KDyQtL4UzZ8


　前方部を見たところ/墳頂の木々の中に集落の守り神、荒神社（こうじんじゃ）があるようだ 📹 video

https://youtu.be/PGnltsYZ6XA


　　　　南西側の前方部角から、振り返って後円部方向を見たところ 📹 video

https://youtu.be/-QCFQlF1_J8


そこで、右手（南東方向）を見たところ/左手が前方部、道路右下の地形は周濠（水を湛えた周濠ではなかったらしい）の名残のようだ



　　　これが左手の前方部 📹 video

https://youtu.be/NKsbgPV2xLk


前方部墳丘を見上げたところ 📹 video

https://youtu.be/hTD1Wt_Me7Q


　さて、ここは南東側の前方部角にある墳丘へ登るための階段/標柱や説明板が立っている 📹 video

https://youtu.be/eCTM7iqNHhk


　　陪塚の千足古墳の石室には直弧紋様の装飾彫刻を施した槨障があると記されている



　　　　階段を登って行くと、三段築成のテラス部分が見て取れる



足元にはこんな看板もあった



　この平場は上部のテラス



　　　　　　階段を登り切ると、左上が前方部の墳頂でそこに荒神社が鎮座している



　　　荒神社へと階段を登る 📹 video

https://youtu.be/LQ7WitsMlXI


　　　ここが前方部墳頂/荒神社の社殿が見える 📹 video

https://youtu.be/6e4eRMDyE3g


　　　　正面は荒神社の拝殿/荒神社は江戸時代に鎮座したらしい 　 📹 video

https://youtu.be/YTyqJaItfxk


同時代に築造された堺市所在の上石津ミサンザイ古墳（履中天皇陵古墳）とほぼ同じ規模・墳形をしていることから、畿内の大王と同程度の力を持ったと
思われる大豪族がこの吉備にもいたのではないかとされ、造山古墳は畿内のヤマト王権に対抗できるような「吉備の大王」の墓と推測されると云うが・・・



覆屋の下には荒神社の手水鉢となっている阿蘇溶結凝灰岩製の刳り抜き式の長持形石棺の身が置かれている



　　　　別の角度から



　　　　こんなものもあった 📹 video

https://youtu.be/LnWWNj0Med8


　こちらは石棺蓋石の破片/説明板が立っている



　蓋石の表面には直弧紋の線刻があり、内側には赤色顔料が明確に残ると記されている/身には石枕が付いていると云う



　　　アップで見たところ



　さて、これは前方部から後円部方向を見たところ 📹 video

https://youtu.be/f_qxNzhAjO8


　　そこで、左手を見たところ



　　同じく、右手を見たところ



　　　これは括れ部の辺りで後円部を見たところ 📹 video

https://youtu.be/oOH64eTiwFE


振り返って前方部を見たところ



　　　これは南東側から括れ部辺りを見たところ



　　　　そこで、左手に前方部方向を見たところ 📹 video

https://youtu.be/VX7Kj8msfJM


　　　　　同じく、右手に後円部方向を見たところ/前方に墳丘の崩れた部分が見える



　　墳丘右下から見たところ



これは南東側墳丘の崩落箇所を応急処置した状況 📹 video

https://youtu.be/ipQ4Vc_ccRk




　　　左手から見たところ 📹 video

https://youtu.be/01hQO31S3xk


　　　　さて、ここが後円部墳頂/南西側から北東方向に見たところ 📹 video

https://youtu.be/GmujSMy8zFg


　そこで、左手を見たところ



　　　　同じく、右手を見たところ/前方のマウンドは土塁の名残



　　　同じく、振り返って前方部方向を見たところ



　そこで、左手を見たところ



　同じく、右手を見たところ



　　括れ部を見下ろしたところ 📹 video

https://youtu.be/hbn4VvpWWd8


そこで、右手を見るとやはり土塁の名残が見て取れる/これは戦国時代の備中高松城水攻めの際に毛利方が後円部の墳頂に陣を築いた跡で、このように
造山古墳には、破壊された跡や農地として開墾された跡が多数あると云う



　　　これは後円部から北東方向を眺めたところ/この方向に備中高松城跡があるようだ



　墳丘下を覗き込んだところ



　　　　こちらは後円部から北西下を覗き込んだところ/何やら作業が行われているようだ 📹 video

参考：　2020/11/29　造山古墳発掘調査現場公開資料 zouzann2020siryou.pdf (city.okayama.jp)

https://youtu.be/jwKbbcvPK7Q
https://www.city.okayama.jp/kurashi/cmsfiles/contents/0000024/24766/zouzann2020siryou.pdf


発掘調査のようだ/と云うことは、最初に見た大勢の集まりは発掘調査関係者だったのか・・・



　後で確認してみると、これは2020年の秋に行われた発掘調査で、初めて埴輪列が確認されたということであった



　アップで見たところ/このような大きな成果があった発掘調査に遭遇したことはラッキー！



　これはそこから前方部方向を見たところ/括れ部の感じが見て取れる



これは西側から墳丘を見たところ/左奥が後円部、右手前が前方部/岡山県下で第1位、全国でも第4位の規模を誇る造山古墳/畿内の大王墓として上石津
ミサンザイ古墳に続く羽曳野市所在の、全国でも第2位の規模を誇る誉田御廟山古墳（応神天皇陵古墳）は、造山古墳よりもやや遅い築造とする考え方も
あるようだが、従来のようにほぼ同時期の築造と云うことになると、その被葬者で「倭の五王」の「珍」と想定される反正天皇が、朝貢時に配下の有力者や
地域の首長達にと将軍号や軍郡号を賜与して貰った中の一人の墓として造山古墳を考える方が、古墳時代としての前方後円墳体制（同時代の規模は基本
的にヤマト王権の前方後円墳を頂点とするという考え方）に即するのかもしれない・・・ 📹 video

https://youtu.be/E-72CisOoi0


　さて、ここは2020年４月１日にオープンした「造山古墳ビジターセンター」 📹 video

https://youtu.be/pU2-9cKwFQY


　「造山古墳」と刻まれた石碑の右手は彫刻家・西平孝史氏作の「吉備の大王」らしい/背後は造山古墳の前方部 📹 video

https://youtu.be/FL3OuxvyXME


造山古墳とその陪塚の立体模型も展示されていた 📹 video

https://youtu.be/bOObOjh9Vfc


　これはやはり彫刻家・西平孝史氏作と云う横穴式石室の中に立てる「石障（槨障）」のオブジェ/直弧紋様の装飾彫刻が施されている



有名な昔ばなし「桃太郎」の元祖と云われる「桃太郎伝説」のルーツは古代に遡り、吉備国とヤマト王権の勢力争いが「吉備津彦命」と「温羅」の戦いと
して語り継がれてきたと云うことのようだ



陪塚の一つ、千足古墳（造山第5号墳）の横穴式石室は、九州北西部の装飾古墳に類似した構造で、九州産や四国産の石を使っていること、同じく榊山古墳
（造山第1号墳）では朝鮮半島のものとみられる馬形帯鈎（青銅製のバックル）が出土していることから、瀬戸内から九州・朝鮮半島への古代の交易すら推測
されると云う
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