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第Ⅲ章　午王山遺跡の調査経過

第１節 本調査以前

　午王山を⪃古Ꮫⓗなᡭἲによって正式にⓎ᥀ㄪᰝをしたのは、1979（ 54）年に行わ

れたගᕷ午王山遺跡ㄪᰝ会による第１次ㄪᰝからである。しかし、Ⓨ᥀ㄪᰝ௨前から午王

山にはṔྐⓗな㛵ᚰがᐤせられていた。ここではⓎ᥀ㄪᰝ௨前、午王山に向ࡅられていたど

点と遺跡としてㄆ▱ࡉれる㐣⛬を⤂する。

　文献資料からみる午王山　ዉⰋ時代に☜❧したኳⓚを中ᚰとしたᚊ௧ᅜᐙయไでは、今の

ᇸ⋢県・東ி㒔周辺はࠕ武蔵ᅜࠖとばれておࡉ、ࡾらにいࡃつかのࠕ㒆ࠖࠕࡸ㔛ࠖに分

ࠗ。れていたࡉ ⥆日本紀࠘によれば、758（ኳ平ᐆᏐ２）年㸶᭶ࠕᖐ化新⨶ൔ 32 ே、ᑽ２ே、

⏨ 19 ே、ዪ 21 ே、⛣武蔵ᅜ㛩地、ጞ⨨新⨶㒆 （ࠖᏱ谷ヂ 1992）と記㍕ࡉれている。

これは、もともとは新⨶というᅜ出㌟だったൔࡸᑽ、⏨ᛶ、ዪᛶが武蔵ᅜに⛣ࡉれ、それ

をきっかࡅにࠕ新⨶㒆ࠖという㒆ができたということを意しておࠕ、ࡾ新⨶㒆ࠖは、⌧ᅾ

のගᕷ・ᮅ㟘ᕷ・志木ᕷ・新ᗙᕷとその周辺であろうとゝわれている。その後、10 ୡ紀

中㡭に完成したとࡉれるࠗྡ類⪹ᢒ࠘にྛ地のᅜࡸ㒆が記㍕ࡉれる中で、武蔵ᅜからࠕ新

⨶㒆 はࠖぢᙜたらなࡃなࡾ、代わࡾにࠕ新ᗙ㒆 がࠖጼをぢせる。このࠕ新ᗙ㒆 のࠖㄞࡳ方にࠕ∞

ẚ久Ⰻࠖとᙜてられておࡾ、ᙜ時ࠕにいࡃらࠖとばれていたことがわかる。午王山が⨨

している新倉の地ྡは、このࠕ新ᗙ㒆ࠖに⏤来すると⪃࠼られる。

　午王山にṔྐⓗなど点が向ࡅられた記㘓でおそらࡃ最古のものと⪃࠼られるのは、Ụ

戸時代にᖥᗓが編⧩した地ㄅࠗ新編武蔵㢼土記稿࠘である。ࠗ 新編武蔵㢼土記稿࠘ᕳஅ

百୕༑୕・新ᗙ㒆அ五の上新倉村の㡯にはࠕ古㋱　新⨶王ᒃ跡ࠖとぢ出しがタࡅられ、௨下

のように記㍕ࡉれている。

　古㋱

　新⨶王ᒃ跡　∵ᡣ山ノ上࢝ࢬ࣡ࢽノ平地ࣜ、᫇ࢩ新⨶ノ王子ிࣚࣜ下向ノ㡭、࣯ࢥ

志ᴦ木ノ中ࢸࢽṈ辺ノࣁࣝ࣊பࢺᙜ㒆ノ郷ྡ志木ࣝࢫ㍕ࢽப、ྡ㕒ࢺࢩࢭᒃ住ࢽ

ࣝࢭࢺẶࢻࢼ⇃山田、上原、大ࢽᙜ村、ࣜ࣊ዲノ者࣓ࣝࢫࢽṈ村、ࢺࢩ࣋ࣝࢼ␎

㎰Ẹࣜ、ࣁᪧ࢟ᐙࢩࣚࣝࢼ、ᙼ➼࢞♽ඛࣁி㒔ࣚࣜ新⨶王ࢽᚑࣄ来ࣜࢺࣜࢼࢩப

ఏࣂࣞࢧ、ࣇṈ山ノྡࣔඖṈ王子ᒃ跡ࣚࣜ㉳ࣜࣝࢱࣂࣞࢼ、ᚚᡣ山ࣤ࢟࣋ࢡ࢝ࢻࢼ、

紀ᣢ⤫紀ඖ年四᭶⥆、ࣜࢼࣔ村⪁ノㄝ、ࢺࣥࣛࢼࢩ࣊࢝ᡣノᏐに∵࢝ツノ㡭ࣚࣜ

⏥午᭾Ⓧ༲、⟃⣸ኴᐓ、⊩ᢞ化新⨶ൔᑽ、ཬ百ጣ⏨ዪ二༑୕ே、ᒃன武蔵ᅜ、㈿田ཷ

⛺安生ᴗࢺபࣄ、ཪྠࢪ紀ࢽ、㡑ዉ末チ‶➼༑二ேࣤ、ࢥノᅜࣂࣞࢺࢥࢩࣞ࢝ࣤࢽ、

ࣤࣝࢼヲ、ࣂࣞࢣࢼᣐࣔࢽእࢻࣞࢧ、ࣖࢽࢩノேࣤࣜࣛࣞࢥࣁࢡࢩࣔࣁபࢺノᒃ㋱ࢥ

間宮・白ゎㄝ）ࢬࣛࢩ 2000）。

　ここでは、午王山をࠕ∵ᡣ山ࠖと記し、かつてはࠕᚚᡣ山ࠖと᭩ࡃきだったものがいつ

の㡭かࠕ∵ᡣࠖのᏐがᙜてられたとఏ࠼ている。₎Ꮠの表記は␗なるが、このࠕ∵ᡣ山ࠖは

という㡢でばれていたことはこの時点で明らかで࣐ࠖࣖ࢘࣎ࢦࠕ、ࡾ午王山ࠖのことであࠕ

あるが、いつからࠕ午王山ࠖのᏐをᙜてているのかᐃかではない。また、これまでのⓎ᥀ㄪ
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ᰝでは、ࠗ 新編武蔵㢼土記稿࠘に記㍕ࡉれている新⨶王ᒃ跡のఏᢎをࡅるような遺構ࡸ

遺≀はまだ☜ㄆࡉれていない。しかし、ẸᏛ者柳田ᅧ⏨が∵ᡣ山の新⨶王ᒃ跡のఏᢎにつ

いてὀ目ࡉれていた（柳田 1920）。午王山が≉ูの山であるとㄆ㆑ࡉれていたことは☜かで

ある。

　遺跡としての午王山　午王山が遺跡として⨨࡙ࡅられるよࡾ௨前、午王山遺跡周辺地域

に住ࡴே々によって、ና形土器（第㸵図１）と⌔ᩥ㙾が᥇ྲྀࡉれていた。ና形土器は、ᇸ⋢

県ගᕷ新倉午王山遺跡（第１次）のሗ࿌᭩ෆで午王山周辺の地ᶒ者宅で᳨出したことがわ

かっているが、出土した明☜な年᭶ࡸ⨨はわかっていない。なお、本遺≀はᇸ⋢県❧ࠕṔ

ྐとẸの༤≀㤋ࠖよࡾ㏉༷ࡉれた遺≀がධっているࢼࢸࣥࢥの中にಖ⟶ࡉれているが、な

れていたのかᐃかではない。また、地ᶒ者がᡤ᭷する⌔ᩥ㙾は、1979（ࡉ⟶༤≀㤋でಖࡐ

 54）年ගᕷ午王山遺跡ㄪᰝ会による午王山遺跡第１次ㄪᰝをᢸᙜした鈴木敏弘がㄪᰝ

地周辺の地ᶒ者らにᣵᣜゼれた㝿、はࡌめてㄆ㆑した。この⌔ᩥ㙾は⌧ᡤ᭷者の♽∗が午

王山の⏿で土器∦とともに⌔ᩥ㙾を᥀ࡾ出し、∗の代では㕲⎼のとᛮわれ⣡屋の∦㝮にし

まわれたと⪺きྲྀࡾㄪᰝでわかっている。なお、⌔ᩥ㙾は⺯ග ;⥺分析による ᐃとヲ⣽な

ほᐹを行い、古墳時代半ばのものと᥎ᐃࡉれている（鈴木・大屋 2013）。

  午王山の遺≀について⪃古Ꮫⓗにὀ目し、公にⓎ表したのは谷 ᙭である。谷は、ࠗ ᇸ

⋢⪃古࠘第４号・第㸴号で午王山で表㠃᥇ྲྀした遺≀を⤂している（第㸵図２、第㸶図）。

1966（ 41）年１᭶にห行ࡉれたࠗ ᇸ⋢⪃古 第࠘４号ࠕ大町新倉∵王山出土の弥生式土器ࠖ

では、᷸ᥥ⡘≧ᩥና（第㸵図２）が⤂ࡉれている。この土器は、台㢼の㝿、午王山遺跡の

北ᩳ㠃がᔂれた時に出土したものとゝわれておࡾ、弥生時代の᷸ᥥ⡘≧ᩥのና形土器で半分

がḞᦆし、ᗏ部・ཱྀ 縁部もḞᦆしている。しかし、この遺≀を᥇ྲྀした明☜な年᭶ࡸ出土⨨、

క出した土器の記㍕がなࡃヲ⣽は明らかではない。また、1968（ 43）年２᭶にห行ࡉ

れたࠗᇸ⋢⪃古࠘第㸴号の中のࠕ大町の遺跡と出土土器（弥生・古墳時代）ࠖ では、ና形

土器㸵点、⏎形土器３点、㛗⏎形土器１点、土器ᣅ本４点のィ 15 点（第㸶図）が⤂ࡉれ

ている。１～㸶、12 ～ 15 は弥生時代の遺≀、10 ～ 11 は古墳時代の遺≀とࡳられる。これ

らは㎰ᐙが行った⏿のኳ地㏉しの㝿に出土したものと記㘓ࡉれているが、表㠃᥇ྲྀした明☜

な年᭶ࡸ出土⨨は、ඛの᷸ᥥ⡘≧ᩥのናྠᵝわかっていない。また、遺≀のᡤᅾも明で

ある。

　௨上のように、午王山は遺跡としてⓎ᥀ㄪᰝを行う௨前から遺≀が☜ㄆࡉれるሙであった。

遺跡としての⨨࡙ࡅが明☜にࡉれるのはᩥ化㈈ಖㆤἲにᇶ࡙ࡃ周▱のᇙ蔵ᩥ化㈈ໟ蔵地と

して⨨࡙ࡅられてからである。ᇸ⋢県は、遺跡台ᖒのᩚഛにດめるため、県ෆにᡤᅾする

ᇙ蔵ᩥ化㈈ໟ蔵地の分ᕸㄪᰝを 46・47 年ᗘに行っている。午王山は 1972（ 47）年

㸶᭶ 24 日にㄪᰝが行われ、その後、正式に遺跡としてᇸ⋢県ᇙ蔵ᩥ化㈈ໟ蔵地台ᖒにⓏ㘓

周▱のᇙ蔵ᩥ化㈈ໟ蔵地で㛤Ⓨ行Ⅽを行う㝿にはἲⓗᡭ⥆きがᚲせ、ࡾれた。このことよࡉ

となࡾ、その後のⓎ᥀ㄪᰝが行われる前ᥦがᩚうこととなった。
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࠙ᘬ用・ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ

Ᏹ谷Ꮧヂ 1992ࠗ⥆日本紀（中）࠘　ㅮㄯ社

鈴木一郎・大屋道則 ఏ午王山遺跡出土の⌔ᩥ㙾についてࠖࠗࠕ201 ᕷෆ遺跡Ⓨ᥀ㄪᰝሗ࿌᭩ 16　ᇸ⋢県ග

ᕷᇙ蔵ᩥ化㈈ㄪᰝሗ࿌᭩第 52 集　 　࠘ගᕷ教⫱ጤဨ会　

谷　᙭ 大町新倉∵王山出土の弥生式土器ࠖࠗࠕ1966 ᇸ⋢⪃古࠘第 4号　ᇸ⋢⪃古Ꮫ会

谷　᙭・㧗山清ྖ 1968 年ࠕ大町の遺跡と出土土器（弥生時代・古墳時代）ࠖࠗᇸ⋢⪃古࠘第 6号　ᇸ⋢

⪃古Ꮫ会

中岡㈗⿱ ᇸ⋢県ගᕷ新倉午王山の新⨶王ᒃ跡ఏᢎとⓎ᥀ㄪᰝࠖࠗࠕ2015 あらかわ）࠘　第 16 号　あらかわ

⪃古ㄯヰ会

間宮士ಙ・白ဴဢゎㄝ➼編 2000ࠗ新編武蔵ᅜ㢼土記稿新ᗙ㒆二ᕳ࠘ᩥ⊩出∧

柳田ᅧ⏨ れ王ࠖࠗࡉ流ࠕ1920 ྐᯘ࠘5ᕳ 3号　

ගᕷ 1987ࠗගᕷྐ࠘通ྐ編上ᕳ　ගᕷ
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 （１）第１次調査（第 10 図）

　調査の経緯　1979（ 54）年３᭶に遺跡の東南ᨭୣが、Ẹ間ᴗ者の宅地ィ⏬で㛤Ⓨࡉ

れることになࡾ、ගᕷ午王山遺跡ㄪᰝ会が、谷 ᙭ 㺃 鈴木敏弘のㄪᰝᢸᙜで 㺂 㸴᭶まで

の 79 日間でⓎ᥀をᐇした。ㄪᰝはᨭୣ上部の平ᆠ㠃からᩳ㠃にかࡅて弥生時代の方形周

溝墓３ᇶ、平安時代の土ᆙ 㺃住ᒃ跡、古代から中ୡ前後の時期 㺃ᛶ᱁明の地下道、ᩳ㠃下

部で中ୡのⅆⴿ墓とᯈ☃⩌、上㝈明から近ୡ௨㝆のࠕᐊࠖ㸴ᇶをⓎ᥀した（１）。

　௨上のせなྛ時代の遺構と遺≀を௨下でᴫ述する。

　方形周溝墓の発掘  ㄪᰝ区の最も北西ഃで᥎ᐃ環ቸに近い第１号墓と、ᨭୣの㍈を中ᚰ

としてᩳ㠃上の第２号墓から、ᩳ㠃㏵中の第３号墓の㓄⨨である。第１号墓は南 㺃北 㺃東溝

がṧるが⪔సのᨩをཷࡅ溝ᗏの一部のṧᏑである。第２号墓は北 㺃 西溝だࡅ☜ㄆでき東 㺃

南溝はᩳ㠃のためᾘኻしておࡾ 㺂第３号墓はᩳ㠃上部の北溝と▷い東・西溝のࠖࢥࠕのᏐ≧

である。３ᇶの⠏造時期は、出土した土器から弥生時代後期と⪃࠼られる。 　

　地下道の発掘  Ⓨ᥀でணできないែに直㠃することがあࡾ、ㄪᰝ区の南半分の平ᆠ㠃

のᶆ㧗 23 ～ 19 㹫の⠊ᅖで、地下道が᳨出ࡉれた。地下道の出ධཱྀࡾは㸴かᡤをⓎ᥀したが、

つ則ⓗな㓄⨨ではなࡃ、第２号方形周溝墓西㝮周辺で⦪ᆙ≧のධཱྀが集中ⓗに᳨出ࡉれてい

る。地下道の᩿㠃は、ᩚ形な二➼辺୕ゅ形がᇶ本で、ᗏ辺幅が 80FP 前後、㧗ࡉが⣙１P

で 㺂成ே⏨ᛶが中⭜での⛣ືがྍ⬟であろう。地下道ෆ部では、↝土とⅣ化ᮦがṧっていた

が 㺂時期Ỵᐃできる遺≀はⓙ↓であった。遺構の≉ᚩからは、᐀教ⓗなಟ行のᛶ᱁をᣢつと

。ている࠼⪄

  火葬墓と板碑の発掘  ⅆⴿ墓は、ᯈ☃⩌の西➃に᥋する平ᆠ部に４ᇶと、西北㸴㹫のᩳ㠃

上ẁに１ᇶがࡸࡸ㞳れて᳨出ࡉれた。ྛつᶍは㛗ᚄは１～ 1�5 㹫前後、▷ᚄが 0�5 ～ 0�7 㹫

で１～３号墓はᴃ形、第４号墓は㛗方形で、いࡎれも↝土とⅣ化≀がྵまれている。第３

㺃 ４号墓にはⅣ化ᮦがṧࡾⅆⴿの跡が㢧ⴭであるが、ே㦵のṧᏑが明☜ではなࡃ、改ⴿし

たྍ⬟ᛶもある。

　ᯈ☃⩌は、ᶆ㧗 17 㹫のᩳ㠃を⫼に 13 㹫の⠊ᅖで東 㺃西⩌に集中し、ᯈ☃のྛ年号でᶞ❧

の᥎⛣をඖできる。東⩌は西から東のഴ向と新しࡃ西⩌⥆き、最古のᛂỌ㸶年 (1375)

から明ᛂ㸳年 (1496) までの 120 年間で、⛣ືしたものもྵめ 45 点で、యの᥎⛣を▱るこ

とができる㈗㔜な資料である。⌧ᅾ、ගᕷᣦᐃᩥ化㈈に㑅ばれている。

　第１次調査のまとめ  弥生時代の成果は、Ⓨ᥀した方形周溝墓３ᇶが台地中ኸをᅖࡴ環濠

集落の東溝እഃで、墓域形成を☜ㄆしたことである。古代から中ୡと᥎ᐃした地下道のᐇែ

がᢕᥱできたことで、ᯈ☃⩌とⅆⴿ墓にඛ行する᐀教ⓗಟᴗの遺構とᐃした。ᯈ☃⩌のᛂ

Ọから明ᛂ年間とⅆⴿ墓のేᏑは、隣᥋する㔠Ἠ寺のᘓ時௨㝆と㔜なࡾ、寺ྐのྐ料と⪃

古資料の分析で、中ୡ地方ྐのඖに㈉⊩できよう。

 （２）第２次調査（第 11 図）

　調査の経緯 1981（ 56）年㸵᭶にᕷ道ィ⏬の前ㄪᰝᢸᙜの౫㢗が筆者にあࡾ、その

ㄝ明をཷࡅ、ගᕷྐの㛵ಀでᴮᇽ遺跡のⓎ᥀にཧ加したᇸ⋢大Ꮫ 㺃ᅧᏥ㝔大Ꮵ生と、新た

に明大Ꮫ生に地ඖᕷẸのㄪᰝయไで㸶～ 11 ᭶に第２次ㄪᰝをᐇした。Ⓨ᥀ᑐ㇟は、ᕷ

第２節　第１次・第２次調査



ୈᶙষɹޕԦࢁҨͷௐࠪܦա

ʖ ��ʖ

道ィ⏬の幅㸴㹫、㛗ࡉ 200 㹫と一部ᣑᙇ部をྵめయが⣙ 1500 ੍である（２）。

　環濠の調査  Ⓨ᥀は東ഃから表土の᥀๐をはࡌめ、ࡰ東西方向の第１号溝 (東環濠 )（３）

を最ึに☜ㄆし 㺂 西ഃ第２号溝 ( ෆ環濠 ) まで 145 㹫、その西ഃ㸵P の第㸴号溝は上部に第

30 号住ᒃ跡が構⠏ࡉれ、ࡉらに西ഃ 60 㹫で第㸳号溝 (西環濠 )が᥀๐ࡉれている。

　東➃の第１号溝から西➃の第㸳号溝までෆഃで 220 㹫で、西ഃの第２・㸴号溝は集落を４�

１に分ࡅる機⬟があࡾ、ྛ溝の上㝈と下㝈のᾘ㛗がၥ㢟である。集落の⤊↉時にその機⬟が

⾶㏥し、土器➼のᢞᲠが第１号溝上ᒙで弥生時代後期のከࡃの土器がⓎ᥀ࡉれた。第２号溝

は、下ᒙから中ᒙまで⮬↛ሁ✚で上ᒙはᇙめᡠࡉれ、第㸴号溝と第３・４号溝が上部ేࡸ行

して᥀られ、時期が☜ᐃだが東 㺃西ᒃ住区の区⏬の機⬟を果たしている。

　住居跡の調査  住ᒃ跡のⓎ᥀は、ㄪᰝ区ෆの 49 ㌺を᳨出し、47 ㌺のⓎ᥀をᐇし第２号

溝の東の 33 ㌺と西の 14 ㌺に分かれた。東ᒃ住区で大型の第１・３・20 号住ᒃ跡は、東西

に୪ࡧ 㺂 時期ⓗにも᥎⛣する。第３号住ᒃ跡（第 51 図）は、四ቨが直⥺ⓗで四㝮がい小

ุ形で、㛗ᚄ 9�75P㺂 ▷ᚄ 8�4P 前後で㠃✚は⣙ 80 ੍の最大つᶍである。その⨨は東の第

１号溝から 90 㹫、ෆഃの２号溝まで⣙ 50P、西の第㸳号溝まで 120P で、集落の南 㺃 北から

40 㹫の中ኸで、≉ูのᏑᅾであることは明白である。⅔跡はㄪᰝ⠊ᅖෆだࡅで４かᡤあࡾ、

通ᖖの⅔に┦ᙜする⨨に、ᚄ⣙ 60FP のᩚ形のⅆ─式⅔であࡾ、住ᒃ跡の中ኸには、

㛗ࡉ 1�5P、幅 50FP の㛗ᴃ形の地ᗋ⅔がある。東ቨ中ኸにはฝሐをᣢつ㈓蔵✰があࡾ、小

◁をྵࡴ◁♟がᩓする。遺≀はඖྍ⬟なኑ形土器１点とኑと⏎の◚∦が出土した（第

27 図）。

  大型の第 20 号住ᒃ跡（第 68 図）は、第３号住ᒃ跡の東ഃでඖ㛗ᚄ 8�4P㺂 ▷ᚄ 6�95P で

ⅆ─式⅔である。東ഃの大型第１号住ᒃ跡（第 49 図）は、第１号溝から 25 㹫で、⣙２㸭３

をⓎ᥀し㛗ᚄ 8�9P㺂 ▷ᚄ 6�4P で、⅔跡は西ഃᰕ✰の中間で地ᗋ⅔である。ᰕ✰は、㛗方

形に᥀られた北ഃ２本がᰕ✰である。出土した᷸目ᩥのና形土器は、中期とሗ࿌し、上記

の大型住ᒃでは最古としたが、それ⮬యの⨨࡙ࡅは᳨ウすきか（４）。

　中 㺃小型住ᒃ跡は、平㠃形ែ 㺃⅔ 㺃㈓蔵✰の✀類と時期はሗ࿌᭩にᩚ⌮し、弥生土器の編

年は明☜に中期末を示ࡎࡉ、古式土ᖌ器のᅾをᣦし、に後期のኚ㑄を示した。

　第２次調査のまとめ  環濠のⓎ᥀では、東 㺃 西 220P のつᶍと、二㔜ෆ環濠で東 㺃 西ᒃ住

区の２分を☜ㄆした。集落構成では、大型住ᒃ３Ჷと中 㺃 小住ᒃ跡 40 Ჷの≉ᚩと、北㛵東

系 㺃東海系土器の出土で、遠㝸地との流を☜ㄆした。

࠙トࠚ

１）第１次ㄪᰝは、ࠗ にいࡃらごࡰうࡸま　ගᕷ新倉午王山遺跡Ⓨ᥀ㄪᰝᴫሗ࠘1979 年　ගᕷ午王山

遺跡ㄪᰝ会、 ࠗ ᇸ⋢県ගᕷ新倉午王山遺跡࠘1981 年　ගᕷ午王山遺跡ㄪᰝ会による。

２）第２次ㄪᰝは、ࠗ にいࡃらごࡰうࡸま̺ 午王山遺跡第２次Ⓨ᥀ㄪᰝᴫせ̺ ࠘1982 年　ගᕷ教⫱ጤဨ会、

ࠗᇸ⋢県ගᕷ午王山遺跡࠘1993 年　ගᕷ教⫱ጤဨ会による。

３）第２次ㄪᰝ時点での遺構␒号とした。後述では、１号溝㸻Ａ溝、２号溝㸻Ａ溝、㸴号溝㸻㹀溝、㸳号

溝㸻㹁溝と࠼᭰ࡾを行った。

４）本⥲ᣓሗ࿌᭩第Ⅳ❶では後期前半としている。
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 （１）第３次調査（第 12 図）

　第３次ㄪᰝは、1993（平成㸳）年３᭶１日からྠ年３᭶ 26 日までගᕷ教⫱ጤဨ会がⓎ

᥀ㄪᰝを行った。ㄪᰝሙᡤは、新倉３丁目 2861� １で、遺跡の南向きの⦆ᩳ㠃の⏿であࡾ、

南ഃの土␃めᕤཬࡧಶே㎰地改ⰋにకうⓎ᥀ㄪᰝである。ᐇ㉁のㄪᰝ㠃✚は⣙ 272 ੍であ

る。

  ᳨出ࡉれた遺構は、Ａ溝・㹀溝の２᮲の溝のか古墳時代の住ᒃ跡 1㌺が᳨出ࡉれた。Ａ

溝（ෆ環濠）は、遺跡の平ᆠ部と⦆ᩳ㠃を区分ࡅするように、ㄪᰝ区北ഃを東西方向に᳨出

れた。最大幅はࡉ 2�24 㹫、῝ࡉ 1�12 㹫を る。出土遺≀は、中ᒙから菊川系のᨃఝ⦖ᩥを

ᣢつ弥生時代後期のናのか㖡㚫形土〇ရ１点などが出土した。㹀溝（እ環濠）は、ㄪᰝ区

の南ഃで、Ａ溝よࡾᶆ㧗が 1�6 㹫下がった⦆ᩳ㠃上に、Ａ溝とྠࡃࡌ東西方向に᳨出ࡉれた。

最大幅は 1�44 㹫、῝ࡉ 0�88 㹫を る。出土遺≀はᑡなࡃ、㢕部にᩥᵝᖏをᣢつᗈཱྀና◚∦

が出土し、Ａ溝の◚∦と᥋合し（第 198 図 10）、ඖᐇ のಶయとなった。

 （２）第４次調査（第 14 図）

 第４次ㄪᰝは、1993（平成㸳）年㸶᭶ 30 日からྠ年㸷᭶ 22 日までගᕷ教⫱ጤဨ会がⓎ

᥀ㄪᰝを行った。ㄪᰝሙᡤは、新倉３丁目 2844� １で、遺跡の南西ഃの平ᆠ㠃の⏿であࡾ、

ಶே㎰地改ⰋにకうⓎ᥀ㄪᰝである。ㄪᰝ㠃✚は⣙ 510 ੍である。

　遺構は、Ａ溝（ෆ環濠）・㹀溝（እ環濠）の２᮲の溝のか、弥生時代とࡳられる住ᒃ跡

が㸵㌺᳨出ࡉれた。Ａ溝は、ㄪᰝ区中ኸから東➃ࣈ࣮࢝して᳨出ࡉれ、東ഃのㄪᰝ区እで

は、㐣ཤの土ྲྀᕤによ࣒࣮ࣟࡾᒙが大きࡃ๐ྲྀࡾられᾘ⁛している。最大幅は 3�2 㹫、῝

ࡉ 1�4 㹫を る。㹀溝は、Ａ溝のእഃをྠࣈ࣮࢝ࡃࡌをᥥࡃように᳨出ࡉれている。北➃は

ᨩでᾘ⁛し、南➃は土ྲྀࡾᕤによってᓴとなࡾᾘ⁛している。最大幅は 1�8 㹫、̔̀ ࡉ 0�9

㹫を る。このㄪᰝ区では、Ａ溝の上に㔜」した住ᒃ跡が２㌺（第 50 号住ᒃ跡・第 51 号住

ᒃ跡）᳨出ࡉれておࡾ、Ａ溝がᇙまった時期の᥎ᐹ資料となっている。

　Ａ溝の中ᒙからは、ናの⫪部にẁをᣢつ東海地方の菊川式の≉ᚩがある大型ና（第 199 図

29）、㖡㔲１点が出土している。

 （３）第５次（Ａ区・Ｂ区）調査（第 13・14 図）

　第㸳次ㄪᰝは、1994（平成㸴）年㸴᭶ 30 日からྠ年㸷᭶２日までගᕷ教⫱ጤဨ会がⓎ

᥀ㄪᰝを行った。ㄪᰝሙᡤは、⏿地２ᯛ分であࡾ、東ഃの新倉３丁目 2836� １をＡ地区とし、

西ഃで第４次ㄪᰝ北ഃの新倉３丁目 2842� １、2843� １を㹀地区とした。ともにಶே㎰地改

ⰋにకうⓎ᥀ㄪᰝである。ㄪᰝ㠃✚はＡ地区は⣙ 800 ੍で、㹀地区は⣙ 594 ੍である。ㄪᰝ

区が㝸たって⨨しているため、道㊰（ᕷ道 283 号⥺）の直⥺を㍈とし一辺 100 㹫四方の大

東か、ࡅをタࢻࢵࣜࢢෆには一辺４㹫の小ࢻࢵࣜࢢを௵意にタᐃした。大（⏬区）ࢻࢵࣜࢢ

ら西Ａ～㹗、南から北１～ 25 と表示しㄪᰝを進めた。

　Ａ地区では、第２次ㄪᰝで᳨出ࡉれたＡ溝東ഃのᘏ㛗部分が᳨出ࡉれ、弥生時代とࡳられ

るᰕ✰と⅔跡のࡳの住ᒃ跡が２㌺᳨出ࡉれた。には古墳時代と平安時代の住ᒃ跡などが᳨

出ࡉれた。

　㹀地区では、第２次・４次ㄪᰝで᳨出ࡉれたＡ溝西ഃと㹀溝のそれࡒれのᘏ㛗部分が᳨出

第３節　第３次～第７次調査
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れた。㹀溝上部は、弥生時代後期の第ࡉ 30 号住ᒃ跡、第 62 号住ᒃ跡、第 63 号住ᒃ跡にቯ

れていた。弥生時代の住ᒃ跡は、᪤ㄪᰝと᥋合した遺構をྵめィࡉ 13 ㌺が᳨出ࡉれた。出

土遺≀は、Ａ溝からは弥生時代後期で東海地方の菊川式の≉ᚩであるᨃఝ⦖ᩥがࡉれたና

のか、㹀地区Ａ溝では、㖡㚫形土〇ရ１点、土鈴１点などが出土した。住ᒃ跡からも東海

系のና、⏎が出土している。

 （４）第６次調査（第 15 図）

　第㸴次ㄪᰝは、1996（平成㸶）年２᭶ 13 日からྠ年㸶᭶ 30 日までගᕷ教⫱ጤဨ会がⓎ

᥀ㄪᰝを行った。ㄪᰝሙᡤは、新倉３丁目 2841� １、2842� ２で、遺跡の平ᆠ部分の⏿で、

第㸳次ㄪᰝ区の東ഃに᥋するሙᡤで、ಶே㎰地改ⰋにకうⓎ᥀ㄪᰝである。ㄪᰝ㠃✚は⣙

1�119 ੍である。ㄪᰝにおいては第㸳次ㄪᰝのࣥࣛࢻࢵࣜࢢを用い 㔞➼を進めた。

　Ａ溝のෆഃであるため、᳨出ࡉれた遺構は、て住ᒃ跡であࡾ、弥生時代中期の住ᒃ跡１

㌺のか、中部㧗地系の᷸ᥥ⡘≧ᩥ土器が出土する㛗方形の住ᒃ跡３㌺、弥生時代後期の住

ᒃ跡 21 ㌺、合ィ 25 ㌺が᳨出ࡉれた。そのか、ᪧ石器時代の♟⩌、石器集中が᳨出ࡉれて

いる。出土遺≀は、弥生時代中期の⏎、後期の᷸ᥥ⡘≧ᩥをᣢつ岩鼻式の⏎、岩鼻式の住ᒃ

跡からは久ヶ原式のና、⏎がඹకして出土している。そのかには、東海地方の菊川式の≉

ᚩであるᨃఝ⦖ᩥがࡉれたናなどが住ᒃ跡から出土している。

 （５）第７次調査（第 15 図）

　第㸵次ㄪᰝは、1998（平成 10）年３᭶ 17 日からྠ年３᭶ 25 日までගᕷ遺跡ㄪᰝ会が

Ⓨ᥀ㄪᰝを行った。ㄪᰝሙᡤは、新倉３丁目 2847� １、2861� ２であࡾ、遺跡の南向きの平

ᆠ部から⦆ᩳ㠃に地形がኚ化する地点であࡾ、第３次ㄪᰝ区、第４次ㄪᰝ区、第㸴次ㄪᰝ区

にᅖまれたሙᡤである。ඹྠ住宅ᘓタにకうⓎ᥀ㄪᰝであるが、大部分が㐣ཤの土ྲྀࡾᕤ

によࡾ大きࡃ๐られておࡾ、ㄪᰝ㠃✚は⣙ 105�6 ੍である。ㄪᰝにおいては第㸳次ㄪᰝのࢢ

。を用い 㔞➼を進めたࣥࣛࢻࢵࣜ

　᳨出ࡉれた遺構は、一部が土ྲྀࡾᕤによࡾቯࡉれているが、Ａ溝１᮲が᳨出ࡉれた。Ａ

溝は、東ഃは直⥺ⓗであるが、西ഃの第４次ㄪᰝ区に向かうにᚑい⦆ࡸかにࣈ࣮࢝している。

な出土遺≀は、弥生時代後期の東海系ᨃఝ⦖ᩥの土器ከᩘのか、㖡㚫形土〇ရ１点など

がＡ溝中ᒙよࡾ出土している。

第４節　第８次～第 14 次調査

 （１）第８次調査（第 16 図）

　㎰地改Ⰻにకい、2000（平成 12）年４᭶３日からྠ年㸵᭶ 18 日にගᕷ教⫱ጤဨ会がⓎ

᥀ㄪᰝをᐇした。ㄪᰝ地点はගᕷ新倉３丁目 2839� １で、遺跡のࡰ中ኸ南東ᐤࡾにあ

たࡾ、北ഃに第２次ㄪᰝ区、南西ഃに第３次ㄪᰝ区が隣᥋する。ㄪᰝ㠃✚は⣙ 787 ੍である。

Ⓨ᥀ㄪᰝは、㔜機による表土㝖ཤ後、ேຊによࡾ遺構☜ㄆ・精ᰝを行い、 㔞については第

㸳次ㄪᰝのࣥࣛࢻࢵࣜࢢを用いてㄪᰝを進めた。その⤖果、第２次ㄪᰝとの㔜」をྵめ弥

生時代の住ᒃ跡 24 ㌺のか、ᪧ石器時代の石器集中ࢡࢵࣟࣈ、古墳時代後期の住ᒃ跡➼が

᳨出ࡉれた。遺≀は遺構ྠᵝ弥生時代がయを成し、に後期のና形土器・⏎形土器➼が住

ᒃෆを中ᚰに出土した。
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 （２）第９次（Ａ区・Ｂ区）調査（第 16･17 図）

　㎰地改Ⰻにకい、2001（平成 13）年２᭶ 13 日から㸴᭶ 29 日にගᕷ教⫱ጤဨ会がⓎ᥀

ㄪᰝをᐇした。ㄪᰝ区は、第２次ㄪᰝ区をᣳࢇで南北２地点でタᐃࡉれ、ගᕷ新倉３丁

目 2832̾１にᡤᅾする北ഃの⏿地をＡ区、ྠᕷ新倉３丁目 2840�1 にᡤᅾする南ഃの⏿地を

㹀区とした。ㄪᰝ㠃✚はＡ区が⣙ 368 ੍、㹀区が⣙ 479 ੍である。Ⓨ᥀ㄪᰝは、୧地区とも

㔜機による表土᥀๐後、ேຊによࡾ遺構☜ㄆ・精ᰝを行った。その⤖果、第２・㸶次ㄪᰝ

との㔜」をྵめＡ区で弥生時代の住ᒃ跡㸷㌺のか、近ୡ土ᆙ➼、㹀区で弥生時代の住ᒃ

跡 16 ㌺のか、ᪧ石器時代の石器集中ࢡࢵࣟࣈ、ዉⰋ・平安時代の住ᒃ跡➼が᳨出ࡉれた。

遺≀はᚑ前のㄪᰝྠᵝ弥生時代がయを成し、に後期のና形土器・⏎形土器➼が住ᒃෆを

中ᚰに出土した。

 （３）第 10 次調査（第 18 図）

　宅地造成ᕤにకい、2004（平成 16）年 11 ᭶１日からྠ年 11 ᭶ 26 日にගᕷ遺跡ㄪᰝ

会がⓎ᥀ㄪᰝをᐇした。ㄪᰝ地点はගᕷ新倉３丁目 2837� １で、遺跡の最も南東ഃ台地

平ᆠ部にあたࡾ、南ഃに第１次ㄪᰝ区、北ഃに第２次ㄪᰝ区が隣᥋する。Ⓨ᥀ㄪᰝは道㊰ண

ᐃ地ཬࡧ宅地造成で๐平ࡉれるおそれがある⠊ᅖで行い、ㄪᰝ㠃✚は⣙ 567 ੍である。

　᳨出ࡉれた遺構は、弥生時代のＡ溝（ෆ環濠）・㹀溝（እ環濠）のか、㹀溝（እ環濠）

እഃから住ᒃ跡１㌺、方形周溝墓２ᇶ（１）➼が᳨出ࡉれた。Ａ溝はෆ環濠の一部で、上㠃最

大幅⣙ 2�3 㹫、☜ㄆ㠃からの最大῝ᗘ⣙ 1�1 㹫を る。遺≀はᑡなࡃそ土中から弥生時代後

期とࡳられる⏎形土器・ና形土器➼がᑡ㔞出土した。㹀溝はᘏఙ方向からእ環濠の一部と᥎

ᐃࡉれＡ溝から南ഃ⣙14㹫に⨨する。᳨ 出した⠊ᅖでは㛗6�1ࡉ㹫、上㠃最大幅⣙1�8㹫、

☜ㄆ㠃からの最大῝ᗘ⣙ 95 を る。遺≀はＡ溝ྠᵝ、弥生時代後期とࡳられるና形土器、

⏎形土器➼がᴟᑡ㔞出土した。方形周溝墓２ᇶは、㹀溝（እ環濠）እഃ、台地⫪部ᐤࡾの平

ᆠ地に近᥋して分ᕸする。２ᇶとも遺Ꮡ≧ែがᝏࡃ平㠃形ែ➼はᐃかでないが、第１次ㄪᰝ

のㄪᰝ成果およࡧ周辺に分ᕸする遺構の時期から弥生時代と᥎ᐃした。

 （４）第 11 次調査（第 18 図）

　㎰地改Ⰻにకい、2004（平成 16）年 11 ᭶ 16 日からྠ年 12 ᭶ 24 日にගᕷ教⫱ጤဨ会

がⓎ᥀ㄪᰝをᐇした。ㄪᰝ地点はගᕷ新倉３丁目 2838� １の一部で、台地東ഃ縁辺から

⣙ 20 㹫西ഃにዟまった台地上に⨨し、東ഃに第 10 次ㄪᰝ区が隣᥋する。ㄪᰝ㠃✚は⣙

178 ੍である。Ⓨ᥀ㄪᰝは、㔜機による表土᥀๐後、ேຊによࡾ遺構☜ㄆ・精ᰝを行った。

その⤖果、弥生時代の住ᒃ跡１㌺、溝１᮲、ዉⰋ時代の住ᒃ跡２㌺➼が᳨出ࡉれた。弥生時

代の溝は、ᘏఙ方向ཬ᩿ࡧ㠃形≧から᪤ㄪᰝの第２次・第㸳次Ａ区・第 10 次ㄪᰝで᳨出ࡉ

れたＡ溝（ෆ環濠）と᥎ᐃࡉれる。᳨出した⠊ᅖでは上㠃最大幅 2�4 㹫、☜ㄆ㠃からの最大

῝ᗘ 1�1 㹫を る。遺≀はそ土中から弥生時代後期をとしたና形土器、⏎形土器➼が大㔞

に出土した。弥生時代の住ᒃ跡は、このＡ溝（ෆ環濠）からෆഃ⣙ 10 㹫㞳れた⨨に構

⠏ࡉれている。

 （５）第 12 次調査（第 19 図）

　㎰地改Ⰻにకい、2005（平成 17）年１᭶ 28 日からྠ年㸳᭶㸷日にගᕷ教⫱ጤဨ会がⓎ

᥀ㄪᰝをᐇした。ㄪᰝ地点はගᕷ新倉３丁目 2834� １で、第２次ㄪᰝ区の北ഃに隣᥋す
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る南北にఙࡧる平ᆠな⏿地がㄪᰝ地で、南ഃに第２次ㄪᰝ区をᣳࢇで第㸶次ㄪᰝ区、南西ഃ

に第㸷次ㄪᰝ㹀区が⨨する。ㄪᰝ⠊ᅖは、ᙜึ⏿地１ᯛ域をㄪᰝᑐ㇟としたが、遺構・

遺≀がᗈ⠊に分ᕸすることからㄪᰝ期間が㛗期におよࡪことがணࡉれたため、ㄪᰝ区を東

西に２分して西半分を第 12 次ㄪᰝとしてᐇした。ㄪᰝ㠃✚は⣙ 400 ੍である。

　᳨出ࡉれた遺構は、第２次ㄪᰝとの㔜」をྵめ弥生時代の住ᒃ跡 11 ㌺、近ୡ௨㝆の土ᆙ

➼で、遺≀はに弥生時代後期のና形土器、⏎形土器➼が住ᒃෆを中ᚰに出土した。

　また今ᅇのㄪᰝでは、ㄪᰝ区北ഃ台地縁辺部で環濠☜ㄆにకうࢳࣥࣞࢺㄪᰝをᐇした。

午王山遺跡の環濠は、ඛのㄪᰝから南ഃでは集落をᅖう二つの環濠（Ａ溝・㹀溝）のᏑᅾが

明らかになっておࡾ、それらが北ഃでもᒎ㛤して周するかなどの☜ㄆを行うため、北ഃの

台地縁辺部の一ẁ下がったẚ㍑ⓗ平ᆠな２地点でࢳࣥࣞࢺを᥀๐した。しかしながら、ࣞࢺ

ࡉで、環濠は☜ㄆࡳれたのࡉで近・⌧代の᰿ษ溝１᮲が᳨出ࢳࣥࣞࢺ⠊ᅖにおいてはＡࢳࣥ

れなかった。

 （６）第 13 次調査（第 20 図）

　遺跡の中ኸを東西に㉮るᕷ道のᣑ幅ᕤにకい、2006（平成 18）年㸶᭶ 16 日からྠ年㸶

᭶24日にගᕷ遺跡ㄪᰝ会がⓎ᥀ㄪᰝをᐇした。ㄪᰝ地点はගᕷ新倉３丁目2825�３で、

第２次ㄪᰝ区の南ഃに隣᥋し、第㸳次㹀区の西⣙ 50 㹫にあたる。Ⓨ᥀ㄪᰝは道㊰をᣑᙇす

る⠊ᅖで行い、ㄪᰝ㠃✚は⣙㸳੍である。

  ᳨出ࡉれた遺構は、弥生時代の溝１᮲のか、近ୡ௨㝆の溝である。弥生時代の溝は、ᘏ

ఙ方向ཬ᩿ࡧ㠃形≧から第２次ㄪᰝで᳨出ࡉれた㹁溝（᮲濠）の南ഃᘏఙ部分と᥎ᐃࡉれる。

᳨出した⠊ᅖでは上㠃最大幅⣙ 1�8 㹫、最大῝ᗘ⣙ 1�2 㹫を る。遺≀はஈしࡃ、ᇙἐ土に

ΰᅾして二次ⓗに流れ㎸ࢇだとࡳられる弥生時代後期の土器∦がᴟᑡ㔞出土した。

 （７）第 14 次調査（第 19 図）

　㎰地改Ⰻにకい、2007（平成 19）年３᭶㸳日からྠ年㸳᭶ 11 日にගᕷ教⫱ጤဨ会がⓎ

᥀ㄪᰝをᐇした。ㄪᰝ地点はගᕷ新倉３丁目 2834� １で、平成 17 年にㄪᰝが行われた

第 12 次ㄪᰝ区の東ഃᮍㄪᰝ部分にᙜたる。ㄪᰝ㠃✚は⣙ 684 ੍である。Ⓨ᥀ㄪᰝは、㔜機

による表土㝖ཤ後、ேຊによࡾ遺構☜ㄆ・精ᰝを行った。その⤖果、第２・12 次ㄪᰝとの

㔜」をྵめ弥生時代の住ᒃ跡 16 ㌺のか、平安時代の住ᒃ跡、⦖ᩥ時代の土ᆙ➼が᳨出ࡉ

れた。遺≀は遺構ྠᵝ弥生時代がయを成し、に後期のና形土器・⏎形土器➼が住ᒃෆを

中ᚰに出土した。

࠙トࠚ

１）第㸳号方形周溝墓は、᪤ሗ࿌（鈴木 2014）ではಶู遺構（第 13・14 号溝≧遺構）としてሗ࿌したが、

本ሗ࿌では２᮲の溝は１ᇶの方形周溝墓の一部であるとุ᩿した。

第５節　保存目的（第 15 次）調査と調査全体の概要　

 （１）保存目的（第 15 次）調査（第 17 図）

　第 15 次ㄪᰝは、2011（平成 23）年４᭶ 26 日からྠ年４᭶ 28 日までගᕷ教⫱ጤဨ会が

Ⓨ᥀ㄪᰝを行った。ㄪᰝሙᡤは、新倉３丁目 2831� １であࡾ、遺跡の平ᆠ部であるが、北ഃ
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の隣地はᛴᓧなᓴ地となっている。今ᅇのㄪᰝ地点の土地は、ᑗ来ⓗにྐ跡としてಖᏑ・ᩚ

ഛするணᐃとして、2010（平成 22）年 11 ᭶ 29 日ࡅで土地㈙ዎ⣙をྲྀࡾわし、ග

ᕷのᕷ᭷地としたሙᡤである。ㄪᰝ㠃✚は⣙ 306 ੍である。

　第 15 次ㄪᰝは、ᑗ来ⓗなಖᏑを目ⓗとするため、遺構☜ㄆを目ⓗとしたため、࣮࣒ࣟ

ᒙ上㠃での遺構の⠊ᅖ☜ㄆにとどめたㄪᰝである。⦪㛗のᑐ㇟地にあわせ、㔜機によࣞࢺࡾ

れた部分ࡉᒙ上㠃にて遺構の᭷↓☜ㄆを行った。遺構が☜ㄆ࣒を᥀๐し࣮ࣟ（ヨ᥀ᆙ）ࢳࣥ

では、遺構のᐜをᢕᥱするため᥀๐⠊ᅖをᣑᙇし、遺構上㠃の精ᰝをし平㠃形≧を平ᯈ 

㔞によࡾ記㘓を行った。遺跡のಖᏑのためのㄪᰝであるため、遺構の᥀ࡾ下ࡆは行わなかっ

た。

　᳨出ࡉれた遺構は、住ᒃ跡㸴㌺、土ᆙ２ᇶである。ᕷ道 283 号⥺に㠃した南ഃの３㌺の住

ᒃ跡は、第２次ㄪᰝで᳨出ࡉれている第 13 号住ᒃ跡、第 15 号住ᒃ跡、第 16 号住ᒃ跡と᥋

⥆する⨨で☜ㄆࡉれたため、第２次ㄪᰝの␒号をした。新たに☜ㄆࡉれた３㌺の住ᒃ跡

は、平㠃形がᴃ形と形に近いᴃ形の平㠃形≧をしている。☜ㄆ㠃でのそ土のⰍㄪ、平

㠃形ែ、周ᅖの住ᒃ跡の᳨出≧ἣからぢて、弥生時代の住ᒃ跡とุ᩿し、これまでのㄪᰝか

ら⥅ᢎしている通し␒号として第 150 号住ᒃ跡、第 151 号住ᒃ跡、第 152 号住ᒃ跡とした。

　出土遺≀は、遺構☜ㄆが目ⓗで遺構᥀๐を行っていないため᳨出ࡉれていない。

（２）調査全体の概要

　第１次～第 14 次までのⓎ᥀ㄪᰝは、遺跡の記㘓ಖᏑを目ⓗとしたⓎ᥀ㄪᰝが行われてい

る。第 15 次ㄪᰝは、上記のとおࡾಖᏑ目ⓗの遺構☜ㄆだࡅのㄪᰝである。午王山遺跡のᇙ

蔵ᩥ化㈈ໟ蔵地は、午王山㡬部の平ᆠ㠃から⦆ᩳ㠃にかࡅての部分が、遺構・遺≀がᏑᅾす

る遺跡⠊ᅖである。その遺跡⠊ᅖの㠃✚は⣙ 19�781 ੍であࡾ、第１次から第 14 次ㄪᰝま

での⥲Ⓨ᥀ㄪᰝ㠃✚は⣙ 10�569 ੍を ࡾ、午王山遺跡⠊ᅖの⣙ 53�4㸣がⓎ᥀ࡉれている。

に弥生時代の住ᒃ跡 149 ㌺、方形周溝墓㸳ᇶ、Ａ・㹀・㹁とした㹔Ꮠ≧の３᮲の溝➼の遺

構と遺≀がⓎ᥀ㄪᰝࡉれ、遺跡の≧ἣࡸ≉ᚩがุ明している。
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　☜ㄆㄪᰝは、ᇙ蔵ᩥ化㈈の᭷↓、⠊ᅖ、ᛶ᱁➼をᢕᥱすることを目ⓗとしてᐇࡉれる。

ここでは、┒土ಖᏑとして遺構がಖㆤࡉれている地点、またᇙ蔵ᩥ化㈈ໟ蔵地እではあるが、

ᇙ蔵ᩥ化㈈のᡤᅾがぢ㎸まれた地点の☜ㄆㄪᰝ⤖果をሗ࿌する。

 （１）新倉３丁目 2837- １（第 10 次調査）地点（第 21 図）

　ᴗయ者よࡾ 1999（平成 11）年４᭶ 16 日でගᕷ教⫱ጤဨ会にᑐし、宅地造成にక

いᇙ蔵ᩥ化㈈の☜ㄆㄪᰝについて౫㢗᭩がᥦ出ࡉれ、ྠ年４᭶ 28 日に☜ㄆㄪᰝをᐇした。

ㄪᰝ地点は、新倉３丁目 2837� １で㠃✚は 1�119 ੍である。㔜機ཬࡧேຊによ１ࢳࣥࣞࢺࡾ

～㸶をධれる。その⤖果、⌧地表㠃 60 ～ 90 の῝ࡉで遺構を☜ㄆした。☜ㄆࡉれた遺構は、

溝１᮲と」ᩘの᥀ࡾ㎸ࡳである。

　次いで、2004（平成 16）年 10 ᭶ 12 日でගᕷ教⫱ጤဨ会にᑐし、ࡧ宅地造成にక

いᇙ蔵ᩥ化㈈の☜ㄆㄪᰝについて౫㢗᭩がᥦ出ࡉれ、ྠ 年 10 ᭶ 22 日に☜ㄆㄪᰝをᐇした。

㔜機ཬࡧேຊによࢳࣥࣞࢺࡾ㸷～ 16 をධれる。その⤖果、⌧地表㠃 70 ～ 105 の῝ࡉで遺

構を☜ㄆした。☜ㄆした遺構は、溝３᮲と土ᆙ２ᇶである。

　௨上２ᅇの☜ㄆㄪᰝから２・１ࢳࣥࣞࢺ・㸷は第２次ㄪᰝ、11・４・３ࢳࣥࣞࢺ は第３

次ㄪᰝで᳨出ࡉれた弥生時代の環濠の⥆きと᥎ᐃࡉれる。なお、ಖㆤᒙ 30 ௨上がಖたれ

宅地造成を行う⟠ᡤについては、第ࡧಖᏑがᅔ㞴な道㊰ᣑᙇ・新タ部ཬ≦⌧ࡎ 10 次ㄪᰝと

してⓎ᥀ㄪᰝを行い、記㘓ಖᏑのᥐ⨨をとることとなった。ಖㆤᒙがಖたれる⟠ᡤは┒土ಖ

Ꮡとした。

 （２）新倉３丁目 2829- １地点（第 22 図）

　ᴗయ者よࡾ 2002（平成 14）年３᭶４日でගᕷ教⫱ጤဨ会にᑐし、宅地造成にక

いᇙ蔵ᩥ化㈈の☜ㄆㄪᰝについて౫㢗᭩がᥦ出ࡉれ、ྠ年３᭶ 12・13・14 日に☜ㄆㄪᰝを

ᐇした。ㄪᰝ地点は、新倉３丁目 2829� １で㠃✚は⣙ 922 ੍である。㔜機ཬࡧேຊによࡾ

～１ࢳࣥࣞࢺ 10 をධれる。その⤖果、⌧地表㠃 45 ～ 159 の῝ࡉで遺構を☜ㄆした。☜ㄆ

㸳・㸴・㸵の溝は、第２次ㄪ・３・１ࢳࣥࣞࢺ。れた遺構は、住ᒃ跡㸷㌺と溝３᮲であるࡉ

ᰝཬࡧ第㸳次ㄪᰝで᳨出ࡉれた弥生時代の環濠の⥆きと᥎ᐃࡉれる。ࢳࣥࣞࢺ㸷・10 の溝

第６節　確認調査報告
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は近・⌧代の᰿ษ溝である。なお、⏦ㄳ᭩の宅地造成ィ⏬図によるとಖㆤᒙがಖたれるため

┒土ಖᏑとした。

 （３）新倉３丁目 2811- １地点（特別緑地保全地区）の斜面上部 （第 23・24 図）

　ᴗయ者よࡾ 2002（平成 14）年４᭶ 10 日でගᕷ教⫱ጤဨ会にᑐし、分ㆡ住宅ᘓタ

にకいᇙ蔵ᩥ化㈈の☜ㄆㄪᰝについて౫㢗᭩がᥦ出ࡉれ、ྠ年４᭶ 18・19・22・23 日に☜

ㄆㄪᰝをᐇした。ㄪᰝ地点は、新倉３丁目 2811� １で、㠃✚は 2�380 ੍の一部、ᩳ㠃上部

である。㔜機ཬࡧேຊによ１ࢳࣥࣞࢺࡾ～ 13 をධれる。その⤖果、12・11・１ࢳࣥࣞࢺ・

13 の⌧地表㠃 65 ～ 86 の῝ࡉで２᮲の溝を☜ㄆした。１ࢳࣥࣞࢺの溝は、東ഃᘏࡧ

ると⪃࠼られる。ࢳࣥࣞࢺ 11・12・13 は、１᮲の溝となる。なお、遺構が☜ㄆࡉれたため

分ㆡ住宅ᘓタは中Ṇࡉれ、┒土ಖᏑとなった。

　次いで、ࡧ新倉３丁目 2811� １地点でගᕷ環ቃㄢよࡾ 2008（平成 20）年㸳᭶１日

でගᕷ教⫱ጤဨ会にᑐし、⥳地ᩚഛにకいᇙ蔵ᩥ化㈈の☜ㄆㄪᰝについて౫㢗᭩がᥦ出ࡉ

れ、ྠ年㸳᭶ 16 日にィ⏬ணᐃ地を中ᚰに☜ㄆㄪᰝを行った。㔜機ཬࡧேຊによࢳࣥࣞࢺࡾ

14 ～ 22 をධれる。その⤖果、ࢳࣥࣞࢺ 14・15・20 の⌧地表㠃 70 ～ 140 の῝ࡉで遺構を

☜ㄆした。14ࢳࣥࣞࢺでは溝２᮲を☜ㄆし、そのう１ࡕ᮲の溝は15ࢳࣥࣞࢺの溝と᥋⥆する。

ࢳࣥࣞࢺ 20 は、௨前のㄪᰝࢳࣥࣞࢺ 11・12・13 と᥋⥆し１᮲の溝となる。௨上２ᅇのㄪᰝ

から☜ㄆࡉれた遺構は溝４᮲である。なお、᳜ᶞ・ᢤ᰿ཬࡧኳỈᱩ➼の仮タについて、ᕤ

❧会とした。

 （４）新倉３丁目 2830- １地点（第 25 図）

　ᴗయ者よࡾ 2018（平成 30）年４᭶ 13 日でගᕷ教⫱ጤဨ会にᑐし、ಶே㎰地改Ⰻ

にకいᇙ蔵ᩥ化㈈の☜ㄆㄪᰝについて౫㢗᭩がᥦ出ࡉれ、ྠ年㸳᭶ 16・17 日に☜ㄆㄪᰝを

行った。ㄪᰝ地点は、新倉３丁目 2830� １で、㠃✚は 326 ੍である。㔜機ཬࡧேຊによࢺࡾ

㸷をධれる。その⤖果、⌧地表㠃～１ࢳࣥࣞ 50 ～ 80 の῝ࡉで遺構・遺≀を☜ㄆした。

☜ㄆࡉれた遺構は弥生時代とࡳられる住ᒃ跡 5㌺である。᳨出ࡉれた住ᒃ跡は、第２次ㄪᰝ

の第 16・17 号住ᒃ跡の⥆き、第 15 次ㄪᰝの 152 号住ᒃ跡の⥆きと᥎ᐃࡉれる。また、遺≀

は弥生時代土器を出土した（第 26 図・第㸳表）。なお、遺構・遺≀が出土したためಶே㎰地

改Ⰻを中Ṇし、┒土ಖᏑとした。

 （５）新倉３丁目 2811- １地点（特別緑地保全地区）の斜面下部（第 23・24 図）

　午王山遺跡隣᥋地としてᑗ来ⓗಖᏑ・ά用のため、遺構のᗈがࡾの☜ㄆㄪᰝを 2019（平

成 31）年２᭶㸶日から３᭶ 19 日まで行った。ㄪᰝ地点は、新倉３丁目 2811� １のᩳ㠃下部

である。ேຊによࢳࣥࣞࢺࡾ 23 ～ 32 をධれる。その⤖果、東ிᒙ上部を᳨出し弥生時代の

遺構・遺≀は☜ㄆࡉれなかった。しかし、近・⌧代のᐊの跡あるいは第１次ㄪᰝで᳨出ࡉれ

た地下道のような᥀ࡾ㎸ࡳを☜ㄆした。また、ࢳࣥࣞࢺ 30 では上部からᔂれてきた地ᒙか

ら中・近ୡの㝡器を᳨出した。上記から、今ᅇㄪᰝをしていない中⭡には平ሙがあࡾ、今後

☜ㄆㄪᰝがᚲせな⟠ᡤとなる。
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　午王山遺跡第２次ㄪᰝのᩚ⌮とሗ࿌᭩ห行については、1981（ 56）年にⓎ᥀ㄪᰝが

行われた後、ᩚ ⌮ᢸᙜ者、ᩚ ⌮ሙᡤの☜ಖなどのㅖによࡾ、一時中᩿していたが、1992（平

成４）年ᗘにሗ࿌᭩ห行のための༳ๅ〇本㈝のண⟬化がỴᐃし、ሗ࿌᭩をห行することとなっ

た。しかし、ሗ࿌᭩ห行に㝿しては、本ᩥෆᐜのᩘࢪ࣮࣌に㝈ࡾがあること、ᐇ㉁ⓗにᩚ⌮

期間が▷期間であること➼によࡾ、Ⓨ᥀ㄪᰝᢸᙜ者であった鈴木敏弘と教⫱ጤဨ会が༠㆟を

行い、ㄪᰝ区యの遺構はᥖ㍕するが、遺≀については遺構にకいඖᐇ にて器形、時期

区分などがわかるものをとしてᥖ㍕することを☜ㄆした上でሗ࿌᭩స成を進め、1993（平

成㸳）年３᭶にගᕷᇙ蔵ᩥ化㈈ㄪᰝሗ࿌᭩第㸷集ࠗ午王山遺跡Ⓨ᥀ㄪᰝሗ࿌᭩ （࠘第２次

ㄪᰝ）としてห行した。その㝿にᥖ㍕をぢ㏦った◚∦資料についてはࠗ ගᕷ࣮࣑ࣗࣝࢱࢪࢹ

。つᩚ⌮సᴗを進めたࡎ紀せ࠘にᥖ㍕することをᛕ㢌にᑡし࣒ࢪ

  今ᅇ、本᭩をస成するにᙜたࡾ、᪤หሗ࿌の遺構出土遺≀に加࠼、新たにᮍᥖ㍕となって

いた◚∦資料（ᩘᏐ）をྠ⦰ᑻにて追加しሗ࿌することとした（௨下ࠕ⿵遺資料 とࠖいう）。

ほᐹ表（第㸴～ 27 表）をᥦ示しているため、ྛ遺構出土の遺≀でだったものをㄝ明する。

  第３号住居跡出土遺物（第 27 図・第６表）

  第 27 図１は᪤ሗ࿌のናで、ղ～շは⿵遺資料である。ղ～մはናであࡾ、մには山形ᩥ

がࡳられる。յは㢕部に㍯✚をṧす型ⓗな久ヶ原式の⏎である。ն・շは㧗ᆗであࡾ、

ཱྀ縁直下に⦖ᩥがࡉれている。ոはゅ᭷Ꮝ土〇ရで、ゅあるいは⪥のᵝな２かᡤの✺㉳

と↝成前✸Ꮝが４かᡤあືࡾ≀の㢦にも࠼ࡳる土〇ရである。午王山遺跡で出土した土〇ရ

としては４点目である。

  第６号住居跡出土遺物（第 28 図・第７表）

  第 28 図ձ～ճは⿵遺資料で、ձ・ղはና、ճは⏎ある。てࢣࣁ目によࡾ器㠃がㄪᩚࡉれ、

ղには่ࢣࣁ✺⩚≧ᩥがࡉれている。

  第７号住居跡出土遺物（第 29 図・第８表）

  第 29 図 1 は᪤ሗ࿌のናで、ղ～ոは⿵遺資料である。ղ～յはናで、նはࢣࣁ目の⏎で、

շ・ոはࢹࢼࣛ࣊の⏎である。

  第９号住居跡出土遺物（第 30 図・第９表）

  第 30 図１～㸳は᪤ሗ࿌の遺≀である。նは⿵遺資料で、ᢡ㏉しᵝのཱྀ縁をᣢつ㖊でయ部

には⩚≧⦖ᩥがࡉれている。

  第 10 号住居跡出土遺物（第 31 図・第 10 表）

  第 31 図１～㸳は᪤ሗ࿌の遺≀で、ն・շは⿵遺資料でናである。նは่ࢣࣁ✺⩚≧ᩥが

ཱྀ၁部、ཱྀ縁部にࡉれている。շはᢡ㏉しཱྀ縁をᣢつናで、ཱྀ縁ෆ㠃には᷸ᥥἼ≧ᩥが

。れているࡉ

  第 16 号住居跡出土遺物（第 32 図・第 11 表）

  第 32 図１・２は᪤ሗ࿌の遺≀である。ճ～յは⿵遺資料で、մはናで่ࢣࣁ✺⩚≧ᩥが

㢕部にࡉれている。

  第 17 号住居跡出土遺物（第 33 図・第 12 表）

  第 33 図ձ・ղは⿵遺資料で、ձはᢡ㏉しᵝのཱྀ縁をᣢつና、ղは㢕部にỿ⥺と⦖ᩥが

第７節 第２次調査出土遺物補遺
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。れるናであるࡉ

  第 18 号住居跡出土遺物（第 34 図・第 13 表）

  第 34 図１～㸴は᪤ሗ࿌の遺≀である。շ～չは⿵遺資料で、չは㍯✚が㢧ⴭにࡳられ、

３とྠᵝの久ヶ原式の⏎である。

  第 19 号住居跡出土遺物（第 35 図・第 14 表）

  第 35 図１～㸶は᪤ሗ࿌の遺≀である。չは⿵遺資料で、่ࢣࣁ✺⩚≧ᩥがࡉれたናの

⫪部である。

  第 21 号住居跡出土遺物（第 36 図・第 15 表）

  第 36 図ձ・ղは⿵遺資料で、ձはᢡ㏉しཱྀ縁をᣢつና、ղは⫪部に⩚≧⦖ᩥがࡉれて

いる。

  第 22 号住居跡出土遺物（第 37 図・第 16 表）

  第 37 図ձは⿵遺資料で、ᢡ㏉しᵝのཱྀ縁をᣢつናでෆእ㠃にࢣࣁ目がࡉれている。

  第 23 号住居跡出土遺物（第 38 図・第 17 表）

  第 38 図１は᪤ሗ࿌の台⏎である。第２次ㄪᰝሗ࿌では第 32 号住ᒃ跡出土とࡉれていた

が、遺≀のほᐹなどを行ったところ、第 23 号住ᒃ跡の出土遺≀であることが☜ㄆࡉれた。

ղ・ճは⿵遺資料で、ղはናで่ࢣࣁ✺ᩥが㢕部にࡉれている。ճは㢕部に㍯✚がࡳら

れる⏎である。

  第 25 号住居跡出土遺物（第 39 図・第 18 表）

  第 39 図ձは⿵遺資料で、ࢣࣁ目がࡉれる⏎である。

  第 30 号住居跡出土遺物（第 40 図・第 19 表）

  第 40 図１～ 10 は᪤ሗ࿌の遺≀である。ջ・ռは⿵遺資料で、ջの⫪部には⦖ᩥᖏがࡉ

れ、㸳・㸴とྠᵝのናである。

  第 31 号住居跡出土遺物（第 41 図・第 20 表）

  第 41 図ձ～ճは⿵遺資料で、ともにናである。ղは⦖ᩥのᩥᵝᖏ下➃を᷸ᥥἼ≧ᩥで区

⏬している。ճは㹑Ꮠ≧⤖⠇ᩥがࡳられる。ともに午王山遺跡の遺≀の中では㠀ᖖに⌋し

い土器である。

  第 32 号住居跡出土遺物（第 42 図・第 21 表）

  第 42 図ձは⿵遺資料で、ᢡ㏉しᵝのཱྀ縁をᣢつናでෆእ㠃にࢣࣁ目がࡉれている。

  第 33 号住居跡出土遺物（第 43 図・第 22 表）

  第 43 図ձ・ղは⿵遺資料で、ともにናである。ղは่ࢣࣁ✺⩚≧ᩥと形ᾋᩥが⫪部に

ࡉれている。

  第 36 号住居跡出土遺物（第 44 図・第 23 表）

  第 44 図ձ～ճは⿵遺資料で、ձとճはྠ一ಶయである。ձ・ղはともにཱྀ၁部㠃ྲྀࡾ後

。目⏎であるࢣࣁれるࡉが࣑ࢨ࢟

  第 43 号住居跡出土遺物（第 45 図・第 24 表）

  第 45 図１は᪤ሗ࿌の㧗ᆗである。ղは⿵遺資料でࢣࣁ目⏎である。

  第 44 号住居跡出土遺物（第 46 図・第 25 表）

第 46 図１・２は᪤ሗ࿌の⏎である。ともにཱྀ၁部㠃ྲྀࡾ後࣑ࢨ࢟がࡉれるࢣࣁ目⏎で
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ある。ճは⿵遺資料で、」合ཱྀ縁にᲬ≧ᾋᩥ、ࢣࣁ目がࡉれるናである。

Ａ溝（第２次調査第２号溝）出土遺物（第 47 図・第 26 表）

  Ａ溝（第２次ㄪᰝ第２号溝）とは᪤ሗ࿌の第２次ㄪᰝ区の第２号溝（ᪧ␒号）である。第

47 図１・２は᪤ሗ࿌のናである。ճ～շは⿵遺資料で、ճ・մはናで㢕部と⫪部を⏬する

ᵝにẁᕪをᣢった⩚≧のᨃఝ⦖ᩥがࡉれている。յはỿ⥺区⏬と⩚≧⦖ᩥ、նは่ࢣࣁ✺

⩚≧ᩥによるᨃఝ⦖ᩥ、շはཱྀ၁部が㠃ྲྀࡉࡾれ࣑ࢨ࢟がࡉれている⏎である。

第２次調査区出土遺物（第 48 図・第 27 表）

  第 48 図ձは⿵遺資料である。ና◚∦で、ỿ⥺区域ෆに⩚≧⦖ᩥ 5/�5/ がሸࡉれࢣࣁ目

ㄪᩚ後࣑࢟࢞ࣛ࣊がࡉれている。ᩥᵝᖏ部分に✀子ᅽがࡳられる。出土⨨は２次ㄪ

ᰝ区 4区一ᣓである。
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