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凡　　例

1本文中の面積は、開発対象面積と調査面積を記載し、 ( )内に調査面積を記載した。

2　挿図の縮尺は、各図に縮尺を示した。

3　報告書抄録に記載された北緯・東経の座標値については、平成14年4月1日から施行された測量法改正

に伴う、世界測地系に基づいた数値を記載した。

目　　次

第工章　坂城町の遺跡の立地と環境……・……………………………………………………………………………1

第1節　地理的環境………………………………………………………………………………………………………・ 1

第2節　歴史的環境………………………………………………………………………………………………………・ 1

第Ⅱ章　試掘調査の結果……………………………………………………………………………………………………… 6

1金井遺跡2 ……………………………………………………………………………………………………………‥6

2　大木久保遺跡I ………………………………………………………………………………………………………・8

第Ⅲ章　立会い調査の結果…………………………………………………………………………………………………‥14

報告書抄録



第I章　坂城町の遺跡の立地と環境

第1節　地理的環境

坂城町は北信地方と束信地方の接触点にあたり、善光寺平を構成する更埴地方の最南端に位置する。町の

地形は、中央部を貫流する千曲川の氾濫によって形成された氾濫原と、千曲川に流れ込む小河川がつくりだ

した扇状地によって形づくられた小盆地(坂城盆地)に特徴がある。町の北から束にかけては五里ケ峰・大

峰山・虚空蔵山をはじめとする標高1100-1300m前後の山々が連続し、千田市・上田市との市町村界を形

成し、西は大林山、三ツ頭山などの標高1000m前後の山々が連続し、千田市・上田市との市町村界となって

いる。南は千曲川右岸の岩鼻と左岸の半過の岩鼻が狭隆な地形を形成し、上田盆地と隔てられている。この

ような地形から、古来よりこの地域は千曲川流域の要衝の地として注目されてきた。

この地域の気候は、南北に開けた小盆地状をなしていることから、季節風の影響を受けやすいため、夏季

は南風、冬季は北風が強い。また、盆地状になっていることから寒暖の差が大きい。降水量は少なく、日本

で最も雨量の少ない地域の一つとされている。現在では、この気候も関連し、工業が主要な産業となってお

り、農業では、りんご・バラ・ぶどうの栽培が盛んである。

第2節　歴史的環境

ここで、坂城町の各時期について代表的な遺跡を挙げながら、町の歴史的環境について概略的にふれてお

きたい。 (括弧内の数字は3、 4ページの坂城町遺跡分布図における遺跡番号を示す)

坂城町で最古の遺物は、約14,000 - 15,000年前の後期旧石器時代の上ケ屋型彫刻器とされる石器である。

この石器は南条地区の保地遺跡(3-1)より採集されたものであるが、本出土品以外には込山D遺跡に槍

先型尖頭器の出土があるが、詳細は不明である。

縄文時代の遺構・遺物では早期押型文系の土器が坂城地区の和平A遺跡や平沢遺跡で採集されている。ま

た、平成12年度に発掘調査が実施された坂城地区の込山C遺跡(30-3)からも押型文系の土器片が少量出

土しているが、これらは現在整理中である。この他に縄文時代前期・中期の土器も出土している。後期・晩

期では、学史的にも有名な保抱遺跡が挙げられる。保地遺跡は昭和40年度と平成11年度に発掘調査が実施さ

れている。前者は縄文時代後期後半から晩期後半までの土器・石器群と、後期後半に属するとされる特殊儀

礼的遺構の検出が『考古学雑誌』に報告されている(関1966)。後者については、縄文時代晩期に位置づ

けられる再葬墓が検出されており、中でも約19個体分の人骨が埋葬された2号墓址が注目される。その他、

坂城地区の込山D遺跡(30-4)から昭和初期に採集された遮光器土偶の頭部がある。

弥生時代では、中期以前の調査例がないため状況は不明である。後期後半では、平成5年度に南条地区の

塚田遺跡(1-7)で発掘調査が実施され、この時期に属する竪穴住居址36棟をはじめとする遺構が検出さ

れ、土器、石器、土製品、及び鉄製品が出土している。

古墳時代では、前期古墳は確認されていないが、中期古墳には中之条地区の仮称東平1号墳・ 2号境が挙

げられる(註1)。これらは、平成5年度に実施された上信越自動車道建設に伴う発掘調査で、埴輪や土器

などの出土品から、 1号境は5世紀第2四半期後半、 2境は5世紀第2四半期前半に位置づけられた(若林

1999)。後期古墳では、町内でいくつかの古墳群の存在が知られているが、中でも代表的なものは村上地区

の福沢古墳群小野沢支群に属する御厨社古墳である。埋葬施設に千曲川水系最大級の横穴式石室を持ち、全
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長11.2mを測り、勾玉や切子玉、耳環などが出土している。古墳時代後期の集落址は町内においても多く検

出され、特に環状に土器が配列された祭配遺構が検出された南条地区の青木下遺跡(1-8)が注目される。

奈良時代・平安時代の遺跡では、中之条地区の中之条遺跡群(8)とその周辺遺跡に多くの調査例があり、

この地域における奈良・平安時代の状況が徐々に解明されつつある。具体的には、寺浦遺跡(8-1)、上町

遺跡(8-2)、東町遺跡(8-3)、宮上遺跡(8-5)、北月順遺跡(8-6)、豊饉堂遺跡(20)、開畝遺跡

(21)で調査が実施され、古墳時代後期後半一平安時代までの集落址が判明している。また、平安時代の生

産遺跡として坂城地区の土井ノ入窯跡(32)があり、瓦の生産が行われていたことが判明し、本遺跡で生産

された瓦は、現在の坂城小学校がある場所に8世紀末- 9世紀頃に存在していたとされる込山廃寺(54)

に用いられたほか、上田市信濃国分寺・国分尼寺、千田市正法廃寺の補修用の差し瓦として使用されていた

ことが判明している。

平安時代後期、寛治8年(嘉保元) (1094)に村上地区に配流されてきた源盛清が後に村上氏として勢力

を持つようになり、戦国時代には村上義清が活躍するようになった。義清の頃、村上氏の居館は現在の坂

城地区の満泉寺一帯に所在したとされ、その背後にそびえる葛尾山の山頂には、義清が使用した葛尾城跡

(44)がある。このほか、中世の遺跡では坂城地区の観音平経塚(55)をはじめとする経塚と中之条地区の

開畝製鉄遺跡(53)がある。観音平経塚は昭和54年と平成4年に調査が行われたが、平成4年の調査では、

経塚の年代は14世紀第2四半期とされ、その周辺の五輪塔群の造営時期は14世紀第2四半期から16世紀前半

頃に位置づけられている(若林1999)。開畝製鉄遺跡は、昭和52 ・ 53年に坂城町教育委員会によって学術調

査が実施され、 16世紀頃の製鉄炉址2基が確認されている。この調査は県内初の製鉄遺跡の学術調査として

学史に位置づけられるものであった。

江戸時代に入ると、現在の坂城地区を主体とする坂木村、中之条地区を主体とする中之条村には幕府の代

官所が置かれ、以後明治維新まで天領として支配された。このことから、この地域を重要視していたこと

が看取される。代官所は最初、坂木(61)に置かれたが、明和4年(1767)に焼失し、その後、安永8年

(1779)には中之条に代官所が置かれるようになった。

以上、近世までの坂城町の歴史を概略した。

註1周知の御堂川古墳群東平支離1号墳・ 2号境とは異なる可能性があるため、仮称とされている。今後、正式な古墳名称

の確定が必要である。
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図面番号 �(�������X������kﾂ�種　　別 倬������2�

1 �>ﾈ���)�Xﾅ��集落址 冢ﾙ�h自[ﾘ���

-1 �>ﾈ���)�Xﾅ���8ﾈｹ闔)�R�集落址 冢ﾙ�h自[ﾘ���

-2 �>ﾈ���)�Xﾅ���ﾎI6�z��)�R��ﾈ���集落址 冢ﾙ�h自[ﾘ���

細3 �>ﾈ���)�X�ｨ��ﾋ��盈ｨ謇,y�R�集落址 冢ﾙ�h自[ﾘ���
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-5 �>ﾈ���)�Xﾅ���69*ﾈ�)�R�集落址 冢ﾙ�h自[ﾘ���

-6 �>ﾈ���)�Xﾅ���櫞.盈ｩ,y�R�集落址 冢ﾙ�h自[ﾘ���

-7 �>ﾈ���)�Xﾅ���,ｹ68�)�R�69%ｲ��集落址 冢ﾙ�h自[ﾘ���

-8 �>ﾈ���)�Xﾅ����)m�ｩ,y�R�水田址、案肥跡 冢ﾙ�h自[ﾘ���

2 仞�鯖�ﾈ�)�Xﾅ��集落址 �>ｩ[h自[ﾘ���

-1 仞�鯖�ﾈ�)�Xﾅ���ｾ�皐�)�R�集落址 �>ｩ[h自[ﾘ���

-2 仞�鯖�ﾈ�)�Xﾅ�����ｷｹ��)�R粟�鯖�ﾂ��集落址 �>ｩ[h自[ﾘ���

-3 仞�鯖�ﾈ�)�Xﾅ���¥�m�ｨ�)�R�集落址 �>ｩ[h自[ﾘ���

3 仞�鯖8ﾈ�)�Xﾅ��集落址 �>ｩ[h自[ﾘ���

-1 仞�鯖��)�Xﾅ���]ｹ&闔)�R�集落址 �>ｩ[h自[ﾘ���

-2 仞�鯖8ﾈ�)�Xﾅ����(ｾ�皐�)�R�集落址 �>ｩ[h自[ﾘ���

-3 仞�鯖8ﾈ�)�X�ｨ���Ym姐i]ｸ�)�R�>ﾈ��抦ｧxﾕｩW�&竰�集落址 �>ｩ[h自[ﾘ���

-4 仞�鯖8ﾈ�)�Xﾅ����hｼｨ�)�R�集落址 �>ｩ[h自[ﾘ���

4 ��5�$ｨﾌ9tｲ�古　墳 侘9Zﾒ�

5 倆�ｷｹ���,ｲ�経　塚 �(i�"�

6 �*ﾈ��Oh�)�R�散布地 �>ｩ[h自[ﾘ���

7 冉ｹJ偉9Zﾒ�古　揖 侘9k宙ﾎ8ｯ｢��

8 �(iEh���)�Xﾅ��集落址 �>ｩ[h自[ﾘ���

-1 �(iEh���)�Xﾅ���ﾔｸ葺�)�R�集落址 �>ｩ[h自[ﾘ���

-2 �(iEh���)�Xﾅ����9*ﾈ�)�R�集落址 冢ﾙ�h自[ﾘ���

-3 �(iEh���)�Xﾅ���8ﾉ*ﾈ�)�R�集落址 冢ﾙ�h自[ﾘ���

-4 �(iEh���)�Xﾅ���fｸ蕗,y�R�集落址 �>ｩ[h自[ﾘ���

-5 �(iEh���)�Xﾅ���ｷｸ�8�)�R�集落址 偬ｹ[h自[ﾘ���

-6 �(iEh���)�Xﾅ���fｹ�ﾈﾋH�)�R�集落址 �>ｩ[h自[ﾘ���

9 �>ﾈ��,ｸﾈｨﾌ9Zﾒ�,ｸﾈｨﾌ9Zﾒ��古　損 侘9oR夷8ｯ｢��

10 �$ｩ�ﾈﾌ9Zﾘﾅ��古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

-1 �$ｩ�ﾈﾌ9Zﾘ菱���ﾉvﾉOil�ｨ��ﾏﾉ68ﾌ9Vｲ�古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

-2 �$ｩ�ﾈﾌ9Zﾘﾅ���?ﾈ��Oh迚wx��ｪ�,ｸﾌ9Zﾒ�古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

11 ��ﾉvﾉOh�)�R�散布地 兌ﾘ���

12 �$ｩ�ﾈﾌ9Zﾘﾅ����8ﾋIl�｢�古　揖 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

13 ���IZﾙ^hﾅ��墳　墓 �(i�(耳ｽ��"�

14 佩I;��ﾈﾌ9Kxﾅ����(ﾏｸ辷ﾅ��古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

15 伜(ﾞ�)�R�散布地 �>ｩ[b�

16 佩I;��ﾈﾌ9Zﾘﾅ����(ﾞ育闇��古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

17 佩I;��ﾈﾌ9Kxﾅ�����(辷ﾅ��古　墳 侘9Vｲ夷8ｯ｢��

-1 佩I;��ﾈﾌ94X�ｨ����#�ﾘi/ｲ�古　墳 侘9tｲ夷8ｯ｢��

-2 佩I;��ﾈﾌ9Zﾘﾅ�����#(ﾘiZﾒ�古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

-3 佩I;��ﾈﾌ9Zﾙwx����#8ﾘitｲ�古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

-4 佩I;��ﾈﾌ9Zﾘﾅ�����#HﾘiZﾒ�古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

-5 佩I;��ﾈﾌ9Zﾘﾅ�����#Xﾘi8B�古　墳 侘9Kr夷8ｯ｢��

-6 佩I;��ﾈﾌ9Zﾘﾅ�����#hﾘioR�古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

-7 佩I;��ﾈﾌ9Zﾘ�ｨ����#xﾘiZﾒ�古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

-8 佩I;��ﾈﾌ98Iwx����#畏iZﾒ�古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

-9 佩I;��ﾈﾌ9Zﾘﾅ�����#俘iZﾒ�古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

-10 佩I;��ﾈﾌ9Zﾘﾅ�����#��ﾘiZﾒ�古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

-11 佩I;��ﾈﾌ9Kx�ｨ����#��ﾘitｲ�古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

-12 佩I;��ﾈﾌ9Zﾘ菱����#�(ﾘiZﾒ�古　瀬 侘9tｲ夷8ｯｨ�"�

-13 佩I;��ﾈﾌ9Zﾘﾅ�����#�8ﾘiZﾒ�古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

-14 佩I;��ﾈﾌ9Zﾘ�ｨ����#�HﾘiZﾒ�古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

18 佩I;��ﾈﾌ9Zﾘﾅ���8ﾉ[ﾘ迚z8��?�,ｸﾌ9Zﾒ�古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

19 佩I;��ﾈﾌ8錡ﾅ����)68辷ﾅ��古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

20 囘ﾉEﾉ;��)�R亥(ﾞ映ｸ�)�R��集落址 �>ｩ[h自nﾙ�b�

21 丶ｩ�H�)�R�集　落 冢ﾙ�h自[ﾘ���

22 ��ﾉ,ｸﾌ9Zﾒ�古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

23 俶ﾈ68夊�)�Xﾅ��集落址 �>ｩ[h自[ﾘ���

24 厮ｨｷi]ｹ,y�R�集落址 侘9Zﾘ自[ﾘ���

25 �?ﾉ&8�)�R�散布地 �=驂x自[ﾘ���

26 �,ｹ>�ﾌ9Zﾒ夷H��(ﾌ9Zﾒ��古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

27 仞�NIxX�(�)�R�散布地 �>ｩ[h自[ﾘ���

28 佩ﾉ[ﾘﾆ�,ｲ�経　塚 �(i�"�

29 �ｨ,ﾈﾋIw��R�窯　跡 兌ﾘ���

30 俛韃(�)�Xﾅ��集落址 �>ｩ[h自[ﾘ���

-1 俛韃(�)�Xﾅ���ﾙ韃$��)�R��X�2��集落址 傀�h自[ﾘ���

-2 俛韃(�)�Xﾅ���ﾙ韃$(�)�R���ｪ����集落址 �>ｩ[h自[ﾘ���

-3 俛韃(�)�Xﾅ���ﾙ韃$8�)�R異韃"��集落址 �>ｩ[h自[ﾘ���

-4 俛韃(�)�Xﾅ���ﾙ韃$I,y�R衣y*ﾂ��集落址 �>ｩ[h自[ﾘ���

-5 俛韃(�)�Xﾅ���ﾙ韃(唏�)�R越y*ﾂ��集落址 �>ｩ[h自[ﾘ���

31 冦ｩkﾉ�(�)�Xﾅ��集落址 冢ﾙ�h自[ﾘ���

-1 冦ｩkﾉ�(�)�Xﾅ���mｩkﾉ�(�)�R�集落址 冢ﾙ�h自[ﾘ���

-2 冦ｩkﾉ�(�)�Xﾅ���ｭｸ�(�)�R�集落址 冢ﾙ�h自[ﾘ���

32 �7�H6ﾙ?ﾉw��R�窯　跡 �=驂x自[ﾘ���

33 兌ﾙ}��)�R�散布地 �>ｩ[b�

図面番号 �,x�������X������kﾂ�種　　別 倬������2�

34 丼����R�窯　跡 兌ﾘ���

35 兌ﾙ�(�)�R�散布地 �>ｩ[b�

36 刎�[ﾘ�)�X�｢�集落址、散布地 �>ｩ[h自[ﾘ���

-1 刎�[ﾘ�)�Xﾅ�����[ﾔ�,y�R�集落址 �>ｩ[h自[ﾘ���

-2 刎�[ﾘ�)�Xﾅ�����[ﾔ(�)�R�散布地 冢ﾙ�b�

-3 刎�[ﾘ�)�Xﾅ�����[ﾔ9,y�R�散布地 兌ﾘ���

37 仞�NIxX�(ﾌ9Zﾒ�古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

38 ��ｨ�8��ｭ��R�城館跡 �(i�"�

39 僥�,ﾉGx�)�R�散布地 �>ｩ[b�

40 冉ｹmｩkﾈﾆ�,ｲ�経　塚 �(i�"�

41 冉ｹmｩkﾉ,ｸﾈｨﾌ9Zﾘ�｢�古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

-1 冉ｹmｩkﾉ,ｸﾈ｣�ﾘiZﾒ�古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

-2 冉ｹmｩkﾉ,ｸﾈ｣(ﾘiZﾒ�古　摘 侘9Vｲ夷8ｯ｢��

42 僭�6ﾙm�,y�R�散布地 �>ｩ[b�

43 估�69w��R�窯　跡 �=驂r�

44 乖ｹOh���R�域館跡 �(i�"�

45 偬���(ﾌ9Zﾘ�｢�古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

-1 偬���(ﾌ9Zﾙ�����葺辷ﾅ��ﾘiZﾒ�古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

-2 偬���(ﾌ9�ｨ����葺辷ﾅ�(ﾘiZﾒ�古　塙 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

-3 偬���(ﾌ9Zﾙ�����葺辷�｣8ﾘiZﾒ�古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

-4 偬���(ﾌ9Zﾙ�����葺迚z3HﾘiZﾒ�古　楯 侘9Kr夷8ｯ｢��

-5 偬���(ﾌ9�Y�����葺���｣XﾘiZﾒ�古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

-6 偬���(ﾌ9Zﾘﾅ���8x辷ﾅ��ﾘitｲ�古　掘 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

-7 偬���(ﾌ9oXﾅ���8x辷�｣(ﾘiZﾒ�古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

46 �8x�)�R�集落址 冢ﾙ�h自[ﾘ���

47 兀��(ﾌ9Zﾘﾅ��古　墳 侘9Kr夷8ｯ｢��

-1 兀��(ﾌ9Zﾘﾅ���揵nﾉ�(辷ﾅ��ﾘiZﾒ夷I�竟�ﾌ9Zﾒ��古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

-2 兀��(ﾌ9Zﾘ菱��揵nﾉ�(辷ﾅ�(ﾘiZﾒ�古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

-3 兀��(ﾌ9Zﾘﾅ���揵nﾉ�(迚z38ﾘiZﾒ�8H6(4�8侘9oR��古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

-4 兀��(ﾌ9Zﾘﾅ���揵nﾉ�(迚z3HﾘiZﾒ�古　塙 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

48 傅ﾉnﾉ�),y�R�集落址 冢ﾙ�h自[ﾘ���

49 兀��(ﾌ9Zﾘ靼��¬;�迚wr�古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

50 兀��(鮖jｨﾌ9Zﾒ�古　塙 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

51 �<i�(���R�城館跡 �(i�"�

52 倅��X���R�械館跡 �(i�"�

53 丶ｩ�I�ｹ59,y�R�製鉄跡 �(i�"�

54 俛韃)G�鮖�R�寺院跡 兌ﾘ���

55 豫�兌ﾘﾆ�,ｲ�経　塚 �(i�"�

56 估�68揵&)n��R�製鉄跡 �(i�"�

57 �iEhﾋH�)�R�集落地 �=驂x自[ﾘ���

58 �>ﾉmｩkﾈ�)�R�集落址 冢ﾙ�h自[ﾘ���

59 乖ｹOh､(ﾚｨ抦夐�R�城館跡 �(i�"�

60 儷����R�城館跡 �(i�"�

61 儉)m��8ｪ�ｩ�R�屋敷跡 仗��"�

62 �69*ﾈ�)�Xﾅ��散布地 侘9Zﾘ自[ﾘ���

63 佩H��)Zﾙ^hﾅ��墳　墓 �(i�"�

64 佩�[ﾙw��R�窯　跡 兌ﾘ���

65 �(iEh�������ｩ�R�採掘跡 仗��"�

66 �7Y�(ﾌ9Zﾒ�古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

67 �(iEh���8ｪ�ｩ�R�屋敷跡 仗��"�

68 價y�ｩw��R�窯　跡 兌ﾘ���

69 豫�俥(���R�域館跡 �(i�"�

70 �>ﾈﾎ�,ﾉ�ﾈ�)�R宛x�鮖�R��散布地寺院跡 �=驂x自(i�"�

71 佰ｹz�H��R�屋敷跡 仗��"�

72 刎�ﾘx���R�城館跡 �(i�"�

73 俘(688H���R�械館跡 �(i�"�

74 仍Xｿ9���(���R�城館跡 �(i�"�

75 �&鞁i�(囮58ﾗｨﾜﾈﾄ��R�採掘跡 仗��"�

76 �<x�(�)�R�散布地 兌ﾘ���

77 偬�����R�域館跡 �(i�"�

78 ��8ﾍﾉk鞏越)�Y69ｪﾂ�水田址 兌ﾘ��耳ｽ��"�

79 偬��,y�R�集落址 �>ｩ[h自[ﾘ���

80 ��ｨ�8��ｭ��R�城館跡 �(i�"�

81 兀��(��ｸ���R�城館跡 �(i�"�

82 傅ﾉnﾉ�)w��R�窯　跡 �=驂x自[ﾘ���

83 兀��(ﾌ9Zﾘﾅ��古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

-1 兀��(ﾌ9Zﾘﾅ���ﾍﾈｻx辷ﾅ��ﾘiKr�古　垢 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

-2 兀��(ﾌ9Zﾘﾅ���ﾍﾈｻx辷�｣(ﾘi8B�古　墳 侘9Zﾒ夷8ｯ｢��

-3 兀��(ﾌ9Zﾘﾅ���ﾍﾈｻx迚z38ﾘiZﾒ�古　揖 侘9Kr夷8ｯ｢��

84 俎(��)�R�集落址 �>ｩ[h自[ﾘ���

85 冦HｧﾈﾋH�)�R�集落址 �>ｩ[h自[ﾘ���

86 ��)�I�R�宗租跡 兌ﾘ���

87 �8x囮;ｨﾗｨﾜﾈﾄ��R�採掘跡 仗��2�

88 �8x7ﾘ984ｸ98ﾗｨﾜﾈﾄ��R�採掘跡 仗��2�

89 ��9[ﾘ囮;ｨﾗｨﾜﾈﾄ��R�採掘跡 仗��2�

90 ����fｸﾙ�･�;��R�街道跡 仗��"�

-5-



第Ⅱ章　試掘調査の結果

1　金井遺跡2

所在地

事業主体

事業名

調査期間

面　　積

担当者

坂城町大字南条6028鵜「他

(株)セブンイレブン・ジャパン

店舗建設事業

平成25年4月1 1目

1,871而(126而)

晴信　武史

遺跡の環境と調査にいたる経緯

金井遺跡は、坂城町大字南条に所在する縄

文時代から平安時代にかけての集落址である。

平成15年に工場建設に先立って試掘調査が実

施されたが、遺構などは確認できなかった。

今回、 (株)セブンイレブン・ジャパンに

よる店舗建設事業が計画され、遺跡の状況を

確認するために試掘調査を実施することとな

った。

調査の成果

今回の計画地は、谷川の形成する扇状地の

扇端付近に位置している。店舗建設予定箇所

は農協の店舗が存在した場所で、解体時の立

会調査で撹乱されだ状況が確認できた。この

ため場所をずらして東西及び南北方向に試掘

トレンチを2か所設定し、遺構の有無を確認

した。

1号トレンチでは遺構等は確認できなかっ

た。 2号トレンチでは現地表面から0.8m掘

り下げたところ、黄褐色の地山層を確認面と

して住居址2棟等が確認された。

試掘調査位置図(1 :2500)

1号トレンチ検出状況(南より)

2号トレンチ検出状況(南より)
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国　道

試掘トレンチ設定図(1二400)
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2　大木久保遺跡工

所在地　坂城町大字南条2036他

事業主体　坂城町

事業名　小学校改築事業

調査期間　平成25年10月15目~

平成25年1 「月5目

面　　積　23,970而(669而)

担当者　晴信　武史

遺跡の環境と調査にいたる経緯

大木久保遺跡は坂城町大字南条に所在し、

.購 ��� 

〆舞薫 劔 

篤条小筆緒 
ー 

! 

二三 　`裏 、一理 留ま8 剪�

‡ 観　雪苧 

続発か学績 
軍 

繍 肖 凵v一●"-i"i・● 

j ‡ ���+�8�4倆ｸ����*B�

試掘調査位置図(1二2500)

西方向に流下する谷川の扇状地の扇端付近、

標高約415m付近に位置する。 「坂城町遺跡分布図」によると縄文一平安時代の集落址とされている。平成13

年に宅地造成事業に先立って試掘調査を実施したが、遺構等は確認できなかった。

今回、坂城町による小学校改築事業が計画され、遺跡の状況を確認するために試掘調査を実施することと

なった。

調査の成果

新校舎の配置計画にそって、 12箇所のトレンチを設定し、遺構の有無を確認した。 1号トレンチでは地表

面から約1m掘り下げたところ、住居址と思われる遺構1基を検出した。 2号トレンチでは地表面から約

2.1m掘り下げたところ、土坑1基を検出した。 3号トレンチでは地表面から約0.7m掘り下げたところ、住

居址と思われる遺構1基を検出した。 7号トレンチでは地表面から約1.4m掘り下げたところ、住居址と思

われる遺構1基を検出した。 9号トレンチでは地表面から約1.9m掘り下げたところ、土坑2基を検出した。

12号トレンチでは地表面から約1.8m掘り下げたところ、住居址と思われる遺構1基、土坑1基を検出した。

4号・ 5号・ 6号・ 8号・10号・11号トレンチからは遺構は検出されなかった。

調査の結果を踏まえて、記録保存のための本調査を実施することとして調査を終了した。

1号トレンチ検出状況(南東より)

ー8-

2号トレンチ検出状況(北より)



園田

田園霞㌔宣言葛鵜漢種患

丁半立言:
高　上言高う

、　　●」

田園ヽ
、… ′盈瞥幸子㍉

ノ　京の軍事

}　奴-

長ふふふへ_.あふ二

主　よ・壬芦ト
1

3号トレンチ検出状況(南より)

7号トレンチ検出状況 (北西より)

9号トレンチ検出状況 (北西より)

11号トレンチ検出状況(北西より)

6号トレンチ検出状況 (北より)

8号トレンチ検出状況(北東より)

10号トレンチ検出状況(南西より)

12号トレンチ検出状況(北東より)
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1 2 �� �� 塗ﾘh6x8ﾈ986�� �92�11号トレンチ チ 号トレン ��トレンチ 剪�チ3号トレンチ4号トレンチ5号 チ _______｢一一一一一一一一~｢__ 

ロトレン 

開発予定地 

号トレンチ7 

〇〇〇▲一〇〇〇〇〇●- 12号トレンチ10号トレンチ9号ト �8ﾈ986��剄�gレ 

試掘トレンチ設定図(1 :400)
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1号トレンチ

4号トレンチ

2号トレンチ

5号トレンチ

3号トレンチ

●i〃置　←〇〇一　一一一　."“　●〇一

6号トレンチ

試掘トレンチ図(1二200)
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8号トレンチ

1号トレンチ

9号トレンチ 10号トレンチ

2号トレンチ　　　　　3号トレンチ　　　　　7号トレンチ

11号トレンチ

9号トレンチ

基本層序模式図

工層　グラウンド盤地層。

Ⅱ層　造成土層。

Ⅲ層　黒褐色土(10Y2/3)炭化粒・礫を多く含む、推積層。

Ⅳ層　黄褐色土(10Y5/6)砂礫土、地山層。

試掘トレンチ図(1 :200)
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第Ⅲ章　立会い調査の結果

No. �)�Ykﾂ�開発主体者 傀ｨﾝﾙ&��開発事業名 丶ｩJﾙlｩ����-鋳�調査期間 

1 �8x�)�R�坂城町建設課 ��ｨ�2�下水管埋設 都���H25年4月22日- H25年9月13日 

2 傅ﾉnﾉ�(�)�R�坂城町建設課 ��ｨ�2�下水管埋設 �3S��H25年4月22日- H25年9月13日 

3 仂��)�R�坂城町建設課 ��ｨ�2�下水管埋設 �3���H25年4月22日- H25年9月13日 

4 ��ｨ�8���亊��R�坂城町建設課 俥(���下水管埋設 �����H25年4月22日- H25年9月13日 

5 �*ﾈ��Oh�)�R�個人 �>ﾈ���個人住宅建設 �#Cr�H25年5月13日- H25年9月16日 

6 ��8ﾍﾉk���z)�Y69ｪﾂ�個人 ��ｨ�2�個人住宅建設 ��SB�H25年6月11日- H25年9月20日 

7 ��8ﾍﾉk���z)�Y69ｪﾂ�個人 ��ｨ�2�個人住宅建設 ��S2�H25年6月11日- H25年9月20日 

8 �69*ﾈ�)�R�株式会社不二家 �>ﾈ���広告塔建設 ���H25年6月20日- H25年6月26日 

9 ��8ﾍﾉk���z)�Y69ｪﾂ�上田水道管理事務所 ��ｨ�2�配水管埋設 �#��H25年7月1日へ H25年12月20日 

10 �8x�)�R�個人 ��ｨ�2�個人住宅建設 �#c"�H25年8月1日へ H25年10月1日 

11 厮ｨｷi]ｸ�)�R�株式会社天田不動産 俥(���宅地造成 塔sB�H25年8月1日- H25年8月30日 

12 俶ﾈ68夊�)�Xﾅ��社会福祉法大坂城福 俥(���老人ホーム建設 �"ﾃ塔"�H25年9月1日- 
社会 劔H26年2月28日 

13 ��8ﾍﾉk���z)�Y69ｪﾂ�国際石油開発帝石株 ��ｨ�2�パイプライン埋 �3b�H25年工0月1日へ 
式会社 剞ﾝ 僣25年11月30日 

14 �$ｩ�ﾈﾌ9Zﾘﾅ��上田水道管埋事務所 �>ﾈ���配水管埋設 途�H25年9月24日へ H26年3月28日 

15 ��8ﾍﾉk���z)�Y69ｪﾂ�個人 ��ｨ�2�個人住宅建設 �#Cb�H25年10月16日へ H26年2月28日 

16 仞�鯖��)�Xﾅ��個人 �>ﾈ���個人住宅建設 �3cb�H25年11月25日一 H26年3月20日 

17 ��8ﾍﾉk���z)�Y69ｪﾂ�個人 ��ｨ�2�個人住宅建設 �3�"�H25年11月15日- H26年2月15日 

18 �8x�)�R�上田水道管理事務所 ��ｨ�2�配水管埋設 田��H25年12月2日- H26年3月31日 

19 兀��(ﾌ9Zﾘﾅ��上田水道管理事務所 ��ｨ�2�配水管埋設 鉄R�H25年12月2日- H26年3月31日 

20 傅ﾉnﾉ�(�)�R�上田水道管理事務所 ��ｨ�2�配水管埋設 田R�H25年12月2日- H26年3月31日 

21 ��8ﾍﾉk���z)�Y69ｪﾂ�上田水道管埋事務所 ��ｨ�2�配水管埋設 都��H25年12月2日- H26年3月31日 

22 兀��(��ｸ���R�上田水道管埋事務所 ��ｨ�2�配水管埋設 鉄��H25年12月2日- H26年3月31日 

23 俎(��)�R�上田水道管理事務所 ��ｨ�2�配水管埋設 田��H25年12月2日へ H26年3月31日 

24 厮ｨｷi]ｸ�)�R�個人 俥(���個人住宅建設 �#3"�H25年11月22日- H26年4月16日 

25 �(iEh���)�Xﾅ��KDDI株式会社 �(iEh���携帯電話鉄塔建 設 釘�H25年12月9日- H25年12月31日 

26 ��8ﾍﾉk���z)�Y69ｪﾂ�千田建設事務所 ��ｨ�2�道路改良 �3#b�H25年11月25日へ H26年3月31日 

27 俛韃(�)�Xﾅ��千田建設事務所 俥(���河川改修 �3���H25年11月25日- H26年3月31日 

28 亶ｸ�8�)�R�株式会社桜井製作所 �(iEh���倉庫建設 �##��H25年11月25日- H25年12月25日 

29 仞�鯖�ﾈ�)�Xﾅ��上田水道管理専務所 �>ﾈ���配水管埋設 �#"�H25年12月18日- H26年3月31日 

30 仞�鯖8ﾈ�)�Xﾅ��上田水道管理事務所 �>ﾈ���配水管埋設 鼎��H25年12月18日- H26年3月31日 

31 厮ｨｷi]ｸ�)�R�上田水道管理事務所 俥(���配水管埋設 �2�H25年12月18日へ H26年3月31日 

32 ��8ﾍﾉk���z)�Y69ｪﾂ�坂城町建設課 ��ｨ�2�下水管埋設 �����H26年1月6日- H26年3月31日 

33 �8x�)�R�坂城町建設課 ��ｨ�2�下水管埋設 ��#��H26年1月6日へ H26年3月31日 

一14-





報　告　書　抄　録

ふ　り　が　な �+8*�*ｸ+�.X*H,�*(*(+�*ｸ,ﾘ,�*ﾘ,(+�.X*H*ｸ,ﾘ*H+�*ﾘ+X.R�

書　　　　名 俥(��*ﾉ>��)�YJﾘﾄ�+(ﾛ雲�ﾙ�����#��2�

副　書　名 兌ﾙ�ﾃ#YD�7郁霪��Yzx檍*)+(ﾛ雲�ﾙ����

巻　　　　次 ��

シリーズ名 俥(��*ﾉhI��[h嶌ﾞ�+(ﾛ雲�ﾙ����

シリーズ番号 ��cCH��

編　著　者　名 ��)m���8ynx�Y���ﾘ��Y�譴�

編　集機　関 俥(��*ﾈｻ8支効醜橙�

所　在　地 ��s3ヲﾓ�c��+ynﾈﾊx�ｸ怦ﾅ8ﾞ(��*ﾉ�X鬨ﾞ(�田3c"ﾓ���DX+T�#cふ�"ﾓ�����

発行年月日 �#��ID�8ﾈ�3�?｢�

ふり　がな 所収遺跡名 �-8.�*ｨ,���ﾝﾙ&��コード 剿k　緯 �8ﾈ��ﾆ��調査期間 �+(ﾛ瑛ｩ����-鋳�調査原因 

市町村 �)�YMHﾘb�

かないいせき 金井遺跡2 �+8*�+8-ﾈ+�*�*�*�+H-ﾘ,�-ﾘ+h.X*B�ﾞ(��*ﾉ�X鬩>ﾈ���20521 ��36o26’05〃 ��3�ﾆﾈ�c3H�b�2013年4月11日 ��#b�店舗建設事業 

あおぎくぼいせき 大木久保遺跡3 �+8*�+8-ﾈ+�*�*�*�+H-ﾘ,�-ﾘ+h.X*B�ﾞ(��*ﾉ�X鬩>ﾈ���20521 ��36o26’05〃 ��3�ﾆﾈ�c3x�b�2013年10月15日 2013年11月5日 田c��小学校改築事業 

所収遺跡 偃ﾙ¥｢�主な時代 偃X,�(ﾕﾂ�主な遺物 �<�ｴﾈ馼ﾘ��

金井遺跡2 偖yx鬪ﾂ�縄文一中世 偖ｨｸ��X-�*��なし ��

大木久保遺跡3 偖yx鬪ﾂ�縄文一平安 偖ｨｸ��X��7儘"�なし ��
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