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星原市東遺跡現地説明会資料

事  業  名 一般国道 11 号新居浜バイパス埋蔵文化財調査
委  託  者 国土交通省四国地方整備局
受  託  者 財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター
遺  跡  名 星原市東遺跡
調査面積 約 5,000 ㎡
場        所 新居浜市外山町
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星原市東遺跡
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主な新居浜市内の遺跡位置図

愛媛県埋蔵文化財包蔵地一覧表を参考にして作成



　新居浜市は愛媛県の東部に位置し、西は西条市、東は宇摩郡土居町・別子山村、南は高知県吾
川郡本川村と接し、北は燧灘に面しています。南には四国山地石鎚山脈の黒森山・笹ヶ峰、その
北東に赤石山系が連なり、市域の北半は新居浜平野となっています。
　総面積の 68%が山岳地帯で、四国山地の分水嶺から発して、「別子ライン」と呼ばれるV字谷
を形成しながら北流する国領川・東川・尻無川はいずれも流路が短く、中央構造線上の大断層崖
下に扇状地性低地・海岸平野を展開しつつ、燧灘に注いでいます。
　市域の 4分の 1を占める新居浜平野は、国領川・東川などの諸河川が土砂を堆積し形成してい
ったものであると考えられます。
　今回調査を行った星原市東遺跡は国領川左岸の標高約 30 ｍ付近に位置しています。付近には対
岸に弥生時代前期の東田遺跡がありますが、本遺跡周辺は、埋蔵文化財包蔵地の空白地でした。
平成 12 年度 4～ 6 月の試掘調査により弥生時代前期末の遺跡と中世の遺跡が確認され、7月から
本調査が始まりました。
　「星原市東遺跡」の名前は、周辺にある星原神社に由来しています。古代 ( 考古学的にはおそら
く中世 ) の時期にこの周辺に隕石が落ち、それを御神体にした星原神社が建てられ、その神社周
辺に市が開かれたという伝承が現在まで伝わっています。実際に本遺跡の調査により、14 世紀末
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星原市東遺跡調査区位置図

～ 15 世紀の遺跡が確認され、こ
の時期、この付近に生活を営んで
いる人々がいたことがわかりまし
た。
　また、弥生時代前期末の遺構や
遺物も確認されました。遺物とし
てはいわゆる「瀬戸内型甕」と呼
ばれる貼付突帯による口縁部をも
った土器が数多く出土しました。
また、県内では数例目になる弥生
時代前期末の竪穴住居跡が 3棟確
認され、新居浜市周辺の弥生時代
前期の社会を考えるうえで、今後、
大変有効な資料になると思われま
す。
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調査区一覧表
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