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一般国道９号名和淀江道路の改築に伴う発掘調査は、平成１２年度から行われ、平成

２４年度末時点で遺跡数は３３遺跡、調査面積は延べ約２４万平方メートル以上に及ん

でいます。

この発掘調査は、平成１７年度から鳥取県直営の事業となり、鳥取県埋蔵文化財セン

ターが担当することとなり、平成２４年度をもってすべての遺跡の発掘調査を終えるこ

とができました。

そのうち、大山町にある西坪中中畝遺跡では、縄文時代の落とし穴、古代の鍛冶関連

遺構などを検出するに至り、この地域の歴史を解明するための重要な資料を確認するこ

とができました。

鳥取県埋蔵文化財センターでは、発掘調査により明らかとなった遺跡や出土品を活用

し、その普及啓発に努めることも重要な業務としており、遺跡の全体像が明らかになっ

た段階で現地説明会を開催し、多くの方々にその素晴らしさを実感していただきました。

本書は、その調査結果を報告書としてまとめたものです。この報告書が、郷土の歴史

を解き明かしていく一助となり、埋蔵文化財が郷土の誇りとなることを期待しておりま

す。

本書をまとめるにあたり、国土交通省倉吉河川国道事務所、地元関係者の方々には、

一方ならぬ御指導、御協力を頂きました。心から感謝し、厚く御礼申し上げます。

平成２６年１月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取県埋蔵文化財センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　長　　久 保 　 穰 二 朗



序　文

一般国道９号は山陰地方を東西に結ぶ主要幹線道路であり、広域交通はもとより、観

光交通、生活交通など、多様な交通を担う重要な路線です。

このうち、国土交通省倉吉河川国道事務所は、鳥取市青谷町から米子市（鳥取～島根

県境）までを管轄しており、時代の要請に沿った各種の道路整備事業を実施していると

ころです。

名和淀江道路は、西伯郡大山町から米子市淀江町にかけての多種多様な交通による交

通混雑の緩和、安全・円滑な交通の確保のほか、災害時の緊急輸送路の代替路線として

の機能分担などを目的とし、さらに山陰の地方都市間の連携を強化するとともに、環日

本海交流の基幹軸の一翼を担う高規格幹線道路（自動車専用道路）として整備を行って

います。

このルートには、多数の埋蔵文化財包蔵地がありますが、鳥取県教育委員会と協議を

行い、文化財保護法第９４条の規定に基づき、鳥取県教育委員会教育長に通知した結果、

事前に発掘調査を実施し、記録保存を行うこととなりました。

平成２４年度は「西坪中中畝遺跡」の本調査について、鳥取県埋蔵文化財センターと

発掘調査の委託契約を締結し、発掘調査を行いました。

本書は、上記の遺跡の調査結果をまとめたものです。この貴重な記録が、文化財に対

する認識と理解を深めるため、ならびに、教育及び学術研究のために広く活用されるこ

とを願うと同時に、国土交通省の道路事業が、文化財保護に深い関心を持ち、記録保存

に努力していることをご理解いただければ幸いと存じます。

事前の協議をはじめ、現地での調査から報告書の編集に至るまでご尽力いただいた鳥

取県埋蔵文化財センターの関係者に対して、心から感謝申し上げます。

平成２６年１月

　

　　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省　倉吉河川国道事務所

所　長　　角田　文敏　　



例 言

１�　本報告書は、国土交通省倉吉河川国道事務所の委託を受け、鳥取県埋蔵文化財センターが、一般

国道９号（名和淀江道路）の改築に伴う埋蔵文化財発掘調査事業として、平成23年度及び平成24年度

に行った西坪中中畝遺跡の発掘調査報告書である。

２　本報告書に収載した遺跡の所在地及び調査面積は以下のとおりである。

　　　西坪中中畝遺跡　西伯郡大山町西坪字中中畝　　調査面積：6,680㎡

３�　本報告書で示す標高は、国土交通省が設置した２級基準点H18-２-８の45.289ｍを基準とする標

高値を使用した。方位は公共座標北を示す。磁北は、座標北に対し、約7°03′西偏する。なお、

Ｘ：、Ｙ：の数値は世界測地系に準拠した公共座標第Ⅴ系の座標値である。

４　本報告書に掲載した地形図は、大山町作成の1/5,000「大山町地形図」を使用した。

５　本報告にあたり、以下の内容を業者委託した。

　�　調査前後航空写真撮影、調査前後地形測量、採取土壌の放射性炭素年代測定・テフラ分析・植物

珪酸体分析・微粒炭分析

６　本報告書に掲載した遺物の実測・浄書は鳥取県埋蔵文化財センターが行った。

７　本報告書で使用した遺構・遺物写真は調査担当職員が撮影した。

８�　本報告書の編集は濵・中村が行った。執筆は調査担当職員が分担して行い、目次に執筆者名を記

した。なお第４章第２節落とし穴遺構における堆積構造の検討として、鳥取県埋蔵文化財センター

青谷上寺地遺跡調査担当調査研究補助員村田泰輔が執筆した。

９�　発掘調査によって作成された図面・写真などの記録類、出土遺物は鳥取県埋蔵文化財センターに

保管している。

10　現地調査及び報告書作成にあたっては、以下の関係者の方々に指導・助言・協力をいただいた。

　　明記して深謝いたします。

　　　穴澤義功、稲田孝司、大山町教育委員会（敬称略）



１　遺物の注記における遺跡名には以下の略語を用い、併せて「遺構名、遺物番号、日付」を記入した。

　　西坪中中畝遺跡：中ナカ

２　本報告書で用いた遺構・トレンチの略号は以下のとおりである。

　　Ｐ：柱穴・ピット

３�　本調報告書時における遺構番号は発掘調査時のものと変更している。新旧の遺構名・番号の対応は新旧遺構対照表

で示している。遺物注記の遺構名は発掘調査時のものを使用している。

４　本書における実測図の縮尺については、特殊なものを除き基本的に以下の縮尺としている。

　　遺構図　掘立柱建物跡：1/60、土坑：1/40、溝：1/60・1/80、遺物出土状況図：1/20

　　遺物実測図　土器・土製品：1/3・1/4、石器：1/3・2/3、鉄滓：1/4

５　本書における土色は、基本的には『新版�標準土色帖』による。

６　遺構図・遺物実測図に用いた記号は、特に説明がない限り以下のとおりである。

　　Ｓ：石器・礫　Ｆ：鉄器

７�　遺物実測図の断面は須恵器を黒塗りとし、それ以外のものは白抜きで示している。また、遺物実測図中における記

号は以下のとおりである。

　　→：ケズリの方向（砂粒の動き）

８　遺物観察表の法量記載における※は推定復元値、△は現存値を示す。

９�　製鉄・鍛冶関連遺物の法量は最大長、最大幅、重量を計測した。メタル度は小型金属探知機によって判定された金

属鉄の残留度を示すもので、基準感度は次のとおりである。

　　　Ｈ（○）：Ｈは最高感度でごく小さな金属鉄が残留することを示す。

　　　Ｍ（◎）：Ｍは中間感度でＨの倍以上の大きさの金属鉄が残留することを示す。

　　　Ｌ（●）：Ｌは低感度でＭの倍以上の大きさの金属鉄が残留することを示す。

　　　なし：元から金属鉄が無かったもの。

　　椀形鍛冶滓の分類は以下のとおりである。

　　　特大：1001ｇ以上、大：501～1000ｇ、中：251～500ｇ、小：126～250ｇ、極小：125ｇ未満

10　本報告書における遺構・遺物の時期決定は下記参考文献を参照した。

　　小林達雄編 1989『縄文土器大観４』小学館

　　小林謙一 2008「縄文時代の暦年代」『縄文時代の考古学２歴史のものさし－縄文時代研究の編年体系－』同成社

　　清�水真一 1992「因幡・伯耆地域」『弥生土器の様式と編年－山陽・山陰編－』木耳社

凡 例

新遺構名 旧遺構名 新遺構名 旧遺構名 新遺構名 旧遺構名 新遺構名 旧遺構名 新遺構名 旧遺構名
土坑１ SK３９ 土坑 11 SK３３ 土坑 21 SK３２ 土坑 31 SK５０ 土坑 41 SK2
土坑２ SK３７ 土坑 12 SK６ 土坑 22 SK１３ 土坑 32 SK２１ 土坑 42 SK１５
土坑３ SK３６ 土坑 13 SK１７ 土坑 23 SK４５ 土坑 33 SK２０ 土坑 43 SK１８
土坑４ SK３０ 土坑 14 SK９ 土坑 24 SK４２ 土坑 34 SK２３ 土坑 44 SK５４
土坑５ SK４６ 土坑 15 SK４３ 土坑 25 SK２７ 土坑 35 SK２２ 土坑 45 SK２８
土坑６ SK８ 土坑 16 SK３５ 土坑 26 SK２６ 土坑 36 SK５６ 土坑 46 SK１６
土坑７ SK１２ 土坑 17 SK４４ 土坑 27 SK２５ 土坑 37 SK５３ 土坑 47 SK３
土坑８ SK３８ 土坑 18 SK１１ 土坑 28 SK２４ 土坑 38 SK５５ 土坑 48 SK４
土坑９ SK１０ 土坑 19 SK４１ 土坑 29 SK４８ 土坑 39 SK５２ 土坑 49 SK５
土坑 10 SK１４ 土坑 20 SK３１ 土坑 30 SK４９ 土坑 40 SK５１ 土坑 50 SK７

表１　新旧遺構名対照表
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PL.59　第100図土坑34埋土の軟Ｘ線画像（２）
PL.60　第101図土坑４埋土の軟Ｘ線画像
PL.61�　第102図軟Ｘ線画像の解析により導かれた

堆積物の構造（土坑14試料１および２）
PL.62�　第103図軟Ｘ線画像の解析により導かれた

堆積物の構造（土坑14試料３および４）
PL.63�　第104図軟Ｘ線画像の解析により導かれた

堆積物の構造（土坑35試料１）
PL.64�　第105図軟Ｘ線画像の解析により導かれた

堆積物の構造（土坑34試料１および２）
PL.65�　第106図軟Ｘ線画像の解析により導かれた

堆積物の構造（土坑34試料３および４）
PL.66�　第107図軟Ｘ線画像の解析により導かれた

堆積物の構造（土坑34試料５および６）
PL.67�　第108図軟Ｘ線画像の解析により導かれた

堆積物の構造（土坑４試料１および２）
PL.68�　第109図軟Ｘ線画像の解析により導かれた

堆積物の構造（土坑４試料３および４）
PL.69�　第110図軟Ｘ線画像の解析により導かれた

堆積物の構造（土坑４試料５）


