
１ SK３１完掘状況（北西から）

３ SK３３完掘状況（西から）

５ SK３６完掘状況（北から）

２ SK３２完掘状況（北東から）

４ SK３４完掘状況（東から）

６ SK３７完掘状況（東から）

PL. 52



１ SK３５完掘状況（北から）

２ SK３５土層断面（南西から）

３ SA４完掘状況（北から）

PL. 53



１ SA１完掘状況（北西から）

３ 土器溜り検出状況（西から）

２ 土器溜り検出状況（北から）

PL. 54



１ 谷部東西ベルト土層断面（北西から） ２ 谷部南北ベルト土層断面（北から）

３ 谷部南北ベルト土層断面（北西から）

PL. 55



117

159

123

163

189

１ SS４出土土器

２ SK１９出土土器

４ SK６出土土器

３ SK２０出土土器

５ SK３９出土土器

PL. 56



180

198

186

184

200

185

１ SK２４出土土器

３ 土器溜り出土土器

２ SK２４出土土器

PL. 57



199

201

204

203

208

209

１ 土器溜り出土土器

PL. 58



11

31 33

24

25

26

40

27

34

32

36

29

39
37

１ SI６・１０・１１出土土器

PL. 59



53

49 197 118

58

60 55

246
48

46

45

57

44
43

47

56

54

51

SI12 
　　　取り上げNo.468

１ SI１２・１３・１４、SB４・７、SA３出土土器

PL. 60



75 74 76 97

70

93

72

63

78

79

73

１ SI１７～２０・２４・２５出土土器

PL. 61



92 86 87 95

83 90
91 88

101
82

85

102 99

100

84

89

94

98

１ SI２３～２５・２７出土土器

PL. 62



158
120

125

124

261

195 119

157
121

127

122

126

128

１ SK４～７・９・１０・１２・１５・１８出土土器

PL. 63



152

138

179

250

137
249

252

160 146

248

178

139

130 153

１ SK１４・１７・１９・２１・２３・２７・２８出土土器

PL. 64



105

187

213

115 194
211

107

106 116

181

196

109

108
110

183
113

１ SS１～４、SK２４・３８、SD１・２出土土器

PL. 65



190

212 216

192

191

214

188

215

281

1
8

14 7

3
13

9

10

5

15

2
4

126

３ SK３９、P８２・１４０・１６０・１８２出土土器

２ SK２０出土粘土塊

１ SI２～５・８出土土器

４ 褐色土出土手づくね土器

PL. 66



193

206

207

202

205

S39 S26 S114 S69

S40 S33 S52
S2

S25
J3 J1

S110

S115

S8

S12

S9

S10

S11

S6

S7

１ SX１、土器溜り出土土器

２ 剥片石器 ３ SI１０出土石器

PL. 67



240

242241

247 237

229

243

228

251

２ SI１６出土土器

３ SI２８出土土器

１ SI２６出土土器 ４ SI９出土土器

５ SK１７出土土器 ６ SI２２出土土器 ７ P１８４出土土器

PL. 68



218
218 225 223

219

224
227

220
222

221

226

217

１ SI１・９出土土器

PL. 69



233 230 239 244 238

235

232

231

245

234 236

１ SI１６・２２・２６・２８出土土器

PL. 70



270
283 272

278

264 265 268

269

266

271

273
275

279
280

262

267
274

１ 谷部褐色土、南側暗褐色土出土土器

PL. 71



263

276

292

277

282

294

１ 谷部出土土器

PL. 72



286 293

310

309
306

316

304

317

303

305302312

311

315 313

314

307
308

１ 谷部出土土器

２ 遺構外出土土器

PL. 73



285

296
284

297 298

295

287
288 289

291

290

301 300

299

S66

S67

S59

S62

S60
S63

S61

S65

S64

S83

S86
S85

S88

S77S84

S87

S99

S89
S82

S81

S80

S78

１ 谷部暗褐色土出土土器

２ SI１出土石器 ３ SI２２a出土石器

PL. 74



S56

S111S35

S16
S22

SI22 
取り上げ 
No.1487S23

S17 S1
S53

S4 S24

S29
S3

S106

S58 S109

S48

S38

S73

S75 S51

S18

S74

S13

S27

S36

S14
S107

S31

S21

S112
S71

S108

S72 S54

S30

S15

S101

S32

S105

S76

S55

S100

１ 調査区内出土石斧・石包丁・砥石 ２ 調査区内出土敲石・磨石・台石

４ SI２２上層出土鉄床石

３ 調査区内出土石錘

PL. 75



F23 F19 F6
F4 F17

F5 F20

F18

F3

F9 F24

F26

F22

F14 F7

F86 F13
F16

F2

F85 F27

F21 F25

F8

F11

F12 F83 F84 F1 F10

F23 F19
F6

F4
F5 F20

F18

F9
F24 F26 F14

F7

F86
F13

F16
F2

F85 F27
F21

F25

F11

F12 F83
F84 F1 F10

１ 調査区内出土鉄器

２ 鉄器Ｘ線写真

PL. 76



F29253 F30 F31 F32

F33

F34

F36

F37

F38
F39 F40

318
254

F41

F42
F43 F44

F45

F46 319 F47 F48

F49 F52 F53 F54

F55

F56

F50

320
F57 F58 F59

F29 F30 F31 F33 F34

F36

F32

F37
F38 F39 F40

318
F41

F42 F43 F44 F45

F53 F54

F56

F55

F46 319 F47
F49F48 F52

F50 320
F57 F58 F59

１ 鍛冶関連遺物（１）

２ 鉄滓等Ｘ線写真（１）

PL. 77



F60

F61

F62

F64

321

255

256

F70

F65

F66 F67 F68 F69

F71

F72
F73 F74

F75 F82

F76

F77

F78

F79

F80

F81

258

257
259 260

F60
F61 F62

321
F70F64

F65

F66

F67

F68
F69

F71

F72

F78 F80

F73

F82

F74

F76 F77 F79 F81 F75

１ 鍛冶関連遺物（２）

２ 鉄滓等Ｘ線写真（２）

PL. 78
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ふ り が な

所 収 遺 跡 名
ふ り が な

所 在 地
コ ー ド

北緯 東経 調査期間 調査面積 調 査 原 因
市町村 遺跡番号

かさ み

笠見第３遺跡

とっとりけんとうはくぐん

鳥取県東伯郡
ことうらちょうおおあざかさ

琴浦町大字笠
み あざひがしかぐ ら なる

見字東神楽平

７３０―３１ほか

３１３７１ ２３８ ３５°２９′１７″１３３°４０′３２″
２００６０４０３
～

２００６１２１１
８，３００�

一般国道９号（東
伯中山道路）の
改築

所 収 遺 跡 名 種 別 主 な 時 代 主 な 遺 構 主 な 遺 物 特 記 事 項

かさ み

笠見第３遺跡

そ の 他 縄 文 時 代 ― 縄文土器

集 落

弥 生 時 代

竪 穴 住 居 跡
段 状 遺 構
掘立柱建物跡
土 坑
木 棺 墓
溝 状 遺 構
柵 列
土 器 溜
ピ ッ ト

弥生土器、石器、鉄
器、玉製品

焼失住居２棟、赤色
顔料関連遺物（石杵
等）

古 墳 時 代

竪 穴 住 居 跡
掘立柱建物跡
土 坑
鍛 冶 炉
溝 状 遺 構
ピ ッ ト

土師器、土製品、須
恵器、石器、鉄器、
鉄滓、粒状滓、鍛造
剥片、粘土質溶解物

焼失住居２棟、鍛冶
遺構

そ の 他 時 期 不 明

掘立柱建物跡
土 坑
柵 列
ピ ッ ト

石器、鉄器、玉未製
品

布掘り掘立柱建物
落とし穴、製炭土坑

要 約

笠見第３遺跡では弥生時代中期後葉から集落が形成され始め、同後期後葉に最盛期を迎
え、古墳時代前期後半以降に空白期が存在するが中期から再び集落が営まれ、後期中葉ま
で続く様相を追確認した。弥生時代後期前葉より集落内で緑色凝灰岩を用いた管玉や、赤
色顔料が生産されており、今回の調査で赤色顔料生産に係る石器等が新たに出土している。
また古墳時代中期末葉と推定される鍛冶遺構が検出され、鍛冶炉に隣接した土坑から大

量の粒状滓・鍛造剥片が出土した。鍛冶遺構では鉄素材の高温鍛接や低温での成形といっ
た鍛錬鍛冶作業が行われたことが明らかとなっている。操業内容は村方鍛冶的でありなが
ら、排出された鍛冶関連遺物の総量などからすれば多量の鉄器が生産された可能性がある。
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