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▲ 鳥取県立むきばんだ史跡公園 ▲ 青谷上寺地遺跡　発掘現場

その６　とっとり弥生の王国スペシャル！

カ
イ
ト
と
リ
ュ
ウ
さ
ん
は
、
大
阪
府
立
弥
生
文
化
博
物
館
の
展
示
品
か
ら
飛
び
出
し
た
、
博
物
館
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
館
キ
ャ
ラ
」
で
す
。

本
冊
子
で
は
「
弥
生
遺
跡
」
や
各
地
の
「
博
物
館
」
を
訪
ね
て
日
本
中
を
か
け
め
ぐ
り
ま
す
。
二
匹
？
の
活
躍
に
ご
期
待
く
だ
さ
い
！

青
あ お や

谷上
か み じ ち

寺地遺跡

本冊子は、文化庁からの補助金を受け、日本全国の代表的な弥生遺跡を紹介するために制作しました。

地下の弥生博物館よみがえる弥生の国
こく

邑
ゆう

妻
む

木
き

晩
ば ん

田
だ

遺跡



地
下
の
弥
生
博
物
館　

青
谷
上
寺
地
遺
跡

２
日本列島は、いまでこそ「日本」というひとつの国にまとまっていますが、弥生時代にはたくさんのクニがそれぞれの地域
で独特な文化を築いていました。



地
下
の
弥
生
博
物
館　

青
谷
上
寺
地
遺
跡

３
本冊子で紹介する遺跡を訪れれば、出土した遺構や遺物はもちろん、遺跡の周りの自然や地形環境、気候のほか、遺跡の
立地など、自分たちの地域とは異なる部分に気が付くはず。



地
下
の
弥
生
博
物
館　

青
谷
上
寺
地
遺
跡

４
島国ならではの多様な風土が生み出した、特色豊かな弥生文化。それはいまの日本文化の源流となるものです。
時には、悠久の時を超え、遥か先人たちの叡智に想いを馳せてみませんか。



　

皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
私
は
青あ
お
や谷
上か
み

寺じ

地ち

遺

跡
か
ら
見
つ
か
っ
た
人じ

ん

面め
ん

軽か
る

石い
し

で
す
。
名
前
は

ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
。

　

何
に
使
わ
れ
た
モ
ノ
な
の
か
も
わ
か
ら
な
い

私
で
す
が
、
青
谷
上
寺
地
遺
跡
に
つ
い
て
ご
紹

介
を
い
た
し
ま
す
。

　

青
谷
上
寺
地
遺
跡
が
あ
る
の
は
、「
因い

ん

州
し
ゅ
う

和わ

紙し

の
里
」
と
し
て
有
名
な
鳥
取
市
青
谷
町
。
水

田
の
地
下
深
く
に
眠
っ
て
い
た
青
谷
上
寺
地

遺
跡
は
、
地
元
で
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
遺

跡
、
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
町

を
横
断
す
る
高こ

う

規き

格か
く

道
路
の
建
設
が
計
画
さ
れ

た
た
め
、
道
路
予
定
地
に
遺
跡
が
あ
る
か
ど
う

か
歩
き
回
っ
て
調
べ
た
と
こ
ろ
、
弥
生
土
器
の

か
け
ら
が
拾
わ
れ
た
こ
と
が
遺
跡
発
見
の
き
っ

か
け
で
す
。
そ
の
後
、
平
成
八
年
か
ら
の
試し

掘く
つ

調
査
（
試
し
掘
り
）
を
経へ

て
、
平
成
一
〇
年
か

ら
本
格
的
な
発
掘
調
査
（
第
一
次
調
査
）
が
始

ま
る
と
、
そ
の
調
査
成
果
は
一い

ち

躍や
く

全
国
的
に
注

目
を
浴
び
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
板
や
杭
で

護ご

岸が
ん

さ
れ
た
溝
。
保
存
状
態
が
極
め
て
よ
く
、

今
で
も
そ
の
ま
ま
使
え
そ
う
な
大
量
の
木
器
、

鉄
器
、
骨
角
器
。
海
を
越
え
た
交
流
を
示
す
中

国
製
の
鏡
や
貨
幣
。
そ
し
て
私
の
よ
う
な
、
誰

も
見
た
こ
と
の
な
い
謎
の
出
土
品
。
極
め
付
け

は
、
溝
の
中
か
ら
見
つ
か
っ
た
大
量
の
人
骨
で

す
。
い
く
つ
か
の
頭ず

蓋が
い

骨こ
つ

の
中
か
ら
、
我
が
国

で
初
め
て
「
弥
生
人
の
脳
」
が
見
つ
か
っ
た
こ

と
で
、
青
谷
上
寺
地
遺
跡
の
知
名
度
は
一
気
に

高
ま
り
、「
地
下
の
弥
生
博
物
館
」
と
い
う
ニ
ッ

ク
ネ
ー
ム
が
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

道
路
は
予
定
ど
お
り
完
成
し
ま
し
た
が
、
弥

生
時
代
の
社
会
や
文
化
の
あ
り
方
を
知
る
う
え

で
極
め
て
重
要
な
遺
跡
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
た
め
、
平
成
一
三
年
以
降
、
鳥

取
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
が
調
査
を
続
け

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
発
掘
調
査
の
ほ
か
、

一
〇
〇
か
所
以
上
の
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
に
よ
っ

て
、
当
時
の
地
形
、
環
境
を
調
べ
た
結
果
、
遺

跡
の
範
囲
や
特
徴
が
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
か

ら
、
平
成
二
〇
年
三
月
二
八
日
、
青
谷
上
寺
地

遺
跡
は
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

海
辺
の
ム
ラ
の
風
景

　

現
在
の
青
谷
町
の
街
並
み
が
広
が
る
青
谷
平

野
に
は
、
か
つ
て
浅
い
内
湾
（
潟せ

き

湖こ

）
が
入
り

込
ん
で
い
た
こ
と
が
、
発
掘
調
査
や
ボ
ー
リ
ン

グ
調
査
の
成
果
か
ら
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
弥
生

時
代
前
期
の
終
わ
り
ご
ろ
、
こ
の
内
湾
に
面
し

た
微
高
地
に
弥
生
人
が
や
っ
て
き
た
と
き
か

ら
、
青
谷
上
寺
地
遺
跡
の
集
落
の
歴
史
が
始
ま

り
ま
す
。
交
易
や
も
の
づ
く
り
な
ど
の
活
動
の

舞
台
と
な
っ
た
、
広
さ
約
三
㌶
あ
ま
り
の
こ
の

微
高
地
は
「
中
心
域
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

中
心
域
の
背
後
に
は
「
周
辺
域
」
と
呼
ば
れ

る
低
湿
地
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
中
心
域
と

周
辺
域
を
合
わ
せ
た
青
谷
上
寺
地
遺
跡
の
広
さ

は
、
東
京
ド
ー
ム
七
個
分
の
約
三
三
㌶
に
も
な

り
ま
す
。

　

青
谷
上
寺
地
遺
跡
か
ら
は
、
竪
穴
住
居
跡
は

一
棟
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
一
方
で
、

柱
や
壁
材
、
床
材
、
は
し
ご
な
ど
、
建
物
の
部

品
（
建
築
部
材
）
が
約
七
千
点
も
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
。
ど
う
や
ら
、
竪
穴
住
居
と
は
構
造
の

異
な
る
平
地
式
や
高
床
式
の
建
物
が
立
ち
並
ん

で
い
た
よ
う
な
の
で
す
が
、
中
心
域
は
限
ら
れ

た
範
囲
し
か
調
査
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ

地
下
の
弥
生
博
物
館　

青
谷
上
寺
地
遺
跡

５

内湾

日本海

周辺域

中心域

▲ 第１次調査の調査区

▲ 矢板で護岸された溝（第１次調査）

▲ 人面軽石

▲ 弥生時代終わりごろ（1800 年前）の青谷平野
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（復原図）



て
、
中
心
域
内
部
に
ど
の
よ
う
な
建
物
が
何
棟

く
ら
い
あ
っ
た
の
か
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。

　

中
心
域
は
、
弥
生
時
代
後
期
に
は
東
・
西
・

南
辺
を
溝
で
区
画
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

内
湾
に
面
し
た
北
側
に
は
、
ま
だ
見
つ
か
っ
て

い
ま
せ
ん
が
、
港
が
あ
っ
た
は
ず
で
す
。
こ
の

遺
跡
か
ら
は
五
〇
点
に
及
ぶ
船
の
破
片
や
、
大

小
六
隻
の
船
を
描
い
た
板
が
見
つ
か
っ
て
い
ま

す
。
港
の
跡
の
発
見
と
中
心
域
内
部
の
解
明
は

今
後
の
調
査
に
乞
う
ご
期
待
で
す
。

　

周
辺
域
に
は
、
水
田
が
営

い
と
な
ま
れ
た
ほ
か
、
数

多
く
の
溝
や
流

り
ゅ
う
路ろ

が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
の
溝
の
多
く
は
、
柱
や
壁
板
な
ど
を
再
利

用
し
た
杭
や
板
で
護
岸
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

暮
ら
し
と
道
具

　

青
谷
上
寺
地
の
弥
生
人
た
ち
は
ど
の
よ
う
な

暮
ら
し
を
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
？
弥
生
人
と

い
う
と
、
皆
さ
ん
は
、
せ
っ
せ
と
コ
メ
作
り

を
し
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
青
谷
上
寺
地
遺
跡
か
ら
は
水
田
の

跡
や
炭
に
な
っ
た
コ
メ
そ
の
も
の
、
そ
し
て
農

具
が
数
多
く
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
コ
メ

作
り
を
は
じ
め
と
す
る
農
耕
を
行
っ
て
い
た
こ

と
は
確
か
で
す
が
、
目
の
前
に
広
が
る
内
湾
や

外
洋
で
の
漁ぎ

ょ
ろ
う撈
活
動
も
活
発
に
行
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
こ
の
遺
跡
か
ら
は
、
動
物
の
骨
や
角
、

木
、
石
な
ど
で
作
っ
た
漁ぎ

ょ
ろ
う
ぐ

撈
具
が
た
く
さ
ん
見

つ
か
っ
て
い
ま
す
。
釣
針
、
お
も
り
、
海
獣
や

大
型
の
魚
を
突
く
た
め
の
モ
リ
・
ヤ
ス
、
網
の

枠
…
。
そ
の
他
、
鹿
角
の
先
端
を
ヘ
ラ
状
に
加

工
し
た
道
具
は
、「
ア
ワ
ビ
オ
コ
シ
」
と
し
て

使
え
そ
う
で
す
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
骨
角
製
の

釣
針
や
石
製
の
お
も
り
に
は
、
北
部
九
州
と
よ

く
似
た
形
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
や
ら
北

部
九
州
か
ら
山
陰
地
方
に
か
け
て
の
日
本
海
沿

岸
に
は
、
漁
民
が
活
発
に
行
き
交
う
「
海
の
路
」

が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
一
方
で
、
骨
角
製
の
モ

リ
先
や
木
製
の
丸
木
舟
な
ど
に
は
、
こ
の
遺
跡

独
特
の
形
を
し
た
道
具
も
あ
り
ま
す
。
舟
を
操

り
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
だ
漁
撈
具
を
使
い

こ
な
し
た
青
谷
上
寺
地
の
弥
生
人
は
「
海
人
集

団
」
だ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

北
側
が
海
に
面
し
た
青
谷
平
野
は
、
残
る
三

方
を
山
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
山
に
棲
む

シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
を
は
じ
め
と
す
る
動
物
た
ち

は
、
骨
角
器
の
材
料
と
し
て
骨
や
角
を
、
食
料

と
し
て
肉
や
血
を
弥
生
人
に
提
供
し
ま
し
た
。

青
谷
上
寺
地
遺
跡
か
ら
は
占
い
に
使
っ
た
卜ぼ

っ
こ
つ骨

が
約
二
五
〇
点
出
土
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
シ
カ
と
イ
ノ
シ
シ
の
肩
甲
骨
で
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
山
に
は
、
鍬く

わ

や
鋤す
き

な
ど
農

具
の
材
料
と
な
る
カ
シ
類
、
容
器
の
材
料
と
な

る
ヤ
マ
グ
ワ
類
、
舟
や
建
物
の
部
材
と
な
る
ス

ギ
な
ど
多
様
な
木
々
が
生
え
て
お
り
、
容
易
に

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
海
の
幸
と
山

の
幸
の
両
方
に
恵
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
、
青
谷

の
地
に
弥
生
人
を
惹ひ

き
つ
け
た
理
由
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。

も
の
づ
く
り
と
交
易

　

青
谷
上
寺
地
遺
跡
で
は
、
食
料
生
産
だ
け

で
は
な
く
「
も
の
づ
く
り
」
も
盛
ん
に
行
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
代
表
的
な
生
産
品
は
「
玉た

ま

」。

碧
へ
き
ぎ
ょ
く玉
や
緑
り
ょ
く
し
ょ
く
ぎ
ょ
う
か
い
が
ん

色
凝
灰
岩
と
い
う
緑
色
の
石
か
ら

作
っ
た
ア
ク
セ
サ
リ
ー
で
す
。
青
谷
上
寺
地
遺

跡
で
は
、
石
川
県
小
松
市
付
近
で
採
れ
る
碧
玉

を
使
っ
て
「
管く

だ
た
ま玉
」
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。
北

陸
産
碧
玉
製
の
管
玉
は
、
北
部
九
州
の
王
や
有

力
者
の
墓
で
あ
る
「
甕か

め
か
ん
ぼ

棺
墓
」
か
ら
副
葬
品
と

し
て
多
量
に
見
つ
か
り
ま
す
が
、
そ
の
中
に
は

青
谷
上
寺
地
遺
跡
で
作
ら
れ
た
管
玉
も
含
ま
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、

北
陸
地
方
と
北
部
九
州
の
中
間
に
位
置
す
る
青

谷
上
寺
地
遺
跡
は
、
玉
交
易
の
中
継
拠
点
と
し

て
発
展
し
た
と
言
え
そ
う
で
す
。

　

お
そ
ら
く
青
谷
上
寺
地
遺
跡
の
弥
生
人
は
、

北
部
九
州
の
有
力
者
が
欲
し
が
っ
た
玉
と
引
き

換
え
に
、
大
陸
・
半
島
か
ら
海
を
越
え
て
も
た

ら
さ
れ
た
貴
重
品
で
あ
る
「
鉄
と
鏡
」
を
手
に

入
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
青
谷
上
寺
地
遺
跡
か
ら

は
、
本
州
の
遺
跡
と
し
て
は
屈
指
の
四
〇
〇
点

以
上
の
鉄
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
中

地
下
の
弥
生
博
物
館　

青
谷
上
寺
地
遺
跡

６

▲ 骨角製の漁撈具

▲ 卜骨

▲ 玉作り関連遺物



期
後こ
う

葉よ
う

に
は
星
せ
い
う
ん
も
ん
き
ょ
う

雲
文
鏡
と
呼
ば
れ
る
中
国
・
前

漢
で
作
ら
れ
た
青
銅
鏡
の
破
片
が
も
た
ら
さ
れ

ま
し
た
。
弥
生
時
代
の
星
雲
文
鏡
と
し
て
は
本

州
唯
一
の
出
土
例
で
す
。

　

弥
生
時
代
後
期
に
な
る
と
、
北
陸
か
ら
の
碧

玉
の
供
給
が
途
絶
え
た
ら
し
く
、
青
谷
上
寺
地

遺
跡
の
玉
作
り
は
終
息
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ

れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
大
陸
・
半
島
・
北
部
九
州

製
の
鉄
器
、
中
国
の
貨
幣
（
貨か

せ
ん泉
）
や
青
銅
鏡

な
ど
、
西
か
ら
の
貴
重
品
の
流
入
は
続
き
ま
し

た
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
？

　

こ
の
時
期
、
青
谷
上
寺
地
遺
跡
か
ら
日
本
海

沿
岸
の
各
地
に
広
ま
っ
た
も
の
に
「
花か

べ
ん
た
か
つ
き

弁
高
杯
」

と
呼
ば
れ
る
木
製

容
器
が
あ
り
ま
す
。

全
体
が
赤
く
塗
ら

れ
、
杯
部
の
底
面

に
花
び
ら
を
思
わ

せ
る
浮
き
彫
り
文

様
を
持
つ
ほ
か
、
把と

っ

手て

の
よ
う
な
装
飾
が
付
く

な
ど
、
美
し
く
飾
ら
れ
た
容
器
で
す
。
こ
の
花

弁
高
杯
、
青
谷
上
寺
地
遺
跡
で
十
数
点
出
土
し

て
い
る
他
は
、
石
川
県
や
島
根
県
の
遺
跡
か
ら

出
土
し
て
い
ま
す
。
精
巧
な
作
り
で
あ
る
こ
と
、

出
土
す
る
遺
跡
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

各
地
の
有
力
者
へ
の
「
贈
り
物
」
だ
っ
た
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
豊
富
な
外

来
の
貴
重
品
は
花
弁
高
杯
と
の
交
換
で
手
に
入

れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

花
弁
高
杯
以
外
に
も
、
青
谷
上
寺
地
遺
跡
か

ら
は
優
美
な
木
製
容
器
が
多
数
見
つ
か
っ
て
お

り
、「
弥
生
の
匠

た
く
み
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
腕う
で

利き

き
の

職
人
集
団
が
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
ま
す
。
彼

ら
の
生
産
活
動
を
支
え
た
の
は
、
豊
富
な
森
林

資
源
と
優
秀
な
鉄
製
工
具
で
す
。
細
か
な
細
工

に
適
し
た
独
特
の
形
の
鉄
の
工
具
も
見
つ
か
っ

て
お
り
、
木
器
職
人
が
鍛か

冶じ

職
人
に
頼
ん
で

作
っ
て
も
ら
っ
た
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

弥
生
時
代
後
期
に
な
る
と
、
田
下
駄
や
木
製

の
穂ほ

つ
み
ぐ

摘
具
が
急
増
す
る
と
と
も
に
、
又ま
た
ぐ
わ鍬
に
改

良
が
加
え
ら
れ
る
な
ど
、
農
耕
が
活
発
化
し
た

様
子
も
窺
え
ま
す
。
あ
た
か
も
、
職
人
集
団
や

交
易
に
従
事
す
る
海
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
き
て

集
落
が
賑
や
か
さ
を
増
し
、
食
料
増
産
の
必
要

に
迫
ら
れ
た
か
の
よ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
し
て

青
谷
上
寺
地
遺
跡
は
、
日
本
海
沿
岸
航
路
に
お

け
る
交
易
拠
点
、有
力
者
層
向
け
高
級
木
器
「
青

谷
上
寺
地
ブ
ラ
ン
ド
」
の
生
産
拠
点
と
し
て
繁

栄
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。「
交
易
拠
点

と
し
て
の
港
湾
集
落
」
と
評
価
さ
れ
る
集
落
像

は
、「
弥
生
時
代
の
ム
ラ
＝
農
村
」
と
い
う
従

来
の
イ
メ
ー
ジ
を
大
き
く
塗
り
替
え
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

殺
傷
人
骨
の
謎

　

弥
生
時
代
の
終
わ
り
頃
、
繁
栄
を
謳お
う

歌か

し
て

い
た
青
谷
上
寺
地
遺
跡
を
悲
劇
が
襲お

そ

い
ま
し

た
。
中
心
域
東
側
の
区
画
溝
か
ら
出
土
し
た
、

約
五
三
〇
〇
点
に
及
ぶ
老
若
男
女
の
人
骨
。
そ

の
内
の
一
一
〇
点
に
は
鋭
利
な
刃
物
に
よ
る
傷

痕
が
残
っ
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
は
何
ら
か
の
殺さ

つ

戮り
く

行
為
の
犠ぎ

牲せ
い

者
だ
っ
た
の
で
す
。
墓
に
埋
葬

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
溝
の
中
に
埋
め
ら
れ
て
い

た
こ
と
か
ら
も
、
事
件
の
異
常
さ
が
窺
え
ま
す
。

集
団
内
部
の
抗
争
な
の
か
、
そ
れ
と
も
外
部
か

ら
襲

し
ゅ
う
撃げ
き
さ
れ
た
の
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

ど
こ
の
集
団
が
ど
の
よ
う
な
理
由
で
襲
っ
た
の

か
。
こ
れ
ま
で
様
々
な
解
釈
が
示
さ
れ
ま
し
た

が
、
明
確
な
答
え
は
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

地
下
の
弥
生
博
物
館　
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▲ 大陸・半島製の遺物

▲ 花弁高杯（左は模式図）

▲ 人骨の出土したようす

▲ 星雲文鏡

▲ 銅
どう

鏃
ぞく

の刺さった寛
かん

骨
こつ



　

人
骨
が
埋
ま
っ
た
後
も
、
こ
の
溝
は
杭
を
打

ち
直
す
な
ど
の
改
修
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
悲
劇
に
よ
っ
て
集
落
が
廃は

い

絶ぜ
つ

し
て
し

ま
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ

の
頃
か
ら
青
谷
上
寺
地
遺
跡
は
衰
退
を
始
め
、

古
墳
時
代
前
期
に
は
終

し
ゅ
う
え
ん焉
を
迎
え
ま
す
。
こ
の

時
期
に
は
、
近
畿
地
方
に
ヤ
マ
ト
王
権
が
成
立

す
る
こ
と
か
ら
、
列
島
規
模
で
交
易
ル
ー
ト
の

再
編
が
起
こ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
い
ま

す
。
青
谷
上
寺
地
遺
跡
は
新
た
に
確
立
し
た
交

易
ル
ー
ト
か
ら
外
れ
、
交
易
拠
点
と
し
て
の
役

割
を
終
え
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

古
代
の
青
谷
上
寺
地
遺
跡

　

弥
生
時
代
集
落
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
青
谷

上
寺
地
遺
跡
で
す
が
、
実
は
古
代
（
奈
良
時

代
頃
）
の
道
路
と
耕
地
区
画
の
跡
も
見
つ

か
っ
て
い
ま
す
。
道
路
跡
は
断
面
台
形
の
盛

土
の
上
面
に
砂
利
を
敷
い
て
路
面
と
し
て
お

り
、
約
四
五
ｍ
に
渡
っ
て
直
線
的
に
伸
び
て

い
る
こ
と
か
ら
、「
山
陰
道
」
と
呼
ば
れ
た

官
道
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ

の
道
路
に
直
交
す
る
何
本
か
の
大
き
な
畦

は
、
正
確
な
二
一
ｍ
間
隔
で
設
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、「
条
里
地
割
」
と
呼
ば
れ
る

古
代
の
耕
地
区
画
の
痕こ

ん

跡せ
き

と
考
え
ら
れ
ま

す
。
さ
ら
に
最
近
の
調
査
で
は
、
か
つ
て
の

「
中
心
域
」
に
相
当
す
る
高
ま
り
の
範
囲
で
、

大
規
模
な
土
地
造ぞ

う

成せ
い

が
行
わ
れ
た
痕
跡
が
確

認
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
官
道
に
関
係
す
る
重
要

な
施
設
が
あ
っ
た
可
能
性
も
浮
上
し
て
き
て

い
ま
す
。
今
や
青
谷
上
寺
地
遺
跡
は
、
古
代

の
研
究
に
お
い
て
も
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い

重
要
な
遺
跡
と
な
っ
て
い
ま
す
。

青
谷
上
寺
地
遺
跡
へ
よ
う
こ
そ

　

青
谷
上
寺
地
遺
跡
の
出
土
品
は
、
鳥
取
市

青
谷
町
の
「
青
谷
上
寺
地
遺
跡
展
示
館
」
と
、

鳥
取
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
青
谷
調
査
室

「
収
蔵
展
示
室
」
で
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
が

で
き
ま
す
。「
収
蔵
展
示
室
」
は
出
土
品
の

収
蔵
状
況
を
ご
覧
い
た
だ
け
る
よ
う
に
公
開

し
て
お
り
、
職
員
が
解
説
を
い

た
し
ま
す
。

　

青
谷
上
寺
地
遺
跡
の
現
地
に

は
解
説
板
が
あ
る
の
み
で
す

が
、
現
在
、
遺
跡
の
特
質
と
魅

力
を
体
感
で
き
る
空
間
と
し
て

整
備
復
元
す
る
た
め
の
検
討
を

進
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
整
備

に
必
要
な
情
報
を
得
る
た
め
の

発
掘
調
査
も
継
続
し
て
行
っ
て

い
ま
す
。
発
掘
調
査
は
公
開
し

て
い
ま
す
の
で
、
も
し
か
し
た

ら
あ
な
た
も
大
発
見
に
立
ち
会

え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ぜ
ひ
、
青
谷
上
寺
地
遺
跡
に

足
を
お
運
び
い
た
だ
き
、
弥
生

人
の
技
と
英
知
に
触
れ
て
み
て

く
だ
さ
い
。
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住 　 所 ： 〒 689-0592
　　　　  鳥取県鳥取市青谷町青谷 667
　　　　    鳥取市青谷町総合支所２階
電 　 話 ： 0857 － 85 － 5011
開室時間：  9 時～ 17 時
入 場 料 ：無料 
休 館 日 ： 土 ・ 日 曜 日 、 祝 日
　 　 　 　  年末年始（12 月 29 日～ 1 月 3 日）

※発掘調査の見学についてのお問い合わせは青谷調査室までお願いします。
【交通アクセス】( 自動車 )  青谷羽合道路青谷 IC より３分  （鉄     道）JR 山陰線青谷駅より徒歩約 10 分

鳥取県埋蔵文化財センター 青谷調査室（収蔵展示室）

青谷上寺地遺跡展示館
住 　 所 ： 〒 689-0501 
                   鳥取県鳥取市青谷町青谷 4064　
電 　 話 ： 0857 － 85 － 0841
開館時間：  9 時～ 17 時（入館は 16 時 30 分まで） 　入 館 料 ： 無 料
休 館 日：月 曜 日（ 祝 日 の 場 合 は 翌 日 ）、祝 日 の 翌 日（ そ の 日 が 平 日 の 場 合 ）
           年末年始（12 月 29 日～ 1 月 3 日）※その他展示替えによる臨時休館あり

【交通アクセス】( 自動車 )  青谷羽合道路青谷 IC より 2 分  （鉄     道）JR 山陰線青谷駅より徒歩約 3 分

▲埋蔵文化財センター
ホームページ

▲青谷調査室
　　フェイスブック

◀展示館ホームページ

鳥取県埋蔵文化財センター
http://www.pref.tottori.lg.jp/24250.htm
青谷調査室フェイスブック
https://www.facebook.com/yayoi.aoyakamijichi/
青谷上寺地遺跡展示館
http://www.tbz.or.jp/kamijichi/

▲ 古代山陰道と考えられる道路遺構

▲ 発掘調査現地説明会のようす
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こ
ん
に
ち
は
！
ボ
ク
は
大
山
町
役
場
観
光
Ｈ

Ｐ
の
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
む
き
ぱ
ん

だ
」。
こ
こ
か
ら
は
、
む
き
ば
ん
だ
弥
生
の
ム

ラ
の
「
名
誉
ム
ラ
人
」
に
も
認
定
さ
れ
た
ボ
ク

か
ら
、
遺
跡
の
見
ど
こ
ろ
や
、
い
ろ
い
ろ
な
弥

生
体
験
に
つ
い
て
紹
介
す
る
む
き
～
。

　

妻む

木き

晩ば
ん

田だ

遺
跡
は
、
鳥
取
県
西
部
の
西さ
い

伯は
く

郡ぐ
ん

大だ
い

山せ
ん

町
と
米よ
な
ご子
市
に
ま
た
が
る
標
高
八
〇
～

一
八
〇
ｍ
の
丘
陵
「
晩
田
山
」
に
あ
る
ん
だ
。

遺
跡
の
広
が
り
は
な
ん
と
一
七
〇
㌶
！
広
す
ぎ

て
ピ
ン
と
こ
な
い
け
れ
ど
、
東
京
ド
ー
ム
が

三
〇
個
以
上
も
お
さ
ま
る
広
さ
な
ん
だ
っ
て
。

　

妻
木
晩
田
遺
跡
の
存
在
は
古
く
か
ら
知
ら
れ

て
い
て
、
昭
和
六
年
に
は
鳥
取
県
内
で
初
め
て

竪
穴
住
居
跡
の
発
掘
調
査
も
行
わ
れ
て
る
ん

だ
よ
。
で
も
そ
の
後
、
こ
の
丘
陵
で
ゴ
ル
フ
場

の
建
設
が
計
画
さ
れ
た
ん
だ
。
そ
の
工
事
に
先

立
っ
て
行
わ
れ
た
大
規
模
な
発
掘
調
査
が
妻
木

晩
田
遺
跡
の
運
命
を
変
え
る
。
平
成
七
年
か
ら

平
成
一
〇
年
ま
で
続
い
た
発
掘
調
査
で
は
、
遺

跡
面
積
の
一
割
に
あ
た
る
約
一
七
㌶
が
調
査
さ

れ
、
紀
元
前
一
世
紀
か
ら
紀
元
後
三
世
紀
頃
ま

で
の
、
約
三
〇
〇
～
三
五
〇
年
間
に
つ
く
ら
れ

た
約
四
五
〇
棟
の
竪
穴
住
居
や
、
約
五
一
〇
棟

の
掘ほ

っ

立た
て

柱
ば
し
ら

建
物
、
そ
し
て
三
四
基
の
墳ふ
ん

丘
き
ゅ
う

墓ぼ

が
見
つ
か
っ
た
ん
だ
。
す
ご
い
数
む
き
！

　

弥
生
時
代
後
期
（
二
世
紀
頃
）
を
中
心
と
す

る
大
規
模
な
集
落
跡
の
発
見
は
、
一

い
ち
や
く
き
ゃ
っ
こ
う

躍
脚
光

を
浴
び
、
市
民
や
研
究
者
に
よ
る
遺
跡
の
保
存

運
動
が
活
発
に
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ん

だ
。
そ
の
お
か
げ
で
、
平
成
一
一
年
四
月
に
ゴ

ル
フ
場
建
設
の
中
止
と
、
遺
跡
の
全
面
保
存
が

決
定
し
、
そ
の
年
の
一
二
月
に
は
国
史
跡
に
指

定
さ
れ
た
ん
だ
。
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
面
積

は
約
一
五
〇
㌶
で
、
弥
生
時
代
の
集
落
跡
と
し

て
は
国
内
最
大
級
な
ん
だ
っ
て
！

　

弥
生
時
代
の
日
本
に
は
大
小
さ
ま
ざ
ま
な

「
ム
ラ
」
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
集
ま
っ
て
い

く
つ
も
の
「
ク
ニ
」
が
存
在
し
て
い
た
ん
だ
。

妻
木
晩
田
遺
跡
は
大
山
の
麓

ふ
も
と
に
あ
っ
た
ク
ニ
の

中
心
的
な
ム
ラ
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
ん

だ
よ
。
中
国
の
歴
史
書
と
し
て
有
名
な
『
三
国

志
・
魏ぎ

書し
ょ

』
の
一
部
（
魏ぎ

志し

倭わ

人じ
ん

伝で
ん

）
に
は
「
倭

人
は
帯た

い

方ほ
う

東と
う

南な
ん

大た
い

海か
い

の
中
に
在あ

り
。
山さ
ん

島と
う

に
依よ

り
て
国こ
く

邑ゆ
う

を
為な

す
。」
と
い
う
記
述
が
あ
っ
て
、

弥
生
時
代
の
ク
ニ
の
姿
を
示
し
て
い
る
ん
だ

け
ど
、
妻
木
晩
田
遺
跡
は
か
つ
て
大
山
の
麓
に

あ
っ
た
「
国
邑
」（
大
小
の
ム
ラ
か
ら
な
る
地

域
的
な
ま
と
ま
り
、
あ
る
い
は
そ
の
拠
点
と
な

る
集
落
）
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
現
代
に
伝
え
て
く

れ
る
遺
跡
な
ん
だ
。

妻
木
晩
田
遺
跡
の
変
遷

　

妻
木
晩
田
遺
跡
で
は
、
海
に
面
し
た
丘
陵
の

上
に
ム
ラ
を
つ
く
り
、
た
く
さ
ん
の
人
が
暮
ら

し
て
い
た
ん
だ
。
こ
の
丘
陵
は
い
く
つ
か
の
小

さ
な
丘
に
わ
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
住
居
の

ま
と
ま
り
や
、
お
墓
の
有
無
に
違
い
が
あ
る
。

だ
か
ら
、
ゴ
ル
フ
場
建
設
の
前
の
発
掘
調
査
で

は
丘
ご
と
に
洞ど

う

ノ
原は
ら

・
妻む

木き

山や
ま

・
妻む

木き

新に
い

山や
ま

・

仙せ
ん

谷た
に

・
松ま
つ

尾お

頭が
し
ら・
松ま
つ

尾お

城じ
ょ
うと
い
う
遺
跡
名
が
付

い
て
い
た
ん
だ
っ
て
。
で
も
、
国
史
跡
に
指
定

さ
れ
る
時
に
は
全
体
で
一
つ
の
遺
跡
と
評
価
さ

れ
、
六
つ
の
遺
跡
名
は
地
区
名
と
し
て
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
。

よ
み
が
え
る
弥
生
の
国
邑　

妻
木
晩
田
遺
跡

１３

▲ 上空から見た妻木晩田遺跡（西から）

▲ ゴルフ場開発に伴う発掘調査直後の状況（東から）

▲ 美保湾から望む妻木晩田遺跡

▲ むきぱんだ



　

妻
木
晩
田
遺
跡
で
最
初
に
弥
生
人
が
住
み
始

め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
松
尾
頭
地
区
で
、
紀

元
前
一
世
紀
頃
（
弥
生
時
代
中
期
後こ

う

葉よ
う

）。
そ

れ
が
一
世
紀
後
半
頃
（
後
期
前ぜ

ん

葉よ
う

）
に
な
る

と
、
妻
木
山
地
区
や
妻
木
新
山
地
区
に
も
居
住

地
が
広
が
っ
た
み
た
い
。
居
住
地
か
ら
離
れ
た

洞
ノ
原
地
区
で
は
、
海
を
望
む
丘
の
上
に
ム
ラ

の
有
力
者
（
リ
ー
ダ
ー
）
を
埋
葬
し
た
「
墳
丘

墓
」
が
造
ら
れ
て
る
ん
だ
よ
。
洞
ノ
原
地
区
の

墳
丘
墓
の
う
ち
十
一
基
は
、
貼は

り

石い
し

を
施
ほ
ど
こ
し
た
方

形
の
墳
丘
の
四よ

隅す
み

が
突
き
出
る
独
特
の
形
を
し

た
「
四よ

隅す
み

突と
っ

出
し
ゅ
つ

型が
た

墳ふ
ん

丘
き
ゅ
う

墓ぼ

」
な
ん
だ
。
四
隅

突
出
型
墳
丘
墓
は
、
島
根
県
や
鳥
取
県
中
・
西

部
と
い
っ
た
山
陰
地
方
を
中
心
と
す
る
日
本
海

沿
岸
地
域
に
分
布
し
て
い
て
、
特
に
出
雲
地
方

に
多
い
ん
だ
っ
て
。
お
墓
に
埋
葬
さ
れ
た
有
力

者
は
出
雲
地
方
と
交
流
が
あ
っ
た
の
か
な
？　

　

洞
ノ
原
地
区
に
は
四
隅
突
出
型
墳
丘
墓
群
が

築
か
れ
た
の
と
同
じ
頃
に
、
も
う
一
つ
特
別
な

場
所
が
存
在
し
て
い
た
ん
だ
。
そ
れ
は
直
径

六
五
ｍ
の
環か

ん

壕ご
う

に
囲
ま
れ
た
空
間
。
発
掘
調
査

の
結
果
、
環
壕
に
囲
ま
れ
た
場
所
か
ら
は
建
物

は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
ん
だ
。
で
も
こ
こ
か
ら

は
、
洞
ノ
原
地
区
に
造
ら
れ
た
墳
丘
墓
群
が
よ

く
見
え
る
。
ム
ラ
の
重
要
な
祭
り
を
行
う
よ
う

な
聖
な
る
場
所
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
ね
。

　

二
世
紀
前
半
頃
（
弥
生
時
代
後
期
中
葉
）
に

な
る
と
、
妻
木
新
山
、
妻
木
山
、
松
尾
頭
の
各

地
区
で
竪
穴
住
居
の
数
が
増
え
て
く
る
。
そ
し

て
、
居
住
地
か
ら
離
れ
た
仙
谷
地
区
に
は
墳
丘

墓
群
が
造
ら
れ
る
ん
だ
。
仙
谷
地
区
の
東
側
丘

陵
で
は
、
最
初
に
尾
根
の
最
も
海
よ
り
の
場
所

に
三
号
墓
が
造
ら
れ
た
後
、
続
く
二
世
紀
後
半

に
か
け
て
二
・
五
・
七
・
六
号
墓
が
造
ら
れ
て
い

る
よ
。
各
墳
丘
墓
の
周
り
か
ら
は
、
死
者
を
埋

葬
し
た
後
に
供
え
ら
れ
た
器
台
や
壺
な
ど
が
出

土
し
て
い
る
の
で
、
墓
上
で
儀
式
が
行
わ
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
ん
だ
。
ま
た
、
西
側
丘
陵
に
位

置
す
る
仙
谷
一
号
墓
は
、
妻
木
晩
田
遺
跡
で
確

認
さ
れ
た
墳
丘
墓
の
な
か
で
最
も
大
き
く
、
一

辺
が
約
一
五
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
は
一
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
四
隅
突
出
型
墳
丘
墓
な
ん
だ
。
ム
ラ

が
最
も
栄
え
る
時
期
の
少
し
前
に
造
ら
れ
た
お

墓
な
の
で
、
ム
ラ
の
繁
栄
を
築
い
た
有
力
者
が

眠
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
ね
。
洞
ノ
原
地

区
も
そ
う
だ
け
ど
、
お
墓
が
造
ら
れ
て
る
丘
か

ら
の
眺
め
は
と
っ
て
も
よ
く
っ
て
、
海
が
よ
く

見
え
る
ん
だ
。
ム
ラ
の
歴
代
の
有
力
者
の
お
墓

は
、
海
へ
の
眺
望
を
強
く
意
識
し
た
場
所
に
造

ら
れ
た
み
た
い
だ
ね
。

　

二
世
紀
後
半
（
弥
生
時
代
後
期
後
葉
）
は
、

丘
陵
全
体
に
居
住
地
が
広
が
る
、
ム
ラ
が
最
も

栄
え
た
時
期
な
ん
だ
。
松
尾
頭
地
区
と
妻
木
山

地
区
で
は
住
居
が
密
集
し
て
造
ら
れ
て
い
て
、

ム
ラ
の
中
心
地
だ
っ
た
み
た
い
だ
ね
。
松
尾
頭

地
区
で
は
、
祭
殿
と
み
ら
れ
る
大
型
の
庇

ひ
さ
し
付つ
き
掘

立
柱
建
物
も
見
つ
か
っ
て
い
る
ん
だ
よ
。

　

三
世
紀
初
め
頃
（
弥
生
時
代
終
末
期
）
に

は
、
竪
穴
住
居
の
数
が
一
気
に
減
少
す
る
ん

だ
。
な
に
が
あ
っ
た
ん
だ
ろ
う
ね
？
け
ど
、
三

世
紀
前
半
（
弥
生
時
代
終
末
期
後
半
）
に
な
る

よ
み
が
え
る
弥
生
の
国
邑　

妻
木
晩
田
遺
跡

１４

松尾城地区

松尾頭地区

妻木山地区

洞ノ原地区

妻木新山地区

仙谷地区

0 200m

N

発掘調査範囲

▲ 環壕（洞ノ原地区西側丘陵）

▲ 妻木晩田遺跡の地区区分

▲

▲ 仙谷５号墓の供献土器

仙谷 2・3・5 号墓 
（手前から 5、2、3 号墓）

   写真提供：大山町教育委員会

     ▲ 四隅突出型墳丘墓群（洞ノ原地区東側丘陵）
　　　　　　　　　      写真提供：米子市教育委員会



と
、
ま
た
竪
穴
住
居
の
数
が
増
え
て
、
ム
ラ
が

拡
大
し
た
み
た
い
。
こ
の
頃
の
中
心
的
な
居
住

地
は
妻
木
山
地
区
と
松
尾
頭
地
区
で
、
お
墓
は

仙
谷
地
区
、
そ
し
て
松
尾
頭
地
区
に
造
ら
れ
た

ん
だ
。

　

そ
の
後
、
古
墳
時
代
に
な
る
と
再
び
竪
穴
住

居
数
が
一
気
に
減
っ
て
衰
退
に
向
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
た
ん
だ
け
ど
、
平
成
二
五
～
二
七

年
に
行
わ
れ
た
仙
谷
地
区
の
発
掘
調
査
で
新
た

な
発
見
が
あ
っ
た
ん
だ
！
こ
の
と
き
見
つ
か
っ

た
仙
谷
八
号
墓
・
九
号
墓
は
三
世
紀
後
葉
（
古

墳
時
代
前
期
前
葉
）
に
造
ら
れ
た
お
墓
で
、
特

に
八
号
墓
は
仙
谷
一
号
墓
に
匹ひ

っ

敵て
き

す
る
大
き
な

お
墓
な
ん
だ
。
し
か
も
、
石
棺
に
は
遺
跡
内
に

は
産
出
し
な
い
「
無む

斑は
ん

晶
し
ょ
う

質し
つ

輝き

石せ
き

安あ
ん

山ざ
ん

岩が
ん

」

が
使
わ
れ
て
い
て
、
一
番
大
き
な
蓋ふ

た

石い
し

は
長
さ

一
二
〇
㎝
、
重
さ
一
二
〇
kg
も
あ
っ
た
ん
だ
！

石
棺
の
中
に
残
っ
て
い
た
頭
骨
の
一
部
は
、「
や

や
男
性
的
」
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
と
鑑
定
さ

れ
た
ん
だ
よ
。
ム
ラ
が
終
わ
り
を
迎
え
た
頃
に

も
、
こ
れ
だ
け
立
派
な
お
墓
を
造
ら
せ
る
有
力

者
が
い
た
ん
だ
ね
。

　

そ
の
後
、
四
世
紀
に
は
妻
木
晩
田
遺
跡
が
あ

る
丘
は
、
人
々
の
居
住
地
と
し
て
使
わ
れ
な
く

な
り
、
墓
地
と
し
て
古
墳
群
が
造
ら
れ
た
ん
だ
。

「
交
易
」
に
よ
り
獲
得
し
た
品
々 

　

妻
木
晩
田
遺
跡
で
は
、
ヤ
リ
ガ
ン
ナ
や
穿せ
ん

孔こ
う

具ぐ

（
キ
リ
な
ど
）、
斧
、
ノ
ミ
な
ど
の
工
具
類

を
中
心
に
四
〇
〇
点
を
超
え
る
鉄
器
が
出
土
し

て
る
ん
だ
。
鳥
取
市
の
青
谷
上
寺
地
遺
跡
と
並

ん
で
、
日
本
有
数
の
弥
生
鉄
器
の
出
土
遺
跡
と

言
え
る
ん
だ
よ
。
縄
文
時
代
以
前
か
ら
の
主
要

な
道
具
だ
っ
た
石
器
や
骨
角
器
に
加
え
、
鉄
器

を
得
た
こ
と
で
様
々
な
モ
ノ
作
り
の
技
術
や
作

業
効
率
が
急
速
に
向
上
し
た
ん
だ
よ
。

　

で
も
、
弥
生
時
代
の
日
本
で
は
鉄
を
加
工
し

て
道
具
を
作
る
こ
と
は
で
き
た
け
ど
、
鉄
そ
の

も
の
を
作
り
出
す
技
術
は
な
か
っ
た
ん
だ
。
だ

か
ら
、
鉄
素
材
は
中
国
大
陸
あ
る
い
は
朝
鮮
半

島
か
ら
輸
入
し
て
た
。
妻
木
晩
田
遺
跡
の
鉄
器

の
素
材
と
な
っ
た
鉄
も
、
海
を
超
え
て
運
ば
れ

て
き
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
ね
。

　

ま
た
、妻
木
晩
田
ム
ラ
の
人
々
は
、舶は

く

載さ
い

（
＝

外
来
）
の
青
銅
鏡
（
破
鏡
）
や
ガ
ラ
ス
玉
な
ど

の
貴
重
品
の
ほ
か
、
碧

へ
き
ぎ
ょ
く玉
（
島
根
県
）
や
サ
ヌ

カ
イ
ト
（
香
川
県
）
と
い
っ
た
、
遠
隔
地
で
産

出
す
る
石
材
も
獲
得
し
て
い
る
ん
だ
。
墳
丘
墓

に
葬
ら
れ
た
有
力
者
は
、
ム
ラ
を
と
り
ま
と
め

る
だ
け
で
な
く
、
遠
方
か
ら
貴
重
な
物
資
を
得

る
た
め
の
交
渉
役
で
も
あ
っ
た
ん
だ
ろ
う
ね
。

復
元
さ
れ
た

              「
弥
生
の
ム
ラ
」
の
姿

　

現
在
の
妻
木
晩
田
遺
跡
は
調
査
研
究
成
果
を

活
か
し
て
整
備
さ
れ
、「
む
き
ば
ん
だ
史
跡
公

園
」
と
し
て
公
開
、
活
用
さ
れ
て
い
る
ん
だ
。

　

発
掘
後
の
研
究
で
は
、
妻
木
晩
田
遺
跡
で
見

つ
か
っ
た
数
百
棟
に
の
ぼ
る
建
物
の
う
ち
、
同

時
に
建
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
建
物
跡
を
選

び
だ
し
て
い
く
と
、
数
棟
程
度
の
竪
穴
住
居
を

中
心
と
す
る
ま
と
ま
り
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
ん
だ
よ
。
ム
ラ
で
は
家
族
、
親
類
な
ど
の
グ

ル
ー
プ
が
ま
と
ま
っ
て
暮
ら
し
て
い
て
い
た
ん

だ
ろ
う
ね
。
ム
ラ
が
一
番
大
き
く
な
っ
た
二
世

紀
後
半
に
は
、
こ
の
よ
う
な
ま
と
ま
り
が
丘
の

上
に
数
多
く
集
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
ん
だ
。

　

妻
木
山
地
区
の
「
弥
生
の
ム
ラ
」
は
、
そ
の

頃
の
ム
ラ
の
姿
を
再
現
し
て
い
る
よ
。
こ
こ
で

よ
み
が
え
る
弥
生
の
国
邑　

妻
木
晩
田
遺
跡

１５

SB41 復元模型

▲ 仙谷８号墓（北から）

▲ 玉作資料（碧玉・緑色凝灰岩）

SB41

▲ 仙谷８号墓石棺

▲ 鉄器

ガラス玉　

▲

　破鏡
（内行花文鏡）

▲

       ▲ 庇付掘立柱建物（松尾頭地区 SB41）
　     　　発掘状況写真提供：大山町教育委員会



は
、
復
元
さ
れ
た
六
棟
の
竪
穴
住
居
が
丘
を
囲

む
よ
う
に
並
ん
で
建
っ
て
る
。
竪
穴
住
居
の
屋

根
は
ス
ス
キ
な
ど
の
茅
を
葺
い
た
草
屋
根
と
、

草
屋
根
の
上
に
土
を
の
せ
た
土
屋
根
が
あ
る

よ
。
全
国
の
史
跡
で
復
元
さ
れ
て
い
る
竪
穴
住

居
は
草
屋
根
が
一
般
的
な
ん
だ
け
ど
、
妻
木
晩

田
遺
跡
で
は
、
火
事
で
焼
け
落
ち
た
住
居
（
焼

失
住
居
）
が
約
二
〇
棟
見
つ
か
っ
て
い
て
、
そ

の
発
掘
成
果
か
ら
土
屋
根
の
住
居
が
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
っ
た
ん
だ
。

　

掘
立
柱
建
物
の
多
く
は
、
竪
穴
住
居
の
ま
と

ま
り
に
付
属
す
る
よ
う
に
建
て
ら
れ
て
い
る
の

で
、
食
物
や
道
具

を
保
管
す
る
た
め

の
高
床
倉
庫
な

ど
、
家
族
や
親
類

グ
ル
ー
プ
で
共
有

す
る
建
物
と
し
て

利
用
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る
ん
だ
。「
弥
生
の
ム
ラ
」
で
は
、

見
つ
か
っ
た
建
物
跡
の
大
き
さ
か
ら
、
大
き
い

も
の
を
板い

た

壁か
べ

の
高
床
倉
庫
、
小
さ
い
も
の
は
屋や

根ね

倉ぐ
ら

風
の
高
床
倉
庫
と
し
て
復
元
し
て
い
る

よ
。

　
「
弥
生
の
ム
ラ
」
の
周
辺
に
は
、
弥
生
人
が

主
に
農
工
具
の
柄
や
容
器
な
ど
に
利
用
し
た
ア

ラ
カ
シ
や
ケ
ヤ
キ
、
ヤ
ブ
ツ
バ
キ
な
ど
の
木
が

観
察
で
き
る
「
道
具
の
森
」
を
育
て
て
い
る
ほ

か
、
ア
カ
メ
ガ
シ
ワ
や
カ
ラ
ス
ザ
ン
シ
ョ
ウ
、

ア
カ
マ
ツ
、
ク
リ
な
ど
が
生
え
て
い
て
、
弥
生

人
が
暮
ら
し
て
い
た
頃
の
植
生
環
境
を
再
現
し

て
る
。
植
物
を
観
察
し
な
が
ら
、
の
ん
び
り
自

然
散
策
を
し
て
も
楽
し
い
よ
。

　

洞
ノ
原
地
区
に
は
、
竪
穴
住
居
や
高
床
倉
庫

以
外
に
四
隅
突
出
型
墳
丘
墓
群
も
復
元
さ
れ
て

い
る
よ
。
洞
ノ
原
地
区
の
丘
陵
先
端
か
ら
は
、

淀
江
平
野
、
美
保
湾
、
弓
ヶ
浜
半
島
が
一
望
で

き
る
ん
だ
。
そ
こ
か
ら
見
え
る
景
観
は
ま
さ
に

絶
景
！
天
気
の
良
い
日
に
は
北
側
に
隠お

き岐
が
見

え
る
か
も
ね
。

　

駐
車
場
隣
に
あ
る
「
弥
生
の

館
む
き
ば
ん
だ
」
で
は
出
土
品

が
展
示
し
て
あ
る
だ
け
で
な

く
、
毎
週
土
日
と
祝
日
に
は
、

火
お
こ
し
や
勾
玉
づ
く
り
と

い
っ
た
定
番
メ
ニ
ュ
ー
、
土
器
・

は
に
わ
づ
く
り
や
カ
ゴ
づ
く
り

な
ど
、
日
替
わ
り
の
弥
生
体
験

が
予
約
な
し
で
で
き
る
ん
だ
。

そ
う
そ
う
、
予
約
な
し
と
い
え

ば
、
五
月
か
ら
一
一
月
の
日
曜

祝
日
は
妻
木
山
地
区
の
「
発
掘

体
感
ひ
ろ
ば
」
で
発
掘
体
験
も

で
き
る
よ
。

　

ど
う
？
み
ん
な
、
妻
木
晩
田

遺
跡
に
来
て
み
た
く
な
っ
た
で

し
ょ
。「
よ
み
が
え
る
弥
生
の

国
邑
」
妻
木
晩
田
遺
跡
に
た
く

さ
ん
の
人
が
訪
れ
て
く
れ
る
こ

と
を
待
っ
て
る
む
き
～
！

よ
み
が
え
る
弥
生
の
国
邑　

妻
木
晩
田
遺
跡

１６

平
成
二
八
年
度 

文
化
庁

地
域
の
核
と
な
る
美
術
館
・
歴
史
博
物
館
支
援
事
業

【
カ
イ
ト
と
リ
ュ
ウ
さ
ん
の 

遺
跡
へ
行
こ
う

　
そ
の
６
　
と
っ
と
り
弥
生
の
王
国
ス
ペ
シ
ャ
ル
！

　
　
　
　
　
地
下
の
弥
生
博
物
館
　 

青
谷
上
寺
地
遺
跡

　
　
　
　
　
よ
み
が
え
る
弥
生
の
国
邑
　
妻
木
晩
田
遺
跡
】

企
画
・
編
集
：
館
キ
ャ
ラ
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委
員
会

　
　
　
　
　
　

大
阪
府
立
弥
生
文
化
博
物
館

マ
ン
ガ
：
宮
野
ミ
ケ

テ
キ
ス
ト
：
鳥
取
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
青
谷
調
査
室　

君
嶋
俊
行

　
　
　
　
　

鳥
取
県
立
む
き
ば
ん
だ
史
跡
公
園　

高
尾
浩
司

発
行
日
：
平
成
二
九
年
二
月
三
日

印
刷
所
：
株
式
会
社
近
畿
印
刷
セ
ン
タ
ー

【交通アクセス】
 （自動車）米子自動車道米子 IC より約 20 分
　　　　   山陰自動車道淀江 IC より約 5 分
 (JR)            米子駅から最寄りの淀江駅まで約 15 分
                    淀江駅からどんぐりバス（1 日 2 便、冬季・日祝日休み）
                    またはタクシーで約 5 分
　                鳥取駅から約 2 時間

住 　 所 ：〒 689-3324

　　　　  　鳥取県西伯郡大山町妻木 1115-4

電 　 話 ： 0859 － 37 － 4000

開館時間： ９時～ 17 時

　　　　　（入園は 16 時 30 分まで）

　　　　　７・８月は９時～ 19 時　　   　　

　　　　　（入園は 18 時 30 分まで）

休 園 日 ：年末年始（12 月 29 日～ 1 月 3 日）

　　　　　毎月第 4 月曜日

　　　　　（祝日の場合は、その翌日）

http://www.pref.tottori.lg.jp/mukibanda/

▲ 草屋根住居

  ▲ 焼失住居（妻木山地区）
   写真提供：大山町教育委員会

▲ 復元高床倉庫 
（上：屋根倉風、下：板壁）

▲ 土屋根住居


