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１．はじめに 

近年、大山山麓に地下水利用を目的とした企業進出

が相次いだことを契機に地下水保全への関心が高まっ

たことから、鳥取県と鳥取大学が地下水の量や収支に

ついて共同研究に取り組み、当所は日野川支流の河川

水・湧水等の水質調査・分類等を行って大山南西麓の

地下水・湧水の存在・湧出状況を推定した。 

この共同研究の結果、大山南西麓の年間降水量の約

10～20％、約 4,400 万ｍ３程度の水が地下の深層部に

供給されていると推定された。ただし、この計算は大

山南西麓の特定の地域内での地下への水供給量を概算

したもので、限界揚水量を把握して地下水・湧水を保

全・管理するためには十分ではなく、さらに地下浸透

後の水の挙動や周辺での取水・揚水量等といった知見

や情報が必要である。また、大山南西麓の対象地域以

外については知見が無い。 

このような状況も踏まえ、当所では、県内の代表的

な地下水・湧水の水質を調査・評価するとともに、水

循環や水質形成過程に着目し、涵養域や年代の推定を

行うとともに、水質と涵養域～湧出場所間の土壌・地

質、植生等との関連性にも言及し、県内の地下水・湧

水や自然環境の保全と賢明な利用等に繋げることを目

指している。 
今回その一環として、大山山麓から米子市にかけて

の代表的な地下水・湧水の水質調査・評価を行うとと

もに、大山山麓の国や県の名水指定等代表的な５箇所

の湧水について涵養域の推定を行った。 
 

２．方法 

１）水質調査・評価、マッピング 

国や県の名水に指定されている県内の地下水・湧

水、及び大山山麓～米子市内にかけての代表的な地

下水・湧水等の水質を測定し、既存の水質指標やお

いしさ指標等で分類・評価し、大山山麓の河川水の

データとともに簡易GISソフト（地図太郎Ver5）を用

いて地図上にプロットした。 

ア 調査箇所 

① 国や県の名水選定地下水・湧水：天の真名井、地

蔵滝の泉、本宮の泉、布施の清水、宇野地蔵タキ、

用呂の清水（６箇所） 

② 地域で人々に親しまれている地下水・湧水：淀江 

トンネル湧水、湯口の水、米子賀茂神社宮水、長田 

 

集落の水、奥大山の水、枡水高原の水等(２０箇所) 

③ 水道等の水源となっている地下水・湧水：米子市

水道局水源井戸（９箇所） 

イ 測定項目・方法：主要溶存成分濃度を以下のとお

り測定した。 

① 陽イオン(Ca２＋、Mg２＋、K＋、Na＋)、陰イオン(SO４
２－、

Cl－、NO３
－）：試料をディスク型メンブランフィルタ

ー（ミリポアMillexR-LH、孔径0.45μm）で濾過し、

イオンクロマトグラフ法で測定した。 

② HCO３－、CO３
２－：鉱泉試験方法（0.1mol／L－HClによ

る分離滴定法）で現地測定した。 

③ ケイ素(Si)：試料を①と同様に濾過し、ICP－AES
法（通常ネブライザ測定）により測定した。 

ウ 水質基本指標による分類、評価に用いる指標 

①水質基本指標（トリリニアダイアグラム）による区

分 

水質が主要な陽イオン（Na＋、K＋、Ca２＋、Mg２＋）、陰

イオン（CO３
２－、HCO３

－、Cl－、SO４
２－、NO３

－）で表さ

れるとし、当量濃度（meq／Ｌ）単位のこれら測定デー

タを用いて３種のグラフ上にプロットした。このうち

の中心部のキーダイアグラム（以下の数値を座標軸に

とった菱形のグラフ）上の存在領域を基に水質を４区

分した。 

◆陽イオン：Na＋＋K＋＋Ca２＋＋Mg２＋＝100(％)としたと

きの、Na＋＋K＋(％)、Ca２＋＋Mg２＋(％) 

◆陰イオン：CO３
２－＋HCO３

－＋Cl－＋NO３
－＋SO４

２－＝

100(％)としたときの、CO３
２－＋HCO３

－(％)、Cl－＋NO３
－＋SO４

２－(％) 

②濃度の濃さ（全イオン濃度）による区分 

全イオン濃度（＝陽イオン濃度＋陰イオン濃度、単

位：meq／L）によって、1.0未満、1.0以上2.0未満、1.0

以上2.0未満、2.0以上3.0未満、3.0以上4.0未満、4.0

以上に５区分した。 

③おいしい水の指標（Ｏ－Index）による評価１） 

 各地の陸水や飲料水の主要成分濃度分析・解析や官

能試験等の結果、水の味を良くする成分(Ca、K、Si0２)

と悪くする成分(Mg、SO４)とのバランスが水の味を決

定することから提唱された、おいしい水の指標を数値

化する計算式とおいしい水の要件を用いて評価した。 

◆おいしい水の指標：Ｏ－Index＝(Ca＋K＋SiO２

（mg/L））／（Mg＋SO４（mg/L）） 

◆おいしい水の要件：Ｏ－Index≧2.0 

２）代表的な湧水の涵養域推定 

ア 涵養域推定対象：天の真名井、本宮の泉、地蔵滝 
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の泉、枡水高原水、奥大山の水 

イ 水の酸素・水素安定同位体比の特性と降水５）、６） 

水分子（H２O）の構成元素である酸素、水素には、

それぞれ３種類と２種類の質量数（原子量）の異なる

「安定同位体」が存在し、数種の質量の水分子が自然

界の水を構成している。 

酸素・水素の安定同位体比は、18Oと16Oの存在比（18O

／16O）、及び 2H（D）と 1H との存在比（D／1H）で表す

が、存在比の変動は極めて小さいため、絶対値ではな

く「標準物質」の同位体比からの千分偏差δ18O、δD

（‰）で表現する。海水の酸素・水素安定同位体比が、

特殊な場所を除いて世界中どこでも均一で深さによる

変化もないため、「標準物質」として「標準平均海水

（SMOW：Standard Mean Ocean Water）」が用いられる。 

・酸素同位体比：δ18O（‰） 

＝[（18O／16O（試料））／（18O／16O（SMOW））－１]×1000 

・水素同位体比：δD（‰） 

＝[（D／H（試料））／（D／H（SMOW））－１]×1000 

降水となるまでの過程「地表・海面→（蒸発）→水

蒸気→（気団で移動）→（凝縮）→降水」中の特性と

して、軽い同位体を含む“軽い水”のほうが、重い同

位体を含む“重い水”よりも同じ温度での蒸気圧が高

いので、蒸発時には軽い同位体（16O、H）の水のほう

が重い同位体（18O、D）の水よりも水蒸気になりやす

く、凝縮時には重い同位体の水のほうが降水（液体）

として分離されやすい。この結果として、降水のδ18O

及びδDには以下のとおり地域差がある。 

① 低緯度地域から高緯度地域に向かって同位体比が

低下する（緯度効果・温度効果） 

② 雲（水蒸気団）が連続的に雨を降らせて移動する

場合、初期の雨の同位体比は高く、その後は継続

的に同位体比が低くなり、海岸部から内陸部に向

かって同位体比が低下する（内陸効果）とともに、

山間部では、低標高域から高標高域に向かって同

位体比が低下する（高度効果）。 

また、同一地点でも季節変動する（夏季に高く冬季

に低くなる傾向）。 

ウ 降水と陸水（地下水・湧水、渓流水・沢水等の河

川水）のδ18O・δDの関係 

一方、地下水・湧水や平水時の渓流水や河川水のδ
18O・δD は、降水が地中に浸透した後の、水そのもの

の移流による混合（土層中の降下浸透時や地下水の流

動・流出過程における混合）によって、涵養域・集水

域の降水のδ18O・δD の平均的な値となる。また、δ
18O・δD は降水が地下に浸透した後の過程（地下水と

して貯留・流動、河川へ流出等）では、水中の溶存成

分のようにその周辺物質と化学反応を起こさず変化し

ない。結果として、地下水・湧水や平水時の河川水の

“水”の酸素・水素安定同位体比がその集水域・涵養

域の降水の年平均値に近い値となる。 

エ 涵養域推定方法： 

分析と解析を（株）地球科学研究所に委託し、以下

のとおり実施した。 

①δ18O・δDの測定： 

δ18O：水・二酸化炭素平衡－質量分析法 

δD：クロム還元－質量分析法 

②涵養域の推定： 

イ、ウを踏まえ、涵養域の推定として、斜面方向別

の平均涵養標高を以下のとおり求めた。ここでは主に

「高度効果」を利用した解析である。 

(1)地形や湧出状況を踏まえ、涵養域・集水域が限定

される（既知の）渓流水・沢水や湧水（30 箇所程

度）を大山周辺の様々な斜面方向や標高で選定して

採取し、δ18O・δDの測定を行った。 

(2)(1)の沢水等の涵養域・集水域を1/25000の地形図

上で設定し、その平均標高（加重平均）を算定した。 

(3)降水のδ18O 値は斜面方向毎に標高に比例して低

下する性質を利用して、(1)で得たδ18O 値と(2)で

算定した平均標高とから、南・北斜面毎の「地下水

涵養線」を作成した。 

(4)涵養域推定対象（涵養域未知）の湧水のδ18O値の

測定値を(3)の地下水涵養線に代入して、平均涵養

標高を求めた。 

 

３．結果及び考察 

１）水質調査・評価、マッピング（表3-1-1～3-1-2、図3-1

～3-3 参照） 

キーダイアグラムによる水質の分類では、陽イオン

でカルシウム及びマグネシウムイオン、陰イオンで炭

酸及び炭酸水素イオンの割合が多いⅠ型（アルカリ土

類炭酸塩型）の水質を示すものが多かった。特に大山

西麓～米子にかけては一般的にⅡ型（アルカリ炭酸塩

型）の水質となることが多いとされる深井戸（深さ100

ｍ以上）の井戸も含めて殆どがⅠ型であった。 
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トリリニアダイアグラムへのプロット、分類
…県内名水指定湧水、大山周辺地下水・湧水、米子市水道局水源地下水  

中央部の菱形の図を「キーダイアグラム」といい、
プロットの領域によって、水質を以下の４種に分類

◆Ⅰ型：アルカリ土類炭酸塩型

…河川水、不圧地下水（流動のあるもの）

◆Ⅱ型：アルカリ炭酸塩型

…被圧地下水（淡水性、停滞性）

◆Ⅲ型：アルカリ土類非炭酸塩型

…熱水、温泉水、坑内水、これらが混入した地下水等

◆Ⅳ型：アルカリ非炭酸塩型

…温泉水、海水、化石塩水、これらが混入した地下水等

◆Ⅰ型：アルカリ土類炭酸塩型

…河川水、不圧地下水（流動のあるもの）

◆Ⅱ型：アルカリ炭酸塩型

…被圧地下水（淡水性、停滞性）

◆Ⅲ型：アルカリ土類非炭酸塩型

…熱水、温泉水、坑内水、これらが混入した地下水等

◆Ⅳ型：アルカリ非炭酸塩型

…温泉水、海水、化石塩水、これらが混入した地下水等

図３－１　トリリニアダイアグラムへのプロット、分類

（県内名水指定湧水、大山山麓～米子市周辺の代表的な地下水・湧水）
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大山

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ：キーダイアグラムでの分類型

合計イオン濃度（meq/L）による分類・・・①：～1.0 ②：1.0～2.0 ③：2.0～3.0 ④：3.0～4.0 ⑤：4.0～（～：以上未満）  
 

 

次に、おいしさ指標Ｏ－Index による評価結果等を

表3-1-2に示すとともに、当該結果を地図上にプロッ

トしたものを図 3-3 に示す。殆どのものがＯ－Index

≧2.0 の「おいしい水」に分類された。特に大山山麓

にＯ－Indexの数値が高いものが分布していた。 

大山

殆どのものがＯ－Index≧2.0の「おいしい水」に分類された。特に大山山麓に値の高いものが分布。

◆灰長石の化学的風化反応（反応Ａ）： 

CaAl２Si２O８＋２H＋＋６H２O 

→Ca２＋＋２Si(OH)４aq＋２Al(OH)３↓ 

○logＫＡ＝24.69、１mm３の立方体結晶がｐＨ５の水に

溶けきるのに要する時間：1.1×10２年 

◆曹長石の化学的風化反応（反応Ｂ）： 

NaAlSi３O８＋H＋＋７H２O 

→Na＋＋３Si(OH)４aq＋Al(OH)３↓ 

○logＫＢ＝5.00、１mm３の立方体結晶がｐＨ５の水に

溶けきるのに要する時間：5.8×10５年 

デイサイトを含む地質分布との対応やこれ以外の要

因について詳細に検討していく必要があるが、このこ

とが、大山山麓の地下水の多くが深井戸も含めてⅠ型

の水質となり、Ｏ－Index値の上昇（→「おいしい水」）

の一因となっていると考えられる。 

 
２）涵養域推定（表3-2-1、3-2-2、図3-4、3-5 参照） 

まず、涵養域・集水域が限定される（既知の）沢水・

湧水、及び涵養域推定対象の湧水の酸素・水素安定同

位体比の測定結果を表3-2-1に示す。 

表3-2-1　大山周辺湧水・渓流水（沢水）等酸素・水素安定同位体分析結果

No 試料名 Code 採取日 δ18Ｏ δＤ d値

‰ ‰ ‰

1 天の真名井 S1 2010/08/13 -8.53 -47.2 +21.0

2 本宮の泉 S2 2010/08/13 -8.73 -48.6 +21.2

3 地蔵滝の泉 S3 2010/08/13 -9.28 -52.1 +22.1

4 桝水高原の水 S4 2010/08/13 -9.53 -53.3 +22.9

5 奥大山の水 S5 2010/08/13 -9.74 -54.5 +23.4

6 文鳥水 S6 2010/11/05 -9.64 -54.7 +22.4

7 三輪平太の碑付近湧水 S7 2010/11/04 -9.28 -52.2 +22.0

8 元谷小屋横湧水 L1 2010/11/04 -9.67 -54.5 +22.9

9 佐蛇川源流（元谷小屋上） L2 2010/11/04 -9.77 -54.6 +23.6

10 加勢地川源流（駒鳥小屋斜面下） L3 2010/11/05 -9.72 -54.8 +23.0

11 駒鳥小屋上方湧水 L4 2010/11/05 -9.71 -53.8 +23.9

12 駒鳥小屋下斜面湧水 L5 2010/11/05 -9.85 -55.6 +23.2

13 木谷川源流（船谷川本流F-16） L6 2010/11/30 -9.75 -53.9 +24.1

14 蛇谷川源流 L7 2010/11/30 -9.59 -53.4 +23.3

15 城山下 L8 2010/11/30 -9.24 -51.5 +22.4

16 演習林沢水 L9 2010/11/22 -9.11 -51.8 +21.1

17 箸建橋上渓流 L10 2010/11/30 -8.94 -50.2 +21.3

図３－２ 大山周辺及び西部地域の地下水・湧水等の水質型分布 
 
図３－３ Ｏ－Index による水質評価結果（大山山麓～米子周辺の代表的地下水・湧水等
 

大山山麓に広く分布する過去の火山活動に伴う噴

出・堆積物中の主要構成岩石とされる「デイサイト」

中の鉱物「斜長石」は、「灰長石（カルシウム長石）」

と「曹長石（ナトリウム長石）」とから形成されている
２）、４）。以下のとおり、浸透水による灰長石と曹長石の

２つの化学的風化反応とも熱力学的には起こり得るが
３）、前者（反応Ａ）の方が後者（反応Ｂ）よりも速度

が大きいことから４）、灰長石の化学的風化反応が選択

的に起こり、地下水中にカルシウムイオン（Ca２＋）と

ケイ酸（Si(OH)４）が溶出して、濃度が上昇すると考

えられる。 

 

18 江府IC付近渓流（谷山川本流） L11 2010/12/01 -8.72 -49.9 +19.9

19 柿原上渓流１（北側） L12 2010/12/01 -8.89 -50.1 +21.0

20 柿原上渓流２（東側） L13 2010/11/30 -8.86 -50.5 +20.4

21 宮原集落内渓流（宮原谷川） L14 2010/12/01 -8.40 -47.2 +20.0

22 草谷原（川手川支流） L15 2010/12/01 -8.88 -48.5 +22.5

23 孝霊山（妻木川源流） L16 2010/12/02 -8.10 -44.2 +20.6

24 孝霊山（長田集落内湧水） L17 2010/12/02 -8.36 -46.9 +20.0

25 天井川（その２：合流する支流） L18 2010/12/02 -8.40 -46.0 +21.2

26 天井川（その１：本線） L19 2010/12/02 -7.95 -44.3 +19.3
Ｓ：涵養域不明の湧水, L：涵養域の限定された湧水・沢水  
酸素・水素安定同位体比測定データのうち、精度が

高いδ18O値を涵養域推定のための解析に用いた。この

分布状況を図3-4に示す。 

湧水・沢水のδ18O は-9.9‰～-7.9‰の範囲にあり、

全体的に高標高で低く、低標高で高い分布特性を示す

降水の「高度効果」を反映していた。また、同一標高
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では、南斜面の方が北斜面よりもやや低い傾向で、南

斜面は冬季季節風の風下で、北斜面で先に高い水同位

体比の降水をもたらした後の水蒸気団による降水が多

いことが反映されていると考えられる。 
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 図３－４ 大山山麓湧水等の酸素安定同位体比（δ１８Ｏ）の分布 
次に、集水域が限定される（既知の）沢水・湧水の

平均涵養標高を求めてδ18O値とともに表3-2-2に示す。 
１ ８  
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5 大山山麓の南北別地下水涵養線と代表的湧水（５箇所）の涵養標高の推定 
表３－２－２　涵養線データ（涵養域の限定される湧水・沢水の標高情報とδ Ｏ）

採取標高 最高標高 平均標高 δ18Ｏ 図3-

‰

L1 元谷小屋横湧水 北 1051 1650 1300 -9.67

L2 佐蛇川源流（元谷小屋上） 北 1038 1710 1350 -9.77

L3 加勢地川源流（駒鳥小屋斜面下） 南 1030 1710 1300 -9.72

L4 駒鳥小屋上方湧水 南 1085 1330 1230 -9.71

L5 駒鳥小屋下斜面湧水 南 1034 1710 1290 -9.85

L6 木谷川源流（船谷川本流F-16） 南 789 1448 1123 -9.75

L7 蛇谷川源流 南 761 1448 1003 -9.59

L8 城山下 南 660 1040 835 -9.24

L9 演習林沢水 南 596 656 623 -9.11

L10 箸建橋上渓流 南 534 710 608 -8.94

L11 江府IC付近渓流（谷山川本流） 南 147 420 300 -8.72

L12 柿原上渓流１（北側） 南 314 470 380 -8.89

L13 柿原上渓流２（東側） 南 313 465 380 -8.86

L14 宮原集落内渓流（宮原谷川） 南 131 511 280 -8.40

L15 草谷原（川手川支流） 北 482 940 680 -8.88

L16 孝霊山（妻木川源流） 北 150 751 410 -8.10

L17 孝霊山（長田集落内湧水） 北 160 586 360 -8.36

L18 天井川（その２：合流する支流） 北 140 751 350 -8.40

L19 天井川（その１：本線） 北 140 310 240 -7.95

m
Code 試料名 斜面

 

上記のとおり、北斜面と南斜面とで同位体の分布特

性が異なるため、表3-2-2の結果から南北別に2本の

「地下水涵養線」を作成して涵養標高を求めた。 

なお、涵養域推定対象湧水のうち、奥大山の水につ

いては南斜面の地下水涵養線によって、他の湧水につ

いては北斜面の地下水涵養線によって、それぞれ涵養

標高を求めた（図3-5、表3-2-3参照）。 

所在地の標高 δ18O 平均涵養標高

m ‰ m

S1 天の真名井 35 北 -8.53 543

S2 本宮の泉 115 北 -8.73 668

S3 地蔵滝の泉 260 北 -9.28 1011

S4 桝水高原の水 730 北 -9.53 1167

S5 奥大山の水 760 南 -9.74 1189

表3-2-3　推定された湧水の平均涵養標高

Code 試料名 斜面

 

奥大山の水、枡水高原の水、及び地蔵滝の泉の平均

涵養標高は1000ｍ以上と推定され（奥大山の水：南側

斜面、他：北側斜面）、主に大山山体上部で涵養されて

いると考えられた。一方、本宮の泉と天の真名井の涵

養標高は約 600ｍと低く、主に大山の山腹～山麓部の

低い標高（いずれも北側斜面）のエリアで涵養されて

いると考えられた。 

 

４．まとめ 

１）大山山麓～米子の代表的な地下水・湧水や県内の

名水指定湧水等について水質調査・評価を行い、以下

のことが判った。 

① Ⅰ型（アルカリ土類炭酸塩型）の水質を示すものが

多く、また殆どがおいしさ指標Ｏ－Index≧2.0 の

「おいしい水」であった。 

② ①の一因として、大山山麓に広く分布する過去の火

山活動に伴う噴出・堆積物の主要構成岩石とされる

「デイサイト」中の鉱物を構成している「灰長石（カ
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ルシウム長石）」の化学的風化反応が選択的に起こ

って地下水中にカルシウムイオン（Ca２＋）とケイ酸

（Si(OH)４）が溶出して濃度が上昇することが考え

られる。 

２）大山山麓の主な湧水等の涵養域の推定として、酸

素・水素安定同位体分析によって、平均涵養標高・方

向を以下のとおり推定した。 

① 奥大山の水、枡水高原の水、及び地蔵滝の泉の平均

涵養標高は1000m以上と推定され、主に大山山体上

部で涵養されていると考えられた。 

② 本宮の泉と天の真名井の涵養標高は約600mと低く、

主に大山の山腹～山麓部で涵養されていると考え

られた。 

 

５．今後の予定 

今後は、県内他地域（中部～東部地域）の地下水・

湧水について調査・評価するとともに、代表的な湧水

の年代推定や、涵養域を推定した大山周辺の代表的湧

水について、その水質と涵養域～湧出場所間の自然環

境（土壌・地質、植生）との関係性に言及し、得られ

た科学的知見を広く公表して関心を高めるとともに、

県内の地下水・湧水や自然環境の価値を高めて、保全

と賢明な利用等に繋げていきたい。 
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表3-1-1 県内の名水指定湧水、及び大山山麓～米子周辺の地下水・湧水の水質調査結果（当量濃度単位）及び水質型分類
地下水・湧水に関する情報 調査年月日現地測定結果 成分濃度（陽イオン） キーダイアグラム用解析（陽イオン）成分濃度（陰イオン） キーダイアグラム用解析（陰イオン） イオンバランスケイ素

種類 所在地 特記事項
井戸深
さ

ストレーナー位
置

現地
標高

水温 ｐＨ ＥＣ
酸化還元
電位ORP Ｃａ

２＋
Ｍｇ

２＋
Ｋ
＋

Ｎａ
＋ 陽イオン計 Ｃａ

２＋
＋Ｍｇ

２＋
の

当量分率
Ｎａ

＋
＋Ｋ

＋
の

当量分率
Ｃｌ
－ ＳＯ４

２－
ＮＯ３

－
ＨＣＯ３

－
ＣＯ３

２－ 陰イオン計
ＨＣＯ３

－
＋ＣＯ３

２

－
の当量分率

Ｃｌ
－
＋ＮＯ３

－
＋ＳＯ４

２－

の当量分率

陽イオン・
陰イオン
の合計

陽イオン計／
陰イオン計
当量比

Ｓｉ

井戸名、湧水名 （ｍ） （ｍ） （ｍ） （℃） （μ （mV） （meq／Ｌ） （meq／ （meq／ （meq／ （meq／Ｌ） （％） （％） （meq／Ｌ） （meq／Ｌ） （meq／Ｌ） （meq／Ｌ） （meq／Ｌ） （meq／Ｌ） （％） （％） （meq／Ｌ） （mg／Ｌ）

用呂の清水 湧水 八頭郡八頭町用呂 因伯の名水 － － 43 H22.9.17 12.4 6.29 89.9 262 0.243 0.195 0.051 0.281 0.77 56.86 43.14 0.183 0.037 0.034 0.61 0.0 0.86 70.67 29.33 Ⅰ型 1.63 0.89 17.5

布勢の清水 湧水 鳥取市気高町殿
平成の名水百選
因伯の名水

－ － 80 H22.9.17 13.6 6.60 154 252 0.462 0.415 0.031 0.478 1.39 63.26 36.74 0.293 0.034 0.086 1.13 0.0 1.54 73.23 26.77 Ⅰ型 2.93 0.90 13.5

宇野地蔵タキ 湧水 東伯郡湯梨浜町宇野
平成の名水百選
因伯の名水

－ － 8 H22.9.17 14.9 6.82 208 249 0.433 0.440 0.039 0.805 1.72 50.85 49.15 0.721 0.061 0.427 0.64 0.0 1.85 34.64 65.36 Ⅲ型 3.57 0.93 14.0

天皇水 湧水 東伯郡琴浦町高岡 因伯の名水 － － 154 H22.8.13 18.2 6.07 121 276 0.447 0.169 0.064 0.355 1.04 59.52 40.48 0.265 0.086 0.033 0.75 0.0 1.14 66.12 33.88 Ⅰ型 2.17 0.91 14.3
天の真名井 湧水 米子市淀江町高井谷 昭和の名水百選 － － 35 H22.8.13 13.1 6.32 142 266 0.342 0.385 0.040 0.483 1.25 58.16 41.84 0.391 0.059 0.024 0.88 0.0 1.35 65.01 34.99 Ⅰ型 2.60 0.92 15.9
本宮の泉 湧水 米子市淀江町本宮 因伯の名水 － － 115 H22.8.13 13.9 6.50 203 266 0.387 0.438 0.088 0.848 1.76 46.82 53.18 0.630 0.139 0.025 1.15 0.0 1.94 59.20 40.80 Ⅱ型 3.71 0.91 22.7

地蔵滝の泉 湧水 西伯郡伯耆町丸山
平成の名水百選
因伯の名水

－ － 260 H22.8.13 11.7 5.70 165 253 0.489 0.381 0.079 0.535 1.48 58.64 41.36 0.398 0.055 0.022 1.10 0.0 1.58 69.85 30.15 Ⅰ型 3.06 0.94 22.4

奥大山の水 湧水 日野郡江府町御机
多くの人が採水
「奥大山の水」として市
販される水と同じ水源

－ － 760 H22.8.13 9.6 6.53 49.7 235 0.115 0.110 0.017 0.165 0.41 55.30 44.70 0.123 0.054 0.031 0.25 0.0 0.46 54.59 45.41 Ⅰ型 0.87 0.89 8.46

桝水高原の水 湧水 西伯郡伯耆町岩立 － － － 730 H22.8.13 13.1 6.54 41.2 229 0.111 0.038 0.013 0.157 0.32 46.67 53.33 0.133 0.072 0.013 0.15 0.0 0.37 40.85 59.15 Ⅳ型 0.69 0.87 5.72
文鳥水 湧水 大山山岳部湧水 － － 1090 H22.11.5 9.0 6.26 46.9 285 0.149 0.061 0.007 0.162 0.38 55.51 44.49 0.124 0.045 0.003 0.28 0.0 0.45 62.13 37.87 Ⅰ型 0.83 0.84 6.31

三輪平太の碑付近湧水 湧水
大山環状道路脇
（大山寺～枡水間）

大山山岳部湧水 － － 813 H22.11.4 8.1 5.96 40.9 269 0.089 0.042 0.009 0.167 0.31 42.54 57.46 0.164 0.060 0.020 0.15 0.0 0.39 38.13 61.87 Ⅳ型 0.70 0.78 4.19

大休峠湧水 湧水 大山山岳部湧水 － － 1098 H22.11.4 8.7 6.13 31.4 213 0.065 0.038 0.009 0.138 0.25 41.09 58.91 0.107 0.032 0.000 0.16 0.0 0.30 53.58 46.42 Ⅱ型 0.55 0.83 5.47
元谷小屋横湧水 湧水 大山山岳部湧水 － － 1051 H22.11.4 5.4 6.27 36.6 255 0.099 0.062 0.009 0.106 0.28 58.19 41.81 0.087 0.036 0.033 0.15 0.0 0.31 49.00 51.00 Ⅲ型 0.58 0.90 5.12
駒鳥小屋下斜面湧水 湧水 大山山岳部湧水 － － 1034 H22.11.5 7.7 5.92 68.9 293 0.190 0.137 0.030 0.189 0.55 59.76 40.24 0.121 0.212 0.016 0.25 0.0 0.60 41.78 58.22 Ⅲ型 1.14 0.91 11.3
孝霊山湧水（長田集落内） 湧水 西伯郡大山町長田 － － 126 H22.12.2 12.3 7.32 96.6 297 0.236 0.247 0.013 0.333 0.83 58.26 41.74 0.287 0.031 0.014 0.60 0.0 0.93 64.43 35.57 Ⅰ型 1.76 0.89 10.9
白鳳の里・湧水 地下水 米子市淀江町福岡 多くの人が採水 110 不明 12 H23.2.3 14.8 7.22 235 欠測 0.585 0.724 0.082 0.792 2.18 59.96 40.04 0.657 0.056 0.011 1.56 0.0 2.29 68.32 31.68 Ⅰ型 4.47 0.96 24.7
白鳳の里・アルカリ水 地下水 〃 多くの人が採水 600 不明 12 H23.2.3 33.4 8.72 193 欠測 0.321 0.008 0.015 1.479 1.82 18.05 81.95 0.429 0.162 0.000 1.09 0.14 1.82 67.54 32.46 Ⅱ型 3.65 1.00 13.6
湯口の水１（野津邸側湧出） 湧水 米子市淀江町稲吉 － － 40 H23.2.3 13.6 8.22 145 欠測 0.316 0.391 0.051 0.555 1.31 53.84 46.16 0.449 0.069 0.012 0.78 0.06 1.37 61.33 38.67 Ⅰ型 2.68 0.96 17.5
湯口の水２（清水邸側湧出） 湧水 〃 － － 40 H23.2.3 13.8 7.02 176 欠測 0.327 0.443 0.075 0.739 1.59 48.59 51.41 0.555 0.087 0.019 1.00 0.0 1.66 60.25 39.75 Ⅱ型 3.25 0.95 23.1

淀江トンネル下湧水 湧水
米子市淀江町
山陰道淀江トンネル西入
口

多くの人が採水 － － 12 H23.2.3 14.7 6.66 242 欠測 0.691 0.699 0.106 0.713 2.21 62.91 37.09 0.542 0.356 0.044 1.39 0.0 2.33 59.65 40.35 Ⅰ型 4.54 0.95 26.2

米子賀茂神社宮水 地下水 米子市加茂町２丁目
かつて、酒造業者の「特
醸酒用水」として利用

不明 不明 9 H23.2.4 11.4 6.86 463 欠測 2.04 0.640 0.120 1.54 4.34 61.65 38.35 1.183 0.639 0.010 2.75 0.0 4.59 60.03 39.97 Ⅰ型 8.93 0.95 11.9

米子市水道局車尾深井戸２号地下水 米子市車尾南２丁目 「よなごの水」として市販 86.6
31.05～45.25
54.45～73.75
76.85～81.85

5 H23.2.16 15.3 7.04 195 326 0.669 0.518 0.058 0.557 1.80 65.90 34.10 0.326 0.144 0.028 1.45 0.0 1.95 74.46 25.54 Ⅰ型 3.75 0.92 20.1

米子市水道局戸上浅井戸３号地下水 米子市福市 米子市水道水源 9.8 9.1 10 H23.2.16 6.7 6.78 120 247 0.380 0.213 0.031 0.394 1.02 58.28 41.72 0.341 0.136 0.064 0.53 0.0 1.07 49.56 50.44 Ⅲ型 2.09 0.95 7.17
米子市水道局戸上浅井戸４号地下水 〃 米子市水道水源 14.5 12.5 11 H23.2.16 10.9 6.71 122 220 0.380 0.232 0.038 0.407 1.06 57.94 42.06 0.346 0.133 0.046 0.59 0.0 1.12 52.90 47.10 Ⅰ型 2.17 0.95 8.58
米子市水道局戸上浅井戸６号地下水 〃 米子市水道水源 12.6 12.3 18 H23.2.16 7.2 6.68 115 248 0.359 0.207 0.032 0.372 0.97 58.38 41.62 0.325 0.123 0.057 0.54 0.0 1.05 51.71 48.29 Ⅰ型 2.02 0.93 7.54

米子市水道局戸上深井戸１号地下水 〃 米子市水道水源 23.4
4.5～10.0
15.5～21.3

16 H23.2.16 10.6 6.70 132 221 0.410 0.272 0.040 0.457 1.18 57.89 42.11 0.358 0.153 0.060 0.66 0.0 1.23 53.64 46.36 Ⅰ型 2.41 0.96 9.2

米子市水道局戸上深井戸２号地下水 〃 米子市水道水源 34.3
16.3～18.8
25.5～31.5

20 H23.2.16 16.5 6.73 154 223 0.469 0.357 0.051 0.524 1.40 58.96 41.04 0.334 0.134 0.053 0.96 0.0 1.48 64.86 35.14 Ⅰ型 2.88 0.95 14.7

米子市水道局戸上深井戸３号地下水 〃 米子市水道水源 28.9
11.7～17.9
22.5～26.5

16 H23.2.16 14.2 6.79 159 235 0.520 0.386 0.052 0.498 1.46 62.24 37.76 0.341 0.108 0.090 1.01 0.0 1.55 65.22 34.78 Ⅰ型 3.01 0.94 14.7

米子市水道局河岡深井戸 地下水 米子市河岡 米子市水道水源 82 50～80 27 H23.2.17 14.2 6.78 172 338 0.420 0.473 0.095 0.579 1.57 57.01 42.99 0.362 0.126 0.087 1.08 0.0 1.66 65.26 34.74 Ⅰ型 3.22 0.95 26.6

米子市水道局日下深井戸 地下水 米子市日下 米子市水道水源 83
52～67.2
69.0～81.2

45 H23.2.17 14.2 6.41 184 312 0.485 0.479 0.121 0.559 1.64 58.66 41.34 0.376 0.158 0.093 1.12 0.0 1.75 64.14 35.86 Ⅰ型 3.39 0.94 29.6

米子市水道局高井谷深井戸 地下水 米子市淀江町高井谷 米子市水道水源 36 H23.2.17 15.0 6.28 272 298 0.776 0.773 0.112 0.866 2.53 61.31 38.69 0.705 0.138 0.036 1.77 0.0 2.65 66.83 33.17 Ⅰ型 5.18 0.95 30.0
米子市水道局西尾原深井戸 地下水 米子市泉 米子市水道水源 161 94 H23.2.17 14.5 6.56 293 269 0.936 0.893 0.103 0.774 2.71 67.58 32.42 0.475 0.916 0.055 1.42 0.0 2.87 49.57 50.43 Ⅲ型 5.57 0.94 21.6

キーダイア
グラムによ
る分類
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表3-1-2 県内の名水指定湧水、及び大山山麓～米子周辺の地下水・湧水の水質調査結果（mg／L単位）
河川・緯度・湧水情報 調査年月日 現地測定結果 成分濃度（陽イオン） 成分濃度（陰イオン） ケイ素 水の味の指標等

種類 所在地 特記事項 井戸深さ
ストレーナー位
置

現地
標高

水温 ｐＨ ＥＣ
酸化還元
電位ORP Ｃａ

２＋
Ｍｇ

２＋
Ｋ
＋

Ｎａ
＋

Ｃｌ
－ ＳＯ４

２－
ＮＯ３

－
ＨＣＯ３

－
ＣＯ３

２－ Ｓｉ 総硬度

おいしさ指標Ｏ-Index＝
（Ca+K+SiO2（mg/L））/

（Mg+SO4（mg/L)）

河川名、井戸名、湧水名 （ｍ） （ｍ） （ｍ） （℃） （μ （mV） （mg／Ｌ） （mg／Ｌ） （mg／Ｌ） （mg／Ｌ） （mg／Ｌ） （mg／Ｌ） （mg／Ｌ） （mg／Ｌ） （mg／Ｌ） （mg／Ｌ） （mg／Ｌ） おいしい水の要件：
Ｏ-Index≧2.0

用呂の清水 湧水 八頭郡八頭町用呂 因伯の名水 － － 43 H22.9.17 12.4 6.29 89.9 262 4.86 2.37 2.01 6.45 6.49 1.77 2.08 37.3 0.0 17.5 21.9 10.7

布勢の清水 湧水 鳥取市気高町殿
平成の名水百選
因伯の名水

－ － 80 H22.9.17 13.6 6.60 154 252 9.25 5.05 1.21 11.0 10.4 1.62 5.36 69.0 0.0 13.5 43.9 5.9

宇野地蔵タキ 湧水 東伯郡湯梨浜町宇野
平成の名水百選
因伯の名水

－ － 8 H22.9.17 14.9 6.82 208 249 8.68 5.35 1.53 18.5 25.6 2.92 26.5 39.1 0.0 14.0 43.7 4.9

天皇水 湧水 東伯郡琴浦町高岡 因伯の名水 － － 154 H22.8.13 18.2 6.07 121 276 8.95 2.06 2.52 8.15 9.40 4.14 2.07 45.8 0.0 14.3 30.8 6.8
天の真名井 湧水 米子市淀江町高井谷 昭和の名水百選 － － 35 H22.8.13 13.1 6.32 142 266 6.85 4.68 1.57 11.1 13.9 2.83 1.47 53.8 0.0 15.9 36.4 5.7
本宮の泉 湧水 米子市淀江町本宮 因伯の名水 － － 115 H22.8.13 13.9 6.50 203 266 7.75 5.33 3.46 19.5 22.3 6.66 1.54 70.2 0.0 22.7 41.3 5.0

地蔵滝の泉 湧水 西伯郡伯耆町丸山
平成の名水百選
因伯の名水

－ － 260 H22.8.13 11.7 5.70 165 253 9.80 4.63 3.07 12.3 14.1 2.65 1.39 67.2 0.0 22.4 43.5 8.3

奥大山の水 湧水 日野郡江府町御机
「奥大山の水」として市販
されている水と同じ水源

－ － 760 H22.8.13 9.6 6.53 49.7 235 2.30 1.34 0.65 3.80 4.36 2.61 1.91 15.3 0.0 8.46 11.3 5.3

桝水高原の水 湧水 西伯郡伯耆町岩立 － － － 730 H22.8.13 13.1 6.54 41.2 229 2.22 0.46 0.52 3.60 4.72 3.44 0.79 9.2 0.0 5.72 7.4 3.8
文鳥水 湧水 大山山岳部湧水 － － 1090 H22.11.5 9.0 6.26 46.9 285 2.99 0.74 0.26 3.73 4.38 2.14 0.17 17.1 0.0 6.31 10.5 5.8
三輪平太の碑付近湧水 湧水 西伯郡大山町大山 大山山岳部湧水 － － 813 H22.11.4 8.1 5.96 40.9 269 1.78 0.51 0.36 3.85 5.81 2.87 1.24 9.2 0.0 4.19 6.5 3.3
大休峠湧水 湧水 大山山岳部湧水 － － 1098 H22.11.4 8.7 6.13 31.4 213 1.30 0.46 0.35 3.18 3.79 1.53 0.00 9.8 0.0 5.47 5.1 6.7
元谷小屋横湧水 湧水 大山山岳部湧水 － － 1051 H22.11.4 5.4 6.27 36.6 255 1.98 0.75 0.36 2.44 3.09 1.74 2.04 9.2 0.0 5.12 8.0 5.3
駒鳥小屋下斜面湧水 湧水 大山山岳部湧水 － － 1034 H22.11.5 7.7 5.92 68.9 293 3.80 1.66 1.19 4.35 4.28 10.2 0.97 15.3 0.0 11.3 16.3 2.5
孝霊山湧水（長田集落内） 湧水 西伯郡大山町長田 － － 126 H22.12.2 12.3 7.32 96.6 297 4.72 3.00 0.50 7.65 10.2 1.51 0.84 36.6 0.0 10.9 24.1 6.3
白鳳の里・湧水 地下水 米子市淀江町福岡 多くの人が採水 110 12 H23.2.3 14.8 7.22 235 欠測 11.7 8.80 3.22 18.2 23.3 2.67 0.69 95.3 0.0 24.7 65.5 5.9
白鳳の里・アルカリ水 地下水 〃 多くの人が採水 600 12 H23.2.3 33.4 8.72 193 欠測 6.43 0.10 0.57 34.0 15.2 7.79 0.00 66.6 4.2 13.6 16.5 4.6
湯口の水１（野津邸側湧出） 湧水 米子市淀江町稲吉 － － 40 H23.2.3 13.6 8.22 145 欠測 6.33 4.75 2.00 12.8 15.9 3.30 0.76 47.6 1.8 17.5 35.4 5.7
湯口の水２（清水邸側湧出） 湧水 〃 － － 40 H23.2.3 13.8 7.02 176 欠測 6.55 5.39 2.95 17.0 19.7 4.16 1.17 61.1 0.0 23.1 38.5 6.2

淀江トンネル下湧水 湧水
米子市淀江町
山陰道淀江トンネル西入
口

多くの人が採水 － － 12 H23.2.3 14.7 6.66 242 欠測 13.9 8.50 4.16 16.4 19.2 17.1 2.71 84.9 0.0 26.2 69.6 2.9

米子賀茂神社宮水 地下水 米子市加茂町２丁目
かつて、酒造業者の「特醸
酒用水」として利用

不明 不明 9 H23.2.4 11.4 6.86 463 欠測 40.8 7.78 4.70 35.5 42.0 30.7 0.63 168 0.0 11.9 134 1.8

米子市水道局車尾深井戸２号地下水 米子市車尾南２丁目 「よなごの水」として市販 86.6
31.05～45.25
54.45～73.75
76.85～81.85

5 H23.2.16 15.3 7.04 195 326 13.4 6.30 2.25 12.8 11.6 6.92 1.74 88.6 0.0 20.1 59.4 4.4

米子市水道局戸上浅井戸３号地下水 米子市福市 米子市水道水源 9.8 9.1 10 H23.2.16 6.7 6.78 120 247 7.63 2.59 1.22 9.05 12.1 6.51 3.96 32.4 0.0 7.17 29.7 2.7
米子市水道局戸上浅井戸４号地下水 〃 米子市水道水源 14.5 12.5 11 H23.2.16 10.9 6.71 122 220 7.63 2.82 1.48 9.35 12.3 6.41 2.86 36.0 0.0 8.58 30.7 3.0
米子市水道局戸上浅井戸６号地下水 〃 米子市水道水源 12.6 12.3 18 H23.2.16 7.2 6.68 115 248 7.20 2.52 1.25 8.55 11.5 5.91 3.51 33.0 0.0 7.54 28.4 2.9

米子市水道局戸上深井戸１号地下水 〃 米子市水道水源 23.4
4.5～10.0
15.5～21.3

16 H23.2.16 10.6 6.70 132 221 8.23 3.31 1.56 10.5 12.7 7.34 3.71 40.3 0.0 9.2 34.2 2.8

米子市水道局戸上深井戸２号地下水 〃 米子市水道水源 34.3
16.3～18.8
25.5～31.5

20 H23.2.16 16.5 6.73 154 223 9.40 4.34 1.99 12.1 11.8 6.46 3.26 58.6 0.0 14.7 41.3 4.0

米子市水道局戸上深井戸３号地下水 〃 米子市水道水源 28.9
11.7～17.9
22.5～26.5

16 H23.2.16 14.2 6.79 159 235 10.43 4.69 2.02 11.5 12.1 5.20 5.56 61.7 0.0 14.7 45.3 4.4

米子市水道局河岡深井戸 地下水 米子市河岡 米子市水道水源 82 50～80 27 H23.2.17 14.2 6.78 172 338 8.43 5.75 3.72 13.3 12.9 6.07 5.38 66.0 0.0 26.6 44.7 5.8

米子市水道局日下深井戸 地下水 米子市日下 米子市水道水源 83
52～67.2

69.0～81.2
45 H23.2.17 14.2 6.41 184 312 9.73 5.83 4.72 12.9 13.3 7.57 5.78 68.4 0.0 29.6 48.3 5.8

米子市水道局高井谷深井戸 地下水 米子市淀江町高井谷 米子市水道水源 36 H23.2.17 15.0 6.28 272 298 15.55 9.40 4.39 19.9 25.0 6.64 2.22 108.1 0.0 30.0 77.5 5.2
米子市水道局西尾原深井戸 地下水 米子市泉 米子市水道水源 161 94 H23.2.17 14.5 6.56 293 269 18.75 10.85 4.02 17.8 16.9 44.0 3.41 86.7 0.0 21.6 91.5 1.3
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