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平安末～鎌倉時代の掘立柱建物

凡例
奈良時代の掘立柱建物

0 10m(1:600)0 10m(1:600)
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※図中の近・現代の流路は現在は埋められています。
　図中において「掘立柱建物」を「掘立」、「竪穴建物」を「竪穴」と省略して表記。
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【大鴨１区】火葬墓

【大鴨１区】道路遺構 【大鴨２区】道路遺構

【大鴨２区】木製構造物

【大鴨２区】斎串出土状況

【大鴨２区】木製構造物

　流路の中から、木や枝で造られた構造物が見つかりました。

この構造物は流路の中に張り出すように位置していることか

ら、土手の芯材ではないかと考えています。川の流れを弱めて

祭祀を行う水辺を作るための土手かもしれません。

【大鴨２区】水辺の祭祀場

　両側面に連続する切り欠きを施した斎
い ぐ し

串と呼ば

れる木製祭祀具（木を素材とするマツリの道具）

が見つかりました。木製祭祀具はバラバラになら

ずにまとまっていることから、「マツリ」を行っ

た後に、まとめて廃棄されたと考えられます。

【大鴨 1 区】中世墓

　調査区の北東で２基の火

葬墓がみつかりました。この

うち 1 基は残りがよく、火

葬された様子がよく分かり

ます。頭を北（写真上）にし

て、膝を抱えたように西方向

（写真左）を向き、頭の近く

には素焼きの皿（土
は じ き

師器）が

供えられていました。この皿

の形や作りから、室町時代の

墓であることが分かります。

骨は土ごと取り上げ、クリー

ニング中です。

　今後はＸ線写真を撮影し

て、銅銭のほか、毛抜きや鋏
はさみ

などの副葬品がないか調べ

る予定です。

【大鴨１～ 3 区】道路遺構

　1 ～ 3 区それぞれから道路遺構が見つかりました。

　2 区北側の道路遺構は、石塚廃寺跡と木製祭祀具の出土地点とを

結ぶように延びていることから、寺から水辺の祭祀場へ降りるため

の道と考えられます。

　1 区の道路遺構は奈良時代から中世の流路の岸に沿って南北にの

びており、南のほうから届いた物資を寺に運ぶ道だったのかもしれ

ません。
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 道路遺構

石塚廃寺東遺跡

大鴨遺跡 県史跡石塚廃寺跡

軒丸瓦

軒平瓦

斎串 刀形

馬形

不明木製品
石塚廃寺東遺跡・大鴨遺跡の発掘調査成果

　石塚廃寺東遺跡・大鴨遺跡は倉吉市石塚から福山にかけて広がる集落・祭
さ い し

祀遺跡です。通称「天
て ん じ ん の

神野

台地」と呼ばれる丘陵の裾部に立地し、県史跡石塚廃寺跡の東側に隣接します。今年度の調査成果とし

て以下の点を挙げることができます。

　①石塚廃寺東遺跡・大鴨遺跡で古代（奈良時代）から中世（鎌倉時代）に至る川跡が発見され、寺院

　　周辺の景観の一端が明らかとなりました。

　②大鴨遺跡で多量の木製祭祀具（奈良時代）が川岸で出土しました。出土地点と石塚廃寺跡を結ぶ道

　　路遺構が見つかっていることから、寺が関わる水辺の祭祀が行われていたことがわかりました。こ

　　うした祭祀は古代の役所（官衙等）付近で見つかる事例は多いですが、寺院との関わりが明確なも

　　のは全国的にも極めて少なく、県内では初めての確認となります。

　③石塚廃寺東遺跡・大鴨遺跡から石塚廃寺の瓦が多量に出土しました。詳しいことがよくわかってい

　　ない石塚廃寺の実態を解明するうえで、貴重な手がかりが得られました。

　④大鴨遺跡で鎌倉時代の屋敷地と室町時代の墓地（火葬墓）が発見されました。

令和２年度　石塚廃寺東遺跡・大鴨遺跡 　現地説明会資料
発行：公益財団法人 鳥取県教育文化財団 調査室

〒 682-0704　東伯郡湯梨浜町南谷 528 － 1　
℡：0858-35-5335　FAX：0858-35-5336　
HP：http://kyo-bun.sakura.ne.jp/chosasitsu.html
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 木製祭祀具

　大鴨遺跡では、奈良時代の道路遺構が、１

区で２本、２区で２本、３区に１本、計５本

見つかりました。いずれも底面に小さな穴（く

ぼみ）が並んでいましたが、これは「波板状

凹凸面（右図）」と呼ばれ、奈良・平安時代

の道路遺構に特徴的に見られる痕跡です。路

床工事や歩行の痕跡等の説があります。

　２区北側の道路遺構では、波板状凹凸面の

穴の中から多数の石が出土しました。また穴

には重複があることから、この道路遺構は造

り直しが行われたようです。

　奈良時代に建てられた石塚廃寺で使われていた瓦（写真）が出土しま

した。

　古代の瓦は現代の瓦とは異なり、丸瓦と平瓦を交互に並べて使います

（下図）。軒丸瓦の瓦
が と う

当は蓮の花びらや中心にある花
か た く

托をデザインしてお

り、今回の調査では花弁や中房のデザインが異なる 2 種類が見つかりま

した。また軒平瓦は、忍
にんどうからくさもん

冬唐草文や線を重ねた二重弧文など、3 種類が

見つかりました。

　大鴨遺跡や石塚廃寺東遺跡の流路から、木製祭祀具が出土しました。

これらの祭祀具は、その形や周囲から出土した土器から奈良時代から平

安時代にかけてのものと考えられます。

　主なものは、「斎
い ぐ し

串」、「刀形」や「馬形」をした「形
かたしろ

代」です。斎串は、

祭祀を行う場を区画する結
けっかい

界に用いられ、馬形は立てて使ったと考えら

れています。

　斎串の多くは薄い板状で、２区でまとまって出土した斎串の多くは両

側に連続する切り欠きがあります。その他に、先端を尖らせただけのも

のや、角棒状のものもあります。

　刀形は木製構造物の中からほぼ完形のものが出土しています。

　馬形は尾部を欠損していますが、鞍
くら

の表現があり、腹部の側面には立

てて使うための小さな板が埋め込まれた痕があります。

　これらの斎串・形代はケガレを祓
はら

うなどの「神マツリ」に使われたと

考えられます。お寺の近くでこうしたマツリが行われていたということ

は、当時は「神と仏」の区別があまりはっきりしていなかったのかもし

れません。

【調査主体】公益財団法人鳥取県教育文化財団
【遺跡の所在地】倉吉市石塚・福山地内
【調査面積】石塚廃寺東遺跡　1,995.2㎡
　　　　　　大鴨遺跡　　　　4,900.5㎡　計　6,895.7㎡
【調査期間】令和２年６月１日～ 12 月初旬（予定）


