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大田区教育委員会では、貴重な郷土の歴史遺産である文化財の保護と活 ll_lの為に、様々な活動を行

っております。

10月 1日 から11月 30日 までは東京文化財ウィーク事業期間です。区内でも各種の行事が開催され′ま

す。皆様の積極的なご参加をお待ちしております。

池上本門寺宝塔は、意匠的に優秀なものと評

価され、平成22年 12月 24日 、都指定から国指定

の重要文化財になりました。

宗祖日蓮聖人の 550遠忌報恩事業の1艮 日とし

て、江戸芝口講中が本願主となるとともに、末寺よ

りの勧財等により、文政9年(1826)に 着工、同 11 ｀

年(1828)に 上棟し(建立棟札)、 遠忌を翌年に控

えた1司 13年(1830)に 竣工しました。日蓮入滅の遺

跡である池上本門寺山内、日蓮御茶毘所跡に南

面して建ら、灰塔とも呼ばれます。

現存する宝塔形式の仏塔のうち最大規模を誇

り、内外に豊かな彫刻や彩色が施されています。

屋外に現存し、内部空間をもつ木造の宝塔は全

国的にも類例が少なく、貴重な1)σ)です.

平成 19年度～21年度にかけて保存修理事業

が行なわれ、調査結果をもとに創建当初の姿に修

復されました。

平ガ:23年 10月 発行
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保存修理の際に行われた調査にようて重要性

が確認された文化財も、附(つ l■たり)と して指定と

なりました。

宜端 (瓦棒黒漆塗、本製蓮華座付)1基

従来の都指定段階から附となっていました。宝

塔形式の本製厨子で、意匠は本体の宝塔と類似

しています。蓮の葉を模した台座の_ヒ に、10頭の

瑞亀が金色の蓮華座を支え、その上に木製の人

角基壇の_Lにノト宝塔が安置されています。

解体修理時に、蓮華座の蓮弁に墨書銘が発見

され、宝塔本体と同時期の文政 13年 (1830)に 、仏

師の「大仏師神尾儀助Jによつて建立されたことが

確認されました。

購、宝塔 (立面図)

糠奉し (文政 11年 H月 )1枚
上棟の年代や建立願主、大工名などが記され

ています。これにより、文政 11年 (1828)に _ヒ棟し、

本願主は「江戸芝日講中」、大工は本門寺御用大

工「ノ]ヽ木新七」や当時の池上本F]寺 47世 日経の

御用大工だった伊豆土肥の「平田幸助」らであるこ

となどが確認されました。

石塔 (天保2年 10月 )1基
宝塔の傍らに立っています。日蓮聖人 550遠忌

にあたる天保2年 (1831)に 、芝口講中によつて建

立された記念碑です。背面に刻まれた講中の交

名には、江戸の買物ブックとして有名な『江戸買物

独案内』に紹介される大店など、現在の新橋駅付

近の商人や職人などの名が見えます。

石碑 (実測図)

※ 本紙掲載の写真・図版は、『東京都指定有形

文化財 池上本門寺宝塔保存修理工事報告

書』(平成 22年 6月 、池_上本門寺)より転載。

菫 亀蛛 (書魃 )M量

板碑は、関東地方などで造立された石造の供

養塔です。秩父などでとれる緑泥片岩を用い、青

石塔婆ともいわれます。板状に整形した石の頂部

を三角形にとがらせ、片面に仏を表した梵字や蓮

座、花瓶、さらに年号や造立の趣旨などを刻んだ

ものもあります。武士や有力農民の供養塔として、

死後あるいは生前に寺院や故人のゆかりの地に

建てられました。中世(鎌倉時代から江戸時代初

め)にだけみられる貴重な遺物です。

大田区では、昭和 47年

(1972)に『大田区の板碑』

(大 田区の文化財第9集 )

を干」行し、収録板碑中、万

福寺や池上本門寺山内、

大森東・弁天神たLから出土

した板碑は、区指定文化財

となっています。

調査。指定から 30年以

上を経過し、保存状況にも

変 fヒが見られると考えられ

るため、確認調査を行いま

した。この調査成果は、『大

田区の板碑集録』(大 田区

の文化財第 39集 )として刊

行する予定です。

万福寺板碑 (実測図)



瑕 謳 文 鶉 蒻 麒 量 憮 翁

◇◆◇◆◆◇◇◇◆◇◆◆◇◇◇◇◇◇

よこあな ば

区軋靱機穴恣薇魏量

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

平成 22年度は、横穴墓の調査が 3件 あ り

ました。横穴墓は古墳時代の終わ りか ら奈

良時代の初めにか |す て造 られたお墓です。

斜面地を利用 して トンネルのよ うに横穴を

掘つて、お墓 とした もので、地形の起伏 に

富んだ斜面地の多い大田区では、これまで

に数多 くの横穴墓が発見 されています。

今回は、久が原五丁 目 (久 ヶ原遺跡 )、 中

央六丁 日(新発見の横穴墓 )、 山正一丁 目(lll

正一丁 目横穴墓群)で建設工事に伴い発掘

調査 しました。

どの調査 も、検出 された横穴墓は 1基 だ

けで、副葬品は出土 しませんで した。久が

原 と中央では、人骨が 一体のみで、 どちら

も 10代 後半～20代 の女性で推定身長は約

146～ 148 cmで した。山工では、人骨が二体

で一体は 12歳 前後、もう一体は 6～ 7歳 前

後で、性別は判断す ることが困難で した。

久が原や 中央の横穴墓は規模が小 さく、

一人を埋葬す るために造 られたもの と考え

られますが、山王の横穴墓は、 2体 とも人

骨が隅のほ うに寄せ られていたことか ら、

いつたスノ埋葬 され、その後、骨になつた段

階で、 さらに他の人を埋葬す ることを見 こ

して、隅へ寄せ られたことが考えられます。

しか し、 IIJ王 では 2体 以外 に人骨は発見

されなかつたことか ら、結局、このお墓は

二人の子供のIP_葬 のほかには使われなかつ

たことがわかつてい ます。

横穴墓 (手前の石積みがお墓の入 り日)

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

さんのうい せ き

出量遺跡

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

平成 22年 7月 、山王二丁 目で建設工事に

伴い、約 32ポ を発掘調査 しました。山王遺

跡は、主に弥生時代の中頃か ら古墳時代の

初めにかけての集落跡の遺跡です c

今回の調査では、 占墳時代の初め頃の住

居跡 1軒が発見されま した。長軸が 4,4111、

短軸が 4.lmの 規模 の竪穴住居で した。

なお、住居の床面の さらに下か ら柱の跡

や別の床面が見つかつたことか ら、この住

居は拡張をす るために建て替えを行ったこ

とがわかつています。

蔵文化財調査 J生

発 掘 届 :150件

本 調 査 :7件 (久 ヶ原遺跡、 1lJ王 遺跡、

中央六丁目発見横穴墓、下沼部貝塚、稲

荷森遺跡 、洗足池公園付近遺跡、山正一

丁目横穴墓群 )

試掘調査 :8件 (雪 ヶ谷貝塚、山王遺跡、

下沼部貝塚 、塚越横穴墓群、洗足池公園

付近遺跡 、稲荷森遺跡 2件 、久ヶ原遺跡 )

古墳時代住居跡 の調査

横穴墓内の人骨 (中 央 6丁 目)
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☆ 文化財講演会

大田区の埋蔵文化用の現状と今後の課題につい

て、鋼乃載24年 2月 に講演を開催 します。

講演会の同時や講師についての詳細は、区報で

お知らせします。

☆ 埋蔵文化財速報展 (ロ ビー展示)

平成 22年度に行われた区内の遺跡の発掘調査

成果について、ロビー展示を行います。

日時 :硝載23年 12月 20日 (火 )

～ヨニ成 24左卜3月 31日 (土 )

会場 :郷土博物館 1階ロビー
'    ‐■,「
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11月 1～ 7日 は文化財保護強調週間です。

撃 文化財の公開

①大坊本行寺 (池上2105)
「法華経板本」者「指定有形文化財

11月 3日

午前 9日寺30`か ‐―均二後 4日寺

「日蓮上人入滅の 1日跡J者6指定旧跡

10月 29日 ～11月 6日

午前 9時 30分～午後 4時

②池上本 F号 寺 (池上 1-1-1)
「五重塔」国重要文化財指定 100年記念

特別公開 初層のみ公開。塔内には入れません

雨天中止

11月 5・ 6日 、午前 10時 00分～午後 3時

(期間外は外観のみ公開。午前 9時～日没)

「宝塔」国重要文化財指定

外観のみ公開。午前 9時～日没

③多摩川台公園 (田 園調布 1631)
「亀 甲 山 古 墳」 国指定史跡

「宝 薬 山 古 墳」 者「指定史跡

「多摩川台古墳群」 者「指定史跡

④大森 海苔のふるさと館 (平和の森公園 22)

「大森及び周辺地域の海苔生産用具」

国重要有形民俗文化財

午前 9時～午後 5時 第 3月 曜体館

祝日は開館

参カロ方法 ①と②五重塔は当日現地へ、②～④は期間

以外にも見ることができます。

奎 文化財ウィークガイ ドの配布

(数に限りがあります:ご了承ください)

配布場所 郷土博物館

大森海苔のふるさと館

大田区役所 2階 区政情報コーす―

大田区教育委員会 郷上博物館 文化財担当

〒 1430025 大田区南馬込 51113
'li1  013-3777-1281    f1lx 03-3777--1283

電醸二
■ず

昨年度の講座の様子 (土器を観察する参加者の方々)

◇ 大田区の文化財第 38集  1,000円

『羽田レンガ提調査報告書』

多摩

'|1河

田部、羽田地区に残存するレンガ提に

ついて調査し、その記録結果をまとめました。

参 大田区の埋蔵文化財第 20集 1,000円

『久ヶ原遺跡IIl 山王遺跡Ⅲ 発掘調査報告書』

平成 18年～21年に行われた遺跡の発掘調査に

ついての報告書です。

販売場所 郷土博物館

大田区役所 21皓 区政情報コーナー
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ロビー展示 側ζ土博物館 1 lr)
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