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長lと最醸議ゴ了彗鐘

晰.欝 感鬱・

文化の日をはさんだ 11月 1日 から11月 7日 までの期間を中心に、国民が文化財に親しんで

いただくことを目的に、全国各地で文化財関連のいろいろな行事や事業が開催されています。

1949(昭和 24)年 1月 26日 、現存する世界最古の本造建造物である法隆寺 (奈良県

斑鳩町)の金堂が炎上し壁画が焼損 したことは、国民に強い衝撃を与え、翌 25年には

文化財保護の統括的法律として文化財保護法が制定されました。その後、法隆寺金堂の

修理事業が竣工 (1954・ 昭和 29年)した日にちなみ、11月 3日 が文化の日となりました。

文化財愛護シンボルマークは、広げた両手のひらのパターンによつて日本建築の重要な要

素である斗棋 (ますがた、組物)のイメージを表し、これを三つ重ねることによつて、文化財とい

う国民の遺産を過去。現在・未来にわたり継承していくという愛護精神を象徴したものです。

池上本門寺山内、重要文化財の「池上本門寺宝塔」の周辺に、江戸幕府の御用絵師とし

て画業を掌握してきた狩野家 (中橋、鍛冶橋、本挽町および浜町の4家)の墓所がありま

す。このうち、狩野派中興の祖 とされる狩野探幽

の墓は東京都 1日 跡、その父である狩野孝信の墓は

大田区指定史跡に指定されていることをご存じ

の方も多いと思います。

このたび、狩野 4家の墓所が、それぞれの家系

ごとにまとまつて埋葬されている′点や、墓石の形

に一定の規範があり、大きさに奥絵師の階層差が

反映されている点など、その歴史的重要性が再評

価 され、平成 25年 3月 25日 に「奥絵師狩野家墓

所」として東京都指定史跡に指定されました。

奥絵師狩野家の事跡を伝える墓所には、61基の

墓塔の他、筆塚や位牌、墓からの出土品なども含

まれます。

この指定に伴い、これまで指定されていた「狩

野探幽墓」および「狩野孝信墓所」は解除となり

ました。
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左か ら木挽町 1代 尚信、中橋 6代 貞信

探幽の父 '狩野孝信の墓

穏やかな秋の季節、散策がてら、様々な形の墓石を観察してみてはいかがでしようか。
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◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

現在、大田区内には古代 。中世の塚 と考

えられ るものは 9基 所在 していますが、そ

の中か ら、東六郷三丁 目 10番 の六郷神社境

内に所在す る人幡塚 (大 田区遺跡番号 107)

の調査を実施 しま した。

調査はまず現況の再測量を行い、 さらに

塚の外周 りに溝な どの遺構が存在す るか否

かを確認す る為、部分的に調査区を設定 し

て発掘を実施 しま した。その結果、塚の現

状は、平成 6(1994)年 に実施 した調査の時

から大きな変化 もなく、良好に保存 されて

いることが分か りま したが、残念なが ら塚

の周囲か らは遺構 は検出 されず、出土遺物

もなかつたことか ら、築造時期 を知 る手が

か りは得 られませんで した。

八幡塚の全景

しか し、昭和 45(1970)年 に塚の頂部か

ら掘 り出され、現在は六郷神社において所

蔵・保管 されている壺について、改めて観

察を行 った ところ、平安時代末期か ら鎌倉

時代初期にあたる 12世紀 中頃に、愛知県の

常滑地域でつ くられた壺であることが分か

りま した。

掘 り出 された際の写真には、壺の 口縁部

付近か ら土師器の蓋が一緒に出土 している

様子が写つてお り、これまでの区内や他地

域での調査事例か ら、亡 くなつた人の火葬

骨 を納めた骨蔵器 として用い られていたこ

とが明 らかにな りま した。

以前は、壺を仏教の経典 を収納 した経筒

の容器 ととらえ、それ を埋納 した経塚であ

ると考えられていま したが、今回の再調査

か ら、壺の製作年代 と同 じ位 の時期 の 12

世紀中頃に、当初か ら埋葬 を目的 とす る墳

墓 として築造 された ものである可能 1性 が高

ま りま した。

八幡塚出土の常滑壷

大田区内には、これまで古代 。中世 と考

えられ る遺跡が 78箇所確認 されています

が、ここ数年、人幡塚周辺でも、古墳時代

以降に低地部が積極的に開発 されてい●こ

とを示す発掘調査事例が蓄積 されつつあ り

ます。例を挙げると、平成 23年度に調査が

行われた西六郷一丁 目 22番貝塚では、平安

時代 の上坑 や 室町時代 の貝塚 を伴 う土坑

な どが発見 されています。

人幡塚は、江戸時代後期に編 さん された

『 新編武蔵風土記稿』に、当時の六郷領人

幡塚村の名称の起 こりであると記 されてい

ることから、六郷地域の人々にとつては、

身近であるとともに象徴的な存在であった

と想像 されます。

近代以降、急速 に進 んだ都市化 に よつ

て数多 くの遺跡が消滅 しつつある現状 に

あって、大 田区もその例外 ではあ りませ

んが、八幡塚は、古代 。中世の低地に暮

らした人々の往時の面影 を現代 に伝 える、

数少ない遺跡 と言 えます。

今後も同様に塚の調査を進めてい く予定

です。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
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平成 24年 H月 、久が原六丁 目 13番 の建

設工事に伴い、約 36ポ を発掘調査 しま した。

久 ヶ原遺跡 (大 田区遺跡番号 81)は 東 日本

を代表す る有名な弥生時代の遺跡で、これ

までの発掘調査により弥生時代後期 (1世
紀～ 2世紀)に 大規模な集落が形成 された

ことがわかっています。

南関東の弥生時代の研究か ら、年代を明

らかにする際の基準 となる土器の型式 とし

て、久ヶ原遺跡か ら発見された土器が示準

とな り、「久 ヶ原式上器」と命名 されていま

す。

なお近年では、弥生時代後期において、

集落に囲まれ るよ うな形で遺跡の中央に方

形周溝墓が群在 し、墓域が形成 されていた

ことも明 らかにな りつつあ ります。

また遺跡か らは、弥生時代だけでな く、

先土器 (旧 石器)時代、縄文時代、古墳時

代や中世などの遺構や遺物 も見つかつてい

ることか ら、 この場所が連綿 と人び とに利

用 されていた ことがわか ります。

さて、今回の調査では、弥生時代の竪穴

住居跡 1軒、古墳時代の竪穴住居跡 1軒 が

発見 されま した。出土 した遺物は、縄文土

器、弥生土器、土師器 (古墳時代の土器 )

な どです。

今回の調査の最大の成果は、古墳時代後

期 の住居跡が発見 されたことです。 これま

でに久 ヶ原遺跡では、久が原四丁 目 39番 で

当該時期の住居跡が発見 されています。

調査範 囲の関係 で、住居跡 は全体の 3/4

強 に相 当す る範囲の調 査 とな りま したが、

住居跡 の床 面の上 か ら出土 した土器 か ら、

この住居跡 が 6世紀末 ～ 7世紀前半頃 に位

置づ け られ ることがわか りま した。

土師器 (は じき)の 出土状況

住居の規模 は、調査 した範囲で東西約

3.7m、 南北約 4.5mで 方形 を呈 していま

す。主 となる柱は 4本 で、住居の西壁の中

央部に竃 (か まど)が 設け られてお り、柱

の配置 と竃の位置か ら住居 の入 り回は東

側にあったことが推定 されます。

なお、古墳時代の住居跡の床面を掘 り下

げた ところ、弥生時代後期の住居跡が発見

されました。つま り、古墳時代の人が、弥

生時代の住居跡を壊す形で、新たに住居を

築いたことがわか りま した。

これ までに古墳時代の住居跡 は久 ヶ原

遺跡の北西側でま とまって発見 されてい

ま したが、時期はいずれ も古墳時代初頭の

もので した。今回の調査地点は、遺跡の南

西部にあた り、時期は後期にかかることか

ら、今後、古墳時代の集落の分布 と展開を

考える上で貴重な調査例 とな りま した。

成 24年度 埋蔵文化財調査件

試掘調査

93イ牛

3件 (久 ヶ原遺跡 2件 、

下沼部員塚 )

7件 (桜橋付近遺跡、

洗足池公園付近遺跡、

馬込城跡ほか )

1件 (人 幡塚 )

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
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古墳時代の住居跡の調査風景

確認調査



東京文化財ウィーク

文化の秋、都内全域で文化財をより身近に感

じていただくため、国・都指定文化財をお見せ

する公開事業のほか、各区市町村等による文化

財に関連 した企画事業が行われます。

☆ 文化財関連企画事業

10月 1日 (火)～11月 30日 (土)

撃 公開事業

10月 26日 (土)～ 11月 4日 (月 ・祝)

大田区では、次のような事業を行います。皆

様のご参加をお待ちしています。

☆ 蝉
f六郷地区」～仏像探訪～

層時 :10月 10日 (本)午後 1時 30分～

見学場所 :安養寺、東陽院ほか

問合せ先 :郷上博物館 文化財担当

☆ 彙
I近代化遺産が語る大田区の歴史」

目時 i ll月 10日 (日 )午後 2時～4時

場所 :萩中集会所

講師 :伊東孝氏 (日 本大学名誉教授)

問合せ先 :郷土博物館 文化財担当

☆ 文化財写真パネル展

区内の文化財調査、遺跡調査を紹介しますち ま

た、区内から出上した遺物も展示します。

日時 :10月 26日 (土)～ 31日 (木 )

会場 :大田区役所 1階ロビー

☆ 博物館講座

可大田区の亡菫壁塗二重艶二上

大田区の古墳時代文化を「埴輪」をキーワー ド

に講座を行います。ミニ展示も同時開イ亀

日日寺:(Dll月 24日 (日 )。 ②12月 1日 (日 )

いづンしも午後 2時～4時

会場 :郷土博物館

問合せ先 ;郷土博物館 学芸担当

奎 棘 文4脳ウイークガイ 墜生壁笙理堕

公開事業や企画事業の 日程や内容等が掲載 さ

れた冊子です。

配布場所 :郷土博物館

※ 数に限りがありま九 配布終了の際は、ご了承ください。

v 文化財の公開

①大坊本行寺 (池上2-lC1 5)

。「法華経板木」都指定有形文化財

11月 3日 (日・祝)、 午前 9時 30分～午後 4時

当日、現地へ。
。「日蓮上人入滅の旧跡」都指定旧跡

通年公開 午前 9時 30分～午後 4時

②池上本門寺 (池上 1-1-1)
。「本門寺五重塔」国重要文化財指定

外観のみ公開 午前 9時～日没

。「池上本門寺宝塔」国重要文化財指定

外観のみ公開 午前 9時～日没

。「奥絵師狩野家墓所」都指定史跡

通年公開 午前 9時～日没

③多摩川台公園 (田 園調布 163-1)
・「亀 甲 山 古 墳」 国指定史跡

。「宝 薬 山 古 墳J 都指定史跡

。「多摩川台古墳群J 都指定史跡

通年公開 午前 9時～午後4時 30分

ただし、月曜及び年末年始を除く。

④大森 海苔のふるさと館 (平和の森公園 2-2)
「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

通年公開 午前 9時～午後 5時

ただし、第 3月 曜 (祝 日の場合は翌日)

及び年末年始を除く。

6～ 8月 は午後 7時まで。

『久ヶ原遺跡Ⅳ 丸山遺跡 I山主遺跡Ⅳ

下沼部貝塚 I稲荷森遺跡 I発掘調査報告』

平成 21年度および 22年度に実施した5遺跡の発掘

調査報告書です。久ヶ原遺跡・丸山遺跡では弥生時代

後期の竪穴住居跡、山王遺跡では古墳時代前期の竪穴

住居跡が発見されました。

・販売場所 _郷土博物館 または

大田区役所 2階 (区政情報コーナー)

2013(平成 25)年 10月

大田区立郷土博物館 文化財担当 編集発行

大田区南馬込5-1113 〒1430025

TElッ :03-3777-1281    FAX:03-3777-1283

新しい刊行物のおしらせ


