
発掘調査も中盤！   中山道沿いに作られた側溝を発見

〈中山道の側溝〉

　 巣 鴨 町 屋 の 発 掘 調 査 も、 い よ い よ

中盤にさしかかったある日、 地蔵通り

（旧 中 山 道） の す ぐ 脇 か ら は、 江 戸 時

代の側溝が発見されました。 作られた

位 置 か ら 中 山 道 沿 い の 側 溝 で し ょ う。

埋まった状態を観察すると、 何回か作

り変えている様子がわかりました。 一

番古い段階の側溝の中からは、 江戸時

代 の 前 半 の 陶 磁 器 が 出 土 し て い ま す。

こういった陶磁器から、 巣鴨が町とし

て 発 展 し て い く 初 め の 時 期 に 掘 ら れ

た事実が分かってきました。

ち な み に こ の 側 溝 は、 地 蔵 通 り の 向

か い の 並 び に あ る 司 生 堂 ビ ル 地 区 の

道 路 際 で も 発 見 さ れ て い ま す。 つ ま り、 現 在 と 江 戸 時 代 の 中 山 道 の 道 幅 は、 現

在の地蔵通りとほぼ同じだったと考えられるでしょう。

〈真性寺の寺紋瓦が出土！〉

幕 末 か ら 明 治 時 代 へ の 過 渡 期 と 思 わ れ る 盛 土 の 中 か ら 檜 扇 （ひ お う ぎ） の 文

様 が 描 か れ た 瓦 が 出 土 し て い ま す。 こ の 紋 は、 こ の 発 掘 現 場 の 裏 手 に あ り ま す

真性寺の寺紋として使用されてきました。
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今 回 出 土 し た 瓦 の 文 様 は、 現 在 使 わ れ て い

る 瓦 と 比 べ る と、 檜 扇 に ぶ ら 下 が っ て い る 房

の 部 分 の 描 き 方 が 緻 密 で あ る と い う 違 い が あ

り ま す。 屋 根 に 葺 か れ る と、 こ の よ う な 細 か

い 部 分 は 見 え に く く な る に も か か わ ら ず、 緻

密 な 描 き 方 を す る と い う の は 当 時 の 瓦 職 人 さ

ん の 瓦 に 対 す る 熱 い 情 熱 を 感 じ ら れ ま す。 ま

た、 真 性 寺 境 内 に あ た る 場 所 か ら 出 土 し た こ

とも、大変意義のあることと言えるでしょう。

こ の 紋 は、 現 在 も 地 蔵 通 り 商 店 街 を 中 心 に

あ ち こ ち で 使 用 さ れ て い ま す。 ど れ だ け の 数

が あ る の か、 ぜ ひ 皆 さ ん も 歩 き な が ら 探 し て

み て は い か が で し ょ う か。 そ し て、 意 外 な 所

に 使 わ れ て い る よ う で し た ら、 ぜ ひ 教 え て く

ださい。

　 大 坂 屋 ビ ル 地 区 で の 発 掘 調 査 は、 ７ 月 で 前

半 戦 の 町 屋 部 分 を 終 え、 後 半 戦 は ８ 月 中 旬 ま

で 敷 地 の 奥 側 （真 性 寺 境 内） を 調 査 す る 予 定

です。
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