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現
在
、
日
本
で
一
番
古
い
博
物
館
は
東
京
国
立
博
物
館
で
す
。

　

１
８
７
２
年
（
明
治
5
年
）
に
東
京
・
湯
島
聖
堂
大
成
殿
で
開
催
さ
れ
た
博
覧
会
か
ら
、
東
京

国
立
博
物
館
の
歴
史
は
始
ま
り
ま
し
た
。
２
０
２
２
年
に
は
創
立
１
５
０
周
年
を
迎
え
、
特
別
展

「
国
宝　

東
京
国
立
博
物
館
の
す
べ
て
」（
２
０
２
２
年
10
月
18
日
～
12
月
18
日
）
で
は
、
同
館
が

当
時
所
蔵
し
て
い
た
国
宝
89
件
す
べ
て
を
含
む
名
品
が
展
示
さ
れ
、
数
多
く
の
来
館
者
で
に
ぎ
わ

い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
本
書
が
刊
行
さ
れ
る
２
０
２
４
年
に
は
特
別
展
「
は
に
わ
」（
２
０
２
４
年
10
月
16

日
～
12
月
８
日
）
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
同
館
所
蔵
の
「
挂け

い

甲こ
う

の
武
人
」
が
、
埴
輪
と
し
て
初
め
て

国
宝
に
指
定
さ
れ
て
か
ら
50
周
年
を
記
念
し
た
特
別
展
で
あ
り
、
い
ま
だ
か
つ
て
な
い
ス
ケ
ー
ル

で
催
さ
れ
る
埴
輪
展
で
す
。
九
州
国
立
博
物
館
に
も
巡
回
し
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
な
ど
各
種
メ
デ
ィ

ア
注
目
の
特
別
展
で
も
あ
り
、
昨
今
の
埴
輪
の
人
気
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
で
す
。

　

そ
の
特
別
展
「
は
に
わ
」
の
担
当
者
の
う
ち
、
河
野
正
訓
と
山
本
亮
が
本
書
を
執
筆
し
ま
し
た
。

ふ
だ
ん
は
東
京
国
立
博
物
館
の
研
究
員
と
し
て
、
埴
輪
な
ど
考
古
遺
物
（
作
品
）
の
お
世
話
を
す

る
の
が
仕
事
で
す
。
展
示
案
を
考
え
て
遺
物
の
展
示
作
業
を
し
た
り
、
講
演
会
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト

ー
ク
を
し
た
り
、
遺
物
の
修
理
に
立
ち
会
っ
た
り
、
他
館
で
開
催
さ
れ
る
特
別
展
に
遺
物
を
貸
出

し
す
る
た
め
の
手
続
き
や
、
外
部
研
究
者
が
当
館
所
蔵
品
を
調
査
す
る
た
め
の
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を

す
る
な
ど
、
ほ
か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
業
務
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
自
分
自
身
の
研
究
を
進
め
る

こ
と
も
仕
事
の
う
ち
で
す
。

　

東
京
国
立
博
物
館
は
質
量
と
も
に
日
本
屈
指
の
埴
輪
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
誇
り
ま
す
。
そ
の
た　

め
、
お
世
話
を
し
て
い
る
考
古
遺
物
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
埴
輪
と
は
日
常
的
に
接
し
て
い
ま

す
。
そ
の
東
京
国
立
博
物
館
で
の
経
験
を
中
心
に
、
本
書
を
執
筆
し
ま
し
た
。

　

わ
た
し
た
ち
二
人
は
、
と
も
に
京
都
大
学
で
考
古
学
を
学
び
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
歴
を
経
て
、
現

在
、
東
京
国
立
博
物
館
で
働
い
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
本
書
で
は
、
わ
た
し
た
ち
が
身
近
に
接

し
て
き
た
関
西
と
関
東
の
埴
輪
を
中
心
に
取
り
あ
げ
、
さ
ら
に
全
国
各
地
の
埴
輪
も
で
き
る
だ
け

紹
介
す
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、
も
と
も
と
は
古
墳
時
代
の
鉄
器
や
土
器
を
専
門
に
研
究
し

て
い
た
二
人
な
の
で
、
根
っ
か
ら
の
埴
輪
の
研
究
者
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う

な
立
場
だ
か
ら
こ
そ
、
よ
り
客
観
的
に
現
在
の
埴
輪
研
究
を
俯
瞰
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ

て
い
ま
す
。

　

じ
つ
は
埴
輪
の
研
究
を
み
る
と
、
研
究
者
の
立
場
に
よ
っ
て
埴
輪
に
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
与
え

ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
研
究
者
が
自
説
を
も
と
に
本
を
執
筆
し
た
場
合
、
ほ
か
の
研

究
者
と
ま
っ
た
く
ち
が
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
多
々
あ
る
の
で
す
。
そ
う
い

う
意
味
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
者
の
説
を
複
合
的
に
紹
介
し
て
い
る
点
が
、
本
書
の
特
徴
と
い

え
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
埴
輪
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
？

　

埴
輪
と
は
、
円
筒
状
や
な
に
か
―
道
具
や
人
物
な
ど
―
を
か
た
ど
っ
た
、
粘
土
の
や
き
も

の
で
す
。
い
ま
か
ら
約
１
４
０
０
～
１
８
０
０
年
前
、
３
世
紀
後
半
～
６
世
紀
に
か
け
て
、「
王
」

な
ど
権
力
者
の
た
め
に
、
前
方
後
円
墳
に
代
表
さ
れ
る
古
墳
と
い
う
墓
を
つ
く
っ
た
時
代
が
あ
り

はじめに　はにわとは？
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ま
し
た
。
古
墳
時
代
で
す
。
日
本
列
島
の
東
北
地
方
南
部
か
ら
九
州
地
方
に
か
け
て
古
墳
は
存
在

し
ま
す
が
、
そ
の
一
部
の
古
墳
の
上
や
周
囲
に
、
埴
輪
は
立
て
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
だ
こ
の
時
代
に
「
日
本
」
と
い
う
国
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
倭
」
と
い
う
ク
ニ
が
あ
っ
た
と
認

識
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
倭
を
「
ヤ
マ
ト
」
と
よ
ぶ
か
「
ワ
」
と
よ
ぶ
か
は
、
研
究
者
に
よ
っ

て
分
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
倭
を
統
治
し
て
い
た
の
は
畿き

内な
い

地
域
（
現
在
の
大
阪
府
・
奈
良
県
を

中
心
と
す
る
地
域
）
に
い
た
大
王
で
す
。
大
王
と
各
地
の
王
と
は
ゆ
る
や
か
な
が
ら
連
合
し
、
５

世
紀
後
半
以
降
に
大
王
に
よ
る
中
央
集
権
化
が
段
階
的
に
進
ん
で
い
く
の
が
、
古
墳
時
代
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
「
王
」
と
い
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
研
究
者
に
よ
っ
て
は
「
首
長
」
や
「
豪
族
」
と

い
う
よ
び
方
を
し
て
い
ま
す
。
け
っ
し
て
王
だ
け
が
古
墳
に
埋
葬
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
埴
輪

を
立
て
た
わ
け
で
も
な
い
の
で
す
が
、
本
書
で
は
便
宜
上
、
権
力
者
の
こ
と
を
「
王
」
と
よ
ぶ
こ

と
と
し
ま
す
。

　

古
今
東
西
、
埴
輪
は
話
題
に
あ
が
っ
て
い
ま
す
が
、
本
書
は
そ
の
埴
輪
に
つ
い
て
の
入
門
書
で

す
。
そ
の
内
容
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
者
の
地
道
で
か
つ
膨
大
な
調
査
研
究
の
成
果
を
も
と
に
、

著
者
二
人
で
再
構
成
し
た
も
の
で
す
。
た
だ
し
、
専
門
書
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
た
め
、
引
用

や
参
考
に
し
た
文
献
の
提
示
は
最
低
限
に
留
め
て
い
ま
す
。
ご
理
解
く
だ
さ
い
。

　

本
書
に
は
埴
輪
に
ま
つ
わ
る
25
の
ヒ
ミ
ツ
が
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。
冒
頭
か
ら
順
に
読
ん
で
も
、

気
に
な
る
ヒ
ミ
ツ
か
ら
読
ん
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
魅
力
あ
ふ
れ
る
埴
輪
の
世
界
を
お
楽
し
み
く

だ
さ
い
。
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と
く
べ
つ
な
ト
リ

鶏
にわとり

形
がた

埴輪
栃木県真

も

岡
おか

市

鶏塚古墳出土

古墳時代・6世紀後半

東京国立博物館蔵

鵜
う

形
がた

埴輪
首には鈴がついているため、人に飼われ
ていたことがわかります
群馬県高崎市 保渡田（ほどた）八幡塚古墳
出土／5世紀後半／高崎市教育委員会蔵
写真提供：かみつけの里博物館

重要文化財 翼を広げた鳥
とり

形
がた

埴輪
両翼を広げて滑空する姿を表現した珍しい埴輪です
和歌山県和歌山市 大日山 35 号墳出土／6世紀前半�
和歌山県教育委員会蔵
写真提供：和歌山県立紀伊風土記の丘

水
みず

鳥
どり

形
がた

埴輪
白鳥のようにするためか、白い土でつくられています
大阪府羽曳野（はびきの）市 誉田御廟山（こんだごびょう
やま）古墳（応神天皇陵古墳）出土／5世紀前半
東京国立博物館蔵

重要文化財 水鳥形埴輪
一つの古墳からたくさんの水鳥形埴輪が出
土した例もあります
兵庫県朝来（あさご）市 池田古墳出土
5世紀前半／兵庫県立考古博物館蔵
写真提供：兵庫県立考古博物館

77
ヒミツ

くちばしの形か
らタカ説が有力

赤くぬられたトサカ

コケコッコ
ー

鈴

魚
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た
。
最
後
に
は
め
で
た
く
岩
戸
が
開
い
て
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
が
姿
を
現
し
ま
す
。
そ
う
す
る
と
世
の
中
が
明
る
く
な
り
、

み
ん
な
が
よ
ろ
こ
ん
だ
、
と
い
う
伝
説
で
す
。

　

一
方
で
、
ニ
ワ
ト
リ
が
埴
輪
に
な
る
こ
と
に
別
の
理
由
を
考
え
る
研
究
者
も
い
ま
す
。
オ
ス
と
メ
ス
の
ニ
ワ
ト
リ
が
セ
ッ
ト

に
な
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
か
ら
、「
つ
が
い
に
な
っ
て
「
命
（
卵
）
を
産
む
」
と
い
う
行
為
を
象
徴
し
て
い
る
」
と
い
う
説
で

す
。
こ
の
場
合
、
古
墳
に
埋
葬
さ
れ
た
人
の
よ
み
が
え
り
を
願
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

鶏
形
埴
輪
か
ら
や
や
遅
れ
て
、
４
世
紀
後
半
に
水み

ず

鳥ど
り

形が
た

埴
輪
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

ハ
ク
チ
ョ
ウ
に
代
表
さ
れ
る
水
鳥
に
つ
い
て
は
、『
日
本
書
紀
』
に
興
味
深
い
記
述
が
あ
り
ま
す
。
戦
い
の
帰
り
道
、
ヤ
マ

ト
タ
ケ
ル
が
現
在
の
三
重
県
の
地
で
亡
く
な
り
、
白
鳥
に
姿
を
変
え
て
ヤ
マ
ト
（
現
在
の
奈
良
県
）
の
方
へ
飛
び
た
っ
た
、
と

い
う
も
の
で
す
。
こ
の
伝
説
か
ら
、
水
鳥
形
埴
輪
に
は
被
葬
者
の
魂
を
運
ぶ
役
割
が
あ
っ
た
、
と
考
え
る
研
究
者
も
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
近
年
、
水
鳥
の
役
割
の
見
直
し
を
迫
る
よ
う
な
事
例
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
一
つ
の
古
墳
の
た
め
に
複

数
の
水
鳥
形
埴
輪
を
つ
く
っ
た
も
の
で
、
そ
の
な
か
の
１
体
は
背
中
に
ヒ
ナ
を
の
せ
て
い
ま
す
（
→
41
ペ
ー
ジ
）。
魂
を
運
ぶ

の
で
あ
れ
ば
１
体
で
よ
い
は
ず
で
、
水
鳥
が
ヒ
ナ
を
の
せ
て
い
る
の
も
魂
を
運
ぶ
情
景
と
し
て
は
不
自
然
で
す
。
む
し
ろ
、
水

鳥
の
群
れ
の
様
子
を
表
現
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。
こ
の
事
例
を
ど
う
考
え
る
の
か
、
今
後
の
研
究
に
期
待
が
つ
の
り
ま
す
。

　

人
物
埴
輪
が
登
場
す
る
５
世
紀
に
は
、
人
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
ウ
や
タ
カ
の
埴
輪
が
少
数
な
が
ら
現
れ
ま
す
。
ウ
は
鵜
飼

い
、
タ
カ
は
鷹
狩
り
と
い
う
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
王
が
愛
好
し
た
催
し
ご
と
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
見
解
が
あ
り
ま
す
。
な

お
、
鵜
飼
い
は
現
在
の
よ
う
な
や
り
方
で
は
な
く
、
ウ
を
放
っ
て
魚
が
溜
ま
っ
た
ら
呼
び
戻
し
て
魚
を
吐
き
出
さ
せ
る
「
放
ち

鵜
飼
い
」
で
し
た
。

　

奈
良
時
代
の
文
献
で
あ
る
『
日
本
書
紀
』
に
は
約
30
種
、『
万
葉
集
』
で
は
約
40
種
の
鳥
に
関
す
る
記
述
が
あ
り
ま
す
。
ほ

か
の
鳥
も
古
墳
時
代
に
は
い
た
の
で
し
ょ
う
が
、
埴
輪
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
は
採
用
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
逆
に
い
う
と
、
果

た
す
べ
き
役
割
を
期
待
し
て
特
定
の
鳥
を
選
び
、
埴
輪
と
し
て
つ
く
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
ま
す
。

　

埴
輪
に
な
っ
た
鳥
も
い
ま
す
。
す
べ
て
の
鳥
が
モ
デ
ル
に
な
っ
た
わ

け
で
は
な
く
、
ニ
ワ
ト
リ
や
水
鳥
、
ウ
（
鵜
）
や
タ
カ
な
ど
に
限
定
さ

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
性
格
が
異
な
り
ま
す
。

　

と
り
わ
け
数
が
多
い
の
が
ニ
ワ
ト
リ
で
す
。
鶏

に
わ
と
り

形が
た

埴
輪
は
、
鳥
の

埴
輪
の
な
か
で
も
っ
と
も
早
く
、
４
世
紀
半
ば
頃
に
は
つ
く
ら
れ
は
じ

め
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
６
世
紀
ま
で
継
続
し
て
長
く
つ
く
り
つ
づ
け

ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
日
本
列
島
の
鳥
形
埴
輪
の
な
か
で
も
鶏

形
埴
輪
は
、
お
よ
そ
３
０
０
例
と
最
も
出
土
量
が
多
い
の
で
す
。

　

ニ
ワ
ト
リ
は
、
い
ま
で
は
卵
や
肉
な
ど
食
用
と
し
て
お
な
じ
み
で
す

が
、
古
墳
時
代
の
人
び
と
に
と
っ
て
は
、
食
べ
る
た
め
で
は
な
く
、
神

聖
な
鳥
で
し
た
。
そ
の
な
ご
り
で
、
現
代
で
も
一
部
の
神
社
で
は
神
聖

な
鳥
と
し
て
、
ニ
ワ
ト
リ
を
放
し
飼
い
に
し
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
ど
う
し
て
ニ
ワ
ト
リ
は
神
聖
視
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ

山口県防府市の玉祖（たまのおや）神社の黒柏鶏（くろかしわけい）
は日本古来のニワトリで、鳴き声が7～8秒、長いものでは10秒に
もなります� 撮影：河野正訓

れ
は
、
ニ
ワ
ト
リ
が
朝
に
コ
ケ
コ
ッ
コ
ー
と
鳴
く
こ
と
に
関
係
が
あ
り
ま
す
。
古
墳
時
代
は
現
代
と
ち
が
い
、
街
灯
の
な
い
時

代
で
す
。
夜
は
暗
闇
と
な
り
、
邪
悪
な
も
の
が
暗
躍
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
、
日
中

の
太
陽
が
と
て
も
大
切
だ
っ
た
の
で
す
。
コ
ケ
コ
ッ
コ
ー
と
鳴
い
て
朝
を
告
げ
る
ニ
ワ
ト
リ
は
、
当
時
の
人
び
と
に
と
っ
て
、

太
陽
を
導
き
邪
悪
な
も
の
を
退
け
て
く
れ
る
魔
除
け
の
鳥
だ
っ
た
の
で
す
。

　

似
た
は
な
し
と
し
て
、
日
本
神
話
の
天あ

ま

の
岩い

わ

戸と

伝
説
が
あ
り
ま
す
。
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
が
天
の
岩
戸
に
隠
れ
た
際
に
、

世
の
中
が
真
っ
暗
闇
に
な
り
ま
し
た
。
ず
っ
と
夜
の
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
困
っ
た
ほ
か
の
神
々
が
、
な
ん
と
か
天

の
岩
戸
か
ら
出
て
き
て
も
ら
お
う
と
、
試
行
錯
誤
を
重
ね
ま
す
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
ニ
ワ
ト
リ
を
鳴
か
せ
る
と
い
う
も
の
で
し


