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置

　

第
3
室
に
入
る
と
正
面
に
�
人
物
埴は

に

わ輪

の
頭
部
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
�
本
来
こ

の
埴
輪
は
�
盾
を
持
�
た
人
物
の
胴
部
と

組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
�
�
盾た

て
も
ち
び
と

持
人
埴
輪
�

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
�
頭
部
と
胴
部
を
々

に
作
り
�
頭
部
を
胴
部
に
ソ
ケ
�
ト
状
に

は
め
込
み
ま
し
た
�
胴
部
は
ま
だ
見
つ
�

て
い
ま
せ
ん
が
�
全
体
で
約
1
2
0
�
の

高
さ
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
�

　

さ
て
�
こ
の
盾
持
人
埴
輪
の
頭
部
に
は
�

台
形
状
の
透
か
し
穴
や
縁
取
り
線
が
見
ら

れ
�
冠か

ぶ

り
物
を
着
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
�
さ
ら
に
こ
の
埴
輪
で
注
目
さ
れ
る

の
は
�
両
頬
に
見
ら
れ
る
鏃

や
じ
り

状
に
描
か
れ

た
ヘ
ラ
描
き
線
で
す
�
恐
ら
く
入
れ
墨
を

表
現
し
た
も
の
で
し
�
う
�

　

�
三
国
志
�
魏
志
倭
人
伝
に
は
�
�
男
子

は
大
小
無
く
皆
鯨げ

い
め
ん
ぶ
ん
し
ん

面
文
身
す
る
�
と
あ
り
�

弥
生
時
代
以
降
�
倭
国
に
は
入
れ
墨
が

あ
�
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
�
実
際
に
�
弥

生
土
器
や
石
棺
に
は
�
入
れ
墨
を
も
つ
人

物
の
顔
を
線
で
刻
ん
だ
例
が
あ
り
�
倭
人

伝
の
記
述
を
裏
付
け
て
い
ま
す
�

　

し
か
し
�
弥
生
時
代
に
入
れ
墨
を
表
現

し
た
資
料
は
瀬
戸
内
や
東
海
�
関
東
・
東

北
に
分
布
し
�
近
畿
地
方
で
は
見
ら
れ
ま

せ
ん
�
特
に
唐
古
・
鍵
遺
跡
で
は
�
全
国

の
半
数
以
上
の
絵
画
土
器
が
集
中
し
ま
す

が
�
や
は
り
人
物
を
描
い
た
も
の
に
入
れ

墨
は
見
ら
れ
な
い
の
で
す
�
近
畿
で
入
れ

墨
の
表
現
が
見
ら
れ
る
の
は
古
墳
時
代
か

ら
で
�
馬
を
曳ひ

く
人
や
盾
持
人
・
力
士
な

ど
の
人
物
埴
輪
に
入
れ
墨
が
見
ら
れ
ま
す
�

い
ず
れ
も
5
世
紀
以
降
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
�

　

�
日
本
書
記
�
に
よ
る
と
�
猪い

か

い飼
・

馬う
ま
か
い飼

な
ど
の
職
能
集
団
や
安あ

ず

み曇
氏
な
ど
の

海あ

ま人
集
団
�
隼は

や

と人
・
蝦え

み

し夷
に
入
れ
墨
が
見

ら
れ
る
と
あ
り
ま
す
�
こ
れ
ら
は
�
大
和

か
ら
み
て
周
辺
地
域
に
故
地
を
も
つ
集
団

が
多
く
�
王
権
に
奉
仕
す
る
た
め
に
大
和

周
辺
に
定
住
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
�
入
れ
墨
を
も
つ
人
物
埴
輪
は
�
こ

う
し
た
集
団
を
表
現
し
た
可
能
性
が
高
い

で
し
�
う
�

　

埴
輪
に
見
る
入
れ
墨
の
表
現
は
�
彼
ら

の
職
能
や
出
身
地
を
語
�
て
い
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
�

入
れ
墨
を
表
現
し
た

盾
持
ち
人
埴
輪

●コレクション・データ
時 代　弥生時代後期

調 査　羽子田遺跡第 11 次調査

発 見 年　1998 年

大 き さ　長さ 44 ㎝、最大幅 24 ㎝

展示位置　第 3室　「埴輪の世界」
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