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祝
い
着
と
犬
張
子

「
祝
う
」
と
は
、
め
で
た
い
こ
と
を
喜
び
、
幸
運
を

祈
る
こ
と
で
す
。
子
ど
も
の
祝
い
に
つ
い
て
は
、
宮
参

り
を
は
じ
め
、
お
食
い
初
め
や
三
歳
、
五
歳
、
七
歳
の

祝
い
と
い
う
よ
う
に
、
多
く
の
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
昔
、
子
ど
も
は
無
事
に
育
つ
こ
と
が
難
し
く
、「
子

ど
も
は
神
か
ら
の
授
か
り
も
の
」
、「
七
つ
ま
で
は
神
の

子
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
七
歳
ま
で
は
神
と

人
と
の
間
の
存
在
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、

子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
を
祝
い
、
災
厄
か
ら
子
ど
も

を
守
る
た
め
の
儀
礼
が
段
階
的
に
行
わ
れ
て
き
ま
し

た
。
子
ど
も
の
祝
い
で
身
に
付
け
る
も
の
や
贈
ら
れ
る

も
の
に
は
、
「
喜
び
、
幸
運
を
祈
る
」
気
持
ち
が
込
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

子
ど
も
の
祝
い
着
は
そ
の
ひ
と
つ
で
す
。
江
戸
時
代

に
入
る
と
、
男
児
の
祝
い
と
し
て
端
午
の
節
句
が
、
女

児
の
祝
い
と
し
て
雛
ま
つ
り
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
祝
い
着
に
は
、
節
句
飾
り
の
鎧
兜
（
よ

ろ
い
か
ぶ
と
）
や
幟
（
の
ぼ
り
）
、
雛
道
具
に
由
来
す
る

文
様
や
、
縁
起
の
良
い
モ
チ
ー
フ
、
菊
、
牡
丹
等
の
文

様
が
華
や
か
に
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
文
様
に

は
、
子
ど
も
の
成
長
と
幸
運
を
願
う
気
持
ち
が
込
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

初
宮
参
り
に
着
る
一
つ
身
に
は
、
背
紋
の
あ
た
り
に
、

刺
繍
や
小
さ
な
ぬ
い
ぐ
る
み
・
布
を
縫
い
付
け
た
り
、

糸
や
ひ
も
で
縦
に
飾
り
縫
い
を
し
た
り
し
た
背
守
り
が

付
い
て
い
ま
す
。
写
真
１
で
は
、
繁
殖
力
の
強
さ
か
ら
、

子
孫
繁
栄
を
意
味
す
る
菱
（
ひ
し
）
が
、
写
真
２
で
は
、

何
の
か
た
ち
か
は
判
断
が
で
き
ま
せ
ん
が
、
刺
繍
の
背

守
り
が
付
い
て
い
ま
す
。
一
つ
身
は
、
反
物
の
幅
が
背

幅
に
な
る
た
め
、
背
縫
い
が
あ
り
ま
せ
ん
。「
背
縫
い
の

な
い
着
物
を
着
る
と
魔
が
さ
す
」
と
言
わ
れ
て
い
た
た

め
、
魔
よ
け
の
た
め
に
背
守
り
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

出
産
祝
い
や
初
宮
参
り
の
贈
り
物
と
さ
れ
る

犬
張
子
に
は
、
笊
（
ざ
る
）
や
で
ん
で
ん
太
鼓
を

背
負
っ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
も
あ
り
、
そ
の
か
た

ち
に
は
意
味
が
あ
り
ま
す
。
水
通
し
が
良
く
、
犬

に
竹
か
ん
む
り
で
「
笑
」
と
い
う
字
に
似
て
い
る

こ
と
か
ら
、
鼻
づ
ま
り
せ
ず
、
元
気
で
笑
顔
の
絶

え
な
い
明
る
い
子
に
育
っ
て
欲
し
い
と
い
う
願

い
が
込
め
ら
れ
た
笊
か
ぶ
り
犬
。
で
ん
で
ん
太
鼓

を
背
負
っ
た
犬
張
子
に
は
、
裏
表
の
な
い
子
供
に

育
つ
よ
う
に
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。

現
在
、
人
々
の
幸
運
を
願
う
気
持
ち
が
、
さ
ま

ざ
ま
な
か
た
ち
で
表
さ
れ
た
も
の
を
展
示
し
た

「
め
で
た
い
か
た
ち
」
を
５
月
10
日
（
日
）
ま

で
開
催
し
て
い
ま
す
。

背守り 

▲松や矢羽、軍扇等が描 

かれた男児の一つ身 

（昭和３４年）

▲菊が描かれている女児 

の一つ身（昭和初年） 

写真１

写真２

▲笊かぶり犬（右） 

 でんでん太鼓を背負った 

犬張子（左） 

（「博物館情報 313 号」でも紹介）

祝
い
着
の
文
様
や
、
背
守
り
か
ら
、
子
ど
も
の

健
や
か
な
成
長
を
祈
る
親
の
願
い
を
知
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。



★テーマ展「めでたいかたち」 

開催中～５月１０日（日） 

☆ギャラリートーク 

４月１８日（土）午後2時～ 

★小展示 

≪干支展≫「子～お正月まで 

いくつ子(ね)る？」

開催中～５月６日（水） 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め、内容を変更、または中止する場合があ

ります。詳しくは博物館HPでご確認くだ

さい。 

催し物のご案内 

浜松市博物館    開館時間：9時～17時    4・5 月の休館日：4/20,27,30,5/7,8,11,12,18,21,22,25

〒432-8018 静岡県浜松市中区蜆塚四丁目 22 番 1号   電話：053－456－2208   FAX：053－456－2275

Ｅメール：hamahaku@city.hamamatsu.shizuoka.jp    ＨＰ：https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/hamahaku/

【博物館所蔵資料の紹介】 

金銀装円頭大刀 
（きんぎんそうえんとうたち） 

【鳥居松遺跡出土 古墳時代後期】

金銀装円頭大刀は、伊場遺跡群を構成する、浜松市

中区森田町の鳥居松遺跡から出土し 

作地、補修を伴う使用の過程、儀礼に伴う廃棄等、その履

歴が明確にあとづけられている点でも重要です。 

現在、博物館の常設展示室にて展示しています。 

ました。2008年の 5次調査で確認

された「伊場大溝」と呼ばれる自然

流路の川底から、鞘が抜かれた状態

で出土し、「抜き身」の状態で沈めら

れたと考えられます。同じ層から出

土した土器から、大刀が沈められた

時期は6世紀後半頃とみられます。 

大刀は長さ79.5cm、幅4.4cm。

柄（つか）はカエデ属の木で制作さ

れ、純度の高い金や銀が使用されて

います。柄には、2 頭の龍と連続波

頭文（れんぞくはとうもん）が刻ま

れています。類似した特徴を持つ装

飾付大刀は国内に例がなく、6 世紀

前半頃に朝鮮半島で制作されたもの

と考えられます。 

柄には、金や銀の鋲（びょう）で

打たれた補修の跡が確認できます。

鋲には、鎹（かすがい）のような形

をしたものがあり、珍しい補修方法

です。 

金銀装円頭大刀は、美

術工芸的に優れているだ

けではなく、祭祀に用い

られた装飾大刀として貴

重であり、製作時期と製 

５月 1 日(金)～５月６日(水)の「はまはく

まつり」、5 月 9 日(土)の「かやぶき屋根

の下で聞く日本の昔ばなし」は、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止のため、中止とな

りました。 

≪お知らせ≫ 

『浜松市博物館情報』の 

発行回数が変わります！

変更前：年12回

↓  

変更後：年6回（隔月） 

当館の催し物情報につきましてはホ

ームページのほか、ツイッター、イン

スタグラムでも発信しておりますの

でご覧ください。 

★次回の発行は、 

6 月 15日の予定です。


