
１
本冊子は、文化庁からの補助金を受け、日本全国の代表的な弥生遺跡を紹介するために制作しました。

その２　砂丘に抱
いだ

かれた弥生の墓地

カ
イ
ト
と
リ
ュ
ウ
さ
ん
は
、
大
阪
府
立
弥
生
文
化
博
物
館
の
展
示
品
か
ら
飛
び
出
し
た
、
博
物
館
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
館
キ
ャ
ラ
」
で
す
。

本
冊
子
で
は
「
弥
生
遺
跡
」
や
各
地
の
「
博
物
館
」
を
訪
ね
て
日
本
中
を
か
け
め
ぐ
り
ま
す
。
二
匹
？
の
活
躍
に
ご
期
待
く
だ
さ
い
！

土
ど い が は ま

井ヶ浜遺跡
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日本列島は、いまでこそ「日本」というひとつの国にまとまっていますが、弥生時代にはたくさんのクニがそれぞれの地域
で独特な文化を築いていました。



砂
丘
に
抱い
だ

か
れ
た
弥
生
の
墓
地　

土
井
ヶ
浜
遺
跡

３
本冊子で紹介する遺跡を訪れれば、出土した遺構や遺物はもちろん、遺跡の周りの自然や地形環境、気候のほか、遺跡の
立地など、自分たちの地域とは異なる部分に気が付くはず。
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島国ならではの多様な風土が生み出した、特色豊かな弥生文化。それはいまの日本文化の源流となるものです。
時には、悠久の時を超え、遥か先人たちの叡智に想いを馳せてみませんか。
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く
て
、
身
長
は
男
性
で
一
五
八
㎝
、
女
性
は

一
四
七
㎝
と
低
い
。
縄
文
と
弥
生
で
な
ん
で
こ

ん
な
に
違
う
ん
だ
ろ
う
っ
て
こ
と
に
な
っ
た
ん

だ
よ
ね
。
そ
の
後
の
研
究
で
は
、
弥
生
時
代
に

な
っ
て
、
大
陸
か
ら
土
井
ヶ
浜
弥
生
人
の
よ
う

な
体
つ
き
を
し
た
人
た
ち
が
日
本
列
島
へ
来
た

ん
じ
ゃ
な
い
か
、
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
人
た
ち

が
元
々
日
本
列
島
に
い
た
人
た
ち
と
交
流
を
深

め
る
中
で
身
体
的
特
徴
が
変
わ
っ
た
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
ん
だ
よ
。

歯
に
残
さ
れ
た

　
　

土
井
ヶ
浜
弥
生
人
の
生
活
誌

　

さ
て
、
次
は
、
土
井
ヶ
浜
弥
生
人
の
生
活
の

よ
う
す
を
「
歯
」
か
ら
み
て
い
こ
う
。

　

弥
生
時
代
か
ら
は
じ
ま
っ
た
と
さ
れ
る
コ
メ

作
り
に
よ
っ
て
、
人
び
と
の
生
活
様
式
や
食
生

活
は
大
き
く
変
化
し
た
ん
だ
。
そ
し
て
、
そ
の

変
化
の
痕
跡
が
土
井
ヶ
浜
遺
跡
の
人
骨
に
も
残

さ
れ
て
い
る
ん
だ
よ
。

　

そ
の
一
つ
が
虫
歯
。
現
代
の
人
た
ち
も
虫
歯

に
苦
し
ん
で
い
る
け
ど
、
そ
れ
は
土
井
ヶ
浜
弥

生
人
も
同
じ
み
た
い
で
、
全
体
の
約
二
割
の
人

に
虫
歯
の
痕
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
る
ん
だ
。
狩

猟
や
採
集
生
活
を
営
ん
で
い
た
縄
文
時
代
の
人

た
ち
の
虫
歯
の
割
合
は
、
お
お
よ
そ
一
割
だ
か

ら
、
土
井
ヶ
浜
弥
生
人
は
縄
文
時
代
の
人
た
ち

よ
り
虫
歯
が
多
い
よ
ね
。
稲
作
技
術
が
最
初
に

渡
来
し
た
と
さ
れ
る
北
部
九
州
地
域
の
弥
生
時

代
の
人
た
ち
の
虫
歯
の
割
合
も
、
縄
文
時
代
の

人
た
ち
よ
り
多
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
ん
だ

よ
。

　

こ
の
よ
う
な
、
狩
猟
や
採
集
を
し
て
い
る
人

と
、
農
耕
を
行
っ
て
い
る
人
と
の
虫
歯
の
割
合

の
違
い
は
日
本
以
外
の
地
域
で
も
確
認
さ
れ
て

い
て
、
一
般
的
に
農
耕
を
し
て
い
る
人
の
ほ
う

が
虫
歯
の
割
合
が
多
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る

ん
だ
よ
。
そ
の
原
因
は
、
食
べ
物
の
違
い
。
農

耕
に
よ
っ
て
採
れ
た
穀
物
は
糖
質
が
含
ま
れ
る

し
、
歯
に
く
っ
つ
き
や
す
い
よ
ね
。
穀
物
を
食

べ
る
量
が
増
加
す
る
こ
と
で
、
口
の
中
の
衛
生

　

そ
れ
で
は
！
こ
こ
か
ら
は
ボ
ク
、
ボ
ニ
ー
が

土
井
ヶ
浜
遺
跡
の
こ
と
を
紹
介
す
る
よ
！

　

一
九
五
三
年
の
第
一
次
発
掘
か
ら
二
〇
〇
〇

年
ま
で
、
一
九
回
に
わ
た
る
調
査
が
行
わ
れ
た

よ
。
こ
れ
ら
の
調
査
で
み
つ
か
っ
た
弥
生
時
代

の
人
骨
は
な
ん
と
、
約
三
〇
〇
体
!!
お
よ
そ

六
〇
年
前
、
調
査
が
は
じ
ま
っ
た
頃
に
は
、
弥

生
時
代
の
人
骨
の
出
土
例
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

５

た
ん
だ
。
で
も
、
土
井
ヶ
浜
遺
跡
か
ら
保
存
状

態
の
良
い
人
骨
が
た
く
さ
ん
出
て
き
た
こ
と

で
、
弥
生
時
代
の
人
た
ち
の
事
が
い
ろ
い
ろ
と

分
か
っ
て
き
た
ん
だ
よ
。

　

土
井
ヶ
浜
弥
生
人
の
顔
は
、
縦
に
長
く
、
鼻

も
あ
ま
り
高
く
な
い
。
の
っ
ぺ
り
と
し
た
顔
立

ち
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
身
長
は
男

性
で
一
六
三
㎝
、
女
性
で
一
五
〇
㎝
く
ら
い

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
ん
だ
。
縄
文
時
代

か
ら
現
代
ま
で
の
平
均
身
長
を
比
べ
て
も
、
高

い
方
な
ん
だ
よ
。

　

で
も
ね
、
こ
の
よ
う
な
身
体
的
特
徴
が
分

か
っ
た
こ
と
で
、
新
し
い
謎
も
出
て
き
た
ん
だ

よ
。
そ
れ
は
、
弥
生
時
代
の
前
、
縄
文
時
代
の

人
と
顔
つ
き
や
体
格
が
大
き
く
違
っ
て
い
る
こ

と
。
縄
文
時
代
の
人
は
、
顔
が
短
く
彫
り
が
深

▲ 第２次発掘調査 (1954 年 ) の風景

▲ 縄文人 ( 左 ) と弥生人 ( 右 )　( イメージ )

▲ 土井ヶ浜遺跡の弥生時代人骨の虫歯 ( 赤丸 )

▲ ボニー
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亡
時
期
が
異

な
っ
て
い

て
、
す
で
に

遺
体
が
埋
葬

さ
れ
て
い
る

お
墓
に
遺
体

を
追
加
す

る
こ
と
を

「
追つ

い
そ
う葬
」
と

言
う
よ
。
土

井
ヶ
浜
の
お

墓
で
も
こ
の

合
葬
や
追
葬
が
見
つ
か
っ
て
い
る
ん
だ
。
こ
の

他
に
は
、遺
体
が
骨
に
な
る
ま
で
待
っ
て
か
ら
、

一
部
の
骨
を
選
ん
で
、
集
め
て
埋
葬
す
る
「
集

骨
」と
い
う
も
の
も
あ
る
よ
。こ
こ
で
見
つ
か
っ

た
集
骨
の
中
で
最
も
多
い
人
骨
が
あ
っ
た
土
壙

墓
で
は
、
二
一
体
分
の
頭
蓋
骨
が
集
め
ら
れ
て

埋
葬
さ
れ
て
い
た
ん
だ
。

　

遺
体
は
埋
葬
さ
れ
る
と
き
に
、
仰
向
け
に
寝

か
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
ん
だ
け
ど
、
こ
れ

を
「
仰ぎ

ょ
う
が臥
」
と
い
う
ん
だ
。
脚
は
強
く
曲
げ
る

こ
と
が
多
く
て
、
膝
を
立
て
る
こ
と
も
あ
っ
た

よ
。
腕
は
肩
に
手
を
置
く
よ
う
に
強
く
曲
げ
た

り
お
腹
に
置
い
た
り
す
る
こ
と
が
多
い
け
ど
、

手
を
伸
ば
す
こ
と
も
あ
っ
た
ん
だ
。

６

環
境
が
悪
く
な
る
。
そ
の
た
め
、
農
耕
民
は
よ

り
虫
歯
が
で
き
や
す
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
ん

だ
。
ま
た
、
現
代
の
虫
歯
は
、
臼
歯
の
中
で
も

歯
と
歯
が
咬
み
あ
う
部
分
（
咬こ

う
ご
う合
面
）
に
多
い

ん
だ
け
ど
、
土
井
ヶ
浜
弥
生
人
は
、
咬
合
面
の

ほ
か
、
歯
の
側
面
に
も
虫
歯
が
あ
る
こ
と
が
多

い
ん
だ
。
歯
ブ
ラ
シ
な
ど
が
無
い
時
代
は
、
歯

の
側
面
は
磨
き
に
く
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
ね
。

　

人
類
の
歴
史
の
中
で
、
農
耕
の
開
始
は
大
き

な
進
歩
で
、
日
本
に
お
い
て
も
稲
作
農
耕
が
は

じ
ま
っ
た
弥
生
時
代
は
歴
史
の
大
き
な
転
換
期

だ
っ
た
ん
だ
よ
。
で
も
、
穀
物
を
た
く
さ
ん
食

べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
虫
歯
に
苦
し
む
人
が
増
え

た
っ
て
こ
と
は
、
必
ず
し
も
い
い
こ
と
ば
か
り

で
は
な
か
っ
た
ん
だ
ね
ぇ
。

　
　砂

丘
に
眠
る
、
土
井
ヶ
浜
弥
生
人

　

土
井
ヶ
浜
弥
生
人
の
墓
地
は
、
小
高
い
砂
丘

の
上
に
造
ら
れ
て
い
た
ん
だ
よ
。そ
の
広
さ
は
、

東
西
約
一
三
〇
ｍ
、南
北
約
七
〇
ｍ
。
墓
域
は
、

大
き
く
東
と
西
に
分
か
れ
て
い
て
、
東
側
は
密

集
し
て
分
布
し
て
い
る
け
ど
、
西
側
で
は
お
墓

が
列
に
な
っ
て
並
ん
で
い
る
よ
。

　

お
墓
に
遺
体
を
埋
葬
す
る
と
き
に
掘
る
穴
を

「
土ど

こ
う壙
」
っ
て
言
う
ん
だ
け
ど
、
土
井
ヶ
浜
の

お
墓
で
最
も
多
い
の
が
、
穴
を
掘
っ
た
だ
け
の

土
壙
墓
だ
よ
。
そ
れ
以
外
に
も
、
土
壙
の
中
に

施
設
を
造
っ
た
配は

い
せ
き
ぼ

石
墓
や
石い
し
が
こ
い
ぼ

囲
墓
、
箱は
こ
し
き
せ
っ
か
ん

式
石
棺

墓ぼ

が
あ
る
ん
だ
。
こ
の
三
つ
の
お
墓
は
、
石
の

大
き
さ
や
使
い
方
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
て
い
る

よ
。

　

ま
ず
配
石
墓
は
、
一
〇
～
五
〇
㎝
ほ
ど
の
石

を
土
壙
の
四
隅
に
置
い
た
り
、
頭
を
二
つ
の
石

で
挟
ん
で
、
脚
に
は
ひ
と
つ
置
い
た
り
、
頭
と

脚
に
ひ
と
つ
ず
つ
置
く
な
ど
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

が
豊
富
な
ん
だ
！
次
に
石
囲
墓
は
、
三
〇
～

四
〇
㎝
程
度
の
石
を
遺
体
の
両
側
や
周
囲
に
並

べ
る
お
墓
の
こ
と
だ
よ
。
と
き
に
は
二
段
に
石

を
積
む
こ
と
も
あ
っ
た
み
た
い
。
最
後
に
箱
式

石
棺
墓
は
、
六
〇
㎝
以
上
の
大
き
く
て
偏
平
な

石
で
遺
体
を
囲
ん
だ
お
墓
の
こ
と
だ
よ
。
石
囲

墓
は
石
を
寝
か
せ
て
使
う
け
ど
、
箱
式
石
棺
墓

は
立
て
て
使
っ
て
、
さ
ら
に
蓋ふ

た
い
し石
も
の
せ
る
ん

だ
。
箱
式
石
棺
墓
は
大
き
い
も
の
で
長
さ
が
三

ｍ
近
く
あ
っ
て
、
中
に
は
複
数
の
人
た
ち
が
一

緒
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
よ
。

　

お
墓
の
多
く
は
一
つ
の
墓
に
一
人
が
埋
葬
さ

れ
る
け
ど
、
な
か
に
は
親
族
関
係
が
あ
る
人
た

ち
が(
親
族
関
係
は
歯
の
計
測
値
を
調
べ
る
と

わ
か
る
ん
だ
よ
。)

同
じ
お
墓
に
埋
葬
さ
れ
る

こ
と
も
あ
っ
た
ん
だ
。
同
時
期
に
死
亡
し
た
二

体
を
同
じ
お
墓
に
葬
る
こ
と
を
「
合が

っ
そ
う葬
」、
死

▲ ２号石囲墓

▲ 合葬例

▲ 集骨例
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土
井
ヶ
浜
弥
生
人
の
お
墓
の
最
大
の
特
徴
は

顔
の
向
き
だ
よ
。
ほ
と
ん
ど
の
お
墓
で
顔
が
北

西
を
向
く
よ
う
に
頭
を
少
し
高
く
し
て
い
る
ん

だ
。
顔
を
向
け
た
先
に
は
海
が
あ
り
、
き
れ
い

な
眺
め
が
み
つ
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
の
か
も

し
れ
な
い
し
、
そ
の
先
の
大
陸
に
思
い
を
馳
せ

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
ね
。

　

そ
う
そ
う
、
土
井
ヶ
浜
で
は
、
子
供
も
大
人

も
同
じ
よ
う
な
お
墓
に
同
じ
よ
う
に
埋
葬
さ
れ

て
い
る
ん
だ
。
だ
か
ら
、
土
井
ヶ
浜
の
人
た
ち

は
、
比
較
的
格
差
が
少
な
い
社
会
を
つ
く
っ
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
ね
！
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の

横
に
は
、当
時
の
お
墓
の
様
子
が
み
ら
れ
る「
土

井
ヶ
浜
ド
ー
ム
」
が
あ
る
よ
。
弥
生
時
代
の
遺

構
面
を
保
存
し
て
、

そ
の
二
ｍ
ほ
ど
上
に

発
掘
さ
れ
た
時
の
状

態
の
お
墓
を
再
現
し

て
い
る
ん
だ
。
ド
ー

ム
に
行
く
と
、
こ
れ

ま
で
お
話
し
て
き
た

色
ん
な
タ
イ
プ
の
お

墓
や
埋
葬
の
形
が
分

か
る
し
、
現
在
の
お

墓
と
の
違
い
や
、
弥

生
時
代
の
人
の
死
者

に
対
す
る
考
え
方
を
実
感
で
き
る
か
も
。

貝
を
身
に
つ
け
た
弥
生
人

　

土
井
ヶ
浜
遺
跡
の
お
墓
で
は
、
供き
ょ
う
け
ん献
土
器

（
お
供
え
用
の
土
器
）
や
武
器
類
は
ほ
と
ん
ど

副
葬
さ
れ
て
い
な
い
ん
だ
け
ど
、ガ
ラ
ス
や
石
、

貝
で
作
っ
た
装
身
具
（
ア
ク
セ
サ
リ
ー
）
が
発

見
さ
れ
て
い
る
よ
。
な
か
で
も
、
貝
製
装
身
具

は
三
五
七
三
点
も
出
土
し
た
ん
だ
！

　

土
井
ヶ
浜
は
海
に
面
し
た
遺
跡
な
の
で
、
人

び
と
は
日
常
的
に
貝
類
を
食
べ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
け
ど
、装
身
具
に
加
工
す
る
貝
は
、

食
用
の
貝
と
は
別
だ
っ
た
。
近
海
で
採
れ
る
巻

貝
・
二
枚
貝
と
、
遠
く
琉

り
ゅ
う
き
ゅ
う球
列
島
で
採
れ
た

大
型
巻
貝
の
二
種
類
で
、
こ
の
琉
球
列
島
産
の

大
型
巻
貝
を
多
用
し
て
い
る
こ
と
も
土
井
ヶ
浜

遺
跡
の
特
徴
の
ひ
と
つ
な
ん
だ
よ
。　
　
　

　

じ
ゃ
あ
、
貝
製
品
の
種
類
に
は
ど
ん
な
も
の

が
あ
る
か
み
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
は
貝
輪
（
腕
輪
）。
近
海
産
の
貝
で
は
、

ユ
キ
ノ
カ
サ
、
マ
ツ
バ
ガ
イ
、
ハ
イ
ガ
イ
、
サ

ト
ウ
ガ
イ
類
、
タ
マ
キ
ガ
イ
科
が
使
わ
れ
て
い

る
よ
。
琉
球
列
島
産
の
貝
で
は
、
ゴ
ホ
ウ
ラ
、

ア
ツ
ソ
デ
ガ
イ
、
イ
モ
ガ
イ
科
が
使
わ
れ
て
い

る
ん
だ
。
こ
の
う
ち
、
ゴ
ホ
ウ
ラ
の
腕
輪
は
最

も
多
く
て
、
一
六
点
も
出
土
。
貝
輪
は
、
身
に

つ
け
た
状
態
で
出
土
す
る
こ
と
や
、
人
骨
の
近

く
か
ら
出
土
す
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
う
し
た

状
況
か
ら
、
基
本
的
に
ゴ
ホ
ウ
ラ
腕
輪
は
成
人

の
男
女
に
、
大
き
め
の
二
枚
貝
腕
輪
は
成
人
女

性
に
、
ア
ツ
ソ
デ
ガ
イ
・
小
型
巻
貝
・
小
型
二

枚
貝
の
腕
輪
は
子
供
に
伴
う
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
る
ん
だ
。

　

ち
ょ
っ
と
こ
こ
で
豆
情
報
！
こ
の
ゴ
ホ
ウ
ラ

の
腕
輪
を
し
た
一
二
四
号
人
骨
。
ド
ー
ム
で
み

た
棒
の
刺
さ
っ
た
人
骨
だ
け
ど
、
か
な
り
変

わ
っ
て
い
る
ん
だ
。
体
の
周
囲
か
ら
石せ

き
ぞ
く鏃
が

一
二
個
も
出
土
し
て
、
頭
や
体
の
骨
に
い
く
つ

も
傷
跡
が
あ
り
、顔
も
壊
さ
れ
て
い
る
ん
だ
よ
。

背
骨
や
腰
骨
に
は
、
石
の
剥は

く
へ
ん片
が
埋
ま
っ
て
い

て
、
お
そ
ら
く
石
鏃
が
刺
さ
っ
た
跡
だ
と
考
え

ら
れ
て
い
る
ん
だ
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
こ
の

人
だ
け
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
な
ん
だ
よ
。
だ
か

ら
こ
の
人
は
村
を
守
っ
た
英
雄
や
、
呪

じ
ゅ
じ
ゅ
つ
て
き

術
的
な

力
を
持
っ
た
シ
ャ
ー
マ
ン
で
は
な
い
か
と
言
わ

れ
て
い
る
ん
だ
。

▲ 124 号人骨

▲ 仰臥屈葬例

▲ 北西に顔を向ける土井ヶ浜弥生人

▲ 貝製品 ( 撮影：奈良文化財研究所 )



砂
丘
に
抱い
だ

か
れ
た
弥
生
の
墓
地　

土
井
ヶ
浜
遺
跡

　

出
土
品
に
は
、
ガ
ラ
ス
製
玉

や
石
製
の
勾ま

が
た
ま玉
・
小
玉
・
管
玉

も
あ
る
け
ど
、
貝
製
品
の
ほ
う

が
数
と
種
類
が
は
る
か
に
豊
富

な
こ
と
か
ら
、
土
井
ヶ
浜
弥
生

人
た
ち
が
装
身
具
の
素
材
と
し

て
貝
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
は

間
違
い
な
し
！
た
だ
し
、
琉
球

列
島
か
ら
ど
ん
な
方
法
と
ル
ー

ト
で
大
型
巻
貝
が
も
た
ら
さ
れ

た
の
か
、
貝
製
品
を
持
つ
人
と

持
た
な
い
人
の
違
い
が
何
だ
っ

た
の
か
、
な
ど
未
解
決
の
謎
が

ま
だ
ま
だ
あ
る
ん
だ
。

　

さ
ー
て
、
土
井
ヶ
浜
遺
跡
の

こ
と
が
、
少
し
わ
か
っ
た
か

な
？
弥
生
時
代
の
人
骨
が
こ
ん

な
に
た
く
さ
ん
出
土
し
て
、
よ

く
残
っ
て
い
る
遺
跡
は
他
に
そ

ん
な
に
な
い
ん
だ
よ
。
土
井
ヶ

浜
弥
生
人
た
ち
が
ど
ん
な
姿
を

し
て
い
た
の
か
を
観
に
来
て

ね
。
待
っ

て
る
よ
～
。

ガ
イ
珠
と
い
う
貝
製
の
玉
類
が
あ
る
よ
。
丸

玉
は
や
や
扁へ

ん
ぺ
い平
な
球
形
で
、
ゴ
ホ
ウ
ラ
な
ど

大
型
巻
貝
が
素
材
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
が

あ
る
ん
だ
。
平
玉
と
貝
珠
の
素
材
貝
は
分
か

ら
な
い
ん
だ
。
貝
珠
は
、
直
径
三
～
四
㎜
、

厚
さ
一
㎜
弱
の
円
盤
に
小
さ
な
孔
を
あ
け
た

ビ
ー
ズ
で
、
全
部
で
三
四
〇
五
点
も
出
土
し

た
よ
！
フ
ト
コ
ロ
ガ
イ
珠
は
、
近
海
産
の
フ

ト
コ
ロ
ガ
イ
と
い
う
小
型
巻
貝
に
小
さ
な
孔

を
あ
け
た
も
の
だ
よ
。

　

そ
の
他
に
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
、
塞そ

く
か
ん杆
状

貝
製
品
、
有
孔
マ
ツ
バ
ガ
イ
製
品
、
円
盤
状

貝
製
品
、
匙さ

じ

状
貝
製
品
な
ど
い
ろ
ん
な
も
の

を
作
っ
て
い
る
ん
だ
。

８

　

さ
て
、
貝
製

品
の
説
明
に

戻
っ
て
、
次

は
指
輪
。
指

輪
は
マ
ガ
キ

ガ
イ
と
い
う

近
海
産
の
小

型
巻
貝
で
作

ら
れ
て
い
て
、

成
人
人
骨
と
一
緒
に
出
土
す
る
こ
と
が
多
い
み

た
い
。

　

さ
ら
に
、
連
結
式
貝
製
品
と
い
っ
て
、
小
さ

な
孔
に
紐
を
通
し
て
連
結
さ
せ
て
い
た
貝
製
品

が
あ
る
よ
。
こ
れ
に
は
、
異
形
貝
製
品
・
花
弁

型
貝
製
品
・
花
弁
半は

ん
さ
い截
型
貝
製
品
の
三
種
類
が

あ
っ
て
、
異
形
貝
製
品
は
、
近
海
産
の
チ
ョ
ウ

セ
ン
ハ
マ
グ
リ
が
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
ん
だ
。

　

他
に
は
、
丸
玉
・
平
玉
・
貝か

い
し
ゅ珠
・
フ
ト
コ
ロ

平
成
二
七
年
度 

文
化
庁

　
　

地
域
の
核
と
な
る
美
術
館
・
歴
史
博
物
館
支
援
事
業

【
カ
イ
ト
と
リ
ュ
ウ
さ
ん
の 

遺
跡
へ
行
こ
う

　

そ
の
２　

砂
丘
に
抱い
だ

か
れ
た
弥
生
の
墓
地　

 

土
井
ヶ
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遺
跡
】
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大
阪
府
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館
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宮
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ケ

テ
キ
ス
ト
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類
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発
行
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日

印
刷
所
：
株
式
会
社
中
島
弘
文
堂
印
刷
所

【交通アクセス】
 （鉄道・バス）JR 長門二見駅 → ブルーライン交通バス（肥中ゆき） 
　 → 土井ヶ浜バス停下車 → 徒歩 3 分
( 自動車 )
　下関方面より　中国自動車道「下関 IC」→ 国道 191 号を長門
　方面へ → 国道 191 号沿いの看板を左折 → ミュージアムが右
　手側に見えます
　長門方面より　国道 191 号を下関方面へ → 国道 191 号沿いの
　看板を右折 → ミュージアムが右手側に見えます　

住 　 所 ：〒 759-6121
　　　　  山口県下関市豊北町大字神田上
　　　　    891 － 8
電 　 話 ： 083 － 788 － 1841
開館時間： 9 時～ 17 時
休 館 日 ： 月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）　
　　　　　　12 月 29 日～ 1 月 3 日
http://www.doigahama.jp/

▲ 連結式貝製品・貝製玉類 ( 撮影：奈良文化財研究所 )

▲ 腕輪の作り方がわかるモニュメント▲ 指輪をはめた男性人骨

異形
塞杆状

丸玉

花弁半截型

円盤状

花弁型


