
戦
後
初
の
本
格
発
掘
!!

よ
み
が
え
る
弥
生
の
農
村
風
景
　

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。

     登呂遺跡

弥生博

その３　戦後初の本格発掘！！　　
　　　よみがえる弥生の農村風景

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
！

　登
と ろ

呂遺跡
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２
いまでこそ「日本」というひとつの国にまとまっている日本列島ですが、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。
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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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４
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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や
、
住
居
や
倉
庫
の
他
に
祭
殿
の
よ
う
な
特
別

な
建
物
が
あ
っ
た
な
ど
、
新
た
な
こ
と
も
分

か
っ
て
き
た
よ
。

　

再
発
掘
調
査
の
後
に
、
調
査
の
結
果
や
新
し

い
発
見
を
反
映
さ
せ
た
再
整
備
が
行
わ
れ
、
現

在
の
「
登
呂
遺
跡
公
園
」
の
姿
が
完
成
し
た
ん

だ
よ
。

発
見
さ
れ
た
弥
生
の
水
田

　

登
呂
遺
跡
の
発
掘
で
は
、
多
数
の
木
製
の
杭

や
矢
板
で
頑
丈
に
補
強
さ
れ
た
水
路
や
畦あ

ぜ

の
存

在
、
広
大
な
水
田
域
の
広
さ
か
ら
、
大
規
模
で

高
度
な
土
木
工
事
を
行
っ
た
二
千
年
前
の
日
本

人
の
技
術
の
高
さ
が
証
明
さ
れ
た
ん
だ
。

　

水
田
跡
は
、
住
居
、
倉
庫
な
ど
が
建
ち
並
ぶ

集
落
の
南
側
に
、
水
路
を
は
さ
ん
で
広
が
っ
て

い
た
ん
だ
。

　

幅
一
ｍ
ほ
ど
の
畔
で
五
〇
×
三
五
ｍ
程
度
の

大
き
さ
に
区
画
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
中
を
、
幅

の
狭
い
畔
で
小
さ
な
区
画
に
細
か
く
分
け
ら
れ

て
い
た
よ
。
こ
れ
は
、
水
田
内
に
う
ま
く
水
を

回
し
た
り
、
水
の
深
さ
を
一
定
に
保
つ
た
め
の

工
夫
と
考
え
ら
れ
て
い
る
ん
だ
。

 　

水
田
で
使
う
水
は
、
水
路
内
の
堰せ
き

や
暗あ

ん
き
ょ渠

な
ど
の
設
備
を
使
っ
て
、
各
田
内
に
引
き
入
れ

て
い
た
よ
う
な
ん
だ
け
ど
、
水す

い
げ
ん源
の
場
所
や
様

子
な
ど
は
不
明
な
ま
ま
な
ん
だ
。

　

ま
た
、
登
呂
遺
跡
は
、
大
き
く
二
回
、
大
洪

水
の
被
害
を
受
け
て
る
。
水
田
の
畔
は
、
初
め

は
土
を
盛
り
上
げ
て
固
め
た
だ
け
の
つ
く
り

だ
っ
た
け
ど
、
一
回
目
の
洪
水
の
後
、
多
数
の

木
杭
で
補
強
さ
れ
た
部
分
が
あ
る
よ
。
戦
中
戦

後
に
調
査
さ
れ
た
堅
固
な
木
杭
列
は
こ
の
洪
水

後
の
も
の
だ
っ
た
ん
だ
ね
。

　

ち
な
み
に
、
二
回
目
の
大
洪
水
の
後
も
水
田

は
復
旧
さ
れ
た
け
ど
、
集
落
は
他
の
場
所
に
移

動
し
て
い
っ
た
ん
だ
。

　

そ
う
だ
、
登
呂
ム
ラ
の
人
々
は
ど
ん
な
お
米

を
育
て
て
い
た
ん
だ
ろ
う
？
気
に
な
る
よ
ね
！

　

こ
ん
に
ち
は
、
オ
イ
ラ
は
登
呂
遺
跡
イ
メ
ー

ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
ト
ロ
ベ
ー
だ
よ
。

　

こ
こ
か
ら
は
、
登
呂
遺
跡
に
関
す
る
こ
と
を

オ
イ
ラ
が
紹
介
し
て
い
く
よ
。

　

登
呂
遺
跡
は
、
昭
和
一
八
年
の
太
平
洋
戦
争

中
に
発
見
さ
れ
、
戦
後
の
昭
和
二
二
年
か
ら

二
五
年
ま
で
、発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
ん
だ
よ
。

　

発
掘
調
査
で
は
、
住
居
群
と
水
田
区
域
が
は

じ
め
て
一
緒
に
見
つ
か
っ
た
ん
だ
。
弥
生
時
代

の
米
づ
く
り
を
中
心
と
し
た
農
村
の
全
体
の
姿

が
わ
か
る
遺
跡
と
し
て
、
昭
和
二
七
年
に
は
国

の
特
別
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
よ
。
と
て
も
貴
重

な
遺
跡
な
ん
だ
。

　

遺
跡
は
、
各
調
査
の
後
、
整
備
が
行
わ
れ
、

住
居
や
高
床
倉
庫
が
復
元
さ
れ
て
、
公
園
と
し

て
も
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
。
こ
の

復
元
整
備
も
、
弥
生
時
代
の
集
落
イ
メ
ー
ジ
と

し
て
全
国
に
影
響
を
与
え
た
ん
だ
よ
。

５

　

そ
し
て
、
昭
和
五
〇
年
代
頃
か
ら
全
国
的
に

も
弥
生
時
代
の
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
進
み
、
各

地
の
弥
生
時
代
の
ム
ラ
の
様
子
が
わ
か
っ
て
き

た
ん
だ
。
こ
の
よ
う
な
弥
生
時
代
の
調
査
や
研

究
が
進
む
中
、
登
呂
遺
跡
を
最
新
の
技
術
を

使
っ
て
も
う
一
度
発
掘
し
、
昭
和
の
発
掘
調
査

で
分
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
確
か
め
て
い
く
こ

と
に
な
っ
た
ん
だ
よ
。
こ
の
発
掘
調
査
は
平
成

一
一
年
か
ら
一
五
年
ま
で
行
わ
れ
て
、「
平
成

の
再
発
掘
調
査
」
と
呼
ん
で
い
る
よ
。

　

再
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
登
呂
遺
跡
は
大
洪

水
に
よ
る
被
害
を
二
回
も
受
け
て
い
た
こ
と

▲ 昭和 18 年の調査のようす

▲ 水を引き入れるための堰
せき

トロベー
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各
パ
ー
ツ
は
「
枘ほ

ぞ
さ差
し
」
と
い
う
技
術
で
組
み

合
わ
せ
て
あ
っ
た
ん
だ
。
台
部
の
縁
は
、
き
れ

い
に
円
く
、
と
っ
て
も
薄
い
ん
だ
。
ま
る
で
現

代
の
機
械
で
削
っ
た
み
た
い
。
す
ご
い
加
工
技

術
だ
よ
ね
。

６

　

出
土
し
た
炭
化
米
を
Ｄ
Ｎ
Ａ

分
析
し
た
と
こ
ろ
、
温
帯
ジ
ャ

ポ
ニ
カ
、
熱
帯
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
、

雑
種
な
ど
、
品
種
に
は
バ
ラ
つ

き
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
ん

だ
。
そ
の
よ
う
な
水
田
で
は
、

稲
穂
の
高
さ
や
色
が
異
な
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
種

類
の
米
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
み
た
い
だ
ね
。

　

弥
生
時
代
の
米
の
収
穫
用
具
と
し
て
は
、
西

日
本
を
中
心
と
し
て
石

い
し
ぼ
う
ち
ょ
う

庖
丁
が
あ
る
よ
ね
。
登

呂
遺
跡
で
は
石
庖
丁
は
出
土
し
て
い
な
い
け

ど
、
石
を
薄
く
割
っ
て
つ
く
っ
た
道
具
が
あ
っ

て
、
こ
れ
を
使
っ
て
稲
穂
を
摘つ

み
と
っ
て
い
た

よ
う
だ
よ
。

　

登
呂
遺
跡
の
水
田
は
と
て
も
広
い
か

ら
、
ま
わ
り
の
集
落
の
人
達
が
力
を
合
わ

せ
て
、
稲
作
を
し
て
い
た
ん
だ
ろ
う
ね
。

登
呂
ム
ラ
と
木
の
生
活

　

水
田
を
拓
く
に
は
土
木
工
事
が
必
要
で
、
鋤す
き

と
か
鍬く
わ

が
使
わ
れ
る
よ
。
登
呂
遺
跡
で
は
作
業

に
よ
っ
て
農
具
を
使
い
分
け
て
い
た
よ
う
で
、

堅
い
カ
シ
の
木
を
削
り
出
し
て
、
鋤
の
ほ
か
、

平
鍬
や
横
鍬
、
い
く
つ
も
の
刃
を
持
っ
た
又
鍬

な
ど
、
い
ろ
ん
な
種
類
の
農
具
が
あ
る
よ
。

 　

鍬
や
鋤
の
ほ
か
に
も
田た

げ

た
下
駄
が
多
数
出
土

し
て
い
る
よ
。
こ
れ
は
、

水
田
に
入
っ
て
作
業
す
る

た
め
の
履は

き
も
の物
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
ん
だ
。

　

　

　

登
呂
遺
跡
か
ら
は
、
農
具
の
ほ
か
に
も
さ
ま

ざ
ま
な
木
製
品
が
出
土
し
て
い
る
ん
だ
。

　

大
小
の
槽そ

う

形
木
製
品
や
片
口
形
木
製
品
、
つ

ま
み
の
あ
る
蓋ふ

た

や
大
形
の
盤ば
ん

、
食
べ
物
を
取
り

分
け
る
杓し

ゃ
く
し子
も
作
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
鉄
の
刃
物

で
丁
寧
に
削
り
出
し
て
作
ら
れ
て
い
る
よ
。

　

登
呂
遺
跡
で
は
、
高た

か
つ
き杯
も
木
で
作
ら
れ
て
い

る
よ
。
と
て
も
細
か
い
木
目
の
ス
ギ
材
で
、
杯

部
と
脚
と
台
に
三
分
割
し
て
作
ら
れ
て
い
て
、

▲ 登呂遺跡の復元模型

▲ 又鍬

▲ 田
た

下
げ

駄
た

▲槽
そ う が た も っ き

形木器▲ 高
たか

杯
つき
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７

　
大
切
な
容
器
は
、
ど
れ
も
二
m
以
上
の
大
き

な
ス
ギ
材
か
ら
切
り
出
し
た
部
材
を
丁
寧
に
加

工
し
て
作
ら
れ
て
い
る
よ
。

　

ま
た
、
祈
り
や
マ
ツ
リ
の
道
具
も
た
く
さ
ん

見
つ
か
っ
て
る
。
剣
形
木
製
品
や
そ
の
鞘さ

や

、
舟

形
木
製
品
も
出
土
し
て
い
る
よ
。
特
に
注
目
し

て
欲
し
い
の
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
琴
だ
ね
！

登
呂
遺
跡
で
は
、
琴

が
三
点
出
土
し
て
い

る
ん
だ
。

　

一
点
は
板
状
の
琴

な
ん
だ
け
ど
、
他
の

二
点
は
共
鳴
箱
の
つ
い
た
槽
状
の
琴
だ
よ
。
一

点
は
天
板
だ
け
の
作
り
か
け
だ
け
ど
、
も
う
一

点
は
天
板
と
側
板
が
同
じ
位
置
か
ら
出
土
し
た

も
の
で
、
細
か
い
細
工
や
木
製
の
釘
で
組
み
合

わ
せ
て
い
た
よ
う
な
ん
だ
。

　

ほ
か
に
も
、
登
呂
遺
跡
で
調
査
さ
れ
た
建
物

の
柱
穴
の
底
に
は
、
柱
が
沈
ま
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
の
「
礎そ

ば
ん板
」
が
た
く
さ
ん
見
つ
か
っ
て

る
。
や
わ
ら
か
い
地
盤
に
建
物
を
建
て
る
た
め

の
工
夫
だ
ね
。
水
田
の
水
路
を
補
強
し
て
い
る

杭
列
の
中
に
は
、
建
物
の
柱
材
や
高
床
倉
庫
の

梯は
し
ご子
、
ネ
ズ
ミ
返
し
な
ど
を
再
加
工
し
て
リ
サ

イ
ク
ル
し
た
も
の
も
多
く
見
ら
れ
る
よ
。

そ
の
ほ
か
の
出
土
資
料

　

登
呂
遺
跡
で
は
、
弥
生
時
代
を
代
表
す
る
銅

鐸
の
よ
う
な
派
手
な
も
の
は
見
つ
か
っ
て
い
な

い
け
れ
ど
、
木
で
で
き
た
も
の
以
外
に
も
い
ろ

い
ろ
な
も
の
が
見
つ
か
っ
て
い
る
よ
。

　

壷
や
甕
な
ど
の
土
器
や
、
石
器
な
ど
の
一
般

的
な
も
の
の
他
に
も
、
例
え
ば
、
銅
の
腕
輪

（
銅
環
）
や
ガ
ラ
ス
玉
な
ど
の
装
飾
品
、
占
い

に
使
っ
た
鹿
骨
製
の
卜ぼ

っ
こ
つ骨
や
、
ミ
ニ
チ
ュ
ア
土

器
な
ど
「
マ
ツ
リ
」
に
使
っ
た
と
思
わ
れ
る
も

の
が
あ
る
ん
だ
。
あ
と
、
登
呂
ム
ラ
の
人
た
ち

が
食
べ
て
い
た
動
物
の
骨
や
植
物
の
種
な
ん
か

も
、少
し
ず
つ
だ
け
ど
見
つ
か
っ
て
い
る
ん
だ
。

　

登
呂
遺
跡
と
い
う
と
、み
ん
な
「
水
田
」「
稲

作
」「
お
米
」
と
い
う
印
象
が
強
い
と
思
う
け

れ
ど
、
お
米
以
外
の
も
の
も
食
べ
て
い
た
し
、

着
飾
っ
た
り
、
祈
り
を
捧
げ
た
り
、
稲
作
だ
け

じ
ゃ
な
い
、
多
様
で
豊
か
な
生
活
を
し
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
よ
ね
。

　

ま
た
、
登
呂
遺
跡
か
ら
は
弓
や
石
の
鏃

や
じ
り
な
ど

武
器
と
な
り
そ
う
な
も
の
が
少
し
だ
け
見
つ

か
っ
て
い
る
け
ど
、
こ
れ
ら
は
動
物
を
獲
る
た

め
に
使
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
し
、
何
よ
り

も
、
同
じ
時
代
の
他
の
遺
跡
に
あ
る
「
環か

ん
ご
う濠
」

な
ど
の
防
御
施
設
が
登
呂
遺
跡
に
は
な
い
か

ら
、
他
の
ム
ラ
と
の
争
い
は
な
か
っ
た
み
た
い

な
ん
だ
。
そ
れ
で
も
、
剣
の
形
を
し
た
木
製
品

や
、
鹿
の
角
で
で
き
た
把

つ
か
か
し
ら頭
が
見
つ
か
っ
て
い

る
か
ら
、
マ
ツ
リ
の
中
で
模
擬
的
な
戦
い
は
し

て
い
た
か
も
し
れ
な
い
ね
。

　

家
の
大
き
さ
も
あ
ま
り
変
わ
ら
な
く
て
、
ム

ラ
の
な
か
に
も
大
き
な
身
分
の
差
が
な
か
っ
た

み
た
い
だ
し
、
稲
作
を
中
心
と
し
た
平
和
で
豊

か
な
ム
ラ
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
ね
。

 

▲ 登呂遺跡から出土した資料

▲ 琴

▲ 装飾品 ( 銅
どうかん

環と小
しょうどうかん

銅環 )



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

登
呂
遺
跡

戦
後
初
の
本
格
発
掘
!!

よ
み
が
え
る
弥
生
の
農
村
風
景　

広
く
復
元
し
て
い
て
、
今
で
も

田
植
え
や
稲
刈
り
な
ど
の
稲
作

体
験
が
で
き
る
よ
。
登
呂
ム
ラ

の
弥
生
人
た
ち
が
暮
ら
し
た
風

景
を
ぜ
ひ
見
に
来
て
ね
。

　

晴
れ
た
日
に
は
、
富
士
山
も

よ
く
見
え
る
よ
。

な
日
本
で
、
新
し
い
歴
史
観
を
土
の
中
か
ら

掘
り
起
こ
す
作
業
だ
っ
た
か
ら
な
ん
だ
。
遺

構
や
モ
ノ
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
も
、
も
ち
ろ

ん
大
事
だ
け
れ
ど
、
登
呂
遺
跡
に
は
発
掘
作

業
に
携
わ
っ
た
人
た
ち
や
、
当
時
の
日
本
人

み
ん
な
の
努
力
や
想
い
が
詰
ま
っ
て
い
る
ん

だ
。
だ
か
ら
こ
そ
み
ん
な
に
知
ら
れ
、
愛
さ

れ
る
特
別
な
場
所
に
な
っ
た
ん
だ
よ
。

　

ど
う
？
登
呂
遺
跡
に
来
て
み
た
く
な
っ
た

か
な
？
登
呂
遺
跡
で
は
住
居
の
他
に
水
田
も

８

登
呂
メ
モ
リ
ー

　

こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
出
土
品
は
、
登
呂
博
物

館
の
展
示
室
で
見
れ
る
ん
だ
け
れ
ど
、
最
後
に

も
う
一
つ
紹
介
し
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
だ
。

　

そ
れ
は
、
常
設
展
示
室
の
一
番
最
後
に
あ
る

「
登
呂
メ
モ
リ
ー
」
と
い
う
部
屋
。
こ
こ
は
、

登
呂
遺
跡
が
見
つ
か
っ
て
か
ら
こ
れ
ま
で
の
歴

史
を
展
示
し
て
い
る
よ
。登
呂
遺
跡
の
発
掘
は
、

日
本
が
戦
争
に
負
け
て
、
毎
日
の
生
活
が
苦
し

い
中
で
行
わ
れ
た
ん
だ
。
た
く
さ
ん
の
人
が
夢

と
希
望
を
持
っ
て
力
い
っ
ぱ
い
に
発
掘
を
が
ん

ば
っ
た
ん
だ
。

　
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
新
し
く
生
ま
れ
た
平
和

　【
カ
イ
ト
と
リ
ュ
ウ
さ
ん
の 

遺
跡
へ
行
こ
う 

　
そ
の
３
　

　
　
戦
後
初
の
本
格
発
掘
!!
　

　
　
よ
み
が
え
る
弥
生
の
農
村
風
景 

　
登
呂
遺
跡
】

　

企
画
・
編
集
：
館
キ
ャ
ラ
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　

  

大
阪
府
立
弥
生
文
化
博
物
館

　

マ
ン
ガ
：
宮
野
ミ
ケ

　

テ
キ
ス
ト
：
静
岡
市
立
登
呂
博
物
館

　

発
行
日
：
平
成
二
八
年
三
月
十
一
日

　

印
刷
所
：
株
式
会
社
中
島
弘
文
堂
印
刷
所

　
　
　
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

【交通アクセス】
( バス )  JR 静岡駅南口バスターミナル　22 番線より『登呂遺跡』行き、終点下車   /  『東大谷』行き・『久能山下』行き、
               『登呂入口』下車
( タクシー )  JR 静岡駅南口より、所要時間約 10 分
( 自動車 )   東名高速・静岡インターを出て右折（北進）SBS 通りを東進し、石田街道との交差点を右折（南進）して
                     東名高速ガード下の標示に従って有料駐車場へ   /   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 ：〒 422-8033
　　　　  静岡市駿河区登呂 5-10-5

電 　 話 ： 054 － 285 － 0476
開館時間： 9 時～ 16 時 30 分
休 館 日 ： 月曜日、祝日、振替休日、
　　　　　 年末年始　　

http://www.shizuoka-toromuseum.jp/

▲ 登呂メモリー

▲ 戦後すぐの発掘調査のようす

▲ 常設展示室


