
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。

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
！

その５　弥生米の終着駅
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２
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。
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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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最
北
の
弥
生
水
田

　
こ
ん
な
小
さ
な
村
な
ん
だ
け
ど
、
あ
る
大
発

見
が
あ
っ
た
ん
だ
。
昭
和
五
六
年
か
ら
五
八
年

の
発
掘
調
査
で
、
東
北
地
方
で
初
め
て
弥
生
時

代
中
期
の
水
田
跡
が
発
見
さ
れ
た
ん
だ
よ
。

　

こ
の
発
見
は
、
当
時
の
考
古
学
や
農
学
の
研

究
者
に
大
変
な
驚
き
を
与
え
た
。
な
ぜ
か
っ

て
？
当
時
の
人
達
は
、「
本
州
最
北
の
青
森
県

に
弥
生
文
化
を
持
つ
遺
跡
な
ん
て
あ
る
は
ず
が

な
い
。
ま
し
て
や
、
お
米
作
り
な
ん
か
し
て
い

る
は
ず
が
な
い
」
っ
て
思
っ
て
た
か
ら
な
ん
だ
。

　

例
え
ば
、
昭
和
三
三
年
に
初
め
て
こ
の
村
で

東
北
大
学
の
チ
ー
ム
が
発
掘
調
査
を
し
た
と
き

の
こ
と
。
じ
つ
は
こ
の
時
す
で
に
、
稲
の
籾も

み

痕

が
付
い
た
土
器
や
、
炭
化
米
が
発
見
さ
れ
て
た

ん
だ
。
だ
け
ど
、
当
時
は
「
お
米
っ
て
、
運
べ

ま
す
よ
ね
。
こ
の
地
に
住
ん
で
い
た
人
達
は
、

お
米
を
知
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
食
べ
て

い
た
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
作
っ
て
い
た
証

拠
は
な
い
で
す
よ
ね
」
っ
て
言
わ
れ
た
み
た
い

だ
よ
。
だ
か
ら
こ
の
発
掘
の
後
も
、
垂
柳
遺
跡

は
、
弥
生
文
化
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
縄

文
文
化
の
影
響
を
強
く
残
し
て
い
る
遺
跡
と
し

て
扱
わ
れ
て
き
た
ん
だ
。

　

じ
ゃ
あ
、
ど
う
い
う
も
の
が
発
見
さ
れ
た
ら
、

お
米
作
り
を
行
っ
て
い
た
遺
跡
と
し
て
認
め
て

　

こ
ん
に
ち
は
！　

ボ
ク
は
、「
田
ん
ぼ
ア
ー

ト
」
か
ら
生
ま
れ
た
お
米
の
妖よ

う
せ
い精

。
み
ん
な
か

ら
は
「
米こ

め

こ
め
く
ん
」
っ
て
呼
ば
れ
て
る
ん
だ
。

遠
く
大
阪
か
ら
来
て
く
れ
た
カ
イ
ト
と
リ
ュ

ウ
さ
ん
に
、
ボ
ク
か
ら
垂

た
れ
や
な
ぎ柳

遺
跡
の
こ
と
や
、

田い
な
か
だ
て

舎
館
村
の
取
り
組
み
を
紹
介
す
る
ね
！

５

　

田
舎
館
村
っ

て
、
青
森
県
で
一

番
小
さ
な
村
な
ん

だ
。
い
ま
は
「
田

ん
ぼ
ア
ー
ト
」
の

村
と
し
て
全
国
的

に
知
ら
れ
て
い
る

け
ど
、
じ
つ
は

昔
か
ら
、「
田い

な
か舎

郡ご
お
り」

と
か
「
田い

な
か舎

の
庄し

ょ
う」

と
呼
ば
れ
、
お
米
作
り
が
さ
か
ん
な
土

地
と
し
て
有
名
だ
っ
た
ん
だ
よ
。
そ
の
証
拠
に
、

一
〇
〇
〇
㎡
あ
た
り
の
お
米
の
収
穫
量
で
は
、

な
ん
と
一
二
回
も
日
本
一
に
な
っ
て
る
ん
だ
。

え
っ
へ
ん
！

　

ほ
か
に
も
、
こ
の
村
に
は
江
戸
時
代
の
終
わ

り
頃
に
書
か
れ
た
「
耕こ

う
さ
く作

噺ば
な
し」

と
い
う
農
業
指

導
書
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
本
に
は
、
津つ

が
る軽

地
域
の
寒
冷
な
気
候
に
適
し
た
稲
の
名
前
が
書

か
れ
て
た
ん
だ
け
ど
、
こ
れ
を
知
っ
た
村
の
人

達
は
、
三
〇
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
、
い
ま
も
残
っ

て
い
る
稲
の
品
種
を
集
め
は
じ
め
た
ん
だ
。
そ

の
中
に
は
葉
の
色
が
濃
い
紫
色
や
黄
色
を
し
た

「
古
代
米
」
が
あ
っ
た
。
そ
う
だ
、
こ
の
稲
で

田
ん
ぼ
に
絵
を
描
い
て
み
よ
う
、
っ
て
こ
と
で

始
め
た
の
が
、「
田
ん
ぼ
ア
ー
ト
」
な
ん
だ
。

　

最
初
の
田
ん
ぼ
ア
ー
ト
は
、
紫
色
（
紫

む
ら
さ
き
い
ね

稲
）

と
黄
色
（
黄き

い
ね稲

）
に
緑
色
（
観か

ん
と
う稲

）
を
加
え
た

三
色
で
始
ま
っ
た
ん
だ
け
ど
、
今
で
は
白
色
や

オ
レ
ン
ジ
色
な
ど
七
色
一
二
品
種
の
色
を
使
っ

て
描
い
て
い
る
ん
だ
よ
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
お

米
は
、
全
部
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
。
す

ご
い
で
し
ょ
！

▲黄稲（黄色）とゆきあそび（白色）

▲田んぼアート　風と共に去りぬ（H27）

▲スターウォーズ（H27）

▲耕作噺

▲ゆきあそび（白色）と紫稲（紫色）

▲米こめくん
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と
思
う
よ
。
で
も
、
先
生
は
「
垂
柳
遺
跡
の
方

形
の
遺
構
は
、
弥
生
時
代
の
水
田
跡
で
あ
る
」

と
し
、
本
格
的
な
発
掘
を
す
る
べ
き
と
決
断

し
た
ん
だ
。
そ
し
て
昭
和
五
七
年
・
五
八
年
に

は
、「
垂
柳
遺
跡
発
掘
調
査
会
」
を
主
導
し
て
、

六
五
六
枚
以
上
の
水
田
を
発
見
し
た
ん
だ
よ
。

　

ボ
ク
た
ち
は
、
学
生
時
代
か
ら
垂
柳
遺
跡
を

弥
生
時
代
の
遺
跡
と
信
じ
て
研
究
し
て
こ
ら
れ

た
伊
東
先
生
を
「
執
念
の
人
」、
地
元
で
地
道

に
資
料
収
集
を
し
て
き
た
工
藤
先
生
・
八
木
沢

先
生
を
「
努
力
の
人
」、
迷
い
を
は
ね
の
け
て

発
掘
調
査
を
し
た
村
越
先
生
を
「
決
断
の
人
」

と
し
て
尊
敬
し
て
い
る
ん
だ
よ
。

６

も
ら
え
る
の
か
っ
て
？

　

そ
れ
は
ね
、
発
掘
調
査
で
当
時
の
田
ん
ぼ
の

あ
と
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
。
こ
れ
こ
そ
「
動
か

ぬ
証
拠
」
だ
よ
ね
。
ほ
か
に
も
、
田
ん
ぼ
を
耕

作
す
る
た
め
の
ク
ワ
や
ス
キ
な
ど
の
農
具
の
存

在
も
お
米
作
り
の
証
拠
に
な
る
ん
だ
。

垂
柳
遺
跡
の
発
見
者
た
ち

　

垂
柳
遺
跡
の
弥
生
水
田
が
発
見
さ
れ
る
ま
で

に
は
、
四
人
の
重
要
な
人
物
が
い
る
ん
だ
。
こ

れ
ら
の
人
達
の
こ
と
を
紹
介
し
な
が
ら
、
遺
跡

の
歴
史
を
ち
ょ
っ
と
ふ
り
返
っ
て
み
る
ね
。

　

実
は
、
垂
柳
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
た
と
思
わ

れ
る
土
器
や
石
器
は
、
明
治
時
代
後
半
に
出
版

さ
れ
た
『
日
本
石
器
時
代
人
民
遺
物
発
見
地
名

表
』
に
す
で
に
掲
載
さ
れ
て
た
ん
だ
。
こ
の
場

所
に
遺
跡
が
あ
る
こ
と
は
古
く
か
ら
知
ら
れ
て

い
た
ん
だ
ね
。

　

そ
し
て
昭
和
一
〇
年
代
前
半
に
は
、
村
を
通

る
道
路
を
造
る
と
き
に
、
た
く
さ
ん
の
土
器
や

石
器
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
遺
物
は
、

旧
制
第
二
高
等
学
校
（
現
東
北
大
学
）
の
標
本

室
や
兵
庫
県
の
辰た

つ
う
ま馬

考
古
資
料
館
、
久
原
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
な
ど
、
い
ろ
ん
な
所
で
保
管
さ
れ
て

い
た
ら
し
い
け
ど
、
そ
れ
ら
の
土
器
や
石
器
を

観
察
し
て
回
っ
た
の
が
、
当
時
、
旧
制
第
二
高

等
学
校
の
学
生
だ
っ
た
伊
東
信
雄
先
生
な
ん
だ

よ
（
後
に
東
北
大
学
教
授
）。

　

先
生
は
、
垂
柳
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る

土
器
が
縄
文
土
器
と
は
違
う
こ
と
に
気
づ
い
た

ん
だ
ね
。
こ
の
土
器
を
「
田
舎
館
式
土
器
」
と

名
づ
け
、
水
田
稲
作
を
伴
う
弥
生
文
化
の
土
器

と
考
え
た
先
生
は
、
昭
和
三
三
年
に
垂
柳
遺
跡

の
発
掘
調
査
を
し
た
ん
だ
（
赤
○
：
伊
東
先

生
）。
こ
の
発
掘
に
参
加
し
て
い
た
の
が
、
村

で
中
学
校
の
先
生
を
し
な
が
ら
考
古
学
を
勉
強

し
て
い
た
工
藤
正
先
生
（
青
○
：
左
）
と
、
地

質
学
を
勉
強
し
て
い
た
八
木
沢
誠
次
先
生
（
青

○
：
右
）。
ふ
た
り
の
協
力
も
あ
っ
て
、
こ
の

時
の
発
掘
で
は
、
た
く
さ
ん
の
土
器
の
ほ
か
、

二
〇
〇
粒
以
上
の
炭
化
米
が
み
つ
か
っ
た
ん

だ
。
伊
東
先
生
は
こ
れ
を
「
考
古
学
上
の
重
大

な
発
見
で
あ
る
」
と
し
て
、
垂
柳
遺
跡
で
お
米

作
り
が
行
わ
れ
て
い
た
、
と
発
表
し
た
ん
だ
け

ど
、
や
っ
ぱ
り
、「
よ
そ
で
作
ら
れ
た
お
米
が

持
ち
込
ま
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
反
対

意
見
は
根
強
く
残
っ
て
い
た
ん
だ
。

　

で
も
、
つ
い
に
こ
の
論
争
に
終
止
符
が
打
た

れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
昭
和
五
六
年
の

こ
と
。
国
道
一
〇
二
号
バ
イ
パ
ス
建
設
に
伴
う

試
掘
調
査
で
、
小
さ
な
方
形
を
し
た
奇
妙
な
遺

構
が
発
見
さ
れ
た
。
で
も
、
最
初
は
誰
も
田
ん

ぼ
だ
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
ん
だ
よ
。

　

ど
う
し
て
か
っ
て
？　

み
ん
な
弥
生
時
代
の

田
ん
ぼ
と
い
え
ば
、
静
岡
県
の
登
呂
遺
跡
か
ら

発
見
さ
れ
た
よ
う
な
、
矢
板
で
囲
ま
れ
た
大
き

な
田
ん
ぼ
を
想
像
し
て
い
た
か
ら
な
ん
だ
。

　

こ
こ
で
登
場
す
る
の
が
、
当
時
、
弘
前
大
学

で
考
古
学
を
教
え
て
い
た
村
越
潔
先
生
。
先
生

は
県
の
え
ら
い
人
か
ら
、「
垂
柳
遺
跡
で
発
見

さ
れ
た
方
形
の
遺
構
は
弥
生
時
代
の
田
ん
ぼ
で

あ
る
か
ど
う
か
」
っ
て
質
問
さ
れ
た
ん
だ
。
こ

れ
は
、
水
田
稲
作
が
弥
生
時
代
の
う
ち
に
本
州

最
北
の
青
森
県
ま
で
伝
わ
っ
た
の
か
ど
う
か
、

と
い
う
と
て
も
大
き
な
問
題
に
関
わ
る
質
問
だ

よ
ね
。
き
っ
と
村
越
先
生
も
、
す
ご
く
迷
っ
た

▲昭和 33 年の発掘調査風景

▲発見された水田跡
（奥にみえる山が、津軽富士といわれている岩木山）
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定
説
を
覆
し
た
発
掘
調
査

　
昭
和
五
七
年
・
五
八
年
の
発
掘
で
は
、
バ
イ

パ
ス
路
線
内
を
長
さ
八
〇
〇
ｍ･

幅
四
〇
ｍ
に

わ
た
っ
て
調
査
し
た
ん
だ
。
そ
の
面
積
は
、
約

三
二
〇
〇
〇
㎡
に
も
な
る
ん
だ
よ
。
こ
の
発
掘

調
査
で
わ
か
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

◆
発
見
さ
れ
た
水
田
跡
は
、
遺
跡
の
北
側
を
流

れ
る
浅あ

せ
い
し
が
わ

瀬
石
川
の
洪
水
に
よ
っ
て
二
次
堆
積
し

た
火
山
灰
に
覆
わ
れ
て
い
た
。

◆
水
田
跡
は
、
長
方
形
を
主
体
と
し
た
形
状
で

六
五
六
枚
発
見
さ
れ
た
。
水
田
跡
は
、
畦け

い
は
ん畔
や

水
路
・
大お

お
あ
ぜ畦
で
構
成
さ
れ
、
整
然
と
区
切
ら
れ

て
い
た
。

◆
水
田
一
単
位
の
面
積
は
、
最
大
で
二
二
㎡
、

最
小
で
一
㎡
、
平
均
で
約
八
㎡
で
あ
る
。

◆
畦
畔
は
、
土
を
盛
り
上
げ
て
作
っ
た
小
規
模

で
貧
弱
な
手て

あ
ぜ畦
で
あ
る
。

◆
水
路
は
、
排
水
を
重
視
し
、
給
水
も
兼
ね
た

簡
単
な
素
掘
り
の
も
の
で
あ
る
。

◆
大
畦
は
、
水
田
面
よ
り
少
し
高
く
、
現
在
の

農
道
的
な
役
割
を
持
ち
、
そ
こ
か
ら
田
舎
館
式

土
器
や
石
器
、
炭
化
米
等
の
遺
物
が
多
数
発
見

さ
れ
た
。

◆
水
田
面
に
は
、
大
人
か
ら
子
供
ま
で
の
足
跡

が
た
く
さ
ん
残
さ
れ
て
い
た
。

◆
プ
ラ
ン
ト
・
オ
パ
ー
ル
分
析
調
査
に
よ
れ
ば
、

水
田
の
耕
作
期
間
は
、
五
〇
年
～
二
〇
〇
年
程

度
と
推
定
さ
れ
る
。

　

な
ど
な
ど
、
か
な
り
具
体
的
に
弥
生
水
田
の

姿
が
見
え
て
き
た
ん
だ
よ
。

国
史
跡
へ
向
け
て

　

こ
う
し
た
重
要
な
調
査
成
果
を
受
け
た
田
舎

館
村
は
、「
垂
柳
遺
跡
は
、
後
世
に
伝
え
る
べ

き
重
要
な
遺
跡
で
あ
る
」
と
判
断
し
、
国
の
史

跡
指
定
に
向
け
て
動
き
だ
し
た
ん
だ
。

　

ま
ず
昭
和
六
〇
年
に
議
員
団
を
組
織
し
て
文

化
庁
へ
陳
情
し
に
行
っ
た
ん
だ
。
文
化
庁
の
指

導
を
受
け
た
村
は
、
こ
の
弥
生
水
田
を
耕
作
し

て
い
た
人
達
の
住
居
や
お
墓
の
発
見
を
目
的
と

し
て
、
昭
和
六
一
年
か
ら
平
成
七
年
ま
で
発
掘

調
査
を
し
た
ん
だ
。
平
成
九
年
に
は
青
森
県
教

育
委
員
会
も
こ
の
遺
跡
を
調
査
し
て
る
よ
。

　

こ
れ
ら
の
調
査
に
よ
っ
て
、
た
く
さ
ん
の
土

器
や
石
器
は
も
ち
ろ
ん
、
垂
柳
遺
跡
で
は
珍
し

い
木
製
品
ま
で
発
見
さ
れ
た
ん
だ
よ
。
火
を
お

こ
す
た
め
の
道
具
で
あ
る
「
火
き
り
臼う

す

や
杵き

ね

」、

石せ
き
ふ斧

の
「
柄え

」、
取
っ
手
の
先
端
に
熊
の
頭
を

か
た
ど
っ
た
漆
塗
り
の
「
柄ひ

し
ゃ
く杓

」、

作
り
か
け
だ
っ
た
り
、
壊
れ
て
捨

て
ら
れ
た
ク
ワ
な
ど
、
様
々
な
木

製
品
が
発
見
さ
れ
た
ん
だ
。

　

ま
た
、
ほ
か
の
地
域
と
の
交
流

の
よ
う
す
も
み
え
て
き
た
ん
だ
。

垂
柳
遺
跡
で
出
土
す
る
土
器
の
形

や
文
様
か
ら
、
津
軽
半
島
や
下
北

半
島
の
海
岸
部
の
遺
跡
と
の
交
流

が
強
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
た
ん
だ
け
ど
、
ほ
か

に
も
北
海
道
の
影
響
を
受
け
た
も
の
や
、
福
島

県
の
南み

な
み
お
や
ま

御
山
式
土
器
な
ど
が
含
ま
れ
て
る
こ
と

が
わ
か
っ
て
き
た
ん
だ
。
さ
ら
に
、
石
器
石
材

の
産
地
を
分
析
す
る
と
、
石
斧
や
黒
曜
石
の
矢

じ
り
が
北
海
道
の
白
滝
産
の
も
の
だ
っ
た
り
、

管
玉
が
新
潟
県
の
佐
渡
島
産
だ
っ
た
り
し
て
、

か
な
り
広
い
交
流
範
囲
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
っ
て
き
た
ん
だ
よ
。

　

弥
生
水
田
の
範
囲
確
認
も
進
ん
で
、
約
一
三

▲水田跡に残された足跡

▲柄杓の取っ手の「熊」

▲南御山式土器出土状況

▲整然と区切られた水田跡

▲発見された炭化米

▲石斧装着柄

▲火きり臼



　
　
　
　
　
　  

垂
柳
遺
跡

弥
生
米
の
終
着
駅

泥
ま
み
れ
に
な
る
「
ど
ろ
リ
ン
ピ
ッ

ク
」
な
ど
の
ほ
か
、
古
代
米
の
収
集

や
作
付
け
を
し
た
り
、
稲
わ
ら
で
正

月
用
の
「
リ
ー
ス
飾
り
」
を
作
っ
た

り
、い
ろ
ん
な
を
こ
と
を
や
っ

て
る
ん
だ
よ
。

　
「
稲
文
化
の
村
」
田
舎
館
、

そ
し
て
「
弥
生
米
の
終
着
駅
」

垂
柳
遺
跡
、
み
ん
な
が
来
て

く
れ
る
の
を
待
っ
て
る
よ
！

財
セ
ン
タ
ー
を
建
設
す
る
こ
と
に
し
た
ん

だ
。
こ
の
セ
ン
タ
ー
の
テ
ー
マ
は
、「
み
れ
る・

あ
る
け
る
・
さ
わ
れ
る
」。
遺
跡
の
土
器
や

石
器
を
「
み
れ
る
」。
発
掘
さ
れ
た
田
ん
ぼ

の
上
を
「
あ
る
け
る
」。
本
物
の
土
器
に
「
さ

わ
れ
る
」。
弥
生
時
代
を
体
感
で
き
る
施
設

な
ん
だ
。

　

一
方
、
史
跡
に
な
っ
た
垂
柳
遺
跡
の
方
で

は
、
北
側
を
保
存･

保
護
地
区
と
し
、
南
側

半
分
を
周
知
・
活
用
地
区
に
す
る
こ
と
に
し

た
ん
だ
。「
遊ゆ

う
と
う稲

の
館や

か
た」

と
い
う
施
設
を
拠

点
に
し
て
「
い
ね
・
ど
ろ
・
わ
ら
」
を
テ
ー

マ
に
、
田
植

え
や
稲
刈
り

な
ど
の
「
稲

作
体
験
」、
田

ん
ぼ
の
中
で

８

か
っ
て
き
た
。
そ
し
て
つ
い
に
、
平
成
一
二
年

四
月
一
一
日
に
国
の
史
跡
と
し
て
指
定
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
た
ん
だ
。

遺
跡
の
保
護
・
保
存
と
周
知
・
活
用

　

平
成
一
〇
年
と
一
一
年
に
は
垂
柳
遺
跡
と
関

連
性
が
非
常
に
高
い
、
高
樋
（
３
）
遺
跡
を
発

掘
調
査
し
た
ん
だ
。
そ
の
結
果
、
垂
柳
遺
跡
と

同
じ
弥
生
時
代
中
期
の
田
ん
ぼ
や
水
路
、
土
器

や
石
器
が
発
見
さ
れ
た
ん
だ
よ
。

　

そ
こ
で
村
で
は
、
田
ん
ぼ
の
上
に
埋
蔵
文
化

　
　
　
　

平
成
二
八
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
５　

垂
柳
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
：
田
舎
館
村
教
育
委
員
会
　
武
田
嘉
彦

発
行
日
：
平
成
二
八
年
一
〇
月
一
八
日

印
刷
所
：
株
式
会
社
中
島
弘
文
堂
印
刷
所

住 　 所 ： 〒 038-1111
　　　　  青森県南津軽郡田舎館村大字
　　　　    高樋字大曲 63
電 　 話 ： 0172 － 43 － 8555
開館時間：  10 時 00 分～ 17 時 00 分           　
　   　　　　（入館は 16 時 30 分まで）
休 館 日 ： 月曜日（祝日の場合は、その翌日）　

　　　　　 年末年始（12 月 29 日～ 1 月 3 日）

㌶
ぐ
ら
い
の
広
さ
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
も
わ

http://www.vill.inakadate.lg.jp/_common/themes/inakadate/maibun_hp/top/top.html
【交通アクセス】

( 自動車 )  青森市より 60 分　黒石 IC より約 10 分
　　　　   弘前市より 20 分　JR 川部駅より約 15 分
( 電車 )      弘南鉄道田舎館駅より徒歩で約 15 分

▲田舎館村埋蔵文化財センター

▼遊稲の館

▲どろリンピック

▲稲作体験（田植え）

▲露出展示室（センター内部）


