
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７ 　弥生人の声が聞こえる

　吉野ヶ里遺跡
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野
ヶ
里
遺
跡

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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野
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里
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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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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遺
跡

ひ
：
弥
生
時
代
の
は
じ
め
か
ら
吉
野
ヶ
里
に

人
々
が
暮
ら
し
は
じ
め
て
い
る
け
ど
、
そ
の
こ

ろ
の
竪
穴
住
居
の
数
は
少
な
い
ん
だ
。
そ
れ
か

ら
、
ま
だ
水
田
の
跡
は
見
つ
か
っ
て
な
い
け
ど
、

稲
の
植し

ょ
く
ぶ
つ
け
い
さ
ん
た
い

物
珪
酸
体

（
プ
ラ
ン
ト
オ
パ
ー

ル
）
や
、
稲
穂
を

つ
み
と
る
石

い
し
ぼ
う
ち
ょ
う

庖
丁

が
見
つ
か
っ
て
る

ん
だ
よ
。

や
：
は
じ
め
は
小

さ
な
ム
ラ
で
、
お

米
も
作
っ
て
た
の

ね
。

ひ
：
そ
れ
か
ら
、

　

こ
こ
か
ら
は
、
わ
た
し
た
ち
兄
妹
が
吉よ

し

野の

ヶが

里り

遺い

跡せ
き

に
つ
い
て
案
内
し
ま
す
。

よ
み
が
え
っ
た

　
　
　
　
弥
生
時
代
の
「
ク
ニ
」

ひ
み
か
：
暖
か
く
て
み
の
り
豊
か
な
佐
賀
平
野

は
、
全
国
で
も
有
数
の
農
業
地
帯
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
け
ど
、
じ
つ
は
そ
の
地
下
に
は
た
く

さ
ん
の
遺
跡
が
眠
っ
て
い
る
ん
だ
。
と
く
に
、

佐
賀
平
野
の
東
の
志し

波わ

屋や

・
吉
野
ヶ
里
段だ
ん

丘き
ゅ
うと

呼
ば
れ
る
丘
の
上
に
は
、
と
て
も
大
き
な
遺
跡

が
あ
る
こ
と
が
、
地
元
の
研
究
者
の
あ
い
だ
で

昭
和
初
期
頃
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
ん
だ
よ
。

５

や
よ
い
：
畑
を
耕
た
が
や
し
て
る
と
、
土
器
や
石
器
が

た
く
さ
ん
出
て
き
た
そ
う
ね
。

ひ
：
昭
和
五
〇
年
代
に
な
っ
て
、
こ
の
丘
に
大

き
な
工
業
団
地
を
作
る
計
画
が
立
て
ら
れ
る
ん

だ
。
開
発
で
壊
さ
れ
る
前
に
遺
跡
を
く
わ
し

く
調
べ
る
た
め
、
昭
和
六
一
年
か
ら
大
規
模
な

発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
ん
だ
よ
。
三
年
間
で

約
三
〇
万
㎡
と
い
う
広
い
範は

ん
い囲
を
発
掘
し
た

ら
、
丘

き
ゅ
う
り
ょ
う
陵
を
取
り
囲
む
と
て
も
大
き
な
環か
ん
ご
う壕

や
、
数
百
軒
の
竪

た
て
あ
な
じ
ゅ
う
き
ょ

穴
住
居
、
約
三
〇
〇
〇
基
の

甕か
め
か
ん
ぼ
ぐ
ん

棺
墓
群
、
巨
大
な
墳ふ
ん
き
ゅ
う
ぼ

丘
墓
な
ど
が
発
見
さ
れ

た
ん
だ
。

や
：
ま
る
で
弥
生
時
代
の
「
ク
ニ
」
が
ま
る
ご

と
よ
み
が
え
っ
た
み
た
い
ね
。

ひ
：
そ
う
だ
ね
。
吉
野
ヶ
里
遺
跡
は
、
中
国
の

歴
史
書
『
魏ぎ

し
わ
じ
ん
で
ん

志
倭
人
伝
』
に
書
か
れ
た
弥
生
時

代
の
「
ク
ニ
」
の
様
子
が
わ
か
る
遺
跡
と
し
て

注
目
さ
れ
、
新
聞
・
テ
レ
ビ
報
道
で
、
い
き
な

り
全
国
的
に
有
名
に
な
っ
た
ん
だ
。
報
道
さ
れ

て
か
ら
約
二
ヶ
月
半
の
あ
い
だ
に
全
国
か
ら

一
〇
〇
万
人
以
上
が
押
し
寄
せ
て
、
吉
野
ヶ
里

は
た
い
へ
ん
な
騒さ

わ

ぎ
に
な
っ
た
ん
だ
よ
。

や
：
遺
跡
の
大
切
さ
が
み
ん
な
に
認み

と

め
ら
れ
て

い
く
な
か
で
、
遺
跡
を
保

存
し
よ
う
と
い
う
活
動
が

広
が
っ
て
、
平
成
元
年
に

吉
野
ヶ
里
遺
跡
が
保
存
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
よ

ね
。ム

ラ
の
は
じ
ま
り

や
：
吉
野
ヶ
里
遺
跡
っ
て
、

最
初
か
ら
こ
ん
な
に
大
き

な
集
落
だ
っ
た
の
？

▲ ひみか▲ やよい

▲ 発掘調査前の吉野ヶ里遺跡

▲ 発掘調査のようす

▲ 復元された集落

▲ ムラの中心部
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作
る
ん
で
し
ょ
。
北
部
九
州
で
は
銅
剣
と
か
の

武
器
が
多
く
見
つ
か
る
よ
ね
。
吉
野
ヶ
里
で
も

作
っ
て
た
の
？

ひ
：
そ
の
と
お
り
。
炭
化
物
や
火
を
焚
い
た
跡

と
一
緒
に
、
材
料
の
錫
の
塊

か
た
ま
りや
、
溶
け
た
銅
の

カ
ス
（
銅ど

う
さ
い滓
）、
石
製
の
鋳い
が
た型
が
見
つ
か
っ
て

る
ん
だ
。
そ
れ
と
、
朝ち

ょ
う
せ
ん
は
ん
と
う
け
い

鮮
半
島
系
の
土
器
が
見

つ
か
っ
て
い
る
か
ら
、
青
銅
器
を
作
る
技
術
が
、

朝
鮮
半
島
か
ら
海
を
渡
っ
て
や
っ
て
き
た
人
々

に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
ん
だ

よ
。

や
：
弥
生
時
代
後
期
に
な
る
と
、
生
活
の
道
具

が
石
器
か
ら
鉄
器
に
変
わ
っ
て
い
く
の
よ
ね
。

ひ
：
吉
野
ヶ
里
遺
跡
で
は
約
二
〇
〇
点
の
鉄
器

が
見
つ
か
っ
て
る
よ
。
種
類
を
み
る
と
、
田
畑

で
使
う
鉄て

つ
が
ま鎌
や
鉄
の
鋤す
き
さ
き先
、
木
材
を
加
工
す
る

鉄て
っ
ぷ斧
な
ど
の
実
用
品
が
多
い
の
が
特
と
く
ち
ょ
う徴
で
、
鉄

の
武
器
は
あ
ま
り
見
つ
か
っ
て
い
な
い
ん
だ
。

華
や
か
な
装
い

や
：
吉
野
ヶ
里
遺
跡
で
は
弥
生
時
代
の
ア
ク
セ

サ
リ
ー
も
た
く
さ
ん
見
つ
か
っ
て
る
わ
ね
。
石

製
・
ガ
ラ
ス
製
の
玉
類
、貝
の
腕う

で
わ輪
、絹き
ぬ
お
り
も
の

織
物
…
、

こ
の
環

か
ん
じ
ょ
う
せ
い
ど
う
せ
い
ひ
ん

状
青
銅
製
品
っ
て
指
輪
か
な
ぁ
？

ひ
：
う
～
ん
…
二
つ
い
っ
し
ょ
に
見
つ
か
っ
て

る
か
ら
…
イ
ヤ
リ
ン
グ
か
も
ね
。
そ
れ
か
ら
、

６

南
の
丘
の
上
に
環
壕
が
作
ら
れ
て
、
竪
穴
住
居

や
貯ち

ょ
ぞ
う
け
つ

蔵
穴
の
数
も
増
え
て
い
き
、
お
墓
も
作
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
。
少
し
ず
つ
人
口
が

増
え
、
ム
ラ
が
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
ん
だ
よ
。

戦
い
と
首
し
ゅ
ち
ょ
う長の
出
現

ひ
：
お
米
作
り
が
安
定
し
て
人
口
が
増
え
て
い

く
と
、
新
し
い
土
地
の
開
発
や
水
の
利
用
を
め

ぐ
っ
て
、
人
々
の
あ
い
だ
に
争
い
が
生
ま
れ
る

ん
だ
。

や
：
お
墓
か
ら
ケ
ガ
を
し
た
痕あ

と

が
あ
る
人
骨
が

い
く
つ
か
見
つ
か
っ
て
る
け
ど
、
戦
い
の
犠ぎ

牲せ
い

者し
ゃ

な
の
か

な
ぁ
…

ひ
：
そ
う

か
も
ね
。

人
々
の
争

い
は
、や
が

て
ム
ラ
と

ム
ラ
の
争

い
に
な
り
、

そ
の
な
か

で
ム
ラ
全
体
を
ま
と
め
る
リ
ー
ダ
ー
（
首
長
）

が
あ
ら
わ
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

や
：
そ
の
首
長
を
埋ま

い
そ
う葬
す
る
た
め
に
大
き
な
お

墓
が
作
ら
れ
た
の
よ
ね
。

ひ
：
そ
う
だ
ね
。「
北
墳
丘
墓
」
と
呼
ば
れ
る

大
き
な
お
墓
で
は
一
四
基
の
甕
棺
墓
が
見
つ

か
っ
て
い
る
け
ど
、
甕
棺
の
年
代
に
は
細
か
い

差
が
あ
る
ん
だ
。
歴
代
の
首
長
か
、
首
長
ク
ラ

ス
の
有
力
者
が
順
に
埋
葬
さ
れ
て
い
た
ん
じ
ゃ

な
い
か
な
。

や
：
銅ど

う
け
ん剣
も
カ
ッ
コ
い
い
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
コ

バ
ル
ト
ブ
ル
ー
の
ガ
ラ
ス
管く

だ
た
ま玉
は
キ
レ
イ
ね
。

七
九
個
も
あ
る
け
ど
、
頭
飾
り
か
な
？
首
飾
り

か
な
？

ひ
：
こ
う
い
う
立
派
な
ア
ク
セ
サ
リ
ー
の
副ふ

く
そ
う葬

か
ら
、
人
々
の
あ
い
だ
に
身
分
の
差
が
生
ま
れ

て
い
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
ん
だ
。

新
た
な
技
術
―
青せ
い
ど
う
き

銅
器
と
鉄て
っ
き器
―

ひ
：
弥
生
文
化
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
青
銅

器
が
あ
る
け
ど
、
作
り
か
た
は
知
っ
て
る
？

や
：
青
銅
器
っ
て
、
銅
・
錫す

ず

・
鉛
な
ま
り
を
溶
か
し
て

▲ 甕棺墓地

▲ 北墳丘墓 ▲ 銅剣

▲ ガラス管玉

▲ 甕棺墓地（復元）
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７

ひ
：
そ
れ
か
ら
、
平
成
一
〇
年
の
発
掘
調
査
で
、

吉
野
ヶ
里
の
集
落
の
中
心
部
か
ら
離は

な

れ
た
場
所

で
銅ど

う
た
く鐸
が
見
つ
か
っ
た
ん
だ
。
そ
れ
ま
で
九
州

で
は
銅
鐸
の
鋳い

が
た型
が
数
点
見
つ
か
っ
て
い
た
け

ど
、
銅
鐸
そ
の
も
の
は
ま
だ
見
つ
か
っ
て
い
な

か
っ
た
ん
だ
。
だ
か
ら
、
吉
野
ヶ
里
銅
鐸
の
発

見
は
、
九
州
に
も
銅
鐸
を
使
っ
た
マ
ツ
リ
が

あ
っ
た
こ
と
を
示
す
大
発
見
だ
っ
た
ん
だ
よ
。

「
ム
ラ
」
か
ら
「
ク
ニ
」
ヘ

ひ
：
今
か
ら
約
二
〇
〇
〇
年
前
の
弥
生
時
代
後

期
に
な
る
と
、
吉
野
ヶ
里
の
集
落
全
体
を
取
り

囲
む
大
規
模
な
環
壕
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

ん
だ
。
環
壕
で
囲
ま
れ
た
広
さ
は
四
○
万
㎡
く

ら
い
と
考
え
ら
れ
る
ん
だ
よ
。

や
：
最
初
は
小
さ
な
ム
ラ
だ
っ
た
け
ど
、
だ
ん

だ
ん
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
の
ね
。

ひ
：
そ
の
と
お
り
。
そ
う
し
て
「
ク
ニ
」
の
中

貝
の
腕
輪
は
奄あ

ま
み
し
ょ
と
う

美
諸
島
か
ら
沖
縄
に
か
け
て
生

息
す
る
ゴ
ホ
ウ
ラ
や
イ
モ
ガ
イ
を
加
工
し
て
作

ら
れ
て
る
ん
だ
よ
。

や
：
ず
い
ぶ
ん
遠
く
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
の

ね
。
熟

じ
ゅ
く
ね
ん年
の
女
性
と
さ
れ
る
人
骨
（
左
上
の
写

真
）
は
、
イ
モ
ガ
イ
製
腕
輪
を
ひ
と
り
で
三
六

個
（
右
腕
に
縦た

て
が
た型
二
五
個
、
左
腕
に
横
型
一
一

個
）
も
身
に
着
け
て
る
わ
。
ど
ん
な
人
だ
っ
た

の
か
な
？

ひ
：
腕
輪
と
一
緒
に
前

ぜ
ん
か
ん
き
ょ
う

漢
鏡
と
い
う
中
国
の
鏡

も
見
つ
か
っ
て
い
る
か
ら
、
特
別
な
身
分
の
女

性
だ
っ
た
の
か
も
ね
。
そ
れ
か
ら
、
別
の
お

墓
で
は
絹き

ぬ
お
り
も
の

織
物
の
破
片
が
い
く
つ
か
見
つ
か
っ

て
る
け
ど
、
な
か
に
は
縫
い
合
わ
せ
た
布
や
、

貝
か
い
む
ら
さ
き
紫
や
茜あ
か
ねで
染
め
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
ん
だ
。

や
：
弥
生
人
は
カ
ラ
フ
ル
で
オ
シ
ャ
レ
な
絹
の

衣
服
を
着
て
い
た
の
ね
。

弥
生
の
マ
ツ
リ

ひ
：
甕
棺
墓
地
で
は
、
墓
の
近
く
に
、

赤
く
塗
ら
れ
た
土
器（
丹に

塗ぬ

り
土
器
）

が
捨
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
け

ど
、
こ
の
よ
う
な
土
器
は
死
者
を
葬

ほ
う
む

る
と
き
の
マ
ツ
リ
に
使
わ
れ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る
ん
だ
よ
。

や
：
こ
の
ツ
ボ
（
左
写
真
）
の
な
か

に
い
ろ
ん
な
動
物
の
骨
や
貝
が
ら
が
た
く
さ
ん

入
っ
て
る
け
ど
、
も
し
か
し
て
神
様
へ
の
お
供

え
も
の
か
し
ら
？

ひ
：
そ
う
か
も
し
れ
な
い
ね
。
こ
の
ツ
ボ
は

南み
な
み
さ
い
だ
ん

祭
壇
と
よ
ば
れ
る
人
工
的
な
丘
の
上
か
ら
見

つ
か
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
マ
ツ
リ
が
行
わ

れ
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

環状
青銅製品

▲ 管玉・小玉・勾玉▲ 両腕に貝輪を着けた女性の墓

▲ 縫い目がある絹織物

▲ 供物が入ったツボ

▲ 吉野ヶ里銅鐸

▲
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人
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吉
野
ヶ
里
遺
跡吉

野
ヶ
里
歴
史
公
園

ひ
：
発
掘
調
査
で
よ
み
が
え
っ
た
吉
野
ヶ
里
遺

跡
は
、
全
国
で
二
番
目
の
国
営
歴
史
公
園
（
国

営
吉
野
ヶ
里
歴
史
公
園
）
と
し
て
国
土
交
通
省

と
佐
賀
県
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
、
い
ま
で
は
国

営
、
県
立
あ
わ
せ
て
一
一
七
万
㎡
の
公
園
と
し

て
、
毎
日
多
く
の
お
客
さ
ん
で
に
ぎ
わ
っ
て
い

る
よ
。

や
：
公
園
内
に
は
、
復
元
建
物
が
あ
る
遺
跡
ゾ
ー

ン
だ
け
で
は
な
く
、
西
側
の
芝
生
広
場
で
は
ス

ポ
ー
ツ
や
ボ
ー
ル
遊
び
、
ア
ス
レ
チ
ッ
ク
や

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
が
楽
し
め
る
よ
う
に
な
っ
て
る

わ
。
そ
れ
か
ら
、
公
園
で
は
勾ま

が
た
ま玉
作
り
や
火
起

こ
し
、
組
み
ひ
も
や
布
作
り
、
鋳

ち
ゅ
う
ぞ
う造
体
験
な
ど
、

い
ろ
ん
な
も
の
作
り
の
体
験
メ
ニ
ュ
ー
が
あ
っ

て
、
弥
生
時
代
の
く
ら
し
を
体
感
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
よ
。

ひ
み
か
・
や
よ
い
：
み
ん
な
、
ぜ
ひ
吉
野
ヶ
里

に
遊
び
に
来
て
ね
！
わ
た
し
た
ち
が
待
っ
て
ま

す
！

８

心
地
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
く
ん
だ
。
環
壕

集
落
の
内
側
に
は
、
南み

な
み
な
い
か
く

内
郭
や
北
内
郭
の
よ

う
に
さ
ら
に
環
壕
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
た
り
、

高た
か
ゆ
か
そ
う
こ
ぐ
ん

床
倉
庫
群
が
集
中
す
る
場
所
が
作
ら
れ
た

り
、
集
落
の
構こ

う
ぞ
う造
が
よ
り
高
度
に
複ふ
く
ざ
つ雑
に
な
っ

て
い
く
ん
だ
。

や
：
復
元
さ
れ
た
物
見
や
ぐ
ら
に
登
っ
て
み
る

と
、
ム
ラ
の
よ
う
す
が
よ
く
見
え
る
わ
ね
。

　
　
　
　
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
７
　
弥
生
人
の
声
が
聞
こ
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
野
ヶ
里
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
：
佐
賀
県
教
育
庁
文
化
財
課　

渡
部
芳
久

発
行
日
：
平
成
二
九
年
二
月
二
四
日

印
刷
所
：
株
式
会
社
中
島
弘
文
堂
印
刷
所

住 　 所 ： 〒 842-0035
　　　　  佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手 1843
電 　 話 ： 0952 － 55 － 9333
　　　　　 0952 ー 55 ー 9330 （FAX）
開園時間：　（下記以外）9 時～ 17 時
　　　　　（6/1 ～ 8/31）9 時～ 18 時
休 園 日 ： 12/31・1 月第 3 月曜とその翌日

http://www.yoshinogari.jp/

【交通アクセス】
( 電車 )       JR 神埼駅、JR 吉野ヶ里公園駅から徒歩約 15 分
                     （九州新幹線利用の場合、新鳥栖駅より在来線に乗換）
( 自動車 )    有明佐賀空港から約 40 分
                      福岡空港から高速道路利用、長崎自動車道東脊振 I.C. まで
                      約 1 時間。東脊振 I.C. から約 5 分

（ バス ）       高速バス：福岡国際空港⇔吉野ヶ里遺跡公園前⇔佐賀バスセンター
　　　　　お問い合わせ　西鉄テレフォンセンター　TEL  092 － 733 － 3333

▲ 鋳造体験

▲ 物見やぐらからの景色

▲ 布作り体験


