
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９ 　水田稲作はじまりのムラ 板付遺跡



水
田
稲
作
は
じ
ま
り
の
ム
ラ　

板
付
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。



水
田
稲
作
は
じ
ま
り
の
ム
ラ　

板
付
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。



水
田
稲
作
は
じ
ま
り
の
ム
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板
付
遺
跡

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。
とき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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田
稲
作
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ラ　

板
付
遺
跡

器
と
、
後
に
板
付
式
土
器
と
も
よ
ば
れ
る
遠
賀

川
式
土
器
は
同
時
に
出
土
す
る
こ
と
は
な
い
と

さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
は
定
説
を

覆
す
重
要
な
発

見
で
し
た
。
当

時
九
州
大
学
考

古
学
教
室
の
助

教
授
で
あ
っ
た

岡お
か
ざ
き崎
敬
た
か
し

氏
は

実
物
の
土
器
を

前
に
そ
の
報
告

を
受
け
、
翌
年
一
月
に
中
原
氏
と
と
も
に
発
見

場
所
の
畑
を
試し

く
つ掘
、
そ
の
後
の
日
本
考
古
学
協

会
に
よ
る
発
掘
調
査
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
き
ま

す
。

環
濠
集
落

　

中
原
氏
に
よ
る
発
見
を
受
け
、
昭
和
二
六

（
一
九
五
一
）
年
か
ら
四
か
年
に
わ
た
り
、
日

本
考
古
学
協
会
に
よ
る
本
格
的
な
発
掘
調
査

が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
調
査
で
の
成
果

は
、
通
津
寺
が
あ
っ
た
板
付
の
台
地
上
を
め
ぐ

る
溝み

ぞ

が
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
深
さ
一
ｍ
以

上
、
断
面
が
Ｖ
字
形
の
溝
か
ら
は
夜
臼
式
土
器

と
板
付
式
土
器
が
一
緒
に
出
土
し
、
日
本
種
の

は
じ
め
に

　

板い
た
づ
け付
遺い
せ
き跡
は
、
福ふ
く
お
か
し

岡
市
博は
か
た
く

多
区
板い
た
づ
け付
二
・
三

丁
目
、
福
岡
空
港
に
ほ
ど
近
い
住
宅
街
の
中
に

あ
り
、
現
在
、
そ
の
中
心
部
は
史し

せ
き跡
公
園
「
板

付
弥や

よ
い生
の
ム
ラ
」
と
し
て
地
元
の
み
な
さ
ん
に

親
し
ま
れ
て
い
ま
す
（
写
真
①
）。

　

こ
の
板
付
遺
跡
は
、「
日
本
で
最
初
に
コ
メ

５

作
り
が
始
ま
っ
た
ム
ラ
」
と
し
て
全
国
的
に
有

名
で
す
。
で
は
、
ど
う
し
て
板
付
遺
跡
が
「
日

本
最
古
の
農
村
」
と
わ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
他
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
み
つ
か
っ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
は
遺
跡
発
見

の
あ
ら
ま
し
、
環

か
ん
ご
う
し
ゅ
う
ら
く

濠
集
落
、
水
田
、
現
在
の
板

付
遺
跡
に
わ
け
て
、
す
こ
し
く
わ
し
く
お
話
し

し
ま
し
ょ
う
。

板
付
遺
跡
の
発
見

　

現
在
、
板
付
弥
生
の
ム
ラ
で
環
濠
集
落
を

復ふ
く
げ
ん元
し
て
い
る
場
所
に
は
、
か
つ
て
通つ
う
し
ん
じ

津
寺
と

い
う
寺
院
が
建
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
境け

い
だ
い内
で
、

慶け
い
お
う応

三
（
一
八
六
七
）
年
に
五
本
の
銅ど

う
ほ
こ矛

が

発
見
さ
れ
た
こ
と
が
過か

こ
ち
ょ
う

去
帳
に
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
で
す
が
そ
の
時
発
見
さ
れ
た
銅
矛
は
失
わ

れ
、
そ
の
後
実
施
さ
れ
た
発は

っ
く
つ
ち
ょ
う
さ

掘
調
査
で
も
発
見

場
所
の
特
定
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
、
地
元
の
住
民

が
付
近
の
深ふ

か
だ田
を
埋う

め
立
て
る
た
め
に
土ど

と取

り
作
業
を
し
て
い
た
際
、
甕か

め
か
ん棺
と
と
も
に
銅

矛
・
銅ど

う
け
ん剣
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
、
福
岡

周
辺
の
遺
跡
に
関
す
る
考
古
学
研
究
を
精

せ
い
り
ょ
く
て
き

力
的

に
行
っ
て
い
た
九
州
帝
国
大
学
医
学
部
教
授
の

中な
か
や
ま
　
へ
い
じ
ろ
う

山
平
次
郎
氏
は
、
現
地
調
査
の
結
果
と
あ
わ

せ
、
出
土
し
た
青せ

い
ど
う
き

銅
器
と
甕
棺
に
つ
い
て
報
告

を
残
し
て
い
ま
す
。
土
取
り
が
な
さ
れ
た
場
所

は
円
形
の
高
ま
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
中
山
氏
の

記
録
に
あ
り
、
現
在
の
考
古
学
的
な
知ち

け
ん見
か
ら
、

青
銅
器
が
出
土
し
た
の
は
弥
生
時
代
前
期
末
～

中
期
初
頭
頃
の
墳ふ

ん
き
ゅ
う
ぼ

丘
墓
で
あ
っ
た
と
推す
い
そ
く測
さ
れ

ま
す
。
ま
た
、
墳
丘
墓
の
東
側
に
長
さ
一
八
〇

㎝
・
幅は

ば

二
〇
〇
㎝
・
厚あ
つ

さ
四
〇
㎝
の
板
状
の
石

が
あ
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
土
取

り
の
あ
と
も
こ
の
石
は
地
元
で
大
切
に
保
管

さ
れ
、
現
在
、
そ
の
石
は
環
濠
集
落
の
南
東
に

移い
せ
つ設
さ
れ
て
自
由
に
見
学
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

戦
後
の
昭し

ょ
う
わ和
二
五
（
一
九
五
〇
）
年
、
地

元
で
仕
立
て
屋
を
営

い
と
な

む
傍

か
た
わ

ら
、
地
元
の
遺
跡

の
踏と

う
さ査
を
行
お
こ
な

っ
て
い
た
中な
か
は
ら原
志し
げ
あ
き

外
顕
氏
は
、

通
津
寺
付
近
の
畑
で
、
刻き

ざ
み
め
と
っ
た
い
も
ん
ど
き

目
突
帯
文
土
器
と

遠お
ん
が
が
わ
し
き
ど
き

賀
川
式
土
器
を
同
時
に
採
集
し
ま
し
た
（
写

真
②
・
③
）。
当
時
、
縄
文
時
代
晩ば

ん
き期
の
土
器
で
、

後
に
夜ゆ

う
す
し
き
ど
き

臼
式
土
器
と
よ
ば
れ
る
刻
目
突
帯
文
土

こ
こ
か
ら
は

わ
た
し
が

紹
介
し
ま
す

板付弥生のムラ（写真①）

板付遺跡出土 夜臼式土器　
丹
に

塗り壺
つぼ

（写真②）

板付遺跡出土 板付Ｉ式土器（写真③）



水
田
稲
作
は
じ
ま
り
の
ム
ラ　

板
付
遺
跡

６

炭た
ん
か
ま
い

化
米
も
出
土
し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
中

原
氏
の
発
見
の
重
要
性
が
発
掘
に
よ
っ
て
裏
付

け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
板
付
遺
跡
が
弥
生
時
代

最
古
の
遺
跡
で
、
か
つ
日
本
で
最
初
の
水
田
稲

作
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま

し
た
が
、
当
時
は
溝
の
延

え
ん
ち
ょ
う長
を
見
つ
け
る
こ
と

は
で
き
ず
、
今
後
の
再
調
査
に
期
待
が
も
た
れ

ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
昭
和
四
三
（
一
九
六
八
）
年
、
日

本
考
古
学
協
会
農
業
部
会
は
、
前
回
の
調
査
で

確
認
で
き
な
か
っ
た
弥
生
時
代
前
期
の
溝
の
延

長
を
さ
ぐ
る
計
画
を
立
て
、
明め

い
じ治
大
学
が
中
心

と
な
っ
て
夏
休
み
期
間
中
に
発
掘
調
査
を
行
う

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
遺
跡
の
一
帯
が
住
宅
街

と
な
っ
た
現
在
で
は
非
常
に
難
し
い
方
法
で
す

が
、
溝
の
延
長
が
延
び
る
と
考
え
ら
れ
る
民
家

の
庭
先
や
畑
に
ト
レ
ン
チ
を
設
定
し
た
発
掘
調

査
の
結
果
、
前
回
の
調
査
で
発
見
さ
れ
た
、
Ｖ

字
形
の
溝
が
台
地
の
高
所
を
一
周
す
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
ま
し
た
。
弥
生
時
代
前
期
初
頭
の
環

濠
集
落
の
発
見
で
す
。

　

板
付
遺
跡
の
環
濠
は
、
東
西
八
一
ｍ
・
南
北

一
一
〇
ｍ
の
卵

た
ま
ご
形
に
め
ぐ
っ
て
い
ま
す
。
溝
の

幅
は
場
所
に
よ
っ
て
一
・
五
～
四
・
五
ｍ
、
深
さ

〇
・
七
～
二
・
三
ｍ
と
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
断だ

ん
め
ん面
は
Ｖ
字
形
を
し
て
い
ま
す
（
写
真
④
）。

の
労
力
を
要
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
弥
生

時
代
中
期
頃
ま
で
に
埋ま
い
ぼ
つ没
し
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
の
後
、
集
落
は
環

濠
の
外
に
広
が
っ

て
、
中
心
部
の
場

所
を
変
え
な
が
ら

古こ
ふ
ん墳
時
代
ま
で
存

続
し
ま
す
。

最
古
の
水
田
の
発
見

　

昭
和
五
三
（
一
九
七
八
）
年
、
環
濠
集
落
が

発
見
さ
れ
た
地
点
の
南
西
側
で
発
掘
調
査
が

行お
こ
なわ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
は
台
地
か
ら
外
れ
る
低

地
で
、
竪

た
て
あ
な
じ
ゅ
う
き
ょ

穴
住
居
な
ど
ム
ラ
人
の
住
ま
い
は
み

つ
か
ら
ず
、
か
わ
り
に
ム
ラ
人
の
日
々
の
糧か

て

を

生
産
す
る
水
田
跡
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
（
写
真

⑤
）。

　

水
田
跡
は
上
下
二
面
に
わ
た
っ
て
確
認
さ
れ

ま
し
た
。
上
層
の
水
田
か
ら
は
夜
臼
式
土
器
と

板
付
Ⅰ
式
土
器
が
同
時
に
出
土
し
、
弥
生
時
代

前
期
初
頭
、
環
濠
集
落
が
つ
く
ら
れ
た
こ
ろ
の

水
田
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し

て
、
下
層
の
水
田
か
ら
出
土
す
る
土
器
は
夜
臼

式
土
器
の
み
で
、
出
土
遺い

ぶ
つ物
か
ら
弥
生
時
代
を

さ
か
の
ぼ
る
水
田
跡
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
し

た
。
今こ

ん
に
ち日
で
い
う
弥
生
時
代
早
期
、
日
本
最
古

の
水
田
の
発
見
で
す
。
水
路
の
東
側
の
土
手
か

ら
は
炭
化
米
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
て
お
り

（
写
真
⑥
）、
今
後
自
然
科
学
的
な
分ぶ

ん
せ
き析
を
お
こ

な
う
こ
と
で
さ
ら
に
新
た
な
事
実
が
判
明
す
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
水
田
は
、
環
濠
集
落
が
あ
る
台
地
の
縁ふ

ち

に
沿
う
水
路
に
井い
せ
き堰
を
設
け
、
水
を
引
き
入
れ

て
い
ま
し
た
。
水
田
は
畔あ

ぜ

で
区
画
さ
れ
、
現
在

の
水
田
と
ほ
と
ん
ど
か
わ
ら
な
い
構
造
を
も
っ

て
い
ま
し
た
（
写
真
⑦
）。
発
見
さ
れ
た
水
田

後
世
の
削さ

く
へ
い平
の
結
果
、
か
つ
て
の
地
形
は
失
わ

れ
て
い
ま
す
が
、
当
時
の
姿
を
復
元
す
れ
ば
溝

の
幅
六
ｍ
、
深
さ
三
～
三
・
五
ｍ
ほ
ど
に
な
る

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
環
濠
の
両
側
に
は
、

溝
を
掘ほ

っ
た
と
き
の
土
砂
が
盛
り
上
げ
ら
れ
、

土
手
状
を
な
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
南
西
部

分
に1
か
所
、
長
さ
四
ｍ
あ
ま
り
環
濠
が
途
切

れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
こ
こ
が
環
濠
集
落

へ
の
出
入
り
口
と
な
り
ま
す
。
環
濠
の
内
部
に

は
ム
ラ
人び

と

の
す
ま
い
が
あ
る
は
ず
で
す
が
、
発

掘
調
査
で
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
板
付
遺
跡
の
環
濠
の
特
徴
と
し
て
、
環
濠

内
の
北
西
部
分
に
直
線
的
な
溝
（
弦

げ
ん
じ
ょ
う
こ
う

状
溝
）
で

半
月
形
に
区
画
さ
れ
る
エ
リ
ア
の
存
在
が
あ
り

ま
す
。
こ
こ
で
は
発
掘
調
査
で
多
く
の
貯ち

ょ
ぞ
う
け
つ

蔵
穴

が
み
つ
か
っ
て
お
り
、
食
料
な
ど
物
資
の
保
管

に
か
か
わ
る
区
画
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。

　

こ
の
環
濠
は
、
完
成
ま
で
に
多
く
の
ム
ラ
人 発掘された環濠（写真④）

弥生時代早期の水田を発掘調査
（写真⑤）

発見された弥生時代早期の炭化米
（写真⑥）



水
田
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は
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ま
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板
付
遺
跡

７

ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
板
付
遺
跡
の
歴
史
的
位

置
づ
け
を
考
え
る
う
え
で
見
落
と
せ
な
い
事
実

で
し
ょ
う
。

板
付
遺
跡
で
の
活
用
事
業

　

福
岡
市
教
育
委
員
会
は
、
史
跡
指
定
に
先

立
つ
昭
和
四
八
（
一
九
七
三
）
年
か
ら
遺
跡

主
要
部
の
公
有
地
化
を
は
じ
め
て
い
ま
し

た
。
地
域
住
民
の
協
力
の
下
、
昭
和
六
一

（
一
九
八
六
）
年
度
に
用
地
取し

ゅ
と
く得
が
完
了
、
平

成
七
（
一
九
九
五
）
年
に
約
二
七
、
〇
〇
〇
㎡

が
「
板
付
弥
生
の
ム
ラ
」
と
し
て
開
園
し
ま
し

た
。

　

板
付
弥
生
の
ム
ラ
は
、
大
き
く
二
つ
の
エ
リ

ア
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
環
濠
集
落
を

復
元
し
た
「
Ａ
ゾ
ー
ン
」（
写
真
⑨
）、
そ
の
西

側
が
「
Ｂ
ゾ
ー
ン
」
で
す
。
Ｂ
ゾ
ー
ン
に
は
ガ

イ
ダ
ン
ス
施
設
の
「
板
付
遺
跡
弥
生
館
」（
写

真
⑩
）
が
設
置
さ
れ
、
板
付
遺
跡
か
ら
出
土
し

た
土
器
・
石
器
、
復
元
模
型
等
を
用
い
た
展
示

は
現
在
埋

め
戻
し
て

現
状
保
存

さ
れ
て
い

ま
す
。
弥

生
時
代
早

期
の
水
田

の
上
層
に

は
、
よ
り

新
し
い
弥

生
時
代
前
期
の
水
田
跡
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

こ
ち
ら
は
現
在
、
板
付
弥
生
の
ム
ラ
に
復
元
さ

れ
て
い
る
水
田
の
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
付
近
の
調
査
地
で
出
土
し
た
弥
生
時
代

早
期
の
農
具
に
は
、
諸も

ろ
て
ぐ
わ

手
鍬
や
エ
ブ
リ
が
み
ら

れ
、
水
田
稲
作
の
道
具
や
技
術
が
完
成
さ
れ
た

形
で
導
入
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

弥
生
時
代
早
期
の
水
田
跡
の
上
に
は
二
〇
㎝

を
超
え
る
砂
が
堆た

い
せ
き積
し
て
い
ま
し
た
。
ム
ラ
人

が
労
力
を
費
や
し
た
水
田
が
突
然
の
洪
水
で
一

気
に
埋
ま
っ
て
し
ま
っ
た
状
況
が
窺

う
か
が
え
ま
す
。

で
す
が
、
こ
の
洪
水
は
私
た
ち
に
も
う
一
つ
の

発
見
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
弥
生
時
代
早
期
の

人
間
の
足
跡
が
残
っ
て
い
た
の
で
す
。
福
岡
県

警け
い

の
鑑か
ん
し
き
か

識
課
に
調
査
を
依
頼
し
た
結
果
、
足
跡

を
残
し
た
ム
ラ
人
は
身
長
一
六
四
㎝
前
後
、
歩

行
途
中
で
滑す
べ

り
そ
う
に
な
り
、
あ
わ
て
て
態た
い
せ
い勢

を
立
て
直
し
て
い
る
こ
と
ま
で
わ
か
り
ま
し

た
。
こ
の
、
日
本
最
古
の
水
田
に
残
っ
た
足
跡

は
、
石せ

っ
こ
う膏
型
を
板
付
弥
生
館
で
展
示
し
て
い
ま

す
（
写
真
⑧
）。

国
史
跡
へ
の
指
定

　

弥
生
時
代
前
期
初
頭
の
環
濠
集
落
な
ど
、
弥

生
文
化
の
形
成
に
か
か
わ
る
重
要
な
発
掘
成
果

か
ら
、
板
付
遺
跡
は
、
昭
和
五
一
（
一
九
七
六
）

年
六
月
に
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
幾い

く
ど度
か
に
わ
た
る
追
加
指
定
を
経

て
、
現
在
、
弥
生
時
代
早
期
の
水
田
跡
を
含
む

三
〇
〇
〇
〇
㎡
を
超
え
る
範
囲
が
国
の
史
跡
と

し
て
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

板
付
遺
跡
は
最
初
に
水
田
稲
作
を
行
っ
た
集

落
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
弥
生
時
代
前
期
末
か

ら
中
期
初
頭
頃
に
は
、
多
数
の
青
銅
製
武
器
を

副ふ
く
そ
う葬
す
る
墳
丘
墓
を
有
す
る
拠き
ょ
て
ん点
的
な
集
落
で

あ
り
、
弥
生
時
代
全
体
を
通
じ
て
存
続
し
て
い

弥生時代早期の水田・井堰の復元図（写真⑦）

弥生時代早期の水田面に残さ
れた足跡の石膏型（写真⑧）

館内での体験学習
この日は小学生の団体見学でした（写真⑪）

A ゾーンであそぶ幼稚園児たち
晴れた日には多くの子どもたちが訪れます（写真⑨）

板付遺跡弥生館の外観（写真⑩）



水
田
稲
作
は
じ
ま
り
の
ム
ラ　

板
付
遺
跡

す
。
秋
祭
り

は
田
植
え
祭

り
で
植
え
た

イ
ネ
の
収
穫

と
脱だ

っ
こ
く穀
な
ど

の
農
作
業
、

勾ま
が
た
ま玉
つ
く
り

や
火
起
こ
し

と
い
っ
た
体

験
学
習
、
収

穫
し
た
お
米

で
の
餅も

ち

つ
き

な
ど
、
い
ず

れ
も
家
族
で

楽
し
め
る
催

し
で
す（
写
真
⑫
・
⑬
）。
遠
方
の
方
も
、
も

し
機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、
板
付
弥
生
の
ム
ラ
で
は
、
近き

ん
り
ん隣
の
小

学
校
と
も
共
同
で
水
田
を
舞
台
と
し
た
活
用
事

業
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
と
し
は
五
年
生

の
み
ん
な
が
田
植
え
と
稲
刈
り
を
が
ん
ば
っ
て

く
れ
ま
し
た
（
写
真
⑭
・
⑮
）。

　

水
田
に
ま
つ
わ
る
催
し
以
外
に
も
、
講
師
を

招ま
ね

い
て
土
器
づ
く
り
を
す
る
「
土
器
づ
く
り
体

験
教
室
」（
写
真
⑯
）、
地
元
公
民
館
が
主し

ゅ
さ
い催
す

８

住　　所：〒 816-0088
　　　　　福岡市博多区板付三丁目 21-1
電　　話：092-592-4936
開館時間：午前９時～午後５時
　　　　　（入館は午後４時 30 分まで）
休 館 日  ：年末年始
　　　　　（12 月 29 日～翌年 1 月 3 日）
入 館 料    ：無料

（団体で見学される場合はあらかじめご連
絡ください）

交通アクセス：
ＪＲ博多駅前
博多駅交通センター　13 番のりば
西鉄バス　系統「板付団地第二」下車
※板付遺跡の出土品は次の施設にも展示・収蔵しています。
福岡市博物館　早良区百道浜三丁目　　　　ＴＥＬ 092-845-5011
福岡市埋蔵文化財センター　博多区井相田　ＴＥＬ 092-571-2921

「福岡市の文化財」ホームページ
http://bunkazai.city.fukuoka.lg.jp/

で
遺
跡
を
解
説
し
て
い
ま
す
。
弥
生
時
代
の
衣

服
や
農
具
、
火
起
こ
し
の
た
め
の
器
具
を
復
元

し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
ら
を
用も

ち

い
て
体
験
学

習
が
で
き
ま
す
（
写
真
⑪
）。
ま
た
、
ご
希
望

の
方
に
は
解
説
も
い
た
し
ま
す
。
遠
方
の
方
は

事
前
に
ご
相
談
い
た
だ
け
れ
ば
確
実
で
す
。

　

板
付
弥
生
の
ム
ラ
の
特
徴
と
し
て
、
地
域
住

民
と
一
体
と
な
っ
て
活
用
事
業
を
展
開
し
て
い

る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
開
園
当
初
か
ら

さ
ま
ざ
ま
な
催

も
よ
お
し
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
が
、

代
表
的
な
も
の
は「
田
植
え
祭
り
」
と
、

漫ま
ん
が画
で
も
紹
介
さ
れ
た「
秋
祭
り
」の
二
つ
で
す
。

  

ど
ち
ら
の

催
し
も
Ｂ

ゾ
ー
ン
に
復

元
さ
れ
た
水

田
を
お
も
な

舞
台
と
し
て

い
ま
す
。
田

植
え
祭
り
は

事
前
の
申
し

込
み
が
必
要

で
、
手
作
業

で
の
田
植
え

に
挑
戦
し
て

い
た
だ
き
ま

る
「
遺
跡
で
あ
そ
ぼ
う
」（
写
真
⑰
）

な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
イ
ベ
ン
ト
を
開

催
し
て
い
ま
す
。
こ
の
冊
子
を
お
読

み
に
な
ら
れ
た
方
で
ご
興
味
が
お
あ

り
の
方
は
ぜ
ひ
、
板
付
弥
生
の
ム
ラ

に
お
立
ち
寄
り
い
た
だ
き
、「
ム
ラ

人
」
と
な
っ
て
弥
生
時
代
に
タ
イ
ム

ス
リ
ッ
プ
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

福岡市　板付遺跡弥生館
　
　
　
　

平
成
二
九
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
９ 

板
付
遺
跡
】

企
画
・
編
集
：
つ
ら
な
る
・
つ
な
が
る
歴
史
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
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
：
福
岡
市
教
育
委
員
会　

阿
部　

泰
之

発
行
日
：
平
成
三
〇
年
一
月
三
〇
日

印
刷
所
：
株
式
会
社
中
島
弘
文
堂
印
刷
所

秋祭りの火起こし体験コーナー
（写真⑬）

土器づくり体験教室で作った土器を焼
き上げています（写真⑯）

公民館主催の「遺跡であそぼう」は多くの家
族連れでにぎわいます（写真⑰）

秋祭りでの稲刈り風景
毎年多くの親子連れでにぎわいま
す（写真⑫）

小学五年生の田植え体験（写真⑭）小学五年生の稲刈り体験（写真⑮）


