
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 10 　奴国の王都 須玖岡本遺跡
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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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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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あ
っ
た
中な
か
や
ま
へ
い
じ
ろ
う

山
平
次
郎
博
士
が
、
出
土
状
態
や
出

土
品
に
つ
い
て
の
詳

し
ょ
う
さ
い細
な
追
跡
調
査
を
行
っ
た

と
こ
ろ
、
こ
の
棺

ひ
つ
ぎ
の
内
外
か
ら
中
国
鏡
が
三
〇

数
面
前
後
、
武
器
形
青
銅
器
（
銅ど

う
ほ
こ矛
、
銅
剣
、

銅ど
う
か戈
）
が
一
〇
口
以
上
、
ガ
ラ
ス
璧へ
き

、
ガ
ラ
ス

勾ま
が
た
ま玉
、
ガ
ラ
ス
管く
だ
た
ま玉
な
ど
多
数
の
副
葬
品
が
出

土
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
ん
だ
よ
。
す
ご

い
数
だ
よ
ね
！

　

さ
ら
に
、
こ
の
墓
は
集
団
墓
か
ら
離
れ
て
単

独
で
築
か
れ
て
い
て
、
甕か

め
か
ん棺
の
上
に
長
さ
三
・

三
ｍ
、
幅
一
・
八
ｍ
、
厚
さ
三
〇
㎝
、
重
さ
四

ｔ
と
い
う
大
き
な
石
が
置
か
れ
て
た
ん
だ
。
ま

さ
に
奴
国
王
の
墓
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
大
規
模

な
も
の
な
ん
だ
よ
。

あ
：
奴
国
王
と
言
え
ば
、
志し

か
の
し
ま

賀
島
で
み
つ
か
っ

た
金
印
に
刻
ま
れ
て
い
る
「
漢か

ん

の
委わ

の
奴な

の
国

王
」
で
有
名
で
し
ょ
。
こ
の
金
印
は
西せ

い
れ
き暦
五
七

年
（
弥
生
時
代
後
期
前
半
）
に
漢
の
光こ

う
ぶ
て
い

武
帝
か

ら
も
ら
っ
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
る
ん
だ
け
ど
、

須
玖
岡
本
遺
跡
の
王
墓
は
、
副
葬
さ
れ
て
い
た

中
国
鏡
の
年
代
か
ら
弥
生
時
代
中
期
後
半
か
ら

末
頃
に
造
ら
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
る

の
。
つ
ま
り
、
光
武
帝
か
ら
金
印
を
も
ら
っ
た

王
さ
ま
よ
り
も
数
世
代
前
の
奴
国
王
の
墓
っ
て

こ
と
に
な
る
わ
ね
。

か
す
が
く
ん
：
じ
ゃ
あ
こ
こ
か
ら
は
、
ぼ
く
ら

の
番
だ
ね
！

あ
す
か
ち
ゃ
ん
：
須す

ぐ玖
岡お
か
も
と本
遺い
せ
き跡
の
こ
と
、た
っ

ぷ
り
紹

し
ょ
う
か
い介
し
ち
ゃ
い
ま
す
！

か
：
須
玖
岡
本
遺
跡
は
、
春か

す
が日
丘
き
ゅ
う
り
ょ
う陵
上じ
ょ
うに
あ

る
遺
跡
な
ん
だ
け
ど
、
こ
の
丘

き
ゅ
う
り
ょ
う

陵
の
上
に
は
東

西
約
一
㎞
、
南
北
約
二
㎞
の
範
囲
に
わ
た
っ

て
、
弥や

よ
い生
時
代
中
期
か
ら
後
期
の
遺
跡
が
た
く

５

さ
ん
あ
る
ん
だ
よ
。
こ
の
遺
跡
群
が
「
須
玖
遺

跡
群
」
っ
て
呼
ば
れ
て
る
ん
だ
。
須
玖
岡
本
遺

跡
も
須
玖
遺
跡
群
の
中
の
ひ
と
つ
っ
て
わ
け
。

あ
：
須
玖
遺
跡
群
は
、
中
国
の
歴
史
書
で
あ
る

『
後ご

か
ん
じ
ょ

漢
書
』
や
『
魏ぎ
し
わ
じ
ん
で
ん

志
倭
人
伝
』
に
記
さ
れ
た

弥
生
時
代
の
ク
ニ
で
あ
る
「
奴な

こ
く国
」
の
中
心
に

あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
ま
す
。

特
に
須
玖
岡
本
遺
跡
で
は
、
奴
国
王
の
も
の
で

は
な
い
か
と
さ
れ
る
大
き
な
お
墓
が
発
見
さ
れ

て
る
の
。

か
：
須
玖
岡
本
遺
跡
が
あ
る
春
日
丘
陵
上
に
は
、

ま
だ
発
掘
さ
れ
て
い
な
い
場
所
も
多
い
ん
だ
け

ど
、丘
陵
の
尾
根
を
平へ

い
た
ん坦
に
造ぞ
う
せ
い成
し
た
り
し
て
、

た
く
さ
ん
の
人
が
住
ん
で
た
み
た
い
。
須
玖
遺

跡
群
全
体
を
取
り
囲
む
よ
う
な
大お

お
み
ぞ溝
ま
で
あ
る

ん
だ
よ
！

あ
：
須
玖
遺
跡
群
内
か
ら

は
青
銅
器
、
鉄
器
、
ガ
ラ

ス
製
品
の
ほ
か
、
生
産
関

連
遺い

ぶ
つ物
が
た
く
さ
ん
発
見

さ
れ
て
る
か
ら
、「
奴
国
」

が
当
時
の
最
先
端
技
術
を

持
っ
た
ク
ニ
だ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
わ
。
博は

か
た多
湾
を

経
由
し
て
、
朝
鮮
半
島
や

中
国
と
盛
ん
に
や
り
と
り

を
し
て
い
た
先
進
的
な
ク
ニ
だ
っ
た
の
ね
。

奴
国
王
墓
の
発
見

か
：
さ
っ
き
話
し
た
奴
国
王
の
墓
な
ん
だ
け

ど
、
実
は
偶
然
発
見
さ
れ
た
も
の
な
ん
だ
。

一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
に
付
近
の
住
民
が

家か
お
く屋
を
建
築
す
る
と
き
に
、
邪
魔
に
な
っ
て
い

た
大
石
を
動
か
し
た
と
こ
ろ
、
ア
レ
？
な
ん
か

あ
る
ぞ
、
っ
て
掘
っ
て
み
た
ら
し
い
。
そ
し
た

ら
銅
剣
や
銅
鏡
な
ど
多
く
の
遺
物
が
出
土
し
た

も
ん
だ
か
ら
び
っ
く
り
し
た
だ
ろ
う
ね
。
当
時

は
、
こ
の
出
土
品
を
神
さ
ま
の
物
と
し
て
、
近

く
に
祠

ほ
こ
ら
を
造
っ
て
納
め
て
た
ん
だ
け
ど
、
そ
の

う
ち
い
く
つ
か
が
所
在
不
明
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
ん
だ
。
で
も
、
九
州
大
学
医
学
部
の
教
授
で

▲須玖岡本遺跡の地区区分

▲かすがくん▲あすかちゃん

▲奴国王墓埋葬状況の復元

こ
こ
か
ら
は

わ
た
し
た
ち
が

案
内
し
ま
ー
す
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王
墓
出
土
の
草
そ
う
よ
う
も
ん
き
ょ
う

葉
文
鏡

か
：
王
墓
に
副
葬
さ
れ
て
い
た
鏡
に
は
直
径

二
〇
㎝
を
超
え
る
草
葉
文
鏡
が
三
面
含
ま
れ
て

た
ん
だ
。
こ
の
時
代
の
中
国
で
は
、
こ
う
し
た

大
型
の
鏡
は
王
侯
ク
ラ
ス
の
墳
墓
か
ら
出
土
す

る
ん
だ
よ
。
つ
ま
り
、
こ
の
王
墓
に
眠
る
奴
国

王
が
中
国
の
皇
帝
か
ら
王
と
し
て
認
め
ら
れ
て

い
た
っ
て
こ
と
だ
よ
ね
。

王
族
墓

あ
：
須
玖
岡
本
遺
跡
で
は
弥
生
時
代
中
期
前
半

に
埋
葬
が
開
始
さ
れ
る
の
。
特
に
王
墓
の
北
西

側
一
帯
に
は
、
甕
棺
墓
や
土ど

こ
う
ぼ

坑
墓
の
集
団
墓
が

あ
る
ん
だ
け
ど
、
こ
れ
ら
の
お
墓
か
ら
は
副
葬

品
が
高
い
比
率
で
み
つ
か
る
の
よ
。
副
葬
品
を

持
つ
甕
棺
墓
は
墓ぼ

こ
う坑
の
規
模
も
大
き
い
っ
て
特

徴
も
あ
る
わ
。
ま
た
、
岡
本
地
区
の
七
次
調
査

た
の
。
そ
の
結
果
、
甕
棺
が
墓
坑
内
に
据
え
ら

れ
た
あ
と
も
す
ぐ
埋
め
ら
れ
ず
、
一
定
の
期
間

を
お
い
て
か
ら
埋
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た

の
。こ
の
甕
棺
墓
の
時
期
は
中
期
前
半
だ
か
ら
、

王
族
の
墓
域
の
中
で
も
古
い
時
期
の
も
の
に
な

る
わ
。
須
玖
岡
本
遺
跡
で
の
有
力
者
層
の
形
成

を
考
え
て
い
く
上
で
、
貴
重
な
事
例
と
な
っ
た

の
よ
。

一
般
集
団
墓

か
：
今
ま
で
紹
介
し
て
き
た
王
墓
と
王
族
墓

の
南
か
ら
南
東
に
か
け
て
広
が
る
甕
棺
墓
群

は
、
副
葬
品
を
持
っ
て
な
い
ん
だ
。
こ
れ
ら
の

甕
棺
は
、
有
力
者
層
を
支
え
た
一
般
の
人
々

の
墓
な
ん
だ
ろ
う
ね
。
岡
本
山
地
区
一
・
二
次

調
査
で
は
九
七
基
の
甕
棺
墓
と
九
基
の
土
坑

墓
、
木
棺
墓
が
発
掘
調
査
さ
れ
た
ん
だ
け
ど
、

調
査
地
の
周
囲
を
含
め
る
と
二
〇
〇
基
を
超

え
る
甕
棺
墓
が
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
る
ん
だ
。

こ
れ
ら
の
甕
棺
墓
群
の
時
期
は
中
期
前
半
か

ら
後
期
初
頭
。
墓
域
の
周
辺
に
は
甕
棺
墓
を

取
り
囲
む
よ
う
に
大
き
な
土
坑
が
八
基
み
つ

か
っ
て
る
ん
だ
よ
。
こ
れ
ら
の
土
坑
か
ら
は

筒つ
つ
が
た
き
だ
い

形
器
台
、
高た
か
つ
き杯
、
壺
な
ど
の
赤
く
塗
ら
れ

た
土
器
が
た
く
さ
ん
出
土
し
て
る
か
ら
、
お

墓
の
マ
ツ
リ
を
行
う
「
祭
祀
土
坑
」
な
ん
だ

ろ
う
ね
。
土
坑
内
の
地
層
の
観
察
か
ら
は
、
か

な
り
の
時
間
を
か
け
て
埋
ま
っ
た
と
み
ら
れ
て

い
る
よ
。

あ
：
こ
の
よ
う
に
、
須
玖
岡
本
遺
跡
で
は
王
墓
、

王
族
墓
、
一
般
集
団
墓
が
ひ
と
つ
の
遺
跡
の
中

で
発
見
さ
れ
て
い
る
の
。
こ
れ
は
弥
生
時
代
中

で
は
墳ふ

ん
き
ゅ
う丘
が
確
認
さ
れ
た
の
。
平
面
規
模
は

一
八
×
二
五
ｍ
前
後
で
、
二
ｍ
ほ
ど
盛
土
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
る
の
。

こ
の
時
の
調
査
で
み
つ
か
っ
た
甕
棺
は
一
八
基

だ
っ
た
の
だ
け
ど
、
ホ
ン
ト
は
三
〇
基
以
上
の

甕
棺
が
埋
葬
さ
れ
て
た
み
た
い
。
時
期
は
中
期

後
半
か
ら
末
頃
。
王
墓
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
も
の

に
な
る
わ
。
こ
れ
ら
の
墓
は
王
に
次
ぐ
有
力
者

た
ち
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
よ
。

か
：
ま
た
、
平
成
二
六
、二
七
年
度
に
行
っ
た

岡
本
地
区
二
〇
次
調
査
で
は
新
た
な
発
見
が

あ
っ
た
ん
だ
。
こ
の
時
の
調
査
は
、
将
来
的
な

史
跡
整
備
の
た
め
の
確
認
調
査
だ
っ
た
か
ら
、

全
部
は
発
掘
し
て
な
い
ん
だ
け
ど
、
確
認
さ
れ

た
甕
棺
墓
の
う
ち
、
墓
坑
の
大
き
さ
が
五
ｍ
を

超
え
る
も
の
が
あ
っ
た
ん
だ
よ
。
墓
坑
の
上
面

は
削
ら
れ
て
い
る
み
た
い
だ
か
ら
、
本
来
は
六

ｍ
近
く
の
大
き
さ
の
墓
坑
だ
っ
た
み
た
い
。
こ

の
甕
棺
墓
を
発
掘
し
た
と
こ
ろ
、
甕
棺
内
に
は

水
銀
朱し

ゅ

と
考
え
ら
れ
る
赤
色
顔
料
が
確
認
さ

れ
、
銅
剣
と
銅
剣
の
柄
の
先
に
付
け
る
把は

と
う
し
ょ
く

頭
飾

が
副
葬
さ
れ
て
た
ん
だ
。
遺
体
の
残
り
は
悪

か
っ
た
ん
だ
け
ど
、
被
葬
者
の
奥
歯
が
一
本
み

つ
か
っ
た
ん
だ
よ
。

あ
：
こ
の
時
の
調
査
で
は
、
甕
棺
墓
の
周
囲
の

土
層
を
細
か
く
観
察
し
な
が
ら
発
掘
し
て
い
っ

▲甕棺墓検出状況（岡本地区 20 次）

▲甕棺墓群（岡本山地区 1 次調査）

▲復元した草葉文鏡
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出
し
て
な
い
も
の
が
多
い
ん
だ
よ
。
も
ち
ろ
ん

こ
の
状
態
だ
と
柄
を
差
し
込
む
こ
と
が
で
き
な

い
よ
ね
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
大
型
の
銅
矛
は

実
用
的
な
道
具
じ
ゃ
な
い
。
マ
ツ
リ
の
道
具
と

し
て
柄
に
装
着
せ
ず
に
使
わ
れ
た
っ
て
こ
と
を

示
し
て
る
ん

だ
ろ
う
ね
。

あ
：
後
期
に

な
る
と
、
春

日
丘
陵
北
端

と
そ
の
周
辺

の
低
地
に
お

い
て
、
坂さ

か
も
と本

地
区
の
ほ
か
、

須
玖
永え

い
だ田
Ａ
遺
跡
な
ど
の
青
銅
器
工
房
や
、
須

玖
五ご

た
ん
だ

反
田
遺
跡
の
ガ
ラ
ス
生
産
工
房
な
ど
の
、

工
房
が
集
約
さ
れ
て
い
っ
て
、
ま
さ
に
コ
ン
ビ

ナ
ー
ト
の
よ
う
な
様
相
を
呈
す
る
よ
う
に
な
る

の
。
こ
う
し
た
生
産
活
動
の
活
発
化
の
背
景
に

は
、大
陸
と
直
接
交
渉
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

安
定
し
て
青
銅
器
な
ど
の
原
料
入
手
を
行
え
る

王
の
出
現
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
る
わ
。
こ
こ

で
生
産
さ
れ
た
青
銅
器
は
北
部
九
州
の
各
地
だ

け
で
な
く
、
四
国
や
対つ

し
ま馬
な
ど
で
も
み
つ
か
っ

て
る
の
。
奴
国
が
広
範
囲
に
影
響
力
を
持
っ
て

い
た
証
拠
と
い
え
る
で
し
ょ
う
ね
。

か
：
こ
の
よ
う
に
、
奴
国
の
特
色
と
も
い
え
る

青
銅
器
の
生
産
は
、
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
に

よ
っ
て
、
弥
生
時
代
中
期
前
半
に
は
開
始
さ

れ
、
古
墳
時
代
初
頭
頃
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
こ

期
後
半
以
降
に
階
層
社
会
が
発
達
し
て
い
る
こ

と
を
示
す
重
要
な
発
見
な
の
よ
。

弥
生
時
代
の
テ
ク
ノ
ポ
リ
ス
　

青
銅
器
・
ガ
ラ
ス
製
品
の
生
産

か
：
須
玖
岡
本
遺
跡
の
王
墓
か
ら
北
に
二
〇
〇

ｍ
の
地
点
に
あ
る
坂
本
地
区
で
は
、矛ほ

こ

、戈か

、剣
、

鏡
、
小

し
ょ
う
ど
う
た
く

銅
鐸
な
ど
の
鋳い
が
た型
や
坩る
つ
ぼ堝
、
銅ど
う
さ
い滓
、
ガ

ラ
ス
勾
玉
鋳
型
な
ど
、
多
種
の
青
銅
器
や
ガ
ラ

ス
生
産
に
関
連
す
る
遺
物
が
多
量
に
出
土
し
て

る
ほ
か
、
大だ

い
き
ぼ

規
模
な
青
銅
器
工
房
跡
の
存
在
が

明
ら
か
に
な
っ

た
ん
だ
。
工
房

は
溝
で
囲
ま
れ

た
掘

ほ
っ
た
て
ば
し
ら
た
て
も
の

立
柱
建
物

な
ん
だ
け
ど
、

何
度
も
建
て
直

さ
れ
た
こ
と
が

発
掘
調
査
で
わ

か
っ
て
る
。
建
物
周
囲
の
溝
も
何
度
も
掘
り
直

さ
れ
て
い
る
か
ら
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
使
わ

れ
た
青
銅
器
工
房
な
ん
だ
ろ
う
ね
。

あ
：
青
銅
器
は
銅
と
錫す

ず

の
合
金
で
、
こ
れ
に
鉛
な
ま
り

な
ど
を
加
え
た
も
の
が
原
料
と
な
る
の
。
こ
れ

ら
の
金
属
を
高
い
温
度
で
溶
か
し
て
、
鋳
型
に

流
し
込
ん
で
道
具
を
作
る
こ
と
を
「
鋳

ち
ゅ
う
ぞ
う造
」
っ

て
言
う
の
よ
。
鋳
造
に
使
わ
れ
る
鋳
型
は
石

製
で
、
弥
生
時
代
中
期
に
は
、
主
に
滑か

っ
せ
き石
と

石せ
き
え
い
ち
ょ
う
せ
き
は
ん
が
ん

英
長
石
斑
岩
な
ど
が
使
わ
れ
る
の
だ
け
ど
、

な
ぜ
か
後
期
に
な
る
と
、
滑
石
は
用
い
ら
れ
な

く
な
り
、
石
材
は
石
英
長
石
斑
岩
の
み
と
な
る

わ
。

か
：
銅
矛
み
た
い
に
柄
を
挿
入
す
る
た
め
の
中

空
部
分
を
持
つ
も
の
は
、
外
型
の
内
部
に
真ま

ね土

で
作
っ
た
中
型
を
入
れ
て
後あ

と

か
ら
取
り
出
す
こ

と
で
中
空
部
分
を
造
り
出
す
ん
だ
。
で
も
、
大

型
の
銅
矛
を
み
て
み
る
と
、
こ
の
中
型
を
取
り

▲甕棺墓群（岡本山地区 1 次
調査）

▲甕棺墓出土のガラス勾玉・小玉
　（岡本地区 2 次調査）

▲坂本地区 6 次調査で出土した石製鋳型

▲青銅器生産工房跡（坂本地区 1 次
調査）

▲鋳型の出土状況（坂本地区 6 次調査）

▲青銅器生産に関連する遺物（坂本地区）



　

奴
国
の
王
都　

須
玖
岡
本
遺
跡

階
層
社
会
を
示
す
墓
域
や
、
当
時
最
先
端
の
生

産
技
術
を
示
す
工
房
域
な
ど
、
奴
国
の
様
相
だ

け
で
な
く
、
弥
生
社
会
の
発
展
や
変
化
を
解
明

す
る
た
め
の
重
要
な
鍵
を
握
る
遺
跡
な
ん
だ

よ
。

　
現
在
、
須
玖
岡
本
遺
跡
は
岡
本
山
地
区
を
中

心
と
し
て
、
歴
史
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い

る
の
。
歴
史
公
園
に
は
覆お

お
い
や屋
が
二
棟
あ
り
、
甕

棺
墓
群
の
一
部
と
祭
祀
土
坑
、
土
坑
墓
、
木
棺

墓
な
ど
が
見
学
で
き
る
の
よ
。
そ
し
て
、
歴
史

公
園
に
隣
接
す
る
奴
国
の
丘
歴
史
資
料
館
で

は
、
奴
国
を
代
表
す
る
須
玖
岡
本
遺
跡
の
墓
域

を
は
じ
め
、
青
銅
器
生
産
関
連
遺
跡
や
遺
物
を

中
心
に
解
説
、
展
示
し
て
い
る
わ
。

か
：
須
玖
岡
本
遺
跡
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
の
部
分

が
発
掘
さ
れ
て
な
い
ん
だ
。
今
後
、
奴
国
王
の

居
館
や
倉
庫
群
が
発
見
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

ね
！

あ
：
さ
ら

な
る
王
墓

の
発
見

や
、
青
銅

器
や
ガ
ラ

ス
な
ど
、

び
っ
く
り

す
る
よ
う

８

住　　所：〒 816-0861
　　　　　福岡県春日市岡本 3-57
電　　話：092-501-1144
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  ：第 3 火曜日
　　　　　（祝日の時はその翌日）
　　　　　（12 月 28 日～ 1 月 4 日は休み） 
入 館 料    ：無料

交通アクセス：
• 九州自動車道太宰府インターから車で約 20 分
• JR 九州鹿児島本線南福岡駅から徒歩約 20 分
• 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅から徒歩約 24 分
• コミュニティバス桜ケ丘線「奴国の丘歴史資料館前」下車
• コミュニティバス須玖線「岡本 1 丁目」下車、徒歩約 7 分

「春日市奴国の丘歴史資料館」ホームページ
http://www.city.kasuga.fukuoka.jp/nakoku/index.html

と
が
わ
か
っ
て
る
。
須
玖
岡
本
遺
跡
か
ら
西
に

一
五
〇
ｍ
の
距
離
に
あ
る
須
玖
タ
カ
ウ
タ
遺
跡

で
は
、
弥
生
時
代
中
期
前
半
の
竪
穴
建
物
跡
と

そ
の
周
辺
か
ら
青
銅
器
の
鋳
型
が
複
数
出
土

し
、
奴
国
の
青
銅
器
生
産
開
始
期
の
様
相
を
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
よ
。

あ
：
須
玖
タ
カ
ウ
タ
遺
跡
出
土
の
青
銅
器
鋳
型

に
は
、
土
製
と
石
製
の
鋳
型
が
あ
る
の
。
土
製

鋳
型
は
、
製
品
に
鋳
物
土
を
押
し
付
け
て
形
を

写
し
取
っ
て
成
型
さ
れ
た
も
の
。
本
来
、
土
製

鋳
型
は
鋳
造
後
に
鋳
型
を
壊
し
て
取
り
出
す
こ

と
か
ら
、
残
り
に
く
い
遺
物
な
ん
だ
け
ど
、
こ

の
遺
跡
で
は
多
く
み
つ
か
っ
て
い
る
わ
。
細
か

な
模
様
や
造
形
を
鋳
出
す
に
は
土
製
鋳
型
の
方

が
よ
か
っ
た
み
た
い
ね
。
把
頭
飾
の
よ
う
な
複

雑
な
形
の
製
品
も
土
製
鋳
型
で
作
ら
れ
て
い
た

と
想
定
さ
れ

て
い
る
の
よ
。

か
：
ど
う
？

須
玖
遺
跡
群

と
、
そ
の
中

心
と
な
る
須

玖
岡
本
遺
跡

の
す
ご
さ
が

わ
か
っ
て
も

ら
え
た
か
な
。

な
遺
物
も
み
つ
か
る
か
も
し
れ
な
い

わ
よ
。
須
玖
岡
本
遺
跡
は
、
ま
る
で

弥
生
時
代
か
ら
送
ら
れ
た
タ
イ
ム
カ

プ
セ
ル
ね
。

か
：
奴
国
の
丘
で
、
は
る
か

二
〇
〇
〇
年
前
の
く
ら
し
を
体
感
し

て
み
よ
う
！
ぼ
く
た
ち
も
待
っ
て

る
よ
！

春日市　奴国の丘歴史資料館
　
　
　
　

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　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

須
玖
岡
本
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
：
春
日
市
奴
国
の
丘
歴
史
資
料
館　

森
井　

千
賀
子

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
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▲奴国の丘歴史公園（岡本山地区）

▲展示ホールでは青銅器の鋳造風景を原寸大で再現

▲須玖タカウタ遺跡出土の土製鋳型

きてね～♪


