
４２０１５．２ 広報なかの

　元々、中国では青銅器を武器として使っていました。しかし、
日本に伝えられ国産化されると、祭りの道具として発達します。
　稲作とともに伝えられ、黄金色の輝きと澄んだ金属の音色が、
豊作と繁栄を祈る神と結びついて考えられたのでしょう。

ステップ３

銅戈（どうか）
　銅剣・銅

ど う ほ こ

矛・銅戈は柄のつけ方が異なり、剣は短い柄を付けて刀のよう
に、矛は長い柄を付けて槍のように、戈は斜めに柄を付けて大鎌のように
用いました。
　青銅器は、2300 年ほど前の日本にもたらされて間もなく国産化されま
すが、武器として使われることは少なく、祭器として用いられ、見た目が
豪華な大きく薄いものになっていきます。
　柳沢遺跡から発見された８本の銅戈のうち、１本は九州型です。ほかは
近畿型あるいは大阪湾型とされ、それぞれ北部九州・大阪湾周辺で製作さ
れたと考えられています。

　銅鐸は、数百年にわたって作り続けられる間に大型化し、「聞く銅鐸」
から「見る銅鐸」に変化しました。
　初期の銅鐸にはひもでつり下げ、振り鳴らした痕

こ ん せ き

跡が残されています。
大型化した銅鐸は吊下部が薄く大きく装飾化し、鳴らした痕跡もありませ
ん。音を出して神を招く道具から、神の宿る依

よ り し ろ

代になったという考察もあ
ります。
　柳沢遺跡から発掘された銅鐸は大型化以前のもので、４個は
「外

がいえ ん つ き ち ゅ う し き

縁付紐式」で、１個は「外縁付紐式または扁
へんぺい ち ゅ う し き

平紐式」です。

　市内の栗林区にある栗林遺跡から発掘されたことから名づけられた栗林式土器は、弥生時代中期（およ
そ 2100 ～ 1900 年前）を代表する土器の一つです。土器の文様・形に特徴があり、赤く塗られた壺・鉢・
高
た か つ き

坏もあります。長野県では、栗林式土器の時代に水稲耕作を基盤とする弥生文化が確立し、大規模な集
落、水利施設が整備された水田、共同墓地などが広がりました。
　出土した土器から、柳沢遺跡は栗林式（弥生時代中期後半：約 2000 年前）から吉田式（弥生時代後期）・
箱清水式土器（弥生時代後期後半：約 1800 年前）の時代まで継続した形跡を見ることができます。

銅鐸（どうたく）

栗林式土器（くりばやししきどき）

青銅器の使われ方の変化

柳沢遺跡出土品を知る！

銅戈・銅鐸の埋め方にも決まりがあった？
発掘された銅戈は刃を立てて並べ、その横に
銅鐸がひれを立て水平に埋められていまし
た。これは、西日本と共通した埋め方です。

発掘された銅鐸は、吊下部が少し装飾
化した「聞く銅鐸」です。ただ、内部
からつり下げた振り子は見つかってい
ません。

シカ絵土器が示すことは？
シカの角を稲の生長に見立て、
弥生人はシカが豊作をもたらす
神と考えていたようです。シカ
絵が土器に描かれていたことか
ら、農

の う こ う さ い し

耕祭祀が根付いていたこ
とがより明確になりました。▲シカ絵土器

柳沢遺跡の銅鐸は、聞く銅鐸？見る銅鐸？
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倭小学校６年生が作成した「柳沢遺跡再発見新聞」。全８面で作られており、
完全版については、中野市役所広報フェイスブックからもご覧いただけます。
中野市役所広報フェイスブック　https://www.facebook.com/shinsyu.nakano.koho

ステップ４

日
本
初
　
銅
戈
「
九
州
型
」「
近
畿
型
」
同
時
に
発
見

　
柳
沢
遺
跡
で
出
土
し
た
青
銅

器
の
一
つ
に
銅
戈
が
あ
る
。

　
柳
沢
遺
跡
で
発
見
さ
れ
た
銅

戈
は
、
日
本
で
初
め
て
、「
九

州
型
」・「
近
畿
型
」
の
二
つ
が

同
じ
場
所
で
発
見
さ
れ
た
。
銅

戈
と
は
、
日
本
で
は
祭
り
の
時

に
使
わ
れ
た
と
み
ら
れ
て
い
る

剣
の
こ
と
だ
。

　
青
銅
器
が
埋
め
ら
れ
て
い
た

場
所
が
な
ぜ
柳
沢
に
あ
っ
た
の

か
、
そ
の
理
由
に
は
五
つ
の
説

が
あ
る
と
い
う
。

　
一
つ
目
は
、「
高
社
山
」
と

い
う
誰
が
見
て
も
す
ぐ
分
か
る

シ
ン
ボ
ル
の
よ
う
な
山
が
あ
る

か
ら
だ
。
だ
か
ら
高
社
山
の
麓ふ

も
と

に
埋
め
た
と
い
う
説
。

　
二
つ
目
は
、
長
野
盆
地
に
住

む
人
た
ち
と
飯
山
盆
地
に
住
む

人
た
ち
の
大
き
な
生
活
範
囲
の

境
界
だ
か
ら
と
い
う
説
。

　
三
つ
目
は
、
長
野
盆
地
の
最

北
端
だ
か
ら
と
い
う
説
。

　
九
州
型
と
近
畿
型
の
銅
戈
の

違
い
と
し
て
、「
九
州
型
」
は

剣
の
模も

よ

う様
の
溝
が
閉
じ
て
い
る

が
、「
近
畿
型
」
は
溝
が
開
い

て
い
る
。
こ
の
柳
沢
遺
跡
は
、

日
本
に
と
っ
て
も
大
き
な
発
見

を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　
私
た
ち
倭
小
学
校
６
年
生

は
、
地
元
に
あ
る
柳
沢
遺
跡
が

こ
ん
な
に
も
素
晴
ら
し
い
遺
跡

だ
と
知
り
、
と
て
も
驚
い
た
。

　
四
つ
目
は
、
北
信
州
と
日
本

海
側
と
の
境
界
だ
か
ら
と
い
う

説
。

　
五
つ
目
は
、
西
日
本
お
よ
び

弥
生
人
か
ら
見
た
と
き
、
北
信

濃
が
交
流
を
行
う
北
の
端
だ
か

ら
と
い
う
説
。

　
多
く
の
説
が
あ
り
、
詳
し
く

は
ま
だ
分
か
っ
て
い
な
い
が
、

五
つ
の
説
を
見
る
と
、「
境
界
」

と
い
う
言
葉
が
多
く
出
て
く

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
こ
の

場
所
が
極
め
て
重
要
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

※内容は抜粋・要約して記載しています。

銅
鐸
　
た
く
さ
ん
叩た

た

き
内
側
す
り
減
る

　
柳
沢
遺
跡
で
発
見
さ
れ
た
銅

鐸
は
、
農の

う
こ
う耕

（
田
畑
を
耕た

が
や

し
て

農
作
物
を
作
る
こ
と
）
に
関
す

る
祭
り
に
使
わ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
銅
鐸
は
ひ
も
で
つ
る

し
た
痕
跡
が
あ
り
、
叩
い
て
使

用
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
銅
鐸
は
叩
い
て
い
た
内
側
の

部
分
と
、
ひ
も
で
つ
る
し
て
い

た
部
分
が
激
し
く
す
り
減
っ
て

い
た
そ
う
だ
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
銅
鐸
を
た
く

さ
ん
鳴
ら
し
て
い
た
こ
と
が
分

か
っ
た
。

　
ま
た
、
激
し
く
す
り
減
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
祭
り
以
外
に

も
普
段
か
ら
使
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
銅
鐸
本
体
が
す
り
減
ら
な
い

よ
う
に
「
内
面
と
っ
た
い
」
と

い
う
も
の
を
付
け
工
夫
し
て
使

用
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
内

面
と
っ
た
い
と
は
、
銅
鐸
の
内

側
に
ふ
く
ら
み
を
付
け
、
銅
鐸

本
体
が
す
り
減
ら
な
い
よ
う
に

す
る
も
の
だ
。

　
そ
れ
で
も
す
り
減
っ
て
い
た

と
い
う
こ
と
は
、
も
の
す
ご
い

回
数
を
叩
い
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

柳沢遺跡再発見新聞

柳
沢
遺
跡
の
あ
る
理
由
～
シ
ン
ボ
ル
の
よ
う
な
高
社
山
～

高社山

柳沢遺跡

▲高社山の麓にある柳沢遺跡

１号銅戈

九州型…先が閉じている

２号銅戈

近畿型…先が開いている

完全版

ひもで縛った
痕
こ ん せ き

跡がある

２号銅鐸

内面は激し
くすり減っ
ている

特集 柳 沢 遺 跡

柳
沢
遺
跡
再
発
見
新
聞

～
子
ど
も
記
者
が
作
っ
た
新
聞
を
紹
介
し
ま
す
～

調
べ
た
こ
と
を
記
事
に
し
て
み
よ
う
！


