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み
る
と
、
船
橋
遺
跡
の
北
側
で
は
ガ
ラ
ス
や

鉄
、漆
の
工
房
が
置
か
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

奈
良
時
代
に
入
っ
て
も
、
こ
こ
で
鋳
造
関

連
の
生
産
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
船
橋
遺
跡
に
河
内
鋳ち

ゅ
う
せ
ん
し

銭
司
が

置
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
意
見

が
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
ま
す
。
鋳
銭
司
は
、

律
令
国
家
に
よ
り
銭
貨
鋳
造
の
際
に
臨
時
に

お
か
れ
た
役
所
の
こ
と
で
す
。
和

わ
ど
う
か
い
ち
ん（
か
い
ほ
う
）

同
開
珎

な
ど
の
皇こ

う
ち
ょ
う
じ
ゅ
う
に
せ
ん

朝
十
二
銭
と
い
う
奈
良
・
平
安
時

代
の
12
種
の
銭
貨
を
鋳
造
・
改
鋳
す
る
に
あ

た
り
、
近
江
・
河
内
・
山や

ま
し
ろ城

・
長な

が
と門

・
周す

お
う防

な
ど
に
設
け
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
一
つ

で
あ
る
河
内
鋳
銭
司
は
、『
続し

ょ
く
に
ほ
ん
ぎ

日
本
紀
』和
同

二（
7
0
9
）年
八
月
乙い

つ
ゆ
う酉

条
に
登
場
し
ま

す
。
銀
銭
の
発
行
を
や
め
て
銅
銭
の
み
を
流

通
貨
幣
と
す
る
こ
と
、
河
内
鋳
銭
司
の
俸
禄

や
賞
与
、
叙
位
は「
寮り

ょ
う

」と
い
う
官
司
に
準
じ

て
行
う
こ
と
と
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ

か
ら
、
河
内
鋳
銭
司
は
発
行
後
間
も
な
い
和

同
開
珎
の
鋳
造
に
関
わ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い

ま
す
。

203

10
月
号
で
は
、
7
世
紀
以
降
寺
院
が
数
多

く
造
営
さ
れ
は
じ
め
る
こ
と
に
触
れ
ま
し
た
。

こ
の
大
規
模
寺
院
造
営
事
業
は
、
そ
れ
ま
で

の
手
工
業
生
産
体
制
に
も
変
化
を
も
た
ら
し

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
百
済

か
ら
新
た
に
伝
わ
っ
た
技
術
で
あ
る
瓦
作
り

は
須す

え

き
恵
器
工こ

う
じ
ん人（

須
恵
器
を
専
門
に
作
っ
て
い

た
人
々
）が
関
わ
っ
て
お
り
、
す
で
に
日
本
で

定
着
し
て
い
る
技
術
と
新
た
に
伝
わ
っ
た
技

術
が
交
流
し
て
い
ま
し
た
。

船
橋
遺
跡
で
も
、
7
世
紀
以
降
手
工
業
生

産
の
痕
跡
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

船
橋
遺
跡
の
ほ
ぼ
中
央
で
現
在
の
大
和
川
の

北
側（
河
内
橋
の
西
北
）で
行
っ
た
発
掘
調
査

で
は
、
飛
鳥
時
代
の
建
物
群
が
見
つ
か
っ
て
い

ま
す
。
こ
こ
で
は
、
ガ
ラ
ス
小
玉
の
鋳い

が
た型

が

複
数
点
出
土
し
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、

鞴ふ
い
ご
は
ぐ
ち

羽
口（
炉
に
付
け
る
送
風
管
の
先
端
）、

鉄て
っ
さ
い滓（

溶
か
し
た
鉄
の
か
す
）、
漆
が
入
っ
た

壺
な
ど
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
炉
の

下
部
構
造
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
土ど

こ
う坑

も

見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
鑑

様
々
な
モ
ノ
づ
く
り
が
行
わ
れ
た
例
に
は
、

奈
良
県
明
日
香
村
の
飛あ

す
か
い
け
こ
う
ぼ
う
い
せ
き

鳥
池
工
房
遺
跡
が
あ

り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
7
世
紀
後
半
を
中
心

と
し
た
時
期
に
金
属
加
工
、
ガ
ラ
ス
、
漆
な

ど
様
々
な
モ
ノ
づ
く
り
が
行
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
特
に
飛
鳥
池
工
房
遺
跡
で
注
目
さ
れ
た

の
は
、
富ふ

ほ
ん
せ
ん

本
銭
と
い
う
銅
銭
が
作
ら
れ
て
い

た
と
わ
か
っ
た
こ
と
で
す
。
様
々
な
モ
ノ
づ
く

り
が
行
わ
れ
た
飛
鳥
池
工
房
遺
跡
の
例
や
船

橋
遺
跡
か
ら
鋳
上
げ
た
ば
か
り
の
感
触
が
あ

る
皇
朝
十
二
銭
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
を
踏

ま
え（
※
）、
船
橋
遺
跡
に
河
内
鋳
銭
司
が
置

か
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

船
橋
遺
跡
の
北
側
に
な
ぜ
工
房
が
置
か
れ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
一
帯
に
数
多
く
作

ら
れ
た
寺
院
に
供
給
す
る
た
め
な
の
か
…
王

権
が
主
導
し
て
設
置
し
た
の
か
…
そ
し
て
船

橋
遺
跡
の
北
側
は
飛
鳥
池
工
房
遺
跡
の
よ
う

に
さ
ま
ざ
ま
な
モ
ノ
が
作
ら
れ
た
一
大
工
房

さまざまな歴史を刻んできた
船橋遺跡⑥

～古代の船橋遺跡
とモノづくり～

エ
リ
ア
だ
っ
た
の
か
…
大
半
が
河
床
に
眠
っ
た

船
橋
遺
跡
に
は
、
こ
う
し
た
た
く
さ
ん
の
謎

が
ま
だ
ま
だ
眠
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

(

文
化
財
保
護
課
　
河
合
　
咲
耶)

(

※)

①
溶
か
し
た
金
属
を
鋳
型
に
流
し
込
む
②
金
属

が
固
ま
っ
た
ら
鋳
型
を
外
す
③
は
み
出
し
た
部
分

な
ど
の
不
要
な
部
分
を
取
り
除
い
て
磨
く
、と
い

う
の
が
鋳
造
の
大
ま
か
な
工
程
作
業
で
す
。

「
鋳
上
げ
た
ば
か
り
」と
は
、②
の
工
程
で
終
わ
っ

て
い
る（
③
の
工
程
ま
で
行
っ
て
い
な
い
）状
態

で
、い
わ
ば
失
敗
品
も
し
く
は
製
作
途
中
の
も
の

で
す
。失
敗
品
や
製
作
途
中
の
も
の
が
流
通
す
る

と
は
考
え
難
い
の
で
、こ
う
し
た
状
態
の
も
の
が

見
つ
か
る
と
い
う
こ
と
は
、そ
こ
で
鋳
造
が
行
わ

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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