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国
営
発
掘
の
写
真
撮
影
を
し
た
石
井

常
次
の
こ
と

　
吉
胡
貝
塚
の
展
覧
会
の
た
め
、
古
い
写

真
を
調
べ
て
い
た
時
で
す
。
昭
和
26
年
の

発
掘
調
査
関
係
者
の
記
念
写
真
の
中
で
明

ら
か
に
雰
囲
気
の
違
う
人
物
に
目
が
留
ま

り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
調
査
に
参
加
し
た

先
生
か
ら
、
そ
の
人
物
は
田
原
市
出
身
の

石
井
常
次
と
い
い
、
伊
奈
森
太
郎
と
と
も

に
南
山
大
学
人
類
学
民
族
学
研
究
所
に
所

属
し
、
写
真
技
師
だ
っ
た
こ
と
を
伺
い
大

変
驚
き
ま
し
た
。
吉
胡
貝
塚
の
発
掘
調
査

は
国
家
事
業
。
考
古
学
の
先
生
と
そ
の
学

生
で
構
成
さ
れ
て
い
た
調
査
隊
の
メ
ン

バ
ー
に
田
原
の
人
が
加
わ
っ
て
い
た
と
は

全
く
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
　

　
石
井
常
次
は
明
治
38
年
に
福
江
町
で
生

ま
れ
、
大
正
12
年
に
豊
橋
商
業
学
校
を
卒

業
後
に
豊
橋
市
内
の
書
店
、
写
真
や
映
写

機
器
を
製
造
販
売
す
る
会
社
な
ど
を
経

て
、
昭
和
24
年
11
月
12
日
に
南
山
大
学
人

類
学
民
族
学
研
究
所
の
所
員
と
な
り
ま
し

た
。
10
月
に
は
伊
奈
森
太
郎
が
入
所
し
て

お
り
、
す
で
に
郷
土
教
育
者
、
県
の
文
化

財
保
護
の
重
鎮
だ
っ
た
伊
奈
を
研
究
所
の

創
設
メ
ン
バ
ー
と
し
て
迎
え
た
際
、
石
井

の
写
真
の
腕
を
見
込
み
伊
奈
の
口
利
き
に

よ
り
入
所
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
研
究
所
の
副
所
長
は
偶
然
に
も
吉
胡
貝

塚
の
調
査
を
し
た
清
野
謙
次
の
弟
子
の
教

授
の
中
山
英
司
で
し
た
。
入
所
後
、
石
井

は
中
山
の
指
導
の
下
、
学
生
ら
と
と
も
に

県
内
の
遺
跡
の
調
査
を
進
め
ま
し
た
。
同

時
に
資
料
を
収
集
し
、
展
覧
会
も
催
す
な

ど
、
研
究
だ
け
で
な
く
保
護
や
普
及
に
も

努
め
、
研
究
所
の
活
動
内
容
は
高
い
評
価

を
受
け
ま
す
。
そ
の
研
究
所
の
華
々
し
い

活
動
の
写
真
記
録
を
任
さ
れ
た
の
が
石
井

で
、
調
査
員
と
し
て
学
生
の
面
倒
を
見
つ

つ
研
究
所
を
支
え
て
い
ま
し
た
。
石
井
は

国
の
初
め
て
の
発
掘
調
査
、
報
告
書
の
刊

行
事
業
で
あ
っ
た
吉
胡
貝
塚
の
報
告
書
に

も
調
査
補
助
員
、
写
真
係
と
し
て
そ
の
名

を
連
ね
て
い
ま
す
。
田
原
出
身
者
で
は
、

石
井
た
だ
一
人
で
す
。
石
井
は
専
門
に
学

問
を
学
ん
だ
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

学
者
に
も
信
頼
さ
れ
た
仕
事
ぶ
り
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
。
学
歴
も
な
い
人
間
が
第
一

線
の
研
究
に
携
わ
れ
る
当
時
の
社
会
と
人

の
懐
の
深
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
　

　
石
井
に
会
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
に
お
話

を
伺
う
と
、
と
っ
て
も
ダ
ン
デ
ィ
ー
な
紳

士
で
あ
っ
た
と
聞
き
ま
す
。
写
真
の
中
で

も
際
立
っ
て
い
た
の
は
そ
の
た
め
で
す
。

　
昭
和
32
年
、
中
山
副
所
長
の
突
然
の
死

に
よ
っ
て
研
究
所
は
方
向
転
換
を
強
い
ら

れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
所
員
は
異
動
を

余
儀
な
く
さ
れ
、
石
井
は
翌
年
に
図
書
館

勤
務
、
伊
奈
に
至
っ
て
は
昭
和
34
年
に
大

学
を
去
り
ま
し
た
。
そ
の
後
石
井
の
名
を

見
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
石
井
は
論
文
を
書
い
た
考
古
学
者
で

も
、
作
品
を
残
し
た
写
真
家
で
も
な
く
陰

で
学
問
の
発
展
を
支
え
ま
し
た
。し
か
し
、

そ
の
生
き
方
に
な
ぜ
か
興
味
を
覚
え
ま
し

た
。
田
原
出
身
者
が
国
家
事
業
で
あ
っ
た

吉
胡
貝
塚
の
発
掘
調
査
を
支
え
た
こ
と
を

こ
こ
に
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
彼
の
こ

と
は
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
に
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。
昭
和
26
年
の
吉
胡
貝
塚
調
査
の

寄
せ
書
き
に
ふ
る
さ
と
を
思
う
石
井
の
人

柄
を
表
す
こ
と
ば
が
添
え
ら
れ
て
い
ま
し

た
。

「
吉
胡
貝
塚
に
て
旧
友
に
逢
ふ

菜
の
花
や
幼
な
名
に
友
を
呼
び
と
め
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
増
山
）
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