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一連遺跡出土の土偶の頗

三
千
年
前
の
顔

島
田
哲
男

古
代
人
の
顔
つ
き
や
そ
の
姿
を
知
る
の
に
は
､
人

骨
か
ら
そ
の
姿
を
復
元
し
て
い
-
の
が
最
も
わ
か

り
や
す
く
'
確
実
な
方
法
で
す
｡
人
骨
と
い
う
も

の
は
､
こ
の
辺
の
地
域
で
は
腐
っ
て
を
-
在
っ
て
し

ま
う
土
質
で
あ
る
の
で
､
出
土
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
あ
り
ま
せ
ん
｡
し
か
し
､
縄
文
時
代
の
人
々
は
自

分
達
の
姿
を
表
現
し
た
土
偶
と
呼
ば
れ
る
､
土
の
人

形
を
残
し
て
-
れ
ま
し
た
｡
土
偶
は
､
も
と
も
と
全

身
が
そ
ろ
っ
た
女
神
像
を
の
で
す
が
､
そ
れ
を
壊
し

て
埋
め
る
こ
と
に
よ
り
､
作
物
･
獲
物
の
豊
穣
や
生

命
の
再
生
を
頼
っ
た
祭
り
の
道
具
で
す
｡
だ
か
ら
完

全
を
形
で
出
て
来
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
を
-
､
顔
･

胸
･
手
･
足
が
バ
ラ
バ
ラ
に
で
て
来
ま
す
｡

土
偶
は
こ
う
し
た
状
態
で
出
土
し
ま
す
が
､
当
時

の
人
の
姿
を
そ
を
え
た
人
形
で
､
あ
り
の
ま
ま
を
写

し
出
し
て
い
ま
す
｡
土
偶
は
女
の
人
を
表
現
し
た
女

神
像
で
す
が
'
多
-
を
並
べ
て
見
る
と
､
共
通
し
た

基
本
の
姿
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

上
の
写
真
の
よ
う
に
顔
だ
け
を
並
べ
て
見
る
と
､

文
様
が
入
っ
た
も
の
､
文
様
が
な
い
も
の
を
ど
の
違

い
は
あ
り
ま
す
が
､
根
本
的
に
は
似
か
よ
っ
て
い
ま

す
｡
顔
が
全
体
的
に
広
い
こ
と
､
眉
の
部
分
が
強
-

高
く
な
っ
て
い
る
こ
と
､
鼻
が
高
い
こ
と
､
目
が
細

い
こ
と
､
口
は
丸
い
穴
で
受
け
口
に
な
っ
て
い
る
こ

と
を
ど
の
共
通
点
が
見
ら
れ
ま
す
｡

こ
の
よ
う
な
共
通
点
は
'
同
じ
時
代
の
人
骨
に
も

一
致
し
た
も
の
が
観
察
で
き
る
と
い
わ
れ
へ
　
こ
の
当

時
の
人
々
の
顔
つ
き
は
､
広
顔
で
眉
間
が
突
出
し
て

お
り
､
島
根
部
が
や
や
陥
没
し
た
凸
凹
の
あ
る
立
体

的
を
顔
つ
き
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
｡

顔
に
文
様
の
あ
る
も
の
は
イ
レ
ズ
ミ
の
よ
う
な
文

様
の
化
粧
で
､
頭
に
髪
型
を
あ
ら
れ
し
て
い
る
も
の

も
あ
り
ま
す
｡
ま
た
胴
の
部
分
や
足
に
文
様
が
き
ざ

ま
れ
て
い
る
も
の
は
'
服
に
措
か
れ
た
デ
ザ
イ
ン
や

服
自
体
､
-
つ
な
ど
で
す
｡
こ
の
よ
､
丁
に
土
偶
は
当

時
の
民
俗
を
そ
の
ま
ま
残
し
た
人
形
と
い
え
ま
す
｡
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-一連遺跡地形図

海
ノ
口
一
津
遺
跡
に
つ
い
て島

田
　
哲

男
一
津
遺
跡
は
､
大
町
市
の
木
崎
湖
北
端
東
側
､
湖

に
流
れ
込
む
一
津
沢
が
形
成
し
た
小
扇
状
地
上
の
ほ

ぼ
全
面
に
広
が
る
縄
文
時
代
(
約
一
万
l
一
千
三
百

年
前
)
を
通
し
て
と
へ
平
安
時
代
～
中
世
(
約
千
-

五
百
年
前
)
の
遺
跡
で
す
｡

調
査
は
､
農
業
基
盤
整
備
に
関
連
し
た
調
査
で
'

一
九
八
七
年
五
月
-
九
月
初
旬
､
八
八
年
五
月
～
八

月
の
二
年
間
行
い
ま
し
た
｡
八
七
年
に
は
湖
に
近
い

A
地
区
を
､
八
八
年
に
は
上
部
の
山
際
の
B
地
区
を

調
査
し
て
､
縄
文
時
代
を
ほ
ぼ
通
し
て
人
が
住
ん
だ
､

市
内
で
も
大
規
模
を
遺
跡
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

ま
し
た
｡

A
地
区
は
縄
文
時
代
中
期
後
半
(
約
四
千
年
前
)

～
晩
期
(
約
二
千
三
百
年
前
)
の
時
期
の
も
の
が
主

体
で
､
住
居
跡
十
二
軒
(
中
期
四
･
後
期
六
･
晩
期

二
)
､
建
物
跡
(
後
期
)
一
棟
､
石
棺
墓
･
上
部
に

石
組
み
を
も
っ
た
配
石
基
と
い
っ
た
墓
十
基
､
埋
賽

と
呼
ぶ
輩
に
人
を
埋
葬
し
た
墓
八
基
､
柱
を
建
て
た

そ
の
根
元
三
本
な
ど
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
｡
ま
た
A

地
区
で
は
湖
に
近
い
と
い
う
条
件
で
湿
地
と
な
っ
た

部
分
が
多
く
へ
黒
色
土
の
低
湿
地
泥
炭
層
が
見
ら
れ

タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
の
ご
と
-
縄
文
時
代
後
期
～
晩
期

の
木
や
木
の
実
な
ど
が
炭
化
も
せ
ず
､
当
時
の
姿
そ

の
ま
ま
の
状
態
で
出
て
き
ま
し
た
｡
こ
れ
は
大
変
に

貴
重
を
ケ
ー
ス
で
'
湖
が
近
-
に
あ
っ
た
こ
と
が
幸

い
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
｡

B
地
区
で
は
'
縄
文
時
代
早
期
～
中
期
初
め
(
八

千
-
五
千
年
前
)
､
平
安
時
代
後
半
(
約
千
年
前
)

の
も
の
が
主
体
で
､
湧
き
水
が
多
い
場
所
を
と
り
囲

む
よ
う
に
1
-
Ⅵ
の
地
点
に
人
が
住
ん
だ
場
所
が
見

つ
か
り
ま
し
た
｡
Ⅱ
区
に
お
い
で
は
そ
の
湧
き
水
が

集
ま
っ
て
流
れ
､
形
成
し
た
小
段
正
の
跡
も
み
つ
か

っ
て
い
ま
す
｡
遺
構
と
し
て
は
､
縄
文
時
代
早
期
の

薬
石
､
陥
し
穴
､
前
期
初
め
の
小
竪
穴
'
平
安
時
代

の
住
居
跡
1
軒
な
ど
が
見
つ
か
り
､
Ⅱ
区
の
小
段
丘

下
で
は
､
当
時
こ
こ
が
ゴ
ミ
捨
て
場
と
在
っ
て
い
た

の
か
､
中
期
初
め
の
土
器
と
と
も
に
滑
石
製
の
耳
飾

り
や
ペ
ン
ダ
ン
ト
の
未
製
品
･
製
品
が
た
-
さ
ん
出

て
き
ま
し
た
｡

こ
の
よ
う
に
A
地
区
と
B
地
区
で
は
同
じ
縄
文
時

代
で
も
年
代
が
違
っ
た
も
の
が
で
で
き
て
い
る
の
は
､

B
地
区
の
ほ
う
が
古
い
も
の
が
多
く
へ
A
地
区
は
ど

ち
ら
か
と
い
え
ば
新
し
く
在
る
こ
と
か
ら
'
最
初
は

山
際
の
ほ
う
に
住
ん
で
い
て
､
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
と

下
へ
降
り
て
来
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
と
思
い

ま
す
｡
こ
れ
は
､
も
し
か
し
た
ら
木
崎
湖
の
変
化
に

も
関
係
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
､
今
の
と
こ
ろ

そ
の
関
係
に
つ
い
て
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
｡

さ
て
'
A
･
B
地
区
ど
ち
ら
に
も
関
係
す
る
一
津

遺
跡
の
特
徴
は
､
玉
作
り
を
や
っ
て
い
た
遺
跡
た
と

い
う
こ
と
で
す
｡
B
地
区
で
は
､
滑
石
を
主
に
わ
ず

か
な
が
ら
と
ス
イ
を
取
り
入
れ
玉
作
り
を
行
な
い
､

A
地
区
に
お
い
で
は
､
滑
石
､
ヒ
ス
イ
同
じ
よ
う
を

比
率
で
玉
作
り
を
行
っ
て
い
た
よ
う
で
す
｡
B
地
区

で
は
､
ゴ
ミ
捨
て
場
の
よ
う
な
状
態
の
場
所
か
ら
出

て
き
た
の
で
､
そ
の
加
工
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し

を
い
点
が
多
い
の
で
す
が
､
A
地
区
で
は
'
ビ
ス
イ

･
滑
石
の
原
石
･
割
っ
た
ク
ズ
･
未
製
品
な
ど
と
と

も
に
ハ
ン
マ
ー
や
砥
石
が
出
て
き
て
い
る
の
で
､
玉

作
り
の
ほ
ぼ
七
つ
道
具
は
そ
ろ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
'
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吊り手土器の出た配石基(石の右側のとこから出てきた)
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玉
作
り
工
房
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
実
に
い
え
る
の
だ

と
思
い
ま
す
｡

一
津
追
跡
は
'
長
野
県
下
で
は
ヒ
ス
イ
工
房
関
係

遺
跡
と
し
て
最
初
の
出
土
例
で
す
｡
ヒ
ス
イ
加
工
と

い
え
ば
日
本
海
側
の
糸
魚
川
周
辺
に
限
ら
れ
て
い
ま

し
た
が
､
内
陸
で
こ
れ
が
発
見
さ
れ
た
惹
義
は
大
き

い
も
の
で
す
｡
今
ま
で
は
'
日
本
海
側
の
人
々
が
ヒ

ス
イ
を
狛
占
的
に
加
工
を
行
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思

わ
れ
て
い
ま
し
た
が
､
水
系
を
異
に
す
る
こ
の
遺
跡

が
こ
こ
に
加
お
っ
た
お
け
で
､
今
後
の
ヒ
ス
イ
流
通

を
考
え
る
う
え
に
お
い
で
は
重
要
左
位
置
を
し
め
る

も
の
と
思
い
ま
す
｡

一
津
遺
跡
は
､
日
本
海
と
太
平
洋
を
結
ぶ
一
ル
ー

ト
上
に
あ
る
こ
と
か
ら
栄
え
た
追
跡
で
､
両
者
の
交

流
物
を
交
互
に
送
り
出
し
て
い
た
流
通
セ
ン
タ
ー
的

を
役
割
を
は
た
し
て
い
た
遺
跡
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
｡

今
後
'
資
料
整
理
の
進
行
に
応
じ
て
'
同
じ
ょ
う
を

遺
跡
と
の
比
較
検
討
が
必
要
で
あ
り
､
そ
れ
が
当
時

の
流
通
を
知
る
上
で
の
課
題
と
考
え
ま
す
｡

器土辛吊

最
後
に
､
最
近
復
元
で
き
た
土
器
と
B
地
区
で
出

て
来
た
陥
し
穴
を
紹
介
し
て
お
き
ま
す
｡

上
の
写
真
は
､
A
地
区
の
配
石
基
の
樺
か
ら
､
バ

ラ
バ
ラ
に
在
っ
て
い
ま
し
た
が
ま
と
ま
っ
て
出
て
き

た
吊
り
手
土
器
と
呼
ば
れ
る
土
器
で
す
｡
吊
り
手
土

器
に
は
､
器
の
部
分
が
浅
い
も
の
と
深
い
も
の
が
あ

り
､
浅
い
も
の
は
数
多
-
発
見
例
が
あ
り
ま
す
が
､

深
い
も
の
は
中
信
地
区
で
三
例
ぐ
ら
い
し
か
を
-
､

珍
し
い
も
の
で
す
｡
吊
り
手
の
付
-
土
器
は
た
い
た

い
の
場
合
一
群
遺
跡
で
も
数
が
少
を
-
､
器
の
浅
い

も
の
は
神
の
火
を
灯
す
土
器
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
｡

し
か
し
'
深
い
も
の
に
つ
い
て
は
今
ま
で
数
も
少
を

い
こ
と
も
あ
り
､
何
の
た
め
の
も
の
か
は
不
明
で
し

た
｡
器
の
部
分
を
観
察
し
て
み
る
と
外
側
に
は
ス
ス

が
付
き
､
内
側
に
は
オ
コ
ゲ
が
残
っ
て
い
ま
す
｡
ど

う
も
煮
た
き
に
使
っ
た
も
の
ら
し
く
､
浅
い
も
の
の

ほ
う
が
古
く
か
ら
あ
る
こ
と
か
ら
'
神
の
火
を
灯
す

道
具
の
吊
り
手
が
､
深
い
器
に
付
い
た
､
神
に
供
え

る
も
の
を
煮
た
き
し
た
土
器
だ
と
思
わ
れ
ま
す
｡
こ

の
土
器
が
お
墓
の
配
石
の
横
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

は
､
こ
の
お
墓
が
神
の
祭
に
関
係
し
た
人
を
葬
っ
て

あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
｡

下
の
写
真
は
､
B
地
区
の
Ⅱ
区
で
発
見
さ
れ
た
陥

し
穴
で
す
｡
こ
れ
は
､
湧
水
の
集
ま
っ
た
流
れ
が
形

成
し
た
小
段
丘
の
す
ぐ
上
に
あ
り
､
ど
う
も
湧
水
の

水
を
飲
み
に
来
る
動
物
を
捕
え
る
た
め
に
掘
っ
た
も

の
で
す
｡
陥
し
穴
の
底
に
は
小
さ
い
穴
が
あ
い
て
い

ま
す
が
､
こ
れ
は
先
を
尖
ら
せ
た
杭
を
尖
っ
た
部
分

を
上
に
し
て
立
て
た
穴
で
､
確
実
に
獲
物
を
捕
え
る

た
め
の
も
の
で
し
た
｡
こ
の
よ
う
に
自
然
の
条
件
と

陥
し
穴
が
そ
ろ
っ
て
見
つ
か
る
こ
と
も
珍
し
い
こ
と

で
､
狩
り
の
方
法
の
一
端
を
私
達
に
教
え
て
く
れ
ま

し

た

｡

　

　

　

　

　

　

(

大

町

市

教

育

委

員

会

)
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博
物
館
だ
よ
り

平
成
元
年
度
の
企
画
展
開
催
予
定

来
年
度
の
企
画
展
案
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
｡
ど
う

ぞ
ご
来
館
-
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
｡
開
催
期
間
を
ど
の
変
更
は
､
本
紙
上
で
そ
の
都

度
お
知
ら
せ
し
ま
す
｡

｢
世
界
の
山
-
風
見
武
秀
山
岳
写
真
展
I
L

期
間
　
4
月
2
3
日
㈲
1
5
月
2
1
日
㈲

山
岳
写
真
家
･
風
見
武
秀
氏
の
撮
影
し
た
秀
作
カ

ラ
ー
写
真
約
0
0
点
を
展
示
｡
　
　
　
(
通
常
料
金
)

〇
番
の
草
花
と
山
菜
展
｣

期
間
　
5
月
2
8
日
㈲
～
6
月
4
日
㈲

恒
例
の
企
画
展
｡
鉢
植
え
約
二
〇
〇
点
へ
野
の
花

の
生
け
花
約
0
0
点
を
展
示
｡
　
　
　
(
入
場
無
料
)

｢
動
物
写
生
画
展
｣期

間
　
6
月
1
8
日
㈲
1
6
月
2
5
日
㈲

5
月
1
日
に
大
町
市
の
小
中
学
生
を
主
を
対
象
に

開
か
れ
る
『
春
の
写
生
大
会
』
で
寄
せ
ら
れ
る
全
作

品

を

展

示

す

る

｡

　

　

　

　

　

　

　

(

入

場

無

料

)

1
日
本
板
画
院
支
部
属
し

期
間
　
1
月
2
日
㈲
～
1
月
9
日
㈲

長
野
支
部
会
員
作
品
5
0
点
を
展
示
｡
(
入
場
無
料
)

｢
日
本
山
岳
画
協
会
展
｣

期
間
　
1
月
2
3
日
㈲
-
8
月
2
7
日
㈲

協
会
会
員
作
品
約
5
0
点
を
展
示
｡
(
通
常
料
金
)

｢
秋
の
草
花
と
キ
ノ
コ
展
｣

期
間
　
9
月
0
0
日
㈲
-
1
0
月
2
日
㈲

恒
例
の
企
画
展
｡
野
の
花
の
鉢
植
え
二
〇
〇
占
∵

生
け
花
0
0
点
へ
キ
ノ
コ
の
液
汝
と
生
の
標
本
各
7
0
点

を
展
示
｡
1
 
0
月
1
日
間
に
は
キ
ノ
コ
鑑
定
会
も
予
定

し
て
い
る
｡
　
　
　
(
展
示
･
鑑
定
会
と
も
無
料
)

｢
夏
期
大
学
収
蔵
品
展
｣

期
間
　
1
0
月
2
9
日
㈲
～
日
月
1
 
2
日
㈲

木
崎
湖
畔
の
高
台
に
講
堂
を
も
つ
信
濃
木
崎
夏
期

大
学
は
'
大
正
6
年
の
開
講
以
来
第
一
線
の
講
師
陣

に
よ
る
広
経
国
に
わ
た
る
講
話
を
軸
に
'
独
特
の
教

育
活
動
の
伝
統
を
守
り
続
け
て
い
ま
す
｡
本
展
で
は
､

歴
代
講
師
の
色
紙
や
各
種
の
収
蔵
資
料
を
展
示
し
て
､

夏
期
大
学
の
夢
み
を
た
ど
り
ま
す
｡

(
通
常
料
金
)

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
の
お
知
ら
せ
㈲

次
の
巻
号
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
が
あ
り
ま
す
｡
内

容
は
主
を
も
の
の
紹
介
で
す
が
､
ご
了
承
く
だ
さ
い
｡

第
2
7
巻
第
_
 
2
号
(
昭
和
5
7
年
1
 
2
月
)

大
町
の
人
び
と
と
私

小
島
壁
太
郎

カ

ワ

シ

ン

ジ

ュ

ガ

イ

正
月
行
事

第
2
8
巻
第
-
早
(
昭
和
5
8
年
1
月
)

爺
ケ
岳
冷
尾
根

仁
科
神
明
宮
の
標
札

第
2
8
巻
第
2
号
(
昭
和
5
8
年
2
月
)

木
曽
の
柚

大
町
ス
キ
ー
場
の
ロ
ー
ム
層

第
2
8
巻
第
3
号
(
昭
和
5
8
年
3
月
)

松
崎
紙
の
歴
史
と
技
術

第
2
8
巻
第
5
号
(
昭
和
5
8
年
5
月
)

藤
田
　
敬

荒
井
全
室

大
町
山
の
会

上
条
為
人

生
駒
勘
七

平
林
照
雄

臼
井
　
潤

第
2
8
巻
第
8
号
(
昭
和
5
8
年
8
月
)

野
草
シ
リ
ー
ズ
　
秋
の
草
花
　
　
　
保
革
裕
之

大
町
市
の
フ
ロ
ラ
に
新
し
く
加
わ
っ
た
植
物

吉
沢
　
健

第
2
8
巻
第
_
 
0
号
(
昭
和
5
8
年
1
0
月
)

山
の
恩
人
･
武
田
久
喜
博
士
　
　
　
山
崎
安
治

ヤ
マ
コ

こ
と
れ
ざ
歳
時
記
　
山
香
と
味
噌
汁
は

当

っ

た

こ

と

が

な

い

　

　

　

　

　

青

木

　

治

第
2
8
巻
第
日
号
(
昭
和
5
8
年
日
月
)

飼
育
ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
産
卵
と
抱
卵
　
宮
野
典
夫

こ
と
わ
ざ
歳
時
記
　
南
盛
っ
た
が
､
北
窓
あ
い
た

カ
カ娩

さ
天
気
だ
稲
刈
ら
ず
(
刈
ろ
う
)
青
木
　
治

第
2
8
巻
第
_
 
2
号
(
昭
和
5
8
年
1
 
2
月
)

市
町
村
制
と
居
住
地
呼
称
か
ら
み
た

大
町
の
移
り
変
わ
り
　
　
　
　
　
大
日
方
健

第
2
9
巻
第
1
号
(
昭
和
弱
年
1
月
)

松

本

盆

地

の

風

　

　

　

　

　

　

　

袖

山

隼

雄

こ
と
わ
ざ
歳
時
記
　
嫁
の
小
さ
い
の
は

第
2
9
巻
第
1
号
(
昭
和
5
9
年
1
月
)

動
物
を
追
っ
て

木
崎
湖
の
漁
労
今
昔

第
2
9
巻
第
8
号
(
昭
和
5
0
年
8
月
)

青
少
年
と
山

日
本
最
古
の
岩
石

第
2
9
巻
第
9
号
(
昭
和
5
9
年
9
月
)

姥
頼
経
記

万
葉
の
人
と
植
物
用

第
2
9
巻
第
_
 
0
号
(
昭
和
5
0
年
1
0
月
)

大
町
の
古
代
人
の
生
活

万
葉
の
人
と
植
物
㈲

第
2
9
巻
第
日
号
(
昭
和
的
年
日
月
)

山
の
文
学
者
　
深
田
久
弥
さ
ん

カ
モ
シ
カ
の
角
と
年
齢

第
2
9
巻
第
1
 
2
号
(
昭
和
粥
年
1
 
2
月
)

ノ
ル
ウ
ェ
ー
極
地
研
究
所

た

お
焚
き
上
げ

飯
島
正
広

西
沢
春
夫

高
橋
伸
行

木
船
　
清

内
藤
　
聡

丸
山
利
雄

篠
崎
健
一
郎

丸
山
利
雄

丸
山
　
彰

三
浦
憤
悟

太
田
昌
秀

臼
井
　
潤

遠
圭
か
り
て
大
い
在
る
峯
あ
り
-
古
い
山
の
人
へ

中
村
清
太
郎
の
こ
と
-
　
　
　
　
中
村
涼
三

山

菜

の

季

節

に

　

　

　

　

　

　

　

　

清

沢

由

之

第
2
8
巻
第
7
号
(
昭
和
5
 
8
年
7
月
)

農
具
川
に
よ
る
大
町
市
の
開
発
-
古
代
･
中
世
を

三
代
の
不
作

第
2
9
巻
第
2
号
(
昭
和
5
9
年
2
月
)

播
隆
上
人
修
行
場
跡
を
訪
ね
て

り
カ
サ
ギ
の
穴
釣
り

第
2
9
巻
第
3
号
(
昭
和
5
9
年
3
月
)

登

山

ア

･

ラ

･

カ

ル

ト

春
を
迎
え
る
野
ネ
ズ
ミ
た
ち

第
2
9
巻
第
4
号
(
昭
和
5
0
年
4
月
)

信
越
文
化
の
交
流
-
千
国
街
道
を

仲
立
ち
と
し
て
-

第
2
9
巻
第
5
号
(
昭
和
5
0
年
5
月
)

現
状
レ
ポ
　
微
生
物
の
分
類
大
系

第
2
9
巻
第
6
号
(
昭
和
弱
年
6
月
)

西
正
院
の
大
姥
尊
像

青
木
　
治

穂
苅
貞
雄

長
沢
正
彦

福
与
邦
夫

小
林
草
生

(
次
回
に
つ
づ
-
)

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
の
請
求
方
法

右
記
に
ご
希
望
の
も
の
が
あ
り
ま
し
た
､
ら
､
一
部

恥
円
で
お
わ
け
し
ま
す
｡
巻
号
と
部
数
を
明
記
の
う

え
､
現
金
書
留
か
口
座
振
替
で
大
町
山
岳
博
物
館
苑

ご
送
金
く
だ
さ
い
｡
着
信
次
弟
お
送
り
し
ま
す
｡
(
送

料
当
方
負
担
)
品
切
れ
の
折
は
最
新
号
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
｡
振
替
の
場
合
､
口
座
番
号
は
長
野
四
-
一

三
二
九
三
で
す
｡

田
中
欣
一

丸
山
　
晃

遠
藤
和
子

軸
に
し
て
-

小
六
喜
一

野
草
シ
リ
ー
ズ
　
野
の
花
-
薬
草
･
毒
草
-

保
尊
裕
之

山

と

博

物

館

第

3

4

巻

第

3

号

一
九
八
九
年
三
月
二
十
五
日
発
行

発
行
所
　
長
野
県
大
町
市
　
T
E
L
8
二
二

大

　

町

　

山

　

岳

　

博

　

物

　

館

印
刷
所
　
長
野
県
大
町
市
懐
町

大
　
糸
　
タ
　
イ
　
ム
　
ス
　
印
刷
部

定
　
価
　
年
額
一
'
二
〇
〇
円
(
送
料
共
)
(
切
手
不
可
)

郵
便
振
替
口
堅
番
号
へ
長
野
四
-
一
三
二
九
三
)


