
貝
塚
が
物
語
る

千
葉
と
い
う
大
都
市

や
が
て
、
温
暖
化
が
進
み
、

極
地
や
高
地
の
氷
河
が
溶
け
出

し
て
海
面
が
上
昇
す
る
と
、
今

度
は
丸
木
船
に
乗
っ
て
人
々
が

や
っ
て
き
た
。
縄
文
時
代
の
始

ま
り
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る

土
器
の
製
作
は
世
界
で
も
最
古

の
部
類
に
は
い
り
、
類
似
す

る
も
の
は
朝
鮮
半
島
や
沿
海

州
か
ら
も
発
見
さ
れ
て
い
る
。

日
本
が
島
に
な
ろ
う
と
す
る

1
万
２
、３
千
年
前
の
頃
の
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
時
代
を
縄
文

時
代
草
創
期
と
呼
び
、
県
内
か

ら
も
多
く
の
遺
跡
が
発
見
さ
れ

て
い
る
。
特
に
富
里
・
芝
山
地

域
に
は
撚よ

り

糸い
と

文も
ん

系
土
器
群
と
呼

ば
れ
る
独
特
の
土
器
を
製
作
し

た
遺
跡
が
多
い
。
世
界
中
か
ら

人
々
が
や
っ
て
く
る
成
田
空
港

の
滑
走
路
下
に
は
、
土
器
を
作

り
、
狩
り
を
し
、
森
の
恵
み
を

受
け
て
生
活
し
て
い
た
人
々
の

営
み
が
あ
っ
た
の
だ
。

温
暖
化
が
ピ
ー
ク
と
な
る
縄

文
時
代
前
期
（
約
７
千
年
前
）

に
は
東
京
湾
岸
に
貝
塚
が
形
成

さ
れ
は
じ
め
、
続
く
中
期
・
後

期
（
約
4
千
5
百
年
〜
3
千
年

前
）
に
な
る
と
日
本
有
数
の
貝

繰
り
返
さ
れ
て
き
た
興
亡
の
末

に
歴
史
の
舞
台
へ
と
上
が
っ
て

き
た
の
で
あ
る
。

連
載
を
書
く
に
あ
た
り
、
私

は
再
び
千
葉
の
地
を
歩
い
て
み

た
。
千
葉
県
は
や
は
り
広
い
。

北
と
南
で
は
地
形
も
異
な
り
内

陸
と
海
岸
部
と
で
は
気
候
も
異

な
る
。
歩
い
て
み
て
気
が
つ
く

こ
と
だ
が
、
ど
こ
も
豊
か
だ
。

一
見
単
調
に
見
え
る
丘
陵
地
帯

も
起
伏
が
た
お
や
か
で
美
し
い
。

谷
戸
に
は
瑞
々
し
い
川
が
流
れ

て
田
を
潤
し
て
い
る
。
太
古
よ

り
人
が
住
み
つ
き
開
墾
さ
れ
て

き
た
理
由
が
よ
く
分
か
る
。
後

に
江
戸
前
と
呼
ば
れ
る
湾
岸
に

は
豊
か
な
漁
場
が
広
が
り
、
太

平
洋
に
は
黒
潮
流
れ
る
大
漁
場

が
あ
る
。
当
然
の
よ
う
に
土
地

や
漁
場
を
め
ぐ
っ
て
の
争
い
も

あ
っ
た
。
連
載
の
主
人
公
千
葉

介
常
胤
の
四
十
数
年
間
に
わ
た

る
辛
苦
は
そ
の
一
端
で
も
あ
る
。

古
い
歴
史
を
持
ち
群
雄
が
活
躍

し
て
い
た
土
地
「
千
葉
」。

歴
史
と
い
う
時
間
の
積
み
重

ね
の
中
で
、
彼
ら
の
生
き
様
は

現
代
に
生
き
る
私
た
ち
に
大
き

な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
た
。
な

か
で
も
千
葉
介
常
胤
は
武
士
政

権
の
誕
生
に
大
き
く
貢
献
し
、

千
葉
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
を
最
初
に
育
ん
だ
人
と
し
て
、

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
人
な
の
で

あ
る
。

塚
地
帯
に
成
長
し
た
。
県
民
な

ら
誰
で
も
知
っ
て
い
る
加
曽
利

貝
塚
は
、
こ
の
時
代
の
遺
跡
で

あ
る
。
貝
塚
が
多
い
理
由
は
、

貝
が
棲
息
す
る
干
潟
や
汽
水
域

に
恵
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
、
私

に
も
小
学
生
の
頃
に
浦
安
で
潮

干
狩
り
を
し
た
想
い
出
が
あ
る
。

貝
塚
か
ら
出
土
す
る
大
量
の
貝

殻
は
集
落
の
人
達
だ
け
で
食
べ

て
い
た
の
で
は
な
く
、
干
貝
に

加
工
さ
れ
、
干
魚
や
塩
、
そ
れ

に
海
藻
な
ど
と
共
に
内
陸
部

の
産
物
と
交
換
さ
れ
た
こ
と
を

暗
示
し
て
い
る
。
新
潟
県
糸
魚

川
だ
け
に
産
出
す
る
ヒ
ス
イ
や
、

県
外
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
黒
曜

石
の
出
土
は
そ
の
証
で
も
あ
る
。

貝
塚
に
つ
い
て
は
想
い
出
が

あ
っ
て
、
私
が
初
め
て
人
骨
と

対
面
し
た
の
は
千
葉
の
貝
塚
だ

っ
た
。
高
校
2
年
生
の
冬
、
松

戸
市
中な

か

峠び
ょ
う

貝
塚
で
の
こ
と
で
あ

る
。
住
居
の
床
面
を
掘
っ
て

い
た
時
、
貝
層
の
下
か
ら
小

さ
な
骨
が
コ
ロ
コ
ロ
と
出
て
き

た
。
気
に
せ
ず
掘
り
出
し
て
い

た
の
だ
が
、
踵
と
す
ね
が
出
て

き
て
「
足
の
甲
だ
」
と
気
が
付

い
た
。
し
ば
ら
く
し
て
骨
盤
が

出
て
き
た
の
で
女
性
で
あ
る
こ

と
が
分
か
っ
た
。
彼
女
は
赤
土

の
固
ま
り
を
抱
い
て
座
っ
て
い

た
。
感
動
は
や
が
て
や
っ
て
き

た
。
徐
々
に
現
れ
た
前
歯
が
ピ

ン
ク
色
に
透
き
通
っ
て
い
た
の

だ
。
居
合
わ
せ
た
誰
も
が
、
こ

の
女
性
を
「
美
人
だ
」
と
思
っ

た
瞬
間
だ
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の

美
女
の
歯
は
４
５
０
０
年
後
の

太
陽
の
光
に
さ
ら
さ
れ
、
数
分

後
に
石
灰
色
に
変
色
し
て
し
ま

っ
た
。
こ
の
出
会
い
の
お
陰
で

私
は
人
骨
を
見
て
も
動
じ
な
く

な
っ
た
上
、
貝
塚
が
単
な
る
ゴ

ミ
捨
て
場
で
は
な
い
こ
と
を
身

を
も
っ
て
理
解
し
た
の
だ
っ
た
。

豊
か
さ
が
育
ん
だ

大
豪
族
の
力

や
が
て
、
水
耕
稲
作
の
技
術

が
千
葉
に
も
伝
わ
り
弥
生
時
代

と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
大
き
な

エ
ポ
ッ
ク
は
同
時
代
の
延
長
と

も
い
う
べ
き
古
墳
時
代
に
、
東

京
湾
岸
部
と
内
陸
部
に
大
規
模

な
古
墳
群
が
出
現
し
た
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
数
は
1
万
を
超
え

兵
庫
県
に
つ
ぐ
国
内
第
二
位
を

誇
り
、
前
方
後
円
墳
に
限
れ
ば

御
本
家
の
奈
良
県
を
軽
く
抜
い

て
第
一
位
と
い
う
多
さ
で
あ
る
。

一
例
を
示
そ
う
。
山
武
郡
に

あ
る
芝
山
古
墳
群
は
国

く
に
の

造み
や
つ
こ

級
の

大
豪
族
が
こ
の
地
に
い
た
こ
と

を
表
し
て
い
る
。
殿
塚
・
姫
塚

か
ら
出
土
し
た
埴は

に

輪わ

は
端
正
な

顔
立
ち
と
し
っ
か
り
と
し
た
造

り
が
特
徴
だ
。
豊
か
な
文
化
が

こ
の
地
に
育
ま
れ
て
い
た
証
拠

で
も
あ
る
。
読
者
も
帽
子
を
被

っ
た
髭
の
武
人
、
馬
具
を
つ
け

た
馬
、
ひ
ざ
ま
ず
く
人
の
埴
輪

を
写
真
で
見
た
こ
と
が
あ
る
だ

ろ
う
。
副
葬
品
の
鉄
剣
や
甲
冑

等
の
武
具
、
轡く

つ
わ
や
鞍
な
ど
の
馬

具
は
被
葬
者
が
武
人
で
あ
っ

た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
だ
が
、

こ
の
人
は
開
発
者
の
面
も
持
ち

合
わ
せ
て
い
た
は
ず
で
、
同
時

代
に
多
く
造
ら
れ
た
鉄
製
農
具

は
荒
れ
地
を
開
墾
し
、
水
を
引

き
水
田
を
広
げ
て
い
く
強
力
な

武
器
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
房

総
半
島
の
各
地
で
古
代
の
開
発

は
進
ん
だ
。
こ
れ
ら
の
国
々
は

大
和
朝
廷
下
の
国
と
し
て
、
や

が
て
奈
良
・
平
安
の
律
令
制
下

に
お
か
れ
た
。
大
豪
族
は
郡
司

と
し
て
国
司
の
下
に
置
か
れ
た

が
、
後
に
彼
ら
の
多
く
が
武
士

化
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
以
外
に

中
央
か
ら
来
た
役
人
（
貴
族
）

が
土
着
し
開
発
農
場
主
と
な
り
、

こ
れ
ら
も
や
が
て
武
士
化
し
た
。

中
で
も
高
位
の
者
は
血
統
の
優

位
性
で
他
の
豪
族
を
次
々
と
取

り
込
み
武
士
団
を
形
成
し
て
い

く
の
だ
が
、
こ
れ
が
坂
東
に
お

け
る
武
門
平
氏
や
源
氏
の
始
ま

り
で
あ
る
。
千
葉
県
も
そ
う
し

た
地
域
の
一
つ
で
、
常
胤
や
広

常
た
ち
は
あ
る
日
突
然
に
現
れ

た
の
で
は
な
く
、
長
い
年
月
に
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房
総
半
島
は
広
い
。し
か
も
起
伏
が
穏
や
か
で
温
暖
だ
。

日
本
列
島
に
人
が
住
み
着
い
た
約
3
万
5
千
年
前
、す
で
に
こ
の
半
島
を
生
活
の
舞
台
に
し
て
い
た
人
々

が
い
た
。彼
ら
旧
石
器
時
代
人
は
、
我
々
と
同
じ
新
人
に
属
し
、
石
で
槍
や
ナ
イ
フ
を
作
り
、
野
に
け
も

の
を
狩
り
、
川
に
魚
を
と
っ
て
い
た
。木
の
実
や
野
草
も
採
集
し
て
い
た
が
、
栽
培
の
技
術
は
ま
だ
無
かっ
た
。

日
本
の
旧
石
器
時
代
は
石
器
の
形
や
種
類
、
組
み
合
わ
せ
か
ら
推
測
す
る
と
、
シ
ベ
リ
ア
の
北
方
文
化
と

関
係
が
あ
る
よ
う
だ
。当
時
、
地
球
は
氷
河
期
で
千
葉
県
も
現
在
の
八
ヶ
岳
山
麓
と
ほ
ぼ
同
じ
気
候
や
植

物
相
で
あ
っ
た
。高
層
ビ
ル
が
建
ち
並
ぶ
千
葉
市
も
、
か
つ
て
は
針
葉
樹
の
生
い
茂
る
森
林
だっ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。彼
ら
の
生
活
址
は
関
東
ロ
ー
ム
層
、
い
わ
ゆ
る
赤
土
の
中
か
ら
発
見
さ
れ
、
そ
の
多
く
は
河
岸

段
丘
や
台
地
の
縁
、
沼
の
周
辺
な
ど
の
見
晴
ら
し
が
よ
く
水
の
あ
る
場
所
が
選
ば
れ
て
い
る
。日
本
全
体

の
人
口
が
1
万
人
に
満
た
な
い
頃
の
話
で
あ
る
。

７
回
目
は
千
葉
介
常
胤
に
つ
な
が
る
歴
史
の
お
さ
ら
い
を
、
私
の
体
験
談
も
含
め
て
話
し
た
い
と
思
う
。

「
房
総
」

を

生
ん
だ

地
⑦

千
葉
介
常
胤

千
葉
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
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