
            
 

北
海
道
に
は
弥
生
時
代
が
な
か
っ
た
と
い
う
話
を
す
る
と
驚
か
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
北
海
道
の
歴
史
が

本
州
と
決
定
的
に
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
こ
の
時
代
か
ら
で
す
。
日
本
列
島
は
、
縄
文
時
代
の
終
了
ま
で

は
、
多
様
な
生
活
文
化
が
同
時
に
併
存
し
て
い
た
社
会
、
現
代
風
に
言
え
ば
多
民
族
社
会
で
し
た
。
も
し
た

だ
一
個
の
条
件
―
イ
ネ
の
渡
来
―
が
な
か
っ
た
ら
、
こ
ん
に
ち
と
は
全
く
違
った
社
会
に
な
って
い
た
で
し
ょ
う
。

「
私
は
オ
ホ
ー
ツ
ク
人
で
す
」
と
い
う
人
が
北
海
道
の
沿
岸
に
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
で
す
し
、
公
用
語
も
ひ

と
つ
で
は
な
く
地
域
ご
と
に
異
な
る
言
語
が
使
わ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
ほ
ど
イ
ネ
の
到
来
は
強

烈
な
出
来
事
で
し
た
。 

イ
ネ
は
「
一
粒
万
倍
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
に
な
る
く
ら
い
実
り
が
多
く
、
そ
の
う
え
米
だ
け
で
食
べ
て
い
け
る

ほ
ど
栄
養
価
が
高
く
、
こ
の
こ
と
が
小
麦
を
主
体
と
し
た
西
洋
諸
国
に
比
べ
、
稲
作
を
中
心
と
し
た
ア
ジ
ア
諸

国
が
圧
倒
的
な
人
口
密
度
を
ほ
こ
っ
て
い
る
原
因
に
な
っ
て
い
ま
す
。
米
を
保
管
す
る
高
床
倉
庫
を
原
型
と
し

て
神
社
が
作
ら
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
当
時
の
日
本
人
に
と
っ
て
の
イ
ネ
に
対
す
る
信
仰
の
深
さ
が
わ
か
り

ま
す
。
稲
作
は
、
田
ん
ぼ
を
開
墾
す
る
土
木
技
術
や
そ
の
実
り
に
感
謝
を
さ
さ
げ
る
神
道
と
い
った
宗
教
文
化

と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
、
あ
っ
と
い
う
間
に
日
本
中
に
―
北
海
道
と
沖
縄
を
除
い
て
―
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
結

果
、
日
本
は
ロ
ー
ラ
ー
で
一
つ
文
化
に
地
な
ら
し
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
以
前
の
文
化
的
多
様
性
を
失
っ
た
ま

ま
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。 

イ
ネ
は
連
作
障
害

が
起
こ
ら
ず
、
し
た
が

っ
て
集
落
が
移
動
す
る

こ
と
な
く
持
続
的
に

発
展
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
り
、
「
ク
ニ
」
が
誕

生
し
ま
し
た
（
弥
生
時

代
）
。
や
が
て
大
小
の

ク
ニ
が
集
ま
り
、
大
和

朝
廷
が
誕
生
し
ま
す

（
古
墳
時
代
）
。
そ
の
後
、

天
皇
を
中
心
に
貴
族

が
支
配
す
る
時
代
（
奈

第
１
６
回
．
縄
文
以
降
の
日
本
～
北
海
道
の
歴
史
的
分
断 
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良
～
平
安
時
代
）
続
き
ま
す
が
、
や
が
て
そ
れ
以
前
の
統
治
機
構
を
一
変
さ
せ
る
革
命
が
お
き
ま
す
。
関
東

に
多
数
い
た
自
作
民
（
武
士
）
が
武
装
蜂
起
し
、
自
分
の
土
地
の
所
有
権
を
主
張
し
、
中
央
政
権
に
歯
向
い
ま

す
。
鎌
倉
幕
府
の
誕
生
に
つ
い
て
は
、
平
氏
・
源
氏
の
対
立
と
か
ら
め
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
実

情
と
し
て
は
鉄
器
の
普
及
に
よ
り
関
東
平
野
の
開
拓
が
可
能
と
な
り
、
実
力
を
つ
け
た
自
作
農
家
が
独
立
し

た
と
み
る
方
が
正
確
で
す
。 

一
“
所
”
懸
命
と
い
う
言
葉
は
文
字
通
り
、
自
分
が
開
墾
し
た
土
地
は
命
を
懸

け
て
も
守
る
と
い
う
自
作
農
家
の
気
概
が
あ
ふ
れ
た
言
葉
で
、
武
士
が
軍
人
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
農
家
で

あ
った
こ
と
が
端
的
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
分
で
開
墾
し
た
土
地
は
自
分
の
も
の
と
い
う
原
則
は
、
そ
の

後
幕
府
が
何
度
か
交
代
し
て
も
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
江
戸
時
代
、
幕
府
に
し
て
も
諸

藩
に
し
て
も
、
農
家
に
対
し
て
有
し
て
い
る
の
は
租
税
権
だ
け
で
あ
り
、
土
地
は
あ
く
ま
で
農
家
の
も
の
で
し

た
。
こ
の
点
は
、
貴
族
と
皇
帝
が
じ
か
に
そ
の
土
地
に
住
ん
で
い
る
農
奴
を
含
め
て
土
地
を
所
有
し
て
い
た
隣

国
の
ロ
シ
ア
と
は
対
照
的
で
す
。
お
米
の
取
れ
高
を
あ
ら
わ
す
石
高
が
藩
の
大
き
さ
を
示
す
単
位
に
用
い
ら
れ

て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
当
時
の
日
本
社
会
と
米
の
関
わ
り
の
強
さ
が
わ
か
り
ま
す
。 

一
方
、
北
海
道
と
沖
縄
は
気
候
的
制
約
に
よ
り
稲
作
が
普
及
せ
ず
、
狩
猟
・
採
集
・
漁
労
と
い
っ
た
縄
文
以

来
の
生
活
ス
タ
イ
ル
を
そ
の
後
も
大
き
く
変
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
本
州
の
弥
生
文
化
の
影
響
を

受
け
、
そ
れ
以
前
の
装
飾
性
の
強
い
土
器
は
作
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
（
続
縄
文
時
代
）
。
そ
の
後
和
人
と
の
交

易
も
盛
ん
に
な
り
、
鉄
器
が
普
及
す
る
と
石
器
は
姿
を
消
し
て
し
ま
い
ま
す
（擦
文
時
代
）
。
こ
の
間
、
オ
ホ
ー

ツ
ク
海
沿
岸
部
で
は
大
陸
か
ら
渡
っ
て
き
た
オ
ホ
ー
ツ
ク
人
が
漁
労
と
狩
猟
に
基
盤
を
置
く
北
方
系
の
オ
ホ

ー
ツ
ク
文
化
を
展
開
し
ま
す
。
当
時
の
北
海
道
は
南
と
北
の
文
化
の
併
存
す
る
国
際
的
な
表
情
を
の
ぞ
か
せ

て
い
ま
し
た
。
ア
イ
ヌ
時
代
に
な
る
と
和
人
が
本
格
的
に
北
海
道
の
支
配
に
乗
り
出
し
、
両
者
の
不
幸
な
出
会

い
に
つ
な
が
り
ま
す
。 
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～
ロ
ー
ラ
ー
が
か
か
ら
な
か
った
国
～ 

先
日
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
独
立
を
め
ぐ
る
住
民
投
票
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
い
て
違
和
感
を
持
った
読
者

も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
は
稲
作
の
普
及
と
い
う
ロ
ー
ラ
ー
で
ひ
と
つ
文
化
に
地
な
ら
し

さ
れ
た
国
で
す
。
対
照
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
こ
の
よ
う
な
経
験
は
な
く
、
小
麦
を
作
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を

主
食
に
し
た
り
、
牧
畜
・酪
農
が
中
心
の
地
域
も
あ
り
ま
す
。
結
果
、
古
代
の
文
化
的
多
様
性
を
現
在
も
色
濃
く
引
き
継
い

で
お
り
、
地
域
と
国
の
境
が
あ
い
ま
い
な
状
態
が
継
続
さ
れ
て
い
ま
す
。
歴
史
と
は
単
な
る
過
去
の
出
来
事
の
羅
列
で
は
な
く
、

現
在
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
繋
が
って
い
る
も
の
な
の
で
す
。
歴
史
的
背
景
を
知
れ
ば
も
っと
お
も
し
ろ
く
ニ
ュ
ー
ス
を
考
え
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。 

 


