
　
　

・
中
学
校
の
歴
史
の
教
科
書
な
ど
で
、

　
　

日
本
の
歴
史
の
始
ま
り
で
あ
る
と
い

わ
れ
る
旧
石
器
時
代
か
ら
、
土
器
の
使
用

が
始
ま
っ
た
縄
文
時
代
、
水
田
に
よ
る
稲

作
が
始
ま
っ
た
弥
生
時
代
と
続
い
た
後
は
、

古
墳
・
奈
良
・
平
安
時
代
と
学
ん
だ
の
を

覚
え
て
い
る
方
も
多
い
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
本
州
で
水
田
に
よ
る
稲
作
が

始
ま
り
弥
生
時
代
に
移
り
変
わ
る
頃
、
北

海
道
で
は
縄
文
時
代
と
同
じ
よ
う
な
狩

猟
・
採
集
の
暮
ら
し
が
続
い
て
い
ま
し
た
。

小

西
区
は
遺
跡
が
多
い
？

弥
生
時
代
が
な
い
？

　
　

下
の
図
は
、
明
治
時
代
に
札
幌
史

　
　

学
会
な
ど
で
活
躍
し
た
高た

か

畑ば
た
け

宜よ
し

一か
ず

氏

に
よ
っ
て
作
製
さ
れ
た
「
旧
琴
似
川
流
域

の
竪
穴
住
居
跡
分
布
図
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
も
の
で
す
。
中
央
区
の
都
心
部
な
ど
か

ら
北
区
麻
生
付
近
ま
で
に
あ
っ
た
擦
文
時

代
の
竪
穴
住
居
の
埋
ま
り
き
っ
て
い
な
い

本州の時代区分 年代 北海道の時代区分※

旧石器時代 2~30000
年前

9000 年前

6000 年前

5000 年前

4000 年前

3000 年前

2300 年前

1300 年前

800 年前

旧石器時代

縄
文
時
代

草創期

縄
文
時
代

草創期

早　期 早　期

前　期 前　期

中　期 中　期

後　期 後　期

晩　期 晩　期

弥生時代 続
縄
文
時
代

古墳時代 オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
期

飛鳥時代

奈良時代 擦
文
時
代

平安時代

鎌倉時代

アイヌ

文化期

室町時代

安土・桃山時代

江戸時代

※ 北海道の時代区分は、考古学における一般的
な時代区分を示しています。

約
720
カ
所
の
く
ぼ
み
を
記
録
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
地
図
を
見
る
と
、
現
在
の
八
軒
・

二
十
四
軒
付
近
に
多
く
の
竪
穴
住
居
の
く

ぼ
み
が
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
の

辺
り
は
、
西
区
付
近
を
流
れ
て
い
た
川
に

た
く
さ
ん
の
サ
ケ
類
が
の
ぼ
り
、
土
地
が

豊
か
な
た
め
、
昔
か
ら
多
く
の
人
が
生
活

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
西
区

に
は
、
ま
だ
発
掘
さ
れ
て
い
な
い
遺
跡
が

数
多
く
存
在
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

内
容
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

西
区
総
務
企
画
課
広
聴
係
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西
区
の
歴
史
と
い
え
ば
屯
田
兵
を
思
い
浮
か
べ
る
人
が
多
い
で
し
ょ
う
が
、
西
区
の

地
に
人
が
住
み
始
め
た
の
は
遠
い
昔
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。

　

大
昔
の
人
々
が
生
活
し
て
い
た
住
居
や
お
墓
な
ど
を
遺
跡
と
い
い
、
土
器
や
石
器
な

ど
の
道
具
類
を
遺
物
と
い
っ
て
、
歴
史
の
謎
を
解
く
貴
重
な
資
料
と
な
り
ま
す
。

　

今
月
は
西
区
か
ら
発
掘
さ
れ
た
３
つ
の
遺
跡
を
紹
介
し
ま
す
の
で
、
は
る
か
昔
の
歴

史
に
触
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。

【旧琴似川流域の竪穴住居跡分布図】（一部抜粋）【旧琴似川流域の竪穴住居跡分布図】（一部抜粋）
　　黒い点が竪穴住居のくぼみを記したもの。黒い点が竪穴住居のくぼみを記したもの。

N

そ
の
た
め
、
縄
文
時
代
が
続
い
て
い
た
と

い
う
意
味
で
、
続
縄
文
時
代
と
名
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
北
海
道
に
は
弥

生
時
代
が
な
い
の
で
す
。

　

北
海
道
で
水
田
に
よ
る
稲
作
が
行
わ
れ

な
か
っ
た
の
は
、
寒
さ
の
た
め
に
適
し
て

い
な
か
っ
た
と
い
う
説
や
、
狩
猟
の
獲
物

や
山
菜
・
木
の
実
が
豊
富
で
あ
っ
た
た
め
、

わ
ざ
わ
ざ
手
間
の
か
か
る
稲
作
を
行
う
必

要
が
な
か
っ
た
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
本
州
が
奈
良
時
代
に
な
る
頃
か

ら
、
北
海
道
で
は
か
ま
ど
付
き
の
竪
穴
住

居
に
住
み
、
石
器
で
は
な
く
鉄
製
の
道
具

を
使
う
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
土

器
の
形
状
や
文
様
も
変
化
し
、
表
面
を
木

の
ヘ
ラ
な
ど
で
擦
っ
た
跡
が
特
徴
的
な
土

器
を
使
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
代

は
擦さ

つ

文も
ん

時
代
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
擦
文

時
代
は
鎌
倉
時
代
の
初
め
頃
ま
で
続
き
ま

し
た
。

現在の西区付近（拡大図）

（所蔵）札幌市埋蔵文化財センター
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