
                             

                             

                             

■
の
び
の
び
と

し
た
酪
農
を

目
指
し
て 

開
拓
以
降
、
燕
麦
や
馬
鈴
薯

の
栽
培
か
ら
始
ま
っ
た
豊
富
町

で
酪
農
が
始
ま
っ
た
の
は
大
正

四
年
か
ら
だ
そ
う
で
す
。
戦
後

に
畑
作
か
ら
酪
農
へ
の
転
換
が

進
め
ら
れ
る
中
で
、
昭
和
三
十

一
年
に
は
集
約
酪
農
地
域
の
指

定
を
受
け
る
な
ど
、
酪
農
を
農

業
の
基
幹
と
す
る
目
標
を
定
め

た
長
期
計
画
を
進
め
、
同
四
十

七
年
に
は
念
願
だ
っ
た
乳
牛
一

万
頭
を
突
破
し
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
酪
農
近
代
化
事
業

に
よ
っ
て
施
設
の
拡
充
、
規
模

の
拡
大
化
が
進
み
、
飼
育
技
術

の
向
上
な
ど
に
よ
っ
て
搾
乳
量

も
増
加
し
、
今
で
は
「
酪
農
の

ま
ち
」
と
し
て
豊
富
の
産
業
を

支
え
て
い
ま
す
。 

私
の
父
は
、
も
と
も
と
兵
庫

県
で
牛
乳
の
共
同
購
入
活
動
を

し
て
い
て
、
食
の
安
全
、
安
心

を
追
求
し
て
い
く
う
ち
に
、
自

分
で
牛
を
育
て
る
と
こ
ろ
か
ら

始
め
る
し
か
な
い
と
、
自
給
自

足
の
生
活
を
決
意
し
、
兵
庫
県

の
山
奥
に
移
り
住
ん
で
生
活
を

始
め
ま
し
た
。
そ
う
し
て
一
家

で
の
酪
農
を
中
心
と
し
た
自
給

自
足
生
活
が
進
ん
で
い
く
中
で
、

も
っ
と
広
い
場
所
で
放
牧
に
よ

る
酪
農
が
し
た
い
と
思
う
よ
う

に
な
り
、
放
牧
が
で
き
て
気
候

も
酪
農
に
適
し
て
い
る
豊
富
町

へ
と
移
住
し
て
き
ま
し
た
。
そ

れ
が
今
か
ら
三
十
年
前
、
引
っ

越
し
た
先
は
何
も
な
い
原
野
。

最
初
は
家
も
な
か
っ
た
の
で
、

ド
ラ
ム
缶
風
呂
、
テ
ン
ト
で
の

生
活
で
し
た
。
そ
こ
に
牛
舎
や

住
宅
を
地
域
の
方
の
協
力
を
得

て
自
分
た
ち
の
手
で
建
て
た
そ

う
で
す
。
私
は
ま
だ
こ
の
と
き

生
ま
れ
て
い
な
い
の
で
す
が
、

当
時
の
生
活
の
苦
労
話
は
父
か

ら
聞
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
ん

な
自
給
自
足
も
だ
ん
だ
ん
と
軌

道
に
乗
り
、
農
協
に
加
入
し
て

生
乳
の
出
荷
や
、
牛
肉
・
卵
の

販
売
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。 

 

移
住
八
年
目
、
子
ど
も
た
ち

が
大
き
く
な
り
手
が
離
れ
た
父

は
、
自
分
た
ち
の
牛
乳
で
チ
ー

ズ
を
作
ろ
う
と
、
近
隣
の
酪
農

家
と
と
も
に
「
農
家
チ
ー
ズ
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
結
成
し
チ
ー

ズ
作
り
に
没
頭
し
ま
す
。 

 

放
牧
に
よ
り
の
び
の
び
と
育

っ
た
牛
た
ち
か
ら
絞
ら
れ
た
牛

乳
で
作
る
チ
ー
ズ
の
美
味
し
さ

は
口
コ
ミ
で
広
ま
り
、
北
海
道 

広
大
な
宗
谷
の
大
地
で
育
っ
た
牛
か
ら 

生
み
出
さ
れ
る
大
地
の
恵
み
。
手
作
り
の 

乳
文
化
の
息
吹
を
た
っ
ぷ
り
感
じ
る
。 

  

工房レティエ 

田中 あもさん 



                             

                             

                            

洞
爺
湖
サ
ミ
ッ
ト
で
も
使
わ
れ

ま
し
た
。
こ
う
し
て
乳
製
品
の

製
造
を
行
う
た
め
に
「
工
房
レ

テ
ィ
エ
」
が
開
設
さ
れ
た
の
で

す
。 

 

ま
た
、
当
時
酪
農
か
ら
乳
製

品
の
加
工
、
製
造
、
販
売
と
い

う
農
業
の
六
次
産
業
化
は
あ
ま

り
事
例
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
地
域
の
皆
さ
ん
と
協
力
し

て
父
が
や
っ
た
こ
と
が
結
果
と

し
て
そ
の
先
駆
け
と
な
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。 

 

そ
ん
な
波
瀾
万
丈
の
私
た
ち

一
家
で
す
が
、
現
在
、
父
は
第

一
線
を
退
き
、
私
も
含
む
三
人

の
子
ど
も
た
ち
が
引
き
継
い
で

い
ま
す
。 

■
自
慢
の
牛
乳

や
乳
製
品 

 

牧
場
を
継
い
だ
兄
は
、「
牛
に

と
っ
て
良
い
こ
と
」
を
追
求
し
、

放
牧
に
こ
だ
わ
っ
た
酪
農
を
行

っ
て
い
ま
す
。
父
が
移
住
先
と

し
て
豊
富
町
を
選
ん
だ
の
も
放

牧
が
で
き
る
か
ら
な
の
で
す
。

実
は
放
牧
が
で
き
る
地
域
は
意

外
と
少
な
い
の
で
す
よ
。
広
大

な
大
地
を
自
由
に
歩
き
、
自
然

の
餌
を
食
べ
て
育
っ
た
牛
は
ス

ト
レ
ス
が
少
な
く
、
摂
れ
る
牛

乳
は
コ
ク
が
あ
る
の
に
あ
っ
さ

り
と
飲
め
る
の
が
特
徴
で
す
。 

そ
し
て
、
姉
は
チ
ー
ズ
や
ジ

ェ
ラ
ー
ト
を
手
が
け
ま
す
。 

 

チ
ー
ズ
は
完
全
無
添
加
の
六

種
類
の
ナ
チ
ュ
ラ
ル
チ
ー
ズ
。

兄
の
牧
場
の
搾
り
た
て
の
牛
乳

を
使
っ
て
手
作
り
し
た
優
し
い

味
わ
い
が
自
慢
で
す
。
ま
た
、

ジ
ェ
ラ
ー
ト
の
牛
乳
、
卵
は
自

前
、
砂
糖
は
限
界
ま
で
減
ら
し
、

添
加
物
は
一
切
使
っ
て
い
ま
せ

ん
。 

 

放
牧
牛
の
お
乳
は
成
分
や
風

味
が
常
に
変
化
す
る
の
で
、
チ

ー
ズ
や
ジ
ェ
ラ
ー
ト
も
季
節
に

よ
っ
て
味
が
変
わ
り
ま
す
。
四

季
の
移
ろ
い
に
よ
る
そ
の
と
き

ど
き
の
味
わ
い
を
感
じ
て
も
ら

え
た
ら
う
れ
し
い
で
す
。 

 

そ
し
て
、
私
は
「
工
房
レ
テ

ィ
エ
」
の
代
表
と
し
て
兄
や
姉

た
ち
が
作
り
上
げ
た
も
の
を
販

売
し
て
い
ま
す
。
「
レ
テ
ィ
エ
」

は
フ
ラ
ン
ス
語
で
「
小
さ
な
乳

製
品
の
加
工
所
」。
大
量
生
産
が

決
し
て
で
き
な
い
、
農
家
の
素

朴
な
手
作
り
乳
製
品
を
よ
り
多

く
の
方
に
味
わ
い
、
親
し
ん
で

い
た
だ
け
る
よ
う
に
心
か
ら
願

っ
て
い
ま
す
。 

■
豊
富
の 

風
土
と
酪
農 

 

こ
こ
宗
谷
、
豊
富
町
の
エ
リ

ア
の
特
徴
と
し
て
は
、
酪
農
家

そ
れ
ぞ
れ
が
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ

で
こ
だ
わ
り
を
も
っ
て
牛
を
育

て
て
い
る
こ
と
で
す
。
放
牧
を

や
っ
て
い
る
農
家
が
あ
れ
ば
、

ロ
ボ
ッ
ト
に
よ
る
酪
農
を
試
み

て
い
る
農
家
さ
ん
も
あ
り
ま
す
。

酪
農
を
通
し
て
い
ろ
ん
な
取
り

組
み
を
行
っ
て
い
る
の
で
す
。 

 

サ
ロ
ベ
ツ
の
大
地
で
は
人
の

数
よ
り
多
い
牛
た
ち
が
の
ん
び

り
と
草
を
は
む
風
景
で
、
一
日

が
ゆ
っ
た
り
と
過
ぎ
て
い
き
ま

す
。
ぜ
ひ
、
観
光
で
お
越
し
の

際
は
こ
の
地
で
生
み
出
さ
れ
る

大
地
の
恵
み
も
感
じ
て
も
ら
え

れ
ば
う
れ
し
い
で
す
。 

   

宗谷のシンボル・利尻山をバックに、サロベツの大地でゆっくりと過ごす牛たち。夏にはこうした景色をよく目にする。（写真提供：認定 NPO 法人サロベツ・エコ・ネットワーク） 

牧場絞りたての牛乳を使った六種類の完全無添加のナチュラルチーズ（写真左）は、 

手作りの優しい味わいが自慢。（写真右） 

牧場に隣接する「工房レティエ」 

 



                             

                             

                            

■
宗
谷
の
原
始

か
ら
古
代 

 

利
尻
島
の
遺
跡
を
頼
り
に
時

代
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
く
と
、

北
海
道
が
大
陸
か
ら
離
れ
島
と

な
っ
た
旧
石
器
時
代
に
、
す
で

に
利
尻
島
で
人
が
生
活
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

で
は
、
こ
の
人
た
ち
は
一
体
ど

こ
か
ら
や
っ
て
き
た
の
で
し
ょ

う
。
そ
れ
は
氷
河
期
が
終
わ
り
、

地
球
温
暖
化
が
進
む
中
で
、
シ

ベ
リ
ア
大
陸
か
ら
南
下
し
て
き

た
人
た
ち
の
動
き
と
関
係
し
て

い
ま
す
。 

日
本
列
島
へ
は
朝
鮮
半
島
か

ら
九
州
へ
と
渡
っ
た
人
の
動
き

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

北
の
ほ
う
か
ら
も
北
海
道
へ
と

渡
っ
て
き
た
人
の
動
き
が
あ
っ

た
の
で
す
。
彼
ら
に
と
っ
て
宗

谷
、
と
り
わ
け
利
尻
島
や
礼
文

島
は
日
本
へ
の
玄
関
口
だ
っ
た

わ
け
で
す
。 

 

そ
し
て
、
縄
文
時
代
を
迎
え

る
と
、
今
度
は
南
の
ほ
う
か
ら

宗
谷
へ
人
が
渡
っ
て
き
ま
す
。

こ
れ
は
、
こ
の
頃
か
ら
形
成
さ

れ
た
対
馬
暖
流
の
影
響
が
大
き

い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
利

尻
島
で
は
港
町
１
遺
跡
か
ら
円

筒
形
の
土
器
が
出
土
し
て
お
り
、

青
森
や
北
海
道
南
部
か
ら
の
影

響
を
強
く
受
け
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
縄
文
時

代
晩
期
に
は
東
北
の
亀
ヶ
岡
文

化
の
影
響
を
受
け
た
土
器
も
発

見
さ
れ
て
い
ま
す
。 

■
続
縄
文
と 

オ
ホ
ー
ツ
ク 

 

本
州
で
は
稲
作
が
伝
わ
り
弥

生
時
代
に
入
る
頃
、
北
海
道
で

は
そ
れ
ま
で
の
狩
猟
を
中
心
と

し
た
続
縄
文
時
代
を
迎
え
ま
す
。

こ
の
時
代
の
遺
跡
を
見
て
み
る

と
、
縄
文
文
化
の
流
れ
を
受
け

継
ぎ
な
が
ら
も
、
本
州
と
の
交

易
な
ど
に
よ
り
弥
生
文
化
の
影

響
を
少
な
か
ら
ず
受
け
て
い
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
北
海
道

は
こ
の
続
縄
文
時
代
を
経
て
、

擦
文
時
代
へ
と
突
入
し
て
い
き

ま
す
。 

そ
し
て
、
北
海
道
の
中
で
も
、

こ
の
エ
リ
ア
で
し
か
見
る
こ
と

が
で
き
な
い
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化

期
に
な
る
と
、
再
度
北
方
の
ア

ム
ー
ル
川
流
域
や
サ
ハ
リ
ン
か

ら
の
人
の
動
き
が
み
ら
れ
、
は

じ
め
に
利
尻
、
礼
文
を
含
む
宗

谷
地
域
で
独
自
の
文
化
が
形
成

さ
れ
、
そ
の
後
日
本
海
を
南
下

し
て
奥
尻
島
に
ま
で
到
達
す
る

グ
ル
ー
プ
と
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
沿

い
に
広
が
っ
て
い
く
グ
ル
ー
プ

が
現
れ
ま
し
た
。 

オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
期
の
遺
跡 

太
古
の
宗
谷
・
利
尻
島
へ
タ
イ
ム
ス
リ
ッ

プ
。
利
尻
山
は
こ
の
地
の
シ
ン
ボ
ル
と
し

て
君
臨
し
続
け
て
い
る
。 

 

利尻富士町教育委員会 

山谷 文人さん 



                             

                             

                             

と
し
て
利
尻
島
で
は
、
狩
猟
な

ど
に
使
わ
れ
た
骨
角
器
や
石
器
、

北
方
の
大
陸
か
ら
サ
ハ
リ
ン
も

し
く
は
本
州
を
経
由
し
て
伝
わ

っ
た
鉄
製
の
ナ
イ
フ
な
ど
が
発

見
さ
れ
た
り
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
人

が
飼
育
し
て
い
た
カ
ラ
フ
ト
ブ

タ
や
イ
ヌ
の
骨
も
出
土
し
て
い

ま
す
。
オ
ホ
ー
ツ
ク
人
の
ク
マ

に
対
す
る
信
仰
は
厚
く
、
ク
マ

の
頭
骨
な
ど
を
住
居
の
祭
壇
に

捧
げ
て
い
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、

ト
ナ
カ
イ
の
角
を
彫
っ
た
ク
マ

や
ク
ジ
ラ
の
彫
刻
品
も
利
尻
町

の
マ
タ
ワ
ッ
カ
貝
塚
か
ら
出
土

し
て
い
ま
す
。
そ
の
彫
刻
品
と

完
全
な
か
た
ち
で
出
土
し
た
二

つ
の
土
器
は
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
文

化
に
お
け
る
儀
式
や
精
神
世
界

を
考
え
る
上
で
貴
重
な
価
値
を

持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
北
海

道
指
定
文
化
財
に
な
っ
て
い
る

ほ
ど
で
す
。（
利
尻
町
立
博
物
館

所
蔵
） 

島
内
の
「
り
っ
ぷ
館
」
で
は

利
尻
島
で
発
掘
さ
れ
た
出
土
品

を
多
数
展
示
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
利
尻
島
郷
土
資
料
館
や
利

尻
町
立
博
物
館
で
は
漁
業
の
繁

栄
と
と
も
に
生
活
し
た
島
の

人
々
の
様
子
を
ご
ら
ん
い
た
だ

け
ま
す
の
で
、
利
尻
島
へ
お
越

し
の
際
は
ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
く

だ
さ
い
。 

■
利
尻
山
に 

魅
せ
ら
れ
て 

 

陸
路
の
交
通
が
発
達
す
る
前

は
舟
に
よ
る
移
動
が
基
本
で
、

ヒ
ト
の
移
動
や
モ
ノ
の
や
り
と

り
も
海
上
交
通
に
よ
る
も
の
で

し
た
。
そ
の
た
め
、
利
尻
山
は

そ
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
（
目
印
）

と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
今

も
こ
の
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
と
し

て
多
く
の
人
々
を
魅
了
す
る
利

尻
山
は
、
古
く
か
ら
愛
さ
れ
て

き
た
の
で
し
ょ
う
。 

■
歴
史
を 

今
に
伝
え
る 

 

北
海
道
は
明
治
時
代
以
降
の

開
拓
の
歴
史
が
一
般
的
に
知
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
よ
り
前

に
も
本
州
と
同
じ
よ
う
な
歴
史

が
存
在
し
ま
す
。
し
か
し
、
北

海
道
の
古
代
を
生
き
た
人
た
ち

は
、
文
字
を
持
た
な
か
っ
た
た

め
古
文
書
な
ど
の
記
録
が
ほ
と

ん
ど
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の

た
め
、
発
掘
に
よ
っ
て
出
土
し

た
も
の
や
、
本
州
側
の
出
土
品

や
記
録
な
ど
か
ら
歴
史
を
ひ
も

と
い
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
地
域
の
皆

さ
ん
や
観
光
で
訪
れ
た
方
へ
伝

え
て
い
く
こ
と
が
私
の
役
目
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

自
然
や
花
々
、
食
を
目
的
に

島
を
訪
れ
る
方
が
多
い
で
す
が
、

実
は
こ
こ
利
尻
島
を
含
む
宗
谷

に
も
古
代
か
ら
人
が
住
み
、
独

自
の
文
化
や
生
活
の
営
み
が
あ

っ
た
こ
と
を
少
し
で
も
多
く
の

方
に
知
っ
て
も
ら
え
た
ら
う
れ

し
い
で
す
。 

          

鴛泊市街地にある「利尻富士町役場遺跡」は、縄文時代からオホーツク文化期までの土器や埋葬品が出土。近接するペシ岬

遊歩道を散策すれば遺跡を一望できる。（右上） 

 

「港町１遺跡」から出土した円筒形の縄文土器。南からの影響を強く受けていることがわかる（左上） 

 

利尻富士町役場遺跡で発見されたオホーツク文化期の骨角器と石器。（左下） 

 

竪穴住居やお墓から出土した土器や埋葬品などは、利尻島内の「りっぷ館」で展示している。（右下） 

温泉も近設しているので、利尻島の歴史散策のついでに疲れを癒やしてみては。 

 

 

 

 

 

 



                             

                             

                            

■
オ
ホ
ー
ツ
ク

文
化
と
は 

は
る
か
昔
、
本
州
で
は
古
墳

時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
、

北
海
道
は
続
縄
文
時
代
か
ら
擦

文
時
代
を
迎
え
ま
す
が
、
実
は

北
海
道
北
部
や
東
部
に
か
け
て
、

も
う
一
つ
の
独
自
の
文
化
が
存

在
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
「
オ
ホ

ー
ツ
ク
文
化
」
な
の
で
す
。 

オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
は
、
オ
ホ

ー
ツ
ク
海
を
中
心
に
北
海
道
と

そ
れ
よ
り
北
方
の
地
域
で
栄
え
、

サ
ハ
リ
ン
と
北
海
道
の
一
部
に
、

続
縄
文
文
化
と
は
全
く
異
な
る

独
自
の
文
化
を
持
つ
人
々
が
住

ん
で
い
ま
し
た
。
彼
ら
は
オ
ホ

ー
ツ
ク
人
と
言
わ
れ
、
民
族
学

的
に
は
、
現
在
の
サ
ハ
リ
ン
の

北
方
や
大
陸
の
ア
ム
ー
ル
川
河

口
付
近
で
生
活
し
て
い
た
「
ニ

ヴ
フ
」
と
言
わ
れ
る
少
数
民
族

の
祖
先
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

七
世
紀
頃
の
東
ア
ジ
ア
を
見

て
み
る
と
、
唐
を
中
心
に
た
く

さ
ん
の
国
が
あ
り
、
多
く
の
民

族
が
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
国
や

民
族
同
士
の
争
い
が
多
か
っ
た

激
動
の
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
も
オ

ホ
ー
ツ
ク
人
が
新
た
な
地
を
求

め
て
北
海
道
へ
と
南
下
し
た
理

由
の
一
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

■
玄
関
口
と
し

て
の
宗
谷 

 

五
世
紀
頃
北
海
道
へ
南
下
し

て
き
た
オ
ホ
ー
ツ
ク
人
が
、
ま

ず
た
ど
り
着
い
た
の
が
利
尻
、

礼
文
、
稚
内
。
そ
の
た
め
、
こ

の
エ
リ
ア
で
は
、
古
い
時
代
の

オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
の
遺
跡
が
見

ら
れ
ま
す
。 

続
縄
文
人
や
擦
文
人
た
ち
に

と
っ
て
最
果
て
の
地
で
あ
る
宗

谷
は
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
人
に
と
っ

て
は
北
海
道
へ
の
玄
関
口
で
し

た
。 

 

六
世
紀
以
降
に
な
る
と
、
彼

ら
は
枝
幸
以
南
に
進
出
し
て
い

き
ま
す
。
こ
の
頃
、
既
に
北
海

道
に
は
続
縄
文
人
や
擦
文
人
が

暮
ら
し
て
お
り
、
彼
ら
は
続
縄

文
人
、
擦
文
人
が
あ
ま
り
住
ん

で
い
な
か
っ
た
オ
ホ
ー
ツ
ク
海

側
を
中
心
に
進
出
し
て
い
き
ま

し
た
が
、
中
に
は
続
縄
文
人
の

テ
リ
ト
リ
ー
が
強
か
っ
た
日
本

海
側
に
南
下
す
る
冒
険
心
の
強

い
者
も
い
た
よ
う
で
、
奥
尻
島

で
は
オ
ホ
ー
ツ
ク
人
の
住
居
跡

が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。 

■
オ
ホ
ー
ツ
ク

人
の
生
活 

 

海
で
生
活
す
る
彼
ら
は
、
魚

や
貝
な
ど
の
漁
に
加
え
、
ク
ジ

ラ
や
ト
ド
な
ど
の
海
獣
類
を
獲

っ
て
い
ま
し
た
。
肉
や
油
の
確 

続
縄
文
時
代
が
訪
れ
た
北
海
道
に 

存
在
し
た
、
幻
の
「
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
」。

宗
谷
地
域
は
そ
の
出
発
点
だ
っ
た
。 

礼文町教育委員会 

藤澤 隆史さん 



                             

                             

                             

保
に
加
え
て
交
易
品
と
し
て
貴

重
な
毛
皮
も
取
れ
る
海
獣
は
重

要
視
さ
れ
て
お
り
、
骨
は
骨
角

器
と
し
て
加
工
さ
れ
、
生
活
を

支
え
て
い
ま
し
た
。 

 

彼
ら
は
骨
角
器
を
作
る
上
で
、

機
能
的
に
は
必
要
の
な
い
装
飾

を
施
す
な
ど
の
こ
だ
わ
り
を
持

っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
土
器

に
つ
い
て
も
生
活
に
必
要
な
い

よ
う
な
ミ
ニ
チ
ュ
ア
土
器
な
ど
、

遊
び
半
分
で
作
っ
た
と
思
わ
れ

る
も
の
が
出
土
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
に
、
オ
ホ
ー
ツ
ク

人
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
表

現
が
豊
か
で
、
毎
日
生
活
す
る

の
に
精
い
っ
ぱ
い
と
い
う
よ
り

は
、
少
し
余
裕
が
あ
り
、
生
活

を
楽
し
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。 

ま
た
、
基
本
的
に
争
い
を
好

ま
な
い
オ
ホ
ー
ツ
ク
人
で
す
が
、

彼
ら
が
見
せ
た
荒
々
し
さ
が
日

本
書
紀
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
よ
る
と
東
北
に
住
ん
で

い
た
和
人
が
「
北
の
果
て
に
言

葉
の
通
じ
な
い
奴
ら
が
い
る
。
」

と
記
述
し
て
お
り
、
争
い
を
し

て
そ
の
人
た
ち
に
勝
っ
た
と
記

し
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
記
録

に
残
る
唯
一
の
オ
ホ
ー
ツ
ク
人

だ
と
思
わ
れ
ま
す
。 

■
オ
ホ
ー
ツ
ク

文
化
の
魅
力 

ア
イ
ヌ
民
族
に
「
熊
送
り
」

と
い
う
儀
式
が
あ
り
ま
す
が
、

オ
ホ
ー
ツ
ク
人
も
同
様
に
ク
マ

を
特
別
な
存
在
と
し
て
お
り
、

神
へ
の
捧
げ
物
と
し
て
儀
式
に

使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
宗
谷
か
ら
始

ま
り
北
海
道
東
部
へ
と
広
が
っ

た
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
で
す
が
、

南
下
し
て
い
く
う
ち
に
、
擦
文

人
と
の
交
易
に
よ
り
、
徐
々
に

擦
文
文
化
へ
と
近
づ
き
ア
イ
ヌ

文
化
へ
と
受
け
継
が
れ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

長
き
に
わ
た
っ
て
「
幻
の
文

化
」
と
さ
れ
て
き
た
オ
ホ
ー
ツ

ク
文
化
は
、
発
掘
調
査
が
進
む

に
つ
れ
て
そ
の
全
貌
が
明
ら
か

と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
考
古
学

は
発
掘
さ
れ
た
も
の
か
ら
考
え

る
学
問
な
の
で
、
な
か
な
か
当

時
の
人
の
気
持
ち
を
考
え
る
こ

と
は
難
し
い
の
で
す
が
、
オ
ホ

ー
ツ
ク
文
化
の
出
土
品
は
人
間

の
内
面
や
心
が
投
影
さ
れ
て
い

る
も
の
が
多
い
の
で
す
。
オ
ホ

ー
ツ
ク
人
の
人
間
く
さ
さ
や
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
感
じ
ら

れ
て
強
く
惹
き
つ
け
ら
れ
ま
す
。 

■
礼
文
島
で
見

ら
れ
る
軌
跡 

 

礼
文
島
で
は
、
オ
ホ
ー
ツ
ク

文
化
期
の
遺
跡
が
状
態
の
良
い

形
で
見
ら
れ
ま
す
。
中
で
も
「
香

深
井
１
遺
跡
」
は
、
オ
ホ
ー
ツ

ク
文
化
が
注
目
さ
れ
る
き
っ
か

け
と
な
っ
た
と
て
も
重
要
な
遺

跡
で
す
。
ま
た
、「
浜
中
２
遺
跡
」

は
、
同
じ
エ
リ
ア
で
オ
ホ
ー
ツ

ク
文
化
期
の
前
後
も
含
め
、
さ

ま
ざ
ま
な
時
代
の
出
土
が
見
ら

れ
る
珍
し
い
遺
跡
で
す
。 

礼
文
島
は
そ
の
環
境
か
ら
遺

跡
の
保
存
状
態
が
良
く
、
他
の

地
域
で
は
残
ら
な
い
よ
う
な
も

の
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

遺
跡
か
ら
の
情
報
量
が
多
い
の

も
特
徴
で
す
。 

出
土
品
の
一
部
は
礼
文
町
郷

土
資
料
館
で
ご
ら
ん
に
な
れ
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
足
を
運
ん
で
み

て
く
だ
さ
い
。 

マッコウクジラの歯で作られた女性像と動物像。オホーツク人の精神性を物語る数少ない貴重な出土品

で、北海道の有形文化財にも指定されている。（右上） 

 

 

発掘途中のゴミ捨て場。たくさんの魚や海獣、鳥の骨、ウニ殻など、オホーツク人の狩猟や食生活がわ

かる重要な場所。（右下） 

 

発掘された出土品を展示している礼文町郷土資料館。開館期間の５月から１０月の間、フェリーターミ

ナルから徒歩１分で「幻の文化」の一端を垣間見ることができる。（左上） 

 

オホーツク文化の出土品は館内の２階に展示されている。土器や石器、骨角器などオホーツク人の暮ら

しを物語る出土品が多数展示されている。（左下） 

 

 

 

 

 

 



オホーツク海

日本海

クッチャロ湖

礼文島

利尻島

宗谷海峡

サハリン（旧樺太）

宗谷の「歴史・文化」スポット紹介

①

②

③

④

⑤

① 宗谷岬、宗谷岬灯台（Story1,Story3）

② 赤れんが通信所（Story2）

③ 稚内灯台（Story3）

④ 宗谷本線／幌延町秘境駅（Story4）

⑤ サロベツ湿原センター（Story5）

⑥ クッチャロ湖水鳥観察館（Story6）

⑦ ウソタンナイ砂金採掘公園（Story7）

⑧ そうや自然学校（Story8）

⑨ 旧瀬戸邸（Story9）

⑩ 利尻島郷土資料館（Story10）

⑪ さるふつまるごと館（Story11）

⑫ 枝幸町観光協会（Story12）

⑬ 工房レティエ（Story13）

⑭ りっぷ館（Story14）

⑮ 礼文町郷土資料館（Story15）

稚内市

豊富町

幌延町

猿払村

中頓別町

浜頓別町

枝幸町

礼文町

利尻町

利尻富士町

⑥

⑦

⑧

⑨

⑭

⑩

⑪

⑬

⑮

⑫

（編集）北海道宗谷総合振興局産業振興部商工労働観光課観光係（0162-33-2927）

「ふるさと納税」について
この冊子は、北海道を応援する皆様からお寄せいただいた「ふるさと納税」を活用して作成しています。
ふるさと納税の制度を活用した事業の内容については、北海道のHPでご紹介します。
http://www.pref.Hokkaido.lg.j/ss/ckk/hurusatooentoppage.htm


