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留
萌
で
は
、
三
泊
町
や
塩
見
町
を
は
じ
め
市
内
の
い
た
る
所
に
、

数
多
く
の
舌
代
の
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

わ
た
く
し
た
ち
の
祖
先
か
、
留
萌
に
移
住
し
て
き
た
明
治
よ
り

も
は
る
か
に
遠
い
八
千
年
前
の
昔
か
ら
、
今
と
変
わ
ら
な
い
暑
寒

連
峰
を
南
に
眺
め
、
豊
か
な
自
然
の
恵
み
の
中
で
い
ろ
い
ろ
な
文

化
を
持
つ
人
々
が
、
留
萌
を
舞
台
に
平
和
に
生
活
し
て
い
た
の
で
す
。

遺
跡
を
通
し
て
、
遠
い
昔
の
留
萌
の
姿
を
想
い
浮
べ
な
が
ら
、

舌
代
の
ロ
マ
ン
を
探
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

明
治
三
十
二
年
頃
、
市
内
塩

見
町
か
ら
出
土
し
た
と
い
う
、

昔
の
武
士
が
使
っ
た
カ
ブ
ト
が

市
教
育
委
員
会
に
保
管
さ
れ
て

い
ま
す
。

十
二
枚
の
鉄
の
板
を
、
半
円

形
に
つ
な
ぎ
合
せ
る
た
め
鋲
を

使
い
、
そ
の
形
が
星
を
並
べ
た

よ
う
に
を
っ
て
い
る
こ
と
か
ら

「
星
か
ぶ
と
」
と
呼
ば
れ
、
鎌

そ
の
昔
、
留
萌
は
西
海
岸
で

も
有
名
を
、
ア
イ
ヌ
人
と
の
交

易
場
所
で
し
た
か
ら
、
鮭
、
昆

布
、
鰊
な
ど
の
地
元
の
産
物
と

使
わ
な
く
な
っ
た
カ
ブ
ト
と
交

換
し
た
の
が
、
そ
の
後
所
有
者

の
ア
イ
ヌ
人
埋
葬
の
時
一
緒
に

埋
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

で
す
。土

器
は
、
食
糧
を
煮
た
き

す
る
た
め
の
人
類
最
大
の
発

明
と
言
わ
れ
、
縄
文
時
代
が

隠
語
田
鶴

丘
の
上
の
村

留
萌
に
人
間
が
住
み
は
じ
め
た

の
は
、
今
か
ら
約
八
千
年
前
の
縄

文
時
代
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。

三
泊
、
塩
見
町
の
裏
に
連
ら
な

る
小
高
い
丘
に
、
当
時
の
人
々
が

使
っ
て
い
た
土
器
や
石
器
が
数
多

く
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

土
器
に
つ
け
ら
れ
た
文
様
が
縄

目
で
あ
る
こ
と
か
ら
縄
文
土
器
と

呼
ば
れ
、
そ
の
時
代
が
縄
文
時
代

土
器
使
用
の
始
ま
り
で
す
。

土
器
の
形
や
つ
け
る
文
様
に
時

代
の
流
行
が
あ
り
、
変
化
を
続
け

を
が
ら
、
今
か
ら
約
三
千
年
前
ま

で
縄
文
時
代
が
続
き
ま
す
。

し
か
し
、
同
じ
北
海
道
の
縄
文

時
代
で
も
本
州
を
ど
南
の
文
化
や

樺
太
・
シ
ベ
リ
ア
な
ど
北
の
文
化

の
影
響
を
受
け
た
地
域
差
が
あ
り

ま
す
。

留
萌
の
場
合
は
、
あ
る
時
代
に

は
北
の
文
化
、
あ
る
時
は
南
の
文

化
が
見
ら
れ
、
ち
ょ
う
ど
南
・
北

文
化
の
接
点
に
あ
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
。

縄
文
時
代
の
初
め
は
丘
の
上
。

倉
時
代
ま
で
使
わ
れ
た
も

の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が

一
緒
に
出
土
し
た
ヨ
ロ
イ

の
部
品
か
ら
、
留
萌
の
カ

ブ
ト
は
さ
ら
に
古
い
時
代

の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。こ

ん
を
古
い
カ
ブ
ト
が

見
つ
か
っ
て
い
る
の
は
全

た
し
か
に
、
留
萌
の
コ
タ
ン

（
現
在
の
元
町
方
面
）
　
に
は

道
北
の
日
本
海
側
で
は
相
当

に
地
位
の
高
い
有
名
な
「
コ

タ
ン
ヒ
ル
」
と
呼
ば
れ
る
首

長
が
い
ま
し
た
の
で
、
こ
の

家
系
の
人
た
ち
の
こ
と
が
頭

に
浮
び
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
カ
ブ
ト
が

使
わ
れ
た
鎌
倉
時
代
、
カ
ブ

国
で
も
数
少
な
い
め
ず
ら
し
い

も
の
で
す
が
、
な
ぜ
留
萌
に
あ

っ
た
の
か
不
思
義
で
す
。

縄文前～中期文化圏

や
が
て
中
腹
、

山
裾
へ
と
住
む

場
所
が
下
っ
て

約
三
千
年
前
ま

で
続
き
、
小
動

物
や
魚
、
木
の

実
を
ど
を
食
糧

と
し
た
狩
猟
採

集
の
時
代
で
す
。

ト
を
か
ぶ
る
武
士
は
身
分
の
高

い
数
少
な
い
武
将
た
ち
で
あ
り

こ
れ
を
一
族
の
　
「
家
宝
」
と
す

る
武
家
た
ち
が
、
か
ん
た
ん
に

他
人
に
手
ば
な
す
と
は
考
え
に

く
い
の
で
す
。
だ
と
す
れ
ば
、

ち
ょ
う
ど
平
安
後
期
に
起
っ
た

東
北
の
前
九
年
・
後
三
年
の
役

に
巻
き
こ
ま
れ
た
東
北
の
豪
族

が
、
新
天
地
を
求
め
て
留
萌
に

逃
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

謎
と
き
は
こ
れ
か
ら
で
す
。

擦文・オホーツク文化圏

こ
の
貯
代
も
、
本
州
の

弥
生
文
化
の
影
響
を
受
け

た
道
南
を
中
心
と
す
る
　
「

恵
山
式
文
化
圏
」
と
、
北

海
道
の
縄
文
時
代
の
影
響

を
残
し
た
　
「
後
北
式
文
化

圏
」
が
あ
り
ま
す
が
、
や

の
は
じ
ま
り
で
す
。

隣
ま
ち
の
小
平
町
で
大
規
模
を

発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
新

聞
紙
上
で
ご
覧
に
在
っ
た
記
憶
が

あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
あ
の
遺
跡

が
擦
文
時
代
の
も
の
で
す
。

留
萌
で
も
、
旧
留
萌
川
の
河
口

持
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
次

に
続
く
ア
イ
ヌ
文
化
の
原
形

と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
ま

す
。

コタンヒル

は
り
日
本
海
側
で

は
留
萌
あ
た
り
が

超
再
選
禁
里
服

コ　広報るもい　r

海
ぞ
い
の
村

今
か
ら
約
二
千
年
前
に
な
る
と

本
州
で
は
稲
作
が
は
じ
ま
り
弥
生

時
代
に
な
り
ま
す
が
、
北
海
道
は

縄
文
時
代
と
同
じ
狩
猟
採
集
が
続

き
、
弥
生
時
代
と
は
異
っ
た
文
化

が
進
み
ま
す
の
で
、
「
続
縄
文
時

代
」
　
と
呼
び
ま
す
。

こ
の
時
代
は
、
今
の
住
宅
が
建

っ
て
い
る
と
同
じ
平
地
に
住
み
、

特
に
海
ぞ
い
に
あ
る
こ
と
や
使
わ

れ
た
道
具
な
ど
か
ら
海
の
産
物
へ

の
依
存
が
特
徴
で
す
。

三
泊
・
塩
見
町
の
国
道
を
は
さ

ん
だ
平
地
か
ら
、
こ
の
時
代
の
土

器
・
石
器
が
数
多
く
発
見
さ
れ
て

い
ま
す
。

文
化
の
接
点
で
は

を
い
か
と
み
ら
れ
、

市
内
か
ら
は
両
方
の
土
器

が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
や
が
て
　
「
恵

山
式
土
器
」
は
姿
を
消
し

全
道
的
に
「
後
北
式
土
器
」

が
広
が
り
ま
す
。

特
に
、
こ
の
後
北
式
土

器
を
使
う
人
々
が
、
や
が

て
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
人
に

つ
な
が
る
文
化
を
理
解
す

る
上
で
、
大
切
だ
と
言
う

学
者
も
い
ま
す
。

三泊村のむかし（想像図）

昔
、
留
萌
川
も
大
き
を
河

で
す
か
ら
、
こ
の
時
代
の
遺

跡
が
数
多
く
考
え
ら
れ
ま
す
が
、

大
正
時
代
に
切
替
え
ら
れ
た
た
め

ま
だ
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

た
だ
、
北
海
道
の
著
名
を
歴
史

家
河
野
常
吉
さ
ん
が
明
治
三
十
年

留
萌
市
を
訪
れ
た
時
、
現
在
の
市

街
地
に
遺
跡
が
あ
っ
た
と
、
記
録

に
残
し
て
い
ま
す
の
で
、
旧
河
川

ぞ
い
の
場
所
に
は
注
意
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
時
代
北
海
道
に
は

こ
れ
ま
で
の
文
化
と
ま
っ
た
く
違

っ
た
　
「
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
」
を
持

つ
民
族
が
樺
太
を
経
由
し
て
北
か

ら
入
っ
て
来
ま
す
。

留
萌
で
は
ま
だ
確
認
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
が
、
天
売
・
焼
尻
・
増
毛

・
浜
益
等
で
確
認
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
留
萌
に
だ
け
な
か
っ
た
と
は

言
い
切
れ
ま
せ
ん
。

今
後
の
調
査
が
注
目
さ
れ
ま
す
。

お
問
い
合
せ
…
教
育
委
員
会
へ

こ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
内
容
の
お

問
い
合
せ
や
ご
意
見
。
お
持
ち
の

土
器
・
石
器
に
つ
い
て
の
ご
連
絡

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

市
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
へ

ど
う
ぞ
。

品
常
量
真
義

河
ぞ
い
の
村
と
侵
入
者

こ
れ
ま
で
の
狩
猟
採
集
の
生
活

か
ら
、
農
耕
を
一
部
と
り
入
れ
た

文
化
が
北
海
道
に
広
が
り
ま
す
。

約
一
千
年
ほ
ど
前
、
擦
文
時
代

に
あ
た
る
コ
タ
ン
浜
や
、
小
河
川

の
オ
ム
ロ
沢
、
三
泊
な
ど
で
発
見

さ
れ
る
よ
う
に
、
川
ぞ
い
に
住
み

サ
ケ
・
マ
ス
を
中
心
と
す
る
漁
務

と
河
岸
段
丘
に
ソ
バ
・
ヒ
エ
・
ア

ワ
を
ど
の
薮
培
を
行
っ
て
い
る
の

が
特
徴
で
す
。

道
具
も
石
器
は
ほ
と
ん
ど
を
く

鉄
器
が
使
わ
れ
、
編
み
物
な
ど
が

発
見
さ
れ
、
か
を
り
高
い
文
化
を

言


