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「私たちと北方領土」作文コンクール

入賞作文集

（北方領土返還祈念シンボル像「四島のかけ橋」）

北方領土返還要求運動富山県民会議

富山県「北方領土問題」教育者会議
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発
刊
に
あ
た
っ
て

　

北
方
領
土
は
、
私
た
ち
富
山
県
民
に
と
っ
て
先
人
が
開
拓
し
た
大

切
な
領
土
で
あ
り
、
本
県
に
約
五
百
人
お
い
で
に
な
る
元
島
民
の

方
々
に
と
っ
て
は
か
け
が
え
の
な
い
故
郷
で
す
。
し
か
し
、
戦
後

七
十
六
年
が
経
過
し
た
今
日
に
お
い
て
も
、
依
然
と
し
て
ロ
シ
ア
に

よ
る
不
法
占
拠
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
私
た
ち
と
北
方
領
土
」
作
文
コ
ン
ク
ー
ル
は
、
中
学
生
を
対
象

に
、
北
方
領
土
と
い
う
日
本
の
領
土
で
あ
り
な
が
ら
、
日
本
人
が
自

由
に
往
来
で
き
な
い
地
域
が
あ
る
と
い
う
現
実
を
正
し
く
理
解
し
、

関
心
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
を
目
的
に
実
施
し
た
も
の
で
、
今
回
で

十
五
回
目
と
な
り
ま
す
。

　

県
内
全
域
の
中
学
生
か
ら
多
数
の
応
募
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
北

方
領
土
の
歴
史
や
富
山
県
と
の
か
か
わ
り
、
国
際
情
勢
、
現
在
の
交

流
の
状
況
な
ど
を
自
分
で
調
べ
る
な
ど
、
興
味
と
関
心
を
も
っ
て
学

習
し
て
い
る
生
徒
が
多
い
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。
こ
の
作
文
集
は
、

そ
の
う
ち
十
六
編
の
入
賞
作
品
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
が
、
い
ず
れ

も
大
変
優
秀
な
作
品
で
あ
り
、
北
方
領
土
問
題
の
歴
史
的
背
景
を

し
っ
か
り
と
捉
え
て
い
ま
し
た
。
そ
の
上
で
、
北
方
領
土
問
題
の
解

決
方
法
を
自
分
な
り
に
考
え
、
具
体
的
に
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
訴
え

て
い
ま
す
。
ど
の
作
文
か
ら
も
、
北
方
領
土
問
題
を
身
近
な
問
題
と

捉
え
、
若
い
世
代
が
関
心
を
も
っ
て
問
題
の
解
決
に
取
り
組
ん
で
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
欲
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

残
念
な
が
ら
、
あ
と
一
歩
で
入
選
を
逃
さ
れ
た
作
品
の
中
に
も
、
き

ら
り
と
光
る
す
ば
ら
し
い
作
品
が
数
多
く
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
多
く
の
作
品
か
ら
、
北
方
領
土
問
題
解
決
の
希
望
を
託
す

べ
き
次
世
代
の
皆
さ
ん
が
育
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
、
喜
び

に
た
え
ま
せ
ん
。
ま
た
、
こ
う
し
た
学
習
を
通
し
、
生
徒
が
国
際
的

な
場
で
も
活
躍
で
き
る
力
を
身
に
付
け
て
く
れ
る
も
の
と
期
待
し
て

お
り
ま
す
。

　

私
ど
も
県
民
会
議
と
教
育
者
会
議
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
県
内

の
全
中
学
校
に
教
育
用
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
、
ま
た
、
県
内
の
全
小
学
校
に
小

学
生
向
け
学
習
資
料
の
Ｃ
Ｄ
を
配
付
す
る
と
と
も
に
、
元
島
民
の
証

言
を
収
録
し
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
冊
子
化
し
た
「
四
島
は
私
た
ち
の
ふ
る
さ

と
」
を
県
内
の
全
小
中
学
校
に
配
付
し
て
き
た
ほ
か
、
令
和
二
年
九

月
に
は
、
元
島
民
や
関
係
団
体
の
皆
様
の
念
願
で
あ
っ
た
「
富
山
県

北
方
領
土
史
料
室
」
を
黒
部
市
に
整
備
し
、
昨
年
一
周
年
を
迎
え
ま

し
た
。
こ
の
施
設
が
返
還
要
求
運
動
の
拠
点
と
な
り
、
県
内
外
の
幅

広
い
世
代
の
皆
様
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
と
と
も
に
、
引
き
続

き
、
北
方
領
土
教
育
の
一
層
の
充
実
に
努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

　

お
わ
り
に
、
こ
の
作
文
コ
ン
ク
ー
ル
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た

多
く
の
皆
様
方
に
改
め
て
厚
く
お
礼
申
し
あ
げ
、
発
刊
の
言
葉
と
い

た
し
ま
す
。

　

令
和
四
年
三
月北

方
領
土
返
還
要
求
運
動
富
山
県
民
会
議

会
長　

五
十
嵐　

務

富
山
県
「
北
方
領
土
問
題
」
教
育
者
会
議

会
長　

愛
場　

幸
男
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富
山
県
知
事
賞

新
し
い
交
流
の
形
で

富
山
大
学
人
間
発
達
科
学
部
附
属
中
学
校
　
三
年
　
立
野
　
修
司

　
「
子
供
が
国
の
象
徴
を
知
り
、
敬
意
を
払
っ
て
悪
い
こ
と
は
何
も

な
い
」

　

こ
う
主
張
し
た
の
は
ロ
シ
ア
が
実
効
支
配
す
る
北
方
領
土
・
択
捉

島
に
あ
る
公
立
学
校
の
校
長
で
す
。
今
年
九
月
の
新
年
度
か
ら
、
軍

出
身
の
校
長
が
独
断
で
毎
朝
ロ
シ
ア
国
歌
を
流
し
、
教
員
や
児
童
ら

全
員
に
起
立
姿
勢
で
静
聴
さ
せ
る
校
則
を
導
入
し
ま
し
た
。
ロ
シ
ア

の
学
校
で
通
常
こ
う
し
た
習
慣
は
な
い
そ
う
で
す
。

　

九
月
に
こ
の
新
聞
記
事
を
読
ん
だ
時
、
私
は
背
筋
が
ゾ
ッ
と
し
ま

し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
ニ
ュ
ー
ス
に
な
り
に
く
い
北
方
領
土
問
題
で
し

た
が
、
ロ
シ
ア
の
支
配
が
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
危
機
感

を
覚
え
た
の
で
す
。

　

私
た
ち
が
望
ん
で
い
る
の
は
「
平
和
で
安
全
な
北
方
領
土
の
返

還
」
で
す
。
北
方
領
土
は
、
古
く
か
ら
日
本
人
が
住
ん
で
い
た
領
土

で
あ
り
、
先
祖
が
汗
を
流
し
て
守
り
継
い
で
き
た
宝
の
島
で
す
。
な

の
に
ど
う
で
し
ょ
う
。
戦
後
七
十
六
年
が
過
ぎ
た
今
も
返
還
が
一
向

に
進
み
ま
せ
ん
。

　

私
は
、
北
方
領
土
問
題
の
早
期
解
決
に
は
、
国
民
一
人
一
人
が
、

北
方
領
土
の
正
し
い
知
識
を
持
ち
、
そ
れ
を
積
極
的
に
理
解
し
考

え
、
意
見
を
共
有
し
合
う
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
ま
す
。
特
に
私
を

含
め
若
い
世
代
が
関
心
を
持
ち
、
も
っ
と
も
っ
と
声
を
挙
げ
て
い
く

こ
と
が
必
要
で
す
。

　

そ
こ
で
私
は
三
つ
の
活
動
が
不
可
欠
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

ま
ず
一
つ
目
は
署
名
活
動
で
す
。
私
も
、
先
日
黒
部
市
の
北
方
領

土
史
料
室
を
訪
れ
、
署
名
を
し
て
き
ま
し
た
。
県
外
か
ら
の
来
訪
者

の
名
前
も
あ
り
、
驚
き
ま
し
た
。
今
度
は
、
私
の
家
族
に
も
史
料
室

に
来
て
も
ら
い
、
署
名
を
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
。
署
名
は
累
計
で

な
ん
と
九
千
百
五
十
三
万
人
を
超
え
て
い
ま
す
。

　

二
つ
目
は
ビ
ザ
な
し
交
流
で
す
。
日
本
人
が
北
方
領
土
を
訪
れ
、

そ
の
間
ロ
シ
ア
人
が
日
本
を
訪
問
す
る
こ
と
で
相
互
理
解
や
友
好
関

係
を
深
め
る
と
い
う
目
的
の
活
動
で
す
。
私
は
昨
年
の
作
文
で
ビ
ザ

な
し
交
流
の
重
要
性
を
示
し
ま
し
た
。
た
だ
、
ビ
ザ
な
し
交
流
は
現

在
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
二
年
連
続
活
動
の
規
模
を
縮
小

し
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
三
つ
目
と
し
て
コ
ロ
ナ
で
遠
出
が
難
し
い
今
に
最
適

な
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
使
っ
た
交
流
で
す
。

　

少
し
前
の
話
で
す
が
、
二
〇
一
四
年
に
北
方
領
土
に
住
む
ロ
シ
ア
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人
の
青
少
年
三
十
三
名
が
、
根
室
市
と
札
幌
市
を
訪
問
し
ま
し
た
。

若
い
世
代
の
間
で
、
交
流
し
相
互
理
解
を
深
め
て
い
く
と
い
う
事
業

で
し
た
。

　

実
際
、
ど
ん
な
感
じ
だ
っ
た
の
か
。
お
互
い
の
言
語
に
興
味
や
関

心
を
持
っ
た
り
、
日
本
の
和
文
化
を
発
表
し
た
り
な
ど
、
国
境
の
壁

を
越
え
て
う
ま
く
交
流
で
き
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
う
、
結
果
は
大

成
功
だ
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
交
流
事
業
の
中
で
も
、
際
立
っ
て
い
た
の
が
、
お
互
い
の
交

流
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
使
っ
て
い
た
点
で
す
。
訪
問
が
終
わ
っ
た
後
も
両
国

の
若
者
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
通
じ
て
交
流
を
続
け
て
い
た
そ
う
で
す
。
ま
さ

に
画
期
的
で
す
。
若
者
同
士
で
、
新
し
い
交
流
の
形
が
生
み
出
さ
れ

て
い
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
北
方
領
土
返
還
要
求
運
動
に
は
エ
リ
カ
ち
ゃ
ん
の
公
式
ア

カ
ウ
ン
ト
が
あ
り
、
若
者
中
心
に
問
題
意
識
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
広
め
る
こ

と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
形
は
違
っ
て
も
、
一
人
一
人
が
北
方
領
土
問
題
の
解
決
に
向

け
て
何
か
行
動
し
て
い
け
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
国
が
お
互
い
の
事
を
知
り
、
仲
良
く
な
る
こ
と
。
こ
れ

こ
そ
、
北
方
領
土
問
題
の
平
和
的
な
解
決
方
法
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

元
島
民
の
方
々
が
高
齢
化
し
て
い
く
中
で
、
一
刻
も
早
く
、
安
全

で
平
和
的
に
北
方
領
土
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
元
島
民
の
方
の
生
の
話
を
聴
け
る
の
も
あ
と
わ
ず
か
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
私
た
ち
若
い
世
代
は
正
し
い
知
識
と
関
心
を
持
ち
、
一
国

民
と
し
て
解
決
に
向
け
て
出
来
る
こ
と
を
考
え
て
い
き
た
い
で
す
。

　

北
方
領
土
に
自
由
に
行
き
来
で
き
る
日
が
来
る
の
を
信
じ
て
。

北
方
領
土
問
題
対
策
協
会
理
事
長
賞

日
露
の
今
　
そ
し
て
、
北
方
領
土
へ
の
想
い

富
山
大
学
人
間
発
達
科
学
部
附
属
中
学
校
　
三
年
　
山
口
　
泰
成

　
「
ロ
シ
ア
、
北
方
領
土
に
特
区
創
設
へ
」

　

大
き
く
書
か
れ
た
新
聞
の
見
出
し
が
、
僕
の
目
に
飛
び
込
ん
で
き

ま
し
た
。
ロ
シ
ア
の
プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
、
九
月
三
日
、
北
方
領
土

に
国
内
外
の
企
業
を
誘
致
す
る
た
め
、
関
税
を
十
年
間
免
除
す
る
特

別
区
を
創
設
す
る
と
発
表
し
た
の
で
す
。

　

僕
は
、
不
安
を
覚
え
ま
し
た
。
日
本
以
外
の
第
三
国
が
参
入
し
て

く
る
と
、
領
土
問
題
の
解
決
は
、
益
々
遠
の
い
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
か
と
…
…
。
北
方
四
島
の
経
済
開
発
を
促
進
す
る
こ
と
で
、
実
効

支
配
を
着
実
に
進
め
る
ロ
シ
ア
。
二
〇
二
三
年
一
月
に
は
、
特
区
導

入
の
可
能
性
が
あ
る
と
も
述
べ
て
い
ま
す
。
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そ
ん
な
中
、
日
本
で
は
菅
首
相
が
退
陣
を
表
明
。
岸
田
政
権
が
誕

生
し
ま
し
た
。
十
月
末
に
は
衆
議
院
選
挙
が
行
わ
れ
、
四
百
六
十
五

の
議
員
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

　

僕
は
、
こ
こ
で
声
を
大
に
し
て
言
い
た
い
で
す
。

　
「
国
に
、
動
い
て
ほ
し
い
」

　

衆
議
院
選
挙
の
各
党
の
演
説
や
公
約
を
見
る
と
、「
北
方
領
土
」

に
つ
い
て
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
現
実
を
知
り
、
僕
は

瞼
を
閉
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
改
め
て
「
北
方
領
土
問
題
」
を
風
化

さ
せ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
強
い
思
い
が
、
心
の
奥
底
か
ら
突
き
上

げ
る
よ
う
な
衝
動
が
、
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

北
方
領
土
問
題
は
、
簡
単
に
解
決
で
き
る
問
題
で
は
な
い
こ
と

は
、
誰
も
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
元
島
民
の
方
々
は
、
終

戦
か
ら
七
十
六
年
が
経
っ
た
今
も
、
大
切
な
故
郷
の
こ
と
を
想
い
続

け
、
領
土
返
還
に
期
待
を
寄
せ
て
い
ま
す
。

　
「
ど
う
か
、
返
還
交
渉
を
前
に
進
め
て
欲
し
い
」

そ
う
、
心
か
ら
願
っ
て
い
ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
で
、
島
へ
の
ビ
ザ
な
し
訪
問
は
二
年
続
け
て
中
止
と
な

り
ま
し
た
。
勿
論
、
今
、
日
本
は
感
染
対
策
や
経
済
対
策
が
第
一
で

あ
る
こ
と
は
、
理
解
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
僕
は
忘
れ
て
欲
し
く

な
い
の
で
す
。
立
ち
止
ま
っ
て
欲
し
く
な
い
の
で
す
。

　
「
北
方
領
土
問
題
」
は
、
決
し
て
元
島
民
だ
け
の
問
題
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
僕
た
ち
国
民
一
人
一
人
の
問
題
で
す
。
そ
し
て
、
僕
は
政

治
家
の
皆
さ
ん
に
は
党
派
を
超
え
て
、「
領
土
問
題
」
に
つ
い
て
、

も
っ
と
も
っ
と
国
会
で
活
発
に
議
論
し
て
頂
き
た
い
で
す
。
政
治
家

の
皆
さ
ん
で
し
か
で
き
な
い
こ
と
、
政
治
家
の
皆
さ
ん
だ
か
ら
で
き

る
こ
と
を
、
お
願
い
し
た
い
の
で
す
。

　

僕
も
、
僕
の
で
き
る
啓
発
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ

禍
で
も
で
き
る
こ
と
…
…
こ
の
北
方
領
土
に
関
す
る
作
文
を
書
く
こ

と
も
、
僕
に
と
っ
て
は
大
事
な
活
動
の
一
つ
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
様
々
な
講
演
会
に
声
を
か
け
て
頂
き
、「
領
土
返
還
」
に
向
け

て
の
啓
発
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
北
方

領
土
の
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
「
エ
リ
カ
ち
ゃ
ん
」
と
「
エ
リ

オ
く
ん
」
人
形
は
、
共
に
活
動
を
す
る
心
強
い
仲
間
で
す
。
ま
だ
ま

だ
大
き
な
活
動
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
来
年
僕
は
高
校
生
。「
北
方
領

土
学
習
研
究
会
」
の
部
活
を
作
り
、
部
の
仲
間
と
共
に
領
土
問
題
解

決
策
を
議
論
し
合
っ
た
り
、
啓
発
活
動
に
励
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
元
島
民
の
方
々
、
そ
し
て
北
海
道
の
根
室
高
校
の
「
北

方
領
土
根
室
研
究
会
」
の
皆
さ
ん
や
、
内
閣
府
の
北
方
対
策
本
部
の

方
々
と
も
、
意
見
交
換
が
で
き
た
ら
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

日
本
が
「
領
土
問
題
」
に
対
し
て
、
受
け
身
の
体
制
で
は
な
く
、

新
た
な
角
度
か
ら
領
土
問
題
解
決
に
向
け
て
意
見
を
出
し
合
い
、
力

強
く
前
進
で
き
る
こ
と
を
願
い
た
い
で
す
。
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北
方
領
土
返
還
要
求
運
動
富
山
県
民
会
議
会
長
賞

返
還
要
求
運
動
が
続
い
て
い
く
た
め
に

黒
部
市
立
清
明
中
学
校
　
三
年
　
中
陳
　
純
人

　

僕
は
今
ま
で
様
々
な
形
で
北
方
領
土
返
還
要
求
運
動
に
関
わ
っ
て

き
ま
し
た
。

　

僕
が
初
め
に
返
還
要
求
運
動
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、「
北
方
領
土
青
少
年
現
地
視
察
事
業
」
に
参
加
し
た
時
で

す
。
僕
は
こ
の
事
業
で
北
海
道
の
根
室
市
を
訪
れ
、
様
々
な
体
験
を

す
る
中
で
返
還
運
動
に
つ
い
て
多
く
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
特
に
、
実
際
に
ノ
サ
ッ
プ
岬
へ
行
き
国
後
島
、
歯
舞
群
島
を

見
た
時
は
そ
の
近
さ
に
驚
き
、
こ
ん
な
に
近
く
て
も
日
本
人
は
足
を

踏
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
と
悲
し
く
な
り
、
ま
た
、
少
し

怒
り
も
湧
き
ま
し
た
。
こ
の
と
き
の
気
持
ち
は
決
し
て
忘
れ
な
い
よ

う
に
し
た
い
で
す
。
ノ
サ
ッ
プ
岬
で
は
、
四
島
の
か
け
橋
と
祈
り
の

火
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
四
島
の
か
け
橋
は
デ
ザ
イ
ン
の
中

に
北
方
四
島
が
か
く
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
北
方
領
土
出
前
講
座

で
も
説
明
の
あ
っ
た
、
沖
縄
か
ら
キ
ャ
ラ
バ
ン
隊
に
よ
っ
て
運
ば
れ

て
き
た
祈
り
の
火
は
、
返
還
ま
で
の
長
い
間
ず
っ
と
燃
え
続
け
る
そ

う
で
す
。
決
し
て
燃
え
尽
き
な
い
炎
が
、
返
還
を
絶
対
に
あ
き
ら
め

な
い
人
々
の
心
を
表
し
て
い
る
の
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

　

僕
は
二
年
生
の
と
き
に
こ
の
事
業
に
参
加
し
ま
し
た
が
、
三
年
生

の
と
き
に
は
コ
ラ
ー
レ
で
行
わ
れ
た
北
方
領
土
に
つ
い
て
の
報
告
会

に
も
参
加
し
ま
し
た
。
こ
の
会
議
で
は
、
東
海
・
北
陸
地
方
の
さ
ま

ざ
ま
な
中
学
生
の
話
を
聞
き
、
よ
り
一
層
知
識
を
深
め
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
ま
た
、
自
分
も
原
稿
を
作
り
、
発
表
す
る
中
で
真
剣
に

北
方
領
土
問
題
と
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
そ
し

て
、
ど
の
チ
ー
ム
の
発
表
に
も
あ
っ
た
、「
こ
れ
か
ら
も
返
還
要
求

運
動
を
続
け
て
い
く
た
め
に
は
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
対
し
て
の
意
見

も
し
っ
か
り
と
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
学
校
で
北
方
領
土
に
つ
い
て
の
ま
と
め
学
習
が
あ
っ
た

際
、
僕
は
先
ほ
ど
の
「
こ
れ
か
ら
も
返
還
要
求
運
動
を
続
け
る
た
め

に
は
」
と
い
う
も
の
を
テ
ー
マ
と
し
て
掲
げ
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、

現
地
視
察
事
業
で
も
報
告
会
で
も
大
き
な
課
題
と
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
た
か
ら
で
す
。
三
年
生
の
十
一
月
に
は
北
方
領
土
の
ま
と
め
学
習

の
一
環
と
し
て
、
リ
モ
ー
ト
で
根
室
市
の
高
校
生
の
話
を
聞
く
機
会

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
も
や
は
り
こ
の
課
題
は
上
げ
ら
れ
て
お

り
、
大
き
な
課
題
で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。
同
じ
と
き
に
学

校
で
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
島
民
の
方
の
お
話
に
よ
れ
ば
、
現

在
元
島
民
の
方
々
の
数
は
終
戦
時
島
に
住
ん
で
い
た
数
の
、
約
三
割
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ほ
ど
ま
で
少
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
返
還
運
動
に
た

ず
さ
わ
る
人
が
少
な
く
な
る
こ
と
で
、
運
動
自
体
が
な
く
な
っ
て
し

ま
う
の
で
は
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
も
、
若
い

世
代
が
返
還
要
求
運
動
に
関
わ
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

長
い
期
間
に
渡
っ
て
返
還
を
要
求
し
て
い
く
こ
と
で
、
返
還
に
一
歩

近
づ
く
の
で
は
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
根
室
市
の
高
校
生
の
話
に

よ
る
と
、
返
還
運
動
に
興
味
を
も
つ
若
い
世
代
の
数
は
年
々
減
少
し

て
し
ま
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
僕
は
ま
と
め
学
習
で
ど
う
す
れ
ば
若

い
世
代
に
返
還
運
動
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
る
の
か
を
考
え
ま
し

た
。
一
つ
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
ポ
ス
タ
ー
、
広
報
紙
を
使
い
多
く
の
人
に
北

方
領
土
問
題
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
よ
り
多
く
の
学

校
で
ま
と
め
学
習
を
す
る
こ
と
も
北
方
領
土
問
題
に
つ
い
て
深
く
考

え
る
き
っ
か
け
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
つ
は
北
方
領
土
問
題

に
関
連
す
る
行
事
や
イ
ベ
ン
ト
に
、
率
先
し
て
参
加
す
る
こ
と
で

す
。
今
は
一
部
の
人
た
ち
が
北
方
領
土
問
題
に
関
わ
る
だ
け
で
も
、

や
が
て
は
多
く
の
人
が
関
心
を
持
ち
、
行
動
し
て
く
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

　

今
ま
で
の
経
験
か
ら
学
ん
だ
返
還
要
求
運
動
の
課
題
を
克
服
し
、

自
分
た
ち
若
い
世
代
が
問
題
を
解
決
へ
と
進
め
て
い
き
た
い
で
す
。

富
山
県
教
育
委
員
会
教
育
長
賞

納
沙
布
岬
を
訪
れ
て
感
じ
た
こ
と

射
水
市
立
小
杉
中
学
校
　
二
年
　
野
村
　
美
緒

　

二
年
前
に
北
海
道
方
面
へ
家
族
で
旅
行
を
し
た
。
北
海
道
は
広
大

な
土
地
の
た
め
、
一
度
の
旅
行
で
全
て
を
巡
る
こ
と
は
難
し
い
。
北

海
道
の
ど
の
地
域
を
訪
れ
る
べ
き
か
、
家
族
で
話
し
合
い
が
行
わ
れ

た
。
話
し
合
い
の
中
で
、「
北
方
領
土
を
見
て
み
た
い
」
と
父
か
ら
意

見
が
上
が
っ
た
。
父
は
島
根
県
出
身
で
、
幼
い
頃
か
ら
竹
島
領
土
問

題
の
教
育
を
受
け
て
い
た
た
め
、
領
土
問
題
に
対
す
る
意
識
が
日
頃

か
ら
高
い
。
父
の
一
言
で
北
海
道
道
東
方
面
へ
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

北
方
領
土
は
、
北
海
道
道
東
に
近
接
す
る
、
歯
舞
群
島
、
色
丹

島
、
国
後
島
及
び
択
捉
島
の
四
つ
の
島
々
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
一
九
四
五
年
八
月
二
十
八
日
か
ら
九
月
五
日

ま
で
の
間
に
、
旧
ソ
連
軍
に
よ
っ
て
不
法
占
領
さ
れ
る
ま
で
は
、
日

本
人
が
努
力
と
苦
労
の
末
に
切
り
拓
き
、
先
祖
代
々
受
け
継
い
で
き

た
、
歴
史
的
に
一
度
も
他
国
に
支
配
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
島
々
で
あ

る
。
根
室
市
街
か
ら
車
で
二
十
分
ほ
ど
走
行
し
、
三
百
六
十
度
何
も

遮
る
も
の
が
な
い
一
本
道
を
進
む
と
根
室
半
島
先
端
に
あ
る
納
沙
布
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岬
に
到
着
す
る
。
ま
ず
目
に
入
る
の
は
、
数
々
の
石
碑
だ
。「
島
を

還
せ
」「
魂　

北
方
領
土　

祖
国
復
帰
は
日
本
国
民
の
悲
願
」
な
ど

一
つ
一
つ
じ
っ
く
り
見
て
い
る
と
、
日
本
全
国
の
人
達
の
北
方
領
土

返
還
に
対
す
る
思
い
が
伝
わ
っ
て
き
て
、
な
ん
と
も
言
え
な
い
感
情

が
込
み
上
げ
て
き
た
。

　

そ
し
て
、
納
沙
布
岬
の
先
端
に
立
つ
と
手
に
届
き
そ
う
な
位
置
に

小
さ
な
岩
の
よ
う
な
島
が
見
え
た
。
貝
殻
島
だ
。
こ
の
島
と
納
沙
布

岬
と
の
距
離
は
わ
ず
か
三
・
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
島
の
上
に

は
日
本
人
が
昭
和
十
二
年
に
建
て
た
灯
台
が
あ
り
、
旧
ソ
連
軍
に
占

領
さ
れ
た
後
は
手
つ
か
ず
の
ま
ま
放
置
さ
れ
、
廃
墟
の
よ
う
に
な
っ

て
い
た
。
貝
殻
島
の
後
ろ
に
は
、
お
盆
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
よ
う
な

低
く
独
特
な
形
の
水
晶
島
が
見
え
た
。
水
晶
島
と
納
沙
布
岬
の
間
も

七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
そ
う
遠
く
は
な
い
。
双
眼
鏡
で
見
る
と
、
ぼ
ん

や
り
と
低
い
建
物
、
ロ
シ
ア
の
監
視
場
が
見
え
た
。
納
沙
布
岬
と
そ

れ
ら
の
島
々
の
間
に
は
ロ
シ
ア
の
警
備
艇
が
時
折
巡
航
し
て
い
る
ら

し
い
。
目
前
に
見
え
る
日
本
の
島
々
に
日
本
人
が
足
を
踏
み
入
れ
ら

れ
な
い
と
い
う
現
実
と
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
実
効
支
配
の
恐
ろ
し
さ
を

知
り
、
身
震
い
を
感
じ
た
。
自
分
の
国
が
他
国
に
乗
っ
取
ら
れ
て
い

る
異
常
な
状
態
だ
。
日
本
人
な
ら
、
北
方
領
土
問
題
に
つ
い
て
真
剣

に
考
え
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
。

　

ど
う
す
れ
ば
、
北
方
領
土
問
題
が
解
決
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の

問
題
を
調
べ
て
い
く
と
、
現
在
ま
で
に
日
本
と
ロ
シ
ア
の
間
で
何

度
か
交
渉
が
行
わ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、
一
九
五
六
年
に
は
、
国

交
を
回
復
し
、「
平
和
条
約
締
結
後
に
歯
舞
群
島
と
色
丹
島
を
引
き

渡
す
」
と
明
記
し
た
日
ソ
共
同
宣
言
が
署
名
さ
れ
、
一
九
九
三
年

に
は
、「
北
方
四
島
の
帰
属
問
題
を
解
決
し
て
平
和
条
約
を
締
結
す

る
」
と
記
さ
れ
た
東
京
宣
言
が
合
意
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
日

本
と
ロ
シ
ア
の
国
家
間
に
お
け
る
和
平
成
立
が
北
方
領
土
問
題
解
決

の
鍵
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
私
の
身
の
回
り
で
は
、
ロ
シ

ア
人
は
中
古
車
を
輸
出
し
た
り
、
学
校
に
通
い
授
業
を
一
緒
に
受
け

て
お
り
、
日
本
人
と
同
じ
よ
う
に
生
活
を
し
て
い
る
。
市
民
レ
ベ
ル

で
は
、
両
国
間
で
平
和
的
関
係
は
築
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
も
し
、
北
方
領
土
が
日
本
に
返
還
さ
れ
た
ら
、
日
本
人
と
ロ
シ

ア
人
は
平
和
に
暮
ら
す
こ
と
が
出
来
る
は
ず
だ
。

　

私
は
納
沙
布
岬
を
訪
れ
る
こ
と
で
、
北
方
領
土
問
題
を
知
り
、
深

く
考
え
る
こ
と
が
出
来
た
。
多
く
の
日
本
人
は
、
同
じ
日
本
な
の
に

遠
い
場
所
の
難
し
い
問
題
と
他
人
事
と
し
て
認
識
し
、
問
題
解
決
の

必
要
性
を
感
じ
て
い
な
い
と
思
う
。
未
来
を
担
う
私
た
ち
若
者
が
、

修
学
旅
行
な
ど
を
き
っ
か
け
に
現
地
を
訪
れ
て
、
領
土
問
題
を
正
し

く
理
解
し
、
意
見
を
出
し
合
い
、
身
近
な
問
題
と
し
て
考
え
る
べ
き

だ
。
そ
う
す
る
こ
と
が
、
国
や
政
治
家
が
交
渉
す
る
た
め
の
大
き
な

原
動
力
に
な
り
、
日
本
と
ロ
シ
ア
の
和
平
成
立
に
つ
な
が
る
と
思
う
。
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納
沙
布
岬
に
そ
び
え
立
つ
「
き
ぼ
う
の
鐘
」
の
音
色
の
よ
う
に
、

日
本
と
ロ
シ
ア
が
国
家
レ
ベ
ル
で
清
々
し
い
関
係
に
な
り
、
一
日
で

も
早
く
北
方
領
土
問
題
が
解
決
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

富
山
県
市
長
会
会
長
賞

私
た
ち
の
声黒

部
市
立
明
峰
中
学
校
　
三
年
　
田
原
　
和
奏

　
「
北
方
領
土
を
返
し
て
」

　

今
日
も
、
道
民
は
訴
え
続
け
る
。
あ
る
日
突
然
奪
わ
れ
た
自
分
達

の
故
郷
を
返
還
し
て
も
ら
う
た
め
に
。

　

約
四
ケ
月
。
私
は
「
総
合
」
の
時
間
を
通
し
て
、
北
方
領
土
に
つ

い
て
学
ぶ
機
会
が
あ
っ
た
。
歴
史
的
背
景
、
特
色
、
返
還
運
動
な
ど

様
々
な
視
点
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
。
中
で
も
最
も
印
象
深

か
っ
た
の
は
神
戸
学
院
大
学
の
岡
部
教
授
の
講
演
だ
。
こ
の
講
演
を

通
し
て
、
私
は
北
方
領
土
返
還
問
題
へ
の
見
方
や
考
え
方
が
大
き
く

変
化
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
衝
撃
的
な
も
の
だ
っ
た
。
内
容
は
神
戸
学
院

大
学
の
生
徒
と
北
方
領
土
に
住
む
学
生
達
と
の
ビ
ザ
な
し
交
流
に
つ

い
て
で
、
ア
ニ
メ
文
化
を
通
し
て
交
流
し
て
い
た
。
一
番
の
驚
き

は
、「
笑
顔
だ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
だ
。
私
は
て
っ
き
り
北
方
領
土

問
題
で
互
い
に
敵
対
し
て
い
る
と
い
う
か
、
対
立
し
て
い
る
も
の
だ

と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
ん
な
雰
囲
気
は
全
く
な
く
、

た
だ
ひ
た
す
ら
に
楽
し
そ
う
だ
っ
た
。
岡
部
教
授
が
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
た
言
葉
が
耳
に
残
っ
て
い
る
。「
若
い
世
代
間
の
交
流
で
互
い

に
心
を
通
わ
せ
合
う
こ
と
こ
そ
が
、
北
方
領
土
返
還
へ
の
第
一
歩

で
す
。」
も
は
や
国
家
間
の
問
題
な
ど
で
は
な
い
、
そ
う
感
じ
た
。

そ
し
て
若
い
世
代
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

「
誰
か
が
や
っ
て
く
れ
る
か
ら
」
な
ん
て
言
っ
て
何
も
せ
ず
に
終
わ

る
な
ど
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
。
今
、
私
た
ち
に
何
が
で
き
る

の
か
。
貴
重
な
体
験
を
無
駄
に
せ
ず
自
ら
行
動
し
た
い
。

　

北
方
領
土
は
い
つ
に
な
れ
ば
返
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
。
北
方
領
土

に
住
ん
で
い
た
方
々
は
も
う
高
齢
の
方
が
多
い
。
も
う
一
度
故
郷
に

帰
ら
せ
て
あ
げ
た
い
。
そ
の
た
め
に
も
早
急
な
返
還
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
で
、
ビ
ザ
な
し
交

流
が
で
き
ず
北
方
領
土
問
題
の
解
決
へ
の
道
の
り
は
ま
だ
ま
だ
遠
い

よ
う
に
感
じ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
返
還
の
際
は
、
今
北
方
領
土
に
住

む
ロ
シ
ア
人
へ
の
配
慮
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
返
し
て
ほ
し
い
か

ら
日
本
の
意
思
を
押
し
つ
け
て
武
力
行
使
を
す
れ
ば
、
約
八
十
年
前

の
悲
劇
を
繰
り
返
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
北
方
領
土
返

還
に
は
慎
重
な
手
続
き
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
ま
た
、
ロ
シ
ア
の
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若
い
世
代
の
人
々
の
多
く
は
日
本
と
ロ
シ
ア
が
北
方
領
土
を
め
ぐ
っ

て
対
立
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
北
方
領
土
を
占
領
し
て
い
る

な
ん
て
考
え
も
せ
ず
に
私
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
日
常
を
送
っ
て
い

る
。「
知
ら
な
い
」
と
い
う
の
は
大
き
な
問
題
な
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
き
っ
と
日
本
人
で
も
北
方
領
土
問
題
を
知
ら
な
い
人
は
た
く

さ
ん
い
る
。「
知
ら
な
い
」
と
い
う
人
が
増
え
て
し
ま
う
と
、
数
年

後
、
こ
の
問
題
が
な
か
っ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な

い
。
先
延
ば
し
に
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
返
還
は
難
し
く
な
る
だ
ろ
う
。

そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
、
粘
り
強
く
、
何
年
も
何
年
も
返
還
を
訴
え

続
け
て
い
る
人
々
が
い
る
こ
と
を
一
人
で
も
多
く
の
人
に
知
っ
て
ほ

し
い
。
豊
富
な
水
産
資
源
に
恵
ま
れ
、
美
し
い
大
自
然
に
囲
ま
れ
た

北
方
領
土
。
そ
ん
な
故
郷
を
奪
わ
れ
、
も
う
一
度
見
る
こ
と
が
叶
わ

ず
亡
く
な
っ
て
い
っ
た
人
が
ど
れ
だ
け
い
る
だ
ろ
う
か
。
も
う
そ
ん

な
思
い
を
誰
一
人
と
し
て
ほ
し
く
な
い
。

　

約
四
ケ
月
、
私
は
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
学
ん
だ
。
こ
の
経
験
を
経

験
と
し
て
終
わ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
ど
う
問
題
解
決
に
つ
な
げ
る
か

を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
北
方
領
土
を
返
し
て
」

　

今
日
も
、
私
た
ち
は
訴
え
続
け
る
。
北
方
領
土
が
還
っ
て
く
る
そ

の
日
ま
で
。

富
山
県
「
北
方
領
土
問
題
」
教
育
者
会
議
会
長
賞

私
が
学
ん
だ
こ
と
〜
北
方
領
土
〜

黒
部
市
立
清
明
中
学
校
　
三
年
　
篠
﨑
　
綾
乃

　

北
方
領
土
。
そ
れ
は
、
名
前
の
通
り
、
日
本
の
北
の
は
し
に
あ
る

島
々
だ
。
私
が
住
む
富
山
県
と
は
、
と
て
も
離
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
ど
こ
に
住
む
日
本
人
に
と
っ
て
も
、
ほ
ぼ
同
じ
感
覚
だ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
、
北
海
道
に
住
む
人
以
外
に
は
、
北
方
領
土
は
遠
い
存
在

だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
北
の
地
域
に
、
確
か
に
日
本
人
が
住

ん
で
い
た
。
彼
ら
は
、
今
の
、
ロ
シ
ア
人
の
み
が
住
み
、
実
質
的
に

は
ロ
シ
ア
が
も
つ
北
方
領
土
を
、
ど
う
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

十
一
月
九
日
、
私
の
学
校
で
は
、「
北
方
領
土
出
前
講
座
」
が
開

か
れ
た
。
そ
の
講
座
で
は
、
根
室
高
校
の
「
北
方
領
土
研
究
会
」
に

所
属
す
る
根
室
高
校
一
年
生
の
二
人
に
よ
る
お
話
と
、
元
島
民
の
方

か
ら
の
お
話
を
伺
っ
た
。
根
室
高
校
の
お
二
人
は
、
北
方
領
土
に
つ

い
て
と
北
方
領
土
返
還
要
求
運
動
に
つ
い
て
、
様
々
な
お
話
を
さ
れ

た
。
そ
の
中
で
、
北
方
領
土
の
歴
史
に
つ
い
て
も
ま
と
め
ら
れ
て
い

た
。
そ
の
お
話
を
聞
い
て
わ
か
っ
た
の
は
、「
北
方
領
土
は
日
本
固

有
の
領
土
で
あ
る
」
と
い
う
事
実
。
そ
し
て
、
元
島
民
の
高
齢
化
と
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い
う
課
題
だ
。
当
た
り
前
だ
が
、
誰
に
で
も
平
等
に
時
は
流
れ
る
。

元
島
民
の
方
々
が
年
を
と
り
、
亡
く
な
る
方
も
増
え
る
こ
と
で
、
北

方
領
土
問
題
を
伝
え
て
い
く
人
が
減
少
し
、
こ
の
問
題
が
風
化
し
て

い
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
け
ね
ん
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
こ
と
を

知
っ
た
後
に
、
元
島
民
の
方
の
お
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
、

と
て
も
貴
重
な
経
験
な
の
だ
と
あ
ら
た
め
て
思
う
。

　

元
島
民
の
方
の
お
話
は
、
興
味
深
い
内
容
だ
っ
た
。
当
時
の
生
活

は
、
と
て
も
大
変
だ
っ
た
と
知
っ
た
。
お
話
を
し
て
下
さ
っ
た
吉
田

さ
ん
の
家
は
、
元
々
、
漁
業
を
営
ん
で
お
ら
れ
、
魚
が
と
れ
な
く

な
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
家
族
で
歯
舞
群
島
へ
移
住
さ
れ
た
そ

う
だ
。
歯
舞
群
島
の
周
辺
で
は
、
良
質
な
こ
ん
ぶ
が
た
く
さ
ん
と
れ

た
た
め
、
そ
こ
に
住
む
人
は
み
ん
な
昆
布
漁
を
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
も
聞
け
た
。
島
で
の
思
い
出
の
中
に
は
昆
布
漁
に
関
係
す
る
も
の

が
多
く
、
そ
れ
ほ
ど
歯
舞
群
島
で
暮
ら
し
て
い
た
人
々
に
と
っ
て
昆

布
は
、
大
切
な
収
入
源
だ
っ
た
そ
う
だ
。
そ
し
て
、
私
が
吉
田
さ
ん

の
お
話
を
聞
い
て
一
番
印
象
に
残
っ
た
の
が
、
吉
田
さ
ん
の
思
い

だ
。
吉
田
さ
ん
は
、

「
私
は
、『
北
方
領
土
は
私
た
ち
の
ふ
る
さ
と
』
だ
と
思
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
今
ま
で
も
、
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。

だ
か
ら
こ
の
よ
う
な
運
動
を
続
け
て
い
る
。」

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
今
ま
で
北
方
領
土
に
つ
い
て
た
く
さ
ん
調
べ
、

学
ん
で
き
た
が
、
ど
の
文
け
ん
よ
り
も
、
一
番
ま
っ
す
ぐ
心
に
届
い

た
。
元
島
民
の
方
が
、
北
方
領
土
の
返
還
を
求
め
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
は
っ
き
り
と
わ
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
言
葉
の
力
だ
と
思
う
。

　

私
は
、
中
学
二
年
生
の
時
に
、
北
方
領
土
に
つ
い
て
学
ぶ
た
め

に
、
二
泊
三
日
で
根
室
へ
行
く
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
ま
し
た
。
そ

の
旅
で
は
、
の
さ
っ
ぷ
岬
を
訪
れ
、
目
と
鼻
の
先
に
あ
る
貝
殻
島
を

肉
眼
で
見
ま
し
た
。
根
室
の
空
気
は
冷
た
く
、
す
ん
で
い
ま
し
た
。

他
に
も
、
根
室
で
は
い
く
つ
か
の
北
方
領
土
に
つ
い
て
の
資
料
を

見
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
か
ら
お
話
を
聞
き
、
よ
り
北
方
領
土
に
つ
い
て

の
見
識
を
深
め
た
。
こ
の
経
験
は
と
て
も
す
ば
ら
し
く
、
有
難
い
こ

と
だ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
た
く
さ
ん
北
方
領
土
に
つ
い
て
学
ん
で
き
た
が
、

私
に
は
、
何
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
私
が
で
き
る
の
は
、
北
方
領
土

問
題
に
つ
い
て
知
ら
な
い
人
に
、
こ
の
問
題
を
広
め
る
こ
と
だ
と
思

う
。
私
の
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
北
方
領
土
問
題
に
つ
い
て
詳
し
く
知

ら
な
か
っ
た
人
が
「
知
る
」
こ
と
か
ら
始
め
る
こ
と
で
、
事
態
は
変

化
す
る
と
考
え
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
ゆ
く
ゆ
く
は
北
方
領
土
の
返

還
に
つ
な
が
る
こ
と
を
願
う
。
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入
　
　
選

忘
れ
て
は
い
け
な
い
北
方
領
土

黒
部
市
立
清
明
中
学
校
　
三
年
　
中
陳
　
　
匠

　
「
北
方
領
土
の
悲
劇
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。」
こ
の
言
葉
を
最
初

に
聞
い
た
と
き
、
私
は
不
思
議
に
思
い
ま
し
た
。
こ
の
と
き
私
は
、

歴
史
の
授
業
で
第
二
次
世
界
大
戦
の
こ
と
を
習
っ
て
い
た
の
で
「
戦

争
を
起
こ
し
た
報
い
な
の
か
な
」
と
ぼ
ん
や
り
と
あ
ま
り
深
く
考
え

ま
せ
ん
で
し
た
。
結
局
私
は
、
日
本
の
せ
い
だ
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。

　

こ
の
考
え
が
変
わ
っ
た
の
は
、
学
校
で
調
べ
た
こ
と
か
ら
で
し

た
。
私
の
テ
ー
マ
は
「
返
還
運
動
の
歩
み
」
に
つ
い
て
で
し
た
。
こ

の
調
べ
学
習
中
に
、
そ
も
そ
も
何
で
ロ
シ
ア
に
占
拠
さ
れ
た
の
か
を

調
べ
て
み
る
と
、
あ
り
え
な
い
と
思
う
よ
う
な
真
実
が
あ
り
ま
し

た
。「
ヤ
ル
タ
協
定
は
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ソ
連
（
現
在
の

ロ
シ
ア
）
の
三
国
間
の
秘
密
協
定
で
あ
り
、
日
本
は
参
加
し
て
い
な

い
。」
ヤ
ル
タ
協
定
は
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ソ
連
が
戦
争
を

終
わ
ら
せ
る
た
め
に
結
ん
だ
協
定
と
い
う
こ
と
は
、
知
っ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
「
日
本
は
参
加
し
て
い
な
い
」、「
法
的
拘
束
力
を
も
た

な
い
」
こ
の
二
つ
か
ら
あ
き
ら
か
に
不
法
占
拠
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。
そ
し
て
腹
が
立
ち
ま
し
た
。
不
法
占
拠
を
し
て
い
る
ロ

シ
ア
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
全
く
無
関
心
だ
っ
た
私
自
身
に
。
そ
し

て
一
刻
で
も
早
く
こ
の
問
題
に
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思

い
ま
し
た
。

　
「
自
分
に
は
何
が
で
き
る
ん
だ
ろ
う
。」
と
思
っ
て
い
た
と
き
に
北

方
領
土
の
出
前
講
座
が
開
か
れ
ま
し
た
。
根
室
高
校
の
「
北
方
領
土

根
室
研
究
会
」
の
人
た
ち
と
元
島
民
の
人
た
ち
が
北
方
領
土
に
つ
い

て
話
を
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
研
究
会
の
人
た
ち
は
、
根
室
の
祭

や
特
徴
、
返
還
運
動
に
つ
い
て
話
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
と
き
に
驚

い
た
こ
と
は
、
世
代
間
の
交
流
に
つ
い
て
で
す
。
元
島
民
の
人
た
ち

と
、
私
と
同
じ
世
代
の
中
学
生
が
一
緒
に
な
っ
て
北
方
領
土
の
こ
と

を
伝
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
と
て
も
驚
き
ま
し
た
。
ま
た
、
署
名

運
動
を
や
っ
て
い
る
こ
と
に
も
と
て
も
驚
き
ま
し
た
。「
私
と
同
じ

世
代
の
人
た
ち
も
北
方
領
土
の
た
め
に
活
動
し
て
い
る
ん
だ
。」
と

思
い
ま
し
た
。
元
島
民
の
人
た
ち
は
、
島
で
の
暮
ら
し
と
願
い
な
ど

を
話
し
て
い
ま
し
た
。
島
で
は
、
電
気
や
車
は
な
く
、
ラ
ン
プ
な
ど

の
原
始
的
な
生
活
を
し
て
い
る
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。
今
の
私
た
ち

と
は
、
全
く
違
う
生
活
で
と
て
も
大
変
そ
う
だ
っ
た
け
ど
、
幸
せ

だ
っ
た
ん
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
そ
し
て
講
座
の
最
後
に
、「
北
方

領
土
に
戻
り
た
い
か
」
と
い
う
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。「
当
然
、
戻
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り
た
い
だ
ろ
う
な
。」
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、「
戻
り
た
い
と
は
思

い
ま
せ
ん
ね
。」
と
言
わ
れ
た
と
き
私
は
驚
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

そ
の
後
、「
た
だ
日
本
固
有
の
領
土
だ
か
ら
返
し
て
ほ
し
い
。
そ
し

て
返
還
を
実
現
す
る
た
め
に
私
た
ち
の
思
い
を
受
け
継
い
で
い
っ
て

ほ
し
い
。」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
私
は
、
特
別
な
こ
と
を
す
る
の
で

は
な
く
、
そ
の
思
い
を
未
来
に
向
け
て
受
け
継
い
で
い
け
ば
い
い
の

だ
と
気
付
き
ま
し
た
。

　

北
方
領
土
返
還
ま
で
の
道
の
り
は
遠
く
て
も
、
粘
り
強
く
要
求
を

続
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に

し
、
後
世
に
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
今
回

の
北
方
領
土
学
習
で
学
ん
だ
こ
と
で
す
。
い
つ
か
の
実
現
の
た
め
に

私
た
ち
自
身
が
、
情
報
を
伝
え
る
存
在
に
な
る
こ
と
が
大
切
だ
と

言
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
な
ら
っ
て
、
私
自
身
が
情
報
を
伝
え
る

「
発
信
源
」
と
な
り
、
周
り
の
友
達
、
家
族
、
知
人
、
そ
し
て
日
本
、

世
界
へ
と
つ
な
げ
て
い
き
た
い
で
す
。
元
島
民
の
人
た
ち
が
大
切

で
、
自
然
が
豊
か
で
、
の
ど
か
だ
っ
た
北
方
領
土
は
日
本
固
有
の
領

土
で
あ
り
、
世
界
的
問
題
の
一
つ
だ
と
。
そ
し
て
、
元
島
民
の
人
た

ち
が
願
っ
て
い
た
返
還
を
少
し
で
も
早
く
達
成
さ
せ
た
い
と
思
い
ま

す
。

入
　
　
選

「
共
存
」
し
て
い
く
社
会

黒
部
市
立
明
峰
中
学
校
　
三
年
　
増
山
　
滉
人

　
「
北
方
領
土
」
こ
の
四
文
字
は
学
校
、
そ
れ
か
ら
ニ
ュ
ー
ス
、
新

聞
で
よ
く
耳
に
入
り
ま
す
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
北
方
領
土
問
題
と
し

て
扱
っ
て
い
る
記
事
ば
か
り
で
し
ょ
う
。
私
は
今
ま
で
そ
れ
に
つ
い

て
全
く
考
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
ん
な
に
興
味
も
わ

か
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

　

先
日
、
学
校
で
北
方
領
土
に
関
す
る
授
業
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ

は
、
こ
れ
か
ら
自
分
達
で
北
方
領
土
に
つ
い
て
調
べ
、
発
表
す
る
と

い
う
も
の
で
し
た
。
ま
た
、
大
学
の
教
授
か
ら
の
話
も
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
話
の
中
で
何
度
も
出
て
き
た
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は

「
共
存
」
で
す
。
共
存
す
る
と
は
ど
ん
な
こ
と
な
の
か
、
ど
う
い
う

意
味
な
の
か
全
く
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
北
方
領
土
を
返
せ

と
さ
ん
ざ
ん
言
っ
て
い
る
の
に
共
に
暮
ら
す
と
は
、
言
っ
て
い
る
こ

と
が
正
反
対
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
し
た
。

　

調
べ
て
い
く
う
ち
に
「
共
存
」
の
意
味
が
や
っ
と
わ
か
っ
て
き
た

よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
も
う
北
方
領
土
は
ロ
シ
ア
の
風
景
。
ロ
シ
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ア
の
人
、
も
の
、
建
造
物
。
だ
れ
が
見
て
も
ロ
シ
ア
と
言
う
で
し
ょ

う
。
今
は
ロ
シ
ア
の
人
々
が
住
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
を
無
理
矢
理
日

本
の
領
土
に
し
た
ら
ど
う
な
る
か
分
か
り
ま
す
か
。
そ
う
、
昔
、
ソ

連
が
行
っ
た
「
占
拠
」
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。
暮
ら
し
て
い
る
人
々
は

住
む
場
所
を
失
い
、
移
住
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
建
造

物
も
そ
の
ま
ま
で
す
。
そ
ん
な
状
態
で
返
っ
て
き
て
誰
が
嬉
し
い
で

し
ょ
う
か
。
表
面
状
で
は
返
っ
て
い
る
け
ど
ふ
た
を
開
け
て
み
た
ら

景
色
は
ロ
シ
ア
そ
の
も
の
。
私
は
そ
ん
な
こ
と
は
絶
対
に
嫌
で
す
。

だ
か
ら
こ
そ
「
共
存
」
な
の
で
す
。

　

ロ
シ
ア
の
人
々
は
こ
の
問
題
を
あ
ま
り
知
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

だ
か
ら
日
本
か
ら
訴
え
か
け
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
ま
す
。

ま
ず
知
っ
て
も
ら
う
。
そ
れ
が
一
番
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

知
っ
て
行
動
す
る
人
が
一
人
で
も
い
れ
ば
そ
れ
は
大
き
な
進
歩
で

す
。
今
は
ス
マ
ホ
と
い
う
非
常
に
便
利
な
道
具
が
あ
り
ま
す
。
一
つ

投
稿
す
れ
ば
、
瞬
く
間
に
世
界
中
に
広
が
り
ま
す
。
問
題
を
発
信
し

て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
問
題
を
問
題
と
と
ら
え
て
い

な
い
。
だ
か
ら
興
味
が
な
い
。
そ
の
概
念
を
く
ず
し
て
い
く
べ
き
だ

と
思
い
ま
す
。

　

国
を
動
か
せ
る
の
は
政
府
で
は
な
く
国
民
で
す
。
私
た
ち
自
身
が

動
い
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
は
少

な
く
、
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す
が
、
先
程
も
い
っ
た
と
お
り
ま
ず

知
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
く
べ
き
で
す
。
そ
こ
か
ら
返
還
運
動
に
参

加
し
た
り
声
を
あ
げ
た
り
す
れ
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
。
知
る
こ
と
も

大
事
な
返
還
へ
の
第
一
歩
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
そ
し
て
何
度
も

言
っ
て
い
る
よ
う
に
「
共
存
」
こ
れ
を
果
た
し
て
い
く
べ
き
だ
と
思

い
ま
す
。

　

今
は
ビ
ザ
な
し
交
流
な
ど
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。「
共
存
」

へ
の
一
歩
を
踏
み
出
し
て
い
る
の
で
す
。
誰
か
を
追
い
出
し
た
と
こ

ろ
で
誰
が
幸
せ
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
す
な
わ
ち
元
か
ら
い
る
ロ

シ
ア
人
の
方
々
と
共
に
暮
ら
し
、
共
に
生
き
て
い
く
こ
と
が
、
私
が

考
え
る
解
決
策
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
ま
ま
交
渉
を
続
け
た
と
こ
で

還
っ
て
く
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
最
善
の
策
を
速
く
う
つ
べ

き
だ
し
、
未
来
に
す
ば
ら
し
い
環
境
、
自
然
を
残
し
て
い
く
た
め
に

い
ち
は
や
く
「
共
存
」
を
は
た
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

お
互
い
が
分
か
り
あ
い
、「
共
存
」
を
は
た
せ
る
こ
と
を
願
っ
て

い
ま
す
。



14−　　−

入
　
　
選

故
郷
へ
の
思
い

黒
部
市
立
明
峰
中
学
校
　
三
年
　
宮
下
　
美
夢

　

故
郷
へ
の
思
い
。
そ
れ
は
い
つ
の
時
代
に
な
っ
て
も
変
わ
ら
な
い

と
私
は
思
い
ま
す
。
戦
時
中
も
今
の
時
代
を
生
き
る
私
達
に
と
っ
て

も
で
す
。
そ
し
て
こ
の
思
い
は
人
種
が
違
っ
て
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。

私
は
日
本
と
ロ
シ
ア
の
北
方
領
土
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
両
国

と
も
、
故
郷
へ
の
思
い
は
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
付
く
こ
と

が
最
も
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

　

長
い
世
界
の
歴
史
で
、
北
方
領
土
は
日
本
が
ロ
シ
ア
よ
り
も
先
に

発
見
し
た
と
な
っ
て
い
ま
す
。
実
際
に
正
保
御
国
絵
図
と
い
う
北
方

領
土
の
島
々
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ま

ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
す
。
し
か
し
、
ロ
シ
ア
人
の
人
達
は
こ
の
事
実

や
日
本
と
ロ
シ
ア
の
間
で
何
が
あ
っ
た
の
か
を
日
本
と
は
、
ま
っ
た

く
違
う
形
で
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
は
、
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
と

き
と
て
も
大
き
な
怒
り
と
同
時
に
悲
し
み
の
感
情
が
で
て
き
ま
し

た
。
ロ
シ
ア
は
武
力
で
私
達
日
本
人
に
屈
辱
や
苦
し
み
を
味
わ
わ
せ

た
だ
け
で
な
く
、
未
来
を
つ
く
り
上
げ
て
い
く
子
供
達
に
間
違
っ
た

情
報
を
与
え
続
け
、
日
本
と
ロ
シ
ア
の
関
係
を
悪
く
す
る
負
の
連
鎖

を
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
。
た
だ
た
だ
人
々
を
不
幸
に
し
て
い
る
ロ
シ

ア
の
行
動
に
理
解
が
出
来
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
ん
な
行
動
を
と
っ

て
し
ま
う
人
間
の
弱
さ
を
痛
感
し
、
悲
し
さ
、
虚
し
さ
が
あ
ふ
れ
ま

す
。
で
も
、
そ
ん
な
私
の
思
い
は
ロ
シ
ア
の
人
達
に
と
っ
て
は
分
か

ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
国
の
教
え
が
間
違
っ
て
い
る
と

気
付
い
て
い
な
い
か
ら
で
す
。

　

私
は
以
前
、
黒
部
市
を
中
心
に
開
催
さ
れ
た
「
北
方
領
土
を
考
え

る
東
海
・
北
陸
ブ
ロ
ッ
ク
中
学
生
の
つ
ど
い
」
と
い
う
行
事
に
参
加

し
ま
し
た
。
様
々
な
県
の
中
学
生
達
が
そ
れ
ぞ
れ
北
方
領
土
に
つ
い

て
調
べ
た
こ
と
を
発
表
し
、
北
方
領
土
の
未
来
へ
の
思
い
を
語
り
合

い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
私
は
、
元
島
民
の
方
の
お
話
を
聞
き
、
自
分

が
知
っ
て
い
た
よ
う
で
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
北
方
領
土
の
一
面

を
た
く
さ
ん
見
つ
け
ま
し
た
。
し
か
し
、
私
が
何
よ
り
も
驚
い
た
の

は
、
元
島
民
の
方
の
表
情
で
す
。
誰
よ
り
も
楽
し
そ
う
に
、
誰
よ
り

も
寂
し
そ
う
に
三
十
分
間
、
私
達
中
学
生
に
北
方
領
土
へ
の
思
い
を

語
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
こ
の
方
は
、
北
方
領
土
を
愛
し
て
い
る

の
だ
と
一
目
で
分
か
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
私
は
思
い
ま
し
た
。
私

が
気
付
こ
う
と
し
て
い
な
か
っ
た
だ
け
で
、
ロ
シ
ア
の
人
達
に
も
同

じ
北
方
領
土
へ
の
熱
い
思
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
。
そ
れ
に
気

付
い
た
途
端
、
ロ
シ
ア
の
人
達
へ
の
申
し
訳
な
さ
で
い
っ
ぱ
い
に
な
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り
ま
し
た
。
私
は
勝
手
に
ロ
シ
ア
の
人
達
を
悪
者
だ
と
決
め
つ
け
て

い
ま
し
た
。
大
き
な
自
然
に
囲
ま
れ
、
長
年
住
ん
で
き
た
と
こ
ろ
に

同
じ
思
い
が
生
ま
れ
る
こ
と
な
ん
て
あ
た
り
前
で
す
。

　

も
っ
と
ロ
シ
ア
と
歩
み
寄
り
た
い
。
こ
れ
が
今
の
私
の
願
い
で

す
。
私
も
気
付
け
た
よ
う
に
、
戦
時
中
も
今
の
時
代
を
生
き
る
私
達

も
人
種
が
違
っ
て
も
故
郷
へ
の
思
い
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
北
方
領
土

問
題
は
、
政
府
や
内
閣
な
ど
国
の
代
表
同
士
の
話
し
合
い
が
ほ
と
ん

ど
で
す
。
で
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
北
方
領
土
に
住
ん
で
い
た
人
と
住

ん
で
い
る
人
と
の
思
い
の
伝
え
合
い
が
出
来
ま
せ
ん
。
も
っ
と
実
際

に
北
方
領
土
に
関
わ
り
が
あ
る
人
達
と
の
話
し
合
い
も
増
え
る
と
い

い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
同
じ
思
い
に
気
付
け
れ
ば
、
も
う
二
度

と
武
力
を
使
う
こ
と
は
な
い
し
、
お
互
い
を
傷
つ
け
あ
う
こ
と
も
あ

り
ま
せ
ん
。
今
の
時
代
に
生
き
る
私
達
だ
か
ら
こ
そ
今
の
や
り
方

で
、
同
じ
思
い
を
持
っ
て
歩
み
寄
り
た
い
で
す
。

入
　
　
選

想
い
を
受
け
つ
い
で

黒
部
市
立
明
峰
中
学
校
　
三
年
　
村
上
　
留
菜

　

私
が
北
方
領
土
に
つ
い
て
知
っ
た
の
は
、
小
学
一
年
生
の
と
き
で

し
た
。
そ
の
頃
の
私
は
、
自
分
が
住
ん
で
い
る
富
山
県
が
ど
こ
に
あ

る
の
か
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、
北
方
領
土
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
興

味
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
も
私
が
、
十
年
た
っ
た
今
お
ぼ

え
て
い
る
の
は
、
戦
争
を
経
験
し
た
お
じ
い
さ
ん
の
話
を
き
い
た
か

ら
だ
と
思
い
ま
す
。

　

お
じ
い
さ
ん
に
は
右
手
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
戦
争
で
兵
士
と

し
て
戦
い
、
な
く
な
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
こ
ろ
の
私
は
、
戦

争
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
知
っ
て
い
た
け
ど
ど
こ
か
遠
い
昔
の
こ

と
の
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
し
た
。
で
も
、
そ
の
よ
う
な
考
え
も
お
じ

い
さ
ん
を
見
た
瞬
間
に
消
え
さ
り
ま
し
た
。
戦
争
に
つ
い
て
語
る
お

じ
い
さ
ん
は
怒
り
に
ふ
る
え
て
い
ま
し
た
。
戦
争
は
絶
対
に
し
て
は

い
け
な
い
と
心
か
ら
感
じ
た
の
を
、
今
で
も
お
ぼ
え
て
い
ま
す
。

　

北
方
領
土
に
つ
い
て
の
問
題
に
は
、
日
本
が
第
二
次
世
界
大
戦
に

負
け
た
と
い
う
こ
と
が
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
も
し
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日
本
が
第
二
次
世
界
大
戦
に
参
戦
し
な
か
っ
た
ら
、
も
っ
と
早
く
降

伏
し
て
い
た
ら
、
北
方
領
土
は
日
本
の
領
土
の
ま
ま
だ
っ
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今
は
ロ
シ
ア
が
占
拠
し
て
い
ま
す
。
今
さ
ら

悔
や
ん
だ
っ
て
仕
方
の
な
い
こ
と
な
の
で
す
。
今
の
日
本
に
生
き
る

私
た
ち
は
、
北
方
領
土
を
取
り
も
ど
す
た
め
に
何
が
で
き
る
の
か
を

考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

　

は
じ
め
は
、
ど
う
す
れ
ば
北
方
領
土
が
日
本
に
も
ど
っ
て
く
る
の

か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
ま
し
た
。
不
法
占
拠
し
続
け
る
ロ
シ
ア

に
怒
り
を
覚
え
、
敵
意
を
向
け
て
い
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
中
、
総
合
の
授
業
で
現
在
の
北
方
領
土
の
写
真
を
見
ま
し

た
。
き
れ
い
に
整
備
さ
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
道
路
や
、
遊
具
が
た

く
さ
ん
あ
る
き
れ
い
な
幼
稚
園
な
ど
、
完
全
に
ロ
シ
ア
の
街
と
な
っ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
写
真
を
見
る
ま
で
私
は
、
北
方
領
土
は
日
本
人

が
住
ん
で
い
た
頃
の
ま
ま
だ
と
勝
手
に
思
い
こ
ん
で
い
ま
し
た
。
で

も
、
よ
く
考
え
た
ら
分
か
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。
北
方
領
土
が
ロ
シ

ア
に
占
領
さ
れ
て
か
ら
七
十
年
以
上
た
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
そ

れ
で
も
考
え
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
は
、
北
方
領
土
は
日
本
の
も
の

だ
と
信
じ
る
し
か
な
か
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

　

北
方
領
土
は
日
本
の
も
の
だ
け
ど
、
今
は
完
全
に
ロ
シ
ア
の
一
部

と
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
も
ち
ろ
ん
北
方
領
土
に
は
、
た
く
さ
ん

の
ロ
シ
ア
人
が
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
も
し
北
方
領
土
が
日
本
に
戻
っ

て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
今
北
方
領
土
で
暮
ら
し
て
い
る
ロ
シ
ア

人
を
追
い
出
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
追
い
出
さ
れ
る
ロ
シ

ア
人
の
気
持
ち
は
、
か
つ
て
同
じ
経
験
を
し
た
私
た
ち
日
本
人
な
ら

よ
く
分
か
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
北
方
領
土
を
取
り
戻
す
こ
と
は
と

て
も
大
切
だ
け
ど
、
戻
っ
て
き
た
あ
と
の
こ
と
も
考
え
て
い
か
な
く

て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

世
界
的
に
見
て
日
本
人
は
謙
虚
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
領
土
問
題
に
ま
で
謙
虚
な
ま
ま
で
良
い
の
で
し
ょ
う

か
？
時
が
た
つ
に
つ
れ
て
、
若
い
人
た
ち
の
関
心
は
う
す
れ
、
北
方

領
土
は
ロ
シ
ア
の
も
の
に
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
私
に
は
、
北
方

領
土
に
住
み
暮
ら
し
て
い
た
日
本
の
方
々
の
想
い
を
受
け
つ
ぎ
、
少

し
で
も
早
く
戻
っ
て
く
る
こ
と
を
願
う
こ
と
し
か
で
き
ま
せ
ん
。
で

も
、「
忘
れ
な
い
こ
と
」
こ
そ
が
日
本
人
の
想
い
を
一
つ
に
し
、
北

方
領
土
の
返
還
に
つ
な
が
る
近
道
だ
と
思
い
ま
す
。
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入
　
　
選

僕
た
ち
は
、
絶
対
に
諦
め
な
い

富
山
大
学
人
間
発
達
科
学
部
附
属
中
学
校
　
三
年
　
金
山
　
智
一

　
「
北
方
領
土
返
還
は
無
理
だ
ろ
う
。」

　

父
は
そ
う
言
っ
て
、
僕
に
ネ
ッ
ト
記
事
を
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

そ
こ
に
は
、
ロ
シ
ア
社
会
全
体
で
日
本
へ
の
北
方
領
土
返
還
を
否
定

し
て
い
る
こ
と
。
北
方
領
土
に
ロ
シ
ア
が
ミ
サ
イ
ル
を
配
備
し
て
い

る
こ
と
。
ロ
シ
ア
代
表
チ
ー
ム
が
サ
ー
フ
ィ
ン
合
宿
を
開
い
て
い
る
こ

と
な
ど
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
北
方
領
土
は
、
第
二
次
世
界
大
戦

後
に
ロ
シ
ア
に
不
法
に
占
拠
さ
れ
た
、
日
本
固
有
の
領
土
で
す
。
だ

か
ら
、
そ
れ
ら
が
日
本
に
返
還
さ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
、
い
つ

か
は
日
本
に
返
っ
て
く
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
思
っ
て

い
た
僕
は
、
こ
の
記
事
を
読
ん
で
、
残
念
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
あ
る
日
、
そ
ん
な
気
持
ち
を
明
る
く
し
て
く
れ
る
新

聞
記
事
を
読
み
ま
し
た
。
タ
イ
ト
ル
は
、「
北
方
領
土
の
暮
ら
し
克

明　

白
黒
写
真
を
カ
ラ
ー
化
」
そ
こ
で
は
、
北
方
領
土
で
の
日
常
を

捉
え
た
白
黒
写
真
が
、
色
彩
に
よ
っ
て
リ
ア
ル
に
よ
み
が
え
っ
て
い

ま
し
た
。
僕
は
、
そ
れ
ら
の
写
真
を
見
て
、
北
方
領
土
で
の
生
活
の

記
憶
が
色
あ
せ
な
い
よ
う
努
力
し
て
い
る
方
々
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ

と
を
知
り
、
と
て
も
感
動
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ロ
シ
ア
の
強
い
姿

勢
に
負
け
て
、
返
還
へ
の
強
い
思
い
を
も
っ
た
方
々
の
希
望
を
、
踏

み
つ
ぶ
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

北
方
領
土
に
は
、
豊
か
な
自
然
や
広
い
土
地
、
豊
富
な
水
産
資

源
と
い
っ
た
魅
力
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
元
島
民
の
方
々

だ
け
で
な
く
、
僕
た
ち
に
と
っ
て
も
、
必
ず
返
還
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト

は
あ
る
は
ず
で
す
。
ロ
シ
ア
の
強
気
な
態
度
を
理
由
に
、
返
還
を
諦

め
、
北
方
領
土
に
つ
い
て
考
え
る
の
を
や
め
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。

　

で
は
、
返
還
の
実
現
に
近
づ
く
た
め
に
、
今
僕
た
ち
に
何
が
で
き

る
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
北
方
領
土
問
題
に
関
心
を
も
ち
、
考
え

た
こ
と
を
周
り
の
人
に
伝
え
て
い
く
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う

や
っ
て
共
感
者
を
増
や
し
て
ゆ
け
ば
、
き
っ
と
、
大
き
な
目
標
に
も

手
が
届
く
は
ず
で
す
。
大
切
な
の
は
返
還
を
諦
め
な
い
姿
勢
で
す
。

ロ
シ
ア
の
強
い
姿
勢
に
負
け
、
消
極
的
に
な
る
の
で
は
な
く
、
返
還

を
実
現
し
よ
う
と
積
極
的
に
動
い
て
い
く
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。

そ
の
よ
う
な
行
動
を
起
こ
す
き
っ
か
け
は
、
僕
た
ち
の
身
の
回
り
に

あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
コ
ン
テ
ス
ト
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
北

海
道
に
行
っ
て
北
方
領
土
に
つ
い
て
学
習
す
る
ツ
ア
ー
も
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
参
加
し
た
友
人
に
話
を
聞
い
て
み
る
と
、
元
島
民
か
ら
直

接
話
を
聞
い
た
り
、
資
料
館
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
学
べ
て
楽
し
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か
っ
た
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
今
は
、
実
際
に
北
方
領
土
に
行
く

こ
と
は
で
き
な
い
そ
う
で
す
が
、
そ
れ
で
も
学
び
得
た
こ
と
は
た
く

さ
ん
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
何
か
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
を
通
し
て
関
心
を
深
め
る

こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
も
っ
と
小
さ
な
こ
と
か
ら
で
も
始
め
ら
れ
ま

す
。
例
え
ば
、
友
人
や
家
族
と
の
会
話
で
北
方
領
土
問
題
を
取
り
上

げ
る
の
も
一
つ
の
方
法
で
す
。
僕
も
積
極
的
に
北
方
領
土
に
つ
い
て

話
そ
う
と
心
が
け
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
問
題
を
あ
ま
り
知
ら
な
い
幼
児
や
小
学
生
に
も
関
心
を

も
っ
て
も
ら
う
方
法
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
僕
の
場
合
、

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
観
戦
を
通
し
て
小
学
生
の
弟
と
北
方
領
土
に
つ
い
て

話
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
僕
が
出
場
国
を
地
球
儀
を
用
い
て
教
え

て
い
る
と
、
弟
が
北
方
領
土
を
指
差
し
て
名
前
を
尋
ね
て
き
ま
し
た
。

僕
は
、
こ
こ
は
本
当
は
日
本
の
領
土
で
あ
る
に
も
関
ら
ず
ロ
シ
ア
が

占
拠
し
て
い
る
こ
と
、
難
し
い
問
題
が
起
き
て
い
る
こ
と
を
伝
え
ま
し

た
。
弟
は
北
方
領
土
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
を
機

に
関
心
を
も
っ
て
も
ら
え
た
よ
う
で
す
。
他
に
も
、
絵
本
や
ゲ
ー
ム

な
ど
を
通
し
て
こ
の
問
題
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

北
方
領
土
問
題
解
決
へ
の
道
の
り
は
、
と
て
も
厳
し
い
も
の
で

す
。
ロ
シ
ア
の
強
い
姿
勢
、
北
方
領
土
に
住
む
ロ
シ
ア
人
へ
の
配

慮
、
日
本
国
民
の
消
極
的
な
姿
勢
と
い
っ
た
、
大
き
な
壁
が
、
僕
た

ち
の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
に
負
け
、

領
土
問
題
に
無
関
心
の
ま
ま
だ
と
、
問
題
は
一
向
に
解
決
し
な
い
で

し
ょ
う
。
ま
ず
は
僕
た
ち
か
ら
、
北
方
領
土
に
つ
い
て
考
え
、
自
分

の
意
見
を
持
ち
、
周
り
の
人
に
発
信
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
そ
し

て
、
北
方
領
土
に
つ
い
て
考
え
る
仲
間
を
増
や
し
、
広
げ
て
い
き
ま

し
ょ
う
。
諦
め
ず
に
続
け
て
い
け
ば
、
そ
の
思
い
は
き
っ
と
、
北
方

領
土
に
も
届
く
は
ず
で
す
。

入
　
　
選

北
方
領
土
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に

射
水
市
立
射
北
中
学
校
　
三
年
　
山
本
　
麻
央

　

私
は
歴
史
の
教
科
書
を
見
て
い
て
、
そ
こ
に
載
っ
て
い
た
二
枚
の

写
真
に
目
が
留
ま
り
ま
し
た
。
一
枚
目
の
写
真
は
、
一
九
三
四
年
ご

ろ
の
国
後
島
に
あ
っ
た
、
缶
詰
工
場
の
作
業
場
を
写
し
た
も
の
で

す
。
多
く
の
日
本
の
女
性
が
働
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ

し
て
、
そ
の
隣
に
載
っ
て
い
る
二
枚
目
の
写
真
は
、
二
〇
一
一
年
に

撮
影
さ
れ
た
、
現
在
の
択
捉
島
の
も
の
で
す
。
ス
ー
パ
ー
の
レ
ジ
の

写
真
で
す
が
、
そ
こ
に
日
本
の
人
は
写
っ
て
お
ら
ず
、
レ
ジ
打
ち
を
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し
て
い
る
の
は
ロ
シ
ア
の
女
性
で
す
。
私
は
こ
の
二
枚
の
写
真
を
見

て
、
島
の
様
子
が
変
わ
っ
た
こ
と
へ
の
驚
き
と
疑
問
、
そ
し
て
日
本

の
領
土
を
ロ
シ
ア
が
奪
っ
た
と
思
っ
て
怒
り
を
感
じ
ま
し
た
。
そ
れ

で
北
方
領
土
の
こ
と
を
大
ま
か
に
調
べ
て
、
こ
の
二
枚
の
写
真
が
撮

ら
れ
た
間
に
問
題
が
発
生
し
て
、
そ
れ
が
ま
だ
解
決
し
て
い
な
い
こ

と
を
知
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
問
題
が
発
生
し
た
経
緯
に
つ
い

て
も
う
少
し
踏
み
込
ん
で
調
べ
ま
し
た
。

　

北
方
領
土
は
日
本
が
先
に
発
見
し
、
十
九
世
紀
初
め
に
は
実
効
的

支
配
を
確
立
し
て
い
た
し
、
ロ
シ
ア
も
自
国
の
領
土
の
南
端
を
択
捉

島
の
す
ぐ
北
の
得
撫
島
と
認
識
し
て
い
た
た
め
、
日
魯
通
好
条
約
で

は
自
然
に
成
立
し
て
い
た
両
国
の
国
境
を
そ
の
ま
ま
確
認
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
樺
太
・
千
鳥
交
換
条
約
や
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
で
領
土
の
受

け
渡
し
は
あ
っ
た
け
れ
ど
、
北
方
領
土
が
ロ
シ
ア
の
領
土
に
な
っ
た

こ
と
は
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
一
九
四
五
年
八
月

九
日
に
ソ
連
が
日
ソ
中
立
条
約
を
破
っ
て
対
日
参
戦
す
る
と
、
日
本

の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
後
も
攻
撃
を
続
け
、
十
八
日
に
は
千
鳥
列
島

北
東
端
の
占
守
島
か
ら
攻
め
こ
み
、
二
十
八
日
か
ら
九
月
五
日
の
間

に
北
方
領
土
を
不
法
占
領
し
ま
し
た
。
そ
の
後
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
平
和
条
約
で
、
日
本
は
樺
太
の
一
部
と
千
島
列
島
に
対
す
る
す
べ

て
の
権
利
を
放
棄
し
た
け
れ
ど
、
北
方
領
土
は
千
島
列
島
に
含
ま
れ

て
お
ら
ず
、
ソ
連
は
こ
の
条
約
に
署
名
し
て
い
な
く
て
権
利
を
主
張

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
日
ソ
共
同
宣
言
で
は
平
和
条
約
締
結
交

渉
に
同
意
し
、
平
和
条
約
の
締
結
後
に
歯
舞
群
島
と
色
丹
島
は
日
本

に
引
き
渡
す
こ
と
に
同
意
し
た
け
れ
ど
、
択
捉
島
と
国
後
島
は
意
見

が
一
致
す
る
見
通
し
が
立
ち
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
長
い
間
両
国

の
首
脳
が
話
を
し
、
日
本
も
交
渉
し
て
い
る
け
れ
ど
平
和
条
約
が
ま

だ
締
結
さ
れ
て
い
な
く
て
北
方
領
土
も
返
還
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

経
緯
に
つ
い
て
調
べ
て
み
て
、
こ
の
問
題
は
ロ
シ
ア
の
方
が
悪
い

よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
思
い
直
し
て
み
る
と
、
日
本

も
似
た
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
た
し
、
日
本
に
も
悪
い
と
こ
ろ
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
日
本
も
東
ア
ジ
ア
や
東
南
ア
ジ

ア
の
国
々
を
攻
撃
し
て
植
民
地
に
し
た
り
、
そ
こ
に
も
と
も
と
住
ん

で
い
た
人
が
持
っ
て
い
た
土
地
を
奪
っ
た
り
し
て
支
配
し
て
い
ま
し

た
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
日
本
が
過
去
に
し
た
こ
と
、
ロ
シ
ア

が
今
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
ど
ち
ら
の
国
も
改
め
て
反
省
す
る

こ
と
が
北
方
領
土
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
糸
口
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
し
た
。
ま
た
、
北
方
領
土
の
近
く
の
海
は
海
産
物
が

豊
か
で
よ
い
漁
場
に
な
っ
て
い
た
り
、
資
源
も
あ
っ
た
り
し
て
、
自

国
の
領
土
に
あ
っ
た
ら
ど
ち
ら
の
国
に
と
っ
て
も
よ
い
こ
と
が
あ
る

か
ら
返
還
す
る
の
が
難
し
い
理
由
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
た
の
で
、
北
方
領
土
の
近
く
の
海
の
海
産
物
や
資
源
を

ど
ち
ら
の
国
も
獲
っ
て
よ
い
こ
と
に
し
、
公
平
に
使
え
る
よ
う
に
し
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た
ら
返
還
し
や
す
く
な
る
と
思
い
ま
し
た
。
自
分
な
り
の
解
決
方
法

を
考
え
て
み
た
け
れ
ど
、
北
方
領
土
問
題
に
は
い
ろ
い
ろ
な
事
情
も

あ
る
と
思
う
し
、
返
還
の
実
現
は
簡
単
に
い
く
も
の
で
は
な
い
と
思

う
け
れ
ど
、
返
還
が
実
現
し
た
ら
、
日
本
の
文
化
も
ロ
シ
ア
の
文
化

も
大
切
に
し
て
、
北
方
領
土
の
島
で
日
本
の
人
が
再
び
暮
ら
せ
る
よ

う
に
な
っ
た
り
、
地
域
に
伝
わ
っ
て
い
た
文
化
も
再
び
受
け
継
い
で

い
け
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

北
方
領
土
が
日
本
に
返
還
さ
れ
て
、
北
方
領
土
問
題
が
解
決
さ
れ

て
ほ
し
い
と
私
は
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
実
現
す
る
ま
で
問

題
を
他
人
事
だ
と
思
わ
ず
、
み
ん
な
で
関
心
を
持
つ
こ
と
が
、
北
方

領
土
の
返
還
、
北
方
領
土
問
題
へ
の
解
決
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
思

い
ま
す
。

入
　
　
選

北
方
領
土
問
題
を
学
習
し
て

射
水
市
立
小
杉
中
学
校
　
二
年
　
清
水
　
了
佑

　

私
は
北
方
領
土
問
題
を
学
習
し
て
思
っ
た
こ
と
は
ロ
シ
ア
（
ソ
ビ

エ
ト
連
邦
）
が
一
方
的
に
占
拠
し
て
き
た
こ
と
が
良
く
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
一
九
五
一
年
九
月
八
日
に
調
印
さ
れ
た
サ
ン
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
平
和
条
約
で
日
本
は
、
樺
太
の
一
部
や
千
島
列
島
の
権
利
を
放

棄
し
ま
し
た
。
し
か
し
そ
こ
に
は
北
方
領
土
の
四
島
は
含
ま
れ
て
い

ま
せ
ん
。
つ
ま
り
北
方
領
土
は
日
本
に
領
有
権
が
あ
り
ま
す
。
な
の

に
ロ
シ
ア
（
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
）
が
一
方
的
に
占
拠
さ
れ
る
の
は
自
分

の
国
の
領
土
が
奪
わ
れ
た
日
本
と
し
て
も
、
自
分
達
の
住
む
場
所
が

無
く
な
っ
た
元
々
住
ん
で
い
た
人
達
に
と
っ
て
も
納
得
は
い
か
な
い

と
思
い
ま
す
。
後
に
日
本
と
ソ
連
が
国
交
を
回
復
さ
せ
た
際
、
歯
舞

群
島
と
色
丹
島
を
日
本
に
返
す
こ
と
が
合
意
さ
れ
ま
し
た
が
択
捉
島

と
国
後
島
に
つ
い
て
は
意
見
が
く
い
違
い
、
状
況
は
進
展
し
て
ま
せ

ん
。
北
方
領
土
を
全
て
返
還
を
望
む
日
本
は
何
か
解
決
策
を
行
わ
な

け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
私
が
考
え
た
も
の
を
紹
介
し
ま

す
。

　

ま
ず
一
つ
目
は
、
北
方
領
土
の
こ
と
に
つ
い
て
の
経
緯
を
知
っ
て

も
ら
う
こ
と
で
す
。
北
方
領
土
の
不
法
占
拠
が
始
ま
っ
た
こ
ろ
の

人
々
は
歳
を
取
っ
て
し
ま
い
、
平
均
年
齢
は
八
十
一
歳
を
超
え
て
い

ま
す
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
当
時
北
方
領
土
に
来
た
ロ
シ
ア
人
も
歳

を
取
っ
て
い
て
今
は
、
そ
の
息
子
や
孫
に
当
た
る
人
が
大
半
を
占
め

て
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
人
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
か

詳
し
く
は
知
ら
な
い
人
が
い
る
と
思
う
の
で
、
こ
こ
は
日
本
の
土
地

な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
北
方
領
土
の
歴
史
を
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伝
え
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

二
つ
目
は
実
際
に
北
方
領
土
に
住
む
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
は
コ

ロ
ナ
で
で
き
ま
せ
ん
が
、
交
流
会
の
数
を
じ
ょ
じ
ょ
に
増
や
し
て

い
っ
て
泊
ま
る
日
数
も
増
や
し
て
い
っ
て
最
終
的
に
住
め
る
よ
う
に

な
っ
た
ら
良
い
と
思
い
ま
す
。
何
度
も
交
流
会
を
繰
り
返
し
行
う
こ

と
で
互
い
に
仲
も
深
ま
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ

な
ど
の
国
で
は
様
々
な
国
の
人
が
住
ん
で
い
る
の
で
う
ま
く
い
く
と

思
い
ま
す
。
北
方
領
土
に
住
め
る
よ
う
に
な
る
と
、
元
島
民
に
よ
る

墓
参
り
な
ど
現
地
で
し
か
で
き
な
い
こ
と
を
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
元
島
民
の
方
々
の
願
い
を
叶
え
る
た
め
に
も
交
流
を
欠
か
さ
ず

に
行
う
こ
と
は
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
北
方
領
土
に
つ
い
て
調
べ
て
い
く
う
ち
に
、
一
つ
の
疑
問
が

生
ま
れ
ま
し
た
。
ロ
シ
ア
は
あ
れ
だ
け
の
面
積
が
あ
る
の
に
な
ぜ
わ

ざ
わ
ざ
北
方
領
土
を
占
拠
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
調
べ

て
み
る
と
そ
も
そ
も
北
方
領
土
を
狙
っ
た
の
は
昔
、
ラ
ッ
コ
の
毛
皮

な
ど
を
求
め
北
方
領
土
に
入
っ
て
き
て
日
本
と
争
っ
た
結
果
、
国

境
を
決
め
北
方
領
土
は
日
本
の
も
の
に
な
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が

一
九
四
五
年
互
い
に
攻
撃
し
な
い
と
い
う
約
束
を
破
っ
て
攻
め
、
日

本
が
負
け
を
認
め
て
も
攻
め
続
け
ら
れ
北
方
領
土
は
占
拠
さ
れ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し
て
な
ぜ
返
さ
な
い
の
か
と
い
う
と
戦
争
で

二
千
万
人
も
の
人
が
亡
く
な
っ
た
ロ
シ
ア
に
と
っ
て
北
方
領
土
は
小

さ
く
て
も
勝
ち
得
た
大
事
な
土
地
と
み
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
ロ

シ
ア
が
不
法
占
拠
し
た
と
い
う
話
を
聞
い
て
ロ
シ
ア
が
ひ
ど
い
と

思
っ
て
い
ま
し
た
が
今
回
調
べ
て
ロ
シ
ア
側
に
も
返
還
し
た
く
な
い

理
由
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　

私
は
今
回
こ
の
作
文
を
書
い
て
、
考
え
の
変
化
や
新
し
い
発
見
が

あ
っ
た
り
北
方
領
土
問
題
に
興
味
を
持
て
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
良
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。
北
方
領
土
が
返
還
さ
れ
る
日
が
い

つ
来
る
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
署
名
活
動
な
ど
で
き
る
こ
と
を
自
分

も
や
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

入
　
　
選

明
る
い
未
来
を
切
り
ひ
ら
い
て

射
水
市
立
小
杉
中
学
校
　
二
年
　
橋
本
菜
桜
子

　

近
年
、
度
々
ニ
ュ
ー
ス
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
北
方
領
土
問

題
。
今
日
で
は
、
旧
ソ
連
で
あ
る
ロ
シ
ア
が
北
方
四
島
を
占
拠
す
る

以
前
に
暮
ら
し
て
い
た
元
島
民
た
ち
の
平
均
年
齢
は
二
〇
二
一
年
現

在
で
は
八
十
五
歳
を
超
え
て
い
る
。

　
「
何
と
か
、
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
う
ち
に
北
方
領
土
を
取
り
戻
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し
た
い
。」
そ
う
願
う
住
民
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
も
あ
り
、
な
か
な
か
四
島
と
の
交
流
事
業

に
踏
み
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
領
土
問
題
の
関
心
が
薄
れ
ゆ
く
今

こ
そ
、
最
後
の
返
還
の
チ
ャ
ン
ス
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

日
露
・
日
ソ
間
で
は
、
過
去
四
度
も
の
国
境
の
取
り
決
め
に
関
す

る
条
約
が
交
わ
さ
れ
た
が
、
北
方
領
土
の
領
有
権
は
常
に
日
本
に
帰

属
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ロ
シ
ア
が
北
方
領
土
の
占
拠
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
法
的
根
拠
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
前
述
に
述
べ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
北
方
領
土
在
住
ロ
シ
ア
人

全
員
を
強
制
退
去
さ
せ
、
問
題
解
決
と
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難

だ
。
な
ぜ
な
ら
、
北
方
領
土
の
存
在
は
、
元
島
民
た
ち
に
と
っ
て
思

い
出
の
故
郷
で
あ
る
と
同
時
に
、
ロ
シ
ア
人
に
と
っ
て
も
、
今
の
生

活
を
支
え
る
す
み
か
と
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
強
制
退
去
が
正
式
に

実
行
さ
れ
れ
ば
、
多
く
の
人
々
が
行
く
あ
て
も
な
く
彷
徨
う
こ
と
と

な
り
、
新
た
な
難
民
が
誕
生
し
て
し
ま
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ

の
案
は
北
方
領
土
返
還
に
は
不
向
き
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

　

で
は
、
最
も
北
方
領
土
返
還
が
実
現
に
近
づ
く
打
開
策
は
、
ど
の

案
な
の
だ
ろ
う
か
。
様
々
な
ニ
ュ
ー
ス
記
事
を
読
み
比
べ
、
私
は
一

つ
の
結
論
に
辿
り
着
い
た
。
そ
れ
は
、
元
島
民
が
北
方
領
土
に
移
り

住
み
、
ロ
シ
ア
人
と
共
に
暮
ら
す
と
い
う
結
論
だ
。
現
在
、
北
方
四

島
に
日
本
人
は
一
人
も
住
ん
で
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
案
が
実

現
で
き
れ
ば
、
ロ
シ
ア
側
が
占
領
し
て
い
る
事
実
が
な
く
な
る
。
日

本
と
し
て
は
、「
日
本
固
有
の
領
土
」
と
主
張
し
て
い
る
の
で
、
問

題
が
全
面
解
決
し
た
と
は
言
え
な
い
が
、
両
国
を
納
得
さ
せ
る
た
め

に
は
や
む
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

北
方
領
土
に
住
ん
で
い
た
元
島
民
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
に
よ
る

と
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
択
捉
島
の
家
に
旧
ソ
連
軍
兵
士
が
押
し

入
っ
て
き
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
十
代
の
姉
を
連
れ
去
ろ
う
と
し
た

が
、
父
親
が
娘
を
守
り
、
そ
の
ま
ま
兵
士
は
家
を
後
に
し
た
そ
う

だ
。
そ
の
時
の
心
境
を
元
島
民
は
、「
そ
の
と
き
、
私
も
み
ん
な
も

死
ぬ
ん
だ
と
思
い
ま
し
た
」
と
沈
痛
な
面
持
ち
で
語
っ
た
。
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
私
た
ち
に
残
さ
れ
た
時
間
は
あ
と
わ

ず
か
だ
。
我
が
富
山
県
は
、
北
方
領
土
か
ら
の
引
き
揚
げ
者
が
北
海

道
に
次
い
で
多
い
県
で
あ
る
た
め
、
返
還
要
求
運
動
が
さ
か
ん
に
行

わ
れ
て
い
る
。
今
、
私
た
ち
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
返
還
要
求

運
動
の
継
承
だ
。
冒
頭
で
も
述
べ
た
が
、
元
島
民
は
高
齢
者
と
な
っ

て
い
る
た
め
、
活
動
が
し
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
深
刻
な
状
況
を
、

私
た
ち
が
打
破
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
が
も
う
す
ぐ
や
っ
て
く

る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
持
論
は
、
あ
く
ま
で
理
想
の
一
部
に
過
ぎ

な
い
。
七
十
年
余
り
問
題
が
解
決
し
て
い
な
い
の
に
も
関
わ
ら
ず
、

社
会
を
ま
だ
よ
く
知
ら
な
い
私
が
堂
々
と
語
っ
て
も
い
い
の
か
と
い
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う
不
安
が
常
に
心
の
中
に
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
ん
な
私
に
も
一
つ
言

え
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
問
題
解
決
の
た
め
に
日
本
国
民
が
一

致
団
結
を
し
て
動
き
だ
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
大
多
数
の
国
民

は
一
般
人
で
、
直
接
働
き
か
け
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
祈
り
を
さ
さ

げ
る
こ
と
は
で
き
る
。
私
も
い
ち
国
民
と
し
て
元
島
民
が
心
か
ら
笑

え
る
日
が
来
る
の
を
期
待
し
た
い
と
思
う
。

入
　
　
選

ふ
る
さ
と
に
鳴
く
セ
ミ

射
水
市
立
小
杉
中
学
校
　
二
年
　
安
田
　
実
央

　
「
ど
う
ぞ
私
達
家
族
を
お
守
り
く
だ
さ
い
。」

　

う
る
さ
い
く
ら
い
の
セ
ミ
の
声
と
、
焼
き
つ
け
る
よ
う
な
日
差
し

の
中
、
私
は
毎
年
恒
例
と
な
っ
て
い
る
お
盆
の
お
墓
参
り
で
、
先
祖

の
お
墓
の
前
で
両
手
を
合
わ
せ
て
い
た
。

　

お
墓
参
り
は
誰
も
が
い
つ
で
も
行
け
て
、
お
盆
に
行
く
の
は
「
当

た
り
前
」
な
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
。
そ
の
「
当
た
り
前
」
が
「
当

た
り
前
で
は
な
い
」
と
知
っ
た
の
は
、
学
校
の
授
業
で
北
方
領
土
の

事
を
聞
い
た
時
だ
っ
た
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
ロ
シ
ア
に
北
方
領
土
が
占
領
さ
れ
て
か

ら
、
自
由
に
墓
参
り
に
も
行
け
な
く
な
っ
た
日
本
人
が
多
く
い
る
こ

と
を
初
め
て
知
っ
た
。
今
ま
で
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
な
ん
と
な
く

行
っ
て
い
た
墓
参
り
も
、
当
た
り
前
で
は
な
く
幸
せ
な
こ
と
だ
っ
た

の
だ
と
知
り
、
驚
い
た
。

　

北
方
領
土
に
は
一
九
四
五
年
に
日
本
が
第
二
次
世
界
大
戦
に
敗
れ

る
ま
で
日
本
人
が
大
勢
住
ん
で
い
た
。
一
八
五
五
年
、
日
本
と
ロ
シ

ア
は
日
露
和
親
条
約
を
結
び
、
日
本
と
ロ
シ
ア
の
国
境
を
択
捉
島
と

ウ
ル
ッ
プ
島
の
間
に
引
き
、
樺
太
を
混
住
の
地
と
す
る
こ
と
に
決
め

た
。
一
八
七
五
年
の
樺
太
・
千
島
交
換
条
約
で
は
日
露
和
親
条
約
の

取
り
決
め
が
変
更
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
混
住
の
地
と
さ
れ
て
い
た
樺
太

が
ロ
シ
ア
の
領
土
に
な
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
に
、
千
島
列
島
最
北
の

島
ま
で
が
日
本
の
領
土
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
一
九
〇
四
年
に
日
露
戦

争
が
お
こ
る
と
、
そ
の
翌
年
に
日
本
は
ロ
シ
ア
と
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約

を
結
び
樺
太
の
南
半
分
を
日
本
の
領
土
と
し
た
。
し
か
し
第
二
次
世

界
大
戦
末
期
、
ロ
シ
ア
は
「
日
本
の
領
土
に
は
攻
め
こ
ま
な
い
」
と

約
束
し
て
い
た
の
に
、
突
然
南
樺
太
と
北
方
領
土
に
侵
入
し
、
日
本

人
を
追
い
出
し
た
の
だ
。
そ
の
ま
ま
、
現
在
ま
で
占
領
し
続
け
て
い

る
。
ロ
シ
ア
に
は
法
的
根
拠
が
な
い
の
に
、
日
本
が
何
度
訴
え
て
も

返
し
て
く
れ
な
い
の
だ
。
こ
れ
に
よ
り
日
本
人
は
、
墓
参
り
に
す
ら

島
へ
帰
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
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し
か
し
こ
の
歴
史
を
授
業
で
習
っ
た
後
も
、
ま
だ
少
し
私
に
は
年

表
の
中
の
出
来
事
の
よ
う
な
、
遠
い
外
国
の
出
来
事
の
よ
う
な
感
じ

が
し
て
い
た
。
そ
れ
ま
で
私
は
「
北
方
領
土
」
と
言
わ
れ
て
も
、
そ

う
い
う
島
が
あ
る
こ
と
く
ら
い
し
か
知
ら
な
か
っ
た
し
、
国
同
士
の

争
い
が
難
し
そ
う
で
興
味
を
持
て
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

　

一
方
で
、「
ロ
シ
ア
に
突
然
島
を
追
い
出
さ
れ
た
日
本
人
は
ど
う

な
っ
た
の
だ
ろ
う
」
そ
ん
な
疑
問
が
頭
を
よ
ぎ
り
、
私
は
『
四
島
は

私
た
ち
の
ふ
る
さ
と
～
北
方
領
土
元
島
民
の
思
い
出
～
』
と
い
う
本

を
読
ん
で
み
る
こ
と
に
し
た
。
す
る
と
、
北
方
領
土
は
富
山
県
民
が

多
く
住
み
、
富
山
県
と
繋
が
り
が
強
か
っ
た
こ
と
が
分
か
り
、
急
に

身
近
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
な
ぜ
移
住
し
た
富
山
県
民

が
い
た
の
か
」「
ど
ん
な
生
活
を
し
て
い
た
の
か
」
私
は
北
方
領
土

に
初
め
て
興
味
を
持
ち
、
読
み
進
め
た
。

　

北
方
領
土
に
移
り
住
ん
だ
の
は
、
主
に
漁
業
な
ど
で
生
活
を
営
む

た
め
に
出
稼
ぎ
に
行
っ
た
一
万
二
千
人
余
り
の
人
々
。
富
山
県
黒
部

市
な
ど
か
ら
も
千
四
百
人
余
り
の
人
が
移
住
し
、
主
に
コ
ン
ブ
漁
を

し
て
生
活
し
て
い
た
。
五
月
か
ら
島
で
コ
ン
ブ
を
採
り
、
十
月
の
黒

部
市
生
地
の
お
祭
り
に
間
に
合
う
よ
う
に
富
山
に
帰
っ
た
。
子
供
は

コ
ン
ブ
漁
の
仕
事
を
手
伝
い
な
が
ら
も
小
学
校
に
通
っ
た
。
運
動
会

に
は
島
中
の
人
が
家
族
ぐ
る
み
で
参
加
し
た
。
九
月
に
は
島
の
お
祭

り
が
あ
り
、
皆
で
楽
し
ん
だ
。

　

そ
こ
に
は
日
本
の
暮
ら
し
が
あ
っ
た
。
年
表
の
中
で
は
な
い
、
島

で
暮
ら
し
た
人
々
の
生
き
生
き
と
し
た
生
活
が
目
に
浮
か
び
、
北
方

領
土
は
本
当
に
日
本
の
国
だ
っ
た
ん
だ
と
い
う
実
感
が
わ
い
た
。
同

時
に
、
突
然
、
家
や
ふ
る
さ
と
を
奪
わ
れ
た
人
々
の
苦
し
み
が
伝

わ
っ
て
き
た
。

　

返
還
に
向
け
私
達
に
出
来
る
こ
と
は
、
元
島
民
の
「
ふ
る
さ
と
」

を
返
し
て
欲
し
い
と
い
う
願
い
、
日
本
固
有
の
領
土
だ
と
い
う
真
実

を
忘
れ
ず
、
訴
え
を
続
け
て
い
く
事
だ
と
思
う
。
必
ず
「
ふ
る
さ

と
」
に
帰
る
日
が
来
る
と
信
じ
て
。
そ
し
て
い
つ
か
、
私
も
北
方
領

土
に
行
っ
て
み
た
い
。
で
き
る
な
ら
日
本
人
の
墓
地
に
お
参
り
を
し

た
い
。
北
方
領
土
に
も
セ
ミ
は
鳴
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

入
　
　
選

今
、
私
達
が
で
き
る
こ
と

射
水
市
立
小
杉
南
中
学
校
　
三
年
　
清
水
　
美
里

　

私
は
、
北
方
領
土
と
は
、
何
な
の
か
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
ど
の

よ
う
な
問
題
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
何
も
知
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
こ
の
作
文
を
書
く
と
い
う
こ
と
で
、
自
分
が
疑
問
に



25−　　−

思
っ
て
い
る
こ
と
を
調
べ
、
私
達
が
今
、
で
き
る
こ
と
を
考
え
て
み

よ
う
と
思
い
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
北
方
領
土
と
は
、
北
海
道
根
室
半
島
の
沖
合
に
あ
る
、
択

捉
島
、
国
後
島
、
色
丹
島
、
歯
舞
群
島
の
四
つ
の
島
々
の
こ
と
で

す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
島
々
を
、
ロ
シ
ア
連
邦
が
法
的
根
拠
な
く

占
領
し
続
け
、
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
が
返
還
を
求
め
て
い
る
こ
と

を
北
方
領
土
問
題
と
い
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
私
達
が
で
き
る
こ
と
は
、
大
き
く
分
け
て
三
つ
あ
る
と
考

え
ま
し
た
。

　

一
つ
目
は
、
調
べ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
調
べ
る
こ
と
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
を
知
れ
る
こ
と
の
、
一
番
大
き
な
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
私
も
、
こ
の
作
文
を
書
か
な
け
れ
ば
、
こ
の
北
方
領
土
問
題
に

つ
い
て
調
べ
も
し
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
疑
問
に
思
う

こ
と
は
、
少
し
で
も
調
べ
、
多
く
の
こ
と
を
知
る
チ
ャ
ン
ス
を
作
る

こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

　

二
つ
目
は
、
調
べ
た
結
果
か
ら
、
自
分
の
意
見
を
持
つ
と
い
う
こ

と
で
す
。
こ
こ
で
、
私
が
考
え
た
こ
と
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
、
こ
の
北
方
領
土
を
ど
こ
の
国
の
も
の
、
ど
こ
の
国
の
土
地

と
い
う
風
に
決
め
ず
、
日
本
と
ロ
シ
ア
の
両
方
の
国
の
も
の
に
す
れ

ば
良
い
と
思
い
ま
す
。
ロ
シ
ア
は
国
土
面
積
が
日
本
の
約
四
十
五
倍

も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
は
そ
の
面
積
に
対
し
て
、
た
く
さ
ん

の
自
然
や
多
く
の
遺
産
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
国
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
良
さ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
他
の
国
よ

り
、
衰
え
て
い
る
部
分
が
あ
る
の
な
ら
ば
、
そ
こ
を
世
界
や
他
の
国

の
人
達
と
、
協
力
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、

協
力
し
合
い
な
が
ら
、
解
決
す
る
と
い
う
意
味
を
込
め
て
、
こ
の
よ

う
な
意
見
を
考
え
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
三
つ
目
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
た
自
分
の
意
見
を
伝
え

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
問
題
か
ら
考
え
ら
れ
る
意
見
は
、
そ
れ

ぞ
れ
違
う
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
お
互
い
の
意
見
を
話
し
合
い
、

考
え
合
う
こ
と
で
、
新
し
い
こ
と
、
新
し
い
考
え
を
発
見
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

私
達
、
中
学
生
は
、
ま
だ
ま
だ
、
知
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
た
く
さ
ん
触
れ
、
自
分
の

考
え
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
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「第15回『私たちと北方領土』作文コンクール」入賞者一覧
賞　　名 題　　　　名 名　前 市町村名 学 校 名 学年

富山県知事賞 新しい交流の形で 立野　修司 富山市
富山大学人間
発達科学部
附属中学校

3年生

北方領土問題対策協会
理事長賞 日露の今　そして、北方領土への想い 山口　泰成 富山市

富山大学人間
発達科学部
附属中学校

3年生

北方領土返還要求運動
富山県民会議会長賞 返還要求運動が続いていくために 中陳　純人 黒部市 黒部市立清明

中学校 3年生

富山県教育委員会
教育長賞 納沙布岬を訪れて感じたこと 野村　美緒 射水市 射水市立小杉

中学校 2年生

富山県市長会会長賞 私たちの声 田原　和奏 黒部市 黒部市立明峰
中学校 3年生

富山県「北方領土問題」
教育者会議会長賞 私が学んだこと～北方領土～ 篠﨑　綾乃 黒部市 黒部市立清明

中学校 3年生

入　　　　選 忘れてはいけない北方領土 中陳　　匠 黒部市 黒部市立清明
中学校 3年生

入　　　　選 「共存」していく社会 増山　滉人 黒部市 黒部市立明峰
中学校 3年生

入　　　　選 故郷への思い 宮下　美夢 黒部市 黒部市立明峰
中学校 3年生

入　　　　選 想いを受けついで 村上　留菜 黒部市 黒部市立明峰
中学校 3年生

入　　　　選 僕たちは、絶対に諦めない 金山　智一 富山市
富山大学人間
発達科学部	
附属中学校

3年生

入　　　　選 北方領土問題を解決するために 山本　麻央 射水市 射水市立射北
中学校 3年生

入　　　　選 北方領土問題を学習して 清水　了佑 射水市 射水市立小杉
中学校 2年生

入　　　　選 明るい未来を切りひらいて 橋本菜桜子 射水市 射水市立小杉
中学校 2年生

入　　　　選 ふるさとに鳴くセミ 安田　実央 射水市 射水市立小杉
中学校 2年生

入　　　　選 今、私達ができること 清水　美里 射水市 射水市立小杉
南中学校 3年生
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【趣　　旨】	 	北方領土という日本の領土でありながら日本人が自由に往来できない地域があると
　　　　　　　いう現実を中学生が正しく理解し、関心を呼び起こすことを目的とする。

【主　　催】	 北方領土返還要求運動富山県民会議
	 富山県「北方領土問題」教育者会議

【後　　援】	 富山県、富山県教育委員会、独立行政法人北方領土問題対策協会、
	 富山県市長会、富山県町村会

【テーマ】	 「北方領土に関すること」（題名は自由）

【応募方法】	 ⑴対　　象　県内の中学校に在学している者
	 ⑵募集期間　令和３年７月～令和３年11月24日
	 ⑶作品規定　原稿用紙（400字詰）３枚～４枚
	 ⑷優秀作品の選定　各中学校において優秀作品10編以内を選定し、提出する。
	 ⑸提 出 先　北方領土返還要求運動富山県民会議
	 　　　　　　〒930-8501　富山市新総曲輪1-7　富山県経営管理部総務課内

【応募状況】

学　校　名
応　募　総　数

１年 ２年 ３年 計
黒部市立清明中学校 0 0 168 168
黒部市立明峰中学校 0 0 176 176
立山町立雄山中学校 0 0 15 15
富山市立芝園中学校 0 2 0 2
富山市立水橋中学校 0 0 1 1
富山大学人間発達科学部附属中学校 0 0 5 5
氷見市立南部中学校 0 0 1 1
射水市立新湊中学校 0 1 0 1
射水市立射北中学校 0 0 7 7
射水市立小杉中学校 0 84 0 84
射水市立小杉南中学校 4 4 2 10

合　計 4 91 375 470

【審査内容】

　○審査基準	 ①	北方領土問題を正しく理解されていることが表現されている、又はそのことがうかがえる。
	 ②北方領土問題を身近な問題として捉え、自らの意見や考えが表現されていること。
	 ③文章の構成や表現力が優れていること。
　○審査結果	 26ページに掲載

第15回「私たちと北方領土」作文コンクール
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「富山県北方領土史料室」のご紹介
　令和２年９月、北方領土問題の啓発や返還運動の後継者育成につながることを目的に、黒部
市に「富山県北方領土史料室」が整備されました。
　この施設が、返還要求運動の拠点となり、県内小中学校の校外学習等における活用など、県
内外の幅広い世代の皆様に利用していただきたいと思います。

ご利用のご案内

富山県北方領土史料室
〒938-0072 　富山県黒部市生地中区361
黒部市コミュニティセンター内３F

TEL 0765-57-1011　FAX 0765-54-9147

団体等による見学で、解説が必要な場合は、事前の
申込みが必要です。下記までお問合せください。

〒938-8555　富山県黒部市三日市1301
TEL 0765-54-2115 　FAX 0765-54-4461

〔北方領土返還要求運動富山県民会議 作成〕

黒部市役所 企画情報課

◆あいの風とやま鉄道 黒部駅より車で約10分
◆北陸新幹線 黒部宇奈月温泉駅より車で約15分

◆北陸自動車道 黒部IＣより約15分

●入 場 料　無料
●開館時間　9：00～ 16：30
●休 館 日　第２日曜日、12月～３月の祝祭日
　　　　　　８月13日～15日、12月29日～１月３日
●駐 車 場　無料（約70台）
●アクセス

富山県
北方領土史料室

知っていますか？北方領土
北方領土ってどこにあるの？

　「北方領土」とは北海道の北東に浮かぶ
歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島の四つ
の島々のことで、これらの島々は、「北方
四島」とも言います。

　富山県は、北方四島からの引揚者が北海道に次いで多い
県です。
　越中（富山県）と蝦夷地（北海道）は、江戸時代には北前船
交易によりすでに交流がありました。明治の終わりごろに
なると、新しい漁場を求めて、北海道の根室や羅臼などへ
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　私の生まれ育ったふるさとは、根室半島ノサップ岬よりわずか７km、すぐ目
の前に見える水晶島という島です。
　冬は一面雪と氷におおわれますが、春にはピンクのハマナス、スズラン、黒ユ
リなど美しい花々が島を埋め尽くし、小鳥がさえずる自然豊かな美しいところで
した。島には２つの学校があって、１年から３年のクラスと４年から６年のクラ
ス、高等科の３つのクラスに分けて勉強していました。
　米などの農作物はほとんど育たず、仕事はコンブなどの漁業が中心でした。当
時、コンブは貴重な食材だったようで、今のお金で3,000〜4,000万円位の収入が
あったと聞いています。
　島の生活は楽なものではありませんでした。コンブ漁の最盛期には、朝３時頃
から船を出し、夜10時頃まで仕事をしていました。子どもでも、学校を休んで手
伝いをしないといけないのです。私は当時８歳でしたが、コンブを干す海岸の草
むしりをして、ハマナスのトゲや貝殻で手を切って、血にまみれたこともありま
した。
　冬の間は、海が氷でおおわれ漁ができないので、富山に帰って身体を養生し、
春になったら島に行く人もいましたし、ずっと島で生活する人もいました。
　開拓当時の生活は厳しかったようですが、時間が経つにつれ島の生活も安定し
ていきました。漁船も新しく造り替え、これから事業が軌道に乗ろうとしていた
矢先、終戦後昭和20年９月３日、ソ連軍が突然、北方四島を占領したのです。私
たちは島を追われ、小舟で根室まで引き揚げました。祖父母が血と汗で築いた全
財産が、そしてふるさとが、一夜にして奪われてしまったのです。
　私は、戦後56年経過した平成13年夏、初めてふるさとの島を訪問しました。夢
にまで見たふるさとに足をつけた時、私たちは涙でほほを濡らしました。海岸は
大きく浸食されていましたが、草原が一面に広がり、草花が咲き乱れるその光景
は昔と少しも変わっていませんでした。
　私たち元島民は、先人の血と汗で開拓した北方四島の返還を粘り強く訴えてい
きます。誰にも故郷があります。私の故郷は北方領土なのです。日本中の皆さん
に、北方領土問題を正しく理解してもらい、「法と正義」に基づいて領土問題が
解決されるよう心から願っています。私たちの故郷北方領土が返還されるまで私
たちの戦後は終わらないのです。

元島民の語る島の思い出

吉田 義久さん（歯舞群島（水晶島）出身）
千島歯舞諸島居住者連盟富山支部（黒部市在住）
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方四島には船で渡り、現地の学
校や企業の視察、日本人墓地の
参拝や住民との意見交換などを
行っています。

◆ロシアからの訪問

　北方四島在住ロシア人によ
る日本への訪問団は、北海道
内や日本各地を訪問していま
す。2018年（平成30年）には、
59人のロシア人訪問団が富山
県を訪問しました。
　富山県を訪れた訪問団は、
ホームビジット（一般家庭の訪問）、
県内の観光地や企業、文化施設
の見学、県内に住む元島民など
との交流会を行っています。
　このような交流を通じて、日
本人とロシア人が率直な意見を
交わすことにより、相互の理解
を深めています。

●富山県からの北方四島訪問事業への参加者
年 計 年 計

合　計 190人

1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年

2人
1人
2人
1人
3人
7人
34人
3人
1人
9人
8人
9人
4人
20人
2人

2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年

9人
3人
2人
6人
4人
19人
3人
3人
1人
3人
6人
25人
ー
ー

●富山県を訪れた北方四島在住
　ロシア人訪問団の人数

区分

男性 18人 17人 26人

52人 13人 49人

70人 30人 75人

女性

計

成年訪問団

平成７年６月

青少年訪問団

平成14年７月

成年訪問団

平成16年５月

18人

26人

44人

成年訪問団

平成19年10月

24人

35人

59人

成年訪問団

平成30年10月

10人

40人

50人

青少年訪問団

平成21年６月

●ロシア人訪問団との夕食交流会（2018年10月 富山県）

●ホームビジット（2018年10月 富山県）
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　領土問題を解決するために
は、日本とロシアの国民がお互
いに親近感を持ち、領土問題に
ついての正しい理解を深めるこ
とが大切です。
　そのため、1992年（平成４
年）から、日本人と北方四島在
住ロシア人とが相互に渡航して
交流を深める事業が行われてい
ます。「パスポート（旅券）・ビ
ザ（査証）」なしでの渡航が認
められているので、「ビザなし
交流」と呼ばれています。
　日本からは元島民やその家
族、返還運動の関係者や文化・
社会等の各分野の専門家などの
ほか、教育関係者や中学生など
も北方四島を訪問しています。
　2021年（令和３年）までの
30年間で、北方四島を訪問し
た日本人は14,356人、北方四
島から日本を訪れたロシア人は
10,132人、計24,488人の相互
訪問が実現しています。

◆富山県からの訪問

　北方領土と関わりの深い富山
県は、毎年、積極的に交流に参
加しています。富山県から交流
事業に参加して北方四島を訪問
した人は、2021年（令和３年）
までに、延べ190人います。北

●獅子舞による交流

●日本人墓地参拝（色丹島）

●万華鏡作り
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◆ 富山県民会議

　富山県内では民間団体が独自に
活発な返還要求運動を行ってきま
したが、それらの活動を結集し、
行政と一体となった返還要求運動
を全県的に展開しようという気運
が高まり、1982年（昭和57年）
１月、「北方領土返還要求運動富
山県民会議」が設立されました。
　富山県民会議では、県民世論を
盛り上げ、北方領土の早期返還を
図るため、さまざまな活動を行っ
ています。会員団体と協力し、毎
年８月には「北方領土返還要求富
山県大会」を開催し、街頭で啓発
活動や署名活動を行っています。
２月７日の「北方領土の日」近く
には、講演会や写真パネル展など
の記念事業を行っています。

◆ 教育者会議

　児童生徒の北方領土への理解と
関心を深めるため、2003年（平成
15年）、県内の小中学校の教諭が中
心となり「富山県『北方領土問題』
教育者会議」が設立されました。
　教育者会議では、北方領土教育
充実のための教材作成や授業研究
などに取り組んでいます。
　2007年（平成19年）からは、
県内の中学生を対象とした「『私
たちと北方領土』作文コンクー
ル」を、2017年(平成29年)から
は、県内の中学校を巡回する北方
領土パネル展を実施しています。

●８月「北方領土返還要求富山県大会」

●街頭キャンペーン

●「私たちと北方領土」作文コンクール表彰式
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◆千島連盟富山支部

　富山県では、県内に住む元島民
が、1961年（昭和36年）に「千
島歯舞諸島居住者連盟富山支部」
を結成し、早くから返還要求運動
が進められました。千島連盟富山
支部では、会員の元島民が県内各
地の学校などで、島での思い出や
返還への想いについて話す「出前
講座」を開催しています。

◆復帰促進協議会

　1969年（昭和44年）から1970
年（昭和45年）ごろに、北洋漁場
で日本の漁船がソ連にだ捕される
事件が相次いだため、1970年に、
富山県の漁業団体と沿岸市町村が
抗議に立ち上がり、「北方領土復帰
促進北洋安全操業富山県実行委員
会」を結成しました。1979年（昭
和54年）に「富山県北方領土復
帰促進協議会」に改称し、ニュー
ヨークの国連本部へ北方領土返還
実現を要望するなどの運動を展開し
ました。
　また、他都府県に先がけて、
1970年から毎年、中学生を北海
道へ派遣しています。2019年（令
和元年）で第50回を数え、これま
で中学生373人が納沙布岬から北
方領土を望見しました。

●北方領土復帰促進北洋安全操業
 富山県大会パレード（1970年 黒部市）

●千島連盟富山支部 元島民による解説

●復帰促進協議会
 「少年少女北海道派遣団」の結団式
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富山県の漁業団体と沿岸市町村が
抗議に立ち上がり、「北方領土復帰
促進北洋安全操業富山県実行委員
会」を結成しました。1979年（昭
和54年）に「富山県北方領土復
帰促進協議会」に改称し、ニュー
ヨークの国連本部へ北方領土返還
実現を要望するなどの運動を展開し
ました。
　また、他都府県に先がけて、
1970年から毎年、中学生を北海
道へ派遣しています。2019年（令
和元年）で第50回を数え、これま
で中学生373人が納沙布岬から北
方領土を望見しました。

●北方領土復帰促進北洋安全操業
 富山県大会パレード（1970年 黒部市）

●千島連盟富山支部 元島民による解説

●復帰促進協議会
 「少年少女北海道派遣団」の結団式

富山県における返還運動
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条件で干場の権利を借りることができたのです。

　島の住民が北方領土から引き揚げた後に居住した場所を市町村別にみてみ

ると、ほとんどが黒部市と入善町に集中しており、９割以上を占めていま

す。黒部市では生地地区、入善町では芦崎地区に、多くの人が引き揚げてき

ました。地域的には、黒部川の河口をはさんだ沿岸地域に集中しています。

次いで、魚津市の経田地区が多く、その他では、滑川市や射水市にも元島民

がいます。

　黒部市出身者は、志発島を中心に多楽島や水晶島など歯舞群島の全域に広

く分布していました。それに対し、入善町出身者は、志発島へ集中的に渡っ

ていました。

　島に渡った時期ですが、歯舞群島では、大正時代の中ごろから1935年

（昭和10年）までに多くの世帯が渡島しました。

●北方領土の元島民数　令和３年（2021年）３月末現在数
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746

志発島 多楽島 水晶島 勇留島 色丹島 計

330 221 59 69 1,425

470

福
井
県

石
川
県

静
岡
県

愛
知
県

奈
良
県

和
歌
山
県

岡
山
県

広
島
県

香
川
県

秋
田
県

4,285 112 29 23 12 13 59 20 11 118 105 196 151 27 470 31 8 2 8 13 36 46 9 5 6 42 26 4 3 2 1 7 12 0 0 4 1 1 2 0 2 2 7 3 2 0 21

●富山県内の引揚者分布状況

835

黒部市 入善町 魚津市 その他 計

488 78 24 1,425

　富山県への引揚者数（元島民）は1,425人でしたが、すでに900人以上が、ふ

るさとの島へ帰ることなく、無念のうちに亡くなられ、令和３年３月末現在は

470人となっています。

志発島、多楽島、水晶島、勇留島は全て、歯舞群島に含まれます。
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◆ 北方領土に渡った富山県民の人数

　第二次世界大戦終了後、北方領土を占領したソ連軍は、島の住民を強制的

に立ち退かせました。その際に、北方領土から富山県に引き揚げてきた人数

は、1,425人だったとみられています。

　引き揚げてきた人々が住んでいた島をみると、歯舞群島と色丹島に集中し

ています。とりわけ、歯舞群島から多くの人々が引き揚げてきました。

　富山県人が歯舞群島に集中した理由としては、歯舞群島が北海道本島の根

室に比較的近い島であるため、1877年（明治10年）以降から根室に行って

いた富山県人によって開拓されていたことが考えられます。

　歯舞群島でコンブ採取や漁業を行うためには、コンブの干場の権利を持

ち、根室または歯舞の漁業組合の組合員であることが必要でした。富山県か

らきた出稼ぎ者は、根室や島にいた富山県出身の親方（網元）から、有利な

●北方領土の元島民数　令和３年（2021年）３月末現在数
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るさとの島へ帰ることなく、無念のうちに亡くなられ、令和３年３月末現在は
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●富山県内の引揚者分布状況
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　富山県への引揚者数（元島民）は1,425人でしたが、すでに900人以上が、ふ

るさとの島へ帰ることなく、無念のうちに亡くなられ、令和３年３月末現在は

470人となっています。

志発島、多楽島、水晶島、勇留島は全て、歯舞群島に含まれます。
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◆ コンブ漁

　歯舞群島や色丹島の住民のほ

とんどは、コンブ漁に従事して

いました。

　コンブ漁の仕事は、厳しく大

変なものでした。朝は５時ごろ

から始まり、夜は月が高く上る

まで家族全員が働くのです。子

どもたちも手伝いました。島で

はたくさんのコンブが採れ、全

国に運ばれました。富山県から

島に渡った人々は、持ち前の粘

り強さを発揮してコンブ漁を盛

んにしていきました。

　島ではジャガイモなどは採れ

ましたが、米はほとんど育た

ず、米、みそ、しょう油などの

品物は、富山県から送っても

らっていました。

　島では、小学校の運動会や学

芸会、神社の祭礼などが大変に

ぎやかに行われ、ほとんどの人

が仕事を休んで集まり、楽しい

一日を過ごしたそうです。

　冬は、海が雪と氷でおおわれ

てしまい、コンブ漁ができない

上に、寒さが厳しいので、富山

県に帰って体を休め、春になっ

てから島へ戻る人たちもいまし

た。富山県から島までは、鉄道

と船を乗り継いで１週間以上か

かりました。

●コンブ干しの風景（国後島）

●小学校での運動会（色丹小学校／色丹島）

●お祭りの光景（国後島）
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　富山県は、北方領土からの引揚者が北海道に次いで多い県です。

　越中（富山県）と蝦夷地（北海道）とは、すでに江戸時代には交流があり

ました。北前船で日本海側を通る西廻り航路により、蝦夷地から大量のコン

ブが大阪に運ばれていました。その航路は「コンブロード」と呼ばれていま

した。富山は、「コンブロード」の中継地として発展していたのです。

　また、当時の富山県を治めていた加賀藩は、漁師の出稼ぎを奨励していま

した。代々、神通川以東の33カ村の浦
うらかた

方十
と

村
むら

（漁村の大庄屋）であった田

村家の７代目である田村前
ぜん

名
な

が、1818年（文政元年）に遠洋漁業を広めた

との記録も残っています。

　1874年（明治７年）には、生地村（現在の黒部市内）の人々が北海道へ

出稼ぎに行き、大きな利益を得たため、それ以降、出稼ぎに行く人々が増え

ていったとのことです。

　明治の終わりごろになると、富山県では、漁業不振と高波や火災による災

害のため、漁師の生活は苦しいものになっていました。そのため、新しい漁

業の場を求めて、すでに北海道の根室や羅臼で漁業経営者になっていた富山

県出身者を頼って、大勢が出稼ぎに行きました。彼らは、「富山からの出稼

ぎ者は、真面目によく働く」と言われ歓迎されたそうです。漁師たちは、歯舞

群島にも渡り、自然や生活環境が厳しい中、コンブの漁場を開拓していきま

した。良質なコンブがたくさん採れ、多くの人が豊かな生活を手に入れました。

　大正時代になると、富山県から歯舞群島や色丹島に移り住む人も増え、

「越中村」と呼ばれる村ができるく

らいでした。

　このように、根室や歯舞群島の漁

場、とりわけコンブの漁場は、富山

県の先人によって開拓され、発展し

たと言っても過言ではありません。

北方領土へ渡った人々が支えたコン

ブは、現在の富山の食文化にも深く

関わっています。

富山県と北方領土とのかかわり
　富山県は、北方領土からの引揚者が北海道に次いで多い県です。
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害のため、漁師の生活は苦しいものになっていました。そのため、新しい漁

業の場を求めて、すでに北海道の根室や羅臼で漁業経営者になっていた富山
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　大正時代になると、富山県から歯舞群島や色丹島に移り住む人も増え、

「越中村」と呼ばれる村ができるく

らいでした。

　このように、根室や歯舞群島の漁

場、とりわけコンブの漁場は、富山

県の先人によって開拓され、発展し

たと言っても過言ではありません。
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富山県と北方領土とのかかわり
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昭和40年度 45 50 55 60 平成２ 7 12 17 22 27 令和２

●年度別署名
　収集累積数
　（単位：千人）

1,055

7,327

19,555

39,590

54,966

64,693

72,592

78,403

87,651

92,159

82,968

75

●北方領土返還要求全国大会（挨拶する岸田総理）
出典：首相官邸ホームページ

◆ 返還運動のひろがり

　北方領土の返還を求める人

たちの間から、返還運動を一

層推進するため、「北方領土

の日」を制定したいという

要望が高まり、1981年（昭

和56年）、政府は２月７日を

「北方領土の日」とすること

を決定しました。

　1855年（安政元年）の２

月７日は、日本とロシアの間

で最初に国境の取り決めが行

われた「日魯通好条約」が結

ばれた歴史的に大きな意義を

持つ日です。

　毎年、「北方領土の日」に

は、東京で「北方領土返還要

求全国大会」が、内閣総理大

臣、衆・参両院議長、各政党

代表、民間団体代表などの出

席のもとに開催されます。全

国各地でも、この日を中心

に、大会やパネル展、講演会

などの行事が行われます。

　また、国民が北方領土返還

を求めている意志を表明する

手段として、署名活動が行わ

れています。多くの人たちか

ら寄せられた署名は、令和２

年度末現在で9,215万人を超

えています。

●全国各地で行われている
 署名運動
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●北方領土復帰要請陳情書第１号

●全国縦断キャラバン隊の要望書を総理大臣へ伝達

◆北方領土返還運動のあゆみ

　北方領土問題を解決するため

には、ロシアとの外交交渉を粘

り強く続けることが必要です。

こうした交渉を支えるのは、返

還を求める国民の一致した世論

と強い支持です。

　北方領土の返還を求める声

は、第二次世界大戦終了後まも

なく、北海道の根室にあがりま

した。当時の安
あん

藤
どう

石
いし

典
すけ

根室町長

は、ソ連によって島から追われ

た人たちの援護に全力をあげる

ばかりでなく、当時の日本を占

領していた連合国軍最高司令官

であるマッカーサー元帥あてに、

北方領土返還を求める陳情書を

出しました。これが、返還要求運

動の始まりとされています。

　根室であがった返還要求の声

は、やがて北海道の各地にこだ

まし、運動の輪は全国に広がり

ました。多くの民間団体が返還

運動に取り組み、運動の基盤と

なる都道府県単位の組織が設立

されていきました。北方領土返

還の実現を目指した運動は、全

国各地で大きく展開されるよう

になっていくのです。 ●国際シンポジウム2004（富山会場）

どうしたら北方領土は還ってくるの？
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●東京宣言に署名する細川総理大臣とエリツィン大統領
（1993年）

●日ロ行動計画に関する共同声明に署名する
 小泉総理大臣とプーチン大統領（2003年）

●日ロ首脳会談（2018年11月14日）
出典：首相官邸ホームページ

（https: / /www.kante i .go. jp / jp /98_abe/
actions/201811/14asean1.html）

　1991年（平成３年）にソ連が崩

壊し、ロシアが誕生しました。日本

とロシアの間でも、領土問題を解決

し、平和条約を締結するための外交

交渉が粘り強く続けられています。

　1993年（平成５年）に合意され

た「東京宣言」では、領土問題を北

方四島の帰属の問題と位置づけると

ともに、領土問題解決のための交渉

指針が示されました。

　1999年（平成11年）、ロシアで

はプーチン政権が誕生し、2003年

（平成15年）には「日ロ行動計画」

が採択され、領土問題に関しては

「日ソ共同宣言」や「東京宣言」な

どの諸合意を基礎に交渉を加速させ

ることが確認されました。

　2016年（平成28年）には、安倍

総理大臣とプーチン大統領との間

で、これまでの交渉の停滞を打破し

て突破口を開くため、今までの発想

にとらわれない「新しいアプローチ」

で交渉を精力的に進めていく認識が

共有され、北方四島において特別な

制度の下で共同経済活動を行うため

の協議の開始が合意されました。

　また、2018年（平成30年）11月に

行われた日ロ首脳会談では、「日ソ共

同宣言」を基礎として平和条約交渉

を加速させることが合意されました。

日ロ間の最近の動きはどうなっているの？
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　第二次世界大戦末期の
1945年（昭和20年）８月９日、
ソ連は当時有効だった「日ソ中
立条約」（1941年締結）を一
方的に破棄して、日本に対し
宣戦しました。ソ連軍は、第
二次世界大戦終了後の８月18
日より千島列島への攻撃を開
始し、８月28日に択捉島に上
陸、次いで国後島、色丹島、
歯舞群島と、遅くとも９月５日
までに、これら四島をすべて
占領してしまいました。
　その後、現在まで、これら
北方四島は、ソ連（現在のロ
シア）に不法占拠された状態
が続いています。
　1951年（昭和26年）、日本
は「サンフランシスコ平和条
約」に調印し、千島列島と南
樺太を放棄しました。このと
き、日本が放棄した千島列島
とは、ウルップ島から北の島々
のことで、択捉島、国後島、
色丹島、歯舞群島の四島は含
まれていません。
　ソ連が「サンフランシスコ
平和条約」に加わらなかった
ため、日本とソ連は、1956年
（昭和31年）、「日ソ共同宣言」
に署名し、国交を回復しまし
た。「日ソ共同宣言」では、領
土問題について、平和条約締
結後に、歯舞群島と色丹島を
日本に引き渡すことに同意して
います。

●ソ連の不法占領

オホーツク海

太　平　洋

カムチャツカ半島

シュムシュ島 8.24

マツワ島 8.26

8.27
ウルップ島

8.31

択捉島
8.28

歯舞群島 9.1～9.4

多楽島

志発島

水晶島
勇留島

 色丹島
9.1～9.4

国後島
9.1～9.4　

千

　島

　列
　島

北海道

●1951年のサンフランシスコ平和条約に基づく国境線
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　1855年（安
あん

政
せい

元年）、日本
とロシアの間で「日

にち

魯
ろ

通
つう

好
こう

条
じょう

約
やく

」が結ばれました。この条
約で、両国の国境が択捉島と
ウルップ島の間に定められま
した。ウルップ島から北の千
島列島はロシアの領土、択捉
島、国後島、色丹島、歯舞群
島の四島は日本の領土である
ことが、この条約によって法
的に確定したのです。このと
き、樺太（サハリン）については、
国境は決めませんでした。
　1875年（明治８年）、日本
はロシアと「樺

から

太
ふと

千
ち

島
しま

交
こう

換
かん

条
じょう

約
やく

」を結びました。日本は樺
太での権利を放棄するかわり
に、千島列島をロシアから譲
り受けたのです。この条約に
は、譲り受ける千島列島とし
て、シュムシュ島からウルッ
プ島までの18の島の名前が挙
げられています。つまり、択捉
島、国後島、色丹島、歯舞群
島の四島は、千島列島には含
まれないということなのです。
　1905年（明治38年）、日露
戦争の結果、日本とロシアは
「ポーツマス条約」を結びま
した。このとき、樺太の南半
分が日本の領土となりました。

●1855年の日魯通好条約に基づく国境線
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●1875年の樺太千島交換条約に基づく国境線
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●1905年のポーツマス条約に基づく国境線
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　日本が、北方の島々のことを

知ったのは、17世紀初め頃です。

　1644年（正
しょう

保
ほ

元年）に江戸

幕府が「正
しょう

保
ほ

御
お

国
くに

絵
え

図
ず

」という

地図を編さんしましたが、この

とき松前藩が幕府に提出した自

藩領地の地図には「くなしり」

「えとろほ」など、現在の島名

と同じ名前が書かれています。

　ロシア人が初めて千島列島を

探検したのが1711年（正
しょう

徳
とく

元

年）のことですから、約100年

も前から日本は北方の島々とか

かわりをもっていたのです。

　18世紀後半になると、国後

島、択捉島を中心に、最
も

上
がみ

徳
とく

内
ない

、

高
たか

田
だ

屋
や

嘉
か

兵
へ

衛
え

、近
こん

藤
どう

重
じゅう

蔵
ぞう

といっ

た日本人が活躍しました。

　江戸幕府は1798年（寛
かん

政
せい

10

年）、蝦夷地（北海道）に大規模

な調査隊を派遣しました。このと

き、近藤重蔵が最上徳内ととも

に択捉島に渡り、「大
だい

日
にっ

本
ぽん

恵
え

登
と

呂
ろ

府
ふ

」と書いた標柱を建て、日本の領土であることを明らかにしました。

　このような歴史的事実や当時の実情から考えても、北方領土は古来からの

日本の領土なのです。

●正保御国絵図1644年（正保元年）
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●北方領土元居住者（3,124世帯、17,291人） ※1945年（昭和20年）８月15日現在

歯舞群島

色 丹 島

国 後 島

択 捉 島

206世帯
1,038人

739世帯
3,608人

1,327世帯
7,364人

世帯数 852世帯
人　口 5,281人

水晶島
986人

多楽島
1,457人

秋勇留島 88人

勇留島 501人

志発島 2,249人

すいしょうとう

あき  ゆ　り　とう

ゆ　り　とう
た  らく とう

し  ぼつ とう

注：平成18年３月千島歯舞諸島居住者連盟調べ

◆北方四島での人々の生活

　第二次世界大戦終了後、ソ連軍に占領されるまで、北方四島には日本人が
住んでいました。
　北方四島の住民のほとんどは、漁業に従事していました。はじめは親方
（網元）に雇われていた人が多かったのですが、やがて独立して、家族とと
もに移り住むようになっていったのです。
　島での住宅は、ほとんどが木造であり、風が強い土地であったことから平
屋造りで小さなものでした。
　日常生活に必要なものの大部分は、船で北海道本島から運ばれてきまし
た。そのため、輸送費がかかり、島での物価は高かったといわれています。
その上、冬の間は暴風や流氷でしばしば船が来なくなり、新聞や郵便物のほ
か、日常の品の運搬も長くとだえることがありました。そのため、島では、
食料などの必要な品物は、翌年の春までの分を秋のうちに買い入れておきま
した。
　最も困るのは、急病人やけが人が出た時でした。島には、医者も病院も少
なく、設備も整っていませんでした。そのため、急病人の手当が間に合わな
いことも多くありました。
　このように、島での生活は、不便なことや困難なことも多かったのです
が、豊かな漁場や森林などに恵まれていたため、生活は次第に豊かになって
いきました。島をふるさとと決めた人々は、将来に明るい希望を持って、一
生懸命に働きました。
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3−　　−

　北方領土の中でも、国後島と択捉島には、海抜1,500ｍを超える山があり

ますが、歯舞群島と色丹島は、ゆるやかな起伏のある土地です。

　北方領土には、キタキツネ、ゴマフアザラシ、オットセイ、トドなどたく

さんの動物が住んでいます。国後島や択捉島には、ヒグマも住んでいます。

また、エトピリカ、エゾライチョウ、オジロワシといった珍しい鳥も多く見

かけます。

　北方領土の周辺の海は、暖流と寒流が交わる場所であるため、世界３大漁

場のひとつとなっています。特に、サケ、マス、タラ、タラバガニ、コン

ブ、ホタテなどの宝庫です。

　北方領土というと、厳しい寒さを想像するかもしれませんが、海流の影響

のため、冬は北海道の内陸部より暖かく、雪も少ない場所です。２月の平均

気温は、マイナス６℃前後です。

　夏は、一番暑い８月でも月の平均気温が16℃で、あまり高くありません。

夏は、海霧（ガス）がかかって日照時間が少ないことや、オホーツク海から

冷たい空気が入ってくるからです。

●北方の動物たち

北方領土ってどんな島なの？
　北方領土の中でも、国後島と択捉島には、海抜1,500ｍを超える山があり

ますが、歯舞群島と色丹島は、ゆるやかな起伏のある土地です。

　北方領土には、キタキツネ、ゴマフアザラシ、オットセイ、トドなどたく

さんの動物が住んでいます。国後島や択捉島には、ヒグマも住んでいます。

また、エトピリカ、エゾライチョウ、オジロワシといった珍しい鳥も多く見

かけます。

　北方領土の周辺の海は、暖流と寒流が交わる場所であるため、世界３大漁

場のひとつとなっています。特に、サケ、マス、タラ、タラバガニ、コン

ブ、ホタテなどの宝庫です。

　北方領土というと、厳しい寒さを想像するかもしれませんが、海流の影響

のため、冬は北海道の内陸部より暖かく、雪も少ない場所です。２月の平均

気温は、マイナス６℃前後です。

　夏は、一番暑い８月でも月の平均気温が16℃で、あまり高くありません。

夏は、海霧（ガス）がかかって日照時間が少ないことや、オホーツク海から

冷たい空気が入ってくるからです。

●北方の動物たち

北方領土ってどんな島なの？

　北方領土の中でも、国後島と択捉島には、海抜1,500ｍを超える山があり

ますが、歯舞群島と色丹島は、ゆるやかな起伏のある土地です。

　北方領土には、キタキツネ、ゴマフアザラシ、オットセイ、トドなどたく

さんの動物が住んでいます。国後島や択捉島には、ヒグマも住んでいます。

また、エトピリカ、エゾライチョウ、オジロワシといった珍しい鳥も多く見

かけます。

　北方領土の周辺の海は、暖流と寒流が交わる場所であるため、世界３大漁

場のひとつとなっています。特に、サケ、マス、タラ、タラバガニ、コン

ブ、ホタテなどの宝庫です。

　北方領土というと、厳しい寒さを想像するかもしれませんが、海流の影響

のため、冬は北海道の内陸部より暖かく、雪も少ない場所です。２月の平均

気温は、マイナス６℃前後です。

　夏は、一番暑い８月でも月の平均気温が16℃で、あまり高くありません。

夏は、海霧（ガス）がかかって日照時間が少ないことや、オホーツク海から

冷たい空気が入ってくるからです。

●北方の動物たち

北方領土ってどんな島なの？

　北方領土の中でも、国後島と択捉島には、海抜1,500ｍを超える山があり

ますが、歯舞群島と色丹島は、ゆるやかな起伏のある土地です。

　北方領土には、キタキツネ、ゴマフアザラシ、オットセイ、トドなどたく

さんの動物が住んでいます。国後島や択捉島には、ヒグマも住んでいます。

また、エトピリカ、エゾライチョウ、オジロワシといった珍しい鳥も多く見

かけます。

　北方領土の周辺の海は、暖流と寒流が交わる場所であるため、世界３大漁

場のひとつとなっています。特に、サケ、マス、タラ、タラバガニ、コン

ブ、ホタテなどの宝庫です。

　北方領土というと、厳しい寒さを想像するかもしれませんが、海流の影響

のため、冬は北海道の内陸部より暖かく、雪も少ない場所です。２月の平均

気温は、マイナス６℃前後です。

　夏は、一番暑い８月でも月の平均気温が16℃で、あまり高くありません。

夏は、海霧（ガス）がかかって日照時間が少ないことや、オホーツク海から

冷たい空気が入ってくるからです。

●北方の動物たち

北方領土ってどんな島なの？



2−　　−

◆北方領土の面積について

　北方領土の面積の総計は、5,003㎢で、富山県の面積（4,248㎢）の約1.2

倍の広さです。国後島と択捉島は、沖縄本島より大きな島で、一番大きな択

捉島（3,167㎢）は鳥取県（3,507㎢）と同じくらいの広さです。

　北方領土の面積を日本各地の島々や県・市の大きさと比較してみましょう。

富山県（4,248㎢）＋岐阜県飛騨市（792㎢）

富山県
4,248㎢

+

計5,040㎢

岐阜県飛騨市
792㎢

北方領土
計5,003㎢

国後島
1,489㎢
沖縄本島（1,207㎢）
より広く奄美大島（713㎢）
の約２倍 択捉島

3,167㎢
鳥取県（3,507㎢）に近い

色丹島
249㎢
徳之島（248㎢）に近い

歯舞群島
95㎢
小笠原諸島（104㎢）に近い

歯舞群島

色 丹 島

国 後 島

択 捉 島

　 計

射水市（109㎢）、砺波市（127㎢）
と同じくらい。

高岡市（209㎢）より少し大きい。
黒部市（426㎢）の半分くらい。

富山市（1,242㎢）、
沖縄本島（1,207㎢）より大きい。

鳥取県（3,507㎢）と同じくらい。
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249㎢

1,489㎢
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富山県（4,248㎢）の約1.2倍5,003㎢
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国後島
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佐渡島
855㎢

奄美大島
713㎢

淡路島
593㎢

徳之島
248㎢

沖縄本島
1,207㎢

第１　択 捉 島（3,167㎢）
第２　国 後 島（1,489㎢）
第３　沖縄本島（1,207㎢）
第４　佐 渡 島（1,855㎢）
第５　奄美大島（1,713㎢）

●北方領土の島々は大きい
日本五大離島

◆北方領土の面積について

　北方領土の面積の総計は、5,003㎢で、富山県の面積（4,248㎢）の約1.2

倍の広さです。国後島と択捉島は、沖縄本島より大きな島で、一番大きな択

捉島（3,167㎢）は鳥取県（3,507㎢）と同じくらいの広さです。

　北方領土の面積を日本各地の島々や県・市の大きさと比較してみましょう。

富山県（4,248㎢）＋岐阜県飛騨市（792㎢）

富山県
4,248㎢

+

計5,040㎢

岐阜県飛騨市
792㎢

北方領土
計5,003㎢

国後島
1,489㎢
沖縄本島（1,207㎢）
より広く奄美大島（713㎢）
の約２倍 択捉島

3,167㎢
鳥取県（3,507㎢）に近い

色丹島
249㎢
徳之島（248㎢）に近い

歯舞群島
95㎢
小笠原諸島（104㎢）に近い

歯舞群島

色 丹 島

国 後 島

択 捉 島

　 計

射水市（109㎢）、砺波市（127㎢）
と同じくらい。

高岡市（209㎢）より少し大きい。
黒部市（426㎢）の半分くらい。

富山市（1,242㎢）、
沖縄本島（1,207㎢）より大きい。

鳥取県（3,507㎢）と同じくらい。

95㎢

249㎢

1,489㎢

3,167㎢

富山県（4,248㎢）の約1.2倍5,003㎢

択捉島
3,167㎢

国後島
1,489㎢

佐渡島
855㎢

奄美大島
713㎢

淡路島
593㎢

徳之島
248㎢

沖縄本島
1,207㎢

第１　択 捉 島（3,167㎢）
第２　国 後 島（1,489㎢）
第３　沖縄本島（1,207㎢）
第４　佐 渡 島（1,855㎢）
第５　奄美大島（1,713㎢）

●北方領土の島々は大きい
日本五大離島

◆北方領土の面積について

　北方領土の面積の総計は、5,003㎢で、富山県の面積（4,248㎢）の約1.2

倍の広さです。国後島と択捉島は、沖縄本島より大きな島で、一番大きな択

捉島（3,167㎢）は鳥取県（3,507㎢）と同じくらいの広さです。

　北方領土の面積を日本各地の島々や県・市の大きさと比較してみましょう。

富山県（4,248㎢）＋岐阜県飛騨市（792㎢）

富山県
4,248㎢

+

計5,040㎢

岐阜県飛騨市
792㎢

北方領土
計5,003㎢

国後島
1,489㎢
沖縄本島（1,207㎢）
より広く奄美大島（713㎢）
の約２倍 択捉島

3,167㎢
鳥取県（3,507㎢）に近い

色丹島
249㎢
徳之島（248㎢）に近い

歯舞群島
95㎢
小笠原諸島（104㎢）に近い

歯舞群島

色 丹 島

国 後 島

択 捉 島

　 計

射水市（109㎢）、砺波市（127㎢）
と同じくらい。

高岡市（209㎢）より少し大きい。
黒部市（426㎢）の半分くらい。

富山市（1,242㎢）、
沖縄本島（1,207㎢）より大きい。

鳥取県（3,507㎢）と同じくらい。

95㎢

249㎢

1,489㎢

3,167㎢

富山県（4,248㎢）の約1.2倍5,003㎢

択捉島
3,167㎢

国後島
1,489㎢

佐渡島
855㎢

奄美大島
713㎢

淡路島
593㎢

徳之島
248㎢

沖縄本島
1,207㎢

第１　択 捉 島（3,167㎢）
第２　国 後 島（1,489㎢）
第３　沖縄本島（1,207㎢）
第４　佐 渡 島（1,855㎢）
第５　奄美大島（1,713㎢）

●北方領土の島々は大きい
日本五大離島



1−　　−

◆北方領土の位置について

　「北方領土」とは、北海道の東に

ある根室半島につらなる歯
はぼ

舞
まい

群
ぐん

島
とう

、

色
しこ

丹
たん

島
とう

、国
くな

後
しり

島
とう

、択
えと

捉
ろふ

島
とう

の４つの

島々のことです。これらの島々は

「北方四島」とも言います。

　北方領土はとても遠い場所だと

思っているかもしれませんが、最も

近い歯舞群島の貝殻島までは、北海

道本島からわずか3.7㎞しか離れて

おらず、望遠鏡で灯台をはっきり見

ることができます。

　また、国後島までは16㎞で、本土と佐渡島の間の距離（31㎞）の約半分

です。色丹島までは73.3㎞、択捉島までは144.5㎞という距離です。北方

領土とはこんなに近くにある島々なのです。

択捉島

色丹島

国後島

歯舞群島
北 海 道

最も近い歯舞群島の貝殻島は、納沙布岬からわずか3.7㎞、
一番遠い択捉島までは144.5㎞です。

本
土
か
ら
の
距
離

貝殻島 3.7㎞

淡路島 4㎞

小豆島 15㎞

佐渡島 31㎞

三宅島 80㎞

八丈島 180㎞

国後島 16㎞

色丹島 73.3㎞

択捉島 144.5㎞

●こんなに近い北方領土

北方領土ってどこにあるの？
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