
「
ソ
連
兵
が
色
丹
島
に
上
陸
し

て
か
ら
の
約
２
年
間
は
と
て
も
つ

ら
い
経
験
だ
っ
た
」
と
、
色
丹
島

元
島
民
の
得
能
宏
さ
ん
は
、
当
時

の
こ
と
を
苦
し
そ
う
に
語
っ
た
。

１
９
４
５
年
９
月
、
当
時
小
学

生
だ
っ
た
得
能
さ
ん
は
、
小
学
校

に
土
足
の
ま
ま
入
っ
て
き
た
ソ
連

兵
に
対
し
、
「
殺
さ
れ
る
」
と
思

う
ほ
ど
の
恐
怖
を
覚
え
た
と
い
う
。

色
丹
島
で
余
儀
な
く
さ
れ
た
約
２

年
間
の
倉
庫
で
の
暮
ら
し
か
ら
、

樺
太
に
追
わ
れ
て
以
降
の
60
日
に

わ
た
る
生
活
ま
で
の
間
に
、
多
く

の
人
が
亡
く
な
っ
た
。

日
本
に
帰
っ
て
き
て
か
ら
は
、

北
方
四
島
の
返
還
に
向
け
て
、
語

り
部
活
動
や
ビ
ザ
な
し
交
流
な
ど

多
く
の
こ
と
を
行
な
っ
て
い
る
。

得
能
さ
ん
は
語
り
部
活
動
を
続

け
る
理
由
に
つ
い
て
、
「
語
り
部

を
や
り
た
い
人
は
た
く
さ
ん
い
る

が
、
つ
ら
い
経
験
で
あ
る
た
め
語

り
た
く
て
も
語
れ
な
い
人
が
多
い
。

私
も
当
時
の
ソ
連
兵
の
こ
と
を
思

い
出
す
た
め
、
あ
ま
り
語
り
た
く

な
い
と
い
う
の
が
本
心
だ
。
し
か

し
、
誰
か
が
や
ら
な
け
れ
ば
当
時

の
こ
と
は
廃
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。

講
演
中
に
泣
い
て
し
ま
う
こ
と
も

あ
る
が
、
若
者
に
当
時
の
こ
と
を

忘
れ
て
ほ
し
く
な
い
と
い
う
一
心

で
活
動
し
て
い
る
」
と
話
し
た
。

ま
た
、
ビ
ザ
な
し
交
流
で
現
島

民
と
交
流
す
る
理
由
を
、
「
ロ
シ

ア
人
よ
り
も
ウ
ク
ラ
イ
ナ
な
ど
か

ら
移
住
し
て
き
た
人
が
ほ
と
ん
ど

で
、
日
本
と
の
交
流
を
望
む
人
も

多
く
い
る
。
北
方
四
島
返
還
に
向

け
て
現
島
民
と
の
交
流
を
深
め
る

な
ど
、
で
き
る
こ
と
は
や
っ
て
い

き
た
い
」
と
語
っ
た
。
（
樋
口
大
）

択
捉
島
、
歯
舞
群
島
、
国
後
島
、

色
丹
島
の
四
島
で
構
成
さ
れ
る
北

方
四
島
は
、
北
海
道
の
北
東
部
に

位
置
す
る
。

北
方
四
島
は
、
18
世
紀
末
に
、

江
戸
幕
府
の
直
轄
地
と
な
っ
て
、

日
本
人
の
手
に
よ
っ
て
開
拓
さ
れ

た
。
日
本
人
は
漁
場
や
航
路
を
開

き
、
木
材
を
切
り
出
し
、
鉱
山
や

牧
場
、
水
産
加
工
場
な
ど
を
営
ん

だ
。
ま
た
、
１
８
５
５
年
に
は
、

日
本
と
ロ
シ
ア
は
日
魯
通
好
条
約

を
結
び
、
択
捉
島
と
ウ
ル
ッ
プ
島

の
間
の
国
境
を
確
認
し
た
。
そ
れ

以
降
も
、
北
方
四
島
は
一
度
も
外

国
の
領
土
に
な
っ
た
こ
と
は
な
く
、

日
本
固
有
の
領
土
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
１
９
４
５
年
３
月
９
日
、

ソ
連
（
現
ロ
シ
ア
）
が
、
当
時
日

本
と
結
ん
で
い
た
日
ソ
中
立
条
約

に
違
反
し
て
対
日
参
戦
を
し
た
。

ソ
連
は
、
北
方
四
島
を
全
て
を
占

領
し
た
の
だ
。
当
時
住
ん
で
い
た

１
７
９
２
１
人
の
日
本
人
は
、
約

半
数
が
自
力
で
脱
出
し
、
残
り
の

島
民
は
ソ
連
に
よ
っ
て
強
制
的
に

退
去
さ
せ
ら
れ
た
。
現
在
北
方
四

島
に
居
住
す
る
日
本
人
は
一
人
も

お
ら
ず
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
占
領
が

続
い
て
い
る
。

こ
の
、
ロ
シ
ア
の
占
領
に
は
、

多
く
の
点
で
問
題
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
ず
、
こ
の
占
領
が
、

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
処
理
方
針

で
あ
る
、
「
領
土
不
拡
大
の
原
則
」

に
反
し
て
い
る
こ
と
だ
。
連
合
国

側
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
理
由
が

あ
っ
て
も
他
国
の
領
土
を
奪
う
こ

と
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
ロ
シ
ア

の
占
領
を
正
当
化
す
る
法
的
根
拠

は
存
在
し
て
い
な
い
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
平
和
条
約
で
、
日
本
は
千

島
列
島
に
対
す
る
領
土
権
を
放
棄

し
て
い
る
。
だ
が
、
北
方
四
島
に

対
す
る
領
土
権
は
放
棄
し
て
い
な

い
。
こ
の
こ
と
は
、
米
国
政
府
も

公
式
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
て
、
日

本
政
府
は
、
「
わ
が
国
固
有
の
領

土
で
あ
る
北
方
領
土
問
題
を
解
決

し
て
平
和
条
約
を
締
結
す
る
」
と

い
う
方
針
の
も
と
で
、
外
交
交
渉

に
あ
た
っ
て
い
る
。
ま
た
、
問
題

が
解
決
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
、
日

本
と
ロ
シ
ア
の
両
国
民
の
相
互
理

解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
に
、
四

島
交
流
や
、
元
島
民
と
そ
の
家
族

に
よ
る
自
由
訪
問
、
人
道
支
援
な

ど
を
実
施
し
て
き
た
。
（
樋
口
善
）

第182号 翠巒 Mini Press 令和5年12月1日

「
歴
史
」
と
「
史
実
」
と
い
う
言
葉

が
あ
る
。
こ
の
２
つ
は
似
た
よ
う
な
印

象
を
持
ち
や
す
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
意
味

が
異
な
る
。

歴
史
と
は
、
人
間
社
会
が
時
間
の

経
過
と
と
も
に
変
遷
を
続
け
て
い
く

姿
や
、
そ
の
過
程
を
指
す
こ
と
が
一

般
的
だ
。
一
方
、
史
実
と
は
過
去
に

実
際
に
起
こ
っ
た
と
さ
れ
る
出
来
事

を
指
す
。
そ
し
て
、
こ
の
２
つ
は
、

史
実
が
こ
の
世
界
に
１
つ
し
か
な
い

も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
歴
史
は
１

つ
の
対
象
の
と
ら
え
方
の
相
違
か
ら
無

数
に
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
点
で
、
決

定
的
に
異
な
っ
て
い
る
。

歴
史
の
具
体
例
と
し
て
は
、
日
本
人

が
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
戦
を
８
月
15

日
と
認
識
し
て
い
る
が
、
世
界
で
は
そ

う
で
な
い
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
で
は
、
史
実
の
具

体
例
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の

だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
史
実
が
あ
る
。
私
た
ち

が
終
戦
の
日
と
認
識
し
て
い
る
８
月
15

日
以
降
も
、
日
本
で
戦
闘
が
行
わ
れ
て

い
た
と
い
う
事
実
だ
。
そ
の
場
所
は
、

北
海
道
の
さ
ら
に
北
西
に
位
置
す
る
占

守
島
で
あ
る
。
こ
の
島
に
ソ
連
が
８
月

18
日
に
侵
攻
を
始
め
た
の
だ
。

そ
の
目
的
は
、
北
方
四
島
を
含
ん
だ

千
島
列
島
及
び
、
北
海
道
北
部
の
占
領

だ
っ
た
。
し
か
し
、
樋
口
季
一
郎
と
い

う
１
人
の
軍
人
の
決
断
と
命
令
に
よ
り
、

そ
の
場
に
い
た
日
本
軍
は
停
戦
命
令
に

背
い
て
ソ
連
軍
に
反
撃
し
た
。

両
者
の
間
で
激
し
い
戦
闘
が
行
な
わ

れ
、
ソ
連
軍
は
想
定
外
の
大
き
な
被
害

を
受
け
た
。
そ
し
て
こ
の
戦
い
に
よ
り
、

日
本
は
北
海
道
北
部
の
占
領
と
い
う
ソ

連
の
目
的
を
断
念
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

多
く
の
人
は
、
こ
の
史
実
を
初
め
て

聞
い
た
だ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ

う
に
、
私
た
ち
は
自
分
た
ち
の
国
で
過

去
に
何
が
起
こ
っ
た
の
か
を
正
確
に
は

知
ら
な
い
の
だ
。

い
っ
た
い
な
ぜ
か
。
「
学
校
で
は
学

ん
で
い
な
い
か
ら
、
知
ら
な
い
の
は
当

た
り
前
だ
」
と
い
う
理
由
が
考
え
ら
れ

る
。
果
た
し
て
、
私
た
ち
は
そ
れ
で
も

よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

も
し
仮
に
、
私
た
ち
が
先
ほ
ど
挙
げ

た
よ
う
な
意
識
で
生
き
て
い
け
ば
、
学

校
で
学
ば
な
い
よ
う
な
知
識
は
人
々
か

ら
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
今

回
の
史
実
の
よ
う
に
、
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
も
の
も
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
私
た

ち
は
、
学
校
の
学
び
以
外
に
も
主
体
的

に
知
ろ
う
と
活
動
す
べ
き
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

（
新
井
そ
）

私
た
ち
に

求
め
ら
れ
る
も
の

現
代
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
類
を
見
な
い
コ
ン
テ
ン
ツ
の
成
長
と
多
種

多
様
化
が
進
み
、
人
々
の
間
に
深
く
浸
透
し
て
い
る
。
特
に
映
像
コ
ン

テ
ン
ツ
は
そ
の
代
表
例
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に

は
多
く
の
動
画
サ
イ
ト
が
乱
立
し
て
お
り
、
個
人
が
自
由
に
投
稿
で
き

る
。そ

の
中
に
は
、
旅
行
の
疑
似
体
験
が
で
き
る
も
の
も
あ
る
。
実
際
に

そ
の
場
所
に
行
か
な
く
て
も
、
映
像
と
音
声
で
、
ま
る
で
現
地
を
訪
れ

て
い
る
か
の
よ
う
な
気
分
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。
あ
な
た
の
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
で
「
京
都

旅
行

動
画
」
と
検
索
す
れ
ば
、
京
都
の
名
所

や
お
す
す
め
の
宿
、
飲
食
店
を
紹
介
し
た
映
像
を
容
易
に
観
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
他
の
場
所
を
検
索
し
て
も
ヒ
ッ
ト
す
る
。

行
っ
た
気
分
が
味
わ
え
る
だ
け
で
な
く
、
旅
行
の
下
見
に
も
使
う
こ
と
が
で
き
、
便

利
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
便
利
だ
か
ら
こ
そ
見
え
な
い
落
と
し
穴
に
嵌
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。

便
利
な
も
の
に
は
、
便
利
で
あ
る
が
故
の
欠
点
が
あ
る
の
だ
。

動
画
サ
イ
ト
の
欠
点
と
は
、
映
像
を
観
た
だ
け
で
終
わ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
て
し
ま

う
と
い
う
点
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
経
済
的
・
時
間
的
に
旅
行
が
難
し
い
と
い
う
場
合
も
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
は
関
係
な
し
に
実
際
に
現
地
を
訪
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

例
え
ば
、
動
画
の
手
軽
さ
に
安
住
し
て
、
次
第
に
、
実
際
に
行
く
こ
と
が
面
倒
く
さ
く

な
り
、
映
像
だ
け
で
満
足
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
動
画
だ
け
で
は
見
え
な
い
、
感
じ
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
。
実
物

の
ス
ケ
ー
ル
や
現
地
の
人
々
の
雰
囲
気
、
料
理
の
味
な
ど
は
い
わ
ず
も
が
な
だ
。
実
際

に
訪
れ
、
五
感
で
体
験
し
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
く
存
在
す
る
の
だ
と
、

私
た
ち
は
心
に
留
め
お
く
必
要
が
あ
る
。

（
荻
野
）

北
方
四
島
研
修

元
島
民
胸
中
を
語
る

北方四島の変遷

８
月
20
日
か
ら
22
日
に
か
け

て
、
群
馬
県
は
中
高
生
を
対
象

に
し
た
北
方
四
島
研
修
旅
行
を

行
な
っ
た
。
選
考
さ
れ
た
13
名

が
実
際
に
北
海
道
を
訪
れ
、
資

料
館
の
見
学
や
元
島
民
の
方
の

話
を
通
じ
て
北
方
四
島
に
つ
い

て
学
ん
だ
。
高
高
か
ら
は
新
聞

部
樋

口
（
２
の
２
）
、
新

井

（
１
の
６
）
が
選
ば
れ
た
。

当時の様子を語る得能さん

NOTE

得
能
さ
ん
の
経
歴

北方四島の歴史

露との課題解決へ


