
▲こちらから北方領土
の動画が見られます

2024年版

第22回（2023年度）「北方領土の日」ポスターコンテスト
最優秀賞（中学校）　音更町立下音更中学校　木村 倖菜さんの作品

学習を振り
返って、空欄
を埋めてみ
ましょう。

①北方四島とは、　　　　 島、国後島、　　　　 島、歯舞群島の四島。
②納沙布岬から貝殻島までの距離は約　　　㎞。
③北方領土の面積は、およそ　　　　　㎢で、福岡県とほぼ同じ。
④北方領土の近海では　　　　　などの魚介類が豊富に獲れる。
⑤江戸幕府は　　　　　年に、「クナシリ」「エトホロ」などの地名を記載した日本地図を作った。
⑥　　　　　年、幕府から派遣された近藤重蔵、高田屋嘉兵衛らは、択捉島に漁場を開き、行政府

を置いた。
⑦1855年の　　　　　条約で、択捉島とウルップ島の間をロシアとの国境とした。
⑧1945年8月、ソ連は　　　　　条約を無視して日本に宣戦し、日本がポツダム宣言を受諾した

後に北方四島を占領した。
⑨1956年、　　　　　宣言で、平和条約締結後に　　　　、　　　　の二島の日本への引き渡し

が同意されている。
⑩　　　　　年4月の日ソ共同声明で、ゴルバチョフ大統領は領土問題の存在を公式に認めた。
⑪北方領土が日本の領土であることを主張しながら、相互理解を進めるため1992年から「北方

四島交流」がパスポートや　　　　なしで行われている。
⑫北方領土返還要求の署名は2023年3月末で　　　　　　万人を超えている。
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北方領土や返還運動について、
もっと詳しく知りたいときは下
記のHPを参考にしてください。



注）国土地理院データ　（R5.10.1 現在、小数点以下四捨五入）
注）※印の面積には周辺の小さな島の面積を含んでいます。

※1945年（昭和20年）8月15日現在17,291人
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　この海域は豊かな親潮のおかげで、水産

資源が豊富なんだよ。歯舞群島のコンブを

はじめ、サンマ・サケ・マス・ニシン・タラな

どの魚類や、毛ガニ・タラバガニ・ズワイガニ・花咲ガ

ニ・エビ等の甲殻類、ホタテ貝やホッキ貝などの貝類

も捕れたんだ。
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色丹島斜古丹湾の漁船（撮影：1933年（昭和8年））
しゃ たん

かん

こ

志発島の
缶詰工場（撮影年不明）

色丹島の運動会（撮影：1939年（昭和14年））

国後神社の祭礼
（1939年（昭和14年））

　昔は学校などを会場にした巡回映画や、学芸会・運動会などが喜ば

れました。年に一度のお祭りは、村中をあげて、大変にぎやかに行われ

ましたよ。また、夏は川や海で釣りをしたり、木の実・草の実を採り、

ジャムにしたり、おやつがわりに食べたりしました。冬は吹雪の日が多く、流氷の

時期には航海ができなくなることがありました。そのため生活に必要な物が運ば

れず少なくなったり、新聞や郵便物が途絶えたりしたことがしばしばありました。

じゅんかい

1940年（昭和15年）頃の
北海道地方全体の水揚高
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第二次世界大戦終結の時期に何が起きたのか？

等

ウルップ

ウルップ

（1951年9月）

え ど ばく ふ せん

しょうほ に ほん ず

（寛永12年）
（正保元年）
（天明５年）
（寛政10年）
（寛政11年）
（寛政12年）
（文化５年）
（安政元年）
（明治８年）
（明治38年）
（大正14年）
（昭和20年）
（昭和21年）

元島民の数

10,621
2,083
15,508
6,788
35,000

2023年（令和5年）3月31日現在1945年（昭和20年）8月15日現在

8,894
1,783
13,179
5,535
29,391

1,727
300
2,329
1,253
5,609

　米国、英国、中華民国は、大西洋憲章の方針を確認し、日本が
第一次世界大戦により得た太平洋の諸島、満州、台湾及び澎湖
島、朝鮮、それに「暴力および貪欲により日本国が略取した」他の
すべての地域から追い出さなければならないと宣言しました。

 しかし、千島列島は、樺太千島交換条約によって平和的手段で
日本が譲り受けたもので、「暴力および貪欲」により略取された地
域ではありません。ましてや、日本固有の領土である歯舞群島、色
丹島、国後島及び択捉島は、カイロ宣言に述べられた「日本国の
略取したる地域」にあたらないのです。

　米国と英国の両国は大西洋憲章で、第二次世界大戦での領土
拡張を求めない方針を明らかにし、ソ連は同年9月にこの憲章へ
の参加を表明しました。

（1945年7月）
　米国、英国、中華民国は、この宣言の中で、カイロ宣言の条項
は履行されなければならず、また、日本の主権は、本州、北海道、
九州及び四国並びに連合国の決定する諸島に限らなければなら
ないとしました。(ソ連は、8月8日に参加)

　米国、英国、ソ連がソ連領ヤルタで取り決めた秘密協定で、「ソ
連の日本宣戦。樺太南部と隣接する諸島のソ連への返還、千島
列島のソ連への引き渡し。」という内容でした。
　ロシアは、この協定を北方領土をロシア領とする根拠の一つと
しています。

　しかし、日本はこの協定の当事者でないため、これにしばられ
ません。また、北方四島は千島列島ではなく、北海道の一部です。
戦後、米国はこの協定の法的効果を否定しています。

　日ソ中立条約を無視して1945年8月9日に対日参戦したソ連
は、日本が降伏した（ポツダム宣言受諾）後も攻撃を続け、同8月
28日から9月5日までの間に、北方四島を不法占拠しました。
　これら四島の占領の際、日本軍は抵抗せず、占領は無血で行わ
れました。
　各島を占領したソ連軍は、電信。電話などの通信施設を破壊・
強奪し、さらに船の航行を禁止して島民の自由を束縛し、本土と
の連絡を遮断しました。

　日本は、千島列島・南樺太の権利、権限及び請求権を放棄しま
した。

　しかし、放棄した千島列島には択捉島、国後島、色丹島、歯舞
群島の北方領土は含まれていません。なお、平和条約では放棄し
た地域が最終的にどこに帰属するかについては、何も決められて
いません。

も がみ とく ない

こん だい にっ ぽん え と ろ ふどうじゅうぞう

たか だ へ えや か

ま みや りん ぞう
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北方四島交流（ビザなし交流）

2015年（平成27年）墓参（国後島：古丹消墓地）

2010年（平成22年）ビザなし交流

北方領土を巡る
最近の動き

・自由訪問

　北方四島は、これまで一度も外国の領土となったことがなく、国際的な取り決めから見ても、日本に帰属すべき領土です。しか
し現在、ロシアに不法に占拠されているこの北方領土問題の解決のためには、ロシアとの外交交渉を粘り強く続けていく必要が
ありますが、この交渉を後押しする最大の力は、北方領土の返還を求める一致した国民の思いです。

　北方領土返還要求運動は、終戦の年（昭和20年）の12月1
日に当時の安藤石典根室町長が、連合国最高司令官マッ
カーサー元帥に対し、陳情書を提出したことが始まりとさ
れています。終戦直後に北方領土の元住民をはじめ、四島と
隣接する根室の人々によってあげられた領土返還要求の声
は、北海道全域、さらに全国各地へと展開していきました。

　北方領土への墓参は、引揚者に対する人道的な見地により1964（昭和39）年から実
施しています。
　その後たびたび中断されましたが、1986年（昭和61年）8月、11年ぶりに歯舞群島
及び色丹島での墓参が実施されました。その後、1989年（平成元年）には国後島、
1990年（平成2年）からは択捉島への墓参も開始され、現在は四島すべてにおいて墓
参を実施しています。
　また、2017年（平成29年）からは、航空機を利用した墓参も実施されています。

　北方四島交流（ビザなし交流）とは、1991年（平成3年）に日ロ両国
間で定められた、日本国民と北方四島在住ロシア人との間の旅券（パ
スポート）・査証（ビザ）なしによる相互訪問の枠組みによる交流です。
　この枠組みにより行われている北方四島交流事業（ビザなし交流）
は、「領土問題解決までの間、相互訪問により、相互理解の増進を図り、
領土問題の解決に寄与すること」を目的として、1992年（平成4年）か
ら訪問事業と受入事業が行われています。

　この交流により、日ロ両国民の理解と友好が深まり、北方領土問題の解決につながることが期待されています。

　島をおわれて43年目の平成2年に初めて択捉島のお墓参りにいける事になりま
した。はりきって行ったふるさとの村は、建物もなくハマナスが咲いているばか
りでした。お墓も見あたらず、涙も出ないほどがっかりしました。（元島民のお話）

　北方領土問題への国民の理解と関心を高めるため、「北方
領土の日（2月7日）」と「北方領土返還要求運動強調月間（8
月）」が設定されています。また、国民の意志を直接表明する
手段として、北方領土の返還を求める署名活動が全国で行
われています。集められた署名は、毎年、国会に請願として
提出されています。（2023年（令和5年）3月末93,318,112名）

　2022年（令和4年）2月のウクライナ侵略の後、ロシアは平和条約交渉を継続しないことや
四島交流及び自由訪問に係る合意の効力停止を一方的に発表しました。日本政府は、この措置
を極めて不当で断じて受け入れられないとして、ロシア側に強く抗議を行っています。
　政府としては、「北方領土問題を解決し、平和条約を締結するとの方針を堅持していく」、ま

た、「北方四島交流等事業の再開は日露関係における最優先事項の一つであり、特に北方墓参に重点を置いて事業の再開を引
き続き強く求めていく」としています。

北方領土の今  ～戦後から現在～

1991年 日ソ共同声明 　ソ連の指導者として初めて来日したゴルバチョフ大統領は、海部首相との共同声明に
おいて、四島の名前を具体的に書き、領土画定の問題の存在を公式に認めました。

1956年

1993年 東京宣言 　細川首相とエリツィン大統領の間で、領土問題を、北方四島の島名を列挙して、その帰属に関す
る問題と位置づけ、①歴史的・法的事実に立脚し、②両国の間で合意の上作成された諸文書及び
③法と正義の原則を基礎として解決するとの明確な交渉指針が示されました。

1997年 クラスノヤルスク合意 　橋本首相とエリツィン大統領は、東京宣言に基づき、2000年（平成12年）まで
に平和条約を締結するよう全力を尽くすことで合意しました。

1998年 川奈合意 　橋本首相とエリツィン大統領は、平和条約が、東京宣言に基づき四島の帰属の問題を解決する
ことを内容とし、21世紀に向けての日ロの友好協力に関する原則等を盛り込むものとなるべき
ことで一致しました。

モスクワ宣言 　小渕首相とエリツィン大統領は、東京宣言並びにクラスノヤルスク合意及び川奈合意
を再確認するとともに、国境画定委員会及び共同経済活動委員会を設置することで一致
しました。

2013年 　安倍首相とプーチン大統領は、共同声明において、戦後67年を経て日ロ間で平和条約
が存在しないことは異常であるとの認識を共有し、双方の立場の隔たりを克服して、

2003年（平成15年）の共同声明及び行動計画において解決すべきことが確認されたその問題（四島の帰属の問題）を
最終的に解決することにより平和条約を締結するとの決意を表明しました。また、平和条約問題の双方に受入れ可能
な解決策を作成する交渉を加速化させるとの指示を両国外務省に与えることで一致しました。

日ロ首脳会談

2016年 　安倍首相とプーチン大統領は、5月の会談で、双方に受入れ可能な解決策の作成に向
け、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との

認識を共有しました。また、12月にプーチン大統領が訪日した際の会談では、平和条約問題を解決するとの両首脳自身
の真摯な決意が示され、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に合意するととも
に、元島民の方々による墓参等のための手続きを改善することで一致しました。

日ロ首脳会談

2001年 　森首相とプーチン大統領は、日ソ共同宣言を交渉プロセスの出発点と位置づ
け、その上で、東京宣言に基づいて四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結
するとの日ロ共通の認識を再確認しました。

イルクーツク声明

2003年 日ロ行動計画 　小泉首相とプーチン大統領は、共同声明において、両首脳の間で、四島の帰属の問題を
解決し、平和条約を可能な限り早期に締結し、両国関係を完全に正常化すべきとの「決

意」を確認し、「日露行動計画」において、日ソ共同宣言、東京宣言、イルクーツク声明の3文書が具体的に列挙され、その
他の諸合意と併せ、今後の平和条約交渉の基礎とされました。

2018年 　安倍首相とプーチン大統領は、2016年（平成28年）12月の首脳会談以降、新しいアプ
ローチの下での協力の積み重ねにより培われた信頼の上に、「1956年宣言を基礎として
平和条約交渉を加速させる」ことで合意しました。

日ロ首脳会談

2019年 　安倍首相とプーチン大統領は、1956年宣言を基礎として平和条約交渉を加速させる
との決意の下で、引き続き交渉を進めていくことで一致しました。

　北方四島における共同経済活動については、パイロット・プロジェクトを実施することで一致し、8月から9月に双
方のゴミ処理専門家の往来が行われるとともに、10月から11月にかけて日本人観光客による観光パイロットツアー
が実施されました。さらに、元島民への人道的支援として、船舶を使用した墓参における出入域地点の追加や3年連続
となる航空機墓参が実施されました。

日ロ首脳会談

2017年 日ロ首脳会談 　安倍首相とプーチン大統領は前年12月の首脳間の合意事項の具体的な進展として、
次の3点で一致しました。

（１）航空機を利用した元島民による特別墓参の実現。
（２）共同経済活動に関する四島への官民現地調査団の派遣。
（３）同年8月末の歯舞群島への墓参の際における追加的な出入域ポイントの設置。

2021年 日ロ首脳電話会談 　岸田首相とプーチン大統領は、2018年（平成30年）のシンガポールでの合意
を含め、これまでの両国間の諸合意を踏まえて、しっかりと平和条約交渉に取
り組んでいくことを確認しました。

2020年 日ロ首脳電話会談 　菅首相とプーチン大統領は、2018年（平成30年）のシンガポールでの首脳会
談で「1956年宣言を基礎として平和条約交渉を加速させる」ことで合意したこ
とを改めて確認しました。

北方領土返還交渉のあゆみ

日ソ共同宣言署名

日ソ共同宣言 　平和条約に代えて戦争状態の終了、外交関
係の回復等を定めた日ソ共同宣言に署名。平

和条約締結交渉の継続に同意。歯舞群島及び色丹島については、
平和条約の締結後に日本に引き渡されることに同意しました。
　この日ソ共同宣言により日ソ間の国交は回復されました。

ソ連時代に引き渡すことに同意しているんだね。

　このほか、1999年（平成11年）からは元島民とその家族が故郷を訪れる北方四島への自由訪問が行われています。

※２０２０年(令和２年)と２０２１年(令和３年)は新型コロナウイルス感染症の影響により、また２０２２年(令和４年)と２０２３年(令和５年)はロシアによるウクライナ侵略の影
響により、北方四島での墓参や自由訪問、ビザなし交流を行うことができませんでした。

すが



北方四島交流（ビザなし交流）

2015年（平成27年）墓参（国後島：古丹消墓地）

2010年（平成22年）ビザなし交流

北方領土を巡る
最近の動き

・自由訪問

　北方四島は、これまで一度も外国の領土となったことがなく、国際的な取り決めから見ても、日本に帰属すべき領土です。しか
し現在、ロシアに不法に占拠されているこの北方領土問題の解決のためには、ロシアとの外交交渉を粘り強く続けていく必要が
ありますが、この交渉を後押しする最大の力は、北方領土の返還を求める一致した国民の思いです。

　北方領土返還要求運動は、終戦の年（昭和20年）の12月1
日に当時の安藤石典根室町長が、連合国最高司令官マッ
カーサー元帥に対し、陳情書を提出したことが始まりとさ
れています。終戦直後に北方領土の元住民をはじめ、四島と
隣接する根室の人々によってあげられた領土返還要求の声
は、北海道全域、さらに全国各地へと展開していきました。

　北方領土への墓参は、引揚者に対する人道的な見地により1964（昭和39）年から実
施しています。
　その後たびたび中断されましたが、1986年（昭和61年）8月、11年ぶりに歯舞群島
及び色丹島での墓参が実施されました。その後、1989年（平成元年）には国後島、
1990年（平成2年）からは択捉島への墓参も開始され、現在は四島すべてにおいて墓
参を実施しています。
　また、2017年（平成29年）からは、航空機を利用した墓参も実施されています。

　北方四島交流（ビザなし交流）とは、1991年（平成3年）に日ロ両国
間で定められた、日本国民と北方四島在住ロシア人との間の旅券（パ
スポート）・査証（ビザ）なしによる相互訪問の枠組みによる交流です。
　この枠組みにより行われている北方四島交流事業（ビザなし交流）
は、「領土問題解決までの間、相互訪問により、相互理解の増進を図り、
領土問題の解決に寄与すること」を目的として、1992年（平成4年）か
ら訪問事業と受入事業が行われています。

　この交流により、日ロ両国民の理解と友好が深まり、北方領土問題の解決につながることが期待されています。

　島をおわれて43年目の平成2年に初めて択捉島のお墓参りにいける事になりま
した。はりきって行ったふるさとの村は、建物もなくハマナスが咲いているばか
りでした。お墓も見あたらず、涙も出ないほどがっかりしました。（元島民のお話）

　北方領土問題への国民の理解と関心を高めるため、「北方
領土の日（2月7日）」と「北方領土返還要求運動強調月間（8
月）」が設定されています。また、国民の意志を直接表明する
手段として、北方領土の返還を求める署名活動が全国で行
われています。集められた署名は、毎年、国会に請願として
提出されています。（2023年（令和5年）3月末93,318,112名）

　2022年（令和4年）2月のウクライナ侵略の後、ロシアは平和条約交渉を継続しないことや
四島交流及び自由訪問に係る合意の効力停止を一方的に発表しました。日本政府は、この措置
を極めて不当で断じて受け入れられないとして、ロシア側に強く抗議を行っています。
　政府としては、「北方領土問題を解決し、平和条約を締結するとの方針を堅持していく」、ま

た、「北方四島交流等事業の再開は日露関係における最優先事項の一つであり、特に北方墓参に重点を置いて事業の再開を引
き続き強く求めていく」としています。

北方領土の今  ～戦後から現在～

1991年 日ソ共同声明 　ソ連の指導者として初めて来日したゴルバチョフ大統領は、海部首相との共同声明に
おいて、四島の名前を具体的に書き、領土画定の問題の存在を公式に認めました。

1956年

1993年 東京宣言 　細川首相とエリツィン大統領の間で、領土問題を、北方四島の島名を列挙して、その帰属に関す
る問題と位置づけ、①歴史的・法的事実に立脚し、②両国の間で合意の上作成された諸文書及び
③法と正義の原則を基礎として解決するとの明確な交渉指針が示されました。

1997年 クラスノヤルスク合意 　橋本首相とエリツィン大統領は、東京宣言に基づき、2000年（平成12年）まで
に平和条約を締結するよう全力を尽くすことで合意しました。

1998年 川奈合意 　橋本首相とエリツィン大統領は、平和条約が、東京宣言に基づき四島の帰属の問題を解決する
ことを内容とし、21世紀に向けての日ロの友好協力に関する原則等を盛り込むものとなるべき
ことで一致しました。

モスクワ宣言 　小渕首相とエリツィン大統領は、東京宣言並びにクラスノヤルスク合意及び川奈合意
を再確認するとともに、国境画定委員会及び共同経済活動委員会を設置することで一致
しました。

2013年 　安倍首相とプーチン大統領は、共同声明において、戦後67年を経て日ロ間で平和条約
が存在しないことは異常であるとの認識を共有し、双方の立場の隔たりを克服して、

2003年（平成15年）の共同声明及び行動計画において解決すべきことが確認されたその問題（四島の帰属の問題）を
最終的に解決することにより平和条約を締結するとの決意を表明しました。また、平和条約問題の双方に受入れ可能
な解決策を作成する交渉を加速化させるとの指示を両国外務省に与えることで一致しました。

日ロ首脳会談

2016年 　安倍首相とプーチン大統領は、5月の会談で、双方に受入れ可能な解決策の作成に向
け、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との

認識を共有しました。また、12月にプーチン大統領が訪日した際の会談では、平和条約問題を解決するとの両首脳自身
の真摯な決意が示され、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に合意するととも
に、元島民の方々による墓参等のための手続きを改善することで一致しました。

日ロ首脳会談

2001年 　森首相とプーチン大統領は、日ソ共同宣言を交渉プロセスの出発点と位置づ
け、その上で、東京宣言に基づいて四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結
するとの日ロ共通の認識を再確認しました。

イルクーツク声明

2003年 日ロ行動計画 　小泉首相とプーチン大統領は、共同声明において、両首脳の間で、四島の帰属の問題を
解決し、平和条約を可能な限り早期に締結し、両国関係を完全に正常化すべきとの「決

意」を確認し、「日露行動計画」において、日ソ共同宣言、東京宣言、イルクーツク声明の3文書が具体的に列挙され、その
他の諸合意と併せ、今後の平和条約交渉の基礎とされました。

2018年 　安倍首相とプーチン大統領は、2016年（平成28年）12月の首脳会談以降、新しいアプ
ローチの下での協力の積み重ねにより培われた信頼の上に、「1956年宣言を基礎として
平和条約交渉を加速させる」ことで合意しました。

日ロ首脳会談

2019年 　安倍首相とプーチン大統領は、1956年宣言を基礎として平和条約交渉を加速させる
との決意の下で、引き続き交渉を進めていくことで一致しました。

　北方四島における共同経済活動については、パイロット・プロジェクトを実施することで一致し、8月から9月に双
方のゴミ処理専門家の往来が行われるとともに、10月から11月にかけて日本人観光客による観光パイロットツアー
が実施されました。さらに、元島民への人道的支援として、船舶を使用した墓参における出入域地点の追加や3年連続
となる航空機墓参が実施されました。

日ロ首脳会談

2017年 日ロ首脳会談 　安倍首相とプーチン大統領は前年12月の首脳間の合意事項の具体的な進展として、
次の3点で一致しました。

（１）航空機を利用した元島民による特別墓参の実現。
（２）共同経済活動に関する四島への官民現地調査団の派遣。
（３）同年8月末の歯舞群島への墓参の際における追加的な出入域ポイントの設置。

2021年 日ロ首脳電話会談 　岸田首相とプーチン大統領は、2018年（平成30年）のシンガポールでの合意
を含め、これまでの両国間の諸合意を踏まえて、しっかりと平和条約交渉に取
り組んでいくことを確認しました。

2020年 日ロ首脳電話会談 　菅首相とプーチン大統領は、2018年（平成30年）のシンガポールでの首脳会
談で「1956年宣言を基礎として平和条約交渉を加速させる」ことで合意したこ
とを改めて確認しました。

北方領土返還交渉のあゆみ

日ソ共同宣言署名

日ソ共同宣言 　平和条約に代えて戦争状態の終了、外交関
係の回復等を定めた日ソ共同宣言に署名。平

和条約締結交渉の継続に同意。歯舞群島及び色丹島については、
平和条約の締結後に日本に引き渡されることに同意しました。
　この日ソ共同宣言により日ソ間の国交は回復されました。

ソ連時代に引き渡すことに同意しているんだね。

　このほか、1999年（平成11年）からは元島民とその家族が故郷を訪れる北方四島への自由訪問が行われています。

※２０２０年(令和２年)と２０２１年(令和３年)は新型コロナウイルス感染症の影響により、また２０２２年(令和４年)と２０２３年(令和５年)はロシアによるウクライナ侵略の影
響により、北方四島での墓参や自由訪問、ビザなし交流を行うことができませんでした。

すが



▲こちらから北方領土
の動画が見られます

2024年版

第22回（2023年度）「北方領土の日」ポスターコンテスト
最優秀賞（中学校）　音更町立下音更中学校　木村 倖菜さんの作品

学習を振り
返って、空欄
を埋めてみ
ましょう。

①北方四島とは、　　　　 島、国後島、　　　　 島、歯舞群島の四島。
②納沙布岬から貝殻島までの距離は約　　　㎞。
③北方領土の面積は、およそ　　　　　㎢で、福岡県とほぼ同じ。
④北方領土の近海では　　　　　などの魚介類が豊富に獲れる。
⑤江戸幕府は　　　　　年に、「クナシリ」「エトホロ」などの地名を記載した日本地図を作った。
⑥　　　　　年、幕府から派遣された近藤重蔵、高田屋嘉兵衛らは、択捉島に漁場を開き、行政府

を置いた。
⑦1855年の　　　　　条約で、択捉島とウルップ島の間をロシアとの国境とした。
⑧1945年8月、ソ連は　　　　　条約を無視して日本に宣戦し、日本がポツダム宣言を受諾した

後に北方四島を占領した。
⑨1956年、　　　　　宣言で、平和条約締結後に　　　　、　　　　の二島の日本への引き渡し

が同意されている。
⑩　　　　　年4月の日ソ共同声明で、ゴルバチョフ大統領は領土問題の存在を公式に認めた。
⑪北方領土が日本の領土であることを主張しながら、相互理解を進めるため1992年から「北方

四島交流」がパスポートや　　　　なしで行われている。
⑫北方領土返還要求の署名は2023年3月末で　　　　　　万人を超えている。

中学生用北方領土学習資料

○外務省　○内閣府北方対策本部　○北海道（北方領土対策本部）
○1 市 4 町（根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町）
○（独）北方領土問題対策協会　○（公社）千島歯舞諸島居住者連盟
○（公社）北方領土復帰期成同盟

関係団体

発行：公益社団法人北方領土復帰期成同盟
〒060-0001
札幌市中央区北1条西3丁目3番地 敷島プラザビル3F
TEL　011‒205‒6500
FAX　011‒205‒6501
HP：http://www.hoppou-d.or.jp/

北方領土や返還運動について、
もっと詳しく知りたいときは下
記のHPを参考にしてください。


