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ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵

攻
か
ら
１
月
以
上
が
経
っ

た
。
世
界
中
が
、
ま
さ
か
と

思
っ
た
プ
ー
チ
ン
の
暴
挙
に

震
撼
し
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援

と
ロ
シ
ア
へ
の
制
裁
措
置
に

結
束
し
て
い
る
。
子
供
た
ち

の
恐
怖
で
引
き
つ
っ
た
顔
や

爆
撃
で
廃
墟
に
な
っ
た
街
の

映
像
に
は
目
を
そ
む
け
た
く

な
る
が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府

や
軍
は
圧
倒
的
な
劣
勢
の
中

で
良
く
頑
張
っ
て
お
り
、
思

わ
ず
応
援
し
た
く
な
る
。
同

じ
よ
う
な
こ
と
が
日
本
で
起

き
た
ら
、
国
や
自
治
体
は
ど

う
対
応
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
の
か
、
気
に
な
っ
て
い

る
方
も
多
い
に
違
い
な
い
。

と
い
う
わ
け
で
、
今
回
は
、

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る

国
民
保
護
の
仕
組
み
に
つ
い

て
、
災
害
対
応
と
比
較
し
な

が
ら
考
え
て
み
た
い
。

国
民
保
護
法
の
成
立

日
本
が
外
国
か
ら
武
力
攻

撃
や
武
力
侵
攻
を
受
け
た
場

合
に
は
、
独
立
と
平
和
を
守

る
た
め
に
国
を
あ
げ
て
戦
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方

で
、
子
供
な
ど
弱
者
は
安
全

な
と
こ
ろ
に
避
難
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。・
・
と
い
う

こ
と
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
状

況
を
見
て
い
れ
ば
よ
く
わ
か

る
。戦

争
放
棄
を
う
た
っ
た
平

和
憲
法
の
下
で
も
そ
れ
は
当

然
の
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う

の
が
、
伝
統
的
な
政
府
の
解

釈
で
あ
る
。

だ
が
、
具
体
的
に
ど
う
す

る
か
と
い
う
こ
と
（
有
事
法

制
）
は
、
戦
後
長
い
間
決
ま

っ
て
い
な
か
っ
た
。「
憲
法

９
条
で
戦
争
を
放
棄
し
て
い

る
の
で
外
国
が
侵
略
し
て
来

る
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
、

良
く
考
え
て
み
れ
ば
少
し
無

理
の
あ
る
筋
書
き
が
、
大
陸

へ
の
軍
事
侵
攻
か
ら
敗
戦
ま

で
様
々
な
経
験
を
し
て
来
た

多
く
の
国
民
の
考
え
方
だ
っ

た
。政

府
も
、
日
米
安
全
保
障

条
約
で
米
軍
が
駐
留
し
て
い

る
の
で
当
面
大
丈
夫
だ
ろ

う
、
と
考
え
た
の
か
、
そ
れ

ほ
ど
積
極
的
に
は
動
い
て
来

な
か
っ
た
。

９
・
11
の
ア
メ
リ
カ
同
時

多
発
テ
ロ
（
２
０
０
１
年
９

月
）は
、そ
の
よ
う
な
甘
い
考

え
方
に
冷
水
を
浴
び
せ
た
。

当
時
、
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
の

テ
ロ
が
世
界
中
で
頻
発
し
て

い
た
こ
と
も
あ
り
、
軍
事
侵

攻
は
と
も
か
く
、
国
を
あ
げ

て
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
大
規
模
テ
ロ
な
ど
は
起
こ

る
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う

こ
と
が
現
実
の
も
の
と
な
っ

た
た
め
だ
。
こ
う
し
て
、
２

０
０
３
年
６
月
、
与
野
党
の

幅
広
い
支
持
の
も
と
、「
武
力

攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が

国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国

及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に

関
す
る
法
律
」が
成
立
し
た
。

こ
の
法
律
は
、
２
０
１
５

年
９
月
に
成
立
し
た
「
平
和

安
全
法
制
整
備
法
」
に
よ

り
、「
武
力
攻
撃
事
態
等
及

び
存
立
危
機
事
態
に
お
け

る
・
・
・
法
律
（
以
下
、
当

初
の
法
律
も
含
め
て
「
事
態

対
処
法
」）」
と
改
称
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
事
態
対
処
法
の
国
会

審
議
の
際
に
、
同
法
だ
け
で

は
武
力
攻
撃
事
態
等
の
場
合

の
国
民
の
安
全
や
避
難
に
つ

い
て
の
対
策
が
十
分
で
な
い

と
い
う
課
題
が
明
ら
か
に
な

り
、
翌
年
６
月
に
改
め
て
姉

妹
法
と
し
て
成
立
し
た
の
が

「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け

る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措

置
に
関
す
る
法
律（
以
下「
国

民
保
護
法
」）」
で
あ
る
。
こ

の
法
律
の
重
要
性
は
、
ウ
ク

ラ
イ
ナ
の
避
難
民
の
映
像
を

見
て
い
る
と
よ
く
わ
か
る
。

国
民
保
護
法
は
ど
ん
な
時
に

発
動
さ
れ
る
の
か

国
民
保
護
法
は
、「
武
力

攻
撃
事
態
等
に
お
い
て
武
力

攻
撃
か
ら
国
民
の
生
命
、
身

体
及
び
財
産
を
保
護
し
、
並

び
に
武
力
攻
撃
の
国
民
生
活

及
び
国
民
経
済
に
及
ぼ
す
影

響
が
最
小
と
な
る
よ
う
に
す

る
」
た
め
に
発
動
さ
れ
る
。

「
武
力
攻
撃
事
態
等
」
に

つ
い
て
は
、
２
０
０
５
年
３

月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
国

民
の
保
護
に
関
す
る
基
本
指

針
」
に
お
い
て
、「
着
上
陸
侵

攻
」、「
航
空
攻
撃
」、「
弾
道
ミ

サ
イ
ル
攻
撃
」、「
ゲ
リ
ラ
・

特
殊
部
隊
に
よ
る
攻
撃
」
の

４
類
型
が
示
さ
れ
て
い
る
。

事
態
対
処
法
で
は
、
こ
の

ほ
か
に
大
規
模
テ
ロ
等
に
つ

い
て
も
「
緊
急
対
処
事
態
」

と
し
て
武
力
攻
撃
事
態
等
に

準
じ
た
対
応
を
と
る
こ
と
と

し
て
お
り
、
同
指
針
で
は
、

緊
急
対
処
事
態
の
例
と
し
て

「
原
子
力
発
電
所
や
石
油
コ

ン
ビ
ナ
ー
ト
の
破
壊
」、「
タ

ー
ミ
ナ
ル
駅
等
に
対
す
る
攻

撃
」、「
炭
疽
菌
や
サ
リ
ン
の

大
量
散
布
」、「
航
空
機
に
よ

る
自
爆
テ
ロ
」
な
ど
が
示
さ

れ
て
い
る
。
指
針
制
定
当
時

は
緊
急
対
処
事
態
の
方
が
現

実
味
が
あ
る
と
思
っ
て
い
た

が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
戦
禍
を

見
て
「
武
力
攻
撃
事
態
等
」

と
、
そ
の
中
で
も
「
着
上
陸

侵
攻
」
が
急
に
現
実
味
を
帯

び
て
来
た
。

国
民
保
護
法
の
仕
組
み

自
然
災
害
や
大
規
模
な
火

事
・
爆
発
等
は
「
災
害
対
策

基
本
法
」
に
基
づ
い
て
対
応

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

住
民
に
最
も
身
近
な
「
市
町

村
」
が
「
市
町
村
災
害
対
策

本
部
」
を
設
置
し
、「
指
定
地

方
行
政
機
関
」
や
「
指
定
地

方
公
共
機
関
」
と
協
力
し
て

対
応
に
あ
た
り
、
近
隣
市
町

村
や
国
・
都
道
府
県
は
そ
れ

を
支
援
す
る
と
い
う
仕
組
み

で
あ
る
。

市
町
村
だ
け
で
は
対
応
が

難
し
い
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト

の
大
規
模
な
事
故
等
に
つ
い

て
は
都
道
府
県
が
中
心
に
な

り
（
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等

災
害
防
止
法
）、原
子
力
災
害

の
場
合
は
国
が
中
心
に
な
っ

て
（
原
子
力
災
害
対
策
特
別

措
置
法
）
対
応
す
る
、
と
い

う
の
が
現
在
の
仕
組
み
で
あ

る
。国

民
保
護
法
は
、
こ
れ
ら

の
法
律
を
下
敷
き
に
し
て
作

ら
れ
て
い
る
た
め
類
似
の
仕

組
み
も
多
い
が
、
政
府
し
か

知
ら
な
い
情
報
に
基
づ
い
て

対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

場
合
が
多
い
こ
と
を
想
定
し

て
い
る
と
こ
ろ
が
大
き
な
違

い
で
あ
る
。

国
は
、
国
（
自
衛
隊
）
に

場
合
は
、
避
難
先
地
域
又
は

被
災
者
が
発
生
し
た
地
域
を

管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に

対
し
、
収
容
施
設
の
供
与
、

食
品
の
給
与
、
生
活
必
需
品

の
給
与
、
医
療
の
提
供
等
の

救
援
を
適
切
に
実
施
す
る
よ

う
指
示
し
、
救
援
は
関
係
都

道
府
県
知
事
と
市
町
村
長
が

実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
状
況
を
当
て

は
め
て
み
る
と

「
基
本
方
針
」
は
、
日
本

の
諸
事
情
を
踏
ま
え
つ
つ
、

諸
外
国
の
関
係
規
定
を
参
考

に
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
、

決
し
て
机
上
の
空
論
で
は
な

い
は
ず
だ
が
、
報
道
さ
れ
る

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
状
況
を
当
て

は
め
て
み
る
と
、
心
配
に
な

る
こ
と
も
多
い
。

特
に
避
難
に
つ
い
て
は
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
場
合
、
人
口

44
百
万
人
の
う
ち
、
近
隣
諸

国
に
４
百
万
人
以
上
、
国
内

避
難
者
も
含
め
る
と
１
千
万

人
以
上
の
避
難
者
が
発
生
し

て
い
る
。
基
本
方
針
で
は
、

都
道
府
県
の
区
域
を
越
え
る

避
難
に
つ
い
て
は
、
関
係
都

道
府
県
が
あ
ら
か
じ
め
協
議

し
、
受
入
都
道
府
県
知
事
は

受
入
施
設
を
準
備
す
る
な
ど

と
な
っ
て
お
り
、
合
意
で
き

し
か
で
き
な
い
武
力
攻
撃
事

態
等
へ
の
直
接
の
対
処
な
ど

が
主
な
役
割
と
な
り
、
住
民

の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
の

保
護
に
つ
い
て
は
、
地
方
公

共
団
体
が
国
の
方
針
に
基
づ

い
て
実
施
主
体
に
な
る
、
と

い
う
の
が
基
本
的
な
考
え
方

で
あ
る
（
事
態
対
処
法
）。

武
力
攻
撃
事
態
等
が
生
じ

て
政
府
が
「
武
力
攻
撃
事
態

等
又
は
存
立
危
機
事
態
へ
の

対
処
に
関
す
る
基
本
的
な
方

針
」
を
作
成
す
る
と
、
内
閣

総
理
大
臣
は
、
そ
の
実
施
の

た
め
に
内
閣
に
「
事
態
対
策

本
部
」
を
設
置
し
、
対
策
本

部
長
を
務
め
る
。
対
策
本
部

長
が
特
定
の
地
域
の
住
民
の

避
難
が
必
要
だ
と
判
断
す
る

と
、「
警
報
」
を
発
令
す
る
と

同
時
に
関
係
都
道
府
県
知
事

に
「
避
難
措
置
の
指
示
」
を

行
い
、
都
道
府
県
知
事
は
、

市
町
村
長
を
経
由
し
て
関
係

住
民
に
避
難
を
指
示
す
る
。

避
難
の
際
に
大
き
な
役
割
を

果
た
す
運
送
関
係
事
業
者
等

は
「
指
定
公
共
機
関
」
と
し

て
指
定
さ
れ
て
お
り
、
適
切

な
協
力
が
得
ら
れ
な
い
場
合

な
い
場
合
は
総
務
大
臣
が
勧

告
を
行
う
、
な
ど
と
な
っ
て

い
る
。
国
外
へ
の
避
難
に
つ

い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
。日

本
の
場
合
、
海
を
越
え

て
短
期
間
に
避
難
で
き
る
人

数
は
限
ら
れ
る
の
で
、
結
局

国
内
避
難
に
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
と
思
う
が
、
お
そ
ら
く

何
千
万
人
に
も
な
る
避
難
者

に
安
全
な
受
入
施
設
を
十
分

に
準
備
す
る
こ
と
な
ど
不
可

能
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
命
だ

け
は
助
か
る
避
難
ル
ー
ト
の

確
保
な
ど
が
最
優
先
課
題
に

な
る
に
違
い
な
い
。

２
０
０
５
年
３
月
に
消
防

庁
国
民
保
護
室
か
ら
示
さ
れ

た
「
都
道
府
県
国
民
保
護
モ

デ
ル
計
画
」
な
ど
で
は
、
大

規
模
な
着
上
陸
侵
攻
や
そ
の

前
提
と
な
る
反
復
し
た
航
空

機
攻
撃
等
の
本
格
的
な
侵
略

事
態
に
伴
う
避
難
は
、
国
全

体
の
調
整
が
必
要
な
の
で
、

国
の
具
体
的
な
避
難
措
置
の

指
示
を
待
っ
て
計
画
せ
ざ
る

を
得
な
い
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
辺
に
つ
い
て
は
、
ウ
ク

ラ
イ
ナ
で
見
て
い
る
近
代
兵

器
の
凄
ま
じ
い
破
壊
力
な
ど

を
前
提
に
、
現
実
的
な
避
難

の
あ
り
方
な
ど
を
議
論
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
に
な
り
そ

う
だ
。

は
内
閣
総
理
大
臣
が
指
示
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

国
民
の
保
護
に
関
す
る
基
本

指
針前

出
の
「
国
民
の
保
護
に

関
す
る
基
本
方
針（
以
下「
基

本
方
針
」）」
は
、
制
定
後
何

度
も
改
訂
さ
れ
て
想
定
も
次

第
に
高
度
に
な
っ
て
来
て
い

る
。「
武
力
攻
撃
事
態
等
」に

つ
い
て
も
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル

の
発
射
が
確
認
さ
れ
た
場
合

の
警
報
の
伝
達
の
仕
組
み
か

ら
、
核
攻
撃
を
受
け
た
場
合

の
対
応
の
仕
方
ま
で
、
実
効

性
は
と
も
か
く
、
一
応
の
考

え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
弾

道
ミ
サ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、

発
射
か
ら
着
弾
ま
で
が
極
め

て
短
時
間
で
あ
る
の
で
、
緊

急
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス

テ
ム
（
Ｅ
ｍ
―
Ｎ
ｅ
ｔ
）、全

国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ

―
Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｔ
）
な
ど
の
シ

ス
テ
ム
も
整
備
さ
れ
て
い

る
。ま

た
、「
避
難
住
民
等
の
救

援
に
関
す
る
措
置
」
も
定
め

ら
れ
て
い
る
。

対
策
本
部
長
は
、
必
要
な

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
戦
禍
と
国
民
保
護
法

地
水
火
風
牧
野

恒
一


