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今
年
二
月
に
開
始
さ
れ
た
ロ
シ
ア
の
ウ
ク

ラ
イ
ナ
侵
攻
に
お
い
て
、
ロ
シ
ア
の
さ
ま
ざ

ま
な
国
際
法
違
反
が
非
難
さ
れ
て
い
る
一
方

で
、
侵
攻
を
止
め
ら
れ
な
い
国
際
法
の
存
在

意
義
も
問
わ
れ
て
い
る
。

　
「
主
に
国
家
間
関
係
を
規
律
す
る
法
」
で

あ
る
国
際
法
は
、
数
々
の
戦
争
を
反
省
し
つ

つ
発
展
し
て
き
た
。
第
一
次
大
戦
後
に
設
立

さ
れ
た
国
際
連
盟
や
一
九
二
八
年
不
戦
条
約

に
よ
っ
て
戦
争
の
違
法
化
が
進
行
し
た
が
、

第
二
次
大
戦
の
勃
発
を
防
げ
な
か
っ
た
。
戦

後
設
立
さ
れ
た
国
際
連
合
は
武
力
行
使
を
禁

止
し
、
安
全
保
障
理
事
会
（
安
保
理
）
決
議

や
自
衛
権
に
よ
る
武
力
行
使
の
み
が
例
外
的

に
許
容
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
今
回
の
事
態
の
よ
う
に
国
際

社
会
に
お
い
て
戦
争
（
武
力
紛
争
）
は
し
ば

し
ば
生
じ
て
い
る
。

　

国
際
法
を
一
般
向
け
に
書
い
た
①
は
、
国

際
法
の
欧
米
中
心
主
義
を
批
判
し
、
ま
た
、

長
年
日
本
の
戦
争
責
任
に
つ
い
て
研
究
し
て

いまを読む5冊
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き
た
著
者
の
遺
作
で
あ
る
。
依
然
と
し
て
不

完
全
な
国
際
法
の
限
界
を
嘆
き
つ
つ
も
、
裁

判
以
外
の
形
で
も
紛
争
の
平
和
的
解
決
を
促

進
し
う
る
国
際
法
の
現
実
的
な
機
能
に
つ
い

て
前
向
き
に
論
じ
て
い
る
。

　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
の
よ
う
な
事
態
に
効
果

的
に
対
処
す
る
の
は
、
本
来
な
ら
ば
国
連
安

保
理
で
あ
る
が
、
拒
否
権
を
有
す
る
常
任
理

事
国
ロ
シ
ア
に
不
利
な
決
議
は
採
択
さ
れ
な

い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
ウ
ク
ラ

イ
ナ
は
国
際
司
法
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｊ
）
に
付

託
し
、さ
ら
に
国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）

が
本
侵
攻
に
関
し
て
捜
査
を
開
始
し
た
。
国

連
の
主
要
な
司
法
機
関
で
あ
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
国

家
間
紛
争
を
裁
き
、
二
〇
〇
二
年
の
Ｉ
Ｃ
Ｃ

規
程
発
効
に
よ
り
活
動
開
始
し
た
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は

人
道
に
対
す
る
罪
や
戦
争
犯
罪
な
ど
の
個
人

の
重
大
な
犯
罪
を
裁
く
た
め
の
裁
判
所
で
あ

る
。
両
者
の
役
割
は
異
な
る
が
、
ど
ち
ら
に

も
裁
判
管
轄
権
の
制
限
が
あ
る
。

　

ま
ず
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
紛
争
当
事
国
の
同
意
が

な
く
て
は
裁
判
で
き
な
い
。
今
回
、
ウ
ク
ラ

イ
ナ
は
同
意
の
根
拠
と
し
て
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド

条
約
を
挙
げ
て
い
る
が
、
ロ
シ
ア
は
同
条
約

に
関
す
る
紛
争
で
は
な
い
と
裁
判
を
拒
否
し

て
い
る
。
②
は
国
際
裁
判
研
究
の
先
駆
者
で

あ
っ
た
ロ
ゼ
ン
ヌ
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
仕
組
み
に

つ
い
て
学
生
向
け
に
書
い
た
本
で
あ
る
。
著

者
の
死
後
も
改
訂
が
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
比

較
的
最
新
の
出
来
事
ま
で
踏
ま
え
て
説
明
し

て
い
る
。

　

常
設
的
な
国
際
刑
事
裁
判
所
の
必
要
性
は

第
二
次
大
戦
後
か
ら
提
唱
さ
れ
て
い
た
も
の

の
、
冷
戦
に
よ
り
実
現
で
き
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
冷
戦
後
に
旧
ユ
ー
ゴ
紛
争
や
ル
ワ
ン

ダ
内
戦
に
関
し
て
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
刑
事
法
廷

が
設
立
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
弾
み
と
し
て
Ｉ
Ｃ

Ｃ
が
設
立
さ
れ
た
。
③
は
旧
ユ
ー
ゴ
国
際
刑

事
法
廷
お
よ
び
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
お
い
て
ジ
ェ
ノ
サ

イ
ド
と
認
定
さ
れ
た
一
九
九
五
年
の
ス
レ
ブ

レ
ニ
ツ
ァ
の
虐
殺
か
ら
二
五
年
を
経
て
、
国

際
法
学
の
み
な
ら
ず
多
角
的
な
観
点
か
ら
こ

の
事
実
を
再
検
討
し
た
、
論
争
的
な
論
文
集

で
あ
る
。
④
は
Ｉ
Ｃ
Ｃ
設
立
ま
で
の
国
際
刑

事
裁
判
の
歴
史
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
仕
組
み
や
問
題

点
を
一
般
向
け
に
わ
か
り
や
す
く
紹
介
し
て

い
る
。

　

現
在
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
問
題
だ
け
で
な
く
、

ミ
ャ
ン
マ
ー
の
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
問
題
も
Ｉ
Ｃ
Ｊ

と
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
両
機
関
で
審
理
さ
れ
て
い
る
。

⑤
は
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
問
題
の
歴
史
的
背
景
を
検

討
し
た
上
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
・
Ｉ
Ｃ
Ｃ
を
含
む
国

際
機
関
の
介
入
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　

Ｉ
Ｃ
Ｊ
が
最
終
判
決
を
下
し
た
り
、
Ｉ
Ｃ

Ｃ
が
実
際
に
個
人
を
逮
捕
し
有
罪
判
決
を
下

す
ま
で
に
は
長
い
年
月
を
必
要
と
す
る
。
し

た
が
っ
て
、
進
行
中
の
武
力
紛
争
を
止
め
さ

せ
る
と
い
う
点
に
お
け
る
国
際
裁
判
の
役
割

は
限
定
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
に
基
づ
き

第
三
者
が
公
平
に
判
断
す
る
こ
と
で
、
国
際

社
会
が
こ
れ
ら
の
紛
争
に
注
目
し
、
違
反
者

を
社
会
的
に
非
難
す
る
と
い
う
意
味
で
、
国

際
裁
判
に
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
。
●




