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こ
の
稿
が
掲
載
さ
れ
る
時
に
は
ウ
ク

ラ
イ
ナ
情
勢
も
大
き
く
変
っ
て
ゐ
る
で

あ
ら
う
。
日
々
メ
デ
ィ
ア
、
ネ
ッ
ト
等

で
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
戦
争
に
つ
い
て
色
々

と
語
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
は
、「
日

本
人
と
し
て
、
日
本
国
と
し
て
、
ど
う

受
け
止
め
、
考
へ
て
い
く
べ
き
か
」
と

い
ふ
点
に
つ
い
て
も
、
専
門
家
の
方
々

に
よ
っ
て
意
見
が
交
さ
れ
て
ゐ
る
。
ま

た
、
今
の
日
本
の
現
状
を
考
へ
て
の

議
論
も
散
見
さ
れ
る
。
私
が
よ
く
見
る

フ
ジ
Ｔ
Ｖ
の
プ
ラ
イ
ム
ニ
ュ
ー
ス
で
は
、

あ
る
日
、
某
大
学
教
授
が
、
司
会
者
か

ら
「
も
し
日
本
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
同
じ

状
況
に
な
っ
た
ら
、
学
生
に
ど
の
や
う

に
言
ふ
か
」
と
問
は
れ
た
の
に
対
し
て
、

「
戦
火
を
逃
れ
て
、
或
い
は
避
け
て
、

命
だ
け
は
大
事
に
し
ろ
、
い
つ
か
国
土

に
戻
れ
る
ま
で
生
き
続
け
な
さ
い
」
と

言
ふ
と
の
回
答
で
あ
っ
た
。
私
は
そ
の

時
、「
本
当
に
そ
ん
な
こ
と
が
可
能
な

問
ふ
と
児
童
か
ら
逆
に
問
ひ
返
さ
れ
た
。

私
は
「
国
が
な
く
な
っ
た
り
家
族
が
殺

さ
れ
た
り
、
言
葉
を
失
ふ
の
は
耐
へ
ら

れ
な
い
。
国
や
家
族
を
守
る
為
に
戦
ふ

よ
」
と
返
し
た
と
こ
ろ
、
あ
る
一
人
の

子
が
「
先
生
！
僕
は
戦
ひ
ま
す
！
」
と

言
っ
た
。
皆
び
っ
く
り
し
た
や
う
で
、

そ
の
子
の
方
を
振
り
向
い
た
。
勇
気
の

い
る
発
言
で
あ
り
、
私
は
と
て
も
感
激

し
た
の
だ
っ
た
。

今
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
は
ゼ
レ
ン
ス

キ
ー
大
統
領
の
も
と
で
、
国
民
の
国
を

守
る
意
識
は
と
て
も
高
く
、
実
際
ア
ス

リ
ー
ト
等
も
兵
に
加
は
っ
て
ゐ
る
。
自

分
の
国
や
自
分
の
家
族
を
守
る
た
め
に

戦
ふ
の
は
当
然
で
あ
ら
う
し
、
黙
っ
て

見
て
ゐ
た
り
、
逃
げ
る
こ
と
は
、
た

と
へ
生
き
延
び
た
と
し
て
も
、
ど
う

な
る
か
は
自
明
で
あ
る
。
し
か
し
我
が

国
で
は
、
戦
後
教
育
に
よ
っ
て
国
民
は

「
平
和
を
唱
へ
て
ゐ
れ
ば
平
和
で
あ
る
」

「
戦
は
な
い
と
言
へ
ば
生
き
て
い
け
る
」

と
思
ひ
、
信
じ
切
り
、
そ
の
精
神
を

脈
々
と
子
供
達
に
伝
へ
て
ゐ
る
。
そ
し

て
「
広
島
で
鶴
を
捧
げ
る
こ
と
」
が
平

和
教
育
だ
と
思
ひ
込
ん
で
ゐ
る
。
今
こ

そ
正
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
人
々
の
生
き
方

を
考
へ
、
日
本
人
と
し
て
目
を
覚
ま
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

（   
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）

が
、「
私
達
は
二
度
と
戦
争
を
し
ま
せ

ん
。
戦
争
を
起
し
て
悪
か
っ
た
」
と
言

ふ
や
う
な
こ
と
を
像
の
前
で
子
供
達
が

唱
へ
た
り
す
る
。
子
供
が
書
い
た
文
章

で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
、
ま
た
峠

三
吉
の
詩
（「
に
ん
げ
ん
を
か
え
せ
」
云
々
）

を
朗
読
す
る
こ
と
も
行
は
れ
て
ゐ
る
。

問
題
は
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
今
の

教
員
が
何
も
感
じ
ず
、
或
い
は
当
り
前

に
思
っ
て
ゐ
る
現
状
で
あ
る
。
果
し
て

峠
三
吉
の
詩
を
朗
読
さ
せ
る
意
味
が
あ

る
の
か
。
平
和
が
大
事
で
あ
る
の
は

当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、「
平
和
を
維

持
す
る
為
に
は
ど
う
し
て
い
け
ば
い
い

か
」
を
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
。
し
か
し
、
こ
の
や
う
に
広

島
に
行
く
こ
と
を
「
平
和
教
育
」
の
象

徴
と
し
て
ゐ
る
の
が
関
西
の
小
学
校
の

現
状
で
あ
る
。
子
供
達
は
、
学
校
に
戻

る
と
、
さ
ら
に
原
爆
関
係
の
新
聞
を
作

成
し
て
、
全
児
童
を
前
に
発
表
し
た
り

す
る
。
こ
の
や
う
な
こ
と
が
正
に
「
戦

争
は
悪
で
、
ど
の
や
う
な
こ
と
が
あ
っ

て
も
避
け
（
逃
げ
）、
生
き
延
び
よ
」
と

の
教
へ
に
繋
が
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

 	
「
僕
は
戦
ひ
ま
す
！
」
と
の
発
言

私
は
子
ど
も
達
に
先
の
大
戦
で
我
が

国
が
国
を
守
る
た
め
に
ど
の
や
う
な
戦

ひ
を
し
た
か
を
よ
く
話
し
た
。
そ
の
時
、

「
も
し
も
日
本
が
ど
こ
か
の
国
に
攻
め

ら
れ
た
ら
君
た
ち
は
ど
う
す
る
？
」
と

の
か
。
領
土
を
失
っ
て
も
い
つ
か
取
り

戻
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ら
う
か
」

と
自
問
自
答
し
た
。
答
へ
は
「
否
」
で

あ
る
。
北
方
領
土
や
竹
島
の
状
況
を
み

れ
ば
誰
で
も
分
る
こ
と
と
思
ふ
。
こ
の

や
う
な
考
へ
の
背
景
に
は
戦
後
教
育
が

大
き
く
影
響
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

 　
「
平
和
教
育
」
と
修
学
旅
行

関
西
で
は
広
島
に
修
学
旅
行
に
行
く

小
学
校
が
多
い
。
平
和
記
念
公
園
を
散

策
し
、
記
念
館
を
見
学
す
る
。
そ
こ
か

ら
は
原
爆
ド
ー
ム
が
よ
く
望
め
、
当

時
ど
の
や
う
な
状
況
で
あ
っ
た
の
か

を
子
供
達
は
勉
強
す
る
の
で
あ
る
。
六

年
生
の
子
供
達
に
と
っ
て
は
、
実
際
は

大
変
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
事
前
に
鶴

を
折
り
、〝
原
爆
の
子
の
像
〟
に
捧
げ

る
こ
と
が
定
例
で
、
私
も
引
率
し
て
ゐ

て
、
改
め
て
原
爆
の
恐
ろ
し
さ
に
思
ひ

を
馳
せ
た
。
唯
、
こ
の
後
が
如
何
か
と

思
ふ
の
で
あ
る
。
学
校
に
よ
っ
て
違
ふ

  

小
学
校
の
「
平
和
教
育
」

　 

　 —

ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
侵
略
に
思
ふ—
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