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ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
の
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
配
信
さ
れ
た
「
現
代
ロ
シ
ア
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
題
し
た
動
画
に
昭
和
天
皇
、
ヒ
ト

ラ
ー
、
ム
ソ
リ
ー
ニ
が
並
べ
て
掲
載
さ
れ
、
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
ナ
チ
ズ
ム
は
一
九
四
五
年
に
敗
北
し
た
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い

た
問
題
に
関
し
、
四
月
二
十
五
日
、
磯
﨑
仁
彦
内
閣
官
房
副
長
官
は
、
記
者
会
見
で
「
同
列
に
扱
う
こ
と
は
全
く
不
適
切
で
極

め
て
遺
憾
だ
。
直
ち
に
削
除
す
る
よ
う
申
し
入
れ
た
」
と
述
べ
た
。
そ
の
際
、
産
経
新
聞
記
者
か
ら
の
「
今
回
の
件
で
で
す

ね
、
先
の
大
戦
を
巡
り
ま
し
て
、
日
本
が
ナ
チ
ズ
ム
で
す
と
か
全
体
主
義
国
家
だ
っ
た
と
い
う
誤
っ
た
認
識
が
国
際
社
会
に
い

ま
だ
根
深
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
と
も
言
え
る
と
思
う
ん
で
す
が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
を
厳
し
く
指
弾
し
ま
し
て
、
そ
の
う
え

で
人
道
支
援
で
す
と
か
、
避
難
民
の
受
け
入
れ
を
行
う
中
で
極
め
て
残
念
な
出
来
事
だ
と
い
う
ふ
う
に
思
う
の
で
す
け
れ
ど

も
、
事
態
を
受
け
て
、
日
本
と
し
て
改
め
て
発
信
す
る
お
考
え
が
あ
る
か
」
と
の
質
問
に
対
し
、
副
長
官
は
「
本
件
に
つ
き
ま

し
て
は
、
今
申
し
上
げ
ま
し
た
と
お
り
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
方
も
、
動
画
を
削
除
し
、
該
当
部
分
を
削
除
し
、
ま
た
謝
罪
の
ツ
イ

ー
ト
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
点
の
認
識
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
と
し
て
も
持
っ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に

考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
の
こ
う
い
う
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
情
勢
の
も
と
で
、
や
は
り
人
道
支
援
、
ま
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
と
い

う
の
は
非
常
に
Ｇ
７
全
体
で
や
っ
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
は
認
識
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
の
点
に
つ
い
て
こ
れ
か
ら
も
し
っ



 

２ 

 

か
り
や
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
し
っ
か
り
発
信
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」
と
回
答
し
た
。
こ
の
回
答
に
お
け
る

「
そ
の
認
識
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
も
持
っ
て
い
る
」
と
の
「
そ
の
認
識
」
が
、
産
経
新
聞
記
者
が
述
べ
た
「
日
本
が
全
体
主
義

国
家
だ
っ
た
と
の
認
識
が
誤
り
で
あ
る
」
と
の
認
識
を
指
す
と
す
れ
ば
、
歴
史
の
事
実
や
過
去
の
政
府
答
弁
と
も
矛
盾
す
る
発

言
だ
と
考
え
る
。
よ
っ
て
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

磯
﨑
副
長
官
の
述
べ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
が
持
っ
て
い
る
と
思
う
認
識
と
は
、
「
先
の
大
戦
を
巡
り
日
本
が
全
体
主
義
で

は
な
か
っ
た
と
い
う
認
識
」
と
い
う
理
解
で
よ
い
の
か
。
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
認
識
を
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府

が
持
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
か
。 

二 

一
九
五
一
年
二
月
十
四
日
衆
議
院
外
務
委
員
会
で
の
、
天
野
貞

文
部
大
臣
の
「
無
謀
な
全
体
主
義
が
、
日
本
の
社
会
に

お
い
て
、
い
か
に
横
暴
を
き
わ
め
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
思
想
界
に
住
ん
で
お
っ
た
者
の
痛
感
い
た
し
た
こ
と
で

ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
の
答
弁
は
、
岸
田
内
閣
で
も
維
持
す
る
の
か
。 

三 

一
九
五
一
年
十
一
月
六
日
参
議
院
平
和
条
約
及
び
日
米
安
全
保
障
条
約
特
別
委
員
会
で
の
、
天
野
貞

文
部
大
臣
の
「
戦

前
或
い
は
戦
時
中
は
い
わ
ゆ
る
全
体
主
義
と
い
う
も
の
が
支
配
し
て
」
と
の
答
弁
は
、
岸
田
内
閣
で
も
維
持
す
る
の
か
。 

四 

一
九
六
九
年
三
月
五
日
参
議
院
予
算
委
員
会
で
の
、
佐
藤
榮
作
内
閣
総
理
大
臣
の
「
日
本
の
過
去
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
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選
ん
だ
道
、
い
ま
言
わ
れ
る
ド
イ
ツ
の
ヒ
ト
ラ
ー
が
、
あ
る
い
は
ナ
チ
ス
、
い
わ
ゆ
る
全
体
主
義
的
な
行
き
方
に
日
本
が
同

調
し
て
お
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
行
き
方
は
や
は
り
間
違
っ
て
い
た
、
真
の
行
き
方
は
や
は
り
民
主
主
義
に
徹
す
る
こ
と
な

ん
だ
。
そ
の
方
向
で
わ
れ
わ
れ
の
道
を
選
び
、
わ
れ
わ
れ
は
不
幸
に
し
て
ア
メ
リ
カ
と
戦
っ
た
が
、
や
は
り
民
主
主
義
の
方

向
が
間
違
い
の
な
い
方
向
だ
。
か
よ
う
に
敗
戦
後
目
ざ
め
た
と
、
か
よ
う
に
思
い
ま
す
。
」
と
の
答
弁
は
、
岸
田
内
閣
で
も

維
持
す
る
の
か
。 

五 

一
九
八
六
年
五
月
十
四
日
衆
議
院
文
教
委
員
会
で
の
、
海
部
俊
樹
文
部
大
臣
の
「
戦
前
の
教
育
と
い
う
の
は
、
一
言
で
表

現
し
ま
す
と
、
富
国
強
兵
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
全
体
主
義
的
な
そ
う
い
っ
た
思
想
が
非
常
に
背
景
に
あ
っ

た
」
「
全
体
主
義
の
中
で
人
間
一
人
一
人
の
大
切
さ
と
か
と
う
と
さ
と
い
う
も
の
を
大
切
に
し
よ
う
と
い
う
配
慮
が
戦
前
の

一
時
期
の
教
育
に
欠
け
て
お
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
御
指
摘
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ
の
反
省
に
立
っ
て
戦
後
は
一
人
一

人
の
資
質
や
個
性
や
能
力
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
。
」
と
の
答
弁
は
、
岸
田
内
閣
で
も
維
持
す
る
の
か
。 

六 

一
九
八
八
年
十
月
二
十
五
日
衆
議
院
税
制
問
題
等
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
で
の
、
宮
澤
喜
一
大
蔵
大
臣
の
「
私
は
、

や
は
り
我
が
国
が
英
米
と
違
い
ま
し
て
か
つ
て
全
体
主
義
的
な
権
力
的
政
治
の
も
と
に
置
か
れ
た
経
験
が
あ
っ
て
、
国
民
が

そ
う
い
う
経
験
を
し
ま
し
て
」
と
の
答
弁
は
、
岸
田
内
閣
で
も
維
持
す
る
の
か
。 
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七 

一
九
九
八
年
三
月
十
一
日
衆
議
院
文
教
委
員
会
で
の
町
村

孝
文
部
大
臣
の
「
戦
前
は
個
人
の
権
利
と
い
う
も
の
が
非
常

に
あ
る
意
味
で
は
ミ
ニ
マ
イ
ズ
さ
れ
て
い
た
、
社
会
全
体
の
責
任
と
か
そ
う
い
う
こ
と
が
非
常
に
強
調
さ
れ
て
き
た
、
全
体

主
義
的
な
国
家
で
あ
っ
た
と
い
う
見
方
も
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
」
と
の
答
弁
の
、
「
見
方
も
あ
る
」
こ
と
を
認
め
た
認

識
は
、
岸
田
内
閣
で
も
維
持
す
る
の
か
。 

八 

二
〇
一
四
年
二
月
六
日
参
議
院
予
算
委
員
会
で
の
、
安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
の
「
基
本
的
に
は
歴
史
認
識
に
つ
い
て
は

政
治
家
は
謙
虚
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
し
、
歴
史
認
識
に
つ
い
て
、
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
歴
史
家
に
任
せ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
と
、
こ
の
よ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
が
、
当
時
の
政
治
状
況
等
に
つ
い
て
今
触
れ
ら
れ
た
ん
だ
ろ
う
と
、
こ

の
よ
う
に
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
歴
史
の
事
実
の
認
識
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
様
々
な
御
議
論
が
あ
る
と
思
い
ま
す

が
、
言
わ
ば
政
党
間
の
争
い
が
あ
る
意
味
し
ょ
う
け
つ
を
極
め
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
そ
の
中
に
お
い
て
政
治
に
対
す
る
信
頼

も
低
下
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
中
に
お
い
て
だ
ん
だ
ん
全

体
主
義
的
な
雰
囲
気
が
醸
成
さ
れ
て
き
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
。
い
ず
れ
に
い
た
し
ま
し
て
も
、
こ
う

し
た
認
識
に
つ
い
て
は
歴
史
家
に
任
せ
た
い
と
、
こ
の
よ
う
に
思
う
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
の
答
弁
の
、
「
指
摘
も

あ
る
」
こ
と
を
認
め
た
認
識
は
、
当
然
岸
田
内
閣
で
も
維
持
す
る
の
か
。 
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九 

改
め
て
伺
う
が
、
岸
田
内
閣
は
、
先
の
大
戦
前
の
日
本
の
政
治
体
制
を
全
体
主
義
と
考
え
る
の
か
。
考
え
な
い
と
す
れ

ば
、
前
掲
し
た
過
去
の
政
府
答
弁
か
ら
変
遷
し
た
理
由
は
何
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


