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ロ
シ
ア
の
ク
リ
ミ
ア
編
入
は
現
代
の
白
日
夢

多
く
の
人
が
白
日
夢
を
見
る
思
い
で
、
あ
っ
け
に
取
ら
れ
て
、
見

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
ん
な
こ
と
が
21
世
紀
の
現
代
に
あ
っ
て

よ
い
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
思
い
で
あ
る
。
民
兵
を
偽
装
し
た

軍
を
送
り
込
ん
で
無
抵
抗
の
隣
国
を
占
領
し
、
住
民
投
票
と
や
ら
を

や
っ
て
、
そ
の
翌
々
日
に
は
「
住
民
の
希
望
だ
か
ら
」
と
い
っ
て
自

国
領
に
編
入
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
ロ
シ
ア
の
や
り
口
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
同
じ
よ
う
に
あ
っ
け
に
取
ら
れ
た
の
は
、
１
９
９
０

年
８
月
２
日
の
サ
ダ
ム
・
フ
セ
イ
ン
の
率
い
る
「
な
ら
ず
者
国
家
」

イ
ラ
ク
に
よ
る
ク
ウ
ェ
ー
ト
侵
攻
の
時
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の

時
は
、
国
連
安
全
保
障
理
事
会
が
11
月
29
日
に
対
イ
ラ
ク
武
力
行
使

容
認
決
議
を
採
択
し
、
翌
１
９
９
１
年
１
月
17
日
に
は
米
軍
を
主
体

いとう・けんいち
1960年外務省入省。在ソ、
比、米各大使館書記官、アジ
ア局南東アジア一課長等を歴
任し、退官。米戦略国際問題
研究所東京代表に就任した
が、日本国際フォーラム創設
に参画。現在、同理事長、東
アジア共同体評議会会長、青
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日
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国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
理
事
長

伊
藤
憲
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K
enichi Ito

ウ
ク
ラ
イ
ナ
問
題
と
日
本
外
交

世
界
平
和
主
義
の
旗
を 

「
世
界
全
体
の
平
和
な
く
し
て 

日
本
の
平
和
な
し
」

ウ
ク
ラ
イ
ナ
問
題
で
︑問
わ
れ
て
い
る
の
は
︑日
本
と

い
う
国
家
︑国
民
の
根
本
的
な
価
値
観
で
あ
る
︒国

際
秩
序
は
分
岐
点
に
立
っ
て
お
り
︑安
易
な
対
ロ
宥ゆ
う

和わ

策
を
取
る
べ
き
で
は
な
い
︒今
こ
そ
日
本
は
︑一
国

平
和
主
義
を
卒
業
し
て
︑﹁
世
界
全
体
の
平
和
な
く

し
て
︑日
本
の
平
和
な
し
﹂
と
説
く
世
界
平
和
主
義

の
旗
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
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と
す
る
多
国
籍
軍
が
ク
ウ
ェ
ー
ト
奪
回
の
た
め
立
ち
上
が
っ
た
。
湾

岸
戦
争
で
あ
る
。「
戦
争
」
と
呼
称
さ
れ
た
が
、
そ
の
正
確
な
法
的

位
置
は
国
際
社
会
に
よ
る
侵
略
者
へ
の
「
軍
事
制
裁
」
で
あ
っ
た
。

「
軍
事
制
裁
」
は
迅
速
に
執
行
さ
れ
、
正
義
と
平
和
は
回
復
さ
れ
た

が
、
あ
の
時
、
国
際
社
会
が
無
為
無
策
で
サ
ダ
ム
・
フ
セ
イ
ン
の

「
犯
罪
」
行
為
を
黙
認
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
後
サ
ダ
ム
・
フ
セ
イ
ン

は
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
に
対
し
て
同
様
の
侵
略
行
動
に
出
て
い
た
可
能

性
は
高
く
、
国
際
政
治
は
ま
た
別
の
道
を
た
ど
っ
て
い
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。

歴
史
を
知
る
者
は
、
か
つ
て
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
が
チ
ェ
コ
に
ド
イ

ツ
人
住
民
の
多
い
ズ
デ
ー
テ
ン
地
方
の
割
譲
を
迫
っ
た
時
の
当
時
の

国
際
社
会
の
対
応
ぶ
り
を
想
起
す
る
だ
ろ
う
。
１
９
３
８
年
９
月
に

英
仏
独
伊
の
首
脳
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
会
同
し
た
が
、
英
仏
は
独
伊
の

恫ど
う

喝か
つ

に
屈
服
し
て
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
要
求
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
た
。

し
か
し
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
会
議
は
ド
イ
ツ
の
膨
張
主
義
に
ゴ
ー
サ
イ
ン

を
出
し
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
１
年
後
に
は
第
２
次
世
界
大
戦
が
不

可
避
と
な
っ
た
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
問
題
に
関
す
る
謬
説
あ
れ
こ
れ

ウ
ク
ラ
イ
ナ
問
題
に
つ
い
て
は
、「
ロ
シ
ア
と
ク
リ
ミ
ア
の
間
に

は
１
８
５
３
～
56
年
の
ク
リ
ミ
ア
戦
争
に
さ
か
の
ぼ
る
古
く
て
、
深

い
因
縁
が
あ
る
」
と
牽け

ん
き
ょ
う
ふ
か
い

強
付
会
の
ロ
シ
ア
擁
護
論
を
展
開
し
た
り
、

「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
内
に
お
け
る
親
欧
米
派
と
親
ロ
シ
ア
派
の
利
権
を

め
ぐ
る
闘
争
に
す
ぎ
な
い
」
と
一
知
半
解
の
知
識
で
問
題
を
矮

わ
い
し
ょ
う小

化

し
よ
う
と
す
る
向
き
が
あ
る
。
今
回
の
ロ
シ
ア
の
行
動
を
一
時
的
、

例
外
的
な
行
動
で
あ
る
か
の
ご
と
く
言
い
繕
っ
て
、
問
題
の
根
本
的

解
決
か
ら
逃
げ
、
事
態
の
表
面
的
な
収
拾
を
図
ろ
う
と
す
る
動
き
で

あ
る
。
ク
リ
ミ
ア
戦
争
に
つ
い
て
言
え
ば
、
当
時
ク
リ
ミ
ア
半
島
は

ト
ル
コ
領
で
あ
っ
た
が
、
南
下
政
策
を
と
る
ロ
シ
ア
が
こ
れ
を
軍
事

力
に
よ
っ
て
併へ

い

呑ど
ん

し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、
英
、
仏
、
墺
、
伊

の
諸
国
（
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
全
世
界
）
が
ト
ル
コ
を
支
援
し

て
、
ロ
シ
ア
軍
を
敗
退
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
ロ
シ
ア
が
ミ

ュ
ン
ヘ
ン
会
議
に
お
け
る
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
役
割
を
演
じ
て
、

（
成
功
し
た
ド
イ
ツ
と
は
逆
に
）
失
敗
し
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

ロ
シ
ア
の
ク
リ
ミ
ア
に
対
す
る
領
有
権
の
主
張
を
何
ら
補
強
す
る
も

の
で
は
な
い
。「
親
欧
米
派
と
親
ロ
シ
ア
派
の
利
権
闘
争
」
説
に
至

っ
て
は
、
仮
に
そ
れ
が
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
問

題
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
国
内
問
題
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
に
す

ぎ
ず
、
そ
れ
を
理
由
と
し
て
ク
リ
ミ
ア
の
ロ
シ
ア
領
編
入
を
正
当
化

す
る
も
の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。

「
旧
ソ
連
帝
国
」
の
再
建
を
夢
見
る
プ
ー
チ
ン

今
回
の
ロ
シ
ア
の
行
動
を
一
時
的
、
例
外
的
な
行
動
で
あ
る
か
の

ご
と
く
言
い
募
る
の
は
、
ロ
シ
ア
と
プ
ー
チ
ン
の
本
質
を
知
ら
な
い
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者
の
言
う
こ
と
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
の
内
政
・
外
交
に
つ
い
て
は
、
リ

ュ
ー
リ
ッ
ク
朝
、
ロ
マ
ノ
フ
朝
の
２
期
に
わ
た
る
帝
政
ロ
シ
ア
時
代

か
ら
、
ソ
連
時
代
を
経
て
、
今
日
の
プ
ー
チ
ン
・
ロ
シ
ア
時
代
に
い

た
る
全
ロ
シ
ア
史
の
過
程
を
通
じ
て
、
そ
こ
に
一
貫
し
て
「
力
治
国

家
」
の
本
質
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
力
治
国
家
」
と
い
う
の
は

私
の
造
語
で
あ
る
が
、
先
進
民
主
主
義
諸
国
に
代
表
さ
れ
る
「
法
治

国
家
」
や
中
国
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
「
人
治
国
家
」
に
対
比
さ
れ
る

概
念
で
あ
っ
て
、
統
治
者
と
被
統
治
者
の
間
で
了
解
さ
れ
て
い
る
暗

黙
の
統
治
原
理
が
「
力
は
正
義
な
り
」
と
い
う
国
家
で
あ
る
。

私
は
、
プ
ー
チ
ン
の
大
統
領
就
任
直
後
の
２
０
０
０
年
８
月
に
ロ

シ
ア
を
訪
ね
て
、
そ
の
観
察
結
果
を
雑
誌
『
諸
君
！
』
の
同
年
12
月

号
に
発
表
し
た
が
、
そ
こ
で
「
大
胆
す
ぎ
る
結
論
と
思
わ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
今
後
10
年
、
20
年
の
長
期
に
わ

た
り
新
生
ロ
シ
ア
の
建
設
を
指
導
す
る
こ
と
に
な
り
、
ピ
ョ
ー
ト
ル

大
帝
や
ス
タ
ー
リ
ン
に
匹
敵
す
る
ロ
シ
ア
史
上
の
建
設
者
と
し
て
の

位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
予
感
が
す
る
」
と
書
い
た
。
あ
れ
か
ら

14
年
を
経
て
、
私
の
予
測
は
ぴ
た
り
と
的
中
し
て
い
る
が
、
私
の
予

測
の
根
拠
は
、「
力
治
国
家
」
指
導
者
と
し
て
の
プ
ー
チ
ン
の
天
才

的
資
質
で
あ
っ
た
。

プ
ー
チ
ン
は
、
ク
リ
ミ
ア
半
島
の
ロ
シ
ア
領
編
入
を
ロ
シ
ア
議
会

に
提
案
し
た
２
０
１
４
年
３
月
18
日
の
演
説
の
中
で
、
大
国
に
は
弱

小
国
の
内
政
に
干
渉
す
る
権
利
が
あ
る
と
し
、
そ
の
よ
う
な
彼
の
新

ド
ク
ト
リ
ン
は
旧
ソ
連
全
領
土
に
適
用
さ
れ
る
と
明
言
し
た
。
国
際

社
会
が
共
有
す
る
不
戦
の
価
値
観
に
真
正
面
か
ら
挑
戦
す
る
暴
言
で

あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
れ
は
彼
の
本
音
で
あ
ろ
う
。
ソ

連
崩
壊
を
「
20
世
紀
最
大
の
地
政
学
的
悲
劇
」
と
言
い
切
っ
た
プ
ー

チ
ン
と
し
て
は
、
ク
リ
ミ
ア
半
島
の
奪
取
を
皮
切
り
に
、
こ
れ
か
ら

「
旧
ソ
連
帝
国
」
再
建
に
着
手
す
る
の
が
、
論
理
的
な
順
序
な
の
で

あ
る
。
い
や
、
実
は
、
ク
リ
ミ
ア
半
島
は
皮
切
り
な
の
で
は
な
く
、

第
三
弾
な
の
で
あ
っ
た
。
第
一
弾
は
、
チ
ェ
チ
ェ
ン
で
あ
る
。
エ
リ

ツ
ィ
ン
大
統
領
時
代
に
ハ
サ
ビ
ュ
ル
ト
合
意
に
よ
っ
て
す
で
に
一
件

落
着
し
て
い
た
チ
ェ
チ
ェ
ン
と
の
関
係
を
一
連
の
偽
装
テ
ロ
事
件

（
モ
ス
ク
ワ
集
合
住
宅
連
続
爆
破
事
件
な
ど
）
の
罪
を
着
せ
て
、
再

開
戦
に
持
ち
込
ん
だ
の
は
、
プ
ー
チ
ン
で
あ
っ
た
。
第
二
弾
は
、
も

ち
ろ
ん
グ
ル
ジ
ア
戦
争
で
あ
る
。
そ
し
て
第
四
弾
と
し
て
東
部
ウ
ク

ラ
イ
ナ
２
州
の
帰き

趨す
う

問
題
が
今
後
に
控
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
一

連
の
流
れ
の
中
で
今
回
の
ロ
シ
ア
の
行
動
を
見
れ
ば
、
そ
れ
が
一
時

的
、
例
外
的
な
行
動
な
ど
と
は
と
て
も
言
え
な
い
こ
と
は
あ
ま
り
に

も
明
白
で
あ
る
。

分
岐
点
に
立
つ
国
際
秩
序
と
日
本
の
選
択

国
際
情
勢
の
全
体
像
を
正
確
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
な
に
よ
り

も
ま
ず
で
き
る
だ
け
広
い
視
野
の
中
で
、
か
つ
で
き
る
だ
け
長
射
程

の
望
遠
鏡
で
、
歴
史
の
流
れ
を
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
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は
、
人
類
史
全
体
の
中
で
ウ
ク
ラ
イ
ナ
問
題
の
持
つ
意
味
を
位
置
付

け
る
必
要
が
あ
る
。
私
は
、
人
類
史
を
戦
争
史
の
観
点
か
ら
「
無
戦

争
時
代
」「
戦
争
時
代
」「
不
戦
時
代
」
の
三
つ
の
時
代
に
分
け
て
考

え
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
拙
著
『
新
・
戦
争
論
─
積
極
的
平
和
主
義

へ
の
提
言
』（
新
潮
新
書
、
２
０
０
７
年
）
の
88
～
１
１
１
頁
を
参

照
願
い
た
い
。

世
界
は
今
、
武
力
に
よ
る
現
状
の
変
更
を
認
め
る
19
世
紀
以
前
の

弱
肉
強
食
の
国
際
秩
序
「
戦
争
時
代
」
に
退
行
す
る
か
、
21
世
紀
に

ふ
さ
わ
し
い
法
の
支
配
す
る
国
際
秩
序
「
不
戦
時
代
」
に
進
化
す
る

か
、
の
分
岐
点
に
立
っ
て
お
り
、
そ
の
い
ず
れ
が
国
際
秩
序
形
成
の

主
流
と
な
る
か
は
、
日
本
の
平
和
と
安
全
に
と
っ
て
他
人
事
で
は
な

い
。
日
本
は
断
じ
て
世
界
秩
序
の
19
世
紀
以
前
へ
の
退
行
を
許
容
す

べ
き
で
は
な
く
、
21
世
紀
に
ふ
さ
わ
し
い
不
戦
秩
序
の
実
現
に
こ
そ

尽
力
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
日
本
は
そ
の
国
是
を
、
こ
れ
ま
で
の
「
消
極
的
平
和

主
義
」
か
ら
「
積
極
的
平
和
主
義
」
に
転
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
私
は
そ
の
こ
と
を
１
９
９
１
年
に
出
し
た
拙
著
『「
二
つ
の
衝

撃
」
と
日
本
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
）
の
中
で
闡せ

ん

明め
い

し
た
。「
個
別
的
・

集
団
的
自
衛
権
の
区
別
は
無
意
味
」（
１
２
６
～
１
２
８
頁
）、「
集

団
的
自
衛
か
ら
集
団
安
全
保
障
へ
」（
１
２
９
～
１
３
１
頁
）
と
い

う
こ
と
も
敷ふ

衍え
ん

し
た
。
23
年
前
の
当
時
、
そ
の
主
張
の
先
進
性
を
理

解
す
る
日
本
人
は
ほ
ぼ
絶
無
で
あ
っ
た
が
、
最
近
に
な
っ
て
安
倍
晋

三
首
相
が
「
積
極
的
平
和
主
義
」
と
い
う
言
葉
を
愛
用
し
て
く
れ
て

い
る
の
は
、
日
本
の
た
め
に
誠
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

流
動
状
態
を
続
け
る
ポ
ス
ト
冷
戦
の
世
界

さ
て
、
19
世
紀
以
前
の
「
戦
争
時
代
」
と
21
世
紀
以
後
の
「
不
戦

時
代
」
を
仕
分
け
る
の
は
、
１
９
２
８
年
の
不
戦
条
約
で
あ
る
。
第

１
次
世
界
大
戦
の
惨
禍
を
見
て
、
人
類
は
そ
れ
ま
で
主
権
国
家
の
国

際
法
上
の
権
利
で
あ
る
と
し
て
正
当
化
し
て
き
た
「
戦
争
」
を
以
後

犯
罪
行
為
と
し
て
断
罪
す
る
と
と
も
に
、「
力
に
よ
る
現
状
の
一
方

的
変
更
」
を
不
法
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
１
９
２
８
年
を
境
と
し

て
、
人
類
史
は
無
差
別
戦
争
観
の
支
配
す
る
「
戦
争
時
代
」
か
ら
戦

争
が
不
法
化
さ
れ
た
「
不
戦
時
代
」
に
移
行
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
の
故
に
、
第
１
次
世
界
大
戦
は
不
戦
条
約
以
前
の
最
後
の
戦
争

と
し
て
、
法
的
に
対
等
な
立
場
の
「
私
人
」
間
の
い
わ
ば
「
決
闘
」

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
が
、
第
２
次
世
界
大
戦
は
「
犯
罪
者
」
に

対
す
る
警
察
官
の
い
わ
ば
「
法
の
執
行
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
第
２
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
連
合
国
の
戦
争
目
的
を
宣

言
し
た
の
は
、
１
９
４
１
年
の
大
西
洋
憲
章
で
あ
り
、
１
９
４
３
年

の
カ
イ
ロ
宣
言
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
「
領
土
不
拡
大
の
原
則
」
を

宣
言
し
て
い
る
。
日
本
は
こ
の
条
件
を
受
諾
し
て
降
伏
し
、
憲
法
第

９
条
を
制
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
以
後
「
平
和
主
義
」
の
道
を
歩
ん

で
い
る
。
日
本
が
こ
の
よ
う
な
不
戦
の
価
値
観
を
国
際
社
会
と
共
有
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し
、
か
つ
擁
護
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ

る
。第

２
次
世
界
大
戦
お
よ
び
い
わ
ゆ
る
東
西
冷
戦
は
、
基
本
的
人
権

や
法
の
支
配
を
共
有
す
る
西
側
先
進
民
主
主
義
諸
国
の
勝
利
に
よ
っ

て
終
結
し
た
が
、
ポ
ス
ト
冷
戦
の
世
界
は
、
い
ま
な
お
新
し
い
バ
ラ

ン
ス
・
オ
ブ
・
パ
ワ
ー
の
着
地
点
を
求
め
て
、
流
動
状
態
を
続
け
て

い
る
。

１
９
９
０
年
の
イ
ラ
ク
に
よ
る
ク
ウ
ェ
ー
ト
侵
攻
や
２
０
０
１
年

の
９
・
11
事
件
は
い
ま
だ
に
わ
れ
わ
れ
の
記
憶
に
生
々
し
い
。
２
０

１
０
年
に
は
チ
ュ
ニ
ジ
ア
を
起
点
と
し
て
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
と
呼
ば

れ
る
新
し
い
流
れ
が
中
東
全
体
で
顕
在
化
し
た
。
そ
う
い
う
中
で
、

ロ
シ
ア
が
２
０
１
４
年
３
月
に
力
で
ク
リ
ミ
ア
を
奪
い
、
ロ
シ
ア
領

に
編
入
す
る
擧き

ょ

に
出
た
の
で
あ
る
。
ま
だ
同
様
の
決
定
的
な
行
動
に

出
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
南
シ
ナ
海
や
東
シ
ナ
海
を
め
ぐ
る
中

国
の
動
き
に
も
、
力
に
よ
る
実
効
支
配
の
一
方
的
拡
大
の
兆
し
が
見

ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
に
、
オ
バ
マ
大
統
領
は
「
米
国
は
も
は
や

世
界
の
警
察
官
で
は
な
い
」
旨
の
発
言
を
し
た
の
で
あ
る
。

「
消
極
的
平
和
主
義
」
か
ら
「
積
極
的
平
和
主
義
」
へ

世
界
は
ど
こ
か
ら
来
て
、
ど
こ
へ
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
激
変
し
つ
つ
あ
る
世
界
の
中
で
日
本
は
ど
の
よ
う
な
道
を
進

む
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
そ
れ
が
改
め
て
問
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

実
は
、
日
本
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
２
０
０
９
年
10
月
に
発
表
し
た

第
32
政
策
提
言
「
積
極
的
平
和
主
義
と
日
米
同
盟
の
あ
り
方
」
の
中

で
、「
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
平
和
主
義
は
、
自
国
が
加
害
者
に
な
ら

な
け
れ
ば
『
そ
れ
で
よ
し
』
と
す
る
平
和
主
義
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
21
世
紀
の
世
界
は
、
世
界
や
地
域
の
平
和
と
安
全
の
た
め
に

『
ど
の
よ
う
な
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
の
か
』
を
訊た

ず

ね
、『
世
界
市

民
の
一
員
と
し
て
の
責
任
を
果
た
す
よ
う
』
求
め
て
い
る
。
日
本
の

平
和
主
義
は
、
こ
れ
ま
で
の
『
消
極
的
平
和
主
義
』『
受
動
的
平
和

主
義
』
か
ら
新
し
い
『
積
極
的
平
和
主
義
』『
能
動
的
平
和
主
義
』

へ
と
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
宣
言
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
国
連
総
会
は
す
で
に
３
月
27
日
に
、
ロ
シ
ア
に
よ
る

ク
リ
ミ
ア
の
一
方
的
な
地
位
変
更
を
承
認
し
な
い
旨
の
決
議
を
採
択

し
て
い
る
。
賛
成
１
０
０
、
反
対
11
、
棄
権
58
で
あ
っ
た
。
続
い

て
、
６
月
４
、
５
日
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
開
催
さ
れ
た
Ｇ
７
首
脳
会

議
も
、
こ
の
国
連
総
会
決
議
を
支
持
す
る
旨
を
宣
言
し
た
。
西
側
先

進
民
主
主
義
諸
国
の
す
べ
て
を
含
む
国
際
社
会
の
大
勢
が
、
ロ
シ
ア

の
行
動
を
承
認
せ
ず
、
対
ロ
経
済
制
裁
に
踏
み
切
っ
た
の
で
あ
る
。

不
戦
レ
ジ
ー
ム
の
枠
内
で
不
承
認
政
策
を
貫
徹
す
べ
し

日
本
国
内
に
は
、「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
日
本
か
ら
遠
い
地
理
的
位
置

に
あ
り
、
日
本
の
平
和
や
安
全
に
と
っ
て
直
接
の
大
き
な
関
係
は
な
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い
」
と
か
、
さ
ら
に
は
「
北
方
領
土
問
題
を
抱
え
る
日
本
は
、
他
国

と
立
場
を
異
に
し
て
お
り
、
ロ
シ
ア
を
無
用
に
挑
発
す
べ
き
で
な

い
」
な
ど
と
主
張
す
る
者
も
い
る
。
こ
れ
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う

に
、
プ
ー
チ
ン
か
ら
は
「
日
本
は
北
方
領
土
問
題
の
交
渉
を
ど
う
す

る
の
か
」
と
の
牽
制
球
も
投
げ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
日
本
と
し

て
、
こ
の
よ
う
な
主
張
に
耳
を
傾
け
て
い
る
余
地
は
な
い
。
日
本
が

国
連
や
Ｇ
７
の
対
応
を
全
面
的
に
支
持
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
当

然
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
こ
で
国
際
社
会
が
ロ
シ
ア
の
不
法
行
為
を
見
逃
せ
ば
、

中
国
が
そ
こ
か
ら
誤
っ
た
シ
グ
ナ
ル
を
読
み
取
り
、
東
ア
ジ
ア
に
お

い
て
ロ
シ
ア
と
同
様
の
一
方
的
行
動
に
出
て
く
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ

る
。
現
時
点
で
は
中
国
は
ま
だ
そ
こ
ま
で
踏
み
切
っ
て
い
な
い
。
そ

れ
だ
け
に
今
こ
そ
が
正
念
場
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
対
ロ
経
済
制
裁
に
は
コ
ス
ト
が
伴
う
。
し
か
し
、
そ

の
負
担
を
嫌
っ
て
、
安
易
な
対
ロ
宥ゆ

う

和わ

策
に
走
れ
ば
、
そ
の
最
終
的

な
代
価
は
逆
に
あ
ま
り
に
も
巨
大
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
分
岐
点

に
立
つ
国
際
秩
序
が
、
19
世
紀
的
な
弱
肉
強
食
の
国
際
秩
序
に
逆
戻

り
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

他
方
、
経
済
制
裁
の
効
果
に
は
意
外
に
大
き
な
も
の
が
あ
る
。
か

つ
て
の
米
ソ
冷
戦
の
実
態
は
西
側
の
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
＝
Ｉ
Ｍ
Ｆ
体
制
に
よ

る
東
側
の
コ
メ
コ
ン
体
制
の
経
済
的
封
じ
込
め
で
あ
っ
た
が
、
最
終

的
に
ソ
連
と
そ
の
衛
星
国
群
は
こ
の
経
済
封
鎖
に
耐
え
か
ね
て
体
制

崩
壊
し
た
の
で
あ
る
。
他
に
も
、
南
ア
フ
リ
カ
の
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト

政
策
へ
の
制
裁
や
第
２
次
世
界
大
戦
前
の
対
日
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
包
囲
陣
の

成
功
例
が
あ
る
。
国
際
社
会
、
少
な
く
と
も
西
側
先
進
民
主
主
義
諸

国
は
、
不
戦
レ
ジ
ー
ム
の
枠
内
で
そ
の
不
承
認
政
策
を
貫
徹
す
べ
き

で
あ
る
。

「
一
国
平
和
主
義
」
の
眠
り
か
ら
覚
め
よ

日
本
が
今
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
日
本
と
い
う
国
家
、
国
民
の
根

本
的
な
価
値
観
で
あ
っ
て
、
あ
れ
こ
れ
の
戦
利
品
を
め
ぐ
る
戦
術
的

な
得
失
で
は
な
い
。

ロ
シ
ア
の
行
動
に
対
し
て
、
中
国
は
支
持
、
不
支
持
を
明
言
せ

ず
、
右う

顧こ

左さ

眄べ
ん

し
て
い
る
が
、
日
本
が
同
様
の
対
応
を
す
る
な
ら

ば
、
日
本
は
国
際
社
会
の
信
用
を
失
う
だ
け
で
な
く
、
将
来
中
国
が

東
シ
ナ
海
や
南
シ
ナ
海
で
ロ
シ
ア
と
同
様
の
行
動
に
出
て
き
た
場

合
、
こ
れ
を
批
判
す
る
資
格
さ
え
失
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
加

え
て
言
え
ば
、
一
方
で
ロ
シ
ア
に
よ
る
ク
リ
ミ
ア
の
不
法
奪
取
を
認

め
て
お
き
な
が
ら
、
他
方
で
ロ
シ
ア
に
北
方
領
土
の
返
還
を
求
め
る

の
は
、
そ
も
そ
も
自
家
撞ど

う

着ち
ゃ
く以

外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

確
か
に
、「
世
界
不
戦
体
制
」
と
し
て
の
国
連
の
集
団
安
全
保
障

体
制
は
未
完
成
で
あ
り
、
現
実
に
「
世
界
不
戦
体
制
」
を
代
行
し
て

い
る
の
は
、
基
本
的
人
権
や
民
主
主
義
の
価
値
観
を
共
有
し
て
い
る

西
側
民
主
主
義
諸
国
（
経
済
的
に
は
Ｇ
７
、
政
治
・
軍
事
的
に
は
Ｎ
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Ａ
Ｔ
Ｏ
と
日
米
同
盟
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
側
民
主
主
義
諸
国
の

中
で
そ
の
よ
う
な
「
世
界
不
戦
体
制
」
へ
の
参
加
意
識
が
も
っ
と
も

低
い
の
は
、
残
念
な
が
ら
日
本
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
現

実
に
は
こ
の
よ
う
な
「
世
界
不
戦
体
制
」
の
も
た
ら
す
平
和
と
繁
栄

か
ら
も
っ
と
も
大
き
な
利
益
を
得
て
い
る
国
は
、
他
な
ら
ぬ
日
本
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。

第
２
次
世
界
大
戦
に
敗
れ
た
日
本
は
、
国
家
の
安
全
保
障
を
他
国

に
任
せ
て
経
済
復
興
に
専
念
す
る
「
吉
田
ド
ク
ト
リ
ン
」
を
国
家
の

基
本
戦
略
と
し
、
池
田
勇
人
首
相
は
ド
ゴ
ー
ル
大
統
領
か
ら
「
ト
ラ

ン
ジ
ス
タ
ー
ラ
ジ
オ
の
セ
ー
ル
ス
マ
ン
」
と
揶や

揄ゆ

さ
れ
た
が
、
そ
の

よ
う
な
「
吉
田
ド
ク
ト
リ
ン
」
は
も
は
や
賞
味
期
限
を
過
ぎ
た
。
日

本
は
、「
日
本
だ
け
の
平
和
は
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
で
よ
い
」
と
し

て
き
た
こ
れ
ま
で
の
「
一
国
平
和
主
義
」
の
眠
り
か
ら
覚
め
て
、

「
世
界
全
体
の
平
和
な
く
し
て
、
日
本
の
平
和
な
し
」
と
説
く
「
世

界
平
和
主
義
」
の
旗
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
問

題
は
、
そ
の
よ
う
な
剣
ヶ
峰
を
迎
え
た
日
本
外
交
の
真
価
を
改
め
て

問
う
も
の
だ
と
言
え
る
。

�

（
２
０
１
４
年
６
月
11
日
擱
筆
）

外務省セミナー「学生と語る」参加者募集

締切は2015年１月9日、字数は6000字以内（日本語）。応募資格は問いません。
テーマ、様式等の詳細は、次号『外交』Vol.27（9月末発売）および、外交ホームページ
（http://book.jiji.com/gaiko/）等にて発表いたします。

『外交』編集部では、日本外交をテーマとした論文コンテストを開催いたします。

外務省では、今年度第1回目の「外務省セミナー『学生と語る』」を開催します。
若手外務省員との意見交換を通じて、激動する国際情勢と日本外交の「今」を感じてみませんか。
日頃思っているご意見や疑問に関して、直接外務省員と語り合うまたとない機会です。奮ってご応募
ください。
■日　　程 ： 2014年9月12日（金）13：30～19：30（受付開始:12:50～）
■開催場所 ： 外務省
■応募資格 ： 大学学部生、大学院生（参加費無料）
応募方法、 締切等は外務省ホームページ
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/dpr/page23_000914.html）を参照してください。

「外交」論 文コンテストを開催します
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The Ukrainian Issue and Japan’s Diplomacy

ITO Kenichi, Prof. Dr.
President of The Japan Forum on International Relations （JFIR）

The forceful and unilateral annexation of the Crimean Peninsula into Russia is an open 
challenge to the no-war principle of the ₂₁st century international community, which has 
been prevalent since the conclusion of the No-war Treaty in ₁₉₂₈.  The essence of the 
principle is embodied in Section ₄, Article ₂ of the United Nations Charter and it says, 
“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of 
force against the territorial integrity or political independence of any state.”

Against this background, Russiaʼs annexation of Crimea reminds us of the failed 
invasion of Saddam Husseinʼs Iraq into Kuwait in ₁₉₉₀ as well as Adolf Hitlerʼs success-
ful annexation of Sudeten from Czecho in ₁₉₃₈, which resulted from the appeasement 
policy of the Munich Pact.  Vladimir Putin should learn lessons from Saddam Hussein 
and not from Adolf Hitler.

However, there are those who say that Russiaʼs actions are more capricious than 
premeditated and also that it is too expensive to impose economic sanctions on Russia 
in the interdependent world of today.  However, the author repudiates both arguments, 
saying that Russia has been consistent in its pursuance of the “expansion of territory 
by force” since the days of “Imperial Russia” to date and also that it would be more 
expensive to allow Russia to lead the way for the destruction of the no-war principle of 
the ₂₁st century international community.

Japan stands at the crossroads today.  After the defeat in World War II, Japan 
adopted the “Peace Constitution” and proclaimed herself as a “Peace Nation.”  But it 
has been a “Passive Pacifi sm,” in which Japan was expected to keep herself as far 
away as possible from “wars” and that was all.  The author proposes that Japan should 
move away from such “Passive Pacifi sm” towards the more “Active Pacifi sm,” which 
will say, “We will do everything we can for the sake of building peace in the world, 
not just for the sake of peace for Japan.”  As a conclusion, the author proposes that Ja-
pan should and must take a clear-cut side with the world in the Ukrainian issue. 
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［『外交』（Vol.26 July 2014）より転載］




