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モ
ス
ク
ワ
。
に
お
け
る
非
ロ
シ
ア
人

　
　
　
－
新
し
い
発
達
文
化
の
創
造
の
兆
し
1

モ
ス
ク
ワ
に
お
け
る
非
ロ
シ
ア
人
の
歴
史

　
モ
ス
ク
ワ
は
現
在
ロ
シ
ア
連
邦
の
首
都
で
あ
り
、
ソ
ヴ
ェ
ト
連

邦
時
代
は
中
央
集
権
の
指
令
基
地
で
あ
っ
た
。
モ
ス
ク
ワ
に
長
く

住
む
人
々
は
、
自
分
た
ち
の
こ
と
を
モ
ス
ク
ヴ
ィ
ッ
チ
と
い
う
。

誇
り
と
自
信
が
入
り
ま
じ
っ
た
よ
う
な
響
き
が
あ
る
。
さ
し
ず
め

日
本
で
い
う
江
戸
っ
子
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
。
ロ
シ
ア
人
か
ど
う

か
よ
り
も
、
そ
こ
に
生
れ
育
っ
た
人
々
を
さ
し
て
い
る
場
合
が
多

く
、
し
た
が
っ
て
非
ロ
シ
ア
人
の
モ
ス
ク
ワ
ッ
子
た
ち
も
少
な
く

な
い
。
一
九
八
九
年
の
調
査
に
よ
れ
ば
約
百
万
人
の
モ
ス
ク
ワ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

子
は
非
ロ
シ
ア
人
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
ロ
シ
ア
帝
国
時
代
か
ら
モ
ス
ク
ワ
は
多
文
化
・
多
民
族
都
市
で

あ
っ
た
。
一
五
世
紀
に
は
外
国
人
の
職
人
・
技
術
者
が
招
か
れ
、

関

啓
　
　
　
子

寺
院
の
再
建
な
ど
に
あ
た
っ
た
。
同
世
紀
後
半
に
ウ
ス
ペ
ン
ス
キ

ー
寺
院
を
現
在
の
形
に
立
て
直
し
た
の
も
、
ニ
ハ
世
紀
の
初
め
に

ク
レ
ム
リ
ン
の
ア
ル
ハ
ン
ゲ
リ
ス
キ
i
寺
院
を
立
て
た
の
も
、
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
〕

一
人
物
で
は
な
い
が
、
イ
タ
リ
ア
人
の
技
術
者
で
あ
る
。
技
術
者

の
外
国
か
ら
の
招
塒
を
生
業
に
す
る
も
の
ま
で
登
場
し
た
。
最
初

は
ク
レ
ム
リ
ン
内
に
住
ん
で
い
た
外
国
人
も
数
が
増
す
と
と
も
に
、

市
内
に
住
み
つ
く
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
一
六
世
紀
初
め
モ
ス
ク

ワ
に
外
国
人
村
が
生
ま
れ
た
。
　
一
七
世
紀
の
モ
ス
ク
ワ
の
住
民
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
も
つ
人
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て

（
3
）

い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
族
が
西
方
か
ら
入
り
、
ロ
シ
ア
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
化
、
近
代
化
の
促
進
に
一
役
か
っ
た
の
で
あ
る
。
軍
人
や

技
術
者
、
職
人
、
商
人
、
医
師
、
薬
剤
師
な
ど
が
招
か
れ
、
や
や

ま
と
ま
っ
て
生
活
し
て
い
た
。
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
が
頻
繁
に
足
を
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運
ん
だ
こ
と
で
知
ら
れ
る
ド
イ
ツ
人
村
は
、
さ
な
が
ら
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
向
け
て
大
き
く
開
か
れ
た
窓
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
人
だ
け
が

住
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
か
れ
ら
を
は
じ
め
と
す
る
主
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

西
欧
か
ら
の
人
々
が
住
む
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
外
国
人
た
ち
は
、
ロ
シ
ア
の
時
の
権
カ
者

が
自
ら
の
権
力
を
誇
示
す
る
た
め
に
、
さ
ら
に
は
近
代
化
・
西
欧

化
を
促
進
す
る
た
め
に
不
可
欠
の
専
門
家
と
し
て
招
か
れ
た
。
つ

ま
り
、
権
力
者
が
繁
栄
す
る
た
め
に
、
異
文
化
を
も
つ
人
が
必
要

で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
当
然
共
存
が
前
提
で
あ
っ
た
。
近
代
化
政

策
が
優
先
さ
れ
た
あ
ま
り
、
外
国
人
た
ち
は
特
権
を
付
与
さ
れ
る

な
ど
優
遇
措
置
に
浴
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
財
産
没

収
と
い
っ
た
厳
し
い
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
か
ら
安
定

し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
宗
教
的
寛
容
や
特
権
の
付
与
と
い
っ

た
外
国
人
優
遇
政
策
は
、
ロ
シ
ア
人
商
人
や
宗
教
関
係
者
に
と
っ

て
お
も
し
ろ
い
わ
け
が
な
く
、
か
れ
ら
は
外
国
人
に
対
し
て
強
い

反
発
を
覚
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
一
六
五
二
年
に
は
外

国
人
隔
離
政
策
が
と
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
隔
離
さ

れ
る
側
か
ら
す
れ
ば
、
自
ら
の
文
化
様
式
を
維
持
で
き
る
の
で
、

そ
れ
ほ
ど
気
詰
ま
り
な
も
の
で
も
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
外
国
人
は
、

粗
末
な
木
製
の
小
屋
に
住
む
な
ど
、
生
活
の
ハ
ー
ド
面
は
ロ
シ
ア

的
だ
が
、
宗
教
な
ど
の
ソ
フ
ト
面
で
は
自
文
化
を
か
な
り
維
持
で

き
た
よ
う
で
あ
る
。
隔
離
は
徹
底
的
に
実
施
さ
れ
た
わ
け
で
も
な

く
、
外
国
人
村
に
住
む
ロ
シ
ア
人
も
い
た
。
外
国
人
の
数
が
増
し
、

や
が
て
都
市
の
拡
大
と
と
も
に
、
混
住
状
況
が
広
が
っ
て
い
く
。

　
さ
て
、
ロ
シ
ア
ヘ
の
移
住
者
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
が
西
欧
か
ら

ロ
シ
ア
に
入
っ
た
人
々
を
め
ぐ
る
も
の
で
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
人

や
ド
イ
ツ
人
村
に
か
か
わ
る
研
究
が
い
ま
も
盛
ん
で
あ
る
。
西
欧

化
路
線
に
研
究
の
関
心
が
あ
れ
ぱ
し
ご
く
自
然
な
成
り
行
き
だ
が
、

ロ
シ
ア
に
移
動
し
た
の
は
西
欧
か
ら
の
人
々
ぱ
か
り
で
は
な
い
。

ア
ル
メ
ニ
ア
人
の
ロ
シ
ア
ヘ
の
移
動
の
歴
史
も
古
い
し
、
東
方
か

ら
の
タ
タ
ー
ル
人
の
移
動
も
ロ
シ
ア
社
会
の
歴
史
に
不
可
欠
で
あ

る
。
「
タ
タ
ー
ル
人
が
モ
ス
ク
ワ
に
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

一
五
世
紀
で
、
ザ
ラ
タ
ヤ
・
オ
ル
ダ
ー
か
ら
の
移
住
者
で
あ

（
5
）

っ
た
」
。
モ
ス
ク
ワ
の
タ
タ
ー
ル
人
口
は
年
々
増
え
続
け
、
モ
ス
ク

ワ
市
の
南
部
に
居
留
地
と
し
て
の
土
地
を
あ
て
が
わ
れ
た
。
か
れ

ら
は
兵
役
で
活
躍
し
、
そ
の
位
置
を
確
か
な
も
の
に
し
て
い
っ
た
。

ま
ず
、
　
一
四
〇
八
年
の
勲
功
に
よ
っ
て
、
モ
ス
ク
ワ
の
タ
タ
ー
ル

の
認
証
を
え
、
一
八
＝
一
年
の
英
雄
的
な
活
躍
に
よ
っ
て
居
留
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
〕

に
メ
チ
ェ
チ
（
イ
ス
ラ
ー
ム
寺
院
）
を
立
て
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。

こ
れ
を
き
づ
か
け
に
、
モ
ス
ク
ワ
・
タ
タ
ー
ル
の
状
況
は
好
転
し
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た
。
な
ぜ
な
ら
、
子
ど
も
た
ち
が
メ
ド
レ
セ
で
学
び
、
祝
日
の
お

祝
い
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
タ
タ
ー
ル
人
た
ち

は
軍
人
と
し
て
活
躍
す
る
ぱ
か
り
で
な
く
、
馬
の
商
い
、
通
商
さ

ら
に
は
通
訳
な
ど
の
業
務
に
就
い
て
い
た
し
、
俗
に
い
う
3
K
労

働
に
も
従
事
し
て
き
た
。
現
在
全
モ
ス
ク
ワ
住
民
の
一
・
七
七
％

　
　
　
　
　
　
　
（
7
〕

が
タ
タ
ー
ル
人
で
あ
る
。

　
非
ロ
シ
ア
人
が
住
ん
で
い
た
こ
と
を
し
の
ば
せ
る
通
り
や
地
区

の
名
前
は
、
多
民
族
都
市
モ
ス
ク
ワ
の
歴
史
の
一
頁
を
物
語
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
職
業
名
と
重
な
る
場
合
も
あ
り
、
職
業
名
の
つ
い

た
通
り
も
モ
ス
ク
ワ
市
の
歴
史
を
語
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
8
）

り
の
名
前
に
漂
う
の
は
、
職
人
や
非
ロ
シ
ア
人
の
名
残
で
あ
る
。

通
り
の
名
前
に
つ
い
て
の
考
察
は
別
稿
で
扱
い
た
い
。

　
ソ
連
邦
時
代
に
な
る
と
、
旧
ソ
連
邦
構
成
共
和
国
か
ら
民
族
エ

リ
ー
ト
候
補
者
た
ち
が
招
か
れ
、
学
ぶ
機
会
を
え
、
他
方
で
は
、

都
市
運
営
に
不
可
欠
の
季
節
労
働
者
な
ど
が
モ
ス
ク
ワ
に
集
ま
る

よ
う
に
も
な
っ
た
。
ま
た
世
界
中
の
杜
会
主
義
圏
の
専
門
家
養
成

を
引
き
受
け
た
こ
と
も
あ
り
、
七
〇
年
代
を
と
っ
て
も
モ
ス
ク
ワ

は
あ
た
か
も
さ
ま
ざ
ま
の
人
種
・
民
族
の
集
合
地
の
観
を
呈
し
て

い
た
。
か
れ
ら
は
数
年
間
は
モ
ス
ク
ワ
に
暮
ら
し
、
学
び
、
専
門

家
と
な
っ
て
帰
国
し
て
い
っ
た
。

　
ソ
連
邦
崩
壊
後
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
な
ど
の
独
立
し
た
旧
連
邦
構

成
共
和
国
か
ら
の
出
稼
ぎ
労
働
者
が
モ
ス
ク
ワ
に
入
り
、
建
設
現

場
な
ど
で
働
い
て
い
る
。
建
設
労
働
者
に
は
ト
ル
コ
な
ど
の
旧
構

成
共
和
国
外
か
ら
の
人
々
も
い
る
。
出
稼
ぎ
労
働
者
数
は
、
経
済

危
機
の
た
め
に
モ
ス
ク
ワ
で
の
仕
事
が
減
少
し
た
の
で
一
時
期
ほ

ど
多
く
は
な
い
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
定
住
非
ロ
シ
ア
人
の
み
を

考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
ソ
連
社
会
主
義
は
、
革
命
期
か
ら
民
族
の
白
立
を
表
看
板
に
掲

げ
続
け
て
い
た
か
ら
、
例
え
ば
、
機
会
均
等
と
い
う
観
点
か
ら
全

民
族
に
平
等
の
教
育
制
度
を
実
施
す
る
な
ど
、
制
度
的
民
族
差
別

を
避
け
、
民
族
学
校
ま
で
も
認
め
て
い
た
。
し
か
し
、
旧
構
成
共

和
国
の
つ
く
ら
れ
方
、
ス
タ
ー
リ
ン
政
権
に
よ
る
国
境
の
策
定
や

民
族
移
住
は
か
な
り
強
引
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
一
四
の
ソ
連

邦
構
成
共
和
国
の
名
称
民
族
の
内
に
は
強
い
不
満
が
蓄
積
さ
れ
て

、
　
つ
　
こ
o

し
　
　
』
＾

　
旧
ソ
連
邦
内
の
非
ロ
シ
ア
人
た
ち
は
、
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
と
な
っ

て
民
族
語
を
維
持
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
教
授
用
言
語
は
ほ
と
ん

ど
が
ロ
シ
ア
語
で
あ
っ
た
が
、
民
族
語
は
、
公
教
育
と
は
相
対
的

に
白
立
し
た
人
間
形
成
の
過
程
で
、
す
な
わ
ち
家
族
や
地
域
で
の

産
む
・
育
む
・
祝
う
・
老
い
る
と
い
っ
た
生
活
世
界
で
日
常
的
文
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化
と
切
り
結
び
生
き
続
け
た
。

　
教
育
場
面
で
の
ロ
シ
ア
語
化
の
進
展
と
徹
底
は
、
権
カ
の
強
制

に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
学
習
者
と
父
母
の
選
択
に
よ
り
進

展
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
教
授
用
言
語
の
選
択
制
度
の
導
入

は
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
改
革
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
制
度
に
よ

る
教
授
用
言
語
の
ロ
シ
ア
語
化
で
は
な
い
に
し
て
も
、
非
ロ
シ
ア

人
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
子
ど
も
た
ち
に
将
来
の
進
路
の
選
択
肢
を

豊
か
に
保
陣
し
よ
う
と
思
え
ぱ
、
ロ
シ
ア
語
を
教
授
用
言
語
と
す

る
学
校
を
選
ば
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ロ
シ
ァ
語
は
大

学
進
学
の
た
め
に
必
要
な
ば
か
り
で
な
く
、
外
国
語
の
学
術
用
語

の
訳
語
壮
ロ
シ
ア
語
で
あ
っ
た
し
、
文
献
も
ロ
シ
ア
語
の
も
の
が

圧
倒
的
に
多
か
っ
た
か
ら
、
学
歴
に
よ
る
社
会
進
出
を
狙
う
と
す

れ
ば
、
ロ
シ
ア
語
を
マ
ス
タ
ー
す
る
し
か
遺
は
な
か
っ
た
。
だ
か

ら
、
高
学
歴
志
向
者
に
し
て
み
れ
ぱ
、
選
ぶ
も
選
ぱ
ぬ
も
な
く
、

ロ
シ
ア
語
の
学
習
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
非
ロ
シ
ア
人
に
蓄
積
さ
れ
た
不
満
は
、
や
が
て
ソ
連
邦
の
解
体

へ
と
突
き
進
む
こ
と
と
な
る
。
ソ
連
邦
の
崩
壊
を
準
傭
し
た
の
は

他
な
ら
ぬ
連
邦
の
教
育
政
策
で
あ
っ
た
。
ソ
連
邦
政
府
が
力
を
入

れ
た
教
育
の
量
的
発
展
政
策
は
、
旧
ソ
連
邦
全
域
の
人
材
養
成
に

　
　
　
　
　
　
　
＾
9
〕

一
定
の
成
果
を
実
ら
せ
、
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
の
知
識
人
層
の
形
成

を
促
し
た
。
こ
の
層
の
厚
み
が
各
地
の
民
族
戦
線
の
活
発
化
を
可

能
に
し
、
旧
構
成
共
和
国
の
独
立
が
準
備
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
独

立
後
す
み
や
か
に
、
か
れ
ら
か
ら
す
れ
ぱ
よ
う
や
く
、
民
族
の
言

語
が
教
授
用
言
語
に
返
り
咲
い
た
。

二

ソ
連
邦
崩
壊
の
前
後
に
み
る
民
族
間
葛
藤
の

あ
り
よ
う

　
モ
ス
ク
ワ
の
ロ
シ
ア
人
に
教
育
に
か
か
わ
る
民
族
問
題
に
つ
い

て
た
ず
ね
る
と
、
大
概
は
民
族
差
別
は
社
会
主
義
時
代
に
な
か
っ

た
し
、
体
制
の
変
わ
っ
た
今
も
な
い
と
答
え
る
。
旧
体
制
の
崩
壊

を
歓
迎
す
る
改
革
派
に
し
て
も
、
そ
う
で
な
く
て
も
こ
の
点
で
は

ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

　
異
民
族
間
結
婚
が
少
な
く
な
い
の
で
、
混
血
化
が
進
み
、
純
粋

の
ロ
シ
ア
人
な
ど
い
な
い
に
等
し
い
と
断
言
し
、
非
ロ
シ
ア
人
の

存
在
を
打
ち
消
し
て
し
ま
う
ロ
シ
ア
人
も
い
る
。
非
ロ
シ
ア
人
が

非
存
在
化
さ
れ
て
し
ま
え
ぱ
、
民
族
問
題
も
存
在
し
な
く
な
る
。

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
抱
く
痛
み
に
聞
く
耳
も
た
ず
と

い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
ロ
シ
ア
社
会
で
民
族
問
題

を
考
え
る
際
に
注
意
す
べ
き
二
つ
の
側
面
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
一

つ
に
は
、
異
民
族
問
結
婚
は
少
く
な
い
の
が
事
実
だ
が
、
そ
れ
に
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表1　11’心民族およぴ他の民族の人口比率と異民族間結婚の比率（％）

上段　1日柑成共
和国名 中心民族の人口比 他の民族の比率 異民族聞結婚

下段　そ二に位
むロノァ人 1989年 男性 女性

ロシア 81．5 5．1 9．7 l1．1

ウクライナ 72．7 23－9

ロシア人 57－2 56．7

ベラルーシ 77．9 16－4

ロシア人 74．5 73．4

カザフ 39．7 47．7

ロシア人 24．3 27．1

ウズベク 71．4 20．1

ロシア人 24．0 29．6

ギルギス 52．4 39．4

ロシア人 19，4 23．O

タジク 62．3 34．2

ロシア人 26．O 31．9

トゥルクメン 72．O 24．3

ロシア人 27．2 34．9

は
傾
向
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
ロ
シ
ア
人
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
、

ベ
ラ
ル
ー
シ
人
の
問
の
結
婚
は
多
い
。
か
れ
ら
は
ス
ラ
ブ
系
民
族

で
あ
り
、
ロ
シ
ア
正
教
が
優
勢
な
地
域
に
住
む
。
他
方
、
旧
ソ
連

邦
内
の
ム
ス
リ
ム
の
場
合
、
異
民
族
間
の
結
婚
は
、
タ
ジ
ク
人
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
〕

ウ
ズ
ベ
ク
人
と
い
う
よ
う
に
ム
ス
リ
ム
同
士
の
結
婚
が
多
い
。
ま

　
　
　
　
（
H
）

た
、
上
の
表
ー
に
あ
る
よ
う
に
、
各
地
域
で
の
ロ
シ
ア
人
の
異
民

族
間
結
婚
比
率
は
低
く
な
い
か
ら
、
ロ
シ
ア
人
の
血
統
を
ひ
く
混

血
が
増
え
続
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ロ
シ
ア
人
に
よ
る
非
ロ
シ

ア
人
の
非
存
在
化
の
根
拠
が
こ
こ
に
あ
る
。

　
い
ま
一
つ
は
、
人
間
関
係
や
交
遊
関
係
を
楽
し
く
円
滑
な
も
の

に
す
る
の
に
民
族
と
い
う
要
素
は
規
定
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
話

題
の
共
有
が
自
然
な
階
層
・
階
級
と
い
う
要
素
の
方
が
は
る
か
に

重
要
だ
と
い
う
ミ
ド
ル
・
ク
ラ
ス
の
意
識
で
あ
る
。
多
文
化
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

に
慣
れ
親
し
ん
だ
人
々
は
、
発
達
文
化
（
子
育
て
、
ひ
と
り
だ
ち

の
意
味
と
ひ
と
り
だ
ち
へ
の
算
段
、
す
な
わ
ち
伝
達
内
容
［
知

識
・
技
術
・
規
範
な
ど
］
、
何
語
で
ど
の
よ
う
に
伝
達
す
る
か
、

伝
達
の
手
段
、
伝
達
機
能
を
果
た
す
機
関
、
伝
達
の
際
の
人
間
関

係
の
あ
り
方
な
ど
）
の
類
似
性
、
生
活
ス
タ
イ
ル
の
類
似
性
は
民

族
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
よ
り
も
階
級
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
に
よ
ウ

て
規
定
さ
れ
る
、
と
み
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
モ
ス
ク
ワ
に
住
む
非
ロ
シ
ア
人
た
ち
も
、
い
ま
ま

で
制
度
的
差
別
は
な
か
っ
た
と
、
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
ふ
り
か

え
る
。
か
れ
ら
は
い
ま
も
教
育
機
会
の
均
等
と
い
っ
た
制
度
的
平

等
は
ほ
ぼ
適
え
ら
れ
て
い
る
と
す
る
が
、
ロ
シ
ア
人
の
非
ロ
シ
ア
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（39）　モスクワにおける非ロシア人

人
へ
の
ま
な
ざ
し
は
時
と
し
て
き
つ
く
な
っ
た
と
語
る
。

　
ソ
連
邦
崩
壊
の
前
と
後
で
は
、
モ
ス
ク
ワ
に
お
け
る
民
族
間
葛

藤
の
あ
り
よ
う
に
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
だ
。
以
前
よ
り
も
民
族
。

問
の
葛
藤
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
、
と
い
う
の
が
結
論
で
あ
る
。
居

住
都
市
に
お
け
る
民
族
間
関
係
の
今
日
的
状
況
を
め
ぐ
る
一
九
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旧
）

二
年
と
一
九
九
四
年
の
調
査
を
比
較
す
れ
ば
、
モ
ス
ク
ワ
で
は

「
安
定
」
と
答
え
た
人
の
割
合
が
、
三
二
％
か
ら
二
一
％
に
減
少

し
、
「
緊
張
」
と
い
う
回
答
が
三
四
％
か
ら
四
九
％
に
増
加
し
て

い
る
。
た
だ
し
「
強
い
緊
張
」
の
指
摘
は
一
七
％
と
変
化
し
て
い

な
い
。
事
件
と
い
づ
た
具
体
的
な
コ
ン
フ
リ
ト
の
存
在
と
い
う
よ

り
は
、
日
常
感
覚
の
緊
張
感
が
ひ
た
ひ
た
と
感
じ
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
の
よ
う
だ
。
最
近
の
調
査
で
も
こ
の
傾
向
は
裏
づ
け
ら
れ
る
。

一
九
九
八
年
に
ニ
ハ
∫
六
五
歳
未
満
の
全
国
三
千
人
を
対
象
と
し

　
（
H
）

た
調
査
に
よ
れ
ぱ
、
革
命
前
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ

時
代
そ
し
て
現
代
ロ
シ
ア
を
比
較
し
た
場
合
、
民
族
間
の
葛
藤
が

一
番
高
い
の
は
現
在
で
あ
る
と
回
答
し
た
者
の
割
合
が
、
断
然
高

く
八
五
・
九
％
に
達
し
た
。
因
み
に
、
革
命
前
と
の
回
答
は
五
・

四
％
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
を
選
ん
だ
人
は
七
・
三
％
、
ブ
レ
ジ
ネ

フ
時
代
と
回
答
し
た
割
合
が
一
番
低
く
、
三
・
八
％
で
あ
っ
た
。

　
モ
ス
ク
ワ
に
住
む
二
人
の
チ
ェ
チ
ェ
ン
人
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し

た
。
そ
の
一
人
は
商
業
活
動
に
成
功
し
、
か
な
り
経
済
的
に
は
豊

か
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
を
高
等
教
育
機
関
に
通
わ
せ
よ
う
と
し

て
い
た
。
夫
婦
共
に
チ
ェ
チ
ェ
ン
人
で
、
妻
は
ロ
シ
ア
語
が
う
ま

く
な
り
た
い
と
言
う
が
、
流
暢
そ
の
も
の
で
あ
る
。
夫
は
世
間
話

を
し
て
い
る
時
は
ざ
っ
く
ば
ら
ん
で
、
く
つ
ろ
い
だ
場
面
で
は
友

人
た
ち
と
ロ
シ
ア
人
を
笑
い
の
種
に
し
て
楽
し
ん
で
い
る
が
、
本

格
的
な
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
な
る
と
、
当
た
り
陣
り
の
な
い
答
え
に

腐
心
す
る
。
彼
の
語
り
か
ら
は
、
ロ
シ
ア
人
か
ら
差
別
を
う
け
て

い
る
と
恩
わ
れ
て
は
困
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
最
大
の
こ
だ
わ
り
が

あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
彼
の
こ
の
気
が
か
り
は
、
マ
ジ
目
リ

テ
ィ
で
あ
る
ロ
シ
ア
人
と
の
関
係
性
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
も
う

一
人
の
チ
ェ
チ
ェ
ン
人
は
政
治
家
で
あ
り
、
少
数
民
族
の
集
い
で

一
緒
に
な
っ
た
が
、
彼
は
は
っ
き
り
と
少
数
民
族
へ
の
風
当
た
り

の
厳
し
さ
を
告
発
し
た
。

　
も
う
一
つ
、
一
部
の
非
ロ
シ
ア
人
へ
の
蔑
称
の
広
が
り
か
ら
も
、

制
度
と
い
う
表
層
の
下
に
澱
む
民
族
問
の
葛
藤
が
新
た
な
局
面
を

む
－
か
え
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
周
知
の
よ

う
に
帝
政
ロ
シ
ア
時
代
よ
り
差
別
に
苦
し
ん
で
き
た
民
族
で
あ
る

が
、
か
れ
ら
は
美
＝
月
と
誘
り
を
こ
め
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ
れ

て
き
た
。
と
こ
ろ
が
最
近
は
、
チ
ェ
チ
ェ
ン
人
と
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ

97！



一橋論叢　第121巻 第2号 平成11年（1999年）2月号　（40）

ヤ
ン
人
を
、
急
o
姜
蔓
（
下
層
民
）
さ
ら
に
は
竃
8
；
（
獣
野

郎
）
と
名
指
し
す
る
と
聞
い
た
。
特
別
の
意
味
を
も
っ
て
差
異
化

さ
れ
る
も
う
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
形
づ
く
ら
れ
つ
つ
あ
る
わ
け
で

あ
る
。
同
じ
ザ
カ
フ
カ
ス
の
民
で
、
同
様
に
紛
争
が
ら
み
で
も
、

ア
ル
メ
ニ
ア
や
グ
ル
ジ
ア
の
人
々
が
竃
名
国
と
は
名
指
し
さ
れ

な
い
の
は
、
か
れ
ら
の
宗
教
が
ロ
シ
ア
正
教
と
親
和
的
関
係
に
あ

る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
ユ
ダ
ヤ
人
も
ザ
カ
フ
カ
ス
の
人
々
も
、
い
ず
れ
も
商
業

活
動
に
精
を
出
す
。
商
業
活
動
に
か
か
わ
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
グ
ル

ー
プ
に
対
す
る
敵
意
が
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
コ
ン
フ
リ
ク
ト
の
大
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
〕

な
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。

　
新
し
い
民
族
間
関
係
の
緊
張
は
な
ぜ
起
こ
り
つ
つ
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。
ま
ず
、
大
前
提
は
、
ロ
シ
ア
連
邦
全
体
か
ら
す
れ
ば
、
連

邦
崩
壌
以
前
に
比
べ
は
る
か
に
ロ
シ
ア
人
の
比
率
が
高
ま
っ
た
と

い
う
事
実
で
あ
る
。
現
在
ロ
シ
ア
連
邦
の
ロ
シ
ア
人
人
口
は
八
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

％
で
、
「
ロ
シ
ア
ω
民
族
国
家
」
論
の
下
地
と
な
っ
て
い
る
。
旧

ソ
連
邦
を
構
成
し
て
き
た
共
和
国
が
独
立
し
た
こ
と
と
、
名
称
民

族
が
独
立
し
た
祖
国
に
戻
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
非
ロ
シ
ア
人
は
、

前
に
も
ま
し
て
文
字
通
り
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。

　
ソ
違
邦
の
崩
壊
は
、
ロ
シ
ア
人
に
直
接
的
に
優
位
感
を
も
た
ら

し
た
わ
け
で
は
な
い
。
崩
壊
は
か
れ
ら
に
と
づ
て
も
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
の
揺
ら
ぎ
を
招
い
た
。
一
部
の
ロ
シ
ア
人
は
連
邦
崩
壌
で

揺
ら
い
だ
自
信
を
大
ロ
シ
ア
主
義
に
よ
っ
て
立
て
直
そ
う
し
た
の

で
あ
る
。
連
邦
解
体
と
同
時
に
非
ロ
シ
ア
人
が
恐
れ
を
抱
い
た
の

は
、
大
ロ
シ
ア
主
義
の
台
頭
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
の
予
想
通
り
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
構
築
を
迫
ら
れ
た
ロ
シ
ア
人
た
ち
が
頼

っ
た
と
こ
ろ
は
、
大
ロ
シ
ア
主
義
と
ロ
シ
ア
正
教
で
あ
っ
た
。
大

ロ
シ
ア
主
義
の
台
頭
は
、
非
ロ
シ
ア
人
モ
ス
ク
ヴ
ィ
ッ
チ
に
民
族

間
の
緊
張
の
深
．
ま
り
を
感
じ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
大
ロ
シ
ア
主
義
的
な
民
族
主
義
の
特
徴
の
一
つ
は
反
ユ
ダ
ヤ
主

義
で
あ
る
。
「
今
日
の
ロ
シ
ア
社
会
に
お
け
る
”
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
”

の
広
が
り
は
、
か
つ
て
の
よ
う
に
”
上
か
ら
”
、
つ
ま
り
国
家
権

カ
が
意
図
的
に
つ
く
り
出
し
た
も
の
で
は
な
く
、
〃
下
か
ら
”
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
7
）

風
潮
と
な
っ
て
い
る
点
に
留
意
す
み
必
要
が
あ
る
」
と
の
指
摘
は
、

ユ
ダ
ヤ
人
が
抱
き
つ
つ
あ
る
緊
張
感
を
想
起
さ
せ
る
。

　
す
で
に
指
摘
し
た
こ
と
だ
が
、
市
場
経
済
化
し
た
社
会
で
商
業

活
動
を
主
な
生
業
と
す
る
民
族
に
対
し
て
敵
意
が
抱
か
れ
る
の
は
、

経
済
改
革
の
失
敗
と
社
会
の
混
乱
が
多
く
の
人
々
に
生
活
難
を
強

い
て
い
る
た
め
で
も
あ
る
。
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三
非
ロ
シ
ア
人
の
ひ
と
り
だ
ち
戦
略

　
非
ロ
シ
ア
人
の
モ
ス
ク
ヴ
ィ
ッ
チ
（
モ
ス
ク
ワ
っ
子
）
は
、
ど

の
よ
う
な
子
育
て
の
中
を
潜
り
抜
け
、
ど
の
よ
う
に
ひ
と
り
だ
ち

し
て
き
た
の
か
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
ひ
と
り
だ
ち
の

シ
ナ
リ
オ
を
書
き
直
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
ま
ず
問
い
の
前
半

部
を
め
ぐ
っ
て
考
察
し
よ
う
。

　
革
命
後
、
非
ロ
シ
ア
人
は
隔
離
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
も
な
け
れ

ば
、
ま
た
制
度
的
に
進
学
や
社
会
進
出
を
、
民
族
性
を
理
由
に
阻

ま
れ
て
き
た
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
進
学
と
社
会
進
出

の
た
め
に
は
、
本
稿
一
で
略
記
し
た
よ
う
に
、
母
語
や
生
活
言
語

で
は
な
い
ロ
シ
ア
語
を
マ
ス
タ
ー
す
る
こ
と
が
条
件
で
あ
っ
た
。

革
命
後
は
畏
族
エ
リ
ー
ト
の
養
成
の
た
め
に
、
非
ロ
シ
ア
人
青
年

の
優
遇
措
置
が
と
ら
れ
、
大
学
で
ロ
シ
ア
語
を
習
得
さ
せ
て
か
ら

専
門
を
学
ば
せ
、
エ
リ
ー
ト
に
仕
上
げ
る
方
法
が
と
ら
れ
た
。
非

ロ
シ
ア
人
は
学
歴
が
長
け
れ
ぱ
長
い
人
ほ
ど
ロ
シ
ア
語
化
・
ロ
シ

ア
文
化
化
の
影
響
力
の
も
と
に
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
母
語
で
あ
ち

民
族
語
を
忘
れ
ず
、
ロ
シ
ア
語
も
習
得
し
て
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
に
な

っ
た
。
革
命
後
の
モ
ス
ク
ワ
で
学
歴
を
つ
み
、
知
識
人
と
し
て
成

功
し
た
人
々
を
第
一
世
代
と
す
れ
ば
、
第
二
世
代
で
あ
る
か
れ
ら

の
子
ど
も
た
ち
の
中
に
は
、
民
族
語
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
も
の

が
少
な
く
な
い
。
こ
れ
は
異
民
族
間
結
婚
と
も
関
係
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
家
庭
で
の
言
語
も
、
■
学
校
で
の
言
語
も
ロ
シ
ア
語
で
、

結
局
、
母
語
は
何
か
と
た
ず
ね
れ
ば
、
ロ
シ
ア
語
と
答
え
る
非
ロ

シ
ァ
人
モ
ス
ク
ワ
っ
子
も
か
な
り
多
い
の
が
実
態
で
あ
る
。
，
モ
ス

ク
ワ
の
タ
タ
ー
ル
人
の
場
合
、
ロ
シ
ア
語
を
母
語
と
み
な
す
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
〕

割
合
は
、
三
七
％
に
達
し
て
い
る
。

　
歴
史
的
に
も
長
く
厳
し
い
反
発
感
情
に
さ
ら
さ
れ
た
民
族
で
あ

る
ユ
ダ
ヤ
人
の
ひ
と
り
だ
ち
戦
略
を
み
て
み
よ
う
。
ユ
ダ
ヤ
人
は

夷
s
員
（
ユ
ダ
ヤ
野
郎
）
と
、
ロ
シ
ア
人
な
ど
の
他
者
に
よ
っ
て

差
異
化
さ
れ
て
き
た
。
ユ
グ
ヤ
人
は
少
な
く
と
も
こ
の
差
異
化
に

対
し
て
三
つ
の
戦
略
で
立
ち
向
か
っ
た
。
一
つ
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ

る
こ
と
を
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
す
る
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
そ
の
方

法
の
一
つ
が
混
血
化
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
混
血
率
は
旧
ソ
連
邦

内
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
中
で
、
ド
イ
ツ
人
に
次
い
で
高
い
。
因
み

に
、
一
九
八
八
年
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
異
民
族
問
の
結
婚
率
は
、

ロ
シ
ア
人
の
男
性
が
一
六
％
、
ロ
シ
ア
人
の
女
性
が
一
七
・
二
％
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
の
男
性
が
、
…
二
・
四
％
、
同
女
性
が
三
三
・
五

％
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
男
性
が
五
八
・
三
％
、
同
女
性
が
四
七
・
六
％

で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
中
に
は
、
混
血
化
に
よ
っ
て
民
族
性
を
口
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シ
ア
人
と
し
て
登
録
す
る
も
の
も
い
る
。
つ
ま
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
で

あ
る
こ
と
を
隠
す
と
い
う
方
法
で
、
自
ら
を
位
置
付
け
て
き
た
。

す
な
わ
ち
、
「
…
－
・
名
指
し
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
行
為
に
よ
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
〕

て
、
そ
の
名
の
内
実
を
も
創
り
出
し
て
」
き
た
の
で
あ
る
。

　
い
ま
ひ
と
つ
は
、
結
束
し
助
け
合
う
こ
と
で
あ
る
。
「
ユ
ダ
ヤ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

人
組
織
の
特
徴
は
救
援
や
福
祉
活
動
に
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
。
世

界
的
な
ユ
ダ
ヤ
人
組
織
も
あ
り
、
世
界
各
地
に
支
援
団
体
が
あ
り
、

相
互
に
援
助
し
合
っ
て
い
る
。
か
れ
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
重
要
な
ポ

ス
ト
に
か
れ
ら
の
仲
間
が
つ
け
る
よ
う
に
支
援
す
る
。

　
さ
ら
に
い
ま
一
つ
は
、
高
学
歴
を
媒
介
と
し
た
社
会
進
出
で
あ

る
。
研
究
者
、
教
育
者
、
医
師
あ
る
い
は
芸
術
家
と
し
て
成
功
し

て
い
る
も
の
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
比
較
的
差
別
を
受
け
る
こ
と
が

少
な
い
部
門
へ
の
進
出
を
考
え
て
、
母
親
は
子
ど
も
の
教
育
に
熱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

心
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
は

知
識
人
が
多
い
の
で
、
科
学
者
問
で
の
競
争
に
お
い
て
民
族
間
葛

藤
を
起
こ
し
や
す
い
。

　
こ
う
し
た
、
か
れ
ら
の
自
已
保
存
の
戦
略
は
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
を

も
当
然
生
み
出
し
た
。
か
れ
ら
の
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

特
質
と
し
て
、
「
抜
け
目
が
な
い
」
と
い
う
形
容
詞
が
贈
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
民
族
性
に
は
、
他
者
に
よ
る
差
異
化
と
そ
れ
へ
の
反

作
用
と
し
て
の
処
世
術
の
両
方
を
べ
ー
ス
に
し
た
、
他
者
に
よ
る

特
徴
付
け
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
る
よ
う
だ
。

　
一
九
八
九
年
か
ら
旧
ソ
連
系
ユ
ダ
ヤ
人
に
は
、
出
国
の
た
め
に
、

隠
し
て
い
た
民
族
籍
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
動
き
が
見
ら
れ
る
。

他
方
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
改
革
に
よ
っ
て
、
「
…
…
ヘ
ブ
ラ
イ
語
教

育
が
、
イ
ー
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
と
並
び
、
公
的
機
関
で
許
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
対
象
と
し
た
出
版
物
の
刊
行
や
配
布
も

　
　
　
　
〔
醐
）

可
能
と
な
っ
た
」
。
シ
ナ
ゴ
ー
グ
も
再
開
さ
れ
た
。

非
ロ
シ
ア
人
に
お
け
る
新
し
い
発
達
文
化
の

模
索
の
兆
し

　
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
と
づ
て
、
学
校
に
た
よ
る
ひ

と
り
だ
ち
と
は
異
な
る
、
も
う
ひ
と
つ
の
ひ
と
り
だ
ち
の
方
図
を

編
み
出
す
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
課
題
意
識

を
も
っ
て
ア
ル
メ
ニ
ア
人
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
人
、
チ
ェ
チ
ェ

ン
人
な
ど
の
モ
ス
ク
ワ
の
非
ロ
シ
ア
人
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
の

聞
き
取
り
を
行
い
、
タ
タ
：
ル
人
の
ロ
シ
ア
人
と
の
関
係
史
を
追

い
、
か
れ
ら
が
旧
ソ
連
邦
の
中
で
ど
の
よ
う
に
ひ
と
り
だ
ち
し
、

い
ま
ど
の
よ
う
に
新
た
な
ひ
と
り
だ
ち
戦
略
を
立
て
て
い
る
の
か

を
追
究
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
を
仮
説
的
に
論
じ
る
こ
と
と
し
た
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（43） モスクワにおける非ロシア人

い
。

　
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
非
ロ
シ
ア
人
と
い
っ

て
も
、
そ
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に
よ
っ
て
宗
教
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
し

か
も
同
一
の
民
族
で
も
所
属
の
階
級
や
階
層
に
よ
っ
て
宗
教
へ
の

こ
だ
わ
り
方
は
同
じ
で
は
な
く
、
宗
教
も
異
な
る
場
合
が
あ
る
。

ロ
シ
ァ
人
と
の
関
係
史
も
民
族
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ど
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
モ
ス
ク
ワ
に

入
っ
た
か
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
よ
っ
て
、

旧
ソ
連
邦
の
制
度
化
さ
れ
た
発
達
文
化
に
ど
の
よ
う
に
馴
染
み
に

く
く
、
ど
こ
は
馴
染
み
や
す
か
っ
た
か
が
異
な
る
。
そ
れ
は
自
前

と
さ
れ
る
発
達
文
化
と
制
度
化
し
た
学
校
を
中
心
と
す
る
ひ
と
り

だ
ち
の
シ
ス
テ
ム
と
の
距
離
に
も
よ
る
。
そ
こ
で
、
い
く
つ
か
の

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
選
び
、
か
れ
ら
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス

ト
リ
ー
を
聞
き
取
り
、
そ
こ
に
新
し
い
ひ
と
り
だ
ち
の
芽
を
読
み

取
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
し
た
。
日
常
的
な
生
活
ス
タ
イ
ル
の

中
に
発
達
文
化
の
ず
れ
の
克
服
の
方
法
を
読
み
取
る
た
め
に
、
か

つ
、
そ
こ
か
ら
支
配
的
な
発
達
文
化
と
折
り
合
い
を
つ
け
つ
つ
同

化
さ
れ
な
い
新
し
い
ひ
と
り
だ
ち
の
組
み
立
て
の
一
般
化
を
、
エ

ス
ニ
シ
テ
ィ
な
ど
の
集
団
に
か
か
わ
る
特
徴
と
と
も
に
引
き
出
す

た
め
に
、
比
較
の
手
法
を
取
る
こ
と
と
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
の
機
会
均
等
が
制
度
的
に
保
障
さ
れ
た
学
校
教
育
に

よ
る
ひ
と
り
だ
ち
の
平
等
化
は
、
そ
の
制
度
化
さ
れ
た
学
校
を
ひ

と
り
だ
ち
の
主
な
手
段
と
す
る
発
達
文
化
を
も
つ
人
々
（
あ
る
階

級
・
階
層
、
民
族
、
性
な
ど
）
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
も
の
で
あ

り
、
発
達
文
化
の
異
な
る
人
々
は
よ
り
よ
い
生
を
も
と
め
て
、
自

ら
の
自
前
の
発
達
文
化
を
変
更
し
て
、
は
じ
め
て
平
等
に
浴
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
例
を
あ
げ
れ
ば
、
生
活
言
語
と
は
異
な
る
教
授

用
言
語
を
マ
ス
タ
ー
す
る
と
い
う
よ
う
な
努
力
が
必
要
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
、
発
達
文
化
の
異
な
る
人
々
が
、
支
配
的
発
達
文
化
（
現

代
社
会
な
ら
ば
、
知
識
の
あ
る
質
と
量
を
、
教
師
を
介
し
て
伝
達

す
る
学
校
教
育
に
依
拠
し
た
ひ
と
り
だ
ち
）
に
な
じ
も
う
と
す
れ

ば
、
国
民
教
育
制
度
は
か
れ
ら
の
そ
の
志
向
を
実
現
す
る
こ
と
を

も
っ
て
、
制
度
化
さ
れ
た
教
育
の
可
能
性
、
つ
ま
り
長
所
を
立
証

し
て
き
た
の
で
あ
る
。
機
会
均
等
化
は
、
こ
う
し
て
、
画
一
化
と

い
う
側
面
を
は
ら
み
つ
つ
、
競
争
ル
ー
ル
の
平
等
な
適
応
を
可
能

に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
。
事
態
は
体
制
を
こ
え
て
共
通
し
て

い
た
。

　
モ
ス
ク
ワ
に
生
き
る
非
ロ
シ
ア
人
た
ち
も
、
こ
の
機
会
均
等
化

の
な
か
で
ひ
と
り
だ
ち
を
遂
げ
て
き
た
。
し
か
し
、
い
ま
新
し
い

事
態
に
遭
遇
し
て
い
る
。
モ
ス
ク
ワ
に
生
き
る
非
ロ
シ
ア
人
で
革
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命
後
の
第
一
世
代
は
、
か
つ
て
は
周
辺
か
ら
中
心
部
に
乗
り
込
み

教
育
の
機
会
均
等
政
策
に
支
え
ら
れ
た
人
々
で
、
成
功
し
た
人
も

少
く
な
い
（
も
ち
ろ
ん
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
学
習
と
そ
の
成
果
と
し
て

の
活
動
が
成
功
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
側
面
も
否
定
で
き
な
い
）
。

か
れ
ら
は
同
郷
の
人
々
を
援
助
し
、
誇
り
と
自
信
を
も
っ
て
生
き

て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
祖
国
が
独
立
す
る
と
、
モ
ス
ク
ワ
に
残

る
か
れ
ら
は
い
わ
ば
取
り
残
さ
れ
た
人
々
に
か
わ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

生
活
の
困
窮
か
ら
モ
ス
ク
ワ
に
出
稼
ぎ
に
く
る
同
郷
の
人
々
の
援

助
を
い
ま
も
惜
し
ま
な
い
が
。
大
ロ
シ
ア
主
義
も
公
然
と
自
已
主

張
さ
れ
る
現
在
、
モ
ス
ク
ワ
の
非
ロ
シ
ア
人
た
ち
は
、
ロ
シ
ア
人

に
は
な
れ
ず
、
い
な
な
ら
ず
、
さ
り
と
て
、
祖
国
の
ネ
イ
テ
ィ
ヴ

の
よ
う
に
は
生
き
ら
れ
ず
、
ま
さ
に
境
界
に
生
き
る
人
々
と
し
て

の
生
き
る
カ
（
H
誇
り
、
自
信
、
や
す
ら
ぎ
や
癒
し
）
を
必
要
と

し
て
い
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
第
三
文
化
と
し
て
の
発
達
文
化
の
創

造
が
課
題
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の

発
達
文
化
を
知
り
つ
つ
、
い
ず
れ
に
も
は
ま
り
込
ま
な
い
も
の
を

作
り
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
既
存
の
あ
る
も
の
に
は
ま
り
込

め
ぱ
、
二
線
級
を
余
儀
無
く
さ
れ
る
だ
け
だ
か
ら
だ
。
オ
ル
タ
ー

ナ
テ
ィ
ヴ
と
し
て
の
ネ
ィ
テ
ィ
ヴ
に
な
る
こ
と
を
発
達
と
す
る
文

化
の
構
築
が
必
要
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
モ
ス
ク
ワ
の
ア

ル
メ
ニ
ア
人
（
定
住
者
）
を
例
に
と
れ
ぱ
、
ア
ル
メ
ニ
ア
人
で
あ

る
こ
と
を
選
ん
で
も
、
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
才
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ

と
し
て
、
ロ
シ
ア
人
で
は
な
く
ア
ル
メ
ニ
ア
人
と
な
る
こ
と
で
あ

り
、
二
つ
に
は
、
ア
ル
メ
ニ
ア
に
い
る
ア
ル
メ
ニ
ア
人
と
は
違
い
、

ネ
イ
テ
ィ
ヴ
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
ロ
シ
ア
・
ア
ル
メ
ニ
ア
人
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

い
う
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
自
已
決
定
と

ひ
と
り
だ
ち
が
か
な
う
た
め
に
は
、
文
化
創
造
が
必
要
で
あ
る
。

で
き
あ
い
の
文
化
を
学
習
し
内
面
化
す
る
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自

分
た
ち
で
共
に
文
化
を
つ
く
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
か
れ
ら
は

自
分
で
そ
の
よ
う
に
意
識
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
か
れ
ら

の
活
動
か
ら
は
そ
れ
が
読
み
取
れ
る
。
ア
ル
メ
ニ
ア
人
の
知
識
人

サ
ー
ク
ル
の
活
動
を
追
う
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
か
れ
ら
は
、
同
胞

の
ナ
ゴ
ル
ノ
・
カ
ラ
バ
フ
問
題
の
講
演
を
聞
い
て
も
あ
つ
く
な
ら

ず
冷
静
に
議
論
し
て
い
た
。
か
れ
ら
の
語
り
口
と
そ
の
場
の
雰
囲

気
か
ら
は
、
か
れ
ら
な
り
の
行
動
・
判
断
様
式
の
模
索
、
共
に
い

る
こ
と
が
、
刺
激
的
で
楽
し
く
、
何
か
新
し
い
も
の
が
、
そ
こ
に

い
る
参
加
者
の
構
成
ゆ
え
に
生
ま
れ
る
と
い
う
予
感
が
漂
い
、
批

判
的
で
創
造
的
な
も
の
が
生
み
出
さ
れ
う
る
予
兆
が
感
じ
ら
れ
た
。

し
か
し
、
新
し
い
も
の
を
生
み
出
す
た
め
の
創
造
を
目
的
と
し
た

肩
肘
の
は
っ
た
会
合
で
は
な
く
、
ま
ず
集
う
こ
と
を
楽
し
む
も
の
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（45）　モスクワにおける非ロシア人

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
自
己
決
定
と
文
化
創
造
の
た
め
に
は
生
涯
学
習

が
必
要
で
あ
り
、
関
心
を
同
じ
く
す
る
人
々
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化

が
必
要
で
あ
る
。
ア
ル
メ
ニ
ア
人
も
タ
タ
ー
ル
人
も
ア
ゼ
ル
バ
イ

ジ
ャ
ン
人
も
そ
れ
を
も
っ
て
い
る
。
前
者
二
者
は
特
に
デ
ィ
ア
ス

ポ
ラ
の
民
で
あ
り
、
祖
国
外
に
い
る
人
々
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に

は
た
け
て
い
る
。

　
か
れ
ら
の
人
間
形
成
の
過
程
は
、
同
一
民
族
だ
け
で
彩
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
類
似
し
た
民
族
性
の
も
の
が
集
う
こ
と
も

あ
る
。
少
数
民
族
チ
ェ
ル
ケ
ス
の
集
い
に
チ
ェ
チ
ェ
ン
人
が
招
か

れ
、
ア
ル
メ
ニ
ア
人
と
チ
ェ
チ
ェ
ン
人
が
ホ
ー
ム
・
パ
ー
テ
ィ
で

闇
達
な
議
論
を
楽
し
む
と
い
づ
た
具
合
で
あ
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

は
民
族
に
よ
っ
て
厳
密
に
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
か

な
り
自
在
に
組
ま
れ
て
い
る
。
一
方
で
は
、
祭
り
な
ど
で
自
文
化

を
常
に
確
認
し
つ
つ
、
他
方
で
は
、
異
文
化
者
と
の
共
同
の
文
化

活
動
も
組
む
。
そ
れ
は
、
創
造
的
で
あ
り
つ
づ
け
る
た
め
に
、
あ

る
轍
に
は
ま
ら
な
い
た
め
に
、
必
要
な
の
だ
。
か
れ
ら
は
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
で
あ
り
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
ロ
シ
ア
人
と
対
抗
す

る
気
持
も
な
け
れ
ば
、
と
り
た
て
て
の
線
引
き
を
希
望
し
て
い
な

い
。
祭
り
な
ど
は
、
自
文
化
へ
の
誇
ヅ
と
仲
問
の
繋
が
り
の
確
認

に
よ
る
安
堵
感
を
も
た
ら
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
異
文
化
者

の
間
に
仲
間
を
つ
く
る
好
機
と
も
な
る
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン

で
も
あ
る
。

　
タ
タ
ー
ル
人
の
祭
り
は
モ
ス
ク
ワ
市
民
が
よ
く
知
っ
て
い
る
大

き
な
祭
り
で
あ
る
。
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
と
っ
て
も
、
異
な
る
も
の

と
一
緒
に
い
る
こ
と
に
特
別
の
違
和
感
も
な
く
、
願
わ
く
ぱ
そ
れ

が
楽
し
い
と
な
る
機
会
が
多
け
れ
ぱ
多
い
ほ
う
が
よ
い
。
自
民
族

に
対
す
る
自
信
に
裏
打
ち
さ
れ
た
地
道
な
自
己
実
現
活
動
が
実
り
、

最
近
、
モ
ス
ク
ワ
で
は
ロ
シ
ア
人
の
中
に
タ
タ
ー
ル
人
に
対
す
る

対
等
感
が
育
っ
て
い
る
。
か
つ
て
は
3
K
労
働
の
畏
族
と
さ
れ
る

こ
と
も
あ
っ
た
か
れ
ら
だ
が
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
の
独
立
性

の
強
化
を
演
出
す
る
政
策
も
好
影
響
を
与
え
、
ロ
シ
ア
人
と
は
違

う
て
い
る
が
、
し
か
し
、
共
に
モ
ス
ク
ワ
社
会
を
形
成
す
る
誇
り

を
も
づ
た
人
々
と
し
て
、
よ
う
や
く
ロ
シ
ア
人
に
対
等
な
存
在
と

し
て
受
け
入
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
に
な
る
た
め
に
は
、
か
れ
ら
が

集
う
場
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
も
民
族
問
に
緊
張
感
が
た
だ
よ
う

社
会
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
は
、
癒
し
の
風
景
と
や
す
ら
ぎ
の
場
が

必
要
で
あ
る
。
安
堵
感
を
と
も
に
感
ず
る
場
が
や
す
ら
ぎ
の
居
場

所
で
あ
り
、
美
し
さ
へ
の
感
性
の
共
振
が
起
こ
る
風
景
が
い
や
し
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の
風
景
で
あ
る
。
そ
れ
は
心
の
奥
に
た
た
ま
れ
た
原
風
景
と
し
て

の
心
象
風
景
と
共
振
す
る
何
か
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
ア
ル
メ

ニ
ア
人
に
と
っ
て
、
ア
ル
メ
ニ
ア
教
会
は
ま
さ
に
や
す
ら
ぎ
の
居

場
所
で
あ
り
、
ア
ル
メ
ニ
ア
人
墓
地
は
い
や
し
の
風
景
で
あ
る
。

　
民
族
学
校
や
同
曜
学
校
は
、
非
ロ
シ
ア
人
が
自
民
族
の
言
語
と

文
化
を
学
ぶ
機
会
を
提
供
し
て
い
る
。
特
に
、
後
者
に
は
民
族
語

を
知
ら
な
い
世
代
が
通
っ
て
い
る
。
ア
ル
メ
ニ
ア
人
た
ち
は
両
方

の
学
校
を
持
っ
て
い
る
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
二
線
級
に
な

ら
な
い
た
め
に
は
、
ロ
シ
ア
文
化
を
相
対
化
す
る
必
要
が
あ
り
、

そ
の
た
め
に
は
ロ
シ
ア
文
化
（
言
語
を
合
む
）
を
学
び
つ
つ
、
そ

こ
に
は
な
い
何
か
を
も
つ
こ
と
が
大
切
で
、
そ
れ
が
美
し
い
自
民

族
の
言
語
と
い
う
こ
と
は
大
い
に
あ
り
う
る
こ
と
だ
。
し
か
も
、

そ
れ
は
第
三
文
化
の
創
造
を
共
に
進
め
る
た
め
に
も
求
め
ら
れ
よ

、
つ
o

　
も
ち
ろ
ん
、
民
族
に
よ
っ
て
、
世
代
に
よ
づ
て
事
情
は
異
な
る
。

デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
民
で
あ
る
ア
ル
メ
ニ
ア
人
た
ち
は
民
族
学
校
を

活
性
化
さ
せ
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
。
同
じ
く
離
散
の
民
で
あ
る

タ
タ
ー
ル
人
は
モ
ス
ク
ワ
で
ま
と
ま
っ
て
住
む
よ
う
に
な
ウ
た
頃

か
ら
ず
っ
と
民
族
語
で
タ
タ
ー
ル
文
化
を
お
し
え
る
学
校
に
こ
だ

わ
り
統
け
て
き
た
。
他
方
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
共
和
国
で
は
独

立
後
す
み
や
・
か
に
学
校
の
言
語
が
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
語
に
な
り
、

ロ
シ
ア
語
の
学
校
は
は
な
は
だ
少
な
い
が
、
モ
ス
ク
ワ
の
ア
ゼ
ル

バ
イ
ジ
ャ
ン
人
た
ち
は
民
族
学
校
を
も
っ
て
い
な
い
。

　
と
も
か
く
、
い
ま
モ
ス
ク
ワ
で
は
、
学
校
教
育
を
相
対
化
す
る

学
習
・
文
化
活
動
（
人
間
形
成
の
場
）
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
、
し

か
も
不
定
形
で
柔
軟
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
、
大
人
と
子
ど
も
の
生

涯
学
習
と
が
、
非
ロ
シ
ア
人
に
と
っ
て
楽
し
く
か
つ
重
要
な
と
き

を
迎
え
つ
つ
あ
る
。

（
1
）
　
↓
団
↓
與
O
o
ス
＝
o
匡
O
田
o
o
↓
員
Z
o
I
o
（
心
ω
）
一
－
⑩
〇
一
〇
．
㎝
．

（
2
）
　
栗
生
沢
猛
夫
「
モ
ス
ク
ワ
の
外
国
人
村
」
『
小
樽
商
科
大
学

　
人
文
研
究
』
第
六
九
輯
、
一
九
八
五
年
三
月
、
五
頁
。

（
3
）
　
＝
涼
↓
o
『
｝
o
h
ζ
○
ω
O
O
奏
一
…
o
竃
o
峯
一
－
〕
『
o
o
q
『
鶉
ω
、
＝
σ
＝
－

　
争
①
「
ω
二
〇
〇
〇
ゴ
p
蜆
o
o
1

（
4
）
　
粟
生
沢
・
前
掲
替
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
）
・
（
6
）
・
（
7
）
↓
胃
岩
o
…
①
＝
畠
o
S
き
Z
o
．
o
（
お
）
一
ε
貫

　
O
1
蜆
1

（
8
）
　
＝
后
δ
『
｝
9
ζ
O
ω
O
O
ξ
一
P
蜆
印

（
9
）
　
一
九
九
七
年
一
二
月
四
目
に
、
旧
ソ
連
邦
構
成
共
和
国
の
う
ち

　
中
央
ア
ジ
ア
部
に
位
置
す
る
独
立
国
家
の
代
表
者
が
参
加
す
る
「
中

　
央
ア
ジ
ア
総
合
戦
略
セ
ミ
ナ
ー
」
（
日
本
国
際
問
題
研
究
所
主
催
）
が

　
開
か
れ
た
が
、
そ
の
際
に
も
旧
体
制
か
ら
引
き
継
い
だ
プ
ラ
ス
の
要
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素
と
し
て
豊
か
な
人
材
が
指
摘
さ
れ
た
。

（
1
0
）
　
山
内
目
国
之
『
瀕
死
の
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
講
談
社
学
術
文
庫
、

　
一
九
九
五
年
、
三
二
二
頁
。

（
1
1
）
　
表
ー
は
、
岡
田
進
「
『
単
一
国
氏
経
済
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
』
の

　
理
念
と
現
実
」
（
『
近
代
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
」
に
お
け
る
ネ
ー
シ
目

　
ン
と
エ
ト
ノ
ス
』
東
京
外
国
語
大
学
、
一
九
九
二
年
、
一
八
一
頁
）

　
と
甲
×
、
O
O
O
巾
血
岩
o
。
浮
。
O
。
ω
㌣
鵠
．
と
か
ら
作
っ
た
も
の
で
あ

　
る
。

（
1
2
）
　
拙
稿
「
民
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
」
（
『
ロ
シ
ア
・
ユ
ー

　
ラ
シ
ア
経
済
調
査
資
料
』
一
九
九
八
年
三
月
号
）
、
「
目
シ
ア
に
生
き

　
る
非
ロ
シ
ア
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
」
（
二
橋
論
叢
』
第
一

　
二
〇
巻
第
四
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
3
）
　
加
納
楮
「
連
邦
自
治
論
の
現
在
」
（
『
ロ
シ
ア
研
究
』
㎞
2
1
、
一

　
四
九
頁
）
を
参
照
。

（
1
4
）
ま
窒
…
畠
…
彗
「
富
胃
P
＝
一
－
－
二
〇
箪

（
1
5
）
　
森
岡
修
一
「
多
民
族
の
言
語
政
策
と
教
育
の
諸
相
」
（
川
野
辺

　
敏
監
修
、
岩
崎
正
吾
・
遠
藤
忠
編
『
ロ
シ
ア
の
教
育
・
過
去
と
未

　
来
』
新
読
普
社
、
一
九
九
六
年
、
三
六
五
頁
）
を
参
照
。

（
1
6
）
　
加
納
格
、
前
掲
杳
、
　
一
五
八
頁
。

（
1
7
）
　
廣
岡
正
久
「
”
民
族
主
義
路
線
”
に
回
帰
す
る
ロ
シ
ア
正
教
会
」

　
『
ロ
シ
ア
研
究
』
M
2
1
、
二
〇
頁
。

（
㎎
）
　
↓
団
↓
與
O
o
雷
雪
①
＝
O
匝
O
〇
一
□
貝
Z
ρ
㊤
（
ト
ω
）
一
－
o
o
メ
O
．
㎝
．

（
1
9
）
　
浜
本
ま
り
子
「
人
は
い
か
に
し
て
自
ら
が
生
れ
育
っ
た
場
所
で

　
異
邦
人
た
り
う
る
か
」
中
内
敏
夫
・
長
島
信
弘
編
『
社
会
規
範
』
藤

　
原
書
店
、
一
九
九
五
年
、
九
三
頁
。

（
2
0
）
　
滝
川
義
人
『
ユ
ダ
ヤ
を
知
る
事
典
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
四

　
年
、
一
九
七
頁
。

（
”
）
　
前
書
、
二
〇
四
頁
。

（
2
2
）
　
高
坂
誠
「
旧
ソ
連
系
ユ
ダ
ヤ
人
の
現
在
」
『
現
代
思
想
』
一
九

　
九
四
年
、
㎞
2
2
－
8
、
一
〇
六
頁
。

（
2
3
）
　
今
福
龍
太
「
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
に
な
る
方
法
『
ク
レ
オ
ー
ル
主
義
』

　
そ
の
後
」
（
『
民
族
の
共
存
を
求
め
て
（
2
）
』
北
海
適
大
学
ス
ラ
ブ

　
研
究
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
七
年
）
を
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
教
授
）
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