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も
の
で
も
、
欧
州
語
を
二
単
位
必
修
す
る
義
務
が
あ
る
の
に
、
欧
州
語
学

を
専
攻
す
る
も
の
は
も
と
よ
り
、
国
語
国
文
学
を
専
攻
す
る
も
の
で
も
、

支
那
語
を
収
め
る
義
務
は
な
か
っ
た
」。「
支
那
語
」
と
い
う
の
は
戦
前
の

言
い
方
で
す
。
現
在
で
は
「
支
那
」
と
い
う
言
い
方
は
戦
前
の
中
国
差
別

が
色
濃
く
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
ま
す
の
で
使
い
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
歴
史

的
用
語
と
し
て
使
い
ま
し
た
。

　

倉
石
氏
に
よ
る
と
、
中
国
の
こ
と
を
研
究
す
る
学
生
も
、
中
国
語
を
学

ば
な
か
っ
た
と
言
い
ま
す
。
そ
れ
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
日
本
に
「
漢

文
訓
読
」
と
い
う
方
法
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
漢
文
に
つ
い
て
の
詳
し
い

説
明
は
省
き
ま
す
が
、
簡
単
に
言
う
と
、
古
代
中
国
の
言
葉
を
日
本
風
に

し
て
読
み
、
理
解
す
る
方
法
で
し
た
。
漢
文
さ
え
学
べ
ば
、
同
時
代
の
中

国
語
を
習
得
し
な
く
て
も
、
中
国
に
つ
い
て
の
研
究
が
で
き
る
と
さ
れ
て

　

私
は
大
学
の
授
業
お
よ
び
研
究
に
つ
い
て
、「
文
化
資
源
」
と
い
う
角

度
か
ら
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
の
い
わ
ゆ
る
専
門
は
中
国
文
学

研
究
で
、
大
学
で
は
中
国
語
を
教
え
て
い
ま
す
の
で
、
以
下
で
は
、
中
国

研
究
と
中
国
語
教
育
に
つ
い
て
の
話
に
な
り
ま
す
。

　

大
学
で
外
国
語
を
学
ぶ
こ
と
は
、
現
在
の
感
覚
で
は
当
た
り
前
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
戦
前
の
日
本
の
大
学
で
は
、
西
洋
の
言
葉
だ
け
が
、

学
問
の
外
国
語
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
英
語
、
ド
イ
ツ
語
お
よ
び
フ
ラ
ン

ス
語
で
す
。
戦
前
に
高
等
教
育
機
関
で
中
国
語
教
育
を
広
げ
よ
う
と
努
力

し
た
倉
石
武
四
郎
氏
は
、『
支
那
語
教
育
の
理
論
と
実
際
』（
一
九
四
一

年
）
に
、
こ
う
書
い
て
い
ま
す
。「
大
学
に
お
け
る
支
那
語
の
地
位
も
、

最
近
ま
で
は
微
々
た
る
も
の
で
、
外
国
語
と
い
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
・
ド
イ

ツ
・
フ
ラ
ン
ス
に
限
ら
れ
、
京
都
帝
国
大
学
で
は
、
支
那
学
を
専
攻
す
る
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戦
争
や
商
業
活
動
の
必
要
の
範
囲
内
に
お
い
て
の
み
、
授
業
が
お
か
れ
て

い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
面
白
い
こ
と
に
、
一
橋
で
は
、
学
問
で
は
な
い

と
さ
れ
た
こ
と
を
逆
手
に
と
る
よ
う
に
、
中
国
に
対
す
る
独
特
な
研
究
が

生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
中
国
の
庶
民
の
生
活
の
論
理
に
ま
な
ざ
し
を
向

け
る
研
究
で
し
た
。

　

こ
こ
で
根
岸
佶
氏
（
一
八
七
四
〜
一
九
七
一
）
の
主
た
る
研
究
を
紹
介

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
彼
は
中
国
経
済
の
研
究
者
で
し
た
。
代
表
的
な
著

作
と
し
て
『
中
国
の
ギ
ル
ド
』（
一
九
五
三
年
）
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。

ギ
ル
ド
と
い
う
の
は
中
世
西
洋
で
生
ま
れ
た
同
業
者
団
体
の
こ
と
で
す
が
、

こ
の
研
究
は
西
洋
の
ギ
ル
ド
の
概
念
で
中
国
の
経
済
活
動
を
解
説
し
た
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
、
中
国
社
会
に
特
有
な
人
間
関
係

の
あ
り
方
、
い
う
な
れ
ば
、
中
国
の
人
が
ど
の
よ
う
に
し
て
他
人
と
の
関

係
を
組
み
立
て
る
か
を
、
で
き
る
限
り
内
在
的
に
理
解
し
よ
う
と
し
た
も

の
で
す
。
例
え
ば
次
の
文
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。「
人
民
は
国
家
に
依
存

す
る
こ
と
な
く
協
同
自
治
に
よ
り
生
活
す
る
こ
と
を
図
っ
た
。
彼
等
の
生

活
を
見
る
に
三
様
式
あ
っ
て
、
一
は
家
族
、
二
は
郷
党
、
三
は
ギ
ル
ド
で

あ
る
。
往
時
彼
等
は
そ
の
家
族
が
繁
栄
し
、
郷
党
が
平
和
で
、
ギ
ル
ド
が

安
固
で
あ
っ
て
、
生
を
楽
み
、
死
を
厚
う
し
得
れ
ば
そ
れ
で
満
足
し
た
」。

お
そ
ら
く
現
在
の
中
国
社
会
を
見
る
に
も
有
益
な
指
摘
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
。

　

根
岸
氏
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
戦
前
は
国
策
と
も
衝
突
し
な
い

い
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
見
方
の
背
景
に
は
、
同
時
代
の
中

国
へ
の
蔑
視
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
学
問
の
あ
り
方
を
批
判
し
て
、

倉
石
氏
を
は
じ
め
と
す
る
何
人
か
の
人
び
と
は
、
同
時
代
の
中
国
で
話
さ

れ
て
い
る
言
葉
を
学
ぶ
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
し
た
。

　

一
橋
大
学
で
も
、
事
情
は
似
た
よ
う
な
も
の
で
し
た
。
一
橋
大
学
の
前

身
で
あ
る
東
京
商
科
大
学
で
は
じ
め
て
中
国
語
が
設
置
さ
れ
た
の
は
、
私

が
調
べ
た
か
ぎ
り
で
は
、
一
九
三
七
年
で
す
。
初
級
か
ら
学
ぶ
「
支
那

語
」
と
、
中
級
に
あ
た
る
「
読
方
、
訳
解
、
作
文
」
と
い
う
授
業
が
お
か

れ
ま
し
た
。
一
九
三
七
年
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
偶
然
だ
と
思
い
ま
す

が
、
日
中
戦
争
が
始
ま
っ
た
年
で
す
。
意
識
的
で
は
な
い
と
思
う
も
の
の
、

戦
争
に
よ
っ
て
中
国
に
進
出
す
る
と
き
に
、
中
国
語
が
必
要
と
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

じ
つ
は
東
京
商
科
大
学
で
も
、
そ
れ
以
前
か
ら
中
国
に
関
す
る
授
業
は

あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
根
岸
佶
氏
の
授
業
で
す
。
た
と
え
ば

彼
は
、「
満
蒙
事
情
」
と
い
う
授
業
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
日
本
か
ら
の

開
拓
団
が
出
か
け
た
満
州
と
蒙
古
の
こ
と
で
す
。
商
科
大
学
で
す
か
ら
、

満
州
や
蒙
古
に
商
業
活
動
の
た
め
に
出
か
け
る
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
需
要
に
応
え
る
よ
う
に
、「
満
蒙
」
の
こ
と
を
説
明
す
る
授

業
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　

つ
ま
り
、
戦
前
の
日
本
の
高
等
教
育
に
お
い
て
、
同
時
代
の
中
国
語
や

中
国
研
究
は
、
学
問
と
し
て
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
橋
で
も
、
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る
現
代
中
国
文
学
の
流
れ
を
大
き
な
視
点
か
ら
論
じ
た
文
学
史
家
の
木
山

英
雄
（
一
九
三
四
年
生
ま
れ
）
な
ど
、
多
彩
な
研
究
が
知
ら
れ
ま
す
。
い

ず
れ
も
、
大
き
な
特
徴
と
し
て
は
、
中
国
人
の
生
活
の
息
吹
を
く
み
取
ろ

う
と
す
る
研
究
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
師
匠
か
ら
弟
子
へ
と

伝
わ
っ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
、
一
橋
の
キ
ャ
ン
パ
ス
の
雰
囲
気

か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
も
あ
り
ま
し
た
。
あ
ま
り
華
や
か
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
豊
か
な
「
文
化
資
源
」
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
近
年
、
日
本
の
み
な
ら
ず
中
国
で
も
、
一
橋
の
中

国
研
究
の
資
源
が
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
木
山
英
雄
氏
の
著
作

が
中
国
語
に
翻
訳
さ
れ
て
話
題
に
な
っ
た
り
、
増
淵
龍
夫
氏
に
つ
い
て
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
か
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
現
在
の
中
国
に
生
き
る
人

に
と
っ
て
も
、
中
国
人
の
庶
民
の
生
活
を
、
明
確
な
言
葉
に
し
て
論
じ
る

研
究
が
、
新
鮮
で
重
要
な
も
の
と
感
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

（
す
ず
き　

ま
さ
ひ
さ
／
言
語
社
会
研
究
科
教
授
）

授
業
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
授
業
を
し
な
が
ら
、
同
時
に
ギ

ル
ド
に
つ
い
て
の
研
究
を
深
め
、
戦
後
す
ぐ
に
著
作
と
し
て
ま
と
め
た
の

で
し
た
。
そ
れ
は
高
尚
な
学
問
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
一
橋
の

な
か
で
も
主
流
を
占
め
た
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

商
業
活
動
の
必
要
と
い
う
枠
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
れ
を
近
視
眼
的
な
利

益
に
陥
ら
せ
ず
、
む
し
ろ
中
国
社
会
の
実
態
に
即
し
た
研
究
へ
と
深
め
る

こ
と
に
成
功
し
て
い
ま
す
。

　

根
岸
氏
の
学
問
的
な
伝
統
、
あ
る
い
は
中
国
に
向
き
合
う
姿
勢
の
よ
う

な
も
の
と
い
っ
た
方
が
良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
一
橋
で
脈
々

と
受
け
継
が
れ
ま
し
た
。
根
岸
氏
の
弟
子
に
あ
た
る
歴
史
学
者
の
村
松
祐

次
氏
（
一
九
一
一
〜
一
九
七
四
）
の
ほ
か
、
西
洋
史
出
身
な
が
ら
根
岸
氏

以
来
の
中
国
経
済
研
究
を
進
め
た
増
淵
龍
夫
氏
（
一
九
一
六
〜
一
九
八

三
）、
独
特
な
思
想
的
構
想
力
に
よ
っ
て
近
代
中
国
思
想
を
鋭
く
論
じ
た

西
順
蔵
氏
（
一
九
一
四
〜
一
九
八
四
）、
魯
迅
・
周
作
人
を
は
じ
め
と
す


