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｜
日
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力
が
地
に

落
ち
る
｜
｜
』（
集
英
社
新
書
、
二
〇
一
五
年
、
二
五
四
頁
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ラ
デ
ィ
カ
ル
な
タ
イ
ト
ル
か
ら
想
像
さ
れ
る
英
語
教
育
批
判
の
書
で

は
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
に
呼
応
し
た
新
自
由
主
義
の
枠
に
は

め
ら
れ
た
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
信
仰
に
も
と
づ
く
教
育
、
わ
け
て
も
英
語

に
代
表
さ
れ
る
外
国
語
教
育
の
捉
え
方
を
痛
烈
に
批
判
す
る
書
で
あ

る
。
こ
う
し
た
著
者
の
意
図
は
、
本
稿
を
投
稿
す
る
た
め
の
必
要
に
迫

ら
れ
て
、
著
者
に
つ
け
て
も
ら
っ
た
英
語
の
タ
イ
ト
ル
に
奇
し
く
も
明

確
に
さ
れ
て
い
る
の
が
、
提
起
さ
れ
て
い
る
問
題
の
本
質
を
考
え
る
う

え
で
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
。

本
書
は
巻
末
の
註
を
含
め
て
二
五
四
頁
の
手
頃
な
新
書
で
あ
る
が
、

そ
こ
で
提
起
さ
れ
て
い
る
問
題
と
手
を
抜
か
な
い
資
料
を
駆
使
し
た
論

述
は
、
優
に
学
術
的
論
考
の
対
象
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一

方
で
、
幅
広
い
読
者
を
想
定
し
て
い
る
新
書
に
ふ
さ
わ
し
い
読
み
や
す

い
文
章
で
貫
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
故
に
で
あ
ろ
う
単
純
化
さ
れ
た
記

述
が
気
に
な
る
箇
所
も
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
全
体
の
構
成
は
、
本
論
七

章
に
「
は
じ
め
に
」
と
「
お
わ
り
に
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
本
論

各
章
の
概
略
を
紹
介
し
よ
う
。

第
一
章

日
本
を
覆
う
「
英
語
化
」
政
策
、
で
は
、
今
日
の
日
本
で

進
展
す
る
マ
ジ
ッ
ク
・
ワ
ー
ド
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
の
掛
け
声
の
も
と

で
、小
学
校
か
ら
大
学
に
い
た
る
ま
で
の
教
育
現
場
で
加
速
さ
れ
る「
英

語
化
」
政
策
へ
の
警
鐘
に
満
ち
た
現
状
が
説
明
さ
れ
る
。

第
二
章

グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
英
語
化
は
歴
史
の
必
然
な
の
か
、
で
は
、

「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」を
歴
史
法
則
と
す
る
史
観
の
検
証
が
展
開
さ
れ
る
。

本
章
こ
そ
が
著
者
の
面
目
躍
如
と
唸
ら
さ
れ
る
内
容
で
あ
る
。

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
普
遍
語
で
あ
っ
た
ラ
テ
ン
語
を
、
い
わ

ゆ
る
土
着
語
へ
翻
訳
す
る
作
業
を
通
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の「
国
語
」

が
成
立
し
、知
的
世
界
が
庶
民
の
生
活
に
も
普
及
し
て
い
っ
た
こ
と
を
、

古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
も
言
及
し
つ
つ
、
宗
教
改
革
を
可
能
に
し
た
「
土
着

語
」（
ド
イ
ツ
語
）
の
聖
書
、
近
代
哲
学
を
広
め
た
「
土
着
語
」（
フ
ラ

ン
ス
語
）
に
よ
る
執
筆
な
ど
の
貢
献
を
紹
介
す
る
。
一
部
の
エ
リ
ー
ト

に
独
占
さ
れ
た
普
遍
言
語
を
「
土
着
化
」
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
知
的
世

界
の
拡
大
を
も
た
ら
し
文
明
を
豊
か
に
す
る
、
と
説
得
的
な
グ
ロ
ー
バ
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ル
化
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。

第
三
章

翻
訳
」
と
「
土
着
化
」
が
つ
く
っ
た
近
代
日
本
、
で
は
、

第
二
章
で
論
証
さ
れ
た
歴
史
的
視
点
を
日
本
に
場
を
変
え
て
検
証
す

る
。
そ
の
時
代
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
日
本
が
近
代
国
家
の
建
設

に
邁
進
し
た
明
治
で
あ
る
。
本
章
で
も
、
当
時
の
論
客
た
ち
の
主
張
を

丁
寧
に
な
ぞ
っ
て
い
て
読
み
応
え
が
あ
る
。
結
論
は
明
確
で
、
当
時
の

「
普
遍
」
で
あ
っ
た
外
来
の
知
を
吸
収
、
消
化
し
翻
訳
語
の
定
着
を
含

む
「
土
着
化
」
の
作
業
を
通
じ
て
日
本
の
近
代
社
会
の
形
成
が
な
さ
れ

て
い
っ
た
と
す
る
。
当
然
に
あ
っ
た
英
語
の
公
用
語
化
の
主
張
を
退
け

て
日
本
語
に
よ
る
近
代
化
作
業
を
推
進
し
た
こ
と
が
、
日
本
が
「
曲
が

り
な
り
に
も
」
近
代
化
に
成
功
し
た
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
と
結
論
づ

け
て
い
る
。

こ
こ
で
、
英
語
を
使
用
す
る
こ
と
に
関
し
て
の
評
価
に
考
え
さ
せ
ら

れ
る
部
分
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
お
雇
い
外
国
人
に
よ
る
英
語
を
媒
介

と
し
た
高
等
教
育
が
提
供
さ
れ
て
い
た
時
代
が
終
わ
り
、
翻
訳
語
の
定

着
が
日
本
語
に
よ
る
概
念
の
表
現
を
よ
り
豊
か
な
も
の
に
し
て
い
く
一

方
で
、
学
生
た
ち
の
外
国
語
能
力
の
低
下
が
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
、
イ
ギ
リ
ス
留
学

か
ら
帰
国
し
て
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
夏
目
漱
石
は
次
の
よ
う
に
評
し
て

い
る
と
い
う
。
即
ち
、
英
語
の
力
の
衰
え
は
「
日
本
の
教
育
が
正
当
な

順
序
で
発
達
し
た
結
果
」
で
「
当
然
の
事
」
だ
、
と
。
著
者
は
こ
の
漱

石
の
認
識
を
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
は
進
歩
な
の
だ
と
い
う
「
グ
ロ
ー
バ

ル
化
史
観
」
に
基
づ
い
た
現
在
の
英
語
重
視
策
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と

し
て
紹
介
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
論
を
す
す
め
て
、
英
語
化
社

会
が
日
本
に
拡
が
っ
て
い
け
ば
、
英
語
を
用
い
て
仕
事
を
す
る
日
本
人

は
そ
う
で
は
な
い
日
本
人
を
軽
く
扱
い
、
国
民
の
間
の
分
断
が
避
け
ら

れ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
る
。こ
う
し
た
英
語
化
の
負
の
影
響
は
、

第
六
章
で
は
、
日
本
語
の
「
現
地
語
化
」
と
い
う
用
語
で
さ
ら
に
説
明

さ
れ
て
い
る
。

第
四
章

グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
英
語
化
は
民
主
的
な
の
か
、
で
は
、「
グ

ロ
ー
バ
ル
化
史
観
」
の
結
果
と
し
て
の
地
域
統
合
を
と
り
あ
げ
て
、
普

遍
と
土
着
の
問
題
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
て
い
る
。
地
域
統
合
が
進
め
ば

グ
ロ
ー
バ
ル
な
レ
ベ
ル
で
の
議
論
が
優
先
さ
れ
て
土
着
の
意
見
が
軽
視

さ
れ
る
と
い
う
Ｅ
・
ト
ッ
ド
の
論
を
紹
介
し
て
、
そ
の
先
に
あ
る
目
指

す
べ
き
民
主
主
義
の
あ
り
方
と
し
て
、
Ｗ
・
キ
ム
リ
ッ
カ
等
に
よ
る
リ

ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
考
え
方
を
紹
介
す
る
。

著
者
が
注
目
す
る
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
Ｅ
Ｕ
の
よ
う

な
地
域
統
合
体
が
そ
の
地
域
の
住
民
か
ら
奪
っ
て
い
く
（
と
解
説
さ
れ

る
）
母
語
の
役
割
や
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
空
間
に
基
づ
い
た
人
生
の
選
択
肢

を
取
り
戻
し
て
、
上
位
の
権
力
機
構
に
よ
ら
ず
、
個
人
が
自
由
で
平
等

な
民
主
主
義
の
あ
り
方
を
可
能
に
す
る
と
主
張
す
る
。

第
二
章
が
歴
史
的
観
点
に
た
つ
グ
ロ
ー
バ
ル
化
批
判
の
本
陣
で
あ
る
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と
す
れ
ば
、
本
章
は
、
今
日
的
観
点
か
ら
の
批
判
の
そ
れ
で
あ
る
と
言

え
る
。
地
域
統
合
の
一
つ
の
画
期
を
な
し
て
い
る
Ｅ
Ｕ
が
例
と
し
て
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｅ
Ｕ
を

研
究
対
象
と
し
て
い
る
評
者
に
は
や
や
通
り
一
遍
に
過
ぎ
る
Ｅ
Ｕ
批
判

に
終
わ
っ
て
い
る
感
を
否
め
な
い
し
、
事
例
と
し
て
も
説
明
不
足
が
気

に
な
る
箇
所
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

第
五
章

英
語
偏
重
教
育
の
黒
幕
、
新
自
由
主
義
者
た
ち
の
思
惑
、

で
は
、
英
語
化
政
策
を
推
進
す
る
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
「
新
自
由
主

義
」
の
考
え
方
そ
の
も
の
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
前
世
紀
八
十
年
代
あ

た
り
か
ら
広
ま
っ
た
「
新
自
由
主
義
」
は
、
独
特
の
人
間
観
に
も
と
づ

い
た
自
由
主
義
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
市
場
経
済
を
絶

対
視
し
（
開
放
経
済
）、
公
的
部
門
の
効
率
化
を
主
張
し
（
規
制
緩
和
と

小
さ
な
政
府
）、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
推
し
進
め
、
各
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な

空
間
の
差
異
を
な
く
す
こ
と
こ
そ
が
進
歩
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
効
率
化
の
名
目
の
も
と
で
多
様
な
意
見
を
審
議
す
る
と

い
う
民
主
的
プ
ロ
セ
ス
は
軽
視
さ
れ
る
。
こ
れ
を
Ｔ
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン

は
「
黄
金
の
拘
束
服
」
と
呼
び
、
こ
の
「
黄
金
の
拘
束
服
」
を
し
っ
か

り
と
着
込
ん
だ
日
本
政
府
が
、グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
た
め
の
経
済
政
策
、

そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
英
語
偏
重
教
育
へ
と
進
ん
で
い
く
グ
ロ
ー
バ

ル
化
史
観
の
政
策
実
施
が
説
明
さ
れ
、
一
般
国
民
の
生
活
を
不
安
定
化

さ
せ
た
の
み
な
ら
ず
、教
育
で
さ
え
も
ビ
ジ
ネ
ス
の
道
具
と
な
り
は
て
、

日
本
人
の
愚
民
化
が
進
む
と
す
る
。

第
六
章

英
語
化
が
破
壊
す
る
日
本
の
良
さ
と
強
み
、
で
は
、
母
語

の
確
立
と
文
化
の
強

性
と
の
一
体
的
関
係
と
そ
の
重
要
性
が
説
か
れ

る
。
言
語
は
単
な
る
ツ
ー
ル
で
は
な
く
、
個
々
人
の
中
核
を
な
す
自
己

の
あ
り
方
や
道
徳
観
は
、
言
語
習
得
を
通
し
て
こ
そ
形
成
さ
れ
、
学
ん

で
い
か
れ
る
と
主
張
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
で
の
英
語
化
が
進
め

ば
、
日
本
人
の
創
造
性
は
損
な
わ
れ
、
専
門
書
を
日
本
語
で
読
む
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
て
専
門
分
野
の
力
も
お
ろ
そ
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
と

警
告
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
豊
か
な
文
化
に
支
え
ら
れ
て
い
る
土

着
語
で
あ
る
は
ず
の
日
本
語
が
「
現
地
語
化
」
す
る
こ
と
で
あ
り
、
多

く
の
日
本
人
が
、
日
本
語
は
英
語
よ
り
も
劣
っ
て
い
る
と
思
う
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
著
者
は
危
惧
す
る
。
そ
し
て
、
巧
み
な
外
来
の

知
の
受
容
に
よ
り
土
着
化
し
た
近
代
化
を
成
功
さ
せ
て
き
た
日
本
の
国

づ
く
り
の
強
み
が
発
揮
で
き
な
く
な
る
と
結
論
す
る
。

本
章
に
お
い
て
も
、
国
内
外
の
多
様
な
分
野
の
研
究
者
や
モ
ノ
づ
く

り
の
専
門
家
な
ど
の
議
論
や
意
見
を
縦
横
無
尽
に
紹
介
し
、
産
業
構
造

の
あ
り
方
を
示
す
グ
ラ
フ
も
多
用
し
た
説
得
力
の
あ
る
論
が
展
開
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
主
張
は
多
く
の
賛
同
者
を
よ
ぶ
と
同
時

に
、
多
様
な
反
論
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

は
ひ
と
つ
に
は
、
英
語
化
が
日
本
語
（
あ
る
い
は
あ
る
国
の
母
語
）
を

「
現
地
語
化
」
す
る
過
程
が
直
線
的
に
説
明
さ
れ
る
の
み
で
、
英
語
化
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が
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
多
様
な
現
象
や
予
期
せ
ぬ
結
果
な
ど
へ
の
言
及

は
省
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
点
は
指
摘
す
る
ま
で

も
な
く
、
新
書
と
い
う
性
格
、
紙
幅
の
制
限
な
ど
を
踏
ま
え
て
の
こ
と

で
、
著
者
は
十
分
に
承
知
の
う
え
で
の
単
純
化
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。第

七
章

今
後
の
日
本
の
国
づ
く
り
と
世
界
秩
序
構
想
、
で
は
、
英

語
化
の
進
展
を
今
日
の
世
界
に
視
点
を
移
し
て
議
論
す
る
。
英
語
化
に

象
徴
さ
れ
る
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
史
観
」
は
世
界
を
席
巻
し
て
お
り
、
本

書
で
議
論
さ
れ
た
日
本
国
内
の
問
題
点
は
世
界
規
模
で
進
行
し
つ
つ
あ

る
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
英
語
を
母
国
語
と
す
る

諸
国
を
頂
点
と
し
た
英
語
支
配
の
序
列
構
造
が
出
来
上
が
り
つ
つ
あ

り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
非
英
語
圏
の
日
本
は
頂
点
に
立
つ
こ
と
な
ど

望
む
べ
く
も
な
い
し
、
英
語
の
も
つ
「
公
正
さ
」
の
内
容
は
日
本
語
の

そ
れ
と
は
異
質
で
あ
る
が
故
に
上
位
に
位
置
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

説
明
さ
れ
る
。
で
は
ど
う
す
べ
き
か
。
そ
の
答
え
は
、
日
本
が
持
つ
強

み
を
生
か
し
て
傾
注
す
る
べ
き
世
界
秩
序
の
あ
り
方
、「
棲
み
分
け
型
多

文
化
共
生
世
界
」
を
目
指
し
て
あ
ら
ゆ
る
支
援
を
惜
し
ま
な
い
こ
と
で

あ
る
と
す
る
。「
棲
み
分
け
型
多
文
化
共
生
世
界
」で
は
、
各
国
が
そ
れ

ぞ
れ
の
母
語
に
よ
る
土
着
化
さ
れ
た
先
進
的
な
知
を
享
受
す
る
こ
と
が

で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
内
で
の
職
業
や
生
活
の
選
択
肢
を
広
げ
て
社

会
的
分
断
を
押
し
と
ど
め
、
た
と
え
ば
経
済
移
民
と
な
る
よ
う
な
こ
と

が
回
避
で
き
る
社
会
で
あ
る
。
日
本
は
、
そ
の
た
め
の
翻
訳
と
土
着
化

の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
提
供
し
て
、
望
む
べ
き
公
正
な
世
界
秩
序
の
実
現
へ
貢

献
で
き
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
日
本
社
会
の
英
語
化
は
、
国
家
戦
略
と

し
て
大
き
な
誤
り
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
本
書
が
単
な
る
英
語
で
授
業
を
す
る
こ
と

の
押
し
つ
け
へ
の
抵
抗
の
書
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
政

府
と
産
業
界
が
一
体
と
な
っ
て
強
引
に
進
め
よ
う
と
す
る
日
本
社
会
の

英
語
化
が
、
日
本
の
国
力
の
源
泉
を
脅
か
し
、
戦
略
の
な
い
グ
ロ
ー
バ

ル
化
政
策
が
国
の
将
来
に
と
っ
て
い
か
に
危
険
な
も
の
で
あ
る
か
を
重

厚
に
説
き
、
天
下
国
家
の
根
源
的
な
あ
り
方
を
問
い
か
け
て
い
る
書
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
単
に
批
判
と
問
い
か
け
で
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
グ

ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る
統
合
さ
れ
た
社
会
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
と
し
て

の
目
指
す
べ
き
世
界
秩
序
を
提
案
し
て
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
よ
く
目

配
り
さ
れ
た
中
身
の
濃
い
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
史
観
」
批
判
論
で
あ
り
、

著
者
の
力
量
が
い
か
ん
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

そ
の
う
え
で
、
あ
え
て
そ
ぎ
落
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ

る
も
の
の
、
地
域
統
合
の
進
展
の
非
直
線
性
に
つ
い
て
と
語
学
力
の
強

化
に
つ
い
て
の
二
点
に
絞
っ
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
史
観
に
た
つ
批
判
に

は
収
ま
り
切
れ
な
い
現
状
を
述
べ
た
い
。
最
後
に
、「
棲
み
分
け
型
多
文

化
共
生
世
界
」
に
も
問
題
が
潜
む
こ
と
を
指
摘
し
て
本
稿
を
終
わ
る
。

地
域
統
合
の
効
用
に
世
界
の
耳
目
が
集
ま
っ
た
の
は
、欧
州
連
合（
Ｅ

― ―122



Ｕ
）
の
加
盟
国
が
一
挙
に
拡
大
し
た
二
〇
〇
四
年
以
降
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。
二
十
世
紀
終
わ
り
か
ら
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
グ

ロ
ー
バ
ル
化
は
、
地
球
規
模
で
の
移
動
を
基
本
と
し
て
お
り
、
主
に
経

済
活
動
と
の
関
わ
り
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
Ｅ
Ｕ
の
権
限

分
野
も
、
一
九
五
一
年
の
発
足
か
ら
九
三
年
ま
で
は
経
済
活
動
に
限
定

し
た
統
合
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
人
が
行
う
活
動
が
、

た
と
え
ば
こ
ち
ら
は
経
済
こ
ち
ら
は
政
治
な
ど
と
、
明
確
に
切
り
分
け

ら
れ
る
わ
け
も
な
く
、
社
会
生
活
に
お
け
る
統
合
は
、
経
済
分
野
の
規

格
が
統
一
さ
れ
て
い
く
に
連
れ
て
、
実
態
と
し
て
徐
々
に
進
展
し
て

い
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
加
盟
国
の
拡
大
と
と
も
に
Ｅ
Ｕ
の

影
響
力
が
浸
透
し
て
い
き
、
よ
り
「
合
理
的
」
で
「
自
由
で
民
主
的
」

な
社
会
の
構
築
と
い
う
理
念
の
も
と
に
制
度
化
が
進
ん
で
い
っ
た
。
Ｅ

Ｕ
と
い
う
地
域
限
定
の
統
一
的
（
即
ち
グ
ロ
ー
バ
ル
な
）
制
度
化
を
も

つ
組
織
が
膨
ら
ん
で
い
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
本
書
の
著
者
が
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
、
よ
り
下
位
レ
ベ
ル
か
ら
の
反
発
と
批
判
を
受
け
る

よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

で
は
、
Ｅ
Ｕ
域
内
の
国
家
は
、
あ
る
い
は
そ
こ
で
暮
ら
す
人
々
の
声

は
本
当
に
届
い
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
英
語
化
に
染
め
ら
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
は
な
い
。
Ｅ
Ｕ
の
公
用
語
は
、
加
盟

国
す
べ
て
の
公
用
語
で
あ
り
、
二
四
言
語
で
あ
る
。
マ
ル
タ
語
も
ド
イ

ツ
語
も
同
じ
扱
い
で
あ
る
。
全
て
の
公
文
書
は
二
四
言
語
で
発
布
さ
れ

る
し
、
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
で
の
申
し
立
て
お
よ
び
一
切
の
審
議
は
公
用
語
で

あ
れ
ば
ど
の
言
語
で
も
よ
く
、
従
っ
て
、
全
て
の
人
（
Ｅ
Ｕ
市
民
）
が

母
語
で
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
欧
州
議
会
の
議
員
は
、
仮
に
英
語
が

話
せ
て
も
演
説
は
自
ら
の
母
語
で
行
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
多
言
語
行

政
に
か
か
る
経
費
は
、
Ｅ
Ｕ
予
算
全
体
の
三
％
程
度
で
は
な
い
か
と
推

測
さ
れ
る１

）
。
ま
た
、
翻
訳
、
通
訳
経
費
の
他
に
、
Ｅ
Ｕ
域
内
各
地
に
残

る
文
字
通
り
の「
土
着
語
」で
あ
る
少
数
言
語
の
保
護
へ
の
支
援
も
行
っ

て
い
る
。
そ
う
し
た
こ
と
は
、
一
見
「
統
合
」
に
逆
行
す
る
よ
う
で
あ

る
が
、
多
様
な
伝
統
を
維
持
す
る
こ
と
こ
そ
が
Ｅ
Ｕ
の
一
体
感（
連
帯
）

を
支
え
る
の
で
あ
り
「
統
合
」
を
進
め
る
の
に
不
可
欠
な
思
慮
と
負
担

で
あ
ろ
う
。

著
者
は
キ
ム
リ
ッ
カ
の
危
惧
を
紹
介
し
て
、
Ｅ
Ｕ
の
政
策
決
定
過
程

が
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
欧
州
議
会
の
立
法
権
限
を
強
化
し
て
民

主
性
を
高
め
る
こ
と
は
、
エ
リ
ー
ト
層
に
よ
る
政
治
を
強
化
す
る
こ
と

に
な
り
、
逆
説
的
に
、
庶
民
の
意
見
が
反
映
さ
れ
に
く
く
な
り
民
主
主

義
の
後
退
を
招
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
興
味
深
い
論
点
を
あ
げ
て
い

る
。
は
た
し
て
Ｅ
Ｕ
を
創
設
し
た
時
代
の
人
々
が
そ
こ
ま
で
の
深
謀
遠

慮
を
持
っ
て
い
た
か
は
さ
て
お
い
て
、
Ｅ
Ｕ
の
決
定
過
程
は
確
か
に
特

殊
で
あ
り２

）
、
そ
の
こ
と
が
Ｅ
Ｕ
批
判
を
呼
ぶ
一
因
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ

に
対
応
す
る
形
で
、
Ｅ
Ｕ
に
は
多
分
野
、
か
つ
多
重
な
層
か
ら
の
意
見

を
吸
い
上
げ
る
様
々
な
装
置
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
こ
と
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が
さ
ら
に
Ｅ
Ｕ
を
複
雑
に
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
、
超
国
家

機
関
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
決
定
過
程
に
お
け
る
加
盟
国
の
制
度
的
関
与

が
徐
々
に
増
え
て
い
く
傾
向
に
あ
る
。
よ
り
堅
固
な
「
統
合
」
を
目
指

す
ほ
ど
に
回
り
道
と
も
思
え
る
手
順
を
加
え
る
こ
と
も
例
外
で
は
な

い
。そ

の
一
方
で
、
統
合
を
進
め
る
た
め
の
直
接
的
政
策
も
実
施
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、「
エ
ラ
ス
ム
ス
」と
い
う
学
生
の

た
め
の
交
換
留
学
シ
ス
テ
ム
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
実
際
に
は
、
教

育
政
策
は
Ｅ
Ｕ
で
は
な
く
各
加
盟
国
の
権
限
で
あ
る
た
め
、
国
家
間
の

（
国
に
よ
っ
て
は
地
方
レ
ベ
ル
で
も
）
教
育
制
度
に
は
か
な
り
の
違
い

が
現
存
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
は
エ
リ
ー
ト
養
成
の
た
め

の
独
自
の
グ
ラ
ン
ゼ
コ
ー
ル
制
度
を
残
し
て
い
る
。
大
学
の
授
業
料
も

国
に
よ
っ
て
大
差
が
あ
る
。
こ
う
し
た
多
様
な
あ
り
方
を
共
存
さ
せ
な

が
ら
結
び
つ
け
る
制
度
と
し
て
「
欧
州
共
通
単
位
」
が
導
入
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
は
、
少
な
く
と
も
パ
ン
ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ン
世
代
を
育
成
し
統

合
へ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
他
国
の
言
語
や
文
化
を

学
習
す
る
機
会
で
あ
る
留
学
を
奨
励
す
る
た
め
の
寛
大
な
奨
学
金
も
準

備
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
エ
ラ
ス
ム
ス
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の

参
加
者
は
、
高
等
教
育
機
関
の
み
に
限
っ
て
も
、
未
だ
に
在
籍
す
る
学

生
の
十
％
程
度
に
過
ぎ
な
い３

）
。
大
多
数
の
学
生
が
Ｅ
Ｕ
域
内
の
大
学
間

を
自
由
に
留
学
先
と
し
て
選
び
移
動
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
が
あ

る
が
、
実
際
に
は
意
外
な
ほ
ど
に
少
数
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
統
合
の
エ
リ
ー

ト
性
を
克
服
す
る
一
助
と
す
る
べ
く
、
新
た
な
エ
ラ
ス
ム
ス
プ
ロ
グ
ラ

ム
は
、
職
業
訓
練
や
低
学
年
校
の
教
師
た
ち
も
対
象
に
組
み
込
ん
で
い

る
。Ｅ

Ｕ
は
確
か
に
共
通
通
貨
を
流
通
さ
せ
、
超
国
家
的
な
立
法
権
限
を

行
使
し
て
加
盟
国
間
の
規
格
の
統
一
を
進
め
て
い
る
。
ま
た
、
多
言
語

に
通
じ
る
人
も
多
く
、
国
境
を
ま
た
い
で
職
場
へ
通
勤
を
す
る
人
も
少

な
か
ら
ず
い
る
。
Ｅ
Ｕ
は
世
界
の
ど
の
地
域
と
比
較
し
て
も
、「
統
合
」

が
進
ん
だ
領
域
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
人
々
の
生
活
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
に
根
付
い
た
特
色
を
喪
失
し
て

統
一
さ
れ
た
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
逆
の
動
き
に
押

さ
れ
て
、
一
つ
の
国
で
法
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
も
の
は
他
の
国
で
も

同
等
の
承
認
を
す
る
と
い
う
「
相
互
承
認
」
制
度
を
適
用
す
る
よ
う
に

な
っ
て
久
し
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
チ
ー
ズ
も
ド
イ
ツ
の
ビ
ー
ル
も
、
ひ
と

つ
の
Ｅ
Ｕ
基
準
を
適
用
し
て
伝
統
の
手
法
や
味
を
変
え
て
し
ま
う
こ
と

を
国
民
は
断
固
と
し
て
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
生
活
の
利
便
性
を
高
め

る
実
利
的
統
合
は
進
ん
で
い
っ
て
も
、
人
間
の
営
み
の
場
に
お
け
る
社

会
的
な
統
合
は
強

な
抵
抗
を
受
け
て
い
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
史
観
に
た

つ
政
策
が
い
か
に
押
し
つ
け
ら
れ
よ
う
と
も
、
大
多
数
の
国
民
が
受
け

入
れ
る
利
便
性
が
証
明
さ
れ
な
い
限
り
は
、
統
一
さ
れ
た
世
界
が
立
ち

現
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
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英
語
化
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
日
本

に
お
い
て
日
常
生
活
で
英
語
を
必
要
と
し
て
い
る
人
の
割
合
は
果
た
し

て
ど
の
程
度
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
一
％
に
も
満
た
な
い
か
も
知
れ
な

い
。
問
題
と
な
る
の
は
そ
の
少
数
者
集
団
の
英
語
力
で
あ
っ
て
、
日
本

国
民
全
体
の
英
語
力
で
は
な
い
。
観
光
客
の
た
め
の
「
お
も
て
な
し
英

語
」
は
、
そ
の
気
に
な
れ
ば
大
半
の
日
本
人
に
は
到
達
可
能
だ
と
思
え

る
。今

日
の
英
語
化
の
掛
け
声
は
、
か
つ
て
の
「
英
語
が
で
き
る
の
は
単

な
る
語
学
屋
」
と
揶
揄
さ
れ
た
時
代
を
知
っ
て
い
る
評
者
に
は
隔
世
の

感
が
あ
る
も
の
の
、
掌
を
返
し
た
よ
う
な
英
語
化
政
策
へ
の
批
判
は
著

者
と
共
有
し
て
余
り
あ
る
。
そ
れ
で
も
あ
え
て
、「
英
語
力
」の
強
化
の

重
要
性
は
主
張
し
て
お
き
た
い
。
著
者
が
訴
え
る
日
本
の
強
み
を
い
か

し
た
世
界
秩
序
へ
の
貢
献
は
、
日
本
語
で
の
訴
え
は
極
め
て
限
ら
れ
た

効
果
し
か
持
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
日
本
人
の
丁
寧
さ
や
慎
み
深
さ
を
残

し
な
が
ら
も
世
界
へ
向
け
た
発
信
力
が
求
め
ら
れ
る
の
が
グ
ロ
ー
バ
ル

化
の
一
面
で
あ
ろ
う
。
英
語
帝
国
の
首
位
に
立
つ
選
択
肢
を
持
た
な
い

国
が
、
い
か
に
賢
く
発
信
す
る
か
の
戦
略
は
、
賢
い
英
語
力
の
強
化
、

す
な
わ
ち
真
っ
当
な
発
信
の
中
身
と
ツ
ー
ル
と
し
て
の
英
語
の
組
み
合

わ
せ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
書
の
英
語
タ
イ
ト
ル
を
一
見
す
れ
ば
、

日
本
語
よ
り
も
明
確
に
ひ
ね
り
の
な
い
著
者
の
意
図
が
現
れ
て
い
る
こ

と
に
思
わ
ず
苦
笑
し
て
し
ま
っ
た
が
、
外
国
語
で
発
信
す
る
ス
キ
ル
と

は
単
な
る
言
葉
の
置
き
換
え
で
は
な
い
見
事
な
例
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。最

後
に
、
著
者
が
訴
え
る
「
棲
み
分
け
型
多
文
化
共
生
世
界
」
に
つ

い
て
一
言
を
付
し
た
い
。

本
書
で
解
説
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
社
会
は
、
二
十
世
紀
前
半
に
は
既

に
オ
ラ
ン
ダ
で
成
立
し
て
い
た
「
柱
状
型
社
会
」
そ
の
も
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。「
柱
状
型
社
会
」
は
、
宗
教
（
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
）
お
よ
び
信
条
（
社
会
主
義
と
リ
ベ
ラ
ル
）
に
従
っ
て
相
互
に
違

い
を
認
め
合
っ
た
集
団
の
共
存
制
度
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
列

柱
が
立
ち
並
ん
で
い
る
よ
う
に
、
個
々
の
社
会
が
自
律
的
に
閉
じ
ら
れ

た
生
活
を
営
み
、
集
団
横
断
的
な
協
力
が
必
要
と
な
れ
ば
、
閉
じ
ら
れ

た
文
化
集
団
の
ま
ま
、
共
同
の
作
業
を
行
う
の
で
あ
る４

）
。
政
治
学
者
Ａ
・

レ
イ
プ
ハ
ル
ト
に
よ
る
「
多
極
共
存
型
民
主
主
義
」
は
そ
の
理
論
化
で

あ
る
。
多
極
共
存
社
会
の
存
続
に
は
相
違
に
対
す
る
「
寛
容
」
が
不
可

欠
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
で
は
、
世
俗
主
義
と
個
人
主
義
の
浸
透
に
よ
り
、

一
九
六
〇
年
代
に
は
柱
状
型
社
会
は
す
た
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、

他
者
へ
の
寛
容
は
オ
ラ
ン
ダ
の
国
家
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
深
く

国
民
の
間
に
浸
透
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、「
寛
容
」は
モ
ラ
ル

に
基
づ
く
理
念
と
い
う
よ
り
は
、
共
存
の
た
め
の
現
実
的
な
価
値
と
し

て
受
け
止
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
「
寛
容
」
は
、
他
者
へ
の
無

関
心
と
表
裏
一
体
を
な
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
う５

）
。
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オ
ラ
ン
ダ
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
無
関
心
に
裏
打
ち
さ
れ
た
寛
容

に
よ
る
共
存
は
、
争
い
を
回
避
し
効
率
的
で
開
放
的
な
公
共
空
間
も
可

能
と
し
た
。
ま
た
、
全
て
の
集
団
へ
の
政
府
の
対
応
は
平
等
に
貫
か
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
集
団
間
に
は
言
語
の
壁
は
な
か
っ
た
に

も
拘
わ
ら
ず
、
集
団
間
の
交
流
は
、
ほ
ん
の
一
部
の
エ
リ
ー
ト
同
志
に

限
ら
れ
て
お
り
、
一
般
庶
民
の
交
流
は
稀
で
あ
っ
た
と
い
う
。
オ
ラ
ン

ダ
は
非
英
語
国
の
な
か
で
最
も
英
語
が
堪
能
な
国
で
あ
る
と
言
え
る

が
、
そ
の
よ
う
な
国
で
「
母
語
で
豊
か
な
人
生
を
送
る
こ
と
が
で
き
る

社
会
」
は
、
一
度
は
実
現
し
て
い
た
。
オ
ラ
ン
ダ
が
到
達
し
た
豊
か
な

人
生
と
高
い
英
語
力
の
関
連
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か

し
、
よ
り
本
質
的
な
問
題
は
、
こ
の
国
も
移
民
の
増
加
で
「
寛
容
」
を

変
容
さ
せ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
庶
民
の
不
満
を
吸

い
上
げ
て
政
治
化
さ
せ
る
エ
リ
ー
ト
が
出
現
し
て
、
無
関
心
に
支
え
ら

れ
た
「
寛
容
」
は
後
退
し
、
共
存
は
排
除
へ
と
変
容
し
始
め
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。
多
極
対
立
社
会
の
芽
生
え
が
あ
る
と
す
れ
ば
脅
威
で
あ

る
。
オ
ラ
ン
ダ
で
観
察
さ
れ
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
レ
ベ
ル
で
の
多
極
共
存

の
経
験
を
、グ
ロ
ー
バ
ル
に
拡
大
し
た
検
討
作
業
が
必
要
で
は
な
い
か
、

と
い
う
新
た
な
課
題
が
見
つ
か
っ
た
。
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