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●
フ
ル
ー
ト
を
め
ぐ
っ
て

　三
人
の
子
供
が
フ
ル
ー
ト
を
め
ぐ
っ

て
話
し
て
い
た
。
ア
ン
ナ
は
、「
フ
ル
ー

ト
を
吹
け
る
の
は
私
だ
け
だ
か
ら
、
私

が
貰
う
べ
き
だ
わ
」、
と
い
っ
た
。
そ

れ
に
対
し
て
ボ
ブ
は
、「
こ
の
中
で
ほ

か
に
お
も
ち
ゃ
を
持
っ
て
い
な
い
の
は

僕
だ
け
な
ん
だ
。
だ
か
ら
、
せ
め
て
フ

ル
ー
ト
は
僕
が
手
に
す
べ
き
だ
」、
と

や
り
返
し
た
。
最
後
に
カ
ー
ラ
は
、「
こ

の
フ
ル
ー
ト
を
作
っ
た
の
は
私
で
、
ど

れ
だ
け
苦
労
し
た
こ
と
か
。
だ
か
ら
私

が
貰
う
べ
き
な
の
よ
」、
と
主
張
し
た
。

こ
れ
は
、
経
済
学
者
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・

セ
ン
が
二
〇
〇
九
年
に
出
版
し
た
「
正

義
の
理
念
（The Idea of Justice

）」

に
お
い
て
、
複
数
の
「
等
し
く
」
根
拠

の
あ
る
正
義
の
理
念
が
、
衝
突
す
る
局

面
を
表
す
の
に
用
い
た
寓
話
で
あ
る
。

フ
ル
ー
ト
が
有
効
に
使
わ
れ
る
こ
と
が

一
番
だ
と
考
え
れ
ば
ア
ン
ナ
を
、
経
済

的
な
平
等
を
大
切
に
考
え
る
な
ら
ば
ボ

ブ
を
、
労
働
の
対
価
を
受
け
取
る
権
利

を
侵
し
て
は
い
け
な
い
と
考
え
れ
ば

カ
ー
ラ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
支
持
す
る
で
あ

ろ
う
。
こ
の
世
界
の
様
々
な
正
し
さ
の

衝
突
は
、
こ
う
し
た
「
等
し
く
」
根
拠

の
あ
る
複
数
の
正
義
同
士
の
対
話
か
ら

始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
セ
ン
は
例

え
話
を
用
い
て
こ
の
よ
う
に
議
論
を
喚

起
す
る
。
さ
て
、
こ
の
例
え
を
も
う
少

し
だ
け
現
実
に
よ
り
近
い
形
で
考
え
て

み
た
い
。

　も
し
も
、こ
の
三
人
の
子
供
た
ち
が
、

異
な
る
言
語
を
話
し
て
い
た
と
し
た

ら
？

　相
手
が
「
等
し
く
」
正
し
い
考

え
方
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
、
理
解
す

る
言
葉
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
？

　三

人
の
子
供
は
、
他
の
正
し
さ
に
耳
を
傾

け
る
こ
と
な
く
、
実
力
行
使
に
で
る
か

も
し
れ
な
い
。

　地
域
研
究
を
し
て
い
る
と
、
異
な
る

言
語
世
界
に
特
有
の
、
異
な
る
理
念
の

衝
突
や
齟
齬
に
絶
え
ず
直
面
す
る
。
そ

の
度
に
研
究
者
は
、
私
が
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
の
大
統
領
だ
っ
た
ら
、
タ
イ
の
学
生

活
動
家
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
マ
レ
ー
半

島
の
漁
民
で
あ
っ
た
ら
、
と
研
究
す
る

人
々
の
思
考
を
歴
史
、
政
治
、
社
会
、

あ
ら
ゆ
る
知
見
を
集
め
て
想
像
す
る
。

研
究
者
が
探
し
求
め
る
彼
ら
の
思
考
、

理
念
は
、
最
終
的
に
は
言
語
に
束
縛
さ

れ
て
い
る
面
が
強
く
、
そ
の
為
、
我
々
が

地
域
を
研
究
す
る
過
程
で
、
学
習
の
中

核
に
は
常
に
言
語
が
あ
っ
た
。
新
た
に

学
ぶ
現
地
語
に
、
他
の
言
語
に
は
な
い

「
等
し
く
」
説
得
力
の
あ
る
理
念
を
見
出

し
、
セ
ン
の
寓
話
の
よ
う
な
相
互
に
論

争
可
能
な
局
面
に
ま
で
、
引
き
上
げ
、

突
き
合
わ
せ
る
こ
と
は
、
地
域
研
究
者

に
課
さ
れ
た
重
要
な
仕
事
で
あ
ろ
う
。

●
言
語
に
宿
る
歴
史

　私
は
、
京
都
大
学
ア
ジ
ア
ア
フ
リ
カ

地
域
研
究
研
究
科
と
い
う
、
地
域
研
究

を
そ
の
名
に
冠
し
た
大
学
院
で
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
を
受
け
た
。
大
学
院
に
は
言
語

習
得
の
コ
ー
ス
が
あ
り
、
言
語
を
覚
え

る
た
め
に
も
、
現
地
調
査
に
赴
き
、
現

地
語
で
書
か
れ
た
一
次
資
料
を
分
析
し

て
新
し
い
発
見
を
求
め
た
。
東
南
ア
ジ

ア
研
究
を
世
界
的
に
リ
ー
ド
し
て
き

た
、
米
国
の
コ
ー
ネ
ル
大
学
や
エ
ー
ル

大
学
で
も
、
言
語
を
重
視
す
る
伝
統
は

日
本
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
一
九
五
〇
年

代
、
米
国
の
東
南
ア
ジ
ア
地
域
戦
略
に

資
す
る
人
材
を
と
い
う
名
目
で
研
究
、

教
育
資
金
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
米

国
の
両
大
学
に
お
い
て
、
地
域
戦
略
に

資
す
る
人
材
と
は
、
何
よ
り
も
東
南
ア

ジ
ア
の
現
地
語
を
理
解
し
、
英
語
で
説

明
し
て
く
れ
る
人
材
で
あ
っ
た
。
学
問

の
専
門
化
傾
向
の
影
響
も
手
伝
っ
て
、

九
〇
年
代
以
降
米
国
の
地
域
研
究
は
低

迷
し
、
二
〇
〇
八
年
の
経
済
危
機
が
ア

メ
リ
カ
の
各
大
学
を
襲
い
、
地
域
研
究

に
対
す
る
二
重
の
予
算
削
減
圧
力
が
近

年
か
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
両
大
学
と

も
地
域
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
言

語
教
育
に
か
か
る
予
算
だ
け
は
、
頑
な

に
削
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
現
在

に
至
る
ま
で
、
言
語
の
習
得
こ
そ
が
地

域
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
中
核
で

あ
る
と
い
う
認
識
を
、
な
に
よ
り
も
顕

し
て
い
た
。

　強
調
す
べ
き
点
は
、
地
域
研
究
に
お

け
る
言
語
の
習
得
と
は
、
流
暢
に
話
す

東
南
ア
ジ
ア
研
究
と
、
等
し
く
、
異
な
る
言
語相

沢
伸
広
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こ
と
と
は
異
な
る
課
題
を
重
視
し
て
い

る
点
で
あ
る
。
そ
の
課
題
と
は
、
言
語

を
通
じ
て
そ
こ
に
宿
さ
れ
た
歴
史
や
文

化
、
社
会
的
な
背
景
を
概
念
と
し
て
理

解
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
の

為
、
言
語
を
学
ぶ
に
は
、
現
地
に
滞
在

す
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
体
系
的
な
学

習
が
必
要
な
営
み
で
あ
り
、
ゆ
え
に
大

学
院
教
育
が
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
を
早
く
に
達
成
で

き
な
か
っ
た
私
の
よ
う
な
で
き
の
悪
い

大
学
院
生
は
、
現
地
で
演
劇
な
ど
を
観

て
い
て
も
、
気
の
利
い
た
風
刺
や
皮
肉

で
会
場
中
が
沸
い
て
い
る
時
に
、
一
人

だ
け
そ
の
笑
い
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
。

「
抑
揚
の
な
い
ジ
ャ
ワ
語
な
ま
り
の
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
語
の
ス
ピ
ー
チ
＝
ス
ハ
ル

ト
大
統
領
」
と
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
ら

な
け
れ
ば
、
ス
ハ
ル
ト
と
売
春
婦
が
下

ネ
タ
で
丁
々
発
止
に
や
り
合
う
様
を
模

し
て
、
政
権
批
判
を
展
開
し
て
い
る
こ

と
な
ど
、
合
点
が
い
く
は
ず
も
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　言
葉
の
苦
労
と
い
え
ば
、
東
南
ア
ジ

ア
の
特
色
と
し
て
主
要
言
語
が
大
き
く

分
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
も
触
れ
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
口
で
み

た
時
の
東
南
ア
ジ
ア
の
主
要
三
言
語
を

み
て
み
る
と
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
、
ベ

ト
ナ
ム
語
、
タ
イ
語
が
あ
げ
ら
れ
る
。

構
造
も
文
字
も
随
分
異
な
る
こ
れ
ら
三

言
語
を
一
人
で
カ
バ
ー
す
る
こ
と
の
で

き
る
研
究
者
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
ラ
テ

ン
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ス
ペ
イ
ン
語
、

ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
英
語
や
フ
ラ
ン
ス

語
に
あ
た
る
地
域
内
の
準
普
遍
語
が
、

東
南
ア
ジ
ア
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

●
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
英
語

の
世
紀
」

　東
南
ア
ジ
ア
地
域
研
究
は
、
現
在
は

低
迷
し
て
い
る
と
は
い
え
、
米
国
に
お

い
て
一
九
五
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
初

頭
に
か
け
て
、
東
南
ア
ジ
ア
が
一
つ
の

地
域
と
し
て
戦
略
的
な
意
味
を
付
与
さ

れ
た
時
代
に
、
大
き
く
発
展
し
た
。
日

本
語
で
の
東
南
ア
ジ
ア
研
究
も
こ
の
間

大
き
く
進
展
し
、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所

や
京
都
大
学
東
南
ア
ジ
ア
研
究
所
を
中

心
と
し
て
多
数
の
書
籍
が
出
版
さ
れ

た
。
た
だ
、
量
と
し
て
は
英
語
で
の
出

版
が
圧
倒
的
で
あ
り
、
そ
の
蓄
積
が
日

本
を
含
め
世
界
中
の
次
の
世
代
の
東
南

ア
ジ
ア
研
究
者
の
大
き
な
礎
と
な
っ

た
。
か
く
し
て
、
現
在
、
東
南
ア
ジ
ア

研
究
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
、
現
地
語

を
学
ぶ
だ
け
で
な
く
、
英
語
を
読
む
こ

と
も
当
然
視
さ
れ
て
い
る
。

　英
語
が
東
南
ア
ジ
ア
研
究
の
流
通
言

語
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
つ
つ
あ
る

こ
と
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
、
な
に
よ
り
も

現
地
研
究
者
の
英
語
発
信
力
の
伸
び
に

表
れ
て
い
る
。シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、マ
レ
ー

シ
ア
は
英
国
の
旧
植
民
地
で
あ
り
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
は
米
国
の
植
民
地
下
に

あ
っ
た
経
緯
か
ら
、
も
と
も
と
英
語
で

執
筆
す
る
事
の
で
き
る
研
究
者
は
多

か
っ
た
。
そ
こ
に
、
一
九
六
〇
年
代
以

降
、
米
国
に
留
学
し
た
東
南
ア
ジ
ア
の

研
究
者
ら
が
加
わ
り
、
彼
ら
は
次
々
と

英
語
で
本
を
書
き
、論
文
を
発
表
し
た
。

そ
し
て
今
、
そ
の
世
代
の
子
供
た
ち
、

つ
ま
り
親
の
留
学
や
影
響
等
で
、
米
国

や
英
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
教
育
を

受
け
た
次
世
代
、次
々
世
代
が
加
わ
り
、

東
南
ア
ジ
ア
の
研
究
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

に
流
通
す
る
英
語
の
量
は
、
半
世
紀
を

か
け
て
飛
躍
的
に
増
え
つ
つ
あ
る
。

　東
南
ア
ジ
ア
研
究
に
お
け
る
「
英
語

の
世
紀
」
は
、
こ
う
し
て
日
本
で
論
じ

ら
れ
る
よ
り
早
く
か
ら
始
ま
っ
て
い

た
。
現
在
で
は
ブ
ロ
グ
を
は
じ
め
と
す

る
電
子
メ
デ
ィ
ア
の
拡
大
に
よ
り
、
現

地
語
の
み
な
ら
ず
、
英
語
で
収
集
で
き

る
情
報
量
は
飛
躍
的
に
増
加
し
て
い

る
。
二
〇
一
〇
年
五
月
の
バ
ン
コ
ク
の

争
乱
の
際
に
は
、
英
語
ブ
ロ
グ
や
英
語

メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
が
、
タ
イ
語
で
は

流
通
で
き
な
い
情
報
も
含
め
て
リ
ア
ル

タ
イ
ム
で
世
界
に
向
け
て
情
報
を
発
信

し
続
け
た
。
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
英

語
で
の
情
報
流
通
の
拡
大
は
、
い
ま
や

調
査
言
語
と
し
て
も
英
語
が
欠
か
せ
な

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

●�

何
語
で
書
く
の
か
、
な
に
に
つ

い
て
書
く
の
か

　東
南
ア
ジ
ア
地
域
研
究
の
中
核
に
現

地
語
理
解
の
重
要
性
が
あ
る
以
上
、
英

語
の
世
紀
に
お
い
て
も
、
調
べ
る
言
語

と
し
て
の
現
地
語
の
重
要
性
が
変
わ
る

こ
と
は
し
ば
ら
く
な
い
だ
ろ
う
。い
ま
、

地
域
研
究
者
に
と
っ
て
悩
み
深
い
問
題

は
、
何
語
で
書
く
べ
き
な
の
か
と
い
う

点
で
あ
る
。

　東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
英
語
の
浸
透

は
、
何
よ
り
も
英
語
で
の
執
筆
が
ま
す

ま
す
効
果
的
に
な
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
自
然
科
学
、社
会
科
学
を
問
わ
ず
、

学
術
的
貢
献
は
そ
の
時
代
の
普
遍
語
で

な
さ
れ
る
こ
と
が
、
当
然
視
さ
れ
て
き

た
。
こ
の
点
は
地
域
研
究
と
て
同
じ
で

あ
り
、
広
く
読
者
を
求
め
る
活
動
の
場

を
広
げ
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
人
文
学

特
有
の
困
難
が
あ
っ
て
も
、
や
は
り
英

語
で
書
く
ほ
か
は
な
い
。
ま
た
、
東
南

ア
ジ
ア
研
究
の
中
核
を
今
後
担
っ
て
い

く
の
は
、
な
に
よ
り
も
世
界
中
の
東
南

ア
ジ
ア
出
身
の
研
究
者
で
あ
ろ
う
。
英

語
で
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
東
南

ア
ジ
ア
の
人
に
読
ん
で
も
ら
え
る
よ
う

に
な
る
事
を
意
味
す
る
。

　こ
の
こ
と
は
、
複
数
の
主
要
現
地
語

が
あ
る
東
南
ア
ジ
ア
だ
か
ら
こ
そ
、
さ
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東南アジア研究と、等しく、異なる言語

ら
に
効
果
は
大
き
い
。
東
南
ア
ジ
ア
の

事
実
上
の
経
済
的
統
合
が
進
む
過
程
で

隣
国
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
ま
た
、
国

単
位
で
は
な
い
国
境
を
超
え
る
地
域
単

位
の
研
究
テ
ー
マ
が
ま
す
ま
す
重
要
視

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
テ
ー
マ

に
取
り
組
む
研
究
者
は
複
数
の
国
に
ま

た
が
っ
て
読
者
を
求
め
る
必
要
が
高
ま

る
。
そ
の
時
に
有
効
な
執
筆
言
語
は
、

現
在
英
語
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

　た
だ
、
英
語
で
書
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
課
題
を
引
き
受
け
な
が
ら

も
、
東
南
ア
ジ
ア
地
域
研
究
者
が
悩
む

の
は
、
普
遍
語
に
よ
る
学
術
貢
献
と
は

異
な
る
極
め
て
重
要
な
知
的
貢
献
が
あ

る
こ
と
を
、
多
く
の
人
が
承
知
し
て
い

る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
側
面
を
、
日

本
語
で
書
く
こ
と
の
意
義
を
通
じ
て
確

認
し
て
お
き
た
い
。

　東
南
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
、
日
本
語
で

書
く
こ
と
の
意
義
は
少
な
く
と
も
二
つ

あ
る
。
第
一
の
意
義
は
、
日
本
自
身
が

東
南
ア
ジ
ア
の
メ
イ
ン
プ
レ
ー
ヤ
ー
の

ひ
と
り
で
あ
る
と
い
う
歴
史
、
地
政
学

的
な
条
件
に
由
来
す
る
。
例
え
ば
、
東

南
ア
ジ
ア
の
経
済
発
展
は
一
九
八
五
年

の
プ
ラ
ザ
合
意
以
降
の
日
系
企
業
の
東

南
ア
ジ
ア
進
出
を
抜
き
に
は
理
解
で
き

な
い
。
チ
ェ
ン
マ
イ
・
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

ブ
か
ら
、
東
ア
ジ
ア
共
同
体
構
想
を
巡

る
政
治
過
程
を
理
解
す
る
為
に
も
、
日

本
が
呈
示
し
て
き
た
理
念
の
理
解
は
外

せ
な
い
。
東
南
ア
ジ
ア
と
日
本
社
会
の

関
係
の
近
さ
ゆ
え
に
、
東
南
ア
ジ
ア
の

知
見
を
共
有
す
べ
き
当
事
者
た
る
読
者

が
日
本
に
は
あ
る
。
読
者
が
当
事
者
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
要
求
さ
れ
る
内
容
水

準
も
高
ま
り
、
ゆ
え
に
日
本
語
で
執
筆

す
る
意
義
を
高
め
、
さ
ら
に
は
研
究
の

発
展
を
支
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　第
二
の
意
義
と
し
て
、
日
本
語
で
の

執
筆
を
通
じ
て
、
地
域
研
究
の
テ
ー
マ

選
択
に
お
け
る
異
な
る
言
語
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
間
の
比
較
が
で
き
る
と
い
う
利
点

が
あ
る
。
ご
く
単
純
化
し
た
例
を
挙
げ

た
い
。
日
本
の
東
南
ア
ジ
ア
研
究
に
お

い
て
は
、
経
済
に
関
心
の
中
心
が
あ
る

が
、
米
国
で
は
政
治
、
安
全
保
障
が
関

心
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。そ
の
た
め
、

日
本
で
は
経
済
的
統
合
の
産
業
構
造
へ

の
影
響
等
を
問
う
こ
と
に
関
心
が
集
ま

り
、
他
方
米
国
で
は
イ
ス
ラ
ム
と
民
主

主
義
の
親
和
性
や
、
イ
ス
ラ
ム
と
テ
ロ

の
関
係
に
自
然
と
関
心
が
集
ま
る
。
こ

の
よ
う
な
テ
ー
マ
選
択
の
違
い
や
癖
と

い
う
の
は
、
現
地
語
そ
の
も
の
に
内
在

す
る
の
で
は
な
く
、
執
筆
言
語
の
研
究

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
歴
史
と
そ
の
研
究
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
東
南
ア
ジ
ア
と
の
政
治

経
済
的
な
関
わ
り
方
の
違
い
に
因
る
。

し
た
が
っ
て
、
英
語
と
現
地
語
以
外
に

執
筆
可
能
な
言
語
を
有
し
て
い
る
こ
と

は
、
英
語
の
研
究
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
注

目
さ
れ
る
テ
ー
マ
選
択
を
相
対
化
す
る

こ
と
が
で
き
、
常
に
批
判
的
な
検
証
を

行
う
素
地
を
育
む
。

　地
域
研
究
に
つ
い
て
は
、
長
年
、
専

門
化
さ
れ
た
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
の
間

で
、
方
法
論
を
巡
る
論
争
が
続
け
ら
れ

て
き
た
。
そ
こ
で
の
論
争
は
主
と
し
て

「
ど
の
よ
う
に
し
て
」
分
析
す
る
の
か

を
巡
る
議
論
で
あ
っ
た
。
現
在
我
々
に

投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
、
ど
の
言
語
で

表
現
す
る
の
か
と
い
う
問
い
は
、
そ
れ

に
対
し
て
、「
な
に
に
つ
い
て
」
分
析
す

る
の
か
を
巡
る
論
争
に
繋
が
る
。
複
数

の
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
属
し
て
い
る

者
は
「
な
に
に
つ
い
て
」
分
析
す
る
か
、

言
語
ご
と
の
複
数
の
選
択
基
準
を
意
識

す
る
が
ゆ
え
に
、
自
ず
と
一
段
階
追
加

検
討
を
迫
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　た
だ
、
多
く
の
先
達
が
示
し
て
き
て

く
れ
た
よ
う
に
、
現
地
語
に
通
じ
、
か

つ
日
本
語
と
英
語
の
、
二
つ
の
執
筆
言

語
を
持
つ
日
本
人
の
東
南
ア
ジ
ア
地
域

研
究
者
は
、
英
語
の
世
紀
に
お
い
て
、

特
別
な
位
置
に
あ
る
と
い
え
る
。
一
人

の
研
究
者
が
、
イ
ス
ラ
ム
と
政
治
の
関

係
に
つ
い
て
は
英
語
で
執
筆
し
、
経
済

統
合
の
話
は
日
本
語
で
と
読
者
の
多
い

言
語
で
そ
れ
ぞ
れ
執
筆
す
る
と
い
う
よ

う
に
、
執
筆
言
語
に
応
じ
た
効
果
的
な

研
究
発
表
方
法
の
選
択
も
、
研
究
の
重

要
性
を
測
る
言
語
で
と
の
複
数
の
尺
度

の
比
較
を
通
じ
て
可
能
と
な
る
。
そ
の

意
義
は
英
語
で
の
情
報
流
通
が
拡
大
す

る
程
ま
す
ま
す
大
き
く
思
わ
れ
る
。
英

語
以
外
の
執
筆
言
語
を
も
つ
こ
と
は
、

英
語
で
書
く
上
で
も
、
英
語
の
研
究
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
相
対
化
す
る
こ
と
を
可

能
に
し
、
さ
ら
に
は
東
南
ア
ジ
ア
の
よ

う
な
多
く
の
言
葉
に
分
化
し
た
地
域
を

英
語
と
い
う
単
一
言
語
で
表
す
時
に
生

じ
る
歪
み
に
、
気
付
き
易
く
さ
せ
て
く

れ
る
で
あ
ろ
う
。

　セ
ン
が
用
い
た
三
人
の
子
供
の
寓
話

に
お
い
て
、
ボ
ブ
と
カ
ー
ラ
は
英
語
を

話
し
て
い
る
が
、
ア
ン
ナ
だ
け
が
日
本

語
で
話
を
し
て
い
た
と
し
た
ら
ど
う
だ

ろ
う
か
？

　ア
ン
ナ
は
、
ボ
ブ
と
カ
ー

ラ
に
、
な
ん
と
か
自
分
の
主
張
を
訴
え

る
為
に
英
語
で
話
す
だ
ろ
う
。そ
の
点
、

ア
ン
ナ
は
人
一
倍
苦
労
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
こ
の
世
の
中

に
は
三
つ
の
「
等
し
く
」
異
な
る
正
し

さ
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
誰
が
最
も

理
解
し
、
説
明
し
う
る
可
能
性
を
持
っ

て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
時
、
地
域
研

究
者
と
し
て
、
普
遍
語
で
は
な
い
言
葉

を
複
数
持
つ
者
の
強
み
が
発
揮
さ
れ
る

と
、
悩
み
つ
つ
も
、
望
み
た
い
。

（
あ
い
ざ
わ

　の
ぶ
ひ
ろ
／
在
イ
サ
カ
海

外
派
遣
員
）




