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国
　
　
　
　
　
　
　
語

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

経
済
的
に
先
進
国
の
仲
間
入
り
を
は
た
し
た
日
本
は
、
文
化
的
に
も
学
問
的
に
も
世
界
を
リ
ー
ド
す
る
一
定
の
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
を
反
映
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
の
必
要
性
が
語
ら
れ
、
そ
の
た
め
の
予
算
ソ
チ
も
と
ら
れ
て
い
る
。
オ
リ
ジ
ナ
リ

テ
ィ
ー
の
発
揮
や
育
成
に
は
、
特
徴
あ
る
個
人
の
の
び
や
か
な
活
動
や
成
長
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
、
歴
史
的
な
教
訓
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
ま

た
、
あ
る
程
度
の
無
駄
も
つ
き
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
の
学
問
界
の
現
状
を
見
る
と
、
個
人
の
資
質
に
対
す
る
評
価
の
大
き
な
部
分
が
、
そ
の
個
人
の
学
問
内
容
と
は
無
関
係
な
と
こ

ろ
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
業
績
主
義
で
あ
る
。
日
本
が
こ
れ
を
学
ん
だ
欧
米（
特
に
ア
メ
リ
カ
）で
は
、
業
績
主
義
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ヘ

イ
ガ
イ
や
行
き
す
ぎ
は
あ
る
も
の
の
、
研
究
者
間
の
競
争
を
コ
ブ
し
て
研
究
の
活
性
を
た
も
つ
役
割
を
は
た
し
て
い
る
。

Ａ

日
本
で
は
、

そ
れ
は
ま
っ
た
く
別
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
研
究
者
の
業
績
が
多
数
の
同
業
者
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
の
に
対
し
、
日
本

で
は
、
最
終
的
評
価
は
役
所（
文
部
省
）が
お
こ
な
う
。
大
学
や
研
究
所
も
、
講
座
増
、
機
構
改
革
、
新
設
な
ど
の
折
に
は
役
所
の
認
可
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
現
在
は
、
教
養
部
廃
止
、
大
学
院
大
学
化
と
ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
型
の
改
革
の
嵐
が
ふ
き
荒
れ
て
い
る
時
代
で
あ
る
。
認
可
の

担
当
官
は
も
ち
ろ
ん
学
問
と
は
何
の
関
係
も
な
い
人
物
で
あ
る
う
え
、
申
請
書
類
に
は
多
分
野
の
学
者
や
研
究
者
が
含
ま
れ
る
の
で
、
そ
の
評
価
に

は
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分
野
の
人
間
が
委
託
を
受
け
る
。
し
か
し
、
何
事
に
も
判
断
の
基
準
を
隠
す
こ
と
を
旨
と
す
る
日
本
の
役
所
の
こ
と（
民
は
依よ

ら
し
む
べ
し
、
知
ら
し
む
べ
か
ら
ず
）で
あ
る
か
ら
、
委
託
す
る
人
間
の
数
は
少
な
い
ほ
ど
よ
い
。

Ｂ

生
物
学
で
い
え
ば
、
全
分
野
を
通

じ
て
四
人
で
あ
る
。
こ
の
多
様
に
し
て
細
分
化
さ
れ
た
生
物
学
の
全
分
野
を
通
じ
て
で
あ
る
。
学
問
内
容
の
評
価
が
不
可
能
な
こ
と
は
、
こ
の
評
価

体
制
を
見
た
だ
け
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
て〝
客
観
的
な
〞（
＝
ね
じ
込
ま
れ
た
と
き
に
弁
明
し
や
す
い
）評
価
内
容
へ
の
要
請
が
生
ま
れ
、

〝
数
〞が
起
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の〝
数
〞は
、
あ
ら
か
じ
め
何
ら
か
の
評
価
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
の
評
価
が
国
際
的

一

⑴

⑵

⑶

（
注
1
）

ア

イ
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（ 2 ）

な
も
の
で
あ
れ
ば
な
お
良
い
。
こ
の
要
請
を
満
た
す
も
の
と
し
て
、
レ
フ
リ
ー
の
つ
い
た
国
際
的
学
術
雑
誌
へ
の
投
稿
論
文
の〝
数
〞と
い
う
格
好
な

も
の
が
採
用
さ
れ
る
。

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
論
文
を
量
産
す
る
こ
と
と
、
未
知
の
何
事
か
を
学
問
的
に
追
求
す
る
こ
と
は
、
同
じ
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
し
ば

し
ば
ム
ジ
ュ
ン
す
る
。
論
文
を
量
産
す
る
た
め
に
は
、
方
法
論
の
確
立
し
た
分
野
に
身
を
お
き
、
粉

Ｃ

砕

Ｄ

は
た
ら
け
ば
よ

い
。
得
ら
れ
る
結
果
は
新
し
い
事
実
で
は
あ
る
が
、
既
知
の
枠
内
に
お
さ
ま
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
場
合
が
大
部
分
で
あ
る
。
未
知
の
も
の
へ
の
挑

戦
に
は
、
一
歩
一
歩
工
夫
が
要
求
さ
れ
る
。
何
ヵ
月
も
何
年
も
迷
路
に
迷
い
込
む
こ
と
も
覚
悟
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
得
ら
れ
る
結
果
は
、
既
存

の
概
念
を
ゆ
さ
ぶ
る
も
の
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
反
面
、
結
果
は
つ
い
に
得
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
社
会
的
に
無
難
な
道
を
行
く
の

か
、
学
問
的
な
冒
険
に
一
生
を
捧
げ
る
の
か
、
こ
の
選
択
は
個
人
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
。
社
会
的
に
は
、
ど
ち
ら
も
必
要
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
自
然
科
学
界
は
、
そ
う
な
っ
て
は
い
な
い
。〝
数
〞だ
け
で
評
価
す
る
日
本
の
シ
ス
テ
ム
は
、
前
者
の
み
を
能
力
あ
る
者
と

認
め
、
後
者
を
無
能
と
認
め
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
は
、
す
ば
ら
し
い
結
果
が
得
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
よ
ほ
ど
若
い
う
ち
の
こ

と
で
あ
り
、
か
つ
論
文
の
量
産
に
結
び
付
く
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
な
い
限
り
、〝
数
〞の
評
価
に
は
か
か
っ
て
こ
な
い
。
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
の
担

い
手
と
し
て
期
待
の
大
き
い
後
者
の
育
成
に
は
、〝
質
〞の
評
価
が
不
可
欠
で
あ
る
。

こ
う
し
た
社
会
状
況
の
も
と
で
の
本
書
の
評
価
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
本
書
は
二
重
の
意
味
で
評
価
の
埒
外
で
あ
る
。
ま
ず
、〝
本
〞は
学
問
業

績
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
理
由
は
簡
単
で
あ
る
。
評
価
を
代
行
し
て
く
れ
る
レ
フ
リ
ー
が
つ
い
て
い
な
い
。
第
二
の
理
由
は
、
本
書
が
日
本
語
で
書

か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
自
然
科
学
界
で
は
、
少
数
の
分
野
を
の
ぞ
い
て
、
日
本
語
で
書
か
れ
た
論
文
は
価
値
を
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の

事
態
に
は
二
重
の
悲
劇
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
日
本
語
で
書
い
た
論
文
の
価
値
を
認
め
な
い
と
い
う
習
慣
は
、
日
本
が
学
問
的
に
ま
だ
発
展
途
上
に

あ
っ
た
と
き
に
は
、
日
本
の
学
問
を
国
際
的
な
水
準
に
ひ
き
あ
げ
る
推
進
力
と
し
て
の
効
果
が
大
い
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
現
在
で
も
そ
の
効
果

は
残
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
反
面
、
こ
の
状
況
は
人
々
の
心
の
隅
に〝
日
本
語
で
書
か
れ
た
も
の
は
ど
こ
か
い
か
が
わ
し
い
〞と
い
う
思

い
を
生
み
、
や
が
て
そ
の
思
い
は〝
日
本
人
の
考
え
だ
し
た
こ
と
は
ど
う
も
う
さ
ん
く
さ
い
〞と
い
う
気
持
ち
に
発
展
し
、
社
会
に
蔓
延
し
て
い
く
。

日
本
人
の
プ
ラ
イ
ド
は
、
日
本
人
自
ら
に
深
く
傷
つ
け
ら
れ
て
久
し
い
。
こ
れ
が
第
一
の
悲
劇
で
あ
る
。

（
注
2
）

⑷
ウ

（
注
3
）
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（ 3 ）

日
本
語
は
あ
い
ま
い
な
要
素
が
多
く
、
理
系
の
論
理
的
な
表
現
に
は
向
か
な
い
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
日
本
語
を
使
う
側
の
文
化
的
な
要
素
が
大

き
な
部
分
を
占
め
て
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
き
ち
ん
と
意
識
し
て
使
え
ば
、
理
系
の
表
現
の
道
具
と
し
て
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語

な
ど
よ
り
特
別
に
劣
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
十
分
な
表
現
力
を
も
つ
日
本
語
を
ネ
イ
テ
ィ
ブ
に
学
び
、
用
い
て
き
た
日
本
人

に
、
英
語
で
論
文
を
書
か
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
第
一
に
、
体
に
深
く
し
み
込
ん
だ
概
念
を
除
外
し
、
外
来
の
概
念
に
帰
順
さ
せ
る
効
果
を
も

つ
。
日
本
人
に
と
っ
て
自
然
科
学
が
い
つ
ま
で
も
外
来
の
学
問
で
あ
り
続
け
る
理
由
は
、
各
分
野
の
最
先
端
の
概
念
が
、
つ
ね
に
、
個
々
人
が
成
人

し
た
後
に
は
じ
め
て
触
れ
る
文
字
ど
お
り
の〝
外
来
〞の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
言
語
そ
の
も

の
の
問
題
で
あ
る
。
自
分
の
直
感
に
訴
え
て
く
る
あ
る
感
覚
や
思
い
を
、
ま
ず
言
葉
に
変
え
、
さ
ら
に
そ
れ
を
実
際
の
現
象
に
て
ら
し
な
が
ら
厳
密

な
概
念
に
仕
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
口
で
い
う
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
。
ち
ょ
っ
と
し
た
手
紙
で
す
ら
、
な
か
な
か
思
う
よ
う
に
は
書
け

な
い
こ
と
を
思
い
だ
し
て
ほ
し
い
。
未
知
の
分
野
に
立
ち
向
か
う
場
合
に
は
、
自
分
の
感
覚
を
表
現
し
う
る
言
葉
や
概
念
が
用
意
さ
れ
て
い
な
い
場

合
も
あ
り
う
る
。
そ
れ
ら
が
用
意
さ
れ
て
い
て
も
、
つ
い
に
自
分
の
感
覚
を
的
確
な
言
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
ず
、
無
念
の
ま
ま
こ
の
世
を
去
っ
た
人

も
た
く
さ
ん
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
し
て
、
日
本
の
自
然
科
学
界
は
、
こ
の
よ
う
な
作
業
を
ネ
イ
テ
ィ
ブ
で
な
い
言
語
で
お
こ
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い

と
い
う
、
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
水
泳
の
自
由
形
の
選
手
に
対
し
、
試
合
で
は
常
に
バ
ッ
ク
ス
ト
ロ
ー
ク

や
平
泳
ぎ
を
課
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
の
優
勝
を
ね
ら
う
態
度
で
は
な
い
。
英
語
で
論

文
を
書
い
て
、
出
来
上
が
っ
た
も
の
が
、
自
分
が
当
初
に
め
ざ
し
た
も
の
よ
り
何
と
な
く
幼
稚
で
舌
た
ら
ず
に
思
え
た
経
験
を
も
つ
研
究
者
は
多
い

と
思
う
。
こ
れ
が
二
番
目
の
悲
劇
で
あ
る
。

日
本
は
、
自
然
科
学
分
野
の
学
問
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
も
は
や
発
展
途
上
国
の
段
階
は
過
ぎ
た
と
認
め
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
ろ
そ
ろ
英

語
と
い
う
縛
り
を
脱
却
し
、
日
本
語
に
市
民
権
を
認
め
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
言
語
に
と
ら
わ
れ
ず
、
自
由
に
発
想
し
、
す
ぐ
れ
た
結
果
は
積
極

的
に
評
価
も
し
、
世
界
に
向
け
て
発
信
も
す
る
と
い
う
態
度
を
と
っ
て
も
、
決
し
て
傲
慢
で
も
、
時
期
尚
早
で
も
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

う
い
う
時
代
が
一
日
も
早
く
到
来
し
、
若
者
が
公
平
な
評
価
へ
の
信
頼
を
も
っ
て
知
的
冒
険
の
旅
に
身
を
投
じ
る
こ
と
の
で
き
る
世
の
中
に
な
る
こ

と
を
念
じ
た
い
。

エ
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（
団
ま
り
な『
生
物
の
複
雑
さ
を
読
む　

階
層
性
の
生
物
学
』に
よ
る
）

（
注
1
）　

文
部
省
＝
現
在
の
文
部
科
学
省
の
前
身

（
注
2
）　

レ
フ
リ
ー
＝
審
判
員
、
判
定
を
す
る
人

（
注
3
）　

埒ら
ち

外が
い

＝
範
囲
外

問
一　

傍
線
部
⑴
〜
⑷
に
つ
い
て
、
片
仮
名
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

問
二　

空
欄

Ａ

Ｂ

に
入
る
も
っ
と
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

1　

あ
る
い
は

　
　
　

2　

さ
て

　
　
　

3　

し
か
し

　
　
　

4　

す
な
わ
ち

　
　
　

5　

そ
し
て

　
　
　

6　

例
え
ば

問
三　

傍
線
部
ア「
知
ら
し
む
べ
か
ら
ず
」は
、
こ
の
場
合
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
。
も
っ
と
も
適
当
な
も
の
を
次
の

中
か
ら
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

1　

知
っ
て
い
る
は
ず
が
な
い

2　

知
ら
せ
て
も
意
味
が
な
い

3　

知
ら
せ
る
必
要
は
な
い

4　

理
解
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い

5　

理
解
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い

問
四　

傍
線
部
イ「〝
客
観
的
な
〞」に「〝
〞」が
つ
い
て
い
る
の
は
ど
の
よ
う
な
理
由
の
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
。
も
っ
と
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中

か
ら
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

1　

引
用

2　

強
調

3　

注
釈

4　

皮
肉

5　

補
足
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（ 5 ）

問
五　

空
欄

Ｃ

Ｄ

に
そ
れ
ぞ
れ
適
当
な
漢
字
を
入
れ
、
四
字
熟
語
を
完
成
さ
せ
な
さ
い
。

問
六　

傍
線
部
ウ「
後
者
を
無
能
と
認
め
る
」と
は
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
か
。
も
っ
と
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
番
号
で
答
え
な

さ
い
。

1　

学
問
的
な
冒
険
に
一
生
を
捧
げ
る
研
究
者
の
み
を
無
能
と
考
え
る
。

2　

方
法
論
が
確
立
し
た
分
野
に
身
を
置
く
研
究
者
を
無
能
と
考
え
る
。

3　

数
は
多
い
が
平
凡
な
論
文
し
か
書
け
な
い
研
究
者
を
無
能
と
考
え
る
。

4　

既
知
の
枠
内
に
収
ま
る
成
果
し
か
残
せ
な
い
研
究
者
を
無
能
と
考
え
る
。

5　

理
由
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
か
な
か
成
果
が
出
せ
な
い
研
究
者
を
無
能
と
考
え
る
。

問
七　

傍
線
部
エ「
こ
の
よ
う
な
作
業
」と
は
、
ど
の
よ
う
な
作
業
か
。
文
中
か
ら
六
十
字
以
内
の
箇
所
を
抜
き
出
し
、
文
末
を
解
答
欄
に
合
う
よ
う

な
形
に
改
め
て
答
え
な
さ
い
。

問
八　

本
文
の
内
容
に
合
致
し
な
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

1　

ア
メ
リ
カ
の
業
績
主
義
に
お
け
る
審
査
は
多
数
の
同
業
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
日
本
の
審
査
は
そ
う
で
は
な
い
。

2　

今
の
日
本
社
会
に
必
要
な
の
は
、
論
文
を
量
産
す
る
人
物
よ
り
も
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
あ
ふ
れ
る
研
究
を
す
る
人
物
で
あ
る
。

3　

本
書
の
よ
う
な
書
籍
が「
業
績
」と
認
め
ら
れ
な
い
の
は
、
レ
フ
リ
ー
が
お
ら
ず
、
日
本
語
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

4　

日
本
語
で
書
か
れ
た
論
文
が
自
然
科
学
界
で
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
日
本
人
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
の
創
出
を
阻
む
こ
と
に
つ
な
が
る
。

5　

経
済
的
に
先
進
国
と
な
っ
た
日
本
は
、
自
然
科
学
の
分
野
に
お
い
て
も
発
展
途
上
国
の
段
階
を
過
ぎ
た
と
認
め
て
も
良
い
と
思
わ
れ
る
。
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問
九　

本
文
を
読
ん
だ
サ
ク
ラ
さ
ん
は
、
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
受
賞
者
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
本
文
が
書
か
れ
た
一
九
九
五
年
の
時

点
に
お
い
て
、
一
九
〇
一
年
に
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
が
創
設
さ
れ
て
か
ら
約
百
年
の
間
で
、
日
本
人
の
受
賞
者
は
三
人
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ

た
。
さ
ら
に
、
二
十
一
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞
し
た
人
物
を
調
べ
て
表
に
ま
と
め
た
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
サ
ク
ラ

さ
ん
は
次
の
よ
う
な
意
見
文
を
書
い
た
。
空
欄
に
適
当
な
も
の
を
入
れ
な
さ
い
。
た
だ
し
、
空
欄

Ⅰ

〜

Ⅳ

に
は
算
用
数
字

を
入
れ
る
こ
と
。
ま
た
、
空
欄

Ⅴ

に
は「
先
進
国
」な
ら
ば
ａ
、「
発
展
途
上
国
」な
ら
ば
ｂ
と
記
入
す
る
こ
と
。
な
お
、
こ
の
場
合

「
日
本
人
」を「
日
本
の
国
籍
を
持
っ
て
い
る
人
」と
定
義
す
る
。

二
十
一
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の

Ⅰ

年
間
で
、

Ⅱ

人
の
日
本
人
が
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。
二
十
世

紀
百
年
の
約

Ⅲ

分
の
一
の
期
間
で
、
受
賞
者
数
は

Ⅳ

倍
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
今
の
日
本
は
自
然

科
学
分
野
の
学
問
レ
ベ
ル
に
お
い
て

Ⅴ

だ
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

国 籍
アメリカ
ドイツ
アメリカ
日本
アメリカ
アメリカ
アメリカ、ロシア
ロシア
イギリス、アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
ドイツ
アメリカ
アメリカ
フランス
ドイツ
アメリカ
日本
日本
アメリカ、イギリス
カナダ
アメリカ
オランダ
イギリス、ロシア
アメリカ
アメリカ、オーストラリア
アメリカ
フランス
アメリカ
ベルギー
イギリス
日本
日本
アメリカ
日本
カナダ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
フランス
カナダ
カナダ、アメリカ
スイス
スイス
イギリス
ドイツ
アメリカ
アメリカ
ドイツ
イタリア
フランス
アメリカ
オーストリア
フランス
ハンガリー、オーストリア
フランス

人名および国籍は『ノーベル賞受賞者業績事典 新訂第 4版』
（日外アソシエーツ、2024.1）の項目に拠った。

氏 名
エリック・Ａ・コーネル
ウルフガング・ケターレ
カール・Ｅ・ワイマン
小柴 昌俊
レイモンド・デイヴィス
リカルド・ジャコーニ
アレクセイ・Ａ・アブリコソフ
ヴィタリー・Ｌ・ギンツブルク
アンソニー・Ｊ・レゲット
デヴィッド・Ｊ・グロス
Ｈ・デヴィッド・ポリツァー
フランク・ウィルチェック
ロイ・Ｊ・グラウバー
ジョン・Ｌ・ホール
テオドール・W・ヘンシュ
ジョン・Ｃ・マザー
ジョージ・Ｆ・スムート
アルベール・フェール
ペーター・グリュンベルク
南部 陽一郎
小林 誠
益川 敏英
チャールズ・Ｋ・カオ
ウィラード・Ｓ・ボイル
ジョージ・Ｅ・スミス
アンドレ・ガイム
コンスタンチン・ノボセロフ
ソール・パールマター
ブライアン・Ｐ・シュミット
アダム・Ｇ・リース
セルジュ・アロシュ
デヴィッド・Ｊ・ワインランド
フランソワ・アングレール
ピーター・Ｗ・ヒッグス
赤﨑 勇
天野 浩
中村 修二
梶田 隆章
アーサー・Ｂ・マクドナルド
デイヴィッド・Ｊ・サウレス
ダンカン・ホールデン
ジョン・Ｍ・コステリッツ
レイナー・ワイス
バリー・バリッシュ
キップ・ソーン
アーサー・アシュキン
ジェラール・ムル
ドナ・ストリックランド
ジェームズ・ピーブルス
ミシェル・マイヨール
ディディエ・ケロー
ロジャー・ペンローズ
ラインハルト・ゲンツェル
アンドレア・ゲズ
真鍋 淑郎
クラウス・ハッセルマン
ジョルジョ・パリージ
アラン・アスペ
ジョン・クラウザー
アントン・ツァイリンガー
ピエール・アゴスティーニ
フェレンツ・クラウス
アンヌ・リュイリエ

年度

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023
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次
の
文
章
は
、
志
賀
直
哉『
或
る
朝
』の
一
節
で
あ
る
。
祖
父
の
三
回
忌
の
朝
、
前
日
の
夜
更
か
し
が
た
た
り
な
か
な
か
起
き
て
こ
な
い
孫
の
信
太

郎
を
、
い
ら
だ
っ
た
様
子
で
祖
母
が
起
こ
し
に
来
る
。
以
下
は
、
そ
れ
に
続
く
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

「
も
う
七
時
に
な
り
ま
し
た
よ
」祖
母
は
こ
わ
い
顔
を
し
て
反か

え

っ
て
叮て

い

嚀ね
い

に
云い

っ
た
。
信
太
郎
は
七
時
の
筈は

ず

は
な
い
と
思
っ
た
。
彼
は
枕
の
下
に
滑

り
込
ん
で
居
る
カ
イ
チ
ュ
ウ
時
計
を
出
し
た
。
そ
し
て
、

「
未
だ
二
十
分
あ
る
」と
云
っ
た
。

「
ど
う
し
て
こ
う
や
く
ざ
だ
か
…
…
」祖
母
は
溜
息
を
つ
い
た
。

「
一
時
に
ね
て
、
六
時
半
に
起
き
れ
ば
五
時
間
半
だ
。
や
く
ざ
で
な
く
て
も
五
時
間
半
じ
ゃ
あ
眠
い
で
し
ょ
う
」

「
宵よ

い

に
何
度
ね
ろ
と
云
っ
て
も
諾き

き
も
し
な
い
で
…
…
」

信
太
郎
は
黙
っ
て
居
た
。

「
直
ぐ
お
起
き
。
お
っ
つ
け
福
吉
町
か
ら
も
誰
か
来
る
だ
ろ
う
し
、
坊
さ
ん
も
も
う
お
出
で
な
さ
る
頃
だ
」

祖
母
は
こ
ん
な
事
を
言
い
な
が
ら
、
自
身
の
寝
床
を
た
た
み
始
め
た
。
祖
母
は
七
十
三
だ
。
よ
せ
ば
い
い
の
に
と
信
太
郎
は
思
っ
て
い
る
。

祖
母
は
腰
の
所
に
敷
く
羊
の
皮
を
た
た
ん
で
か
ら
、
大
き
い
敷
蒲
団
を
た
た
も
う
と
し
て
息
を
は
ず
ま
せ
て
居
る
。
祖
母
は
信
太
郎
が
起
き
て
手

伝
う
だ
ろ
う
と
思
っ
て
居
る
。

Ａ

信
太
郎
は
そ
の
手
を
食
わ
ず
に
故
意
に
冷ひ

や
や

か
な
顔
を
し
て
横
に
な
っ
た
ま
ま
見
て
い
た
。
と
う
と
う

祖
母
は
怒
り
出
し
た
。

「
不
孝
者
」と
云
っ
た
。

「
年
寄
の
云
い
な
り
ホ
ウ
ダ
イ
に
な
る
の
が
孝
行
な
ら
、
そ
ん
な
孝
行
は
真
っ
平
だ
」彼
も
負
け
ず
と
云
っ
た
。
彼
は
も
っ
と
毒
々
し
い
事
が
云
い

た
か
っ
た
が
、
失し

く
じ策

っ
た
。
文
句
も
長
過
ぎ
た
。
然
し
祖
母
を
か
っ
と
さ
す
に
は
そ
れ
で
十
二
分
だ
っ
た
。
祖
母
は
た
た
み
か
け
を
其そ

処こ

へ
ほ
う
り

出
す
と
、
涙
を
拭
き
な
が
ら
、
烈は

げ

し
く
唐か

ら

紙か
み

を
あ
け
た
て
し
て
出
て
行
っ
た
。

彼
も
む
っ
と
し
た
。
然
し
も
う
起
し
に
来
ま
い
と
思
う
と
楽
々
と
起
き
る
気
に
な
れ
た
。

二Ⅰ

⑴

⑵
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彼
は
毎
朝
の
よ
う
に
自
身
の
寝
床
を
た
た
み
出
し
た
。
大お

お

夜よ

着ぎ

か
ら
中
の
夜
着
、
そ
れ
か
ら
小こ

夜よ

着ぎ

を
た
た
も
う
と
す
る
時
、
彼
は
不
意
に「
え

え
」と
思
っ
て
、
今
祖
母
が
其
処
に
ほ
う
っ
た
よ
う
に
自
分
も
そ
の
小
夜
着
を
ほ
う
っ
た
。

彼
は
枕
元
に
揃
え
て
あ
っ
た
着
物
に
着
か
え
た
。

あ
し
た
か
ら
一
つ
旅
行
を
し
て
や
ろ
う
か
し
ら
。
諏す

訪わ

へ
氷
滑
り
に
行
っ
て
や
ろ
う
か
し
ら
。
諏
訪
な
ら
、
こ
の
間
三
人
学
生
が
落
ち
て
死
ん

だ
。
祖
母
は
新
聞
で
聴
い
て
い
る
筈
だ
か
ら
、
自
分
が
行
っ
て
い
る
間
少
く
も
心
配
す
る
だ
ろ
う
。

押
入
れ
の
前
で
帯
を
締
め
な
が
ら
こ
ん
な
事
を
考
え
て
居
る
と
、
又
祖
母
が
入
っ
て
来
た
。
祖
母
は
な
る
べ
く
此こ

っ
ち方

を
見
な
い
よ
う
に
し
て
ラ
ン

ザ
ツ
に
し
て
あ
る
夜
具
の
ま
わ
り
を
廻ま

わ

っ
て
押
入
れ
を
開
け
に
来
た
。
彼
は
少
し
ど
い
て
や
っ
た
。
そ
し
て
夜
具
の
山
に
腰
を
下
し
て
足
袋
を
穿は

い

て
居
た
。

祖
母
は
押
入
れ
の
中
の
用
簞だ

ん

笥す

か
ら
小
さ
い
筆
を
二
本
出
し
た
。
五
六
年
前
信
太
郎
が
伊い

香か

保ほ

か
ら
買
っ
て
来
た
自
然
木
の
や
く
ざ
な
筆
で
あ

る
。

「
こ
れ
で
ど
う
だ
ろ
う
」祖
母
は
今
迄
の
事
を
忘
れ
た
よ
う
な
顔
を
故わ

意ざ

と
し
て
云
っ
た
。

「
何
に
す
る
ん
で
す
」信
太
郎
の
方
は
故
意
と
未
だ
少
し
む
っ
と
し
て
い
る
。

「
坊
さ
ん
に
お
塔と

う

婆ば

を
書
い
て
頂
く
の
っ
さ
」

「
駄
目
さ
。
そ
ん
な
細
い
ん
で
書
け
る
も
ん
で
す
か
。
お
父
さ
ん
の
方
に
立
派
な
の
が
あ
り
ま
す
よ
」

「
お
祖じ

父い

さ
ん
の
も
洗
っ
て
あ
っ
た
っ
け
が
、
何ど

処こ

へ
入
っ
て
了し

ま

っ
た
か
…
…
」そ
う
云
い
な
が
ら
祖
母
は
そ
の
細
い
筆
を
持
っ
て
部
屋
を
出
て
行

こ
う
と
し
た
。

「
そ
ん
な
の
を
持
っ
て
行
っ
た
っ
て
駄
目
で
す
よ
」と
彼
は
云
っ
た
。

「
そ
う
か
」祖
母
は
素
直
に
も
ど
っ
て
来
た
。

Ｂ

叮
嚀
に
そ
れ
を
又
元
の
所
に
仕
舞
っ
て
出
て
行
っ
た
。

信
太
郎
は
急
に
可お

笑か

し
く
な
っ
た
。
旅
行
も
や
め
だ
と
思
っ
た
。
彼
は
笑
い
な
が
ら
、
其
処
に
苦く

茶ち
ゃ

々
々
に
し
て
あ
っ
た
小
夜
着
を
取
り
上
げ
て

た
た
ん
だ
。
敷
蒲
団
も
。
そ
れ
か
ら
祖
母
の
も
た
た
ん
で
い
る
と
彼
に
は
可
笑
し
い
中う

ち

に
何
だ
か
泣
き
た
い
よ
う
な
気
持
が
起
っ
て
来
た
。
涙
が
自

Ⅱ

ア

⑶

イ
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然
に
出
て
来
た
。
物
が
見
え
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
が
ポ
ロ
ポ
ロ
頰
へ
落
ち
て
来
た
。
彼
は
見
え
な
い
儘ま

ま

に
押
入
れ
を
開
け
て
祖
母
の
も
自
分
の
も
無む

闇や
み

に
押
し
込
ん
だ
。
間
も
な
く
涙
は
止
っ
た
。
彼
は
胸
の
す
が
す
が
し
さ
を
感
じ
た
。

彼
は
部
屋
を
出
た
。
上
の
妹
と
二
番
目
の
妹
の
芳
子
と
が
隣
の
部
屋
の
炬こ

燵た
つ

に
あ
た
っ
て
居
た
。
信
三
だ
け
炬
燵
櫓や

ぐ
ら

の
上
に
突
っ
立
っ
て
威

張
っ
て
居
た
。
信
三
は
彼
を
見
る
と
急
に
首
根
を
堅
く
し
て
天
井
の
一
方
を
見
上
げ
て
、

「
銅
像
だ
」と
力
ん
で
見
せ
た
。
上
の
妹
が
、

「
そ
う
云
え
ば
信
三
は
頭
が
大
き
い
か
ら
本
当
に
西
郷
さ
ん
の
よ
う
だ
わ
」と
云
っ
た
。
信
三
は
ト
ク
イ
に
な
っ
て
、

「
偉
い
な
」と
臂ひ

じ

を
張
っ
て
髭ひ

げ

を
ひ
ね
る
真
似
を
し
た
。
和
い
だ
、
然
し
少
し
淋さ

び

し
い
笑
顔
を
し
て
立
っ
て
居
た
信
太
郎
が
、

「
西
郷
隆た

か

盛も
り

に
髭
は
な
い
よ
」と
云
っ
た
。
妹
二
人
が
、「
わ
ー
い
」と
は
や
し
た
。
信
三
は
、

「
し
ま
っ
た
！
」と
い
や
に
ま
せ
た
口
を
き
い
て
、
櫓
を
飛
び
下
り
る
と
、
い
き
な
り
一
つ
で
ん
ぐ
り
返
し
を
し
て
、
お
ど
け
た
顔
を
故
意
と
皆
の

方
へ
向
け
て
見
せ
た
。

（
志
賀
直
哉『
或
る
朝
』に
よ
る
）

問
一　

傍
線
部
⑴
〜
⑷
の
片
仮
名
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

問
二　

空
欄

Ａ

Ｂ

に
入
る
こ
と
ば
と
し
て
も
っ
と
も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
中
か
ら
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

1　

だ
か
ら　

　
　

2　

と
は
い
え　

　
　

3　

と
こ
ろ
が　

　
　

4　

そ
し
て　

　
　

5　

す
な
わ
ち　

　
　

6　

た
と
え
ば

問
三　

傍
線
部
ア「
こ
ん
な
事
」と
は
何
を
指
す
か
、
二
十
五
字
以
内
で
書
き
な
さ
い（
記
号
や
句
読
点
も
字
数
に
含
む
）。

Ⅲ

⑷
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問
四　

傍
線
部
イ「
祖
母
は
今
迄
の
事
を
忘
れ
た
よ
う
な
顔
を
故
意
と
し
て
云
っ
た
」と
あ
る
が
、
祖
母
が
こ
の
よ
う
な
行
動
を
し
た
の
は
な
ぜ
か
。

も
っ
と
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

1　

信
太
郎
と
の
口
論
な
ど
取
る
に
足
ら
な
い
と
い
う
態
度
を
と
る
こ
と
で
、
寛
大
さ
を
見
せ
つ
け
た
か
っ
た
か
ら
。

2　

何
も
な
か
っ
た
よ
う
に
い
つ
も
通
り
に
接
し
て
、
信
太
郎
に
対
し
て
も
う
怒
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
た
か
っ
た
か
ら
。

3　

年
長
者
の
余
裕
が
あ
る
祖
母
に
と
っ
て
、
信
太
郎
と
口
論
し
た
こ
と
は
も
う
ど
う
で
も
よ
く
な
っ
て
い
た
か
ら
。

4　

信
太
郎
が
自
分
へ
の
怒
り
を
な
か
な
か
収
め
な
い
の
を
見
て
、
悪
い
こ
と
を
し
た
と
反
省
し
た
か
ら
。

5　

口
論
は
し
て
も
孫
へ
の
愛
情
の
ほ
う
が
大
き
く
、
怒
っ
て
い
て
も
自
然
と
甘
い
態
度
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
。

問
五　

高
校
生
の
Ａ
さ
ん
は
、
こ
の
文
章
を

Ⅰ

〜

Ⅲ

の
三
つ
の
意
味
段
落
に
分
け
、
登
場
人
物
の
気
持
ち
の
変
化
を
メ
モ
に
整
理
し
た
。

Ａ
さ
ん
の
メ
モ
を
読
み
、
次
の
設
問
に
答
え
な
さ
い
。【　

　
　

】は
Ａ
さ
ん
が
抜
き
出
し
た
、
人
物
の
気
持
ち
が
具
体
的
に
現
れ
て
い
る
本
文

中
の
箇
所
で
あ
る
。
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「
或
る
朝
」考
察
メ
モ

Ⅰ
　
　
祖
母
…
…
…　

な
か
な
か
起
き
な
い
信
太
郎
へ
の
呆あ

き

れ

【「
ど
う
し
て
こ
う
や
く
ざ
だ
か
…
…
」祖
母
は
溜
息
を
つ
い
た
】

←

祖
父
母
孝
行
し
な
い
信
太
郎
へ
の
怒
り

【
と
う
と
う
祖
母
は
怒
り
出
し
た
】【「
不
孝
者
」と
云
っ
た
】

信
太
郎
…
…　

不
孝
者
扱
い
す
る
祖
母
へ
の
反
発

【「
年
寄
の
云
い
な
り
ホ
ウ
ダ
イ
に
な
る
の
が
孝
行
な
ら
、
そ
ん
な
孝
行
は
真
っ
平
だ
」彼
も
負
け
ず
と
云
っ
た
】

Ⅱ
　
　
信
太
郎
…
…　

祖
母
を
許
し
た
く
な
い
と
い
う

①

【
信
太
郎
の
方
は
故
意
と
未
だ
少
し
む
っ
と
し
て
い
る
】

←

祖
母
の
素
朴
な
人
柄
に

②

を
抜
か
れ
、
心
洗
わ
れ
る
気
持
ち

【

③

】【
胸
の
す
が
す
が
し
さ
を
感
じ
た
】

Ⅲ
　
　
信
太
郎
…
…　

妹
弟
が
無
邪
気
に
遊
ぶ
様
子
を
見
て
、
家
族
を
切
な
く
愛
お
し
む
気
持
ち

【

④

】
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⑴　

空
欄

①

②

に
入
る
こ
と
ば
と
し
て
も
っ
と
も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
中
か
ら
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

1　

失
望

2　

度
肝

3　

毒
気

4　

意
地

5　

愛
憎

6　

激
怒

⑵　

空
欄

③

④

に
は
、
Ａ
さ
ん
の
考
察
の
根
拠
に
な
る
本
文
中
の
記
述
が
入
る
。
ブ
ロ
ッ
ク

Ⅱ

・

Ⅲ

の
中
か
ら
、信
太
郎
の
心
情
の
表
現
と
し
て
あ
て
は
ま
る
箇
所
を
そ
れ
ぞ
れ
二
十
字
以
上
二
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
六　

本
文
か
ら
読
み
取
れ
る
信
太
郎
の
人
物
像
の
説
明
と
し
て
も
っ
と
も
適
当
な
も
の
を
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

1　

祖
母
と
は
喧
嘩
を
し
て
も
妹
弟
に
は
優
し
い
、
兄
と
し
て
の
責
任
感
に
あ
ふ
れ
る
人
物
。

2　

家
族
の
何
気
な
い
姿
に
感
傷
的
に
な
る
、
家
族
へ
の
た
し
か
な
愛
情
を
持
っ
た
人
物
。

3　

心
待
ち
に
し
て
い
た
旅
行
を
祖
母
の
た
め
に
中
止
す
る
、
家
族
思
い
で
優
し
い
人
物
。

4　

祖
母
へ
の
怒
り
が
お
さ
ま
る
と
共
に
涙
す
る
、
感
性
が
鋭
く
感
情
の
起
伏
が
激
し
い
人
物
。

5　

孝
行
に
対
す
る
独
自
の
価
値
観
を
持
つ
、
固
定
観
念
に
捉
わ
れ
な
い
柔
軟
な
人
物
。

問
七　

志
賀
直
哉
の
作
品
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

1　

暗
夜
行
路　

　
　
　
　

2　

破
戒　

　
　
　
　

3　

地
獄
変　

　
　
　
　

4　

伊
豆
の
踊
子　

　
　
　
　

5　

虞
美
人
草
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（
そ
の
一
・
古
文
）　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

帝

Ａ

た
ま
は
く
、「
み
や
つ
こ
ま
ろ
が
家
は
山
も
と
近ち

か

か
な
り
。
御
狩
の
御
幸
し
た
ま
は
む
や
う
に
て
、
見
て
む
や
」と
の
た
ま
は
す
。

み
や
つ
こ
ま
ろ
が

Ｂ

や
う
、「
い
と
よ
き
こ
と
な
り
。
な
に
か
。
心
も
と
な
く
て
は
べ
ら
む
に
、
ふ
と
御
幸
し
て
御
覧
ぜ
ば
、
御
覧
ぜ
ら

れ
な
む
」と
奏
す
れ
ば
、
帝
、
に
は
か
に
日
を
定
め
て
御
狩
に
い
で
た
ま
う
て
、
か
ぐ
や
姫
の
家
に
入
り
た
ま
う
て
、
見
た
ま
ふ
に
、
光
満
ち
て
け

う
ら
に
て
ゐ
た
る
人
あ
り
。
こ
れ
な
ら
む
と
思
し
て
、
逃
げ
て
入
る
袖
を
と
ら
へ
た
ま
へ
ば
、
面お

も
て

を
ふ
た
ぎ
て
さ
ぶ
ら
へ
ど
、
初
め
よ
く
御
覧
じ

つ
れ
ば
、
類
な
く
め
で
た
く
お
ぼ
え
さ
せ
た
ま
ひ
て
、「
ゆ
る
さ
じ
と
す
」と
て
、
率
て
お
は
し
ま
さ
む
と
す
る
に
、
か
ぐ
や
姫
答
へ
て
奏
す
。「
お

の
が
身
は
、
こ
の
国
に
生
れ
て
は
べ
ら
ば
こ
そ
、
使
ひ
た
ま
は
め
、
い
と
率
て
お
は
し
ま
し
が
た
く
や
は
べ
ら
む
」と
奏
す
。
帝
、「
な
ど
か
さ
あ
ら

む
。
な
ほ
率
て
お
は
し
ま
さ
む
」と
て
、
御お

ほ
ん

輿こ
し

を
寄
せ
た
ま
ふ
に
、
こ
の
か
ぐ
や
姫
、
き
と
影
に
な
り
ぬ
。

（『
竹
取
物
語
』に
よ
る
）

（
注
）　

み
や
つ
こ
ま
ろ
＝
竹
取
の
翁
の
こ
と

問
一　

空
欄

Ａ

Ｂ

に
は
、
い
ず
れ
も「
言
う
」と
い
う
意
味
の
動
詞
が
入
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
文
脈
上
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
語
を

選
び
、
適
当
な
形
に
活
用
さ
せ
て
答
え
な
さ
い
。

問
二　

傍
線
部
⑴「
な
り
」の
文
法
的
意
味
と
し
て
も
っ
と
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

1　

完
了

2　

伝
聞

3　

断
定

4　

過
去

5　

願
望

選
択
問
題

三

（
注
）

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹
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問
三

　
傍
線
部
⑵「
御
幸
」、
⑶「
思
」、
⑷「
類
」の
読
み
を
平
仮
名
で
答
え
な
さ
い
。
な
お
仮
名
遣
い
は
問
わ
な
い
。

問
四

　
傍
線
部
⑸「
め
」の
活
用
形
を
漢
字
で
答
え
な
さ
い
。

問
五

　
傍
線
部
⑹「
い
と
率
て
お
は
し
ま
し
が
た
く
や
は
べ
ら
む
」を
現
代
語
訳
し
な
さ
い
。

問
六

　『
竹
取
物
語
』と
同
じ
ジ
ャ
ン
ル
に
分
類
さ
れ
る
作
品
と
し
て
も
っ
と
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

1
　

宇
治
拾
遺
物
語

　
　
　
　

2
　

平
中
物
語

　
　
　
　

3
　

落
窪
物
語

　
　
　
　

4
　

曽
我
物
語

　
　
　
　

5
　

今
物
語
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（
そ
の
二
・
現
代
文
）　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

話
は
か
な
ら
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
誤
っ
て
伝
わ
る
。
電
話
で
聞
い
た
こ
と
が
、
と
ん
で
も
な
い
間
違
い
を
お
こ
す
。
十
七
日
の
会
だ
と
い
う
か

ら
、
会
場
へ
行
っ
て
み
る
と
、
そ
の
気
配
が
な
い
。
き
い
て
み
る
と
、
何
と
そ
の
会
な
ら
十
一
日
に
済
ん
で
い
た
、
と
い
っ
た
笑
い
話
も
あ
る
。

笑
え
な
い
の
は
、
話
し
た
こ
と
が
、
本
人
の
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
形
で
活
字
に
な
る
場
合
で
、
だ
か
ら
、
談
話
の
取
材
に
は
決
し
て
応
じ
な

い
、
を
建
前
に
し
て
い
る
人
も
す
く
な
く
な
い
。
も
っ
と
も
、
な
か
に
は
都
合
の
い
い
と
こ
ろ
だ
け
を
つ
ま
み
食
い
し
て
、
勝
手
な
記
事
を
こ
し
ら

え
る
新
聞
記
者
も
あ
る
ら
し
く
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
例
外
だ
が
、
誤
報
に
な
る
点
で
は
、
一
般
の
誤
伝
と
変
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
は

相
手
の
言
葉
を
忠
実
に
伝
え
る
能
力
が
欠
け
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。「
誤
り
は
人
の
常
、
寛か

ん

恕じ
ょ

は
神
の
道
」と
い
う
句
が
あ
る
が
、
表
現
の
伝

達
に
お
い
て
も
変
形
、
歪わ

い

曲き
ょ
く

と
い
う
こ
と
か
ら
マ
ヌ
ガ
れ
る
の
は
難
し
い
よ
う
だ
。

昔
の
軍
隊
で
逓
伝
の
訓
練
を
し
た
。
幾
つ
か
の
中
継
点
を
経
由
し
て
、
目
的
の
と
こ
ろ
へ
情
報
を
伝
え
る
の
が
逓
伝
で
あ
る
。
同
じ
方
向
へ
進
ん

で
い
る
二
つ
の
部
隊
Ａ
と
Ｂ
と
の
間
で
情
報
の
交
換
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
な
ど
に
、
こ
の
方
法
が
と
ら
れ
た
。
い
ま
な
ら
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー
が

あ
っ
て
、
何
で
も
な
い
と
こ
ろ
だ
が
、
昔
は
そ
う
は
い
か
な
い
か
ら
、
Ａ
隊
と
Ｂ
隊
の
間
に
声
の
聞
え
る
範
囲
で
二
人
ず
つ
の
中
継
点
を
お
い
て
進

む
。
Ａ
隊
が
Ｂ
隊
に
伝
え
た
い
こ
と
が
あ
る
と
、
Ａ
か
ら
Ｂ
へ
向
っ
て
口
伝
え
に
情
報
を
送
る
。
Ｂ
隊
が
伝
え
る
の
は
そ
の
逆
に
な
る
。

兵
隊
ご
っ
こ
で
は
な
い
か
ら
、
い
い
加
減
な
こ
と
を
す
る
の
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
情
報
が
変
っ
た
り
、
欠
落
部
分
を
生
じ
た
り
す

る
。
正
確
に
正
確
に
と
つ
と
め
て
も
な
お
誤
り
が
お
こ
る
。

Ａ

訓
練
の
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
文
学
的
表
現
を
読
者
の
方
法
に
よ
っ
て
、
作
者
か
ら
、
作
品
を
経
て
、
読
者
を
終
点
と
す
る
逓
伝
の
よ
う
な
情
報
の
移
動
だ
と
考
え
る
な

ら
ば
、
逓
伝
に
お
こ
る
と
同
じ
よ
う
な
誤
伝
が
生
じ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
メ
ッ
セ
イ
ジ
が
移
動
す
る
の
だ
か
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ

シ
ョ
ン
で
あ
る
。
活
字
に
な
っ
た
表
現
、
た
と
え
ば
、
本
は
表
現
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
自
律
自
足
す
る
の
で
は
な
い
。
読
者
に
触
れ
て

は
じ
め
て
表
現
は
表
現
と
し
て
の
機
能
を
発
揮
し
始
め
る
。

文
学
的
表
現
は

Ｂ

で
は
な
く
て
、

Ｃ

で
あ
る
。
書
い
た
人
か
ら
読
む
人
へ
、
あ
る
記
号
表
現
が
移
る
プ
ロ
ー
セ
ス
に
そ
の
生

三

ア

⑴
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命
が
宿
る
。
同
じ
表
現
が
人
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
違
っ
た
意
味
を
も
つ
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
作
品
が
作
者
の
同
時
代
で
受
け
た
の
と

は
、
ま
る
で
異
な
っ
た
評
価
を
後
世
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
も
同
じ
事
情
に
よ
る
。
何
百
年
前
の
作
品
が
も
と
の
形
で
残
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
作

品
の
も
つ
意
味
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
以
上
、
完
全
に
同
じ
作
品
だ
と
言
え
な
い
。〝
物
〞と
し
て
の
作
品
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
た
だ
ち

に
作
品
が
不
変
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
作
品
の
生
命
は
現
象
だ
か
ら
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
物
件
と
し
て
の
作
品
と
現
象
と
し
て
の
作
品
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
人
間
に
と
っ
て
意
味
を
も
つ
の
は
、
そ
し
て
、
歴
史
を
形

成
す
る
の
は
、
現
象
と
し
て
の
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
、
あ
ま
り
に
も
物
件
と
し
て
の
作
品
に
重
点
が
お
か
れ
す
ぎ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
物

件
と
し
て
の
表
現
は
、
い
わ
ば
、
刺し

戟げ
き

で
あ
る
。
そ
れ
が
読
者
に
ど
の
よ
う
な
反
応
を
生
じ
る
か
。
刺
戟
と
反
応
の
全
体
を
ひ
っ
く
る
め
て
表
現
と

い
う
現
象
が
成
立
す
る
。
刺
戟
だ
け
を
独
立
に
つ
つ
い
て
み
て
も
、
刺
戟
そ
の
も
の
の
性
格
す
ら
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
反
応

が
あ
っ
て
こ
そ
の
刺
戟
で
あ
る
。

現
象
と
し
て
の
作
品
は
、
反
応
を
生
じ
る
受
容
者
に
よ
っ
て
無
限
に
ヘ
ン
ボ
ウ
す
る
。
そ
れ
で
は
作
品
の
意
味
は
定
立
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
う
い
っ
た
相
対
主
義
は
危
険
で
あ
る
、
と
正
統
的
文
献
学
者
は
目
を
三
角
に
す
る
。

Ｄ

、
そ
れ
ほ
ど
心
配
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
反
応
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
て
も
収
斂
す
べ
き
と
こ
ろ
へ
お
の
ず
か
ら
収
斂
す
る
。

前
章
に
の
べ
た
よ
う
に
、
単
語
の
意
味
な
ど
も
そ
う
で
、
語
形
は
刺
戟
で
あ
る
。
そ
れ
を
無
数
の
人
間
が
無
限
に
多
様
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て

使
用
す
る
。
物
件
と
し
て
考
え
れ
ば
と
っ
く
に
ホ
ウ
カ
イ
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
だ
が
、
語
の
意
味
も
ま
た
現
象
で
あ
っ
て
、
こ
の
過
程
に
お
い
て
、

お
の
ず
か
ら
落
着
く
べ
き
と
こ
ろ
へ
落
着
く
。
語
義
は
自
然
に
固
ま
っ
て
、
つ
い
に
は
辞
書
の
収
録
す
る
ま
で
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
単
語
に
よ
っ
て
綴つ

づ

ら
れ
て
い
る
表
現
、
作
品
も
や
は
り
、
現
象
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
、
表
現
の
意
味
は
無
限
に
多
様
な
変
奏
の

中
か
ら
必
然
的
に
生
れ
る
基
本
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
学
が

Ｅ

で
あ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
と
か
く
忘
れ
る
。

（
外
山
滋
比
古『
異
本
論
』に
よ
る
）

（
注
）　

収し
ゅ
う

斂れ
ん

＝
一
つ
に
収
束
す
る
こ
と

⑵

（
注
）

⑶
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問
一　

傍
線
部
⑴
〜
⑶
に
つ
い
て
、
片
仮
名
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

問
二　

傍
線
部
ア「
寛
恕
」の
意
味
と
し
て
も
っ
と
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

1　

広
い
心
を
持
っ
て
相
手
の
過
ち
を
許
す
こ
と

2　

自
分
の
誤
り
を
認
め
て
真

に
詫
び
る
こ
と

3　

相
手
へ
の
不
満
や
怒
り
を
鎮
め
て
耐
え
忍
ぶ
こ
と

4　

相
手
か
ら
何
を
言
わ
れ
て
も
気
に
し
な
い
こ
と

5　

常
に
正
直
な
心
を
持
っ
て
物
事
に
臨
む
こ
と

問
三　

空
欄

Ａ

Ｄ

に
入
る
も
っ
と
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

1　

要
す
る
に

　
　
　

2　

だ
か
ら

　
　
　

3　

し
か
し

　
　
　

4　

や
は
り

　
　
　

5　

そ
し
て

　
　
　

6　

と
も
す
れ
ば

問
四　

空
欄

Ｂ

Ｃ

に
入
る
こ
と
ば
を
文
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
二
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

問
五　

空
欄

Ｅ

に
入
る
こ
と
ば
を
文
中
か
ら
九
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。
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問
六

　
次
の
文
は
、
本
文
で
書
か
れ
て
い
る
筆
者
の
主
張
の
一
部
を
箇
条
書
き
で
ま
と
め
た
メ
モ
で
あ
る
が
、
誤
っ
て
い
る
条
が
一
つ
あ
る
。
⑴
〜
⑹

の
中
か
ら
誤
っ
て
い
る
も
の
を
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
ま
た
、
な
ぜ
誤
っ
て
い
る
と
見
な
せ
る
の
か
。
根
拠
と
な
る
筆
者
の
考
え

を
、
解
答
欄
に
合
う
よ
う
に
四
十
字
程
度
で
書
き
な
さ
い（
記
号
や
句
読
点
も
字
数
に
含
む
）。

・
軍
隊
の
逓
伝
の
訓
練
で
も
、
正
確
な
情
報
が
伝
わ
ら
な
い
こ
と
が
あ
る

　
…
…
⑴

・
文
学
的
表
現
も
、
作
者
か
ら
読
者
に
伝
わ
る
ま
で
に
逓
伝
と
同
じ
よ
う
な
誤
伝
が
起
こ
る
も
の
で
あ
る

　
…
…
⑵

・
受
容
者
や
時
代
に
よ
っ
て
作
品
の
表
現
の
受
け
取
り
方
が
異
な
る
こ
と
に
、
作
品
の
生
命
が
あ
る

　
…
…
⑶

・
作
品
を
、
読
者
の
反
応
を
含
め
た「
現
象
」と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
重
要
な
意
義
が
あ
る

　
…
…
⑷

・
受
容
者
に
よ
っ
て
受
け
取
り
方
が
変
わ
る
こ
と
は
、
作
品
が
意
味
を
成
さ
な
く
な
る
の
で
、
憂
慮
す
べ
き
こ
と
で
あ
る

　
…
…
⑸

・
単
語
の
意
味
は「
現
象
」と
し
て
捉
え
る
べ
き
も
の
で
、
単
語
で
綴
ら
れ
る
作
品
も
や
は
り「
現
象
」で
あ
る

　
…
…
⑹
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