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本
年
度
の
文
部
科
学
大
臣
賞
の
選
考
に
つ
い
て
、
八
点
に
し
ぼ
ら
れ
た
候
補
作
か
ら
、
事
前
の
査
読
に

よ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
各
委
員
よ
り
二
点
を
選
ぶ
こ
と
を
求
め
た
。
そ
の
際
、
順
位
を
つ
け
て
著
述
名
の
明

記
と
と
も
に
、
併
せ
て
評
価
の
理
由
書
の
提
出
を
要
請
し
た
。
こ
の
報
告
書
は
、
審
査
委
員
会
当
日
の
議
論

に
加
え
て
、
事
前
に
提
出
さ
れ
て
い
た
推
薦
文
を
も
と
に
し
て
し
た
た
め
る
も
の
で
あ
る
。 

候
補
作
八
点
の
う
ち
、
総
じ
て
も
っ
と
も
評
価
が
高
か
っ
た
の
は
、
松
井
忍
他
編
著
『
伊
予
俳
人 

栗
田

樗
堂
全
集
』（
和
泉
書
院
刊
）
で
あ
っ
た
。
七
名
の
委
員
の
う
ち
、
五
名
が
一
位
に
、
他
の
二
名
も
二
位
に

推
挙
し
た
。
す
な
わ
ち
、
全
委
員
が
高
い
評
価
を
与
え
た
こ
と
に
な
る
。
当
日
の
発
言
に
お
い
て
も
、
大
臣

賞
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
結
論
は
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
、
異
論
の
で
る
余
地
は
な
か
っ
た
と
い
え

る
。
そ
の
他
の
候
補
作
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
ま
と
ま
っ
て
高
評
価
を
得
る
著
作
は
な
か
っ
た
。 

以
下
、
該
当
作
に
つ
い
て
、
内
容
の
概
略
と
意
義
・
評
価
に
つ
い
て
略
記
す
る
。 

栗
田
樗
堂
は
、
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
伊
予
国
松
山
に
生
ま
れ
、
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
に
没
す
。

松
山
で
町
方
大
年
寄
を
つ
と
め
る
か
た
わ
ら
、
蕪
村
と
も
交
友
の
あ
っ
た
暁
台
（
名
古
屋
出
身
、
後
半
生
京

都
で
活
動
）
に
師
事
し
つ
つ
、
全
国
の
俳
人
と
広
く
俳
交
を
も
っ
た
。
そ
の
な
か
に
は
、
四
国
に
旅
を
し
て

ま
わ
っ
た
一
茶
の
名
も
あ
る
。
生
涯
の
俳
諧
活
動
の
な
か
で
の
こ
し
た
作
品
は
、
発
句
を
は
じ
め
、
連
句
・

俳
文
な
ど
多
数
に
の
ぼ
る
が
、
こ
の
た
び
の
集
成
に
よ
っ
て
創
作
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

蕪
村
ら
の
天
明
俳
諧
以
後
、
上
方
や
江
戸
以
外
の
地
で
も
俳
諧
は
盛
ん
に
な
っ
て
ゆ
く
。
樗
堂
は
、
そ
う

し
た
地
方
俳
壇
の
牽
引
者
の
典
型
と
も
い
え
る
人
物
で
あ
る
が
、
従
来
の
俳
諧
研
究
で
は
、
こ
の
時
期
は
ほ

と
ん
ど
一
茶
研
究
に
偏
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
う
い
う
な
か
で
、
本
書
は
、
樗
堂
の
作
品
や
活
動
を
総
合

的
に
理
解
・
研
究
す
る
た
め
に
不
可
欠
の
基
本
文
献
と
し
て
た
か
く
評
価
で
き
る
。
本
文
の
章
立
て
は
、
発

句
篇
、
連
句
篇
、
俳
文
篇
、
関
係
俳
書
篇
、
追
善
篇
、
書
簡
篇
の
六
章
か
ら
な
り
、
さ
ら
に
詳
細
な
年
譜
お

よ
び
解
説
が
付
さ
れ
る
。
全
体
と
し
て
き
わ
め
て
目
配
り
の
き
い
た
労
作
と
し
て
よ
い
。 

発
句
篇
で
は
、
自
身
の
編
集
し
た
句
集
が
、
三
篇
ま
る
ご
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
が
目
を
引
く
。
た
だ
、

諸
本
の
関
係
に
つ
い
て
書
誌
的
分
析
、
お
よ
び
作
品
の
特
徴
な
ど
に
つ
い
て
言
及
が
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
。

連
句
・
俳
文
の
収
録
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
関
係
俳
書
・
追
善
集
を
翻
刻
し
た
点
も
、
こ
と
に
意
義
深
い
。

ま
た
、
書
簡
等
に
お
い
て
、
伊
予
に
杖
を
引
い
た
一
茶
と
の
関
係
に
ふ
れ
て
い
る
点
も
意
味
が
あ
る
。 

理
想
的
と
も
い
え
る
豊
富
な
内
容
を
も
っ
た
本
書
だ
が
、
さ
ら
に
こ
れ
を
足
掛
か
り
に
し
て
、
江
戸
後
期

の
俳
壇
研
究
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
余
言
な
が
ら
、
松
山
が
近
代
俳
句
発
祥
に
大
き
く
関

与
し
た
土
地
柄
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
樗
堂
研
究
は
明
治
以
後
に
も
視
野
を
広
げ
る
端
緒
と
な
り

う
る
。
本
書
を
ど
う
生
か
す
か
と
い
う
こ
と
は
、
俳
諧
研
究
の
今
後
の
重
要
な
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。 

以
上
を
以
て
、『
伊
予
俳
人 

栗
田
樗
堂
全
集
』
を
文
部
科
学
大
臣
賞
に
推
薦
す
る
理
由
と
す
る
。 
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