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先
日
、ス
イ
ス・ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
あ
る

世
界
最
大
規
模
の
素
粒
子
物
理
学
の

研
究
所
で
あ
る
欧
州
原
子
核
研
究
機

構（
Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｎ
）を
訪
問
し
、国
際
部
長

等
職
員
の
人
た
ち
と
懇
談
し
、最
新
の

原
子
核
物
理
学
の
立
場
か
ら
の
宇
宙

創
造
の
原
理
に
つ
い
て
お
話
を
聞
い
た
。

そ
の
中
で
、「
宇
宙
は
物
質
で
は
な
く
エ

ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
」と
い

う
理
論
を
実
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
を
知
ら
さ
れ
、大
変
興
味
を
持
っ
た
。

　
面
白
い
こ
と
に
、戦
前
の
神
道
家・今

泉
定
助
氏
に
よ
る
古
事
記
の
天
地
創

造
の
解
釈
も
ま
た
、こ
の
最
先
端
の
科

学
が
予
想
す
る
宇
宙
の
創
造
と
同
じ

原
理
の
こ
と
を
言
って
い
る
。

　
古
事
記
の
冒
頭「
天
地（
あ
め
つ
ち
）

の
初
発（
は
じ
め
）」に
成
れ
る
神
は
、

「
天
之
御
主
神(

あ
め
の
み
な
か
ぬ
し
の

か
み)

」、「
高
御
産
霊
神(

た
か
み
む
す

び
の
か
み)

」「
神
産
霊
神(

か
み
む
す
び

の
か
み)

」と
あ
る
。
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古
事
記
の
天
地
創
造
で
は
、霊（
エ
ネ
ル

ギ
ー
）が
集
中
す
る
中
心
が
で
き
る
と
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
凝
縮
と
拡
張
に
よ
っ
て

「
産
霊（
む
す
ひ
）」の
活
動
が
は
じ
ま

り
、次
々
と
万
有（
物
質
）万
象（
エ
ネ
ル

ギ
ー
）が
生
ま
れ
成
って
き
た
と
解
釈
し

て
い
る
の
だ
。そ
し
て
、こ
の
活
動
が
今

も
連
綿
と
続
き
天
壌
無
窮
に
続
く
と
い

う
の
が
、日
本
民
族
の
宇
宙
観
で
あ
り
、

思
想・哲
学
の
根
源
で
あ
る
。

　

欧
州
原
子
核
研
究
機
構
の
科
学
者

た
ち
も
、「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
強
烈
な
る
凝

縮
と
衝
動
で
宇
宙
が
創
造
さ
れ
た
」と

い
う
日
本
の
神
話
の
天
地
創
造
に
は
極

め
て
興
味
深
意
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

　

宇
宙
創
元
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
神
に

「
産
霊（
む
す
ひ
）」と
い
う
呼
び
名
を

使
っ
て
い
る
の
が
重
要
な
と
こ
ろ
だ
。こ

こ
で
言
う「
産
霊（
む
す
ひ
）」と
は
、エ

ネ
ル
ギ
ー
が
何
か
を
産
む（
生
成
す
る
）

働
き
と
捉
え
ら
れ
る
。

　
例
え
ば
、人
間
が
子
供
を
産
む
と
い

う
行
為
も
、宇
宙
の
創
造
の
原
理
に
基

づ
く
、天
地
創
造
の
延
長
線
上
に
あ
る

営
み
と
捉
え
て
、「
産
霊（
む
す
び
）」と

呼
ん
だ
。男
女
が
契
り
を「
む
す
ぶ
」の

語
源
で
あ
る
。生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ

る
霊
が
肉
体（
物
質
）を
も
っ
て
生
ま
れ

る
の
で
、「
産
霊（
む
す
ひ
）」が「
産
子

（
む
す
こ
）」ま
た
は「
産
女（
む
す
め
）」

に
成
る
。霊
を
授
か
っ
た
男
子
を「
霊
子

（
ひ
こ
）」、女
子
を「
霊
女（
ひ
め
）」と

呼
ぶ
の
も
こ
う
し
た
考
え
に
よ
る
。

　
ま
た
、日
本
の
場
合
、お
腹
の
中
に
霊

を
授
か
っ
た
時
点
か
ら
、エ
ネ
ル
ギ
ー
生

命
体
と
し
て
の
年
齢
を
数
え
る
の
で
、

出
産
の
時
点
で
は一歳
と
し
て
い
る
。

　

現
代
で
は「
物
質
」と
し
て
母
の
肉

体
か
ら「
分
離
」し
た
時
点
を
零
歳
と

数
え
て
い
る
が
、母
の
お
腹
に
霊
を
授

か
っ
た
時
を
零
歳
と
数
え
る
伝
統
的
な

日
本
の
考
え
方
の
方
が
、人
を
単
な
る

物
質
で
は
な
く
宇
宙
創
元
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
継
承
す
る
霊
的
存
在
と
し
て
み

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

日
本
人
は
、生
れ
た
時
に
授
か
っ
た

元
々
の
力
強
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
こ
と
を

「
元
気
」と
呼
ぶ
。

　

そ
し
て「
元
気
」が
持
続
し
て
い
る

限
り
、人
は
成
長
を
成
し
続
け
る
と
考

え
ら
れ
て
き
た
。逆
に
言
え
ば
、元
気
が

枯
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
、気
＝
エ

ネ
ル
ギ
ー
が
枯
れ
る
こ
と
を
意
味
し
、

人
の
成
長
は
止
ま
り
、「
気
枯
れ
」す
な

わ
ち「
穢（
け
が
）れ
」る
こ
と
に
な
り
、

本
来
の
創
造
活
動
が
停
止
さ
れ
た
状

態
に
な
る
と
考
え
ら
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
神
道
で
は
、次
か
ら
次
へ

と
新
た
に
生
み
成
す
創
造
活
動
を
よ
し

と
し
、逆
に
、創
造
を
し
な
い
状
態
は

「
禍（
ま
が
）つ
く
」と
か「
穢（
け
が
）

れ
」、創
造
を
妨
害
す
る
行
為
は「
罪・

咎
」と
し
て
忌
み
嫌
う
の
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
、宇
宙
に
生
ま
れ
、宇
宙
に
生

き
、宇
宙
に（
物
質
と
し
て
の
肉
体
が
）

死
ぬ
人
間
に
と
って
、「
産
霊（
む
す
ひ
）」

と
い
う
言
葉
は
、宇
宙
本
来
の
活
動
の一

端
を
担
い
、新
た
な
創
造
を
つ
く
り
だ
す

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
で
あ
り
、男
女
が
結

ば
れ
て
子
供
を
作
る
こ
と
は
、大
変
め
で

た
い
こ
と
な
の
だ
。物
質
と
し
て
の
肉
体

は
滅
び
る
が
、そ
の
間
に
、子
供
だ
け
で

は
な
く
、社
会
に
新
た
な
霊（
エ
ネ
ル

ギ
ー
）を
生
み
出
し
、自
ら
も
霊
に
帰
る一

生
こ
そ
本
分
を
尽
く
し
た
と
い
え
る
。

戦
い
が
創
造
を
生
む
武
道
の
発
想

　
武
道
に
お
い
て
剣
と
剣
を
斬
り
合
わ

せ
る
こ
と
を
、「
斬
り
む
す
び
」と
呼
ん

で
い
る
こ
と
に
も
、こ
の
考
え
方
が
表
れ

て
い
る
。　

　
こ
の
発
想
は
、「
斬
り
殺
す
」、つ
ま

り
相
手
を
斬
っ
て
捨
て
て
し
ま
え
ば
い

い
と
い
う
考
え
と
は
正
反
対
の
も
の
だ

と
言
え
る
。「
斬
り
む
す
ぶ
」と
は
、相

手
の
矛
や
太
刀
を
む
す
び
止
め
、双
方

の
す
さ
ま
じ
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、殺
傷
と

破
壊
で
は
な
く
創
造
に
向
か
わ
せ
し
め

よ
う
と
い
う
行
為
だ
。

　
相
手
と
生
死
を
か
け
た
戦
い
の
先
に

さ
え
、何
ら
か
の
創
造
を
生
み
出
し
て

い
く
べ
き
だ
、と
い
う
思
想
が
あ
る
。

　
天
象
や
地
象
に
も
和
荒
が
あ
る
よ
う

に
、人
と
人
の
関
係
に
お
い
て
も
、親
睦

と
紛
争
は
避
け
が
た
い
面
が
あ
る
。

　
で
あ
れ
ば
、人
間
の
行
為
の
結
果
に

過
ぎ
な
い
平
和
や
戦
争
と
い
う
現
象
の

好
き
嫌
い
を
論
じ
る
の
で
は
な
く
、や
む

な
く
戦
っ
た
と
し
て
も
、共
和
の
道
を
探

ろ
う
と
す
る
こ
と
の
方
が
重
要
な
の
だ
。

　

武
道
が
単
な
る
戦
闘
の
技
術
を
教

え
る
格
闘
技
と
異
な
る
の
は
、こ
う
し

た
思
想
が
根
本
に
あ
る
か
ら
だ
と
言
え

る
。相
手
を
殺
傷
し
破
壊
す
る
だ
け
の

戦
い
で
あ
れ
ば
、社
会
全
体
が
荒
廃
し

て
し
ま
う
。

　

平
和
時
に
お
け
る
創
造
、戦
い
に
お

け
る
創
造
と
い
う
性
質
を
探
求
し
て
い

く
の
が
武
道
の
本
質
で
あ
り
、日
本
人

が
戦
い
の
中
に「
む
す
び
」と
い
う
言
葉

を
使
っ
た
所
以
で
あ
る
。

　

言
葉
を
変
え
れ
ば
、平
時
に
お
い
て

も
戦
時
に
お
い
て
も「
和
す
る
」、す
な

わ
ち
敵
さ
え
包
容
同
化
し一体
と
な
り
、

共
生
す
る
道
を
理
想
と
す
る
の
だ
。

　
そ
の
根
源
に
は
、宇
宙
は
前
述
の
通

り一
体
と
し
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
か

ら
、本
来
は
全
体
が一
体
的
な
継
続
し

た
活
動
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
あ
る
。

宇
宙
が
創
造
さ
れ
た
時
か
ら
現
代
を

経
て
未
来
ま
で
の
全
体
を一体
的
に
捉

え
る
な
ら
ば
、今
を
生
き
る
我
々
も
宇

宙
の
創
造
を
継
続
す
る
た
め
に
生
き
る

存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
悟
る
で
あ

ろ
う
。

将
来
に
希
望
が
持
て
な
い
日
本

　
こ
の
よ
う
な
宇
宙
の
創
造
と
の一体

性
を
重
ん
じ
る
発
想
の
延
長
線
上
に
、

日
本
民
族
の「
共
助
の
精
神
」が
生
ま

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。そ
し
て
こ
の
精

神
こ
そ
が
、伝
統
的
文
化
の
発
展
と
日

本
社
会
の
成
長
を
持
続
し
て
き
た
根

源
原
因
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
だ
か
ら
、元
々
日
本
人
は
、競
争
を
勝

ち
抜
い
た
勝
者
を
英
雄
視
し
た
り
、そ

の
よ
う
な
人
物
が
社
会
の
実
権
を
握
る

よ
う
な
社
会
の
シ
ス
テ
ム
を
望
ん
で
い

な
い
。逆
に「
弱
き
を
助
け
強
き
を
挫

く
」の
が
日
本
の
英
雄
だ
。最
近
で
は
、

東
日
本
大
震
災
後
に
見
せ
た
共
助
的
な

絆
が
、日
本
人
の
心
の
在
り
方
を
示
し

た
。何
よ
り
も
、権
力
を
持
た
な
い
天
皇

陛
下
を
国
民
が
崇
敬
し
て
き
た
の
は
、

共
助
社
会
の
活
模
範
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
現
代
は
、貪
欲
な
利
己
主
義

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、社
会
や
利
他
的
に
生

き
よ
う
と
す
る
真
面
目
な
人
々
の
生
気

を
蝕
み
、歴
史
的
に
作
り
上
げ
て
き
た

共
助
の
社
会
は
、市
場
競
争
原
理
の
強

圧
に
よ
り
解
体
さ
れ
て
き
た
。社
会
が

壊
れ
て
し
ま
え
ば
、エ
ネ
ル
ギ
ー
の
蓄
積

場
所
は
個
人
し
か
な
い
。し
か
も
、エ
ネ

ル
ギ
ー
は
お
金
だ
け
に
評
価
換
算
さ

れ
、金
持
ち
は
莫
大
な
力
を
得
る
。そ
れ

を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
人
は
困
窮

し
、誰
か
ら
の
助
け
も
得
ら
れ
ず
、孤
独

死
す
る
か
、「
禍（
ま
が
）つ
き
」「
穢（
け

が
）れ
」、「
罪
や
咎
」を
犯
す
。

　

最
近
発
表
さ
れ
た
先
進
国
の
若
者

の
未
来
に
対
す
る
希
望
の
ア
ン
ケ
ー
ト

に
よ
る
と
、日
本
人
は
最
下
位
に
近
い

ほ
ど
下
の
方
だ
っ
た
。日
本
は「
将
来
に

対
す
る
希
望
が
持
て
な
い
国
」と
い
う

結
果
が
出
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
若
い
人
た
ち
が
、現
代
の
競

争
に
よ
る
自
己
実
現
の
社
会
で
は
希
望

が
持
て
な
い
、と
考
え
て
い
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。震
災
後
に

多
く
の
若
者
た
ち
が
被
災
者
の
支
援
や

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
や
り
が
い
を
見

出
し
た
よ
う
に
、多
く
の
日
本
の
若
者

た
ち
は
、競
争
社
会
よ
り
は
む
し
ろ
共

助
的
な
社
会
を
望
ん
で
い
る
の
で
は
な

い
か
、と
推
測
で
き
る
。

共
助
的
な
社
会
の
実
現
を
目
指
せ

　

里
山
資
本
主
義
な
ど
が
話
題
を
呼

ん
で
い
る
が
、伝
統
的
な
共
助
社
会
が

壊
れ
て
し
ま
っ
た
現
在
、こ
の
よ
う
な
新

た
な
共
助
体
を
作
る
動
き
は
注
目
に
値

す
る
。政
府
や
行
政
機
構
に
依
存
し
な

い
、「
新
た
共
助
の
家
の
再
生
」で
あ
る
。

　
共
生
す
る
社
会
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
充

実
す
れ
ば
、そ
の
社
会
に
住
む
人
々
は

幸
福
感
を
覚
え
、色
々
な
創
造
活
動
を

展
開
す
る
。そ
れ
に
よ
っ
て
、社
会
は
さ

ら
に
発
展
し
、次
な
る
創
造
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
生
ま
れ
る
。

　

社
会
の
基
盤
と
な
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

は
、共
助
的
な
シ
ス
テ
ム
、す
な
わ
ち

「
他
者
の
役
に
立
って
い
る
＝
自
分
は
社

会
で
必
要
と
さ
れ
て
い
る
」と
い
う
自

覚
を
持
て
る
社
会
で
こ
そ
生
ま
れ
る
も

の
で
あ
る
。

　
こ
う
考
え
て
い
け
ば
、社
会
を
再
生

す
る
た
め
の
最
も
重
大
な
原
理
は
、い

か
に
し
て「
新
た
共
助
の
家
」を
再
構

築
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
現
在
は
、公
的
機
関
が
担
って
い
た
事
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業
を
民
間
企
業
に
移
譲
す
る
こ
と
を
進

め
て
い
る
が
、こ
れ
は
、中
央
行
政
府
の

監
督
権
は
保
留
し
な
が
ら
、収
益
権
を

市
場
に
分
権
し
て
い
る
わ
け
で
、市
場

で
の
収
益
に
預
か
る
こ
と
の
で
き
な
い一

般
国
民
は
、無
権
者
す
な
わ
ち
現
代
の

奴
隷
状
態
に
陥
る
。

　
そ
も
そ
も
、中
央
集
権
が
進
み
す
ぎ

る
と
、地
方
行
政
ま
で
画一的
に
な
る
。

さ
ら
に
、国
民一人
ひ
と
り
の
政
治
行
政

に
対
す
る
自
己
責
任
感
を
鈍
ら
せ
、公

権
力
へ
の
依
存
心
を
助
長
さ
せ
、あ
る

い
は
不
平
不
満
の
念
を
強
く
す
る
。ま

た
、中
央
の
政
争
が
地
方
や
家
庭
の
中

ま
で
入
り
込
み
、共
助
体
は
分
断
さ
れ

相
争
う
よ
う
に
な
る
。こ
れ
は
、伝
統
的

日
本
社
会
の
崩
壊
に
つ
な
が
る
。

　
共
助
社
会
と
は
、政
府
や
、地
方
行

政
の
権
限
を
思
い
切
っ
て
国
民
に
ゆ
だ

ね
る
こ
と
だ
。国
民
が
主
体
的
に
、福

祉
、教
育
、防
犯
防
災
、保
険
防
疫
等
末

端
の
自
治
行
政
機
能
を
遂
行
す
る
仕

組
み
で
あ
る
。こ
こ
に
法
的
権
能
を
与

え
れ
ば
、無
駄
な
お
金
も
、無
駄
な
公
的

機
関
も
、利
益
主
義
の
民
間
企
業
も
不

必
要
に
な
る
。な
に
よ
り
、国
民
が
心
を

ひ
と
つ
に
し
て
社
会
を
運
営
し
、自
助

努
力
で
安
心
安
全
を
獲
得
で
き
る
。

　
個
別
の
空
虚
な
議
論
よ
り
、わ
れ
わ
れ

日
本
人
は
、ど
の
よ
う
な
社
会
を
創
ろ
う

と
し
て
い
る
の
か
、世
界
は
ど
う
あ
る
べ
き

な
の
か
を
し
っ
か
り
と
見
据
え
る
べ
き
だ
。

　
日
本
は
神
武
建
国
以
来
、お
互
い
に

共
助
し
合
い
、創
造
と
成
長
を
促
す
家

の
よ
う
な
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
き

た
。そ
の
精
神
を
継
承
す
る
今
上
陛
下

は
、常
に
、国
民
が
心
を
ひ
と
つ
に
し
て
、

と
も
に
助
け
合
い
、未
来
を
創
る
社
会

を
国
民
に
呼
び
か
け
て
い
る
。天
皇
陛

下
の
大
御
心
に
副
い
奉
る
の
が
日
本
の

真
性
保
守
で
あ
る
。日
本
の
あ
ら
ゆ
る

政
策
は
そ
の
方
向
に
焦
点
を
当
て
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　
世
界
に
も
共
助
的
な
社
会
を
目
指

す
運
動
が
広
が
って
い
る
。今
こ
そ
日
本

人
は
、伝
統
的
共
助
社
会
の
理
念
を
人

類
普
遍
の
エ
ト
ス
と
し
て
、国
内
外
に

広
め
る
時
で
あ
る
。


