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1 開会の辞～国立国語研究所 六年間の歩み～

本
日
は
第
九
回
N
I
N
J
A
L
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
か
く
も
賑
々
し
く
ご
来
場
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

今
回
は
、
前
回
ま
で
と
異
な
る
特
別
な
趣
向
を
凝
ら
し
て
い
ま
す
。
従
来
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
い
う
の
は
、
一
般
の
方
々
に
向
け
た
講
演

会
と
し
て
日
本
語
に
関
す
る
具
体
的
な
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
て
き
ま
し
た
が
、
今
年
三
月
で
国
立
大
学
と
同
様
、
国
立
国
語
研
究
所
も

六
カ
年
の
中
期
計
画
期
間
が
終
わ
り
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
節
目
を
迎
え
ま
す
。
そ
の
た
め
、
過
去
六
年
間
の
研
究
活
動
の
総
括
と
し
て
、

一
般
の
方
々
だ
け
で
な
く
研
究
者
の
方
々
に
も
聞
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
想
い
か
ら
、
従
来
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
比
べ
る
と
少
し
専
門

的
な
話
を
交
え
、
講
演
会
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
研
究
発
表
会
と
し
て
企
画
し
て
み
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
企
画
は
、
二
〇
〇
九
年
に
文

化
庁
所
轄
の
独
立
行
政
法
人
か
ら
文
部
科
学
省
所
轄
の
大
学
共
同
利
用
機
関
に
模
様
替
え
し
た
本
研
究
所
に
と
り
ま
し
て
は
、
と
り
わ

け
意
義
の
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
次
第
で
す
。

国
語
の
研
究
所
か
ら
日
本
語
の
研
究
所
へ

本
日
の
表
題
は
「
こ
こ
ま
で
進
ん
だ
！
　

こ
こ
ま
で
わ
か
っ
た
！
　

国
立
国
語
研
究
所
の
日
本
語
研
究
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
私
の
開

会
の
挨
拶
で
は
、「
こ
こ
ま
で
進
ん
だ
！
」
の
部
分
、
つ
ま
り
、
こ
の
六
年
間
で
本
研
究
所
が
ど
う
変
わ
っ
た
か
、
ど
の
よ
う
に
進
展
し

て
き
た
か
と
い
う
大
き
な
流
れ
を
お
話
し
し
ま
す
。
そ
の
後
、
五
つ
の
講
演
と
展
示
・
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
で
「
こ
こ
ま
で
わ
か
っ

た
！
」
と
い
う
具
体
的
な
内
容
に
入
っ
て
い
き
ま
す
。

六
年
間
で
変
わ
っ
た
も
っ
と
も
基
本
的
な
こ
と
は
、
国
語
の
研
究
か
ら
日
本
語
の
研
究
へ
と
範
囲
が
広
が
っ
た
と
い
う
一
言
に
つ
き
ま

す
。
言
語
と
い
う
の
は
、
日
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
類
だ
け
に
備
わ
っ
た
論
理
的
思
考
や
創
造
性
の

源
泉
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
言
語
が
持
つ
こ
の
二
つ
の
側
面
の
う
ち
、「
国
語
」
と
い
う
用
語
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て

の
側
面
を
表
す
も
の
と
理
解
で
き
ま
す
。
言
い
換
え
る
と
、
普
段
日
本
語
を
使
っ
て
い
る
私
た
ち
国
民
の
立
場
、
い
わ
ば
「
ウ
チ
」
か
ら

見
た
用
語
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
日
本
語
」
と
い
う
呼
び
名
は
、
地
球
上
に
六
千
以
上
あ
る
と
言
わ
れ
る
人
間
言
語
の
一
つ
と
し
て
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捉
え
る
用
語
で
、
こ
の
側
面
を
理
解
す
る
た
め
に
は
「
ソ
ト
」、
す
な
わ
ち
諸
外
国
語
か

ら
見
る
視
点
が
必
要
に
な
り
ま
す
（
図
1
）。

ウ
チ
（
国
民
の
眼
）
か
ら
見
た
日
本
語
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
、
漢
字
が
多
す
ぎ

る
、
マ
ス
コ
ミ
で
カ
タ
カ
ナ
言
葉
が
多
く
て
理
解
で
き
な
い
、
子
供
の
こ
ろ
か
ら
使
っ

て
い
て
、
て
っ
き
り
標
準
語
だ
と
思
っ
て
い
た
言
葉
を
会
社
で
使
っ
た
ら
、
東
京
の
人

に
通
じ
な
か
っ
た
、
と
い
っ
た
日
常
の
身
近
な
問
題
に
直
結
し
ま
す
。

他
方
、
ソ
ト
（
諸
外
国
語
の
観
点
）
か
ら
見
る
と
、
た
と
え
ば
、
日
本
語
は
世
界
で

一
番
難
し
い
こ
と
ば
だ
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
本
当
だ
ろ
う
か
、
日
本
語
の
文

法
や
音
声
は
世
界
の
諸
言
語
と
ど
の
よ
う
に
異
な
り
、
ど
の
よ
う
に
似
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
は
、

日
本
語
の
独
自
性
と
同
時
に
、
他
言
語
と
の
共
通
性
を
探
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
言
語
学
の
研
究
で
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
は
当
た
り
前
で
、
昔
か
ら
や
っ
て
い

た
こ
と
で
す
が
、
国
立
国
語
研
究
所
と
し
て
は
新
し
い
取
り
組
み
な
の
で
す
。

「
日
本
列
島
の
言
語
」の
研
究
へ

国
語
研
究
所
と
い
う
と
、
国
語
す
な
わ
ち
日
本
語
の
研
究
所
だ
と
思
い
が
ち
で
す
。

し
か
し
、
日
本
列
島
に
は
日
本
語
の
ほ
か
に
も
、
古
く
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
言
語
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
、
沖
縄
県
の
島
々
で
使
わ
れ
て
い
る
琉
球
諸
語
と
、
現
在
で
は
北
海

道
の
ご
く
一
部
に
だ
け
残
っ
て
い
る
ア
イ
ヌ
語
で
す
。
琉
球
諸
語
は
日
本
語
の
方
言
と

見
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
最
近
の
言
語
学
研
究
に
よ
る
と
、
日
本
語
と
琉
球

諸
語
は
一
つ
の
親
（
日に
ち
り
ゅ
う琉

祖
語
、
英
語
で
はProto -Japonic
）
か
ら
分
岐
し
た
姉
妹

語
だ
と
い
う
こ
と
が
ほ
ぼ
確
定
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
イ
ヌ
語
は
日

本
語
お
よ
び
琉
球
諸
語
と
は
異
な
る
系
統
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
一
般
的
で
す
（
図

図1図2
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2
）。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
ア
イ
ヌ
語
が
縄
文
時
代
に
は
日
本
列
島
の
広
い
地
域
で
話
さ
れ
て
い
た
有
力
な
言
語
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と

は
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
ア
イ
ヌ
語
と
琉
球
諸
語
は
、
消
滅
危
機
言
語
に
関
す
る
ユ
ネ
ス
コ
の
報
告
で
も
危
機
の
度
合
い
が
高

い
言
語
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
て
、
い
ま

4

4

研
究
を
進
め
な
け
れ
ば
、
あ
と
で
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
事
態
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

ま
た
、
琉
球
諸
語
、
ア
イ
ヌ
語
の
研
究
を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
は
系
統
的
に
孤
立
し
た
言
語
と
さ
れ
て
き
た
日
本
語
そ

の
も
の
の
ル
ー
ツ
を
解
明
す
る
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
沖
縄
語
を
中
心
と
す
る
琉
球
諸
語
の
研
究
は
、
旧
国
語
研

で
も
多
少
は
あ
り
ま
し
た
が
、
地
球
上
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
起
こ
っ
て
い
る
言
語
多
様
性
の
危
機
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
な
観
点
か
ら
捉
え

る
姿
勢
は
新
し
い
も
の
で
す
。
さ
ら
に
そ
の
な
か
に
、
ア
イ
ヌ
語
を
含
め
て
い
る
こ
と
は
、
国
立
国
語
研
究
所
の
歴
史
に
お
い
て
画
期

的
な
こ
と
と
言
え
ま
す
。

日
本
語
の
将
来
に
む
け
て

ア
メ
リ
カ
言
語
学
会
の
機
関
誌
で
言
語
学
で
は
世
界
最
高
峰
の
専
門
誌
で
あ
るLanguage

に
、M

ichel  K
rauss

の“T
he W

orld's 

Languages in C
risis”
（1992

）
と
い
う
論
文
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
地
球
上
で
約
七
千
あ
る
言
語
の
う
ち
、
ど
れ
く
ら
い
の
言
語

が
滅
亡
し
か
け
て
い
る
か
、
ど
れ
く
ら
い
が
将
来
永
続
的
に
繁
栄
し
て
い
く
か
と
い
っ
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
に
よ
る
と
、

世
界
の
言
語
は
大
ま
か
に
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
ま
す
。

① 

二
○
〜
五
○
％
は
絶
滅
寸
前
の
状
態
（
言
語
を
受
け
継
ぐ
子
ど
も
が
い
な
い
）。

② 

四
○
〜
七
五
％
は
消
滅
の
危
機
に
瀕
し
た
言
語
で
、
こ
の
ま
ま
い
く
と
①
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ア
イ
ヌ
語
は
①
、
琉
球
諸
語
は
①

な
い
し
②
に
該
当
し
ま
す
。

③ 

残
り
わ
ず
か
五
％
が
将
来
も
安
泰
な
言
語
で
す
。

こ
こ
か
ら
単
純
に
計
算
す
る
と
、
二
一
世
紀
の
終
わ
り
に
は
、
地
球
上
に
は
た
っ
た
三
五
○
程
度
の
言
語
し
か
残
ら
な
い
と
い
う
予
想

に
な
り
ま
す
。
言
語
の
多
様
性
は
文
化
の
多
様
性
、
ひ
い
て
は
人
間
そ
の
も
の
の
多
様
性
を
意
味
し
ま
す
か
ら
、
こ
の
推
測
は
極
め
て

深
刻
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
ま
す
。
一
五
○
○
年
よ
り
以
前
は
地
球
上
に
一
万
を
超
え
る
言
語
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
文
明
の
発

達
と
と
も
に
少
数
民
族
の
言
語
が
ど
ん
ど
ん
淘
汰
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。

で
は
、
み
な
さ
ん
、
日
本
語
そ
の
も
の
は
ど
う
な
る
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
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多
く
の
人
た
ち
は
、「
自
分
が
普
段
使
っ
て
い
る
日
本
語
が
①
や
②
の
状
態
に
な
る
な
ん
て
、
考
え
ら
れ
な
い
。
日
本
語
は
将
来
も
安

泰
だ
」
と
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ほ
ん
と
う
に
そ
う
で
し
ょ
う
か
。

単
に
、
日
本
の
人
口
が
将
来
、
大
幅
に
減
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
理
由
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
小
説
家
で
あ
り
評
論
家
の
水
村
美
苗
さ

ん
は
、
あ
ま
り
小
さ
い
と
き
か
ら
英
語
を
教
え
る
と
、
子
供
の
日
本
語
力
に
影
響
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
か
ら
、
日
本
語

の
将
来
に
つ
い
て
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
ま
す
（『
日
本
語
が
滅
び
る
と
き
』
二
〇
〇
八
年
）。
ま
た
、
エ
ス
キ
モ
ー
語
を
専
門
と
す
る
言
語

学
者
の
宮
岡
伯
人
さ
ん
は
、
ま
さ
し
く
消
滅
危
機
に
直
面
し
て
い
る
エ
ス
キ
モ
ー
語
と
同
じ
よ
う
に
、
日
本
語
も
将
来
そ
の
よ
う
に
な

る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
ま
す
（『「
語
」
と
は
な
に
か
・
再
考
』二
〇
一
五
年
）。

言
語
の
消
滅
危
機
の
原
因
は
、
単
に
人
口
が
減
る
こ
と
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
言
語
は
、
人
工
的
に
つ
く
っ
た
も
の
で
は
な
く
、

人
間
生
活
の
な
か
で
自
然
に
生
ま
れ
、
発
達
し
て
き
た
も
の
で
す
か
ら
、
時
間
と
と
も
に
変
化
し
て
い
く
こ
と
は
当
然
で
す
し
、
地
域

や
年
齢
、
性
別
な
ど
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
る
の
も
当
然
で
す
。
こ
の
よ
う
な
言
語
の
内
的
変
化
は
、
話
者
自
身
も
意
識
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
言
語
は
内
的
原
因
で
変
化
す
る
だ
け
で
な
く
、
外
的
な
原
因
、
特
に
諸
外
国
語
と
の
接
触
に
よ
っ
て
も
変
化
し
ま

す
。
こ
の
こ
と
は
、
案
外
気
が
つ
か
な
い
も
の
で
す
。

現
代
の
日
本
語
の
中
に
カ
タ
カ
ナ
言
葉
（
借
用
語
）
が
多
い
こ
と
は
自
明
で
す
が
、
カ
タ
カ
ナ
と
い
う
目
に
見
え
る
形
で
な
い
と
こ

ろ
で
も
、
英
語
的
な
発
想
が
入
っ
て
く
る
と
い
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
代
名
詞
は
英
語
学
習
の
初
歩
に
お
い
て
、he

＝

「
彼
」、she

＝「
彼
女
」
と
、
イ
コ
ー
ル
の
関
係
と
し
て
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
教
授
法
で
は
日
本
語
の
「
彼
、
彼
女
」
が
持

つ
独
特
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
切
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
た
と
え
ば
日
本
人
の
大
学
生
が
自
分
の
先
生
の
こ
と
を
「
彼
は

…
…
」
と
い
っ
た
り
、
日
本
人
の
子
ど
も
が
自
分
の
母
や
姉
の
こ
と
を
「
彼
女
は
…
…
」
と
い
っ
た
り
す
る
、
と
い
っ
た
日
本
語
と
し
て

不
自
然
な
用
法
が
だ
ん
だ
ん
と
広
が
っ
て
き
ま
す
。

も
し
将
来
、
こ
の
よ
う
な
外
国
語
か
ら
の
影
響
が
日
本
語
の
語
彙
や
文
法
全
体
に
ま
で
及
ぶ
と
す
る
と
、
そ
の
と
き
の
日
本
語
は
、

は
た
し
て
「
日
本
語
」
と
呼
べ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
考
え
込
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
事
態
が
起
こ
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、

国
立
国
語
研
究
所
の
使
命
は
。
現
在
お
よ
び
過
去
の
日
本
語
の
豊
か
な
姿
を
将
来
に
引
き
継
ぐ
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
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ま
と
め

新
し
い
国
立
国
語
研
究
所
は
、
ウ
チ
と
ソ
ト
の
複
合
的
観
点
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
こ
の
六
年
間
で
次
の
よ
う
な
進
化
を
と
げ
ま

し
た
。

一
．
ウ
チ
の
観
点
を
精
緻
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
標
準
語
や
方
言
の
姿
が
詳
細
に
わ
か
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。（
具
体
例
は
講
演

1
、
2
を
参
照
）

二
．
ソ
ト
の
観
点
を
と
る
こ
と
で
、
日
本
語
に
特
有
と
さ
れ
る
さ
ま
ざ

ま
な
言
語
現
象
で
も
、
世
界
諸
言
語
と
同
じ
土
俵
で
研
究
す
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
本
質
が
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。（
講
演
4
、
5
）

三
．
非
母
語
話
者
（
外
国
人
）
の
日
本
語
学
習
を
、
ウ
チ
の
視
点
と
ソ

ト
の
視
点
が
接
触
し
、
衝
突
す
る
場
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
で
、
日
本
語

教
育
に
つ
い
て
も
新
た
な
研
究
の
方
向
が
見
え
て
き
ま
し
た
。（
講
演
5
）

四
．
い
ろ
い
ろ
な
研
究
成
果
を
国
内
だ
け
で
な
く
、
積
極
的
に
海
外
に

も
発
信
す
る
こ
と
で
、
日
本
語
研
究
お
よ
び
日
本
語
そ
の
も
の
の
国
際
的

普
及
を
促
進
す
る
足
が
か
り
が
で
き
ま
し
た
。
な
か
で
も
、
過
去
か
ら
現

在
ま
で
の
国
内
外
の
日
本
語
研
究
を
展
望
し
、
日
本
語
か
ら
世
界
の
言
語

研
究
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
日
本
語
研
究
英
文
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
シ
リ
ー
ズ

（
図
3
）
の
国
際
出
版
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
は
、
と
か
く
国
内
に
閉
じ
こ
も

り
が
ち
な
日
本
語
（
国
語
）の
研
究
に
と
っ
て
大
き
な
ブ
レ
イ
ク
ス
ル
ー
に

な
る
は
ず
で
す
。

以
上
を
も
っ
て
、
私
の
開
会
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
引
き

続
き
、
講
演
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

図3
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