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二
○
○
二
年
末
に
国
立
国
語
研
究
所
長
が
外
国
の
単
語
が
氾
濫
し
て
い
る
状
況
を
警
告
し
、
六
三
の
単
語
を
国
語
に
翻
訳

し
た
事
例
を
紹
介
し
た
。
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
は
外
部
委
託
と
か
業
務
委
託
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
就
業
体
験
と
か
就
業

実
習
、
シ
ン
ク
タ
ン
ク
は
研
究
機
関
と
か
調
査
機
関
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
は
追
跡
調
査
と
か
補
足
改
善
な
ど
で
意
味
は
十
分

に
通
用
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。 

 

東
京
ド
ー
ム
に
あ
る
「
野
球
の
殿
堂
」
に
正
岡
子
規
が
顕
彰
さ
れ
て
い
る
。
病
弱
で
早
世
し
た
俳
人
と
野
球
は
関
係
な
さ

そ
う
で
あ
る
が
、
子
規
は
東
京
帝
国
大
学
在
学
時
代
に
野
球
に
熱
中
し
て
い
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
と
と
も
に
、「
野
球
」
と

い
う
言
葉
を
創
作
し
た
と
い
う
の
は
俗
説
で
あ
る
が
、「
四
球
」
と
か
「
投
手
」
と
い
う
言
葉
を
創
作
し
た
功
績
が
あ
る
せ
い

で
あ
る
。
野
球
も
四
球
も
投
手
も
、
英
語
の
意
味
を
的
確
に
翻
訳
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
名
訳
は
明
治
時
代
に
は
多
数

あ
る
。 

 

和
魂
洋
才
は
明
治
の
精
神
を
象
徴
す
る
四
字
熟
語
で
あ
る
が
、
西
洋
の
文
物
を
巧
妙
に
日
本
の
社
会
に
導
入
し
た
明
治
の

翻
訳
は
、
そ
の
秀
逸
な
代
表
で
あ
っ
た
。
反
対
に
、
現
代
は
外
国
の
言
葉
が
氾
濫
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
実
体
が
外

国
で
誕
生
し
て
言
葉
と
と
も
に
輸
入
さ
れ
た
せ
い
で
も
あ
る
が
、
敗
戦
以
来
も
し
く
は
明
治
以
来
の
欧
米
崇
拝
が
影
響
し
て

い
る
と
も
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
風
潮
は
言
葉
に
蓄
積
さ
れ
た
固
有
の
価
値
の
軽
視
や
喪
失
を
社
会
に
も
た

ら
す
。 

 

言
葉
に
蓄
積
さ
れ
た
価
値
の
軽
視
の
実
例
が
地
名
の
安
易
な
変
更
で
あ
る
。
郵
便
や
荷
物
の
配
達
な
ど
の
利
便
の
た
め
、

一
九
六
○
年
代
に
住
居
表
示
に
つ
い
て
の
法
律
が
制
定
さ
れ
、
日
本
各
地
で
地
名
が
大
量
消
滅
し
た
。
石
川
県
金
沢
市
は
住

居
表
示
改
正
の
実
験
都
市
と
さ
れ
、
そ
れ
以
前
に
は
九
三
○
余
が
存
在
し
て
い
た
町
名
の
う
ち
約
五
二
○
が
消
滅
し
て
し
ま

っ
た
。
全
国
の
都
市
で
○
○
町
○
丁
目
と
い
う
地
名
の
大
半
は
、
こ
の
時
期
に
変
更
さ
れ
た
名
前
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
傾
向
へ
の
反
動
が
発
生
し
、
最
近
に
な
っ
て
金
沢
で
は
、
主
計
（
か
ず
え
）
、
飛
梅
（
と
び
う
め
）
な
ど
三
町

の
名
前
が
復
権
し
た
。
東
京
都
台
東
区
で
も
、
住
居
表
示
法
施
行
前
に
は
約
一
八
○
で
あ
っ
た
町
名
が
、
再
編
に
よ
り
三
四

に
ま
で
減
少
し
て
し
ま
っ
た
。
現
在
、
い
く
つ
か
の
消
滅
し
た
町
名
の
復
活
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
一
例
と
し
て
、
か
つ
て

の
浅
草
猿
若
、
浅
草
馬
道
な
ど
の
名
前
は
消
滅
し
て
浅
草
六
丁
目
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
復
活
さ
せ
よ
う
と
議
論
さ

れ
て
い
る
。 

二
○
○
○
年
末
に
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
よ
る
姓
名
の
表
記
に
つ
い
て
の
国
語
審
議
会
案
が
発
表
さ
れ
た
。
我
々
は
漢
字
で

は
「
姓
名
」
の
順
番
に
す
る
が
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
な
る
と
何
故
か
「
名
姓
」
の
順
序
に
す
る
。
明
治
時
代
に
な
っ
て
欧

米
の
習
慣
を
導
入
し
た
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
姓
名
表
記
は
「
イ
エ
」
と
い
う
組
織
が
社
会
構
造
の
基
礎
に
あ
る

と
い
う
伝
統
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
な
る
と
途
端
に
逆
転
さ
せ
る
の
は
欧
米
崇
拝
の
残
滓

で
し
か
な
い
。 

 

中
国
や
韓
国
の
人
名
が
英
文
の
新
聞
や
雑
誌
に
記
載
さ
れ
る
と
き
は
「
姓
名
」
の
順
番
で
あ
る
こ
と
が
大
半
で
あ
り
、
鄧

小
平
は
「
Ｔ
Ｏ
Ｎ
Ｇ 

Ｓ
Ｈ
Ａ
Ｕ 

Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
」
、
金
大
中
は
「
Ｋ
Ｉ
Ｍ 

Ｄ
Ｅ
Ｊ
Ｕ
Ｎ
Ｇ
」
と
表
記
さ
れ
る
し
、
日
本
の
放

送
な
ど
で
「
ト
ウ
シ
ョ
ウ
ヘ
イ
」
と
か
「
キ
ン
ダ
イ
チ
ュ
ウ
」
と
発
音
す
る
と
相
手
国
大
使
館
な
ど
か
ら
訂
正
の
要
求
が
あ

る
。
国
語
審
議
会
案
は
強
制
で
は
な
く
希
望
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
動
向
が
出
現
し
て
き
た
の
で
あ
る
。 

 

情
報
の
本
質
は
多
様
に
あ
る
が
、
一
方
で
便
利
な
通
信
技
術
の
浸
透
に
よ
っ
て
世
界
は
画
一
に
な
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
の

画
一
の
潮
流
に
対
抗
し
な
が
ら
多
様
な
社
会
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
情
報
社
会
の
発
展
の
要
諦
で
あ
る
。
そ
の
機
会
を
提

供
す
る
の
が
、
伝
統
の
言
葉
、
旧
来
の
町
名
、
氏
名
の
表
記
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
社
会
か
ら
安
易
に
抹
殺
し
て
い
く
こ
と

は
、
情
報
社
会
の
衰
退
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 


