
七
月
八
日
の
午
後
、
玉
川
学
園
講
堂
で

学
術
研
究
所
言
語
情
報
文
化
研
究
施
設
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、「In

F
O
R
U
M
2004

」

が
開
か
れ
ま
し
た
。
施
設
が
発
足
し
た
二

〇
〇
二
年
の
秋
か
ら
数
え
て
三
回
目
の
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
す
。

毎
回
、
言
語
・
認
知

研
究
や
言
語
文
化
教

育
の
分
野
で
活

躍
さ
れ
て
い
る

内
外
の
著
名

な
研
究
者
を

お
招
き
し
て

講
演
し
て
い

た
だ
い
て
い
ま

す
が
、
今
年
も
静

岡
県
立
大
学
か
ら
寺

尾
康
先
生
、
台
湾
の
淡

江
大
学
か
ら
陳
山
龍
先
生
、
そ

し
て
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
オ
ー
ク
ラ
ン

ド
工
科
大
学
か
ら
グ
レ
ン
・
ト
ー
先
生
を

お
招
き
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
専
門
の
分

野
の
先
端
的
で
刺
激
的
な
、
示
唆
に
富
ん

だ
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

る
な
ど
、
歴
史
的
に
、
あ
る
い
は
方
言
に

お
い
て
定
着
し
て
い
る
も
の
が
数
多
く
あ

り
ま
す
。
日
常
生
活
に
お
い
て
も
音
位
転

倒
は
し
ば
し
ば
起
こ
り
、
た
と
え
ば
「
浜

名
湖
」
を
「
は
な
ま
こ
」、「
彩
り
」
を

「
い
ど
ろ
り
」
と
思
わ
ず
言
い
間
違
っ
て

し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

寺
尾
先
生
は
、
こ
の
よ
う
に
私
た
ち
が

無
意
識
の
う
ち
に
行
っ
て
い
る
音
位
転
倒

に
規
則
性
を
見
出
し
て
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
解
明
し
、
さ
ら
に
は
発
話
モ
デ
ル
を

構
築
し
て
い
こ
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
日

本
語
の
音
位
転
倒
が
、
す
ぐ
隣
の
共
通
の

母
音
を
持
っ
た
モ
ー
ラ
（
音
韻
論
上
の
単
位
）

間
で
起
こ
り
や
す
く
、
不
自
然
で
言
い
に

く
い
音
連
続
か
ら
言
い
や
す
い
音
連
続
に

会
場
か
ら
も
質

問
・
意
見
が
出
さ

れ
、
充
実
し
た
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
な

り
ま
し
た
。
次
に

お
三
方
の
講
演
の

内
容
を
簡
単
に
ご

紹
介
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

音
位
転
倒
は
ど
う
し
て
起
こ
る

寺
尾
先
生
は
心
理
言
語
学
の
立
場
か
ら

音
位
転
倒
を
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

音
韻
要
素
の
位
置
が
交
換
さ
れ
て
し
ま

う
音
位
転
倒
に
は
、「
山
茶
花
（
さ
ん
さ
か
）」

が
「
さ
ざ
ん
か
」
に
、「
竜
胆
（
り
う
た
ん
）」

が
「
り
ん
た
う
」
を
へ
て
「
り
ん
ど
う
」

に
、「
体
（
か
ら
だ
）」
が
「
か
だ
ら
」
に
な
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研
修
セ
ン
タ
ー
で
指
導
力
を
発
揮
し
て
こ

ら
れ
た
言
語
政
策
・
言
語
教
育
の
専
門
家

で
す
。

英
語
が
国
際
語
と
な
っ
て
い
る
現
状
を

い
か
に
と
ら
え
た
ら
よ
い
の
か
、
ま
た
、

そ
う
し
た
状
況
に
英
語
教
育
に
携
わ
る
教

員
が
ど
う
対
応
し
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
か

を
熱
く
語
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

深
く
考
え
さ
せ
る
問
題
提
起
に
続
い
て

解
決
へ
の
糸
口
が
示
唆
さ
れ
ま
し
た
。
語

学
教
育
に
お
い
て
現
在
き
わ
め
て
魅
力
的

な
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
変
化
が
お
き
て
い
る
こ

と
、
そ
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
に
柔
軟

な
思
考
や
広
い
視
野
が
欠
か
せ
な
い
こ
と

が
改
め
て
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

特
に
若
い
聴
衆
の
中
に
挑
戦
意
欲
を
か

き
立
て
ら
れ
た
者
が
多
か
っ
た
と
感
じ
ま

し
た
。

変
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、

こ
の
転
倒
現
象
を
、「
さ
ま
ざ
ま
な
言
語

単
位
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
節
点
に
あ
っ
て

競
い
合
う
」
と
い
う
発
話
モ
デ
ル
を
使
っ

て
興
味
深
く
説
明
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

台
湾
に
お
け
る
日
本
語
教
育
の
現
状

陳
先
生
は
台
湾
に
お
け
る
日
本
語
教
育

の
現
状
と
そ
の
問
題
点
を
、
堪
能
な
日
本

語
を
駆
使
し
て
お
話
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

台
湾
で
の
日
本
語

教
育
は
日
本
ブ
ー
ム

の
煽
り
を
受
け
て
、

そ
の
発
展
が
多
岐
に

わ
た
り
、
幼
稚
園
か

ら
大
学
院
ま
で
の
各

教
育
機
関
で
さ
ま
ざ

ま
な
コ
ー
ス
が
設
け

ら
れ
て
い
る
と
の
こ

と
で
す
。

日
本
語
の
学
習
人

口
は
約
四
〇
万
人
。

外
国
語
と
し
て
は
英

語
に
次
い
で
第
二
位

を
占
め
て
い
ま
す
。
大
学
レ
ベ
ル
で
は
日

本
語
文
学
系
と
応
用
日
語
学
系
に
分
か
れ

て
い
ま
す
が
、
卒
業
す
る
に
は
一
二
八
単

位
以
上
の
修
得
が
求
め
ら
れ
、
多
く
の
者

が
日
本
語
能
力
試
験
一
級
の
資
格
も
合
わ

せ
て
取
っ
て
い
く
と
の
こ
と
で
す
。

陳
先
生
が
指
摘
さ
れ
た
教
育
上
の
問
題

点
は
教
材
と
教
員
に
関
わ
る
も
の
で
し
た
。

教
材
は
日
本
で
開
発
さ
れ
た
も
の
が
主
で
、

台
湾
で
使
用
す
る
と
な
る
と
必
ず
し
も
適

切
で
は
な
い
も
の
が
あ
る
、
ま
た
、
日
本

人
教
師
が
多
く
い
て
も
台
湾
の
学
生
を
理

解
す
る
者
は
少
な
い
、
と
い
う
指
摘
に
は

日
本
人
と
し
て
も
対
策
を
打
ち
出
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

英
語
学
習
の
現
状
と
学
習
者
の
問
題

ト
ー
先
生
は
ア
ジ
ア
各
地
の
英
語
教
員
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聴衆からも活発な意見・
質問が出された


