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1 開会の挨拶

み
な
さ
ま
︑
よ
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
国
立
国
語
研
究
所
所
長
の
影
山
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
は
三
月
十
日
。
明
日
三
月
十
一

日
は
︑
あ
の
未
曾
有
の
大
災
害
が
起
こ
っ
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
二
年
目
に
当
た
り
ま
す
が
︑
被
災
地
の
復
興
は
ま
だ
途
上
で
ご
ざ
い
ま

す
。
私
た
ち
は
︑
今
日
こ
の
よ
う
な
楽
し
い
講
演
会
を
開
く
こ
と
が
で
き
ま
す
こ
と
を
幸
せ
に
感
じ
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
︑
大
学
共
同
利
用
機
関
に
な
っ
て
か
ら
国
立
国
語
研
究
所
は
年
に
一
︑二
度
︑
一
般
市
民
の
た
め
の
公
開
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催

し
て
い
ま
し
て
︑
今
回
が
六
回
目
と
な
り
ま
す
。
本
日
の
テ
ー
マ
は﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に
お
け
る
日
本
語
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
﹂

と
い
う
こ
と
で
︑
お
そ
ら
く
こ
う
い
う
機
会
で
な
け
れ
ば
決
し
て
顔
を
会
わ
せ
る
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
五
人
の
多
彩

な
講
師
を
特
別
に
ご
用
意
い
た
し
ま
し
た
。
講
演
の
順
番
で
ご
紹
介
し
ま
す
と
︑
ま
ず
︑
N
H
K
テ
レ
ビ
の
英
会
話
で
ご
活
躍
の
鳥

飼
玖
美
子
さ
ん
。
鳥
飼
さ
ん
は
︑
英
語
教
育
や
異
文
化
理
解
の
専
門
家
で
︑
国
際
共
通
語
と
し
て
の
英
語
や
日
本
の
小
学
校
に
お
け

る
英
語
教
育
に
関
し
て
も
多
数
の
著
書
を
出
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
今
回
の
テ
ー
マ
が
日
本
語
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
の
に
︑

英
語
ご
専
門
の
鳥
飼
さ
ん
を
先
頭
に
持
っ
て
き
た
理
由
は
︑
あ
と
で
分
か
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
次
の
講
演
者
は
︑
国
語
研
の
日
本
語

教
育
研
究
・
情
報
セ
ン
タ
ー
長
の
迫
田
久
美
子
さ
ん
で
︑
外
国
人
に
対
す
る
日
本
語
教
育
の
研
究
一
筋
で
や
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
お
二
人
の
総
論
的
な
お
話
の
後
︑
十
五
分
の
休
憩
を
は
さ
ん
で
︑
後
半
は
よ
り
具
体
的
な
話
に
移
り
ま
す
。
今
回
︑
特
別
ゲ
ス

ト
と
し
て
お
二
人
の
外
国
出
身
の
方
を
お
招
き
し
て
い
ま
す
。
莫モ

ー　

邦バ
ン

富フ

さ
ん
は
中
国
出
身
の
経
済
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
兼
作
家
で
︑

中
国
語
の
入
門
や
日
中
両
国
の
相
互
理
解
な
ど
に
関
し
て
多
数
の
著
述
を
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
講
演
で
は
︑
ご
自
身
が
ど
の
よ
う

に
し
て
日
本
語
を
勉
強
さ
れ
た
か
と
い
う
お
話
が
聞
け
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
国
際
交
流
基
金
日
本
語
国
際
セ
ン
タ
ー
所
長
の
西
原

鈴
子
さ
ん
は
外
国
人
に
対
す
る
日
本
語
教
育
の
専
門
家
で
︑
ア
メ
リ
カ
︑
日
本
︑
そ
の
他
の
国
々
で
日
本
語
教
育
を
実
践
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
そ
し
て
︑
今
日
の
取
り
を
つ
と
め
て
い
た
だ
く
の
が
︑
テ
レ
ビ
等
で
お
馴
染
み
︑
ダ
ニ
エ
ル
・
カ
ー
ル
さ
ん
。
カ
ー
ル
さ
ん

は
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
生
ま
れ
で
山
形
育
ち
︑
タ
レ
ン
ト
︑
翻
訳
家
︑
実
業
家
︑
評
論
家
︑
司
会
者
と
し
て
活
躍
さ
れ
る
ほ

か
︑
山
形
弁
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
山
形
弁
研
究
家
で
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
し
て
︑
こ
れ
ら
の
講
師
を
と
り
ま
と
め
る
司
会
が

国
語
研
の
野
田
尚
史
さ
ん
。
野
田
さ
ん
は
日
本
語
文
法
お
よ
び
日
本
語
教
育
の
専
門
家
で
す
。
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お
そ
ら
く
皆
様
は
︑﹁
な
ん
と
ま
た
多
彩
な
メ
ン
バ
ー
だ
ろ
う
﹂︑﹁
い
っ
た
い
ま
た
︑
な
ん
で
こ
ん
な
取
り
合
わ
せ
？
﹂
と
お
思
い

の
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
多
彩
な
講
師
陣
に
な
っ
た
の
は
︑﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に
お
け
る
日
本
語
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

﹂

と
い
う
広
大
な
テ
ー
マ
を
で
き
る
だ
け
多
角
的
に
論
じ
合
い
た
い
と
考
え
た
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
今
日
の
話
の
展
開
は
︑
実
は

私
も
読
め
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
が
︑
お
そ
ら
く
︑
外
国
語
と
日
本
語
と
い
う
観
点
か
ら
迫
っ
て
い
く
も
の
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
な
が
ら
︑
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
は
︑
実
は
︑
日
本
人
同
士
の
日
本
語
の
会
話
で
も
︑
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
人
同
士
の
英

語
の
会
話
で
も
︑
常
に
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
最
近
︑
N
H
K
が
国
内
の
企
業
に
対
し
︑
社
員
の
言
葉
遣
い
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を

と
っ
た
と
こ
ろ
︑
多
く
の
企
業
人
が
︑﹁
上
司
と
部
下
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
て
い
な
い
﹂と
か﹁
新
入
社
員
は
︑
日
本
語
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
が
不
足
し
て
い
る
﹂と
か
い
っ
た
回
答
を
し
て
き
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は
会
社
に
限
っ
た
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
ね
。
家
庭
の
中
で
も
︑
夫
婦
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
足
で
離
婚
が
起
こ
る
︑
あ
る
い
は
︑
親
と
子
供
の
間
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
足
で
学
校
で
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
す
と
い
う
よ
う
に
︑
日
本
人
の
間
で
も﹁
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
﹂と
い
う
の

が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
ま
す
。

同
じ
こ
と
は
︑
お
そ
ら
く
ど
こ
の
国
で
も
︑
ど
の
言
語
で
も
起
こ
り
得
る
こ
と
で
す
。D

eborah Tannen

︵
デ
ボ
ラ
・
タ
ネ
ン
︶と

い
う
ア
メ
リ
カ
人
の
言
語
学
者
が
︑
ア
メ
リ
カ
人
同
士
の
英
語
会
話
を
録
音
し
て
分
析
し
た
本
が
何
冊
か
出
て
い
ま
し
て
︑
ひ
と
つ

の
事
例
と
し
て
︑
こ
う
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。

ア
メ
リ
カ
人
同
士
の
夫
婦
。
夫
は
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
で
︑
会
社
で
は
と
て
も
よ
く
働
き
︑
社
内
で
の
会
話
や
︑
取
引
先
と
の
会
話
は

非
常
に
上
手
で
雄
弁
で
す
。
パ
ー
テ
ィ
の
席
で
も
︑
常
に
面
白
い
話
を
し
て
︑
み
ん
な
が
彼
の
そ
ば
に
寄
っ
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
︑
こ

の
旦
那
さ
ん
︑
家
に
帰
る
と
一
変
し
ま
す
。
奥
さ
ん
が﹁
今
日
は
︑
会
社
︑
ど
う
だ
っ
た
？
﹂
と
聞
い
て
も
︑﹁
あ
ぁ
︑
疲
れ
た
。﹂
と

か﹁
大
変
だ
。﹂
と
か﹁
男
は
外
に
出
れ
ば
戦
場
だ
。﹂
と
い
う
だ
け
で
︑
面
白
い
話
は
全
然
し
ま
せ
ん
。
奥
さ
ん
は
︑
こ
の
亭
主
が
会

社
や
パ
ー
テ
ィ
で
は
話
し
上
手
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
︑
ど
う
し
て
家
で
は
こ
ん
な
に
ブ
ス
ッ
と
し
て
い
る
の
か
︑
私
の

こ
と
が
嫌
い
な
の
か
︑
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
人
の
話
で
す
よ
。
し
か
し
日
本
で
も
同
じ
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す

ね
え
。

こ
う
い
う
こ
と
の
起
こ
る
理
由
を
︑Tannen

は
次
の
よ
う
に
分
析
し
ま
し
た
。Tannen

に
よ
る
と
︑
一
般
に
男
性
と
い
う
の
は
︑

自
分
の
言
い
た
い
こ
と
だ
け
を
言
う
。
事
実
を
そ
の
ま
ま
語
る
の
が
言
語
だ
と
思
っ
て
い
る
。Tannen

は
︑
男
性
の
言
葉
遣
い
を

R
eport Talk

︵
レ
ポ
ー
ト
・
ト
ー
ク
︶と
名
付
け
ま
し
た
。
つ
ま
り
大
学
の
レ
ポ
ー
ト
の
よ
う
に
︑
事
実
や
自
分
の
知
っ
て
い
る
知
識

だ
け
を
相
手
に
伝
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
︑
女
性
の
言
葉
遣
い
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
日
本
で
は﹁
女
三
人
寄
れ



3 開会の挨拶

ば
か
し
ま
し
い
﹂
と
言
い
ま
す
が
︑
英
語
も
似
た
よ
う
な
も
の
で
︑T

hree w
om

en m
ake a m

arket

︵
女
三
人
寄
れ
ば
︑
市
場
の

よ
う
に
に
ぎ
や
か
だ
︶と
い
う
諺
が
あ
る
そ
う
で
す
。Tannen

に
よ
れ
ば
︑
決
し
て
︑
女
性
が
お
し
ゃ
べ
り
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
︑
女
性
が
し
ゃ
べ
る
目
的
が
︑
単
に
事
実
を
述
べ
る
だ
け
で
な
く
︑
話
し
相
手
と
親
密
な
関
係
を
持
つ
︑
話
を
す
る
こ
と
で
心
と

心
の
絆
を
強
く
す
る
︑
と
い
う
こ
と
ら
し
い
で
す
。
こ
れ
を
︑Tannen

はR
apport Talk

︵
ラ
ポ
ー
ト
・
ト
ー
ク
︶と
呼
び
ま
し
た
。

R
apport

と
は﹁
相
手
と
の
協
調
性
︑
信
頼
関
係
︑
つ
ま
り
絆
﹂
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
︑
女
性
同
士
が
常
に
お
し
ゃ
べ
り
を
し
て
い

る
の
は
︑
話
の
中
身
そ
の
も
の
よ
り
︑
む
し
ろ
︑
相
手
と
の
関
係
︑
相
手
と
の
絆
を
深
め
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
も
そ
も
︑com

m
unication

と
い
う
言
葉
は
︑
ラ
テ
ン
語
のcom

m
unicare

︵
分
か
ち
与
え
る
︶と
い
う
言
葉
か
ら
来
て
い
ま
す
。

﹁
分
か
ち
与
え
る
﹂と
い
う
か
ら
に
は
︑﹁
何
を
﹂分
か
ち
与
え
る
の
か
と
い
う
中
身︵
コ
ン
テ
ン
ツ
︶と
︑﹁
ど
の
よ
う
に
分
か
ち
与
え

る
か
﹂
と
い
う
話
し
方
の
作
法
が
大
切
で
す
。Tannen

は
レ
ポ
ー
ト
・
ト
ー
ク
と
ラ
ポ
ー
ト
・
ト
ー
ク
の
違
い
を
︑
男
性
と
女
性
の

違
い
と
捉
え
た
の
で
す
が
︑
む
し
ろ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
身
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
作
法
の
違
い
と
捉
え
る
べ
き
で
し
ょ

う
。
話
す
中
身
と
︑
話
す
と
き
の
作
法︵
つ
ま
り
︑
敬
語
が
必
要
な
の
か
︑
た
め
口
で
も
良
い
の
か
と
い
っ
た
話
し
方
︶を
き
ち
ん
と

わ
き
ま
え
て
い
れ
ば
︑
私
た
ち
の
日
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ギ
ャ
ッ
プ
も
︑
た
い
て
い
は
解
消
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
︑
英
語
が
世
界
共
通
の
言
語
に
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
で
も
︑
多
く
の
企
業
が
社
内
の
会
議
で
英

語
を
使
い
︑
小
学
校
で
も
英
語
を
教
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
︑
昨
今
で
は
︑
文
学
離
れ
︑
ア
ニ
メ
ブ
ー
ム
と
活
字
離

れ
︑
メ
ー
ル
や
ブ
ロ
グ
︑
ツ
イ
ッ
タ
ー
な
ど
人
工
的
な
原
因
に
よ
っ
て
︑
若
者
が
き
ち
ん
と
し
た
日
本
語
の
文
章
を
書
け
な
く
な
っ
て

い
ま
す
。
加
え
て
︑
世
界
各
地
か
ら
外
国
の
人
た
ち
が
た
く
さ
ん
日
本
に
移
り
住
み
︑
そ
の
人
た
ち
は
︑
な
ん
と
か
日
本
語
を
勉
強

し
て
日
本
で
生
活
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
状
況
の
中
で
︑
十
年
後
︑
二
十
年
後
の
日
本
語
の
姿
は
ど
う
な
っ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。
今
日
の
講
演
会
は
︑﹁
日
本
語
を
学
ぶ
こ
と
は
な
ぜ
必
要
か
﹂と
い
う
副
題
が
付
い
て
い
ま
す
。﹁
な
ぜ
必
要
か
﹂と

い
う
疑
問
文
は
︑﹁
日
本
語
が
必
要
で
あ
る
﹂と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
︑
現
在
の
日
本
語
を
論
じ
る
と
い
う
こ

と
は
︑
結
局
︑
日
本
語
の
将
来
の
姿
を
論
じ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
き
ま
す
。

日
本
語
の
将
来
を
も
見
据
え
て
︑
私
た
ち
の
日
本
語
の
大
切
さ
︑
日
本
語
の
お
も
し
ろ
さ
︑
日
本
語
の
必
要
性
を
考
え
る
た
め
の

四
時
間
で
す
。
ど
う
ぞ
︑
最
後
ま
で
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。


