
国立国語研究所学術情報リポジトリ

開会のあいさつ

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2017-03-15

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 影山, 太郎

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.15084/00000925URL



1 開会のあいさつ

み
な
さ
ま
、
よ
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
今
日
は
、
国
立
国
語
研
究
所
の
第
七
回
目
の
公
開
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
い
う
こ
と
で
、「
近
代

の
日
本
語
は
こ
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
」
と
い
う
興
味
深
い
テ
ー
マ
を
ご
用
意
し
ま
し
た
。
今
、
桜
が
満
開
で
す
が
、
本
日
の
資
料
の
表

紙
も
桜
の
花
が
満
開
の
華
や
か
な
図
柄
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
と
合
わ
せ
て
、
講
演
会
の
内
容
も
、
近
代
の
日
本
語
が
現
在
の
姿
に

開
花
し
た
過
程
を
た
ど
る
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
戦
前
の
日
本
語
は
、
現
在
の
日
本
語
と
比
べ
て
ど
の
よ
う
な
状
態
だ
っ
た
の

か
、
明
治
期
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
の
日
本
語
が
ど
の
よ
う
に
し
て
現
代
の
姿
に
開
花
し
た
の
か
、
と
い
う
の
は
け
っ
し
て
簡
単
な
話
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
語
の
歴
史
は
、
標
準
的
な
時
代
区
分
で
言
い
ま
す
と
、
奈
良
期
か
ら
平
安
期
の
古
代
語
、
鎌
倉
期
・
室
町
期
の
中
世
語
、
江
戸

期
の
近
世
語
に
分
か
れ
ま
す
。
本
日
の
テ
ー
マ
で
あ
る
近
代
の
日
本
語
、
つ
ま
り
近
代
語
と
言
い
ま
す
の
は
、
明
治
期
か
ら
大
正
期
、

昭
和
初
期
、
つ
ま
り
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
の
日
本
語
と
お
考
え
く
だ
さ
い
。
講
演
の
中
で
、
近
代
が
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
広
が
る
の

か
と
い
う
議
論
が
出
て
く
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
と
り
あ
え
ず
、
そ
の
よ
う
に
ご
理
解
く
だ
さ
い
。

さ
て
、
近
代
語
の
状
態
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
今
私
た
ち
が
使
っ
て
い
る
現
代
の
日
本
語
が
ど
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
以
前
は
、「
日
本
語
は
世
界
の
中
で
最
も
難

し
い
言
語
で
あ
る
」
と
か
「
日
本
語
は
省
略
が
多
く
曖
昧
な
言
語
だ
か
ら
外
国
人
は
と
て
も
学
べ
な
い
」
と
い
っ
た
日
本
語
論
が
流
布
し

て
い
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
，
そ
の
よ
う
な
議
論
の
多
く
は
、
外
国
語
を
よ
く
知
ら
な
い
人
の
主
観
的
な
思
い
込
み

で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
視
点
を
変
え
て
、
日
本
人
の
立
場
で
は
な
く
外
国
人
の
立
場
か
ら
日
本
語
を
み
る
と
、
実
は
、
日
本
語

の
文
法
は
比
較
的
単
純
で
す
。
世
界
の
諸
言
語
を
比
較
す
る
言
語
類
型
論
と
い
う
分
野
の
研
究
に
よ
る
と
、
地
球
上
の
約
六
千
言
語
の

中
で
日
本
語
の
発
音
や
文
法
は
比
較
的
や
さ
し
く
単
純
な
部
類
に
は
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
の
ロ
ジ
ャ
ー
・
パ
ル
バ
ー
ス
さ
ん 
…
…
こ
の
方
は
言
語
学
者
で
は
な
く
作
家
・
演
出
家
な
の
で
す

が
…
… 

も
、
最
近
出
さ
れ
た
『
驚
く
べ
き
日
本
語
』（
集
英
社
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
二
〇
一
四
年
）
と
い
う
本
の
中
で
熱
く
語
っ
て
い

ま
す
。「
驚
く
べ
き
」
と
い
う
の
は
、
英
語
の
「am

azing

（
ア
メ
イ
ジ
ン
グ
）」
に
あ
た
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
言
葉
は
単
に
「
驚
く
」
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だ
け
で
な
く
、「
驚
く
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
」
と
い
う
褒
め
言
葉
な
の
で
す
ね
。
実
際
、
パ
ル
バ
ー
ス
さ
ん
は
、
外
国
人
に
と
っ
て
日
本
語

は
非
常
に
学
び
や
す
い
と
褒
め
ち
ぎ
っ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
こ
の
人
が
比
べ
て
い
る
の
は
、
英
語
の
ほ
か
、
極
め
て
複
雑
な
語
尾
変

化
を
持
つ
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
や
ロ
シ
ア
語
で
す
か
ら
、
日
本
語
が
や
さ
し
い
と
思
え
る
の
は
当
然
な
の
で
す
が
。

と
こ
ろ
で
、
も
し
パ
ル
バ
ー
ス
さ
ん
が
こ
の
二
十
一
世
紀
の
日
本
で
は
な
く
、
明
治
時
代
、
大
正
時
代
に
来
日
さ
れ
て
日
本
語
を
習
得

さ
れ
た
ら
、
同
じ
よ
う
に
言
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
江
戸
時
代
、
さ
ら
に
は
鎌
倉
時
代
、
平
安
時
代
に
来
日
さ
れ
て
い
た
ら
、「
日

本
語
は
や
さ
し
い
」
と
言
え
た
で
し
ょ
う
か
。
お
そ
ら
く
「
ノ
ー
」
だ
と
思
い
ま
す
。
古
代
語
は
動
詞
そ
の
他
の
活
用
形
が
非
常
に
複
雑

で
し
た
。
現
代
の
日
本
語
は
、
不
規
則
な
活
用
形
が
残
っ
て
い
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
は
か
な
り
す
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
昔

は
八
母
音
だ
っ
た
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
が
、
現
在
は
母
音
、
子
音
も
非
常
に
単
純
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
い
う
こ
と
で
、
現
在
私
た
ち
が
な
に
げ
な
く
使
っ
て
い
る
日
本
語
が
言
葉
の
仕
組
み
と
し
て
は
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
ご
理

解
い
た
だ
い
た
う
え
で
、
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
明
治
、
大
正
の
近
代
語
が
現
代
の
言
葉
に
花
ひ
ら
い
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
話

題
に
移
っ
て
い
き
ま
す
。

そ
の
当
時
は
、
言
語
と
し
て
の
自
然
な
変
化
だ
け
で
は
な
く
、
政
治
的
な
力
も
多
く
は
た
ら
い
て
い
ま
し
た
。
年
配
の
方
々
は
そ
の

あ
た
り
を
よ
く
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
。
明
治
の
初
め
に
、
国
語
学
者
の
上う
え

田だ

萬か
ず

年と
し（

ま
ん
ね
ん
と
も
言
う
）（
一
八
六
七
〜
一
九
三
七
）

が
、
国
家
の
言
語
、
国
家
語
と
い
う
意
味
で
「
国
語
」
と
い
う
言
葉
を
作
り
、
日
本
政
府
は
国
語
と
い
う
か
け
声
の
も
と
に
標
準
語
の
統

一
、
仮
名
遣
い
の
統
一
な
ど
を
図
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
反
面
、
海
外
の
植
民
地
に
日
本
語
を
押
し
つ
け
、
国
内
で
は
ア
イ
ヌ
語
を
排
斥

し
た
り
、
各
地
の
方
言
、
特
に
沖
縄
の
言
語
を
弾
圧
し
た
り
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
悲
惨
な
結
果
を
生
む
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
ち
な
み
に
、
現
在
の
国
立
国
語
研
究
所
は
沖
縄
の
言
葉
も
ア
イ
ヌ
の
言
葉
も
専
門
家
を
置
い
て
大
切
に
研
究
し
て
い
ま
す
の
で
、

ど
う
か
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

さ
て
、
近
代
語
の
時
代
に
は
、
一
般
の
国
民
の
あ
い
だ
で
も
国
語
、
特
に
漢
字
の
多
さ
、
難
し
さ
が
日
本
の
近
代
化
、
民
主
化
を
妨

げ
る
と
い
う
意
見
、
意
識
が
高
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
漢
字
の
数
を
制
限
す
べ
し
と
い
う
意
見
や
、
漢
字
仮
名
を
廃
止

し
て
ロ
ー
マ
字
で
表
記
し
て
は
ど
う
か
と
い
っ
た
意
見
が
出
て
き
ま
し
た
。
戦
後
す
ぐ
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
要
請
に
よ
っ
て
日
本
に
来
た
米
国
教

育
使
節
団
も
ロ
ー
マ
字
の
使
用
を
推
奨
し
ま
し
た
。

一
般
的
に
言
う
と
、
言
語
と
い
う
も
の
は
時
間
に
よ
っ
て
、
地
域
に
よ
っ
て
自
然
に
変
化
し
て
い
く
も
の
で
す
。
し
か
し
、
日
本
語
の

近
代
化
に
あ
た
っ
て
は
、
国
の
力
、
政
治
的
な
外
圧
に
よ
る
人
工
的
な
変
化
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
結
果
、
明
治
期
か
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ら
大
正
期
、
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
日
本
語
は
、
政
府
に
と
っ
て
も
国
民
に
と
っ
て
も
非
常
に
混
乱
し
た
時
代
で
し
た
。
そ
の
混
乱
期

に
お
い
て
、
日
本
語
を
合
理
的
な
言
語
と
し
て
継
続
的
に
安
定
さ
せ
る
た
め
の
基
盤
作
り
に
寄
与
す
る
と
い
う
目
的
で
作
ら
れ
た
の
が
、

国
立
国
語
研
究
所
だ
っ
た
の
で
す
。
昭
和
二
十
三（
一
九
四
八
）
年
の
こ
と
で
す
。
今
日
の
こ
れ
か
ら
の
講
演
は
、
国
立
国
語
研
究
所
が

で
き
る
前
の
戦
前
の
話
に
な
り
ま
す
。
で
は
、
最
後
ま
で
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。


