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地
震
津
波
記
念
碑
の
社
会
言
語
学
的
研
究 

齋
藤 

平 
内
容
の
要
旨 

   

本
論
は
、
昭
和
八
年
三
陸
地
震
津
波
記
念
碑
を
中
心
に
地
震
津
波
記
念
碑
の

伝
承
に
お
け
る
機
能
に
つ
い
て
、
社
会
言
語
学
的
方
法
に
よ
り
考
察
を
進
め
た
。

そ
の
中
で
伝
承
に
お
い
て
は
文
字
言
語
と
共
に
音
声
言
語
の
機
能
の
重
要
性
を

指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

序
論
で
は
、
卯
花
政
孝
氏
に
よ
る
悉
皆
調
査
、
首
藤
伸
夫
氏
に
よ
る
記
念
碑

設
置
の
背
景
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
地
震
発
生
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
周
期
性
に
求
め
、
関
東
大
震
災
を
予
言
・
的
中
さ
せ
た
地
震
学
者
今

村
明
恒
は
、
す
で
に
明
治
二
十
九
年
の
明
治
三
陸
地
震
津
波
の
と
き
に
そ
の
構

想
を
得
、
昭
和
八
年
三
陸
地
震
津
波
の
と
き
に
そ
れ
が
実
行
さ
れ
る
に
い
た
っ

た
。
そ
こ
に
は
①
地
元
住
民
に
よ
る
教
訓
活
用
の
ア
イ
デ
ア
②
地
震
研
究
者
の

記
念
碑
の
効
用
に
つ
い
て
の
強
い
関
心
③
関
東
大
震
災
十
周
年
記
念
事
業
に
お

け
る
震
災
予
防
標
語
の
制
定
時
期
の
三
つ
の
要
件
が
揃
う
と
い
う
背
景
が
あ
っ

た
と
い
う
。
あ
わ
せ
て
、
北
原
糸
子
氏
（
注
３
）
に
よ
る
碑
の
統
計
的
研
究
を

確
認
し
た
。 

 

第
一
章
で
は
、
昭
和
八
年
三
陸
地
震
三
陸
地
震
津
波
の
発
生
と
人
的
被
害
に

つ
い
て
『
岩
手
県
昭
和
震
災
誌
』
及
び
『
宮
城
県
昭
和
震
嘯
誌
』
を
根
拠
資
料

と
し
て
、
状
況
を
確
認
し
た
。
昭
和
八
年
三
陸
地
震
津
波
に
よ
る
死
者
・
行
方

不
明
者
は
岩
手
県
が
大
幅
に
多
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
た
、
こ

れ
ら
の
二
著
が
昭
和
八
年
三
陸
地
震
津
波
に
関
す
る
考
察
に
お
い
て
重
要
な
資

料
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。 

 

第
二
章
で
は
、
昭
和
八
年
三
陸
地
震
津
波
記
念
碑
の
形
式
に
つ
い
て
、
後
世

へ
の
防
災
の
た
め
の
教
訓
を
文
字
言
語
に
よ
る
方
法
で
伝
承
し
て
い
る
実
態
に

つ
い
て
調
査
結
果
を
報
告
し
た
。
周
期
的
に
地
震
津
波
が
襲
来
す
る
三
陸
沿
岸

で
は
、
文
字
を
使
え
ば
将
来
に
わ
た
っ
て
地
震
津
波
か
ら
一
早
く
逃
げ
る
重
要

性
を
訴
求
す
る
手
段
を
見
出
し
た
と
い
え
る
。
そ
の
手
段
は
石
材
を
用
い
、
そ

こ
に
文
字
言
語
に
よ
る
教
訓
を
刻
み
、
屋
外
で
誰
も
が
読
む
こ
と
が
で
き
る
方

法
で
あ
っ
た
。 

 

第
三
章
で
は
、
昭
和
八
年
三
陸
地
震
津
波
記
念
碑
の
設
置
経
緯
と
し
て
、『
岩

手
県
昭
和
震
災
誌
』
及
び
『
宮
城
県
昭
和
震
嘯
誌
』
を
資
料
と
し
て
、
岩
手
県

と
宮
城
県
か
ら
被
災
地
に
対
し
て
記
念
碑
設
置
の
通
達
が
ど
の
よ
う
に
取
り
扱

わ
れ
て
き
た
か
を
見
た
。
文
字
言
語
と
し
て
素
早
い
高
台
避
難
を
求
め
る
一
方

で
、
記
念
碑
設
置
場
所
が
地
震
津
波
到
達
点
で
あ
る
と
い
う
情
報
は
、
碑
文
に

お
い
て
文
字
化
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
情
報
は
、
岩
手
県
の
場
合
は
通
達
文
書

の
中
で
、
宮
城
県
の
場
合
は
第
六
章
の
調
査
結
果
か
ら
推
定
す
る
と
、
文
書
で

の
明
確
な
説
明
は
な
く
「
最
も
適
当
で
あ
る
と
認
る
場
所
」
と
し
て
地
震
津
波
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到
達
点
が
そ
の
場
所
で
あ
る
こ
と
を
音
声
言
語
で
伝
達
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

第
四
章
で
は
、
昭
和
八
年
三
陸
地
震
津
波
記
念
碑
へ
の
今
村
明
恒
の
関
与
に

つ
い
て
、
今
村
は
、
防
災
上
「
記
念
碑
は
其
の
水
準
線
上
に
建
て
る
事
」
が
重

要
と
考
え
て
い
た
。
そ
こ
に
、「
碑
面
に
刻
む
注
意
書
」
を
大
阪
朝
日
新
聞
社
か

ら
の
要
請
に
よ
り
「
標
語
的
の
も
の
」
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
計
画
は
首

藤
伸
夫
氏
（
序
論
参
照
）
に
よ
り
そ
の
背
景
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。 

 

本
論
の
関
心
と
し
て
は
、
あ
く
ま
で
も
今
村
は
文
字
言
語
に
よ
る
伝
承
を
企

図
し
た
の
で
あ
っ
て
、
音
声
言
語
を
信
用
し
て
い
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
土

佐
の
慰
霊
碑
の
機
能
は
、
音
声
言
語
に
頼
っ
た
た
め
に
忘
却
さ
れ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
主
旨
の
発
言
か
ら
も
そ
れ
が
窺
え
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

 

今
村
に
と
っ
て
は
、
文
字
言
語
に
よ
る
伝
承
こ
そ
が
、
地
震
津
波
防
災
に
と

っ
て
最
適
の
方
法
で
あ
り
、
そ
の
手
段
を
用
い
る
こ
と
を
選
択
し
た
と
い
う
こ

と
を
本
章
で
は
明
ら
か
に
し
た
。 

 

第
五
章
地
震
津
波
記
念
碑
の
設
置
位
置
の
認
識
と
碑
文
内
容
の
理
解
度
で
は
、

地
震
津
波
記
念
碑
の
設
置
場
所
に
つ
い
て
、
当
初
、
今
村
明
恒
が
意
図
し
た
よ

う
に
水
準
線
上
（
地
震
津
波
到
達
点
）
に
建
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
現
在
の
人
々

が
理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
臨
地
面
接
調
査
に
よ
る
聞
き
取
り
調

査
の
結
果
を
示
し
た
。
こ
の
結
果
、
意
図
は
伝
わ
ら
ず
、
六
十
代
以
下
は
、
文

字
言
語
に
よ
る
情
報
し
か
認
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
七

十
代
以
上
は
、
実
際
の
被
災
世
代
で
あ
っ
た
り
、
被
災
世
代
か
ら
音
声
言
語
に

よ
る
情
報
を
得
て
い
た
た
め
、
地
震
津
波
到
達
点
に
記
念
碑
が
設
置
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
。 

 

こ
う
し
た
理
解
に
世
代
間
格
差
が
生
じ
た
理
由
と
し
て
は
、
音
声
言
語
に
よ

る
語
り
、
つ
ま
り
、
伝
承
が
欠
落
し
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。 

 

第
六
章 

昭
和
八
年
三
陸
地
震
津
波
記
念
碑
の
石
材
と
そ
の
分
布
で
は
、
臨

地
面
接
調
査
に
よ
り
、
石
材
業
者
に
は
記
念
碑
製
作
の
伝
承
が
な
い
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
こ
れ
も
音
声
言
語
に
よ
る
伝
承
が
欠
落
し
て
い
た
た
め
に
生
じ
た
結

果
で
あ
る
。 

 

な
お
、
岩
手
県
の
碑
文
の
分
布
を
詳
し
く
検
討
す
る
と
、
目
的
別
に
そ
の
石

材
の
違
い
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
目
的
が
教
訓
の
場
合
に
は
井
内
石
を
用
い
て

宮
城
県
で
使
わ
れ
て
い
た
碑
文
を
採
用
し
て
い
る
。
一
方
で
、
目
的
が
復
興
の

場
合
に
は
井
内
石
を
用
い
ず
、
石
黒
知
事
の
短
歌
「
復
興
の
歌
」
を
採
用
し
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
教
訓
を
刻
し
な
が
ら
、
井
内
石
で
な
い
自
然
石
型
の
場
合

も
存
在
す
る
が
、
そ
の
と
き
に
は
、
教
訓
箇
条
形
式
は
ま
っ
た
く
な
く
、
記
念

碑
の
主
文
の
脇
に
小
さ
く
標
語
が
掲
げ
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
、

記
念
碑
製
作
に
お
い
て
内
容
選
定
の
事
情
が
碑
石
の
石
材
選
定
に
ま
で
影
響
し
、

分
布
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。 

 

第
七
章 
津
波
の
方
言
に
関
す
る
考
察
で
は
、
方
言
ヨ
タ
と
ヨ
ダ
に
つ
い
て
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考
察
し
た
。 

 
ヨ
タ
は
も
と
も
と
「
外
洋
か
ら
の
大
き
な
う
ね
り
」
を
意
義
と
し
、
場
合
に

よ
っ
て
は
高
潮
や
津
波
の
こ
と
を
示
し
た
。
使
用
さ
れ
て
い
た
地
域
は
少
な
く

と
も
大
阪
府
か
ら
岩
手
県
に
至
る
太
平
洋
沿
岸
部
に
広
が
っ
て
い
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
こ
に
地
震
に
伴
う
津
波
に
限
定
し
た
意
義
を
も
つ
ツ
ナ
ミ
と
い
う

新
語
形
が
侵
入
し
て
も
、
ヨ
タ
は
津
波
と
は
異
な
る
意
味
領
域
を
も
つ
た
め
、

語
形
の
交
替
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

一
方
、
一
世
代
の
中
で
複
数
回
の
津
波
の
被
害
を
受
け
た
岩
手
県
三
陸
沿
岸

部
で
は
、
元
来
ヨ
ダ
を
用
い
て
い
た
。
そ
こ
に
新
語
形
ツ
ナ
ミ
が
侵
入
し
た
こ

と
で
、
語
形
を
交
替
さ
せ
る
か
に
み
え
た
が
、
三
陸
地
方
を
度
重
ね
て
襲
っ
た

地
震
を
伴
う
津
波
と
遠
隔
地
か
ら
の
波
動
を
受
け
て
の
津
波
と
で
一
部
の
ひ
と

び
と
の
間
に
津
波
の
分
類
意
識
が
生
じ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
地
震
を
伴
う
津
波

を
ツ
ナ
ミ
で
、
体
感
地
震
を
伴
わ
な
い
遠
隔
地
か
ら
の
津
波
を
ヨ
ダ
と
す
る
こ

と
で
意
義
の
分
化
を
行
い
、
両
語
形
を
併
存
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
ヨ
ダ
を
遠
隔

地
か
ら
の
津
波
と
し
た
背
景
に
は
、
ヨ
ダ
が
か
つ
て
太
平
洋
沿
岸
に
広
が
っ
て

い
た
「
外
洋
か
ら
の
大
き
な
う
ね
り
」
を
原
義
（
意
義
の
核
）
と
し
て
有
し
て

い
た
こ
と
と
関
係
し
よ
う
。 

 

方
言
語
形
は
、
文
字
言
語
に
よ
る
習
得
で
は
な
く
、
音
声
言
語
に
よ
っ
て
習

得
さ
れ
る
。
文
字
言
語
に
よ
る
場
合
よ
り
、
意
味
の
解
釈
に
お
い
て
個
人
の
理

解
が
自
由
な
部
分
が
多
い
と
い
う
点
も
音
声
言
語
の
特
徴
と
言
え
る
。
ヨ
タ
に

つ
い
て
は
局
所
的
に
音
声
言
語
に
よ
っ
て
意
味
が
伝
承
さ
れ
て
い
た
し
、
ヨ
ダ

は
新
語
形
ツ
ナ
ミ
の
侵
入
に
よ
っ
て
意
味
の
分
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
も
音
声

言
語
で
あ
っ
た
と
い
う
要
素
が
大
き
い
と
い
え
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。 

 

第
八
章 

全
国
の
地
震
津
波
記
念
碑
で
は
、
宮
崎
県
外
所
地
震
に
つ
い
て
五

十
年
ご
と
に
供
養
を
実
施
し
、
都
度
、
供
養
塔
（
地
震
津
波
記
念
碑
に
相
当
）

を
設
置
し
て
、
伝
承
が
途
絶
え
る
こ
と
を
防
ぐ
取
組
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を

示
し
た
。 

 

高
知
県
西
部
の
地
震
津
波
記
念
碑
に
は
、
教
訓
型
に
分
類
さ
れ
る
も
の
が
あ

る
。
そ
の
内
容
は
、
①
視
覚
的
に
波
高
を
示
す
も
の
、
②
予
兆
と
な
る
現
象
を

示
す
も
の
、
③
発
災
状
況
と
そ
の
後
の
復
旧
を
示
す
も
の
が
あ
っ
た
。
②
と
③

は
、
い
ず
れ
も
後
世
の
人
々
に
自
ら
の
被
災
状
況
を
文
字
言
語
に
よ
る
言
語
表

現
で
伝
え
て
、
防
災
意
識
を
高
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
時
代
に
よ
る
文

体
差
に
よ
り
、
教
訓
を
理
解
す
る
た
め
に
は
時
代
に
応
じ
た
補
助
的
な
伝
達
が

必
要
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
点
、
①
は
感
覚
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
た
め
、
訴
求

力
は
大
き
い
と
い
え
る
。
防
災
に
と
っ
て
の
文
字
言
語
に
よ
る
言
語
表
現
は
、

簡
潔
な
も
の
と
し
、
視
覚
情
報
と
組
合
せ
る
こ
と
で
、
情
報
量
を
最
低
限
に
抑

え
る
工
夫
に
よ
り
、
音
声
言
語
に
よ
る
伝
承
を
必
須
と
し
な
い
伝
承
を
構
築
し

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

 

こ
れ
ら
を
総
合
し
て
、
地
震
学
者
今
村
明
恒
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
た
地
震
津

波
記
念
碑
に
は
文
字
言
語
に
よ
っ
て
教
訓
を
後
世
に
伝
え
、
防
災
の
上
で
の
機
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能
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
上
で
、
文
字
言
語
で
表
現
さ
れ
た

こ
と
以
外
の
情
報
は
、
た
と
え
津
波
到
達
点
に
設
置
さ
れ
た
と
い
う
重
要
な
も

の
で
あ
っ
て
も
音
声
言
語
に
よ
る
伝
承
と
融
合
し
な
け
れ
ば
、
世
代
を
越
え
て

機
能
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
社
会
言
語
学
の
各
分
野
に
わ
た
る
方
法

を
用
い
て
明
ら
か
に
し
た
。 


