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宮
城
県
の
石
巻
市
は
、
３
・
11
の
大
津
波
で
多

く
の
住
居
、
商
店
を
失
っ
た
。
一
千
万
円
近
い
商

品
を
全
部
失
っ
た
衣
料
品
店
の
主
人
も
い
た
。
そ

の
商
店
主
が
『
お
だ
つ
な
よ
　
津
波
』
と
い
う
文

字
入
り
の
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
製
作
、
こ
れ
が
結
構
あ
た
っ

て
い
る
と
い
う
小
さ
な
新
聞
記
事
が
あ
っ
た
。

　「
お
だ
つ
な
よ
」
に
は
、
ふ
ざ
け
ん
な
、
な
め
る

な
よ
と
い
う
意
味
が
あ
る
。「
ふ
ざ
け
る
な
　
津
波

よ
」
と
い
う
共
通
語
よ
り
も
「
お
だ
つ
な
よ
」
の

ほ
う
が
土
地
っ
子
の
共
感
を
得
る
の
だ
ろ
う
。
津

波
へ
の
直
截
な
憤
り
と
、
苦
難
を
跳
ね
返
し
て
生

き
る
、
と
い
う
決
意
が
こ
の
言
葉
の
背
後
に
あ
る
。

　
私
は
こ
こ
で
東
日
本
大
震
災
の
報
道
に
つ
い
て

論
ず
る
つ
も
り
は
な
い
。
い
い
た
い
の
は
、「
土
地

の
言
葉
」
の
も
つ
力
を
過
小
評
価
し
た
く
は
な
い

し
、
文
章
を
書
く
上
で
も
軽
ん
じ
た
く
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
だ
。

　
た
と
え
ば
、
岩
手
県
大
船
渡
市
に
は
、
ご
神
木
・

大
王
杉
の
話
が
あ
っ
た
。
神
社
の
近
辺
は
今
度
の

津
波
で
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
破
壊
さ
れ
た
が
、
大
王

杉
は
し
っ
か
り
と
立
っ
て
い
た
。
住
民
が
い
う
。

　「
線
を
引
い
た
よ
う
に
大
王
杉
か
ら
後
ろ
に
は

被
害
が
ね
か
っ
た
。
ご
神
木
が
町
を
守
っ
て
い
る

み
た
い
だ
べ
」「
震
災
が
あ
っ
て
も
、
こ
の
杉
の
葉

は
み
ず
み
ず
し
い
。
お
れ
ら
も
、
何
度
で
も
立
ち

上
が
る
し
か
ね
え
べ
」。
こ
の
「
だ
べ
」
や
「
ね

え
べ
」
が
生
き
て
い
る
。

　
岩
手
県
田
老
の
あ
る
漁
師
さ
ん
は
、
被
災
地

の
瓦
礫
の
中
か
ら
自
分
の
家
の
仏
壇
の
一
部
を
見

つ
け
た
。
父
祖
も
ま
た
、
昔
々
の
大
津
波
で
家

を
流
さ
れ
た
が
、
命
を
と
り
と
め
、
こ
の
地
で

生
き
抜
い
た
。

　「
お
れ
、
や
っ
ぱ
り
こ
こ
で
、
が
ん
ば
っ
て
生

き
に
ゃ
あ
な
ん
ね
え
な
と
思
っ
て
」。
漁
師
さ
ん

は
仏
具
を
見
な
が
ら
そ
う
つ
ぶ
や
き
、
そ
の
情

景
が
テ
レ
ビ
の
画
面
に
映
し
出
さ
れ
て
い
た
。

父
祖
の
苦
労
を
思
い
、
自
分
も
父
祖
に
見
守
ら

れ
て
「
生
き
に
ゃ
あ
な
ん
ね
え
」
と
思
う
。
父

祖
の
魂
が
「
生
き
ろ
よ
、
生
き
抜
け
よ
」
と
呼

び
か
け
て
い
る
の
だ
。

　
東
北
出
身
の
作
家
藤
沢
周
平
は
、
方
言
を
大

切
に
す
る
人
で
、「
私
は
、
こ
の
と
こ
ろ
少
々
標

準
語
に
あ
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
」と
書
き
、

「
方
言
と
、
そ
の
背
後
に
あ
っ
て
い
ま
だ
十
分
に

活
性
を
残
し
て
い
る
は
ず
の
、
個
性
的
な
文
化

に
心
惹
か
れ
る
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
」
と

も
書
い
て
い
る
。

　
方
言
の
背
後
に
あ
る
「
個
性
的
な
文
化
」
と

は
、
反
高
速
文
明
的
・
反
中
央
集
権
的
な
文
化

だ
。
そ
れ
は
ご
神
木
の
沈
黙
の
言
葉
に
思
い
を

い
た
す
文
化
で
あ
り
、
父
祖
の
魂
を
大
切
に
す
る

文
化
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
私
は
共
通
語
の
役
割
を

否
定
は
し
な
い
。
が
、
片
隅
に
追
わ
れ
て
き
た
方

言
文
化
を
こ
の
ま
ま
絶
滅
の
危
機
に
さ
ら
し
て
い

い
も
の
か
ど
う
か
。

　
震
災
の
現
場
か
ら
の
報
道
は
、
期
せ
ず
し
て
方

言
の
役
割
が
健
在
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。

私
た
ち
は
、
土
地
の
言
葉
に
誇
り
を
も
ち
た
い
。

藤
沢
が
い
う
よ
う
に
「
君
を
愛
し
て
い
る
」
よ
り
も

「
お
め
ど
こ
、
好
き
だ
」
の
ほ
う
が
迫
力
が
あ
る
。

　
方
言
に
は
、
共
通
語
に
は
な
い
率
直
さ
、
強
さ
、

や
わ
ら
か
さ
、
温
か
さ
が
あ
り
、
土
俗
の
迫
力

が
あ
る
。
文
章
を
書
く
時
も
、
私
た
ち
は
常
に

方
言
と
い
う
大
切
な
文
化
遺
産
を
守
り
抜
く
覚

悟
を
持
ち
続
け
た
い
。

土地の言葉は大切な遺産だ。

辰
濃 

和
男
　
●
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
朝
日
新
聞
「
天
声
人
語
」
元
筆
者

土地に根付いた方言は、その地域ならではの大切な遺産であり、
土俗の迫力に満ちていると辰濃先生は強調します。
今回は、これまで片隅に追われてきた方言文化が担う役割、共通語にはない
力強さについて、東日本大震災の現場からの報道をもとに、ご紹介いただきました。
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講

座

㉑

●
た
つ
の
・
か
ず
お

朝
日
新
聞
社
入
社
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
局
長
、
東
京
本
社

社
会
部
次
長
、
編
集
委
員
を
経
て
、
論
説
委
員
。
「
天
声

人
語
」
を
13
年
間
に
わ
た
り
執
筆
。
平
成
６
年
朝
日
カ

ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
社
長
を
経
て
、
現
在
著
述
業
。


