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紹

介
森
勇
太
著
﹃
発
話
行
為
か
ら
見
た
日
本
語
授
受
表
現
の
歴
史
的
研
究
﹄

高

谷

由

貴

�

．

は
じ
め
に

本
書
は
日
本
語
の
授
受
表
現
の
特
徴
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
︑
敬
語
と
の

相
互
関
係
か
ら
明
ら
か
に
し
た
研
究
書
で
あ
る
︒
以
下
︑
�

節
で
本
書
の
構

成
を
述
べ
︑
�

-
�

節
で
筆
者
が
指
摘
し
た
新
た
な
知
見
を
中
心
に
概
観
し
︑

�

節
で
全
体
の
ま
と
め
を
行
う
︒

�

．

本
書
の
構
成

本
書
は
全
�

部

章
か
ら
成
っ
て
お
り
︑
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

10

Ⅰ

授
受
表
現
・
敬
語
の
構
造
と
歴
史

第
�

章

授
受
表
現
の
歴
史
的
研
究
と
敬
語
・
発
話
行
為

第
�

章

授
受
表
現
と
敬
語
の
構
造

第
�

章

授
与
動
詞
﹁
く
れ
る
﹂
の
視
点
制
約
の
成
立

第
�

章

補
助
動
詞
﹁
て
く
る
﹂
の
成
立

Ⅱ

行
為
指
示
表
現
か
ら

第
�

章

行
為
指
示
表
現
の
歴
史
的
変
遷

第
�

章

近
世
上
方
に
お
け
る
連
用
形
命
令
の
成
立

Ⅲ

行
為
拘
束
表
現
か
ら

第
	

章

申
し
出
表
現
の
歴
史
的
変
遷

第



章

オ
型
謙
譲
語
の
用
法
の
歴
史

第
�

章

前
置
き
表
現
の
歴
史
的
変
遷

第

章

授
受
表
現
と
敬
語
の
相
互
関
係
の
歴
史

10

�

．

授
受
表
現
研
究
史
と
問
題
提
起

第
�

部
で
は
︑
研
究
史
の
概
観
と
問
題
提
起
を
行
っ
て
い
る
︒
授
受
表
現

の
成
立
時
期
に
言
及
し
た
宮
地
︵
1
9
7
5
︶
等
を
ふ
ま
え
︑
次
の
点
を
問
題
と

し
て
い
る
︒

一
点
目
は
︑
﹁
く
れ
る
﹂
の
問
題
で
あ
る
︒
先
行
研
究
に
お
い
て
は
授
受

動
詞
﹁
や
る
／
く
れ
る
／
も
ら
う
﹂
を
同
列
に
扱
う
こ
と
が
多
か
っ
た
が
︑

本
書
は
﹁
く
れ
る
﹂
の
み
が
持
つ
視
点
制
約
に
注
目
し
︑
そ
の
形
成
過
程
を

論
じ
て
い
る
︒
主
語
に
話
し
手
が
お
か
れ
る
用
法
を
〝

主
語
視
点
用
法
〟
︑

補
語
に
話
し
手
が
お
か
れ
る
用
法
を
〝

補
語
視
点
用
法
〟

と
呼
ぶ
こ
と
と
す

る
と
︑
現
代
語
の
﹁
く
れ
る
﹂
は
主
語
視
点
で
用
い
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
補

語
視
点
で
の
み
用
い
ら
れ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
中
古
語
で
は
︑
主
語
視
点
・
補

語
視
点
の
い
ず
れ
も
用
例
が
見
ら
れ
る
︒
こ
の
視
点
制
約
が
ど
の
よ
う
に
形

成
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
﹁
た
ぶ
﹂
と
の
対
照
か
ら
記
述
し
て
い
る
︒
二
点
目

は
︑
授
受
表
現
の
語
用
論
的
特
徴
の
形
成
時
期
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
現
代
語

の
依
頼
表
現
は
﹁
て
く
れ
な
い
？
﹂
﹁
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
？
﹂
等
︑
授

受
表
現
の
使
用
が
重
要
と
な
る
が
︑
こ
の
特
徴
が
い
つ
形
成
さ
れ
た
か
を
論

じ
て
い
る
︒

�

．

行
為
指
示
表
現
の
歴
史
的
変
遷

本
節
は
第
�

部
の
第
�

章
を
中
心
に
ま
と
め
る
︒
﹁
～
な
さ
い
﹂
と
い
っ

た
尊
敬
語
命
令
と
︑
﹁
～
く
だ
さ
い
﹂
の
よ
う
な
受
益
表
現
を
使
用
し
た
尊

敬
語
命
令
が
ど
の
よ
う
な
用
法
を
担
っ
て
き
た
か
を
論
じ
て
い
る
︒
現
代
語

に
お
い
て
は
︑
尊
敬
語
命
令
で
﹁
本
を
読
み
な
さ
い
﹂
と
上
位
者
に
言
う
こ

185



と
は
不
適
切
と
さ
れ
︑
﹁
読
ん
で
く
だ
さ
い
﹂
の
よ
う
に
受
益
表
現
を
用
い

る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
︒

こ
れ
に
つ
い
て
筆
者
は
︑
中
世
末
期
以
降
の
口
語
を
反
映
し
た
資
料
を
調

査
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
近
世
ま
で
は
尊
敬
語
の
命
令
形
を
︑
依
頼
︑
勧
め
︑

命
令
指
示
︑
聞
き
手
利
益
命
令
の
�

つ
の
用
法
で
︑
上
位
者
に
対
し
て
も
広

く
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
そ
れ
が
近
代
に
入
る
と
依
頼

で
は
用
い
ら
れ
な
く
な
り
︑
現
代
で
は
勧
め
も
上
位
者
に
用
い
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
た
︒

こ
れ
に
対
し
て
受
益
表
現
の
尊
敬
語
の
命
令
形
は
︑
中
世
末
期
に
は
依
頼

の
用
法
が
中
心
で
あ
っ
た
が
︑
近
世
以
降
用
法
を
拡
大
し
︑
現
代
で
は
�

つ

の
用
法
の
全
て
で
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
筆
者
は
こ
の
変
遷
の
要
因

と
し
て
︑
〝

話
し
手
に
利
益
の
あ
る
事
態
は
与
益
表
現
で
表
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
〟

と
い
う
語
用
論
的
制
約
の
成
立
を
主
張
し
た
︒

�

．

行
為
拘
束
表
現
の
歴
史
的
変
遷

本
節
で
は
︑
行
為
拘
束
表
現
に
つ
い
て
論
じ
た
第
�

部
の
う
ち
︑
第
	

章

を
中
心
に
ま
と
め
る
︒
第
	

章
で
は
﹁
て
あ
げ
る
﹂
﹁
て
さ
し
あ
げ
る
﹂
等
︑

話
し
手
が
聞
き
手
に
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
を
表
明
す
る
﹁
与
益
表
現
﹂
を

用
い
た
申
し
出
表
現
を
取
り
上
げ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
上
位
者
に
対
し
て
用

い
難
い
と
さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
学
生
か
ら
先
生
に
対
し
て
次
の
よ
う
に

発
話
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒

♯
先
生
︑
コ
ー
ヒ
ー
を
入
れ
て
さ
し
あ
げ
ま
す
︒
︵
p
.1
4
7
︶

し
か
し
︑
こ
の
状
況
は
近
世
以
前
に
は
異
な
っ
て
お
り
︑
与
益
表
現
は
上
位

者
に
対
す
る
申
し
出
を
行
う
際
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
︒

そ
こ
で
筆
者
は
︑
上
位
者
に
対
す
る
与
益
表
現
を
用
い
た
申
し
出
表
現
が
︑

各
時
代
に
ど
れ
だ
け
見
ら
れ
た
か
を
調
査
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
当
該
表
現
は

近
世
後
期
ま
で
は
丁
寧
な
表
現
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
が
︑
近
代
に
入
っ

て
か
ら
待
遇
的
価
値
が
下
が
っ
た
こ
と
を
示
し
た
︒
そ
の
要
因
と
し
て
こ
れ

は
︑
他
者
に
恩
恵
を
与
え
る
こ
と
の
表
明
が
︑
話
し
手
自
身
を
高
め
て
し
ま

う
と
い
う
解
釈
と
な
る
た
め
︑
控
え
ら
れ
る
と
い
う
語
用
論
的
制
約
の
成
立

を
指
摘
し
た
︒

�

．

お
わ
り
に

現
代
語
に
お
い
て
授
受
表
現
を
用
い
る
こ
と
が
必
須
と
な
る
環
境
に
お
い

て
︑
か
つ
て
は
敬
語
の
み
で
問
題
な
く
用
い
ら
れ
て
い
た
︒
本
書
は
こ
の
変

化
の
過
程
を
︑
多
様
な
資
料
に
基
づ
い
た
調
査
・
分
析
に
よ
り
明
ら
か
に
し

て
い
る
︒
ま
た
︑
そ
の
変
化
が
起
こ
っ
た
要
因
と
し
て
語
用
論
的
制
約
の
成

立
を
指
摘
す
る
こ
と
で
︑
敬
語
と
授
受
表
現
の
相
互
関
係
を
明
示
的
に
論
じ

た
︒
授
受
表
現
が
い
つ
︑
ど
の
よ
う
な
意
味
・
環
境
下
で
使
用
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
か
と
い
う
︑
多
く
の
人
の
興
味
に
答
え
ら
れ
る
一
冊
で
あ
ろ
う
︒
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