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森
先
生
は
関
西
大
学
の
国
語
国
文
学
専
修

（
国
語
学
：
日
本
語
の
多
様
性
や
歴
史
的
変

化
を
学
ぶ
、
国
文
学
：
各
時
代
の
文
学
作
品

や
文
学
者
に
つ
い
て
学
ぶ
）
で
研
究
を
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
研
究
に
取
り
組

も
う
と
思
わ
れ
た
き
っ
か
け
は
何
で
し
ょ
う

か
。私

は
、
高
校
の
国
語
の
授
業
で
古
典
が
好

き
だ
っ
た
ん
で
す
。
な
ぜ
好
き
だ
っ
た
か
と

言
う
と
、
例
え
ば
、
伊
勢
物
語
に
「
昔
、
男

あ
り
け
り
」
と
い
う
冒
頭
句
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
を
「
昔
」「
男
」「
あ
り
」「
け
り
」
と

区
切
っ
て
、「
昔
」「
男
が
」「
い
」「
た
」
と

い
う
よ
う
に
訳
し
て
い
け
ば
論
理
的
に
訳
を

導
き
出
せ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
対
訳
を
す
る

よ
う
な
古
典
の
ノ
ー
ト
を
作
る
の
が
、
好
き

だ
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。

今
で
も
研
究
を
行
う
時
な
ど
に
は
、
ス
ラ

イ
ド
と
か
レ
ジ
ュ
メ
を
作
る
の
が
好
き
な
ん

で
す
が
、
高
校
生
の
時
に
は
そ
の
ノ
ー
ト
を

作
る
こ
と
で
、「
な
ん
と
日
本
語
っ
て
い
う

の
は
論
理
的
に
上
手
に
で
き
て
い
る
ん
だ
ろ

う
」
と
気
付
き
、
文
法
の
面
白
さ
を
感
じ
た

ん
で
す
。
そ
れ
で
、
大
学
に
行
っ
た
ら
古
典

文
法
を
専
攻
し
よ
う
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。

英
語
の
文
法
も
、
中
学
生
ぐ
ら
い
の
時
に
は

日
本
語
は
論
理
的
に
で
き
て
い
る

平安時代には「あげる」も
「くれる」だった ?!

第 1回
関西大学文学部 総合人文学科国語国文学／

森　勇太先生

関西大学文学部の総合人文学科国語国文学専修
で教 を執られている森勇太先生。その研究は「や
る」「くれる」などの授受表現がご専門です。
『文章表現』の気づきやヒントを識者にお伺い
するこのコーナー。第 1回は、森先生に国語学と
は何を研究する学問なのか、そして授受表現の時
代的な変化などの日本語の面白さについて伺いま
した。
（聞き手／日本文章表現協会代表理事　西田延弘）
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／
「
く
れ
る
」、あ
る
い
は
「
や
る
」
／
「
く

れ
る
」
と
い
う
使
い
分
け
を
す
る
方
言
は
、

九
州
北
部
か
ら
関
東
圏
に
分
布
し
て
い
ま

す
。
九
州
南
部
や
東
北
地
方
で
は
、
自
分
か

ら
あ
げ
る
方
も
「
く
れ
る
」
だ
し
、
自
分
が

も
ら
う
方
も
「
く
れ
る
」
を
用
い
る
方
言
で

す
。
こ
の
よ
う
な
地
理
的
分
布
を
、
方
言
学

で
は
周
圏
分
布
と
呼
ん
で
い
ま
す
ね
。

対
人
関
係
に
配
慮
し
た
結
果
、
表
現
が
変

わ
っ
て
き
た
と
い
う
お
話
で
し
た
が
、
敬
語

表
現
な
ど
も
変
わ
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う

か
。私

が
研
究
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
だ
ん
だ
ん

日
本
語
は
利
益
が
特
に
自
分
に
あ
る
こ
と
を

示
さ
な
い
と
い
け
な
く
な
っ
て
き
た
と
い
う

こ
と
が
言
え
ま
す
。

「
〜
し
て
く
れ
る
」「
〜
し
て
く
だ
さ
る
」

と
い
う
表
現
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
恩
恵
が
自

分
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
表
現
で
「
受

益
表
現
」
と
い
う
ん
で
す
が
、
平
安
時
代
は

そ
う
い
う
表
現
は
な
い
ん
で
す
。「
く
れ
る
」

と
い
う
表
現
は
あ
り
ま
す
が
、「
〜
し
て
く

れ
る
」
と
い
う
表
現
は
な
く
、
受
益
表
現
は

鎌
倉
時
代
ご
ろ
に
成
立
し
ま
す
。

現
代
だ
と
「
〜
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う

と
か
な
り
命
令
的
で
強
制
力
が
強
く
、「
〜

し
て
く
だ
さ
い
ま
せ
ん
か
」
あ
る
い
は
「
〜

し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
」
の
よ
う
な
聞
き

方
を
し
な
い
と
い
け
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

目
上
の
人
物
に
対
す
る
命
令
・
依
頼
を
す
る

と
き
に
受
益
表
現
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
っ
た
の
は
だ
い
た
い
明
治
期
ぐ
ら
い
か

ら
で
す
ね
。

そ
れ
は
、
何
の
影
響
で
変
わ
っ
て
き
た
の

し
ょ
う
か
。

今
の
と
こ
ろ
要
因
と
し
て
考
え
て
い
る
の

は
、
社
会
の
変
化
で
す
。
江
戸
時
代
ま
で
は

身
分
・
階
層
が
は
っ
き
り
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
社
会
の
中
で
は
、
敬

語
さ
え
使
っ
て
お
け
ば
相
手
へ
の
配
慮
は
果

た
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
明

治
期
に
な
る
と
人
の
移
動
が
多
く
な
り
ま
す

し
、
身
分
に
よ
ら
な
い
複
雑
な
人
間
関
係
が

で
き
て
き
ま
す
。
現
代
で
言
う
と
バ
イ
ト
先

の
年
下
の
先
輩
の
よ
う
な
こ
と
で
す
ね
。

単
純
に
敬
語
を
使
う
だ
け
だ
と
配
慮
が
足

り
な
い
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
お
願
い

す
る
時
に
は
自
分
に
恩
恵
が
あ
る
の
だ
か
ら

「
〜
し
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
た
ほ
う
が
適

切
で
あ
る
、「
〜
し
て
く
れ
ま
せ
ん
か
」
と

言
っ
た
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う

に
受
益
表
現
が
必
須
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い

面
白
い
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
。
同
じ
よ
う

に
、
古
典
の
日
本
語
も
一
つ
ひ
と
つ
対
訳
し

て
い
け
ば
、
文
章
の
意
味
が
取
れ
る
。
他
の

言
語
と
比
較
し
て
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
自
分
た
ち
の
言
語
も
論
理
的
に
で

き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
た
と

い
う
体
験
を
し
た
こ
と
が
、
こ
の
道
へ
進
む

き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん

ね
。

そ
れ
で
国
語
学
を
研
究
す
る
こ
と
に
な
っ
た

ん
で
す
ね
。
具
体
的
に
は
、
国
語
学
と
は
ど

う
い
う
こ
と
を
研
究
す
る
学
問
な
の
で
し
ょ

う
か
。

国
語
学
は
日
本
語
の
し
く
み
自
体
を
明
ら

か
に
す
る
分
野
で
す
。
音
声
・
文
法
・
語
彙

な
ど
、
日
本
語
の
し
く
み
を
考
え
る
に
も
さ

ま
ざ
ま
な
側
面
が
あ
り
ま
す
。
私
の
専
門
は

文
法
で
す
が
、こ
と
ば
の
グ
ル
ー
プ
（
品
詞
）

や
語
形
変
化（
活
用
）に
つ
い
て
考
え
る「
形

態
論
」
や
、
係
り
結
び
な
ど
、
文
の
構
造
を

対
象
に
す
る
「
統
語
論
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

私
は
「
歴
史
語
用
論
」
と
い
う
分
野
の
研
究

も
し
て
い
て
、
文
脈
や
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
の

中
で
日
本
語
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る

の
か
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
ど
の
よ
う

に
行
わ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
歴
史
も
研
究

し
て
い
ま
す
。

森
先
生
が
研
究
さ
れ
て
い
る
、
文
脈
や
さ
ま

ざ
ま
な
場
面
で
使
わ
れ
る
日
本
語
と
は
、
ど

ん
な
表
現
で
す
か
。

私
が
卒
論
か
ら
取
り
組
ん
で
い
る
テ
ー
マ

は
、「
授
受
表
現
」
の
変
化
で
す
。
授
受
表

現
と
は「
や
る
」「
あ
げ
る
」や「
く
れ
る
」、「
も

ら
う
」
と
い
う
何
か
を
誰
か
に
渡
す
動
作
を

表
す
言
葉
で
、
現
代
語
だ
と
自
分
か
ら
他
人

に
対
し
て
は
「
あ
げ
る
」、
他
人
か
ら
自
分

に
は
「
く
れ
る
」
と
い
う
方
向
性
に
よ
る
使

い
分
け
が
あ
り
ま
す
。

昔
は
「
あ
げ
る
」
は
「
や
る
」「
く
れ
る
」

と
表
現
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
ま
た
昔

の
平
安
時
代
だ
と
、
人
に
渡
す
の
も
「
く
れ

る
」
だ
し
、
人
か
ら
も
ら
う
の
も
「
く
れ

る
」
と
い
う
よ
う
に
使
い
方
が
違
う
ん
で
す

ね
。
現
代
語
で
は
人
か
ら
も
ら
う
方
向
だ
け

に
「
く
れ
る
」
が
使
わ
れ
る
の
で
、「
な
ぜ

そ
う
な
っ
た
の
か
」
を
考
え
始
め
、
卒
論
か

ら
の
研
究
の
テ
ー
マ
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

な
ぜ
「
く
れ
る
」
は
双
方
向
か
ら
一
方
向
へ

と
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

昔
の
「
く
れ
る
」
と
い
う
表
現
は
、
目
上

か
ら
目
下
へ
と
い
う
立
場
を
踏
ま
え
た
も
の

で
し
た
。
目
上
か
ら
目
下
、
つ
ま
り
犬
と
か

カ
ラ
ス
と
か
に
「
く
れ
て
や
る
」
と
い
う
よ

う
な
表
現
で
「
く
れ
る
」
が
使
わ
れ
て
い
た

り
、『
土
佐
日
記
』
の
中
で
は
、
貫
之
が
周

り
の
人
々
に
物
を
与
え
る
と
い
っ
た
よ
う
な

時
に
「
く
れ
る
」
が
使
わ
れ
た
り
し
て
い
ま

す
。し

か
し
、
言
葉
を
使
う
際
に
は
対
人
関
係

に
配
慮
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
の
で
、

今
で
は
「
自
分
が
上
に
立
つ
の
は
失
礼
だ
」

と
い
う
意
識
が
働
き
ま
す
。
自
分
が
上
の
立

場
に
立
っ
て
「
俺
か
ら
く
れ
て
や
る
」
と
い

う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
の
は
失
礼
だ
け
ど
、

自
分
が
下
の
立
場
に
立
っ
て
「
誰
か
が
私
に

く
だ
さ
る
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
「
く
れ

る
」
を
使
う
の
は
問
題
な
い
と
感
じ
ら
れ
、

誰
か
か
ら
自
分
へ
と
物
を
渡
す
方
向
に
だ
け

「
く
れ
る
」
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ん

で
す
。

な
る
ほ
ど
。
時
代
と
と
も
に
言
葉
が
変
化
し

て
い
く
の
は
面
白
い
で
す
ね
。
日
本
語
に
は

方
言
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
地
域
的

な
用
法
の
違
い
と
い
う
も
の
も
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
。

実
は
、
同
じ
関
西
大
学
の
同
僚
の
日
高

水
穂
先
生
が
そ
の
第
一
線
の
研
究
者
な
ん

で
す
。「
や
る
」
と
い
う
意
味
の
言
葉
を
話

し
手
か
ら
の
方
向
性
に
よ
っ
て
、「
あ
げ
る
」

「
や
る
」「
く
れ
る
」は
ど
う
変
化
し
た
か

私 相手【現代語】
「やる」「あげる」

「くれる」

私 相手 相手【平安時代】
「くれる」

「くれる」

私

「くれる」上

下

見下げること
になり失礼

【「
く
れ
る
」
の
時
代
に
よ
る
変
化
】

相
手
へ
の
配
慮
が
表
現
を
変
化
さ
せ
た
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り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
う
ま
く
い
か

な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
も
思
う
の
で
難
し

い
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
す
が
、
敬
語
の
簡
素

化
も
も
っ
と
考
え
ら
れ
て
い
い
の
で
は
な
い

か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

で
も
先
生
、「
論
文
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ

い
」
と
言
わ
れ
る
と
、「
も
う
ち
ょ
っ
と
言

い
方
は
な
い
の
か
」
っ
て
思
わ
れ
る
ん
で
す

よ
ね
（
笑
）。

そ
う
そ
う
（
笑
）。
だ
か
ら
、
本
音
と
建

前
み
た
い
な
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
。
で
も
実

際
の
学
生
は
、
あ
ん
ま
り
そ
う
い
う
失
礼
な

こ
と
は
言
い
ま
せ
ん
し
、
む
し
ろ
「
先
生
、

あ
の
、
論
文
な
ん
で
す
け
ど
、
も
う
少
し
で

書
け
そ
う
な
ん
で
す
が
…
」
み
た
い
な
言
い

方
で
、
回
り
く
ど
い
言
い
方
の
ほ
う
を
選
択

す
る
こ
と
が
多
い
で
す
ね
。
む
し
ろ
「
論
文

見
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
」
っ
て
ち
ゃ
ん
と

言
っ
て
く
れ
た
ほ
う
が
、
き
ち
ん
と
意
図
が

伝
わ
り
、
印
象
も
良
い
と
思
い
ま
す
。

お
話
を
伺
っ
て
い
る
と
、
日
本
語
が
時
代
に

よ
っ
て
ど
ん
ど
ん
変
化
し
て
き
て
い
る
の
が

よ
く
わ
か
り
ま
す
。
研
究
を
さ
れ
て
い
て
一

番
面
白
い
と
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
ど
う
い
う

と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

現
代
と
他
の
時
代
と
比
べ
て
み
る
と
、
言

葉
の
使
い
方
の
変
化
が
は
っ
き
り
と
見
え
る

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
デ
ー
タ
を
通
し
て
変

わ
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と

が
、
や
っ
ぱ
り
一
番
面
白
い
か
な
と
思
い
ま

す
。

【
森
勇
太
先
生
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
】

一
九
八
五
年
、
静
岡
県
生
ま
れ
。
大

阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期

課
程
修
了
。
博
士
（
文
学
）。
日
本
学

術
振
興
会
特
別
研
究
員
、
関
西
大
学

助
教
・
准
教
授
を
経
て
、
現
在
関
西

大
学
教
授
。
専
門
は
日
本
語
史
。
著

書
『
発
話
行
為
か
ら
見
た
日
本
語
授

受
表
現
の
歴
史
的
研
究
』（
ひ
つ
じ
書

房
、
二
〇
一
六
年
）、『
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク

日
本
語
の
歴
史
』（
く
ろ
し
お
出
版
、

二
〇
一
六
年
）
な
ど
が
あ
る
。

う
よ
う
な
過
程
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
ま
す
。

現
代
で
も
そ
の
よ
う
に
表
現
が
変
わ
っ
て
い

く
の
で
し
ょ
う
か
。
最
近
で
は
「
ら
抜
き
言

葉
」
が
テ
レ
ビ
な
ど
で
も
普
通
に
使
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
。

「
ら
抜
き
言
葉
」
は
実
は
、
あ
ま
り
変
化

が
大
き
く
進
ん
で
い
な
い
、
珍
し
い
類
の
表

現
だ
と
思
い
ま
す
よ
。「
ら
抜
き
言
葉
」
は

明
治
期
頃
か
ら
記
録
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
時

点
で
も
、「
そ
れ
、
間
違
い
だ
よ
ね
」
と
い

う
認
識
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
，
そ
こ
か

ら
現
代
に
至
る
ま
で
、
一
気
に
「
ら
抜
き
言

葉
」
に
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で

も
な
い
。
今
で
も
「
ら
抜
き
言
葉
は
間
違
い

だ
」
と
い
う
認
識
は
、
世
間
に
根
強
く
あ
り

ま
す
よ
ね
。

授
受
表
現
で
言
え
ば
、明
治
時
代
に
は「
〜

し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
」
式
の
お
願
い
の

形
っ
て
い
う
の
は
あ
ま
り
出
て
こ
な
く
て
、

「
〜
し
て
く
だ
さ
い
」
で
十
分
だ
っ
た
ん
で

す
が
、
現
代
だ
と
「
〜
し
て
く
だ
さ
い
」
と

言
っ
た
ら
、
あ
ま
り
お
願
い
に
聞
こ
え
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
目
上
の
人
に
こ

の
表
現
を
使
う
の
は
、
絶
対
に
や
ら
せ
た
い

時
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、私
が
学
生
か
ら「
先

生
、
論
文
論
文
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
」

と
か
言
わ
れ
た
ら
、「
も
う
ち
ょ
っ
と
言
い

方
は
な
い
の
か
」「
普
通
『
論
文
読
ん
で
い

た
だ
け
ま
せ
ん
か
』く
ら
い
は
言
わ
な
い
か
」

と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
う
い
う
よ
う
な
感
じ
で
、現
代
で
は「
く

だ
さ
る
」
よ
り
も
「
い
た
だ
く
」
が
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
思
う
ん
で
す

が
、
そ
の
よ
う
に
明
治
か
ら
現
代
に
か
け
て

一
気
に
入
れ
替
わ
っ
た
よ
う
な
表
現
は
ほ
か

に
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

に
比
べ
る
と
「
ら
抜
き
言
葉
」
は
、「
間
違
っ

て
い
る
」「
間
違
っ
て
い
る
」
と
言
わ
れ
た

ま
ま
で
残
っ
て
い
る
珍
し
い
言
葉
じ
ゃ
な
い

か
な
と
思
い
ま
す
。

時
代
に
よ
る
表
現
の
変
化
が
見
え
る
の

が
面
白
い

ほ
か
に
も
最
近
変
わ
っ
て
き
た
な
と
思
わ
れ

る
表
現
は
あ
り
ま
す
か
。

私
の
研
究
の
分
野
で
は
、「
〜
さ
せ
て
い

た
だ
く
」
な
ど
で
す
ね
。
一
九
九
〇
年
代
に

は
も
う
、「
使
い
す
ぎ
で
あ
る
」
と
い
う
指

摘
が
あ
り
ま
す
。
明
治
・
大
正
期
に
は
そ
れ

ほ
ど
使
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

そ
の
短
い
間
で
か
な
り
変
化
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
現
在
で
は
、
と
て
も
頻
度

が
高
い
表
現
に
な
っ
て
い
ま
す
。

敬
語
や
待
遇
表
現
は
、
ど
ん
ど
ん
「
回

り
く
ど
い
」
言
い
方
が
出
て
き

て
い
ま
す
。「
〜
さ
せ
て
い
た
だ

く
」
の
よ
う
な
表
現
も
そ
う
で
す

し
、
受
益
表
現
も
、
昔
は
な
か
っ

た
け
れ
ど
も
今
は
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
う
い
う
表
現
が
定

期
的
に
新
し
く
生
ま
れ
る
の
で
、

ど
ん
ど
ん
回
り
く
ど
く
な
っ
て
い

き
ま
す
が
、
そ
う
す
る
と
、
言
葉

の
意
味
が
伝
わ
り
に
く
く
な
る
と

い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
が
生
じ
て
き
ま

す
。
つ
い
、
丁
寧
さ
を
求
め
る
と

回
り
く
ど
く
な
り
が
ち
で
す
が
、

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
適
切
に
伝
え
る
た

め
に
は
、
簡
素
な
敬
語
を
使
う
こ

と
も
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

私
の
も
う
一
つ
の
研
究
に
、
依

頼
や
命
令
の
よ
う
な
行
為
指
示
表

現
が
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
て

き
た
の
か
と
い
う
研
究
が
あ
り
ま

す
。
昔
は
敬
語
さ
え
使
っ
て
お
け
ば
、「
〜

た
ま
え
」
の
よ
う
に
文
末
が
命
令
形
で
も
良

か
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
と

「
〜
し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
」
と
か
「
〜

し
て
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
か
の

よ
う
な
推
量
の
よ
う
な
表
現
を
使
っ
て
、
回

り
く
ど
く
な
っ
て
き
て
い
る
ん
で
す
ね
。
ま

た
、「
よ
か
っ
た
ら
〜
し
て
い
た
だ
け
ま
せ

ん
か
」
と
か
、「
す
み
ま
せ
ん
が
〜
し
て
い

た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
か
、
前
置
き

を
つ
け
た
表
現
な
ん
か
も
出
て
き
た
。

こ
れ
も
、
ど
ん
ど
ん
回
り
く
ど
く
な
っ
て

い
っ
て
、
伝
え
た
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
指
示
し

な
け
れ
ば
い
け
な
い
内
容
が
伝
わ
ら
な
く

な
っ
て
く
る
よ
う
な
変
化
で
す
。

簡
素
化
し
過
ぎ
る
と
感
情
的
な
反
発
が
あ

『発話行為から見た日本語
授受表現の歴史的研究』
（ひつじ書房、2016年）

『ワークブック
日本語の歴史』

（くろしお出版、2016年）


