
…

「
あ

げ

る
」
と

い
う

こ
と
ば

、-前

田

正

人
ー

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「物
を
あ
げ
る
」
あ
る
い
は

「何
か
を
し
て
あ
げ

へる
」

の

「
あ
げ

る
」

は
、
語

源
か
ら
見

て
も

わ
か

る

よ
う

に
、
も

と
も
と
下

か
ら
上

へ
と

い
う
気

持
を
含

ん
だ

こ
と
ば

で
あ

っ
て
、
少
く

と
も
目
上

の
者
か
ら

目
下

の
者

へ
、
と

い
う
場
合

に
用

い
る
べ
き

語

で
は

な

い
は
ず

で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
最
近

は
た
と
え
ぽ

医
師

に
向

っ
て

「
(子
供

に
)

お
薬

は
い

つ
あ
げ

た

ら

い
い
で
し

ょ
う

か
」
と

い
う
よ
う

な
こ
と
を
平
気

で
言
う

母
親

が

い
る
。

こ
と
ば

の
セ

ン
ス
の
な
さ
を

み
ず

か
ら
さ
ら
け
だ

し
て

い
る
だ
け

で
な
く

、
医
師

に
ま

で
親

馬
鹿

の

つ
き
合

い
を
さ

せ
て
い
る
よ
う

で

わ
た
し

な
ど
、
大

い
に
ひ

っ
か
か
り
を
感

じ
る
言

い

か
た
な

の
だ
が

、

こ
う

い
う
表
現
を

お
か
し

い
と
思

わ
な

い
人
が

ふ
え

つ
つ
あ

る
よ
う
だ
。

ぼ

か
ば

か
し

い
の
は
、
動
物

に
餌
を

や
る
こ
と
を

「
え
さ
を

あ
げ

る
」
と

い
う
。

「
言
語
生
活
」

と

い

う
雑
誌

に
、
滑
稽

な

こ
と
ば
つ

か

い
の
例
を
集

め
た

欄
が
あ

る
が

、
そ

の
中

に
、
動
物
園

の
立

札

に

「
え

さ
を
あ
げ

な

い
で
下
さ

い
」

と

い
う
例
が

あ
げ

ら
れ

て

い
た

こ
と
が

あ

っ
た
。

二
十
数
年
も
前

の
こ
と
だ

っ
た
が
、
授
業

で
敬
語

の
話

を
し
た
時
、

こ

の
例
を

あ
げ

た
ら
、
当
時

の
学
生
達

は

一
斉

に
笑

っ
た
も

の

で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
最
近

の
学
生
達

に
同
じ
例
を

あ
げ

て
見

せ
て
も
、
何
が

お
か
し

い
か
と

い
う
顔

を

し
て
き

ょ
と

ん
と
し

て
い
る
。

テ

レ
ビ
ド

ラ

マ
な
ど

で
も
、
親

か
ら
子
供

に
、
人
間

か
ら
動
物

に

「
あ
げ

る
」
「
し

て
あ
げ

る
」
と

い
う

せ
り
ふ
が
し
き

り
に
出

て
く
る
。
若

い
俳
優

だ
け

で
な
く

、
ベ

テ
ラ

ン
の
老

俳
優

ま

で
臆
面
も

な
く
使

っ
て

い
る
。
た
と

い
脚
本

が

そ
う
な

っ
て
い
て
も
、
ど

う
し
て
修
正

し
よ
う
と

し
な

い
の
か
不
思

議
な
感
じ
が

し
て
な
ら
な

い
。

し
か
し
、

こ
れ

は

一
般

の
風
潮

で
、
と
り
わ

け
東

京

あ
た
り

で
は
、
こ
う

い
う
言

い
ま
わ
し
が
巾

を
き

か
せ
始

め
て
い
る
よ
う

で
あ

る
。

国
立
国
語
研
究

所

か
ら

「
幼
児

の
文

法
能
力
」
と

い
う
報
告
書
が
出

て

い
る
が
、
そ

の
中

に
就
学
前

の
幼
児

を
対
象
と

し
て

「
桃
太
郎

は
犬

に
き

び
だ

ん
ご

を
…
…
。
」

と

い
う

文

例
に

つ
い
て
…
…

の
部
分

に

「
や
る
」
「
あ
げ

る
」

の
ど

ち
ら
を
使
う

か
を
調
査

し
た
結
果
が
示
さ
れ

て

い
る
。

こ
れ

に
よ
れ
ぽ

、
東

京
で
は

「
あ
げ

る
」

を

択

ぶ
幼

児
が
多
く

、
京
都

・
和
歌

山
で
は

「
や

る
」

を
択

ぶ
幼
児
が
多

い
と

い
う
。

こ
れ
は
子
供
達
が

接

す

る
大

人
達

の
こ
と
ば
つ

か

い
の
影
響

に
よ

る
も

の

で
あ

ろ
う
。

な
ぜ

、
こ
う

い
う

こ
と
ば
つ

か

い
が
発

生
し
た

の

か
。
そ
れ

は
、
わ
が
子
を
あ
が

め
る
と

か
、
動
物
愛

護

の
精
神

に
よ
る
と

か
い
う
よ
う
な

こ
と

で
は
な
く

て
、
「
あ
げ

る
」

は
上
品

な
こ
と
ぽ
、

そ
れ

に
対
す

る

「
や

る
」

は
野
鄙
な

こ
と
ば

だ
と

い
う

よ
う
な
単

純
幼

稚
な
発
想

に
よ
る
も

の
ら
し
く
、
ど

う
や
ら
東

京

あ
た
り

の
女
性

が
創
始
者

で
あ

る
よ
う
だ
。
創

始

者

も
創
始
者
だ
が

、
そ
れ
を
平
気

で
ま
ね

る
人
間

の

鈍
感

さ
が
歯
が
ゆ

く
て
な
ら

な
い
。

か
な
り
昔

の
は
な
し
だ
が
、
恩

師

・
沢

瀉
久
孝

先

生
が

、
関
西

で
は

「
は
ば

か
り
」

と

い
う
奥
ゆ

か
し

い
表

現
が
あ

る
の
に
、
東
京
あ

た
り

の
女
性
が
使

う

「
御

不
浄

」
と

い
う
、
不
浄

に
美
称

の
御
を

つ
け

た

変

な
こ
と
ぽ
が
巾

を
き

か
し

て
い
る

の
を
た
し

な
め

ら
れ

た

こ
と
が
あ

っ
た
。
対
象
が

は
ば

か

る
べ
き
も

の
で
あ

る
た

め
か
、
そ

の
呼
称

は
変

っ
て
、
今

で
は

「
は
ば

か
り
」

は
も

と
よ
り

「
御

不
浄

」
と

い
う
こ

と
ば

も
ほ
と

ん
ど
耳

に
し
な

い
。

し
か
し
、

「
あ

げ

る
」

の
方

は
、

こ
の
調

子

で
は
あ

と
あ
と
ま

で
生
き

残

っ
て
巾

を
き

か
せ
そ
う
な
悪

い
予
感

が
す

る
。
も

う
手
遅

れ
か
も

し
れ

な

い
が
、
同
憂

の
士

は
、

こ

の

「
あ
げ

る
」
退
治

に
力

を
か
し

て
ほ
し

い
。

(
ま
え
だ

ま
さ
と

文

学
部
教
授
)
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