
江
戸
語
に
お
け
る
「
な
い
け
れ
ば
」

酒
落
本
に
お
け
る
打
消
の
助
動
詞
を
用
い
た
条
件
表
現

奥
村
彰
悟
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キ
ー
ワ
ー
ド
一
酒
落
本
、

襲
　
　
審

「
な
い
け
れ
ぱ
」
、
条
件
表
現
、

当
為
表
現

　
江
戸
語
に
お
け
る
打
消
の
助
動
詞
は
、
酒
落
本
の
調
査
に
よ
る
と
、
明

和
期
で
は
「
ぬ
」
（
「
ず
」
）
の
ほ
う
が
「
な
い
」
よ
り
も
優
勢
で
あ
っ
た
が
、

寛
政
・
享
和
期
で
は
「
な
い
」
の
ほ
う
が
優
勢
と
な
る
。
し
か
し
、
打
消

の
助
動
詞
を
用
い
た
条
件
表
現
で
は
、
明
和
期
か
ら
寛
政
・
享
和
期
に
か

け
て
、
門
ね
ぱ
」
「
ず
は
」
の
ほ
う
が
門
な
い
け
れ
ば
」
よ
り
も
多
く
用
い

ら
れ
て
い
る
。

　
十
八
世
紀
後
半
の
江
戸
語
で
は
、
当
為
表
現
の
場
合
に
は
、
「
ね
ぱ
」
『
ず

は
」
門
な
い
け
れ
ば
」
の
い
ず
れ
も
用
い
ら
れ
た
が
、
条
件
表
現
の
場
合
に

は
、
「
ね
ば
」
は
恒
常
条
件
と
し
て
周
い
ら
れ
、
「
ず
は
一
は
仮
定
条
件
と

し
て
用
い
ら
れ
、
「
な
い
け
れ
ぱ
」
は
仮
定
条
件
、
恒
常
条
件
と
し
て
用
い

ら
れ
た
。
十
人
世
紀
後
半
の
江
戸
語
に
お
け
る
「
な
い
け
れ
ば
」
は
「
ね

ば
」
「
ず
は
」
の
両
方
の
用
法
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に

　
江
戸
語
で
は
打
消
の
助
動
詞
「
な
い
二
ぬ
」
（
「
ず
」
）
の
後
に
接
続
助
詞
「
ば
」

（
「
ず
」
の
場
合
に
は
「
は
」
）
が
続
く
場
合
注
1
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
形
で

見
ら
れ
る
。

「
ホ
ン
ニ
サ
人
の
異
見
は
い
ゑ
ま
す
が
我
身
の
異
見
は
出
来
ね
へ
と
や

ら
で
其
身
に
な
つ
て
見
な
い
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
の
サ
」
（
『
夜
色
の
か

た
ま
り
』
）

「
ち
よ
つ
と
浮
里
さ
ん
の
所
へ
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
」
（
『
錦
之
裏
』
）

「
ア
イ
左
様
な
ら
、
も
し
け
ふ
中
に
う
れ
ず
は
、
あ
し
た
も
つ
て
参
り

ま
し
や
う
」
（
『
錦
之
裏
』
）

　
こ
の
う
ち
例
文
1
の
よ
う
な
、
江
戸
語
の
「
な
い
け
れ
ば
」
注
2
が
現
代
目

本
語
で
は
「
な
け
れ
ば
」
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。
・

　
本
稿
で
は
、
江
戸
語
に
お
け
る
打
消
の
助
動
詞
が
「
ぬ
」
（
「
ず
」
）
か
ら
「
な

い
」
に
移
っ
て
い
っ
た
時
期
の
資
料
で
あ
る
酒
落
本
を
使
つ
て
、
江
戸
語
に
お
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江戸語における「ないければ」（28）

け
る
打
消
の
助
動
詞
「
な
い
」
に
、
接
続
助
詞
「
ば
」
が
つ
い
た
形
で
あ
る
「
な

い
け
れ
ば
」
は
、
「
ね
ば
」
「
ず
は
」
と
意
味
用
法
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
違
い

が
あ
つ
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
資
料
に
は
十
四
作
品
の
酒
落
本
警
を

使
用
し
た
。

二
　
江
戸
語
に
お
け
る
『
ね
ぱ
」
『
ず
は
」
門
な
い
け
れ
ぱ
」

　
江
戸
語
に
お
け
る
打
消
の
助
動
詞
に
つ
い
て
は
、
小
蘭
切
良
知
（
一
九
四
三
）
、

中
村
通
夫
（
一
九
五
九
）
、
坂
梨
隆
三
（
一
九
七
三
）
な
ど
、
多
く
の
指
摘
が

み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
江
戸
語
で
は
打
消
の
助
動
詞
と
し
て
「
ぬ
」

（
「
ず
」
）
と
「
な
い
」
が
並
用
さ
れ
て
い
た
芽
。
小
田
切
（
一
九
四
三
）
で
は
、

明
和
期
の
江
戸
語
を
資
料
と
し
て
「
ぬ
」
と
「
な
い
」
が
江
戸
語
に
お
い
て
ど

の
程
度
使
用
さ
れ
た
の
か
を
調
査
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
明
和
期
に
お
い
て

1表

ぬ・ん・ず ない

郭中奇講 17 8

遊子方言 33 I9

辰巳之園 14 11

遣中粋語録 14 35

廓大帳 9 10

傾城貿四十八手 22 26

錦之裏 1O i3

傾城貿二筋道 26 32

品」11楊枝 5 27

虚実情の夜桜 9 15

後編遊治郎 7 25

五大刀 7 59

吉原談語 20 20

夜色のかたまり 14 18

合計 207 318

は
、
上
方
語
的
で
あ
る
「
ぬ
」
の
勢
力
が
極
め
て
強
く
、
「
な
い
」
は
下
層
杜

会
に
お
い
て
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
全
般
と
し
て
は
、
「
な

い
」
の
勢
カ
は
極
め
て
弱
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

　
表
1
は
十
四
作
品
の
酒
落
本
に
お
け
る
打
消
の
助
動
詞
「
な
い
」
及
び
「
ぬ
」

（
「
ず
」
）
に
つ
い
て
調
査
し
た
縞
果
で
あ
る
警
。

　
表
1
に
よ
る
と
小
蘭
切
（
一
九
四
三
）
が
指
摘
し
た
よ
う
に
明
和
期
の
酒
落

本
で
あ
る
『
郭
中
奇
謬
』
『
遊
子
方
言
』
に
お
い
て
は
「
ぬ
」
（
「
ず
」
）
の
ほ
う

が
「
な
い
」
よ
り
も
多
い
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
寛
政
・
享
和
期
の
酒
落

本
で
あ
る
『
傾
城
買
四
十
八
季
』
『
五
大
刀
』
な
ど
で
は
「
な
い
」
の
ほ
う
が

「
ぬ
」
（
「
ず
」
）
よ
り
も
多
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
明
和
期
か
ら
寛
政
。
享
和
期
に

2表

ねば ずは（ば） ないけれぱ

郭中奇調 1（1） 0 2（2）

遊子方言 4（3） 1 0

辰巳之園
玉（1） 1 1

道中粋語録 0 1 3（玉）

廊大帳 O 0 1（1）

傾城買四十八手 3（3） 豆 0
錦之裏 2（2） 2 0
傾城貿二筋道 0 2 5（2）

品州楊枝 0 1（1） 3（2）

虚実情の夜桜 0 0 1（1）

後編遊治郎 3（3） 2 3（1）

五大刀 1（1） 2 2（2）

吉原談語 3（3） 1（1） 0

夜色のかたまり 3（3） 0 1
合諦 21（20） 14（2） 22（12）

注：数字は語形による用例数。

　　（）内の数字は当為表現の用例数
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か
け
て
江
戸
語
に
お
け
る
打
消
の
助
動
詞
は
「
ぬ
」
（
「
ず
」
）
か
ら
「
な
い
」

へ
と
勢
力
が
移
つ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
皆
。

　
表
2
は
、
十
四
作
晶
の
酒
落
本
に
お
け
る
打
消
の
助
動
詞
「
な
い
」
「
ぬ
」

（
「
ず
」
）
に
接
続
助
詞
「
ば
」
が
続
く
形
で
あ
る
「
ね
ば
」
「
ず
は
」
「
な
い
け

れ
ば
」
琴
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果
で
あ
る
。
表
2
の
よ
う
に
十
八
世
紀
後

半
の
江
戸
語
に
お
い
て
「
な
い
け
れ
ぱ
」
「
ね
ば
」
「
ず
は
」
注
8
が
並
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

　
表
1
で
は
、
明
和
期
か
ら
寛
政
・
享
和
期
に
か
け
て
「
な
い
」
が
多
く
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
表
2
を
見
る
と
、
「
な
い
け
れ
ば
」
に
限
つ
て

は
「
ね
ば
」
「
ず
は
」
よ
り
も
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
は
な
つ
て
い
な
い
。
す

な
わ
ち
、
十
八
世
紀
後
半
の
江
戸
語
に
お
け
る
打
消
の
助
動
詞
は
、
し
だ
い
に

「
ぬ
」
（
「
ず
」
）
よ
り
も
「
な
い
」
の
ほ
う
が
優
勢
と
な
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
「
ね

ば
」
「
ず
は
」
は
、
い
ま
だ
「
な
い
け
れ
ば
」
よ
り
も
優
勢
で
あ
つ
た
こ
と
を

表
し
て
い
る
。三

　
『
ね
ぱ
」

『
ず
は
」
門
な
い
げ
れ
ぱ
」

の
条
件
表
現
と
当
為
表
現

　
表
2
か
ら
見
る
と
、
十
八
世
紀
後
半
の
江
戸
語
に
お
い
て
「
ね
ば
」
「
ず
は
」

「
な
い
け
れ
ば
」
が
並
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
江
戸
以
前

の
目
本
語
で
は
「
ね
ば
」
と
「
ず
は
」
と
の
間
に
は
、
確
定
条
件
と
仮
定
条
件

と
い
う
意
味
用
法
の
違
い
が
あ
つ
た
よ
う
に
、
江
戸
語
に
お
い
て
も
、
「
ね
ば
」

「
ず
は
」
「
な
い
け
れ
ぱ
」
の
間
に
も
意
味
用
法
の
違
い
が
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
酒
落
本
に
お
い
て
「
ね
ば
」
「
ず
は
」
「
な
い
け
れ
ば
」
が
ど
の
よ
う

に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
　
三
二
　
本
稿
に
お
け
る
条
件
表
現
の
分
類

　
「
ね
ば
」
「
ず
は
」
「
な
い
け
れ
ば
」
は
打
消
の
助
動
詞
に
よ
る
順
接
条
件
表

現
で
あ
る
。
煩
接
条
件
表
現
に
っ
い
て
は
、
小
林
賢
次
（
一
九
九
六
）
な
ど
に

よ
っ
て
詳
綱
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
大
ま
か
に
、
順
接
条
件
表
現
を

仮
定
条
件
、
恒
常
条
件
、
確
定
条
件
に
分
類
す
る
。
本
稿
で
は
、
仮
定
条
件
、

恒
常
条
件
、
確
定
条
件
を
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
。

　
仮
定
条
件
－
・
動
作
・
作
用
の
完
了
し
た
場
合
を
仮
定
す
る
も
の
。
現
代
目

　
　
　
　
　
　
本
語
で
は
、
「
た
ら
」
「
な
ら
」
を
使
つ
て
表
す
こ
と
が
で
き

　
　
　
　
　
　
る
。

　
恒
常
条
件
：
…
あ
る
事
実
が
成
立
す
る
際
に
は
い
つ
で
も
以
下
の
帰
結
句
の

　
　
　
　
　
　
事
態
が
成
立
す
る
と
い
う
、
恒
常
的
・
普
遍
的
性
格
を
持
っ

　
　
　
　
　
　
た
も
の
と
し
て
提
示
す
る
も
の
。
現
代
目
本
語
で
は
、
「
と
」

　
　
　
　
　
　
を
使
っ
て
表
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
確
定
条
件
…
－
条
件
句
が
原
因
・
理
由
を
表
し
、
帰
縞
句
が
そ
の
結
果
を
表

　
　
　
　
　
　
す
も
の
。
現
代
目
本
語
で
は
、
「
の
で
」
「
か
ら
」
を
使
つ
て

　
　
　
　
　
　
表
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
仮
定
条
件
、
恒
常
条
件
、
確
定
条
件
を
現
代
賢
本
語
の
例
で
表
す
と
す
れ
ば

次
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
。

65544　baba
松
井
が
エ
ラ
ー
を
し
な
け
れ
ば
勝
つ
こ
と
が
で
き
た
。

松
井
が
エ
ラ
ー
を
し
な
か
つ
た
ら
勝
つ
こ
と
が
で
き
た
。

練
習
し
な
け
れ
ば
試
合
に
勝
て
な
い
。

練
習
し
な
い
と
試
合
に
勝
て
な
い
。

雨
が
止
ま
な
い
の
で
試
合
は
中
止
と
な
っ
た
。

一92一



江戸語における「ないければ」（30）

　
例
文
4
a
の
場
合
、
「
松
井
が
エ
ラ
ー
を
し
た
の
で
負
け
た
」
と
い
う
事
実

が
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
「
松
井
が
エ
ラ
ー
を
し
な
け
れ
ば
」
と
い
う
こ

と
を
仮
定
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
例
文
4
a
の
「
な
け
れ
ば
」
は
仮
定
条
件

と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
の
「
な
け
れ
ば
」
は
、
例
文
4
b
の
よ
う
に

「
た
ら
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
「
と
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
例
文
5
a
の
場
合
、
「
練
習
を
す
る
の
で
試
合
に
勝
て
る
」
と
い
う

事
実
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
（
「
練
習
を
し
な
い
」
だ
か
ら
「
試
合
に
勝
つ
こ

と
が
で
き
な
い
」
）
と
い
う
よ
う
に
条
件
句
と
帰
結
句
と
の
間
に
恒
常
的
・
普

遍
的
な
関
係
を
想
定
し
て
、
例
文
5
a
の
「
な
け
れ
ば
」
は
恒
常
条
件
と
し
て

用
い
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
の
「
な
け
れ
ば
」
は
、
例
文
δ
b
の
よ
う
に
「
と
」

に
置
き
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
例
文
6
の
場
合
は
条
件
句
が
原
因
・
理
由
を

表
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
が
帰
結
句
に
現
れ
て
い
る
の
で
確
定
条
件
で
あ
る
。

現
代
貝
本
語
で
は
確
定
条
件
に
は
「
の
で
」
や
「
か
ら
」
な
ど
を
用
い
、
打
消

の
助
動
詞
「
な
い
」
の
仮
定
形
「
な
け
れ
ば
」
を
用
い
て
確
定
条
件
を
表
す
こ

と
は
で
き
な
い
。

　
本
稿
で
は
右
記
の
分
類
に
従
つ
て
、
酒
落
本
の
「
ね
ば
」
「
ず
は
」
「
な
い
け

れ
ば
」
の
用
例
を
分
類
し
考
察
を
進
め
て
い
く
警
。

ま
し
や
う
」
（
『
錦
之
裏
』
）
（
例
文
3
に
同
じ
）

「
あ
し
か
の
さ
ん
、
髪
ゆ
ひ
の
お
吉
さ
ん
が
、
二
階
へ
き
ち
や
ア
い
ね

へ
か
、
見
て
き
て
く
ん
な
し
。
お
針
部
屋
も
み
て
き
て
な
ん
し
ょ
。
も

し
ま
だ
来
ざ
ア
、
下
タ
の
中
郎
の
人
を
た
の
ん
で
、
呼
に
や
っ
て
く
ん

な
ん
し
」
（
『
錦
之
裏
』
）

　
例
文
7
は
「
も
の
が
今
胃
中
に
売
れ
な
か
つ
た
ら
」
と
い
う
こ
と
を
仮
定
し

て
い
る
場
面
で
あ
る
。

　
例
文
7
や
例
文
8
の
よ
う
に
「
も
し
」
と
共
起
し
て
い
る
場
合
の
ほ
か
に
も

「
ず
は
」
は
仮
定
条
件
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

引o11

「
あ
の
子
が
気
に
い
ら
ざ
ア
、
外
の
子
で
も
お
呼
な
ん
し
」
（
『
辰
巳
之

園
』
）

「
い
ん
に
や
、
で
へ
ぶ
ね
む
く
な
つ
た
ヨ
。
と
き
に
、
お
ら
ア
い
㌧
が
、

お
め
へ
は
ち
つ
と
早
く
け
へ
ら
ざ
ア
わ
る
か
ら
う
に
よ
」
（
『
傾
城
買
四

十
八
手
』
）

「
つ
ま
ら
ざ
ア
コ
レ
く
で
も
お
か
も
と
一
や
ん
ね
一
な
一
一
一
芙
刀
』
一

9ヱ

　
　
三
二
一
仮
定
条
件

　
仮
定
条
件
は
「
ず
は
」
を
用
い
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
今
回
の
調
査

で
は
「
ず
は
」
の
条
件
表
現
は
す
べ
て
仮
定
条
件
を
表
し
て
い
た
（
十
四
例
中

十
二
例
）
。
そ
の
中
で
も
、
仮
定
の
副
詞
「
も
し
」
と
共
起
し
て
い
る
「
ず
は
」

の
例
が
二
例
見
ら
れ
た
。

7
　
　
「
ア
イ
左
様
な
ら
、

も
し
け
ふ
中
に
う
れ
ず
は
、

あ
し
た
も
つ
て
参
り

　
「
ず
は
」
を
用
い
た
仮
定
条
件
は
、
例
文
9
の
よ
う
に
、
明
和
期
の
酒
落
本

で
あ
る
『
辰
巳
之
園
』
に
お
い
て
も
見
ら
れ
、
例
文
H
の
よ
う
に
、
享
和
期
の

酒
落
本
で
あ
る
『
五
大
刀
』
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
ず
は
」

は
、
こ
の
時
期
を
通
じ
て
仮
定
条
件
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。

　
優
か
で
は
あ
る
が
、
「
な
い
け
れ
ば
」
に
も
仮
定
条
件
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
た
（
二
十
二
例
中
二
例
）
。
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1213

「
お
つ
と
気
の
み
じ
か
へ
も
ん
だ
。
こ
㌧
か
ら
わ
り
だ
さ
ね
へ
け
り
や

ア
、
き
つ
い
所
は
あ
て
ら
れ
ね
へ
」
（
『
傾
城
買
二
筋
道
』
）

「
う
そ
く
、
そ
ふ
い
わ
ね
一
け
り
や
ア
、
お
け
一
り
な
さ
る
め
一
と
一

（
『
後
編
遊
治
郎
』
）

　
例
文
1
3
は
、
う
そ
を
言
っ
た
発
話
者
が
、
「
う
そ
を
言
わ
な
か
つ
た
ら
お
帰

り
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
仮
定
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
例

文
H
の
「
な
い
け
れ
ば
」
は
仮
定
条
件
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
一
例
文
u
も

同
様
に
、
条
件
句
と
帰
結
句
と
が
仮
定
条
件
で
結
ば
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
仮
定
条
件
と
し
て
用
い
ら
れ
た
「
な
い
け
れ
ば
」
は
寛
攻
期

に
な
つ
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
、
酒
落
本
．
で
見
ら
れ
る
仮
定
条
件

は
、
「
ず
は
」
で
表
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
「
な
い
け
れ
ば
」
で
表
す
こ
と
は
僅

か
し
か
な
い
。
な
ぜ
仮
定
条
件
に
お
い
て
は
「
ず
は
」
の
ほ
う
が
優
勢
で
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
江
戸
以
前
の
目
本
語
で
は
「
ね
ば
」
は
確
定
条
件
で
あ
り
、
今
回
の
調
査
で

も
、
十
八
世
紀
後
半
の
江
戸
語
に
お
い
て
「
ね
ば
」
の
仮
定
条
件
の
例
は
見
出

せ
な
か
つ
た
。
ま
た
、
「
な
い
け
れ
ば
」
は
寛
政
期
か
ら
仮
定
条
件
が
見
ら
れ

る
が
、
ま
だ
仮
定
条
件
と
し
て
の
意
味
用
法
を
充
分
に
持
ち
得
な
か
っ
た
の
で

．
あ
る
。
こ
の
た
め
、
江
戸
以
前
の
目
本
語
か
ら
仮
定
条
件
で
あ
つ
た
「
ず
は
」

が
十
八
世
紀
後
半
の
江
戸
語
に
お
い
て
も
仮
定
条
件
と
し
て
存
続
し
た
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
ず
は
」
が
、
推
量
の
助
動
詞
と
呼
応
す
る
需
と
い
う
こ

と
が
多
い
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
「
ず
は
」
が
推
量
の
助
動
詞
と
呼
応

す
る
こ
と
は
、
坂
梨
隆
三
（
一
九
八
二
）
及
び
（
一
九
八
七
）
で
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
今
回
の
調
査
で
も
、
例
文
7
や
例
文
／
0
の
よ
う
に
「
ず
は
」
に
は
、
推

量
の
助
動
詞
と
呼
応
し
た
例
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
打
消
の
助
動
詞
の
勢
カ

が
次
第
に
「
な
い
」
へ
と
移
つ
て
い
つ
た
た
め
、
「
な
い
け
れ
ば
」
に
よ
る
仮

定
条
件
が
寛
政
期
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
享
和

期
に
な
る
と
、
例
文
犯
の
よ
う
に
、
推
量
の
助
動
詞
と
呼
応
す
る
例
が
「
な
い

け
れ
ば
」
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
も
、
「
な
い
け
れ
ば
」
に
よ
る
仮
定

条
件
が
勢
カ
を
持
ち
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

が

　
三
・
三
　
垣
常
条
件

今
回
の
調
査
で
は
、
恒
常
条
件
に
は
「
な
い
け
れ
ば
」

、
「
ね
ば
」
を
用
い
た
例
は
次
の
一
例
だ
け
で
あ
る
。

14

を
用
い
た
例
が
多
い

「
猪
牙
船
と
い
ふ
も
の
は
、
あ
ぐ
ら
を
ひ
ツ
か
き
、
う
し
ろ
え
ひ
ぢ
か

け
の
、
首
う
な
だ
れ
の
、
た
ば
こ
、
ぱ
く
く
と
く
ら
は
せ
ね
ば
、
船

が
こ
ぎ
に
く
ゐ
」
（
『
遊
子
方
言
』
）

　
例
文
μ
の
場
合
、
「
猪
牙
船
と
い
ふ
も
の
は
」
で
、
恒
常
的
な
条
件
で
あ
る

こ
と
を
表
し
て
お
り
、
こ
の
場
合
の
条
件
句
と
帰
結
句
と
の
間
は
、
恒
常
的
性

格
で
結
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
回
の
調
査
で
は
、
「
ね
ば
」
に
よ
る
確
定

条
件
の
存
在
が
確
認
で
き
な
か
つ
た
。
「
ね
ば
」
に
確
定
条
件
が
見
ら
れ
な
か
っ

た
の
は
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
「
已
然
形
」
十
「
ば
」
に
よ
る
条
件
表
現

が
確
定
条
件
か
ら
仮
定
条
件
へ
変
わ
つ
て
い
つ
た
現
象
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
そ

の
一
方
で
、
「
ね
ば
」
が
仮
定
条
件
で
は
な
く
恒
常
条
件
と
し
て
使
用
さ
れ
て

い
た
の
は
、
仮
定
条
件
で
あ
る
「
ず
は
」
が
江
戸
語
に
お
い
て
も
存
続
し
て
い

た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
恒
常
条
件
と
し
て
用
い
ら
れ
た
「
ね
ば
」
も
明

和
期
に
し
か
見
ら
れ
な
か
つ
た
。

　
今
回
の
調
査
で
見
ら
れ
た
「
な
い
け
れ
ば
」
を
用
い
た
恒
常
条
件
は
、
次
の

一90一
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よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
二
十
二
例
中
八
例
）
。

　
b
　
「
お
江
戸
の
女
郎
衆
ア
、
な
じ
み
に
な
ら
ね
へ
け
り
や
ア
、
お
び
さ
ア

　
　
　
と
か
ね
へ
さ
う
だ
が
」
（
『
道
中
粋
語
録
』
）

　
脆
　
「
お
れ
を
し
ら
ね
へ
け
り
や
ア
は
じ
の
よ
ふ
に
お
も
ふ
世
の
中
だ
」
（
『
傾

　
　
　
城
買
二
筋
遺
』
）

　
η
　
　
「
ホ
ン
ニ
サ
人
の
異
見
は
い
ゑ
ま
す
が
我
身
の
異
見
は
出
来
ね
へ
と
や

　
　
　
ら
で
其
身
に
な
つ
て
見
な
い
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
の
サ
」
（
『
夜
色
の
か

　
　
　
た
ま
り
』
）
（
例
文
1
に
同
じ
）

　
例
え
ば
、
例
文
1
5
の
場
合
、
「
お
江
戸
の
女
郎
衆
」
は
、
「
客
と
な
じ
み
に
な

ら
な
い
」
と
い
う
条
件
で
あ
れ
ぱ
、
必
ず
「
お
び
を
と
か
な
い
」
と
い
う
結
果

に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
の
条
件
句
と
帰
縞
句
と
は
恒
常
的
・
普
遍
的
関

係
で
結
ば
れ
て
お
り
、
例
文
1
5
に
お
け
る
「
な
い
け
れ
ば
」
は
恒
常
条
件
で
あ

る
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
文
托
・
η
の
場
合
も
同
様
に
、
「
な
い
け
れ

ば
」
は
恒
常
条
件
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
恒
常
条
件
と
し
て
の
「
な
い
け
れ
ば
」
は
、
『
辰
巳
之
園
』
や
『
道
中
粋
語

録
』
な
ど
明
和
期
か
ら
用
例
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
『
辰
巳
之
園
』
や
『
道

中
粋
語
録
』
は
、
明
和
期
の
酒
落
本
の
な
か
で
も
、
表
1
に
見
る
よ
う
に
「
な

い
」
が
「
ぬ
」
（
「
ず
」
）
と
拮
抗
あ
る
い
は
、
「
な
い
」
が
優
勢
な
作
品
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
恒
常
条
件
と
し
て
用
い
ら
れ
た
「
な
い
け
れ
ば
」
は
、
明
和

期
か
ら
享
和
期
を
通
じ
て
見
ら
れ
た
。
そ
の
一
方
、
恒
常
条
件
と
し
て
用
い
ら

れ
た
「
ね
ば
」
は
明
和
期
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
江
戸
語
に
お
け
る

打
消
の
助
動
詞
の
勢
力
が
、
「
ぬ
」
（
「
ず
」
）
よ
り
も
「
な
い
」
の
ほ
う
へ
と
移
つ

て
い
つ
た
時
期
に
一
致
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
期
の
江
戸
語
に
お
け
る
恒
常

条
件
は
、
打
消
の
助
動
詞
「
ぬ
」
（
「
ず
」
）
か
ら
「
な
い
」
の
ほ
う
へ
勢
力
が

移
っ
て
い
つ
た
こ
と
に
平
行
し
て
、
「
ね
ば
」
か
ら
「
な
い
け
れ
ば
」
へ
と
移
っ

て
い
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
＝
∵
四
　
確
定
条
件

　
今
回
の
調
査
で
は
「
ね
ば
」
「
ず
は
」
「
な
い
け
れ
ば
」
を
用
い
た
確
定
条
件

は
見
ら
れ
な
か
つ
た
。
打
消
の
助
動
詞
「
ぬ
」
（
「
ず
」
）
「
な
い
」
を
用
い
た
確

定
条
件
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
8
　
　
「
内
が
や
か
ま
し
く
て
出
ら
れ
ぬ
か
ら
、
こ
つ
ち
の
ほ
う
な
ぞ
へ
は
、

　
　
　
き
た
事
は
ね
へ
の
サ
」
（
『
傾
城
買
四
十
八
手
』
）

　
1
9
　
　
「
コ
ヲ
お
つ
に
は
ぐ
ら
か
す
が
、
お
れ
が
い
つ
た
事
が
で
き
ね
へ
に
よ

　
　
　
つ
て
、
い
㌧
わ
け
な
し
の
が
ま
ん
だ
な
」
（
『
傾
城
買
二
筋
道
』
）

。
o
「
ヤ
モ
け
ふ
は
来
ら
れ
ん
は
づ
な
れ
ど
よ
ふ
く
く
り
あ
わ
せ
て
参
ツ

　
　
　
た
ゆ
へ
ち
つ
と
も
早
う
帰
ら
ん
け
り
や
な
ら
ぬ
ゆ
へ
手
ま
へ
た
ち
へ
も

　
　
。
無
沙
汰
に
致
し
た
」
（
『
夜
色
の
か
た
ま
り
』
）

　
例
文
1
8
∫
2
0
の
よ
う
に
、
確
定
条
件
は
接
続
助
詞
「
か
ら
」
「
ゆ
へ
」
「
に
よ
っ

て
」
を
用
い
て
表
さ
れ
る
。

　
　
＝
丁
五
　
当
為
表
現

　
電
中
章
夫
（
一
九
六
七
）
の
指
摘
の
よ
う
に
、
江
戸
語
に
は
「
ね
ば
」
「
ず

は
」
「
な
い
け
れ
ば
」
に
よ
る
当
為
表
現
が
見
ら
れ
る
。
今
回
の
調
査
で
も
、
「
ね

ば
」
「
ず
は
」
門
な
い
け
れ
ば
」
に
よ
る
当
為
表
現
が
見
ら
れ
た
（
表
2
参
照
）
。

本
稿
で
は
当
為
表
現
を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

一89一
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当
為
表
現
－
…
・
あ
る
事
柄
に
対
し
て
、
そ
の
実
現
が
要
求
■
さ
れ
る
こ
と
を
表

　
　
　
　
　
　
す
表
現
技
法
。
現
代
目
本
語
で
は
、
㍗
∫
す
る
べ
き
だ
」
や

　
　
　
　
　
　
「
∫
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
な
ど
で
表
現
さ
れ
る
。

本
稿
で
は
「
∫
ば
な
ら
ぬ
・
∫
ば
な
ら
な
い
」
を
中
心
に
見
る
こ
と
に
す
る
。

「
ね
ば
」
の
場
合
は
「
ね
ば
な
ら
ぬ
」
な
ど
の
当
為
表
現
が
多
く
見
ら
れ
た
。

212223

「
だ
ん
く
お
れ
が
伝
授
で
、
善
二
坊
の
や
う
な
色
男
を
、
揚
巻
の

助
六
が
や
う
に
、
つ
く
り
直
さ
に
や
な
ら
ぬ
」
（
『
遊
子
方
言
』
）

「
ち
よ
つ
と
浮
里
さ
ん
の
所
へ
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
」
（
『
錦
之
裏
』
）

（
例
文
2
に
同
じ
）

「
そ
れ
で
も
、
お
ふ
く
ろ
さ
ん
の
お
ふ
み
を
見
な
ん
し
て
か
ら
、
い
つ

そ
お
ふ
さ
ぎ
な
ん
す
つ
た
留
主
に
、
五
十
匁
斗
、
つ
か
へ
こ
ん
だ
か
ら
、

其
穴
を
、
う
め
て
お
か
に
や
ア
な
ら
ね
へ
わ
け
や
い
さ
」

（
『
後
編
遊
治
郎
』
）

　
当
為
表
現
と
し
て
の
「
ね
ば
」
は
、
明
和
期
か
ら
享
和
期
を
通
じ
て
見
ら
れ

た
。
ま
た
「
ね
ぱ
」
の
当
為
表
現
の
場
合
、
「
ね
ば
な
ら
ぬ
」
の
よ
う
に
、
前

件
が
「
ね
ば
」
の
場
合
に
は
後
件
が
「
な
ら
ぬ
」
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
し
か

し
、
「
ね
ば
」
の
当
為
表
現
に
お
い
て
も
、
享
和
期
に
は
後
件
が
「
な
ら
ね
へ
」

と
な
っ
て
お
り
、
打
消
の
助
動
詞
が
「
ぬ
」
（
「
ず
」
）
か
ら
「
な
い
」
へ
と
移
つ

て
い
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　
「
な
い
け
れ
ば
」
の
場
合
に
も
、
「
ね
ば
」
と
同
じ
よ
う
に
当
為
表
現
が
見

ら
れ
た
。

24

「
旦
那
に
水
上
ヶ
お
た
の
み
申
さ
な
い
け
り
や
な
ら
ぬ
」
（
『
郭
中
奇
謂
』
）

2526

「
此
閲
人
に
文
を
た
の
ん
で
そ
れ
か
ら
し
れ
て
大
キ
な
員
に
あ
ひ
や
し

た
。
な
ん
で
も
こ
ん
や
中
に
と
ゾ
け
ね
へ
け
れ
ば
な
り
や
せ
ん
」
（
『
品

川
楊
枝
』
）

「
な
ん
ぼ
お
め
へ
が
、
そ
ふ
ち
や
に
し
て
か
㌧
つ
て
。
も
、
こ
つ
ち
や
ア

是
非
女
房
に
し
ね
へ
け
り
や
ア
な
ら
ね
へ
か
ら
、
そ
ふ
お
も
つ
て
く
ん

な
せ
へ
」
（
『
後
編
遊
治
郎
』
）

　
「
な
い
け
れ
ば
」
の
場
合
も
明
和
期
か
ら
享
和
期
を
通
じ
て
、
そ
の
用
例
が

見
ら
れ
る
。
ま
た
「
な
い
け
れ
ば
」
を
用
い
た
当
為
表
現
の
場
合
も
「
ね
ば
」

の
当
為
表
現
と
同
様
、
明
和
期
に
は
当
為
表
現
の
後
件
が
「
な
ら
ぬ
」
と
な
っ

て
い
る
が
、
享
和
期
に
は
後
件
が
「
な
ら
ね
へ
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
も

打
消
の
助
動
詞
が
「
ぬ
」
（
「
ず
」
）
か
ら
「
な
い
」
へ
と
移
つ
て
い
っ
た
様
子

が
う
か
が
え
る
。

　
な
お
、
今
回
の
調
査
で
は
、
「
ね
ば
」
「
な
い
け
れ
ば
」
に
よ
る
当
為
表
現
の

後
件
が
「
い
け
な
い
」
と
な
る
例
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
「
ず
は
」
の
場
合
は
「
ず
は
な
る
ま
い
」
と
い
う
当
為
表
現
に
な
る
。
今
回

の
調
査
で
は
二
例
見
ら
れ
た
。

2728

「
な
ア
に
け
い
し
が
と
ま
つ
た
や
う
に
な
つ
て
い
ら
ア
。
お
さ
め
物
に

行
か
ざ
ア
な
る
め
へ
」
（
『
品
川
楊
枝
』
）

「
そ
れ
に
貴
さ
ま
も
、
し
ら
髪
あ
た
ま
に
な
つ
て
、
天
神
髭
に
も
い
ふ

め
へ
し
、
杖
を
つ
い
て
、
中
の
丁
へ
も
出
ら
れ
め
へ
か
ら
、
始
終
は
ど

こ
ぞ
へ
、
か
た
づ
か
ず
は
な
る
め
へ
」
（
『
吉
原
談
語
』
）

「
ず
は
」
の
場
合
に
は
当
為
表
現
と
し
。
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い

さ
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江戸語における「ないけれぱ」（34）

ら
に
、
今
回
見
ら
れ
た
「
ず
は
」
の
当
為
表
現
は
寛
政
期
と
享
和
期
に
見
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
例
文
2
7
一
2
8
の
場
合
は
、
当
為
表
現
の
後
件
が
「
な

る
ま
い
」
に
な
つ
て
い
る
。
「
ず
は
」
の
当
為
表
現
の
場
合
、
後
件
が
「
な
る

ま
い
」
で
結
ぱ
れ
る
こ
と
は
、
田
中
（
一
九
六
七
）
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い

る
。　

こ
の
よ
う
に
十
八
世
紀
後
半
の
江
戸
語
に
お
け
る
当
為
表
現
は
「
ね
ば
」
あ

る
い
は
「
な
い
け
れ
ば
」
を
用
い
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
う
ち
、

「
ね
ば
」
と
「
な
い
け
れ
ば
」
に
関
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
用
法
に
違
い
は

な
か
つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
例
文
2
3
と
例
文
2
6
は
『
後
編
遊
治
郎
』

か
ら
の
用
例
で
あ
る
が
、
こ
の
二
例
は
共
に
、
「
仁
三
郎
」
と
い
う
人
物
に
よ

る
発
話
で
あ
る
。
し
か
も
、
例
文
2
3
と
例
文
2
6
は
共
に
聞
き
手
が
同
じ
な
の
で

場
面
に
よ
る
違
い
は
あ
ま
り
な
い
。
こ
の
よ
う
に
同
一
人
物
の
発
話
で
、
か
つ
、

場
面
に
お
け
る
違
い
が
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
ね
ば
」
と
「
な
い
け
れ
ば
」

の
両
形
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
、
「
ず
は
」
を
用
い
た
当

為
表
現
は
、
「
ね
ば
」
「
な
い
け
れ
ぱ
」
と
は
違
う
用
い
ら
れ
方
を
し
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
例
文
2
8
は
、
年
を
と
れ
ば
「
夜
具
」
を
い
つ
も
ど
こ
か

へ
片
づ
け
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
場
面
、
つ
ま
り
、
例
文
2
8
は
将

来
の
こ
と
に
つ
い
て
推
測
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
「
ず
は
」
に
よ
る
当
為
表

現
の
場
合
に
後
件
部
分
が
「
な
る
ま
い
」
と
い
う
推
量
の
助
動
詞
「
ま
い
」
を

用
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
ず
は
な
る
ま
い
」
は
推
量
の

場
面
で
用
い
ら
れ
、
「
ね
ぱ
な
ら
ぬ
」
「
な
い
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
は
異
な
る
。

四
　
『
ね
ぼ
」

『
ず
は
」
『
な
い
け
れ
ぱ
」

十
八
世
紀
後
半
の
江
戸
語
に
お
け
る
「
ね
ば
」

の
意
味
用
法

「
ず
は
」
「
な
い
け
れ
ば
」

は

当
為
表
現
あ
る
い
は
条
件
表
現
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
。
「
ね
ば
」
は
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
当
為
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
、
当
為
表
現
と
し
て
の
「
ね
ば
」

は
明
和
期
か
ら
享
和
期
を
通
じ
て
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
「
ね
ば
」
が
条
件
表
現

と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
含
に
は
僅
か
で
あ
る
が
、
恒
常
条
件
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
恒
常
条
件
と
し
て
の
「
ね
ば
」
は
明
和
期
に
お
い
て
の
み

見
ら
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
な
お
、
今
回
の
調
査
で
は
「
ね
ば
」
に
は
確
定
条
件

と
し
て
の
例
は
見
ら
れ
な
か
つ
た
。
「
ね
ば
」
に
対
し
て
「
ず
は
」
は
当
為
表

現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
。
し
か
も
、
当
為
表
現
と
し
て
「
ず
は
」

は
推
量
の
場
面
で
用
い
ら
れ
た
。
し
か
し
、
「
ず
は
」
は
仮
定
条
件
と
し
て
用

い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
明
和
期
か
ら
享
和
期
を
通
じ
て
見
ら
れ
た
。
ま
た
、

当
為
表
現
及
び
恒
常
条
件
と
し
て
の
「
な
い
け
れ
ば
」
は
こ
の
時
期
を
通
じ
て

見
ら
れ
た
が
、
仮
定
条
件
と
し
て
の
「
な
い
け
れ
ば
」
は
、
寛
政
期
か
ら
見
ら

れ
る
。

　
つ
ま
り
、
江
戸
以
前
の
目
本
語
に
お
い
て
「
ね
ぱ
」
と
「
ず
は
」
と
の
意
味

用
法
が
異
な
っ
た
よ
う
に
、
十
八
世
紀
後
半
の
江
戸
語
に
お
い
て
も
「
ね
ば
」

は
恒
常
条
件
と
し
て
、
「
ず
は
」
は
仮
定
条
件
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
意
味
用
法

が
異
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
ね
ば
」
と
「
ず
は
」
の
両
方
の
用
法
を

持
つ
も
の
が
「
な
い
け
れ
ば
」
で
あ
る
。
「
な
い
け
れ
ば
」
は
、
「
ね
ば
」
か
ら

恒
常
条
件
を
受
け
継
ぎ
、
「
ず
は
」
か
ら
仮
定
条
件
を
受
け
継
い
だ
。
ま
た
、
「
な

い
け
れ
ば
」
は
「
ね
ば
」
と
同
じ
よ
う
に
当
為
表
現
も
見
ら
れ
た
。
た
だ
、
恒

常
条
件
と
し
て
の
「
ね
ぱ
」
が
明
和
期
に
の
み
見
ら
れ
る
だ
け
で
、
そ
れ
以
降

の
恒
常
条
件
は
「
な
い
け
れ
ば
」
の
勢
カ
の
ほ
う
が
大
き
く
な
る
。
そ
の
一
方
、

仮
定
条
件
に
関
し
て
は
こ
の
時
期
を
通
じ
て
「
ず
は
」
の
勢
力
が
保
た
れ
て
い

た
た
め
、
「
な
い
け
れ
ば
」
の
仮
定
条
件
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
打

消
の
助
動
詞
「
な
い
」
の
勢
力
が
大
き
く
な
つ
て
い
つ
た
の
で
、
「
な
い
け
れ
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ば
」
に
も
仮
定
条
件
が
僅
か
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

五
　
お
わ
り
に

　
以
上
、
酒
落
本
を
資
料
と
し
て
十
八
世
紀
後
半
の
江
戸
語
に
お
け
る
「
ね
ば
」

「
ず
は
」
「
な
い
け
れ
ば
」
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
用
法
の
違
い
に
つ
い
て
検
討

し
て
き
た
。
十
八
世
紀
後
半
の
江
戸
語
に
お
け
る
「
ね
ば
」
「
ず
は
」
「
な
い
け

れ
ば
」
の
意
味
用
法
を
図
に
表
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

ね
ば

ず
は

な
い
け
れ
ば

仮
定
条
件

△

恒
常
条
件

△

確
定
条
件

当
為
表
現

　
図
か
ら
、
十
八
世
紀
後
半
の
江
戸
語
に
お
け
る
「
ね
ば
」
と
「
ず
は
」
と
の

間
に
は
、
当
為
表
現
を
除
い
て
、
意
味
用
法
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
「
な
い
け
れ
ば
」
は
、
主
に
当
為
表
現
で
あ
る
「
ね
ば
」
と
、
主
に
仮

定
条
件
で
あ
る
「
ず
は
」
の
、
両
方
の
意
味
用
法
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
も
分
か
っ
た
。

　
本
稿
で
は
、
恒
常
条
件
に
お
け
る
「
ね
ば
」
か
ら
「
な
い
け
れ
ば
」
へ
、
仮

定
条
件
に
お
け
る
「
ず
は
」
か
ら
「
な
い
け
れ
ば
」
へ
、
と
い
う
変
遷
の
様
子

を
考
察
し
た
。
し
か
し
、
明
和
期
か
ら
享
和
期
の
間
は
、
ま
だ
「
ね
ば
」
「
ず

は
」
か
ら
「
な
い
け
れ
ば
」
へ
の
変
遷
の
途
中
で
あ
る
。
「
な
い
け
れ
ば
」
が

ど
の
時
期
で
「
ね
ば
」
「
ず
は
」
の
用
法
を
完
全
に
取
り
込
ん
で
い
つ
た
の
か

に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注
－
　
打
消
の
助
動
詞
門
な
い
」
の
仮
定
形
に
接
続
助
詞
「
ば
」
が
続
く
と
き
、
条
件
表

　
現
の
他
に
も
当
為
表
現
が
存
在
す
る
。
本
稿
の
調
査
で
は
条
件
表
現
・
当
為
表
現
に

　
関
係
な
く
形
態
が
同
じ
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
調
査
し
た
。
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」

　
の
連
用
形
「
ず
し
・
已
然
形
「
ね
一
の
後
に
続
く
接
続
助
詞
「
ば
一
の
場
合
も
同
様
で

　
あ
る
。

注
2
　
　
「
な
い
け
れ
ば
」
の
「
な
い
」
の
部
分
が
長
音
化
し
て
「
ね
ー
」
に
な
っ
た
り
、

　
門
け
れ
ば
」
の
部
分
が
融
合
現
象
を
起
こ
し
て
「
け
り
ゃ
」
や
「
き
ゃ
」
と
な
り
、
実

　
際
の
用
例
と
し
て
は
「
な
い
け
り
ゃ
」
「
な
い
き
や
」
「
ね
へ
け
れ
ば
」
「
ね
へ
け
り
ゃ
」

　
門
ね
へ
き
ゃ
」
の
形
が
存
在
す
る
。
こ
こ
で
は
長
音
化
や
助
詞
の
融
合
の
形
態
に
関
係

　
な
く
、
「
な
い
け
れ
ば
」
の
例
と
し
て
扱
う
一
」
と
に
す
る
。
「
ね
ば
」
「
ず
は
」
の
場
合

　
も
そ
れ
ぞ
れ
「
に
ゃ
」
「
ざ
1
」
と
融
合
現
象
を
趨
こ
す
が
、
「
な
い
け
れ
ば
」
と
同

　
様
、
「
ね
ば
」
「
ず
は
」
の
例
と
し
て
扱
う
こ
と
に
す
る
。

注
3
　
調
査
し
た
酒
落
本
は
以
下
の
作
晶
で
あ
る
。
（
作
品
成
立
頗
）

　
　
『
郭
中
奇
揮
』
（
明
和
六
（
一
七
六
九
）
年
）
　
　
　
　
酒
落
本
大
成

　
　
『
遊
子
方
言
』
（
明
和
七
（
一
七
七
〇
）
年
）
　
　
　
目
本
古
典
大
系

　
　
『
辰
巳
之
園
』
（
明
和
七
（
一
七
七
〇
）
年
）
　
　
　
費
本
古
典
大
系

　
『
道
中
粋
語
録
』
（
安
永
八
（
一
七
七
九
）
年
頃
）
　
目
本
酋
典
大
系

　
『
廊
大
帳
』
（
天
明
九
（
一
七
八
九
）
年
　
　
　
　
　
　
酒
落
本
大
成

　
『
傾
城
買
四
十
八
尋
』
（
寛
政
二
（
一
七
九
〇
）
年
）
目
本
古
典
大
系

　
『
錦
之
裏
』
（
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年
）
　
　
　
　
目
本
古
典
大
系

　
『
傾
城
買
二
筋
道
』
（
寛
政
十
（
一
七
九
八
）
年
）
　
目
本
古
典
大
系

　
『
品
州
楊
枝
』
（
寛
政
十
（
一
七
九
八
）
年
）
　
　
　
　
酒
落
本
大
成

　
『
虚
実
構
の
夜
桜
』
（
寛
政
十
二
（
一
八
○
○
）
年
）
　
猶
落
本
大
成

　
『
後
編
遊
治
郎
』
（
享
和
二
（
一
八
〇
二
）
年
）
　
　
　
酒
落
本
大
成

　
『
五
大
刀
』
（
享
和
二
（
一
八
〇
二
）
年
）
　
　
　
　
　
酒
落
本
大
成

　
『
吉
原
談
語
』
（
享
和
二
（
一
八
〇
二
）
年
）
　
　
　
　
禰
落
本
大
成

　
『
夜
色
の
か
た
ま
り
』
（
天
保
三
（
一
八
三
二
）
年
）
　
酒
落
本
大
成

本
稿
で
は
、
『
郭
中
奇
講
』
か
ら
『
道
中
粋
語
録
』
ま
で
を
明
和
期
の
栖
落
本
、
『
廊

大
帳
』
か
ら
『
虚
実
情
の
夜
桜
』
ま
で
を
寛
政
期
の
漉
落
本
、
『
後
編
遊
治
郎
』
か
ら

『
夜
色
の
か
た
ま
り
』
ま
で
を
享
和
期
の
酒
落
本
と
し
て
区
分
す
る
。
な
お
、
本
稿
に
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江戸語における「ないければ」（36）

　
お
け
る
用
例
中
の
句
読
点
や
濁
点
に
つ
い
て
は
、
筆
者
（
奥
村
）
の
考
え
に
よ
っ
て

　
変
え
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

注
4
　
「
な
い
」
「
ぬ
」
（
「
ず
」
）
の
う
ち
、
門
な
い
」
が
東
国
語
的
で
、
江
戸
時
代
に
は

　
打
消
の
助
動
詞
「
な
い
」
が
江
戸
語
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま

　
た
、
打
消
の
助
動
詞
「
な
い
」
は
打
消
の
助
動
詞
「
ぬ
」
「
ず
」
に
比
べ
て
文
献
上
に

　
見
ら
れ
る
の
が
遅
く
、
ロ
ド
リ
ゲ
ス
の
『
目
本
大
文
典
』
（
一
六
〇
四
｛
一
六
〇
八
）

　
に
お
い
て
初
め
て
み
ら
れ
る
。

注
5
　
表
ユ
に
は
、
打
消
の
助
動
詞
「
な
い
」
が
付
か
な
い
「
－
ま
せ
ん
」
と
、
遊
女
語

　
の
特
徴
で
あ
る
「
｛
ん
せ
ん
」
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
『
道
中
粋
語
録
』
に
は

　
「
∫
ま
し
な
い
」
（
「
∫
ま
し
ね
へ
」
）
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
含
ま
れ
て
い
な
い
。

注
6
　
『
傾
城
買
二
筋
遭
』
『
吉
原
談
語
』
『
夜
色
の
か
た
ま
り
』
の
三
作
晶
は
「
ぬ
」
（
「
ず
」

　
「
ん
」
）
と
「
な
い
」
の
周
例
数
に
差
が
あ
ま
り
な
い
。
こ
れ
は
、
「
ぬ
」
（
門
ず
」
）
を

　
用
い
る
特
定
の
人
物
に
よ
る
発
話
が
多
い
た
め
で
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
寛
政
・
享
和

　
期
に
お
い
て
も
、
階
層
に
よ
っ
て
は
、
い
ま
だ
打
消
の
助
動
詞
に
「
ぬ
」
（
「
ず
」
）
が

　
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

注
7
　
表
2
に
お
け
る
『
郭
中
奇
譲
』
の
「
な
い
け
れ
ば
」
の
用
例
数
に
は
「
な
け
れ
ば
」

　
が
一
例
含
ま
れ
て
い
る
。
湯
沢
二
九
五
四
）
で
は
「
な
け
れ
ば
」
は
「
な
い
け
れ

　
ば
」
と
同
様
で
あ
る
と
述
べ
、
「
け
れ
ば
」
に
つ
い
て
は
接
続
助
詞
と
な
る
と
し
て
い

　
る
。
ま
た
、
「
な
け
れ
ば
」
の
例
は
全
体
か
ら
見
れ
ば
数
が
少
な
く
、
「
な
い
け
れ
ば
」

　
の
言
い
方
が
普
通
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
酒
落
本
を
資
料
と
し
た
今
國
の
調

　
査
で
は
「
な
け
れ
ば
」
の
例
が
一
例
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
坂
梨
（
一
九
七
三
）

　
に
よ
る
と
、
『
浮
世
風
呂
』
『
浮
樹
床
』
に
は
「
な
け
れ
ば
」
の
例
が
見
ら
れ
ず
、
人

　
情
本
に
は
「
な
け
れ
ば
」
が
数
例
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
今
回
の
調
査
で
見
ら
れ
た
「
な

　
け
れ
ば
」
は
、
明
和
期
の
酒
落
本
で
あ
る
『
郭
中
奇
謂
』
に
存
在
す
る
も
の
で
、
『
郭

　
中
奇
調
』
以
降
の
酒
落
本
に
は
「
な
け
れ
ば
」
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な

　
か
っ
た
。
こ
の
一
」
と
か
ら
、
『
郭
中
奇
謂
』
に
見
ら
れ
た
「
な
け
れ
ば
」
の
用
例
の
出

　
現
は
時
期
的
に
早
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注
8
　
「
ず
ば
」
は
古
く
は
「
ず
は
」
で
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
松
村
明
（
一
九
五
七
）
、

　
吉
川
泰
雄
（
一
九
七
’
）
な
ど
に
よ
る
と
、
江
戸
語
に
お
い
て
は
「
ず
は
」
と
も
「
ず

　
ば
」
と
も
表
記
さ
れ
る
。

注
9
　
語
形
の
上
で
は
当
為
表
現
も
接
続
助
詞
「
ば
」
に
続
く
形
で
あ
る
が
、
意
映
の
上

　
で
条
件
表
現
と
は
異
な
る
の
で
、
当
為
表
現
で
表
さ
れ
る
も
の
以
外
を
条
件
表
現
と

　
し
た
。

注
m
　
坂
梨
（
一
九
八
二
）
で
は
、
未
来
の
助
動
詞
と
し
て
い
る
。
な
お
、
推
量
の
助
動

　
詞
に
は
「
ま
い
」
な
ど
の
打
消
を
表
す
推
量
の
助
動
詞
も
含
む
。
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