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「
も
」
の
字
に
つ
き
て
質
問
に  

御  

答  

申  

お
こ
た
え
も
う
し

候
。
「
も
」
の
字
は
元
来
理
屈

的
の
言
葉
に
て
俳
句
な
ど
に
て
は
「
も
」
の
字
の
有
無
を
も
っ
て 

月  

並 

つ
き
な
み

的

俗
句
な
る
か
否
か
を
判
ず
る
こ
と
さ
え
あ
る
く
ら
い
に
候
え
ど
も
、
さ
り
と

て
「
も
」
の
字
こ
と
ご
と
く
理
屈
な
る
に
も 

無  

之 

こ
れ
な
く

候
。
拙
作
に
対
す
る
質

問
に
答
え
ん
は
弁
護
が
ま
し
く
聞きこ
え
て
心
苦
し
き
限
り
な
が
ら
議
論
は
議
論

に
て
巧
拙
の
評
に
あ
ら
ね
ば
愚
意
試
こ
こ
ろ
みに  

可  

申  

述  

も
う
し
の
ぶ
べ
く

候
。

「
も
」
の
字
に
も
種
類
あ
り
て
「
桜
の
影
を
踏
む
人
も
な
し
」
「
人
も
来
ず

春
行
く
庭
の
」
「
屍
か
ば
ねを
さ
む
る
人
も
な
し
」
な
ど
い
え
る
「
も
」
は
ほ
と
ん

ど
意
味
な
き
「
も
」
に
て
、
「
人
な
し
」
「
人
来
ず
」
と
い
え
る
と
大
差
な

け
れ
ば
理
屈
を
ば
含
ま
ず
、
ま
た
「
梅
咲
き
ぬ
鮎あゆ
も
の
ぼ
り
ぬ
」
の
「
も
」
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は
梅
と
鮎
と
を
相あい
並
べ
て
い
う
も
の
な
れ
ば
こ
れ
も
理
屈
に
は 

相  

成  

不  

あ
い
な
り
も
う
さ

申 ず
候
。 

実  

朝 
さ
ね
と
も

の
「
四よ
方も
の
獣
け
だ
も
のす
ら
だ
に
も
」
は
や
や
理
屈
め
き
て
聞
ゆ

る
「
も
」
に
て
「
老
い
行
く
鷹たか
の
羽
ば
た
き
も
せ
ず
」
「
あ
ら
鷹
も
君
が
御み

鳥と
屋や
に
」
の
二
つ
は
や
や
こ
れ
に
似
た
る
も
の
に 

有  

之 

こ
れ
あ
り

候
。
そ
の
理
屈
め

き
て
聞
ゆ
る
は
二
事
二
物
を
相
対
し
て
言
う
意
味
な
が
ら
一
事
一
物
を
の
み

現
し
他
を
略
し
た
る
が
た
め
に
し
て
、
例
え
ば
獣
だ
に
子
を
思
う
と
い
う
は

ま
し
て
人
は
子
を
思
う
と
い
う
こ
と
を
含
み
、
「
羽
ば
た
き
も
せ
ず
」
と
い

う
は
ま
し
て
飛
び
去
ら
ん
と
も
せ
ず
と
い
う
こ
と
を
含
み
、
「
あ
ら
鷹
も
」

と
い
う
は
そ
の
ほ
か
の
鷹
も
と
い
う
意
を
含
む
が
ご
と
き
も
の
に
候
。
し
か

し
こ
の
獣
の
歌
も
鷹
の
歌
も
全
体
理
屈
づ
め
に
し
た
る
歌
に
は 

無  

之 

こ
れ
な
く

、
悲

哀
感
慨
を
述
べ
た
る
も
の
と
見
て  

差    

支  

さ
し
つ
か
え

な
か
る
べ
く
候
。
（
「
羽
ば
た
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き
も
せ
ず
」
の
歌
や
や
理
屈
め
き
た
る
は
「
ほ
だ
し
に
て
」
の
語
あ
る
が
た

め
に
し
て
「
も
」
の
論
と
は
異
な
り
）

　
歌
に
つ
き
て
も
今
ま
で
大
体
を
示
す
に
忙
し
く
細
論
す
る
の
機
な
く
候
と

こ
ろ
、
「
も
」
の
字
の
実
地
論
出い
で
候
ま
ま
「
理
屈
」
と
い
う
こ
と
を
こ
こ

に
詳
述  

可    
致  

い
た
す
べ
く

候
。
心
理
学
者
が
普
通
に
い
う
ご
と
く
心
の
働
き
を
知
情

意
の
三
に
分わか
て
ば
、
前
日
来
「
歌
は
感
情
的
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
な
ど
い

い
し
感
情
と
は
こ
の
「
情
」
の
一
部
分
に
し
て
、
例
の
理
屈
と
は
「
知
」
の

一
部
分
に
相
当
申
候
。
し
か
ら
ば
理
屈
と
は
知
の
い
か
な
る
部
分
か
と
い
う

に 

劃  

然 

か
く
ぜ
ん

と
そ
の
限
界
を
示
す
あ
た
わ
ざ
れ
ど
も
、
要
す
る
に
知
の
最
も
複

雑
し
た
る
部
分
が
程
度
の
高
き
理
屈
に
て
、
そ
れ
が
簡
単
に
な
れ
ば
な
る
ほ

ど
、
程
度
の
低
き
理
屈
と
な
る
訳
に
候
。
今
ま
で
用
い
た
る
理
屈
と
い
う
語
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は
最
も
簡
単
の
知
を
ば
除
き
て
言
い
し
つ
も
り
な
れ
ど
貴
書
の
意
は
知
と
理

屈
と
を
同
一
に
見み
做な
さ
れ
た
る
か
と
覚
え
候
。
論
理
的
に
厳
粛
に
議
論
せ
ん

と
す
る
場
合
に
は
後
説
の
方
あ
る
い
は
宜よろ
し
か
る
べ
く
、
そ
う
す
れ
ば
理
屈

の
内
で
も
低
度
の
理
屈
は
文
学
的
と
し
て
こ
れ
を
許
し
高
度
の
理
屈
は
非
文

学
的
と
し
て
こ
れ
を
排
斥
す
る
訳
に  

相  

成  

申  

あ
い
な
り
も
う
し

候
。
こ
の
低
度
の
理
屈
す

な
わ
ち
最
も
簡
単
の
知
と
は
記
臆
き
お
く
比
較
の
類
の
ご
と
き
も
の
に
し
て
、
い
か

な
る
純
粋
の
文
学
的
感
情
と
い
え
ど
も
多
少
の
記
臆
力
比
較
力
を
交
え
ざ
る

時
は
文
学
と
し
て
成
り
立
つ
も
の
に
は
無
之
候
。
も
し
理
屈
の
語
を
広
義
の

方
に
用
う
れ
ば
実
朝
の
歌
の
ご
と
き
こ
れ
を
理
屈
と
い
い
得
べ
く
候
え
ど
、

し
か
し
余
の
標
準
に
従
う
て
判
ず
れ
ば
こ
れ
は
許
す
べ
き
理
屈
の
部
に
属
し

申
候
。
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か
く
申
さ
ば
一
方
に
て
「
す
ら
だ
に
も
」
の
ご
と
き
を
許
し
他
の
方
に
て

「
も
」
の
一
字
を
蛇
蝎
だ
か
つ
視
す
る
は
い
か
ん
と
の
不
審
起おこ
り  

可    

申  

も
う
す
べ
く

候
。
そ

れ
は
左
の
ご
と
き
次
第
に
候
。
い
わ
で
も
の
こ
と
な
が
ら
主
観
的
の
歌
は
た

と
い
感
情
を
述
べ
た
る
も
の
な
り
と
も
客
観
的
の
歌
に
比
し
て
知
力
を
多
く

交
え
た
る
は  
不    
可    

争  

あ
ら
そ
う
べ
か
ら
ざ
る
の
こ
と
に
候
。
そ
は
客
観
的
の
歌
は
受
身
の
官

能
に
よ
る
こ
と
多
け
れ
ど
、
主
観
的
の
歌
は
い
く
ば
く
か
抽
象
し
て
現
す
の

労
あ
る
が
た
め
に
候
。
実
朝
の
獣
の
歌
の
ご
と
き
す
で
に
全
体
に
お
い
て
主

観
的
な
る
か
ら
に
「
す
ら
だ
に
も
」
の
語
さ
ほ
ど
理
屈
ぽ
く
聞
え
ね
ど
全
体

客
観
的
な
る
歌
に
た
だ
一
字
の
「
も
」
の
字
あ
る
時
は
極
め
て
理
屈
ぽ
く
殺

風
景
に
聞
え
申
候
。
「
も
」
の
意
善よ
く
響
け
ば
響
く
ほ
ど
ま
す
ま
す
理
屈
く

さ
く
相
成
候
。
こ
れ
は  

畢    

竟  

ひ
っ
き
ょ
う

前
後
不
調
和
な
る
が
た
め
に
や
候
べ
き
。

7



余
の
蛇
蝎
視
す
る
「
も
」
の
字
は
客
観
的
歌
中
に
挿はさ
ま
れ
た
る
『
意
味
の
強

き
「
も
」
の
字
』
の
こ
と
に 

有  

之 

こ
れ
あ
り

候
。
し
か
し
前
に
も
言
う
ご
と
く
「
梅

も
桜
も
」
と
い
う
よ
う
に
二
物
以
上
相
対
物
が
文
字
上
に
現
わ
れ
た
る
場
合

は
理
屈
臭
か
ら
ず
聞
え
候
。

　
つ
い
で
に  

申    
添  

も
う
し
そ
え

候
。
俳
句
に
て
は
「
人
も
な
し
」
と
い
う
語
を
「
人

無
し
」
と
同
じ
く
用
う
れ
ど
「
人
も
あ
り
」
と
い
う
語
を
用
う
れ
ば
「
も
」

の
字
理
屈
臭
く
相
成
候
。
こ
れ
も
和
歌
よ
り
来
た
り
と
思おぼ
し
く
、
和
歌
に
て

「
人
も
な
し
」
「
影
も
な
し
」
と
い
う
は
「
も
」
に
意
味
な
け
れ
ど
「
…
…

人
も
あ
り
け
り
」
と
い
え
ば
世
の
中
を
喜
ぶ
人
も
あ
る
が
世
の
中
を
厭いと
う
人

も
あ
る
と
い
う
よ
う
に
相
対
物
あ
る
場
合
が
多
き
や
に
覚
え
候
。
従
っ
て
理

屈
く
さ
く
成
り
が
ち
に
て
候
。
　
〔
『
日
本
』
明
治
三
十
一
年
三
月
六
日
〕
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
子
規
選
集
　
第
七
巻
　
子
規
の
短
歌
革
新
」
増
進
会
出
版
社

　
　
　2002
（
平
成14

）
年4

月12

日
初
版
第1

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
子
規
全
集
　
第
七
卷
　
歌
論
　
選
歌
」
講
談
社

　
　
　1975

（
昭
和50
）
年7

月18

日
第1

刷
発
行

初
出
：
「
日
本
」
日
本
新
聞
社

　
　
　1898

（
明
治31

）
年3
月6
日

※
本
文
末
に
〔
巻
末
の
資
料
、
あ
き
ま
ろ
「
竹
の
里
人
に
申
す
」
参
照
〕
と

あ
り
ま
す
。
本
文
は
、
あ
き
ま
ろ
「
竹
の
里
人
に
申
す
」
に
子
規
が
答
え
た

も
の
で
す
。
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入
力
：
高
瀬
竜
一

校
正
：hitsuji

2019

年9
月27

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（https://w

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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