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私
は
貴
方
あ
な
た
か
ら
送
っ
て
下
さ
っ
た
校
正
刷
五
百
八
十
頁
ペ
ー
ジを
今
日
漸
よ
う
やく
読
み

了おわ
り
ま
し
た
。
漸
く
と
い
う
と 

厭  

々 

い
や
い
や

読
ん
だ
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
知
れ

ま
せ
ん
が
、
決
し
て
そ
ん
な
訳
で
は
な
い
の
で
す
。
多
大
の
興
味
ば
か
り
か
、

其
興
味
に
伴
う
利
益
を
も
受
け
な
が
ら
、
楽
し
く
読
み
了
っ
た
の
で
す
。
実

を
い
う
と
私
の
都
合
も
あ
り
、
又
活
字
組
込
の
関
係
も
あ
り
し
て
、
長
短
十

八
篇
の
間
を
休
み
休
み
通
り
抜
け
た
の
は
、
批
評
を
依
頼
し
た
貴
方
に
も
御

気
の
毒
で
す
し
、
ま
た
そ
れ
を
御
約
束
し
た
私
に
も
多
少
の
不
便
は
出
て
来

た
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
が
、
此
陥
欠
を
避
け
る
手
段
は
御
互
に
な
か
っ
た
の

で
す
か
ら
、
そ
れ
は
双
方
で
我
慢
す
る
事
に
し
て
、
私
の
御
作
に
対
す
る
ざ

っ
と
し
た
考
え
丈だけ
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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ま
ず
あ
な
た
の
特
色
と
し
て
第
一
に
私
の
眼
に
映
っ
た
の
は
、
饒ゆた
か
な
情

緒
を
濃こま
や
か
に
し
か
も
霧きり
か
霞
か
す
みの
よ
う
に
、
ぼ
う
っ
と
写
し
出
す
御
手
際

お
て
ぎ
わ

で

す
。
何な
故ぜ
ぼ
う
っ
と
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
あ
な
た
の
筆
が
充
分
に
冴さ
え

て
い
る
に
拘かか
わ
ら
ず
、
あ
な
た
の
描
く
景
色
な
り
、
小
道
具
な
り
が
、  

朧  

お
ぼ
ろ

  

月  

づ
き

の
暈かさ
の
よ
う
に
何
等
か
詩
的
な 

聯  

想 

れ
ん
そ
う

を
フ
リ
ン
ジ
に
帯
び
て
、
其
本

体
と
共
に
、
読
者
の
胸
に
流
れ
込
む
か
ら
で
す
。
私
は
特
に
流
れ
込
む
と
い

う
言
葉
を
此こ
所こ
に
用
い
ま
し
た
。
も
と
も
と
淡
い
影
の
よ
う
な
像
で
す
か
ら
、

胸
を
突
つ
く
の
で
も
、
鋭
く
刺
す
の
で
も
な
い
様
で
す
。
あ
な
た
の
書
い
た

も
の
の
う
ち
に
は
、
人
が 

気  

狂 

き
ち
が
い

に
な
る
所
が
あ
り
ま
す
。
人
が
短
刀
で
自

殺
す
る
所
も
、 

短  

銃 

ピ
ス
ト
ル

で
死
ぬ
所
も
あ
り
ま
す
。
是
等
こ
れ
ら
は
大
概
裏
か
ら
書
く

か
、
又
は
極ごく
簡
単
に
叙
し
去
っ
て
仕し
舞ま
わ
れ
る
の
で
、
当
り
前
の
場
合
で
も
、
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そ
れ
程
苦
痛
に
近
い
強
烈
な
刺
戟
し
げ
き
を
読
者
に
与
え
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
で
も
、
若も
し
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
詩
的
の
雰
囲
気

ふ
ん
い
き

の
中
で
事
が
起
ら

な
か
っ
た
な
ら
、
あ
あ
し
た
淡
い
好
い
感
じ
は
与
え
ら
れ
ま
す
ま
い
。

　
此
ぼ
う
っ
と
し
た
印
象
が
、
美
的
な
快
感
を
損
そ
こ
なわ
な
い
程
度
の
軽
い
哀
愁

と
し
て
、
読
者
の
胸
に
い
つ
の
間
に
か
忍
び
込
む
理
由
を
、
客
観
的
に
翻
訳

す
る
と
色
々
な
物
象
と
し
て
排
列
さ
れ
ま
す
。
其
内
で
私
は
歴
史
的
に
読
者

の
過
去
を 

蕩  

揺 

と
う
よ
う

す
る
、
草
双
紙
と
か
、
薄
暗
い
倉
と
か
、 

古  

臭 

ふ
る
く
さ

い 

行  

あ
ん
ど

灯 ん
と
か
、
ま
た
は
旧
幕
時
代
か
ら
連
綿
と
つ
づ
い
て
い
る
旧
家
と
か
、
温

泉
場
と
か
を
第
一
に
挙あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
過
去
は
ぼ
ん
や
り
し
た
も
の

で
す
。
そ
う
し
て
何ど
処こ
か
に
懐なつ
か
し
い
匂
い
を
持
っ
て
い
ま
す
。
あ
な
た
は

そ
れ
を
巧
た
く
みに
使
い
こ
な
し
て
居
る
の
で
し
ょ
う
。
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単
に
歴
史
上
の
過
去
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
あ
な
た
は
自
分
の
幼
時

の
追
憶
を
、
今
か
ら
回
顧
し
て
忘
れ
ら
れ
な
い
美
く
し
い
夢
の
よ
う
に
叙
述

し
て
い
ま
す
。
私
は
一
、
二
、
三
、
四
、
と
段
々
読
ん
で
行
く
う
ち
に
此
種

の
情
調
が
、
私
の
周
囲
を
蜘く
蛛も
の
糸
の
如
く
取
り
巻
い
て
、
散
文
的
な
私
を
、

何い
時つ
の
間
に
か
夢
幻
の
世
界
に
連
れ
込
ん
で
行
っ
た
の
を
よ
く
記
憶
し
て
い

ま
す
。
私
の
心
は
次
第
々
々
に
其
中
に
引
き
込
ま
れ
て
、
遂
に
「 

珊 

瑚 

樹 

さ
ん
ご
じ
ゅ

の
根
付
ね
つ
け
」
迄
行
っ
て
全
く
あ
な
た
の
為
に
擒
と
り
こに
さ
れ
て
仕
舞
っ
た
の
で
す
。

だ
か
ら
幼
時
の
記
憶
と
し
て 
其  
儘 

そ
の
ま
ま

を
叙
述
し
て
い
な
い
「  

夷    

講  

え
び
す
こ
う

の
夜

の
事
で
あ
っ
た
」
に
至
っ
て
却かえ
っ
て
失
望
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

　
私
は
此
種
の
筆
致
ひ
っ
ち
を
解
剖
し
て
第
二
番
目
に
遠
く
に
聞
こ
え
る
物
売
の
声

だ
の
、
ハ
ー
モ
ニ
カ
の
節
だ
の
、
按
摩
あ
ん
ま
の
笛ふえ
の
音
だ
の
を
挙
げ
た
い
と
思
い
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ま
す
。
凡すべ
て
声
は
聴
い
て
い
る
う
ち
に
す
ぐ
消
え
る
の
が
常
で
す
。
だ
か
ら

其そ
所こ
に
は
現
在
が
す
ぐ
過
去
に
変
化
す
る
無
常
の
観
念
が
潜ひそ
ん
で
い
ま
す
。

そ
う
し
て
其
過
去
が
過
去
と
な
り
つ
つ
も
、
猶なお
意
識
の
端
に
幽
霊
の
よ
う
な

 

朧  

気 

お
ぼ
ろ
げ

な
姿
と
な
っ
て
佇
立
た
た
ず
ん
で
い
て
、
現
在
と
結
び
付
い
て
い
る
の
で
す
。

声
が
一
種
切
り
捨
て
ら
れ
な
い
夢
幻
的
な
情
調
を
構
成
す
る
の
は
是
が
為
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 
新  

内 
し
ん
な
い

と
か
端
唄
は
う
た
と
か 

歌  

沢 

う
た
ざ
わ

と
か 

浄 

瑠 

璃 

じ
ょ
う
る
り

と
か
、

凡すべ
て
あ
な
た
の
よ
く
道
具
に
使
わ
れ
る
音
楽
が
、
其
上
に
専
門
的
な
趣
を
も

っ
て
、
読
者
の
心
を
軽
く
且か
つ
哀
れ
に
動
か
す
の
は 

勿  

論 

も
ち
ろ
ん

の
事
で
す
か
ら

申
し
上
げ
る
必
要
も
な
い
で
し
ょ
う
。
然しか
し
あ
ま
り
自
分
の
好
尚
に
溺おぼ
れ
て

遣や
り
過
ぎ
た 

痕  

迹 

こ
ん
せ
き

を
残
し
た
の
も
な
い
と
は
云
わ
れ
ま
せ
ん
。
第
一
編
の

「
硝
子
ガ
ラ
ス
問
屋
」
の
中
に
は
そ
の
筆
が
あ
ま
り
濃
く
出
過
ぎ
て
は
い
ま
す
ま
い
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か
。

　
叙
景
に
於
て
も
あ
な
た
は
矢
張
り
同
じ
筆
法
で
読
者
の
眼
を 

朦  

朧 

も
う
ろ
う

と
惹ひ

き
付つ
け
る
事
が
好すき
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ま
し
た
。
要
す
る
に
水
で
も
樹き
で

も
、
人
の
顔
で
も
凡すべ
て
あ
な
た
の
眼
に
う
つ
る
も
の
は
、
決
し
て
彫
刻
的
に

あ
な
た
を
刺
戟
し
げ
き
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
ま
す
。
全
く
絵
画
的
に
あ
な
た
の

眸ひと
みを
彩いろ
ど
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
も
ア
ン
プ
レ
シ
ョ
ニ
ス
ト
の
そ

れ
の
如
く
極
め
て
柔
か
で
す
。
そ
う
し
て
何ど
処こ
か
に
判
然
し
な
い
チ
ャ
ー
ム

を
持
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
私
は
「 
荒 

布 

橋 
あ
ら
め
ば
し

」
の
冒
頭
に
出
て
く
る
燕
つ
ば
めの

飛
ぶ
様
子
や
、
「  

夷    

講  

え
び
す
こ
う

」
の
酒
宴
の
有
様
を
叙
す
る
く
だ
り
に
出
会
っ

た
時
、
大
変
驚
ろ
い
た
の
で
す
。
二
つ
の
も
の
は
平
生
の
あ
な
た
の
筆
で
書

き
こ
な
さ
れ
た
も
の
と
は
思
え
な
い
位
硬
い
の
で
す
。
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要
す
る
に
貴
方
の
小
説
に
有
り
余
る
程
出
て
く
る
の
は
一
種
独
特
の
ム
ー

ド
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
夫それ
が
ま
と
ま
ら
な
い
上
に
、
筋
が
通
ら
な
い
と
か
、

又
は
主
人
公
の
哲
学
観
な
ど
が
露
骨
に
出
て
く
る
と
、
一
方
が
一
方
を
殺
し

て
、
少
し
平
生
の
御
手
際

お
て
ぎ
わ

に
似
合
わ
な
い
段
違
い
の
も
の
が
出
来
は
し
ま
い

か
と
疑
わ
れ
ま
す
。
「
荒
布
橋
」
と
か
、
「
岡
田
君
の
日
記
」
と
か
、
「
六

月
の
夜
」
の
一
部
分
と
か
に
な
る
と
、
其そ
所こ
に
手
荒
で
変
に
不
調
和
な
も
の

が
露あら
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
其
代
り
よ
し
気
分
丈だけ
の
も
の
で
も
筋
の
ま
と

ま
ら
な
い
「
河か
岸し
の
夜
」
と
い
っ
た
よ
う
な
、
（
其
中
に
は
六む
ず
か
し
い
議

論
も
織
り
込
ま
れ
て
は
い
る
が
）
た
だ
装
飾
的
で
左
程
さ
ほ
ど
他ひと
の
情
緒
を
そ
そ
る

事
の
出
来
な
い
も
の
も
あ
る
と
申
し
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。

悪
口
の
序
つ
い
でだ
か
ら
、
「
北
よ
り
南
へ
」
と
い
う
短
篇
の
評
も
此こ
処こ
に
付
け
加
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え
て
置
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
あ
云
っ
た
調
子
の
も
の
は
、
ア
ナ
ト
ー
ル

・
フ
ラ
ン
ス
の
短
篇
に 

沢  

山 

た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
遺
憾
い
か
ん
な
が
ら
彼
の
方

が
貴
方
よ
り
ず
っ
と
旨うま
い
と
思
い
ま
す
。

　
あ
な
た
の
作
に
就
い
て
情
調
と
か
、
ム
ー
ド
と
か
云
う
も
の
を
挙あ
げ
て
、

そ
れ
を
具
合
好
く
説
明
す
れ
ば
、
既
に
大
半
の
批
評
は
出
来
上
っ
た
よ
う
に

考
え
ら
れ
る
の
で
す
が
、
其
ム
ー
ド
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
、
河か
岸し
の
寿す
司し

屋や
と
か
、
通
り
の
丸
花
と
か
、
乃
至
な
い
し
は
坊
間
の
音
曲
な
ど
丈だけ
が
道
具
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
決
し
て
な
い
の
で
す
。
あ
な
た
の
書
き
下
す
人
間

が
、
人
間
と
し
て
一
人
前
に
活
動
し
つ
つ
、
同
時
に
其
一
篇
の
ム
ー
ド
を
構

成
し
て
い
る
事
は
疑
も
な
い
事
実
で
す
。
亮
さ
ん
で
も
、
京
さ
ん
で
も
、
彼

等
の
す
る
事
は
皆
此
両
様
の
主
意
を
同
時
に
満
足
さ
せ
て
る
で
は
あ
り
ま
せ
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ん
か
。
「
三
人
の
従い
兄と
弟こ
」
な
ど
に
な
る
と
、
其
上
に
又
親
父
さ
ん
の
青
年

に
対
す
る
反
抗
的
な
感
情
が
一
篇
の
主
意
も
し
く
は
哲
理
と
し
て
後
の
方
に

出
て
い
ま
す
。

　
次
に
あ
な
た
の
理
解
力
に
就
い
て
一
言
其
特
色
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

あ
な
た
の
頭
の
働
ら
き
は
全
く
科
学
的
で
あ
り
な
が
ら
、
其
濃こま
や
か
な
点
が
、

あ
な
た
の
情
緒
の
描
写
に
よ
く
調
和
し
て
、
綿
密
に
よ
く
行
き
渡
っ
て
い
ま

す
。
そ
う
し
て
不
思
議
に
も
そ
れ
が
普
通
の
あ
り
ふ
れ
た
作
物
の
よ
う
に
、

く
だ
く
だ
し
く
な
ら
な
い
の
で
す
。
い
く
ら
微
細
な
心
的
現
象
の
解
剖
で
も
、

又
は
外
観
か
ら
く
る
人
間
の
精
密
な
描
写
で
も
、
決
し
て
干
乾
ひ
か
ら
び
て
い
ま
せ

ん
。
必
ず
委
曲
要
領
を
つ
く
す
の
み
な
ら
ず
、
其そ
所こ
に
あ
な
た
の
独
得
の
一

種
の
趣
お
も
む
きが
漂
た
だ
よっ
て
い
る
の
で
す
。
私
の
見
る
所
に
よ
る
と
其
趣
は
あ
な
た
の
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観
察
が
突
飛
に
走
ら
な
い
程
度
で
、
場
合
々
々
に
適
当
な
新
ら
し
い
刺
戟
し
げ
き
を

読
者
に
与
え
得
る
か
ら
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
「
霊
岸
島
の
自
殺
」
や
「
船

室
」
の
前
半
の
如
き
は
、
そ
の
方
面
の
い
い
作
例
と
見
て  

差    

支  

さ
し
つ
か
え

な
い
で

し
ょ
う
。
こ
と
に
前
者
に
於
て
、
あ
る
男
と
あ
る
女
の
性
的
関
係
の
階
級
等

差
が
、
あ
れ
程
細
か
く
書
い
て
あ
り
な
が
ら
、
些ちっ
と
も
卑
猥
ひ
わ
い
な
心
持
を
起
さ

せ
ず
に
、
た
だ
精
緻
せ
い
ち
な
観
察
其
物
と
し
て
、
他
を
ぐ
い
ぐ
い
引
き
付
け
て
行

く
処
な
ど
は
、
何ど
う
し
て
も
旨うま
い
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
此
小
説

は
主
人
公
が
東
京
へ
出
て
か
ら
の
心
の
変
化
に
、
前
半
程
緻
密
ち
み
つ
な
且か
つ
穏
当

な
、
芸
術
的
描
写
が
欠
け
て
い
る
た
め
、
多
少
の
む
ら
が
あ
る
と
思
い
ま
す

が
、
世
間
で
い
う
小
説
の
意
味
か
ら
批
判
す
る
と
、
或
は
圧
巻
の
作
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。
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要
す
る
に
貴
方
の
書
き
方
は
絹
漉
き
ぬ
ご
し
豆
腐
の
よ
う
に
、
又
婦
人
の 

餅  

肌 

も
ち
は
だ

の
よ
う
に
柔
ら
か
な
の
で
す
、
上
部
ば
か
り
手
触
り
が
好
い
の
か
と
思
う
と
、

中
味
迄
ふ
く
ふ
く
し
て
い
る
の
で
す
。
線
で
い
う
と
、
外ほか
の
人
の
文
章
が
直

線
で
出
来
て
い
る
の
に
反
し
て
、
あ
な
た
の
は
何ど
処こ
も  

婉    

曲  

え
ん
き
ょ
く

な
曲
線
の

配
合
で
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
し
か
も
其
曲
線
の
カ
ー
ヴ

が
非
常
に
細
か
い
の
で
す
。
外
の
人
が
一
尺
で
継つ
ぎ
易か
え
る
所
を
、
あ
な
た

は
僅わず
か
一
寸
か
二
寸
の
長
さ
で
細
か
に
調
子
よ
く
継
ぎ
足
し
て
は
前
へ
進
ん

で
行
く
と
し
か
形
容
出
来
ま
せ
ん
。
其そ
所こ
に
あ
な
た
の
作
物
に
は
、
他
に
発

見
す
る
事
の
出
来
な
い
デ
リ
ケ
ー
ト
な
美
く
し
さ
が
伏
在
し
て
い
る
の
で
し

ょ
う
。
も
う
一
つ
比
喩
を
改
め
て
云
え
ば
、
あ
な
た
の
文
章
は 

楷  

書 

か
い
し
ょ

で
な

く
っ
て
悉
こ
と
ご
とく
草
書
で
す
。
そ
れ
も
懐
素
の
よ
う
な
奇
怪
な
又  

飄    

逸  

ひ
ょ
う
い
つ

な
も
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の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
も
っ
と
柔
ら
か
に
、
も
っ
と
穏
や
か
に
、
そ
う
し
て

時
々
粋
な
所
を
仄
ほ
の
めか
す
と
い
っ
た
よ
う
な
草
書
で
す
。

　
此
冗
長
な
手
紙
が
、
も
し
貴
方
の
小
説
集
の
序
文
と
し
て
御
役
に
立
つ
な

ら
ば
何ど
う
ぞ
御
使
い
下
さ
い
。
私
は
貴
方
に
対
す
る
愉
快
な
義
務
と
し
て
、

そ
れ
を
認
め
た
の
で
す
か
ら
。

　
　
一
月
十
八
日
夜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
夏
目
金
之
助

　
　
　
木
下
杢
太
郎
様
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夏
目
漱
石
全
集
　10

」
筑
摩
書
房

　
　
　1972
（
昭
和47

）
年1

月10

日
第1

刷
発
行

※
吉
田
精
一
に
よ
る
底
本
の
「
解
説
」
に
よ
れ
ば
、
発
表
年
月
は
、1915

（
大
正4

）
年2

月
。

入
力
：N

ana ohbe

校
正
：
米
田
進
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日
作
成

2003

年5
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日
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正

青
空
文
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作
成
フ
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底
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で
は
、
促
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、
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の
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が
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通
の
大
き
さ
の
仮
名
に
な
っ
て
い
る
。
（
校
正
者
記
す
）

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