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私
の
心
の
内
な
る
穂
積

今
、
私
の
手
元
に
穂
積
重
遠（
し
げ
と
お
）の
色
紙
が
2
葉
あ
る
。

一
方
に
は
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
の
終
戦
大
詔
の
放
送
を
思
い
出

し
つ
つ
、
同
年
の
暮
れ
に
詠
ん
だ
「
任
は
重
く
道
は
遠
し
の
み
こ
と

の
り
け
ふ
を
こ
と
ほ
ぐ
心
い
ま
し
め
む
」、
も
う
一
方
に
は
「
昭
和

二
十
一
年
春
、
葉
山
海
岸
の
御
遊
に
侍
す
」
と
の
添
え
書
き
と
と
も

に
「
老
の
將
に
至
ら
ん
と
す
る
を
忘
れ
け
り
皇
子
と
き
ほ
ひ
て
磯
に

は
ぜ
追
ふ
」
の
歌
が
筆
書
き
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
も
穂
積
東
宮

太
夫
の
署
名
が
あ
る
。

こ
の
二
葉
の
色
紙
は
、
財
団
法
人
社
会
教
育
協
会
が
穂
積
の
『
新

譯
論
語
』（
一
九
四
七
年
）を
刊
行
す
る
際
に
、
資
金
援
助
を
し
た
私

の
祖
父
に
御
礼
と
し
て
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
の
色
紙
の
裏

面
に
「
新
訳
論
語
出
版
に
つ
い
て
の
芳
情
を
感
謝
し
て
論
語
の
本
文

を
詠
み
込
め
る
国
風
二
首
を
小
松
栄
介
君
に
捧
ぐ
」
と
為
書
さ
れ
て

い
る
。

私
の
手
元
に
こ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
は
、
祖
父
か
ら
引
き
継

い
だ
も
の
で
あ
る
。
活
字
や
写
真
で
し
か
触
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た

穂
積
が
私
に
と
っ
て
は
何
と
な
く
身
近
な
存
在
と
し
て
脳
裡
に
残
っ

て
き
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
色
紙
を
子
供
の
頃
か
ら
よ
く
見
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。

白
梅
学
園
と
穂
積

法
社
会
学
や
民
法
の
大
家
と
し
て
知
ら
れ
る
穂
積
重
遠
に
つ
い
て

穂
積
重
遠

―
初
代
学
園
長
・
日
本
法
社
会
学
の
先
駆
者
―

穂
積
重
遠

―
初
代
学
園
長
・
日
本
法
社
会
学
の
先
駆
者
―

白
梅
学
園
の
先
駆
者
た
ち
③

学
校
法
人
白
梅
学
園
理
事
長
　
小
松
　
隆
二
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は
、
専
門
家
と
し
て
近
い
人
も
ま
だ
多
く
、
ま
た
す
で
に
優
れ
た
論

作
も
あ
る
。
法
学
に
門
外
漢
の
私
が
改
め
て
説
明
し
て
も
、
新
し
い

こ
と
な
ど
少
し
も
加
え
ら
れ
る
は
ず
は
な
く
、
意
味
も
な
い
。
法
学

者
と
し
て
の
穂
積
に
つ
い
て
は
割
愛
し
、
今
回
は
白
梅
学
園
と
の
関

係
や
教
育
者
と
し
て
の
一
面
な
ど
に
僅
か
に
触
れ
る
程
度
に
と
ど
め

さ
せ
て
頂
く
。

穂
積
と
白
梅
学
園
の
関
係
は
長
く
深
い
。
白
梅
学
園
の
前
身
の
東

京
家
庭
学
園
の
設
置
母
体
と
な
っ
た
社
会
教
育
協
会
に
は
創
設
段
階

か
ら
関
係
し
た
。一
九
二
五
年
に
財
団
と
し
て
認
可
さ
れ
た
際
に
は
、

穂
積
は
初
代
理
事
長
に
就
任
し
て
い
る
。
財
団
の
設
立
に
必
要
な
基

金
三
、
〇
〇
〇
円
は
穂
積
が
用
意
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

白
梅
学
園
に
は
、
そ
の
前
身
の
東
京
家
庭
学
園
時
代
か
ら
深
く
関

わ
っ
た
。
戦
時
下
の
一
九
四
二
年
、
東
京
家
庭
学
園
が
創
設
さ
れ
る

が
、
穂
積
は
学
園
長
に
就
任
し
た
。
修
身
・
公
民
の
講
義
も
担
当
し

た
。
一
九
四
四
年
、
戦
争
末
期
に
当
局
の
指
示
に
よ
り
、
学
園
は
閉

鎖
の
止
む
な
き
に
至
っ
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
社
会
教
育
協
会
は
勤

労
女
子
青
年
練
成
所
を
併
設
す
る
が
、所
長
に
は
穂
積
が
就
任
し
た
。

戦
後
の
混
沌
と
し
た
時
勢
に
も
、
学
園
長
と
し
て
再
建
に
尽
力
し

た
。
戦
災
に
あ
っ
た
事
務
所
・
寮
は
、
穂
積
と
縁
戚
関
係
に
あ
る
故

阪
谷
芳
郎
前
社
会
教
育
協
会
会
長
の
旧
宅（
渋
沢
栄
一
の
顕
彰
財
団

龍
門
社
）を
一
時
借
用
す
る
な
ど
し
て
し
の
い
だ
。

し
か
し
社
会
教
育
協
会
や
白
梅
学
園
の
財
政
は
厳
し
く
、
穂
積
学

園
長
に
一
時
的
に
恩
借
し
た
り
、
寄
付
を
仰
ぐ
こ
と
が
行
わ
れ
た
。

そ
の
よ
う
な
混
乱
が
ま
さ
に
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
一
九
四
五
年

八
月
、
終
戦
と
と
も
に
皇
太
子
の
教
育
に
あ
た
る
べ
く
東
宮
太
夫
兼

侍
従
長
に
就
任
す
る
。
そ
の
折
、
学
園
と
い
う
公
益
法
人
で
あ
れ
、

個
別
法
人
の
最
高
責
任
を
有
す
る
理
事
長
の
職
に
あ
る
こ
と
は
問
題

と
い
う
判
断
で
、
辞
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
後
任
理
事

長
は
小
松
謙
助
に
託
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
も
社
会
教
育
協
会
会
長

と
と
も
に
、
学
園
長
の
地
位
に
は
と
ど
ま
っ
た
。
講
座
と
し
て
法
律

概
論
も
担
当
し
続
け
た
。
ま
た
一
九
五
〇
年
に
、
学
園
付
属
幼
稚
園

の
設
立
に
際
し
て
は
、
園
長
に
も
就
任
し
た
。

こ
の
よ
う
に
穂
積
と
社
会
教
育
協
会
お
よ
び
白
梅
学
園
の
関
係

は
、
没
年
ま
で
続
き
、
二
五
年
以
上
に
も
及
ん
だ
。

穂
積
の
足
跡

穂
積
は
一
八
八
三（
明
治
一
六
）年
、
東
京
生
ま
れ
。
東
京
育
ち

で
あ
る
。
た
だ
し
父
穂
積
陳
重（
の
ぶ
し
げ
）は
宇
和
島
の
出
身
。

い
ま
も
同
地
に
は
日
本
最
初
の
法
学
博
士
と
な
る
な
ど
郷
土
の
生
ん

だ
偉
大
な
法
学
者
陳
重
を
記
念
す
る
穂
積
橋
が
辰
野
川
の
下
流
に
架

か
っ
て
い
る
。
母
歌
子
は
明
治
財
界
の
大
御
所
と
言
わ
れ
た
渋
沢
栄

一
の
長
女
で
、
渋
沢
は
重
遠
に
と
っ
て
は
祖
父
に
あ
た
る
。
白
梅
学

園
が
渋
沢
家
と
縁
が
深
か
っ
た
の
は
、
穂
積
と
社
会
教
育
協
会
初
代

会
長
阪
谷
芳
郎
を
通
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
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穂
積
は
、
一
九
〇
八
年
、
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
卒
業
。
講
師
、

助
教
授
を
経
て
、
一
九
一
六
年
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
戦
火
が
拡
大

し
、
日
本
に
は
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
波
が
本
格
化
し
は
じ
め
る
と

き
に
教
授
に
就
任
し
た
。
時
に
三
三
歳
と
い
う
若
さ
で
あ
っ
た
。

こ
の
間
、
教
授
就
任
直
前
ま
で
の
四
年
間
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、

イ
ギ
リ
ス
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
留
学
す
る
機
会
を
得
た
。
日
本

で
は
明
治
末
か
ら
大
正
初
年
に
か
け
て
研
究
や
思
想
の
自
由
が
極
端

に
抑
制
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
ん
な
日
本
を
離
れ
、
激
動
の
波
が
押
し

寄
せ
て
は
い
た
も
の
の
、
自
由
な
空
気
が
横
溢
す
る
彼
地
で
西
欧
の

法
学
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。

関
東
大
震
災
の
被
災
の
救
援
活
動
を
機
に
、
同
僚
の
末
弘
厳
太
郎

ら
と
と
も
に
、
東
大
の
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
活
動
を
教
授
と
し
て
指
導
・

協
力
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
活
動
を
基
に
、
東
大
に
お
け
る
民

主
主
義
の
流
れ
、
学
生
の
社
会
的
活
動
の
展
開
に
貢
献
す
る
こ
と
に

な
る
が
、
戦
前
・
戦
後
を
通
し
て
社
会
事
業
の
諸
活
動
・
団
体
に
も

親
し
く
協
力
す
る
契
機
に
な
っ
て
い
く
。

そ
れ
以
外
に
も
、
戦
時
下
に
貴
族
院
議
員
、
戦
後
に
な
っ
て
最
高

裁
判
所
判
事
も
勤
め
、大
学
教
授
の
枠
を
超
え
て
活
動
を
拡
大
し
た
。

父
陳
重
に
関
連
し
て
言
え
ば
、
親
子
二
代
法
学
部
長
を
勤
め
て
い

る
。
同
じ
く
東
大
教
授
で
あ
っ
た
八
束
は
陳
重
の
弟
。
陳
重
は
子
息

の
重
遠
を
媒
介
に
、
日
本
社
会
の
民
主
主
義
化
を
進
め
る
流
れ
を
生

み
出
す
こ
と
に
な
る
が
、
八
束
は
上
杉
慎
吉
、
そ
の
門
下
生
で
あ
る

岸
信
介
な
ど
の
流
れ
を
生
み
出
し
て
い
く
。
陳
重
が
、
弟
八
束
の
死

後
、
遺
稿
集
の
刊
行
に
乗
り
気
で
な
か
っ
た
の
は
、
学
問
的
認
識
の

相
違
と
と
も
に
、
そ
う
い
っ
た
国
家
主
義
に
つ
な
が
る
危
険
な
右
寄

り
の
流
れ
を
予
感
し
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
し
た
く
な
る

一
面
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

穂
積
は
、
優
れ
た
法
学
者
で
あ
る
と
と
も
に
多
く
の
趣
味
を
持
っ

て
い
た
。
短
歌
に
親
し
み
、
観
劇
が
好
き
で
、
歌
舞
伎
な
ど
に
も
造

詣
が
深
か
っ
た
。
穂
積
を
継
い
で
二
代
目
白
梅
学
園
長
を
勤
め
た
牧

野
英
一
が
短
歌
を
作
り
、
旅
行
を
趣
味
と
し
て
い
た
の
に
よ
く
似
て

い
る
で
あ
ろ
う
。

教
育
者
と
し
て
の
穂
積

私
が
穂
積
の
こ
と
で
と
く
に
引
か
れ
る
の
は
、
先
導
的
な
研
究
者

で
あ
る
と
と
も
に
優
れ
た
教
育
者
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

穂
積
は
古
き
良
き
時
代
の
学
者
で
あ
っ
た
。
同
時
に
象
牙
の
塔
に

引
き
こ
も
る
タ
イ
プ
で
は
な
く
、
上
記
の
よ
う
に
実
践
活
動
、
そ
れ

も
当
局
よ
り
忌
避
さ
れ
る
よ
う
な
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
を
も
厭
わ

な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
古
き
学
者
で
も
、
学
問
の
た
め
の
学
問

と
い
っ
た
形
式
や
論
理
に
の
み
偏
る
感
じ
は
与
え
な
い
。
む
し
ろ
学

問
に
対
す
る
気
持
ち
や
姿
勢
と
し
て
は
、
該
博
な
知
識
や
教
養
に
基

づ
く
深
い
研
究
の
在
り
方
に
、
実
践
を
加
味
す
る
姿
勢
を
示
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
学
生
・
若
者
に
対
し
て
学
問
す
る
こ
と
の
厳
し
さ
や
意
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味
を
教
え
な
が
ら
も
、
同
時
に
余
分
な
重
圧
感
は
払
い
の
け
、
楽
し

く
学
習
・
研
究
す
る
取
り
組
み
を
教
え
る
こ
と
も
忘
れ
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
い
て
、
授
業
に
は
始
業
ベ
ル
が
鳴
る
前
に
は
教
壇
に
立
つ

の
を
常
と
し
て
い
た
。
そ
れ
に
何
よ
り
も
病
気
に
よ
っ
て
休
講
す
る

な
ど
と
い
う
こ
と
は
教
育
者
と
し
て
の
自
覚
・
責
務
を
忘
れ
た
も
の

と
ば
か
り
、日
本
の
大
学
の
恥
部
で
あ
る
休
講
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
。

そ
こ
に
は
私
ど
も
が
反
省
し
、
今
日
も
学
ぶ
こ
と
の
多
い
教
育
者
と

し
て
の
誠
実
な
姿
勢
が
う
か
が
え
よ
う
。

戦
後
、
受
験
競
争
や
就
職
競
争
が
激
化
す
る
が
、
穂
積
は
早
く
も

戦
前
か
ら
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
学
習
・
勉
学
の
深
さ
、
楽
し
さ
を
学

生
か
ら
奪
っ
て
い
る
こ
と
を
よ
く
見
て
い
た
。
た
ん
に
受
験
競
争
や

就
職
の
た
め
の
勉
強
で
は
、
学
ぶ
こ
と
が
味
気
な
く
な
る
の
は
当
然

と
考
え
て
い
た
。
東
大
で
も
、
そ
の
流
れ
を
防
ぎ
よ
う
が
な
く
、
学

生
の
学
習
姿
勢
が
本
物
の
学
問
に
で
は
な
く
、
目
先
の
結
果
を
追
う

方
向
に
傾
く
こ
と
を
、
穂
積
は
嘆
い
た
。
彼
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
教

育
の
本
来
性
が
失
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
勉
学
が
受
験
・
就
職

の
手
段
化
す
る
こ
と
を
懸
念
し
、
批
判
し
た
。
手
段
と
し
て
の
学
問

で
は
、
そ
の
深
さ
、
重
さ
、
そ
し
て
喜
び
に
触
れ
に
く
い
。
そ
の
た

め
、
本
物
に
触
れ
る
に
至
ら
ず
、
学
問
が
楽
し
く
な
る
前
に
学
問
の

道
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
状
況
を
深
刻
に
受
け
止
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
ん
な
具
合
で
、
穂
積
は
自
ら
研
究
に
打
ち
込
む
だ
け
で
な
く
、

学
生
に
も
学
問
の
有
益
さ
、
深
さ
、
厳
し
さ
、
同
時
に
自
由
、
喜
び
、

楽
し
さ
を
教
え
よ
う
と
し
た
稀
な
学
究
で
あ
っ
た
。

穂
積
の
残
し
た
も
の

教
育
者
と
し
て
の
穂
積
の
姿
勢
・
在
り
方
は
、
学
問
を
た
ん
に
学

問
の
た
め
の
学
問
、
机
上
の
観
念
論
で
終
わ
っ
て
よ
い
も
の
と
は
考

え
て
い
な
か
っ
た
彼
の
研
究
者
と
し
て
の
姿
勢
・
在
り
方
と
結
び
つ

く
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
学
問
と
い
う
も
の
が
民
主
主
義
の
発
展
、

市
民
生
活
の
幸
福
や
安
定
、
と
り
わ
け
弱
者
へ
の
配
慮
に
尽
く
す
べ

き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
社
会
正
義
の
た
め
の
努

力
や
闘
い
を
避
け
た
り
、
逃
げ
た
り
は
し
な
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
戦
前
に
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
運
動

に
参
加
し
た
こ
と
や
「
法
律
の
社
会
化
」
に
早
く
か
ら
敏
感
に
対
応

し
た
こ
と
な
ど
か
ら
う
か
が
え
よ
う
。
戦
前
に
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
活
動

に
参
加
し
た
り
、
指
導
す
る
こ
と
は
、
当
局
か
ら
は
要
注
意
人
物
と

し
て
に
ら
ま
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
穂
積
は
、

末
弘
ら
へ
の
友
情
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
あ
え
て
貧
困
や
差
別
な

ど
社
会
悪
の
排
除
に
取
り
組
む
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
運
動
を
避
け
た
り
は

し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
、
社
会
的
実
践
家
の
一
面
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
関
連

し
て
、『
論
語
』
の
一
節
「
朝
に
道
を
学
び
夕
べ
に
死
す
と
も
可
な

り
」
が
穂
積
の
座
右
の
銘
で
あ
っ
た
こ
と
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
あ

の
柔
和
で
円
満
な
表
情
と
同
居
す
る
よ
う
に
、
自
ら
を
厳
し
く
律
し
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て
い
た
一
面
が
そ
こ
に
は
う
か
が
え
よ
う
。

『
論
語
』
の
教
え
は
渋
沢
家
の
家
訓
で
あ
っ
た
。
そ
の
学
習
会
も

開
か
れ
た
。
穂
積
も
渋
沢
家
の
一
員
と
し
て
学
習
会
に
参
加
し
た
。

後
に
穂
積
自
身
が
法
学
者
を
超
え
て
、『
論
語
』
の
研
究
者
に
も
な

っ
た
の
は
、
そ
ん
な
経
緯
も
存
し
て
い
た
。
人
間
的
な
豊
か
さ
や
穏

や
か
さ
を
た
た
え
な
が
ら
も
、
自
ら
の
内
な
る
芯
に
は
厳
格
な
も
の

を
備
え
て
い
た
の
は
、
祖
父
重
舒
（
し
げ
の
ぶ
）、
父
陳
重
と
引
き

継
が
れ
た
宇
和
島
藩
以
来
の
穂
積
家
の
伝
統
・
家
風
に
『
論
語
』
が

加
味
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

穂
積
は
、
多
く
の
研
究
・
教
育
の
成
果
、
業
績
、
実
績
を
残
し
、

一
九
五
一
年
七
月
二
九
日
、
六
三
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
白
梅
学
園

は
秀
で
た
学
園
長
と
社
会
教
育
協
会
会
長
を
同
時
に
失
う
こ
と
に
な

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
傑
出
し
た
先
達
が
白
梅
学
園
の
初
代
学
園
長
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
本
学
園
に
と
っ
て
は
誇
り
得
る
す
ば
ら
し
い
財
産
で
あ
る
。

﹇
参
考
文
献
﹈
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積
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遠
『
日
本
の
過
去
・
現
在
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新
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『
歌
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伎
思
出
話
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書
店
、
一
九
四
八
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潮
見
俊
隆
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利
谷
信
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編
『
日
本
の
法
学
者
』
日
本
評
論
社
、

一
九
七
五
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穂
積
重
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明
治
一
法
学
者
の
出
発
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穂
積
陳
重
を
め
ぐ
っ
て
―
』

岩
波
書
店
、
一
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八
八
年

穂
積
重
遠
（
穂
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重
行
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欧
米
留
学
日
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―
一
九
一
二
〜

一
九
一
六
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―
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年

44第3号●地域と教育

〈小松謙助絵日記より〉
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