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熊
谷 

公
男

　
私
は
、
二
〇
一
七
年
三
月
を
も
っ
て
三
五
年
間
勤
め
た
東
北
学
院
大
学
を
定
年
で
退
職
し
た
。
本
論
集
は
、
仙
台
古
代
史
懇
話
会
の
メ

ン
バ
ー
を
中
心
と
し
た
皆
さ
ん
が
こ
れ
を
機
に
つ
ど
い
、
東
北
古
代
史
に
関
す
る
論
考
を
投
稿
し
て
く
だ
さ
っ
て
、
一
冊
の
本
に
な
っ
た

も
の
で
あ
る
。
ま
ず
本
論
集
所
収
の
諸
論
考
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

　
本
論
集
は
、
全
体
を
第
Ⅰ
部
「
国
家
と
地
域
形
成
」、
第
Ⅱ
部
「
城
柵
論
」、
第
Ⅲ
部
「
征
夷
と
東
北
政
策
」
の
3
部
構
成
と
し
た
。

  

第
Ⅰ
部
「
国
家
と
地
域
形
成
」
で
は
、
ま
ず
遠
藤
み
ど
り
「
采
女
・
兵
衛
貢
進
制
度
の
一
考
察
―
辺
境
の
采
女
・
兵
衛
を
手
が
か
り
に

―
」
は
、
比
較
的
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
東
北
や
西
海
道
の
采
女
・
兵
衛
制
度
を
手
が
か
り
と
し
て
、
そ
れ
を
郡
司
の
任
用
制
度
の
変
遷

と
関
連
づ
け
な
が
ら
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
奈
良
時
代
に
お
け
る
采
女
・
兵
衛
の
貢
進
制
度
の
変
遷
を
新
た
な
視
角
か
ら
明
ら
か
に

し
よ
う
と
す
る
論
考
。
東
北
古
代
史
に
関
す
る
こ
と
で
は
、
大
宝
二
年
に
陸
奥
か
ら
采
女
・
兵
衛
を
貢
進
し
な
い
こ
と
が
定
め
ら
れ
る
が
、

そ
の
後
、
天
平
期
に
は
采
女
・
兵
衛
の
貢
進
が
再
開
さ
れ
る
こ
と
を
論
じ
る
。

　
熊
谷
公
男
「
奈
良
時
代
陸
奥
国
北
縁
部
に
お
け
る
建
郡
と
郡
制
―
黒
川
以
北
十
郡
と
遠
田
郡
を
中
心
に
―
」
は
、
旧
稿
で
取
り
上
げ
た

黒
川
以
北
十
郡
の
成
立
の
問
題
を
、
と
く
に
田
夷
郡
遠
田
郡
と
の
か
か
わ
り
で
再
論
し
た
も
の
。
旧
稿
で
は
、
黒
川
以
北
十
郡
は
多
賀
城

の
創
建
と
連
動
し
て
神
亀
元
年
ご
ろ
に
い
っ
せ
い
に
成
立
し
た
こ
と
を
強
調
し
た
が
、
本
論
文
で
は
そ
れ
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
天
平
二

年
の
田
夷
村
で
の
建
郡（
＝
遠
田
郡
の
建
置
）に
伴
っ
て
黒
川
以
北
十
郡
が
再
編
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
特
異
な
田
夷
郡
と
し
て
の
遠
田
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郡
の
性
格
に
つ
い
て
も
論
じ
た
。

　
堀
裕
「
天
平
十
五
年
金
光
明
最
勝
王
経
転
読
会
と
陸
奥
国
―
福
島
県
江
平
遺
跡
出
土
木
簡
再
考
―
」
は
、
福
島
県
玉
川
村
の
江
平
遺
跡

か
ら
出
土
し
た
天
平
十
五
年
三
月
付
の
誦
経
に
関
す
る
木
簡
を
、
同
年
正
月
に
聖
武
天
皇
が
諸
国
に
命
じ
た
『
最
勝
王
経
』
の
転
読
と
の

か
か
わ
り
で
考
察
し
た
論
文
で
あ
る
。
経
典
を
誦
し
て
い
る
呰
万
呂
を
優
婆
塞
と
考
え
、
誦
経
を
通
し
て
諸
国
国
分
二
寺
の
僧
尼
候
補
者

の
選
定
が
行
わ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
、
該
木
簡
を
諸
国
国
分
二
寺
成
立
の
一
段
階
を
示
す
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
仏
教
史
に
お
け

る
国
家
と
地
域
の
か
か
わ
り
を
掘
り
起
こ
す
試
み
と
し
て
評
価
さ
れ
よ
う
。

　
鈴
木
琢
郎
「
貞
観
震
災
の
基
礎
的
考
察
」
は
、
ま
ず
『
三
代
実
録
』
の
関
連
史
料
の
校
訂
を
行
っ
た
う
え
で
、
貞
観
震
災
の
発
生
と
被

害
状
況
を
伝
え
る
貞
観
十
一
年
五
月
二
十
六
日
癸
未
条
の
史
料
的
性
格
を
検
討
す
る
。
こ
れ
ま
で
こ
の
史
料
は
貞
観
震
災
の
状
況
を
伝
え

た
陸
奥
国
か
ら
の
第
一
報
と
み
ら
れ
て
き
た
が
、
著
者
は
報
告
公
文
を
も
と
に
し
な
が
ら
『
三
代
実
録
』
の
編
纂
段
階
に
成
文
さ
れ
た
も

の
と
考
定
し
、
こ
こ
か
ら
直
接
「
震
災
の
実
態
」
を
読
み
取
る
こ
と
の
危
険
性
を
指
摘
す
る
。
つ
ぎ
に
関
連
史
料
の
検
討
か
ら
、
貞
観
震

災
は
発
生
の
半
年
後
か
ら
、
新
羅
海
賊
問
題
な
ど
と
と
も
に
国
家
的
危
機
の
予
兆
の
一
つ
と
さ
れ
、
そ
の
災
害
対
応
も
そ
れ
ら
予
兆
へ
の

対
応
の
一
環
と
さ
れ
た
と
し
て
、
貞
観
震
災
の
み
を
特
別
視
し
た
「
国
家
に
よ
る
復
興
」
史
観
の
克
服
を
訴
え
る
。
い
ず
れ
も
東
日
本
大

震
災
以
降
盛
ん
と
な
っ
た
貞
観
震
災
の
研
究
に
一
石
を
投
じ
る
指
摘
で
、
今
後
の
議
論
の
深
ま
り
が
期
待
さ
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
第
Ⅱ
部
「
城
柵
論
」
で
あ
る
が
、
ま
ず
吉
田
歓
「
国
庁
・
郡
庁
と
城
柵
政
庁
」
は
、
古
代
の
城
柵
に
つ
い
て
、
と
く
に
政
庁
の

存
在
に
着
目
し
て
検
討
し
た
論
考
。
前
半
で
は
律
令
国
家
の
地
方
支
配
に
お
け
る
国
庁
・
郡
庁
の
存
在
意
義
を
考
察
し
、
そ
れ
が
院
形
式

を
と
る
の
は
、
宮
都
の
曹
司
空
間
の
よ
う
に
こ
こ
が
口
頭
に
よ
る
政
務
処
理
の
場
で
、
な
お
か
つ
官
人
が
朝
参
し
て
く
る
公
門
を
備
え
た

公
的
な
空
間
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
す
る
。
後
半
で
は
城
柵
の
政
庁
の
考
察
を
行
う
。
城
柵
に
共
通
す
る
の
は
外
郭
施
設
が
伴
う
こ

と
で
あ
る
が
、
国
府
型
・
郡
家
型
ば
か
り
で
な
く
準
国
府
型
に
も
政
庁
が
あ
る
の
は
、
そ
こ
が
律
令
官
僚
制
の
実
現
の
場
で
あ
っ
た
か
ら

と
す
る
。
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樋
口
知
志
「
古
代
東
北
の
城
柵
に
つ
い
て
」
は
、
今
泉
氏
が
提
唱
し
た
、
す
べ
て
の
城
柵
に
国
司
が
常
駐
し
た
と
す
る
城
司
制
論
や
熊

谷
が
提
示
し
た
五
類
型
の
城
柵
論
に
対
す
る
批
判
を
展
開
し
た
論
考
。
議
論
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
そ
の
な
か
で
中
心
と
な
る
と
思
わ
れ

る
の
は
、
国
司
が
国
府
を
離
れ
て
前
線
の
諸
城
柵
に
常
駐
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
蝦
夷
へ
の
朝
貢
・
饗
給
等
の
「
諸
用
務
を
遂
行
す
る

た
め
に
一
定
期
間
滞
在
」
し
た
だ
け
で
あ
る
と
し
て
、「
城
柵
専
当
国
司
制
」
を
提
唱
す
る
が
、
そ
う
考
え
る
史
料
的
根
拠
が
あ
ま
り
明

確
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
国
司
が
城
柵
に
常
駐
し
な
け
れ
ば
、
当
然
、
城
柵
の
軍
兵
の
指
揮
は
国
司
以
外
が
行
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
「
熊
谷
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
恐
ら
く
通
常
時
に
は
軍
団
兵
で
あ
れ
ば
軍
毅
な
い
し
は
校
尉
ク
ラ
ス
、
鎮
兵
で
あ
れ

ば
征
討
軍
の
別
将
ク
ラ
ス
な
ど
が
指
揮
し
て
城
柵
の
守
衛
に
あ
た
っ
て
い
た
」
と
す
る
が
、
熊
谷
自
身
は
、
こ
れ
は
「
郡
家
型
」
城
柵
に

限
っ
た
方
式
で
あ
っ
て
、
国
司
・
鎮
官
が
城
司
と
し
て
軍
兵
を
指
揮
す
る
準
国
府
型
城
柵
の
あ
り
方
が
基
本
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
念
の

た
め
申
し
添
え
て
お
く
。
近
年
、
議
論
が
盛
ん
な
郡
家
と
城
柵
の
関
係
に
ほ
と
ん
ど
言
及
が
な
い
こ
と
が
、
議
論
が
か
み
あ
わ
な
い
原
因

と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
城
柵
専
当
国
司
制
」
が
今
後
の
東
北
古
代
史
研
究
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
、
し
ば
ら
く
見
守
る
こ

と
に
し
た
い
。

　
徳
竹
亜
紀
子
「
古
代
越
後
国
の
国
府
と
城
柵
」
は
、
越
国
か
ら
天
武
朝
に
分
立
し
た
越
後
国
の
城
柵
の
存
続
期
間
と
国
府
の
移
転
時
期

を
、
出
羽
国
の
成
立
に
伴
う
越
後
国
の
変
質
と
の
関
係
で
考
察
す
る
。
渟
足
・
磐
舟
の
両
城
柵
は
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
り
も
早
く
、

和
銅
五
年
に
建
国
さ
れ
た
出
羽
国
が
、
養
老
五
年
に
北
陸
道
か
ら
東
山
道
に
移
管
さ
れ
る
と
そ
の
役
割
を
終
え
て
、
順
次
、
縮
小
・
廃
止

さ
れ
て
い
っ
た
と
み
る
。
ま
た
国
府
の
移
転
時
期
に
つ
い
て
は
、
天
平
十
一
年
と
延
暦
十
一
年
の
二
度
の
軍
団
廃
止
に
着
目
し
、
越
後
国

は
前
者
に
お
い
て
の
み
例
外
的
に
軍
団
の
存
続
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
延
暦
期
ま
で
に
越
後
国
を
と
り
ま
く
情
勢
に
変
化
が
あ

っ
た
と
し
、
国
府
の
沼
垂
郡
か
ら
頸
城
郡
へ
の
移
転
も
こ
の
間
の
こ
と
と
推
定
す
る
。
い
ず
れ
も
越
後
国
の
蝦
夷
支
配
か
ら
の
脱
却
過
程

と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
説
得
力
の
あ
る
仮
説
と
い
え
よ
う
。

　
吉
野
武
「
八
世
紀
鎮
守
府
に
関
す
る
覚
書
」
は
、
近
年
多
賀
城
跡
で
出
土
し
た
鎮
守
府
関
係
の
木
簡
に
関
連
し
て
八
世
紀
の
鎮
守
府
に
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つ
い
て
再
考
し
た
論
考
。
八
世
紀
前
半
の
鎮
守
府
は
、
従
来
の
研
究
と
は
逆
に
常
置
の
官
と
み
る
べ
き
で
、
再
置
さ
れ
た
天
平
宝
字
期
以

降
に
臨
時
的
な
性
格
を
つ
よ
め
る
と
す
る
。
論
点
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
前
半
期
の
鎮
守
府
は
、
蝦
夷
反
乱
後
の
陸
奥
国
再
建
策
の
一
環

と
し
て
新
国
府
多
賀
城
と
と
も
に
創
設
さ
れ
、
鎮
兵
の
軍
事
力
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
理
由
に
常
置
の
官
司
と
し
、
後
半
期
は
復
活

し
た
鎮
兵
の
数
が
前
半
期
を
大
き
く
上
回
る
が
、
そ
れ
は
城
柵
造
営
に
目
的
が
あ
り
、
終
了
後
は
鎮
兵
が
大
幅
に
削
減
さ
れ
る
。
そ
の
後
、

宝
亀
年
間
に
蝦
夷
と
の
関
係
が
悪
化
す
る
と
再
び
鎮
兵
が
増
員
さ
れ
、
鎮
守
府
は
征
討
を
主
体
に
活
動
す
る
が
、
延
暦
期
に
入
る
と
征
討

使
が
鎮
官
を
兼
務
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
鎮
守
府
の
独
自
性
は
薄
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
鎮
守
府
の
機
能
が
め
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る
の
は
、

そ
の
臨
時
的
性
格
を
示
し
て
い
る
と
す
る
。
後
半
期
の
鎮
守
府
の
性
格
づ
け
は
説
得
力
が
あ
る
が
、
前
半
期
の
鎮
守
府
を
そ
れ
と
対
照
的

な
常
置
の
官
司
と
み
て
よ
い
か
は
、
な
お
議
論
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

　
最
後
に
第
Ⅲ
部
の
「
征
夷
と
東
北
政
策
」
で
あ
る
が
、
ま
ず
相
澤
秀
太
郎
「
阿
倍
比
羅
夫
の
北
方
遠
征
と
「
粛
慎
」
―
国
際
情
勢
か
ら

み
た
北
方
遠
征
の
目
的
を
め
ぐ
っ
て
―
」
は
、
斉
明
紀
に
登
場
す
る
「
粛
慎
」
に
着
目
し
、
阿
倍
比
羅
夫
の
北
方
遠
征
の
目
的
を
当
時
の

国
際
情
勢
か
ら
考
え
る
。
比
羅
夫
の
北
征
は
高
句
麗
と
の
通
交
が
目
的
で
あ
り
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
ア
シ
ハ
セ
と
接
触
し
た
と
こ
ろ
で

百
済
の
役
の
た
め
遠
征
は
頓
挫
し
て
し
ま
っ
た
と
し
、
こ
の
ア
シ
ハ
セ
を
『
日
本
書
紀
』
の
編
者
は
、
中
国
史
上
特
別
な
意
味
を
も
ち
、

な
お
か
つ
高
句
麗
と
重
訳
の
関
係
に
あ
っ
た
「
粛
慎
」
を
か
り
て
表
記
し
た
と
解
釈
す
る
。

　
永
田
英
明
「
三
十
八
年
戦
争
と
伊
治
城
」
は
、
呰
麻
呂
の
乱
で
甚
大
な
被
害
を
被
っ
た
伊
治
城
・
栗
原
郡
の
復
興
の
問
題
を
、
交
通
路

や
駅
制
と
の
関
わ
り
か
ら
考
察
し
た
論
考
。
伊
治
公
呰
麻
呂
の
乱
の
あ
と
、
伊
治
城
が
再
び
登
場
す
る
ま
で
一
六
年
の
空
白
が
あ
り
、
こ

の
間
の
延
暦
八
年
の
征
夷
で
は
玉
造
塞
が
山
道
方
面
の
後
方
基
地
と
さ
れ
て
い
て
、
伊
治
城
が
み
え
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
後
、

山
道
蝦
夷
に
は
じ
め
て
勝
利
し
た
延
暦
十
三
年
の
征
夷
後
の
同
十
五
年
に
伊
治
城
と
玉
造
塞
の
間
に
駅
を
置
き
、
坂
東
六
国
と
出
羽
・
越

後
等
の
国
か
ら
九
〇
〇
〇
人
を
伊
治
城
に
移
住
さ
せ
た
の
を
、
い
ず
れ
も
乱
後
の
復
興
策
と
し
て
と
ら
え
、
と
く
に
九
〇
〇
〇
人
の
移
民

は
奈
良
時
代
半
ば
以
降
で
は
突
出
し
た
規
模
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
胆
沢
・
志
波
城
造
営
後
の
延
暦
二
十
三
年
に
栗
原
郡
に
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設
置
さ
れ
た
三
駅
も
、
伊
治
城
と
胆
沢
城
を
結
ぶ
山
道
上
の
駅
家
と
み
て
、
栗
原
地
域
を
交
通
路
と
し
て
の
「
山
道
」
を
媒
介
と
し
た
律

令
国
家
と
山
道
蝦
夷
と
の
南
北
関
係
上
の
要
地
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
伊
治
城
の
復
興
が
延
暦
十
三
年
の
征
夷
後
に
ず
れ
込
む
こ
と
、
お

よ
び
栗
原
地
域
が
山
道
方
面
の
玄
関
口
で
、
な
お
か
つ
海
道
の
佐
沼
・
登
米
方
面
と
も
つ
な
が
っ
て
い
た
と
い
う
指
摘
は
重
要
。

　
鈴
木
拓
也
「
延
暦
十
三
年
の
征
夷
と
平
安
遷
都
」
は
、
延
暦
十
三
年
の
征
夷
が
平
安
遷
都
の
演
出
の
た
め
に
、
当
初
か
ら
時
期
を
あ
わ

せ
て
実
施
さ
れ
た
と
す
る
鈴
木
氏
の
説
に
対
す
る
熊
谷
の
批
判
を
反
批
判
し
た
論
考
。
今
回
、
鈴
木
氏
の
論
考
を
読
み
つ
つ
、
拙
稿
も
思

い
返
し
て
み
て
、
双
方
と
も
議
論
が
感
情
に
流
さ
れ
て
い
る
面
が
あ
る
と
感
じ
た
の
で
、
論
争
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
若
干
ふ
り
返
る
こ

と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
論
争
が
い
さ
さ
か
こ
じ
れ
て
し
ま
っ
た
最
大
の
原
因
は
、
筆
者
が
二
〇
〇
三
年
に
脱
稿
し
た
「
坂

上
田
村
麻
呂
」（『
古
代
の
人
物
4
　
平
安
新
京
』
清
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）が
刊
行
ま
で
に
一
二
年
余
も
の
歳
月
を
つ
い
や
し
た
こ
と
に
あ
る
。

脱
稿
後
ま
も
な
く
だ
っ
た
と
思
う
が
、
ち
ょ
う
ど
『
戦
争
の
日
本
史
3
　
蝦
夷
と
東
北
戦
争
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）を
執
筆
中

だ
っ
た
鈴
木
氏
か
ら
請
わ
れ
る
ま
ま
に
未
発
表
原
稿
を
渡
し
た
と
こ
ろ
、
鈴
木
氏
は
著
書
に
拙
稿
の
成
果
を
引
用
し
、
ま
た
内
容
に
も
取

り
入
れ
て
く
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、「
坂
上
田
村
麻
呂
」
で
か
な
り
力
を
入
れ
て
論
じ
た
の
が
、
福
井
俊
彦
・
伊
藤
循
、
そ
れ
に
鈴
木
氏
ら

の
、
桓
武
は
征
夷
と
造
都
を
対
応
さ
せ
て
実
施
し
た
と
い
う
議
論
の
批
判
で
あ
っ
た
こ
と
が
事
態
を
複
雑
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
鈴

木
氏
は
、
拙
稿
の
批
判
を
取
り
入
れ
て
旧
説
を
大
幅
に
改
め
た
の
で
あ
る
が
、
一
般
書
と
い
う
性
格
も
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
と
く
に
記

し
て
い
な
い（
こ
の
辺
の
こ
と
は
鈴
木
氏
の
論
考
で
も
ふ
れ
て
い
る
）。
そ
の
後
『
古
代
の
人
物
』
が
日
の
目
を
見
な
い
ま
ま
一
〇
年
ほ
ど
経

過
し
た
こ
ろ
、
ア
テ
ル
イ
座
談
会
の
話
が
も
ち
上
が
り
、
結
果
的
に
熊
谷
が
編
者
と
な
っ
て
、
序
論
を
書
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時
点

で
も
『
古
代
の
人
物
』
の
刊
行
の
目
途
が
立
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
際
「
坂
上
田
村
麻
呂
」
で
論
じ
た
桓
武
の
征
夷
・
造
都
対
応

論
の
批
判
を
形
に
し
て
お
こ
う
と
思
っ
て
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
『
古
代
の
人
物
』
は
急
転
直
下
、
刊
行
の
運
び

と
な
り
、
一
方
、
ア
テ
ル
イ
座
談
会
の
方
は
諸
般
の
事
情
で
刊
行
が
数
年
延
び
て
、『
ア
テ
ル
イ
と
東
北
古
代
史
』（
高
志
書
院
、
二
〇
一

六
年
）と
し
て
、『
古
代
の
人
物
』
に
一
年
遅
れ
で
刊
行
さ
れ
、
立
て
続
け
に
鈴
木
氏
の
批
判
論
文
が
二
本
つ
づ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
鈴
木


