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１ 

髙
橋
さ
ん
の
５
年
間
の
闘
い 

■
２
０
１
２
年
２
月
：
キ
ス
テ
ム
東
北
支
店
の
岩
手
県
内
営
業
所

で
事
務
担
当
の
臨
時
社
員
と
な
る
。 

■
２
０
１
９
年
４
月
：
正
社
員
と
同
じ
く
フ
ル
タ
イ
ム
、
週
５
日
、

月
給
制
と
な
る
。 

■
２
０
１
９
年
10
月
：
営
業
所
長
に
対
し
、
正
社
員
と
の
待
遇

差
を
問
題
に
し
て
是
正
を
要
求
。 

■
２
０
２
１
年
２
月
：
情
報
労
連
キ
ス
テ
ム
労
組
に
加
入
。
会
社

の
考
え
を
聞
く
だ
け
だ
っ
た
の
で
７
月
に
脱
退
。 

■
２
０
２
１
年
９
月
：
全
国
一
般
宮
城
合
同
労
組
に
加
入
。
団
体

交
渉
を
行
い
、
同
一
賃
金
を
要
求
し
た
が
決
裂
。 

■
２
０
２
２
年
１
月
：
労
契
法
20
条
、
パ
ー
ト
有
期
法
８
、
９

条
、
14
条
違
反
で
盛
岡
地
裁
に
提
訴
。
記
者
会
見
。 

■
２
０
２
４
年
４
月
：
盛
岡
地
裁
が
髙
橋
さ
ん
の
請
求
を
「
契
約

社
員
の
仕
事
は
軽
易
で
責
任
も
軽
い
」
、
「
賞
与
の
目
的
は
正

社
員
の
定
着
」
と
し
て
全
面
棄
却
。
記
者
会
見
で
抗
議
し
、 

      

控
訴
を
表
明
。 

■
２
０
２
４
年
８
月
：
仙
台
高
裁
で
第
１
回
控
訴
審
。
次
回
弁
論

期
日
及
び
和
解
協
議
を
も
つ
こ
と
を
確
認
。 

■
２
０
２
４
年
12
月
：
第
２
回
控
訴
審
で
結
審
し
、
判
決
日
を

翌
年
２
月
20
日
と
す
る
。
和
解
協
議
は
継
続
。 

■
２
０
２
５
年
１
月
：
第
４
回
和
解
協
議
で
和
解
が
成
立
。
盛
岡

で
記
者
会
見
。 

 ２ 

盛
岡
地
裁
で
の
敗
訴
と
仙
台
高
裁
で
の
反
撃 

１
月
29
日
、
仙
台
高
裁
に
お
い
て
口
頭
弁
論
と
並
行
し
て
行

わ
れ
て
い
た
第
４
回
和
解
協
議
に
お
い
て
髙
橋
さ
ん
は
、
勝
利
的

な
和
解
を
勝
ち
取
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
キ
ス
テ
ム
本
社
行
動
、

裁
判
傍
聴
、
裁
判
官
へ
の
署
名
活
動
に
よ
っ
て
髙
橋
さ
ん
を
励
ま

し
支
援
し
て
こ
ら
れ
た
全
国
の
皆
様
に
感
謝
し
、
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。 

髙
橋
さ
ん
は
昨
年
４
月
、
非
正
規
労
働
者
へ
の
賃
金
差
別
を 
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全
面
的
に
容
認
し
た
盛
岡
地
裁
に
よ
る
判
決
に
屈
せ
ず
全
国
の
皆

様
に
支
え
ら
れ
て
、
仙
台
高
裁
に
控
訴
。
責
任
あ
る
仕
事
を
し
て

い
る
こ
と
を
示
す
証
拠
多
数
を
提
出
し
て
新
た
な
闘
い
を
開
始
し

ま
し
た
。
控
訴
審
で
は
、
同
じ
営
業
所
で
働
く
同
じ
非
正
規
職
の

警
備
員
３
名
の
方
々
が
髙
橋
さ
ん
の
頑
張
り
に
共
鳴
し
、
髙
橋
さ

ん
が
正
社
員
と
同
じ
仕
事
を
遂
行
し
て
い
た
事
実
を
記
載
し
た
陳

述
書
を
仙
台
高
裁
に
提
出
し
て
く
れ
ま
し
た
。
皆
様
の
厚
い
ご
支

援
と
同
僚
の
方
々
の
力
添
え
が
実
を
結
び
、
以
下
の
通
り
キ
ス
テ

ム
に
解
決
金
60
万
円
を
支
払
わ
せ
、
均
等
待
遇
に
向
け
た
努
力

義
務
を
課
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

ま
た
、
当
初
キ
ス
テ
ム
側
が
求
め
た
口
外
禁
止
条
項
（
守
秘

義
務
）
を
退
け
た
こ
と
に
よ
り
、
裁
判
闘
争
の
全
過
程
を
明
ら
か

に
し
、
多
く
の
方
々
と
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

 

以
下
、
和
解
文
（
２
項
及
び
５
～
７
項
は
手
続
き
の
項
目
に
つ

き
省
略
し
ま
す
） 

 

１ 

被
控
訴
人
は
、
控
訴
人
に
対
し
、
本
件
解
決
金
と
し
て
60
万

円
の
支
払
い
義
務
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。 

３ 

被
控
訴
人
は
、
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
雇
用
労
働
者
の
雇

用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
第
３
条
に
事
業
主
等
の
責

務
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
短
時
間
・
有
期

雇
用
労
働
者
に
つ
い
て
、
そ
の
就
業
の
実
態
等
を
考
慮
し
て
、

適
正
な
労
働
条
件
の
確
保
、
教
育
訓
練
の
実
施
、
福
利
厚
生

の
充
実
そ
の
他
の
雇
用
管
理
の
改
善
及
び
通
常
の
労
働
者
へ

の
転
換
の
推
進
に
関
す
る
措
置
等
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、

通
常
の
労
働
者
と
の
均
衡
の
と
れ
た
待
遇
の
確
保
等
を
図
り
、

当
該
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
を
有

効
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
今
後
も
継
続
し
て

努
め
る
。 

４ 

控
訴
人
は
、
被
控
訴
人
の
契
約
社
員
と
し
て
定
年
後
再
雇
用

の
継
続
を
希
望
す
る
と
き
は
、
今
後
も
、
被
控
訴
人
の
定
め

る
就
業
規
則
及
び
そ
の
他
の
社
内
ル
ー
ル
を
遵
守
す
る
と
と

も
に
誠
実
に
業
務
に
取
り
組
む
こ
と
を
約
束
す
る
。 

 

髙
橋
さ
ん
は
和
解
成
立
後
の
記
者
会
見
で
「
裁
判
は
終
わ
り

ま
す
け
ど
、
非
正
規
の
人
達
の
待
遇
改
善
に
向
け
て
何
か
力
に
な

る
こ
と
が
あ
れ
ば
今
後
も
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
」
と

抱
負
を
述
べ
、
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
で
放
映
さ
れ
ま
し
た
。 

昨
年
４
月
、
盛
岡
地
裁
は
判
決
文
に
臆
面
も
な
く
、
「
２
０
２

０
年
10
月
の
大
阪
医
科
薬
科
大
判
決
を
判
断
枠
組
み
と
す
る
」

と
記
載
し
て
、
個
別
事
件
の
事
実
関
係
を
審
理
す
る
の
で
は
な
く
、

最
高
裁
判
決
を
無
理
や
り
当
て
は
め
て
髙
橋
さ
ん
の
請
求
を
棄
却

し
ま
し
た
。
盛
岡
地
裁
が
押
し
付
け
た
こ
の
最
高
裁
判
決
も
髙
橋

さ
ん
と
同
じ
く
賞
与
を
支
給
さ
れ
な
い
非
正
規
の
女
性
事
務
職
員
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が
正
社
員
と
の
均
等
均
衡
待
遇
を
求
め
た
事
件
で
す
。
２
０
０
０

万
人
に
達
し
た
非
正
規
労
働
者
（
多
く
は
女
性
）
を
低
賃
金
に
据

え
置
く
た
め
、
支
持
率
低
下
が
進
む
自
公
に
代
わ
っ
て
最
高
裁
を

頂
点
と
す
る
司
法
権
力
が
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。 

同
じ
こ
と
が
非
正
規
労
働
者
の
無
期
転
換
権
を
め
ぐ
っ
て
の

司
法
判
断
に
つ
い
て
も
言
え
ま
す
。 

就
業
か
ら
５
年
目
の
労
働
契
約
書
に
「
次
回
は
契
約
を
更
新

し
な
い
」
旨
の
「
不
更
新
条
項
」
を
記
載
し
た
り
、
就
業
規
則
に

「
勤
務
継
続
の
上
限
を
５
年
と
す
る
」
と
い
っ
た
記
載
を
行
っ
た 

り
す
れ
ば
、
無
期 

転
換
を
逃
れ
て
雇
止

め
で
き
る
と
し
た
判

決
が
最
高
裁
を
頂

点
に
出
さ
れ
て
い

ま
す
。
労
働
契
約
法

18

条
が
定
め
た
就

業
５
年
目
で
の
無
期

転
換
ル
ー
ル
を
無
力

化
し
雇
止
め
を
可
能

と
す
る
司
法
の
判

定
で
す
。
使
い
捨

て
可
能
な
非
正
規
労 

働
者
を
維
持
す
る
た
め
の
脱
法
行
為
を
裁
判
所
が
認
め
て
し
ま
っ

て
い
ま
す
。 

資
本
に
と
っ
て
非
正
規
労
働
者
の
価
値
は
低
賃
金
で
働
か
せ
、

か
つ
雇
止
め
が
で
き
る
こ
と
で
す
。
６
０
０
兆
円
を
超
え
る
ま
で

に
増
え
た
大
企
業
の
内
部
留
保
の
源
泉
は
、
非
正
規
労
働
者
を
増

大
さ
せ
た
こ
と
に
あ
る
と
も
言
え
ま
す
。
非
正
規
労
働
の
う
ま
み

を
失
わ
せ
る
同
一
労
働
同
一
賃
金
や
、
無
期
転
換
権
の
行
使
に
よ

る
待
遇
改
善
は
、
資
本
の
利
益
追
求
と
本
質
的
に
相
い
れ
な
い
も

の
で
す
。
ま
た
、
無
期
転
換
を
ク
リ
ア
し
て
も
、
賃
金
条
件
の
据

え
置
き
が
普
通
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
非
正
規
労
働
者
及
び
無
期

転
換
後
も
変
わ
ら
な
い
低
賃
金
層
の
労
働
者
は
彼
ら
に
と
っ
て
決

し
て
手
放
せ
な
い
宝
で
あ
り
、
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
理
屈

を
つ
け
て
無
権
利
状
態
を
維
持
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
違
法
を
規
制
す
べ
き
裁
判
所
が
こ
の
と
こ
ろ
、
「
労
使

間
の
紛
争
に
介
入
し
な
い
労
使
の
自
治
を
尊
重
」、「
賃
金
は
経
営

判
断
に
委
ね
る
べ
き
」
と
し
て
、
差
別
を
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
て

い
る
の
が
現
状
で
す
。
非
正
規
労
働
者
の
権
利
闘
争
を
推
進
す
る

に
あ
た
っ
て
、
個
別
企
業
と
の
闘
い
を
超
え
、
司
法
の
場
で
の
反

撃
体
制
を
構
築
す
る
必
要
性
を
強
く
感
じ
ま
す
。
私
た
ち
は
髙
橋

さ
ん
の
５
年
間
の
闘
い
を
全
国
で
共
有
し
次
の
闘
い
に
生
か
さ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

（
ほ
し
の 

け
ん
た
ろ
う
） 

支援者からお祝いの花束を受け取る髙橋さん 
２０２５年２月２３日、仙台市 

 


