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９
月
２
０
日
、
私
た
ち
Ｊ
Ｍ
Ｉ
Ｔ

Ｕ
セ
ガ
グ
ル
ー
プ
分
会
は
、
秋
闘
・

年
末
一
時
金
要
求
を
、
Ｓ
Ｈ
Ｄ
、
Ｓ

Ｉ
Ｃ
、
Ｓ
Ｌ
Ｓ
の
３
社
に
提
出
し
ま

し
た
。
要
求
項
目
２
２
項
目
は
以
下

の
通
り
で
す
。 

 ・
新
人
事
制
度
を
廃
止
し
、
導
入
前 

の
賃
金
体
系
に
戻
す
こ
と
。 

 

・
エ
リ
ア
社
員
の
身
分
制
度
を
廃
止

し
、
正
社
員
に
す
る
こ
と
。
た
だ

し
退
職
金
は
エ
リ
ア
社
員
で
あ

っ
た
勤
続
期
間
を
加
算
す
る
こ

と
。 

 

・「
育
児
休
業
及
び
育
児
短
時
間 

勤
務
」「
介
護
休
業
及
び
介
護
短 

時
間
勤
務
」
を
取
得
し
た
場
合
は
、 

     

給
料
及
び
一
時
金
を
１
０
０
％

保
障
す
る
こ
と
。 

 

・
高
齢
者
再
雇
用
に
お
け
る
有
期
契 

約
社
員
の
給
与
を
、
定
年
時
の
月 

額
基
準
内
賃
金
の
１
０
０
％
で 

算
定
し
支
給
す
る
こ
と
。 

 

・
リ
ロ
ポ
イ
ン
ト
を
減
額
し
た
時
点 

に
遡
及
し
、
元
に
戻
す
こ
と
。 

 

・
事
業
所
の
移
転
・
統
廃
合
、
会
社

分
割
・
合
併
・
営
業
譲
渡
な
ど
企

業
組
織
の
変
更
、
子
会
社
の
設
立
、

海
外
へ
の
生
産
移
転
、
工
場
・
営

業
所
の
進
出
、
新
業
種
の
進
出
・

業
種
転
換
、
資
本
の
移
動
、
企
業 

間
提
携
、
廃
業
、
企
業
倒
産
に
か 

か
わ
る
私
的
・
法
的
手
続
き
の
申

立
・
実
行
、
そ
の
他
、
重
要
な
経

営
施
策
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
労

組
合
と
事
前
に
協
議
し
、
同
意
を

得
た
う
え
で
実
行
す
る
こ
と
。 

 

・
一
日
実
働
七
時
間
、
週
五
日
制
、 

三
十
五
時
間
労
働
と
す
る
こ
と
。 

 

・
退
職
金
を
勤
続
一
年
に
つ
き
基
準 

内
賃
金
の
二
ヶ
月
分
と
す
る
こ
と
。 

 

・
社
会
保
険
料
の
負
担
割
合
を
労
使 

三
対
七
に
す
る
こ
と
。 

 

・
組
合
事
務
所
を
貸
与
す
る
こ
と
。 

 

・
業
務
外
傷
病
有
給
休
暇
を
、
一
般 

従
業
員
に
も
現
行
一
〇
日
か
ら 

最
高
六
〇
日
（
休
日
除
く
）
を
与 

え
る
こ
と
。
診
断
書
代
の
実
費
を 

会
社
負
担
と
す
る
こ
と
。 

 

・
ア
ル
バ
イ
ト
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー 

に
退
職
金
制
度
を
設
け
る
こ
と
。 

・
組
合
活
動
時
間
一
ヶ
月
二
十
時
間 

を
有
給
で
与
え
る
こ
と
。 

 

・
勤
続
三
ヶ
月
以
上
の
、
本
人
の
結 

婚
祝
い
金
を
現
行
五
万
円
か
ら 

一
〇
万
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。 

 

・
忌
引
休
暇
を
、
喪
主
七
日
、
正
父 

母
・
配
偶
者
・
子
供
の
場
合
七
日
、 

祖
父
母
・
兄
弟
・
姉
妹
・
配
偶
者 

の
父
母
の
場
合
五
日
、
伯
（
叔
） 

父
・
伯
（
叔
）
母
・
配
偶
者
の
兄 

弟
の
場
合
二
日
に
す
る
こ
と
。 

 

・
ア
ル
バ
イ
ト
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
、 

派
遣
・
請
負
社
員
を
本
人
の
希
望 

が
あ
れ
ば
正
社
員
に
す
る
こ
と
。 

 

・
本
人
が
結
婚
す
る
と
き
の
結
婚 

 

休
暇
は
、
連
続
二
週
間
（
休
日 

含
む
）
と
し
、
子
供
が
結
婚
す
る

と
き
は
三
日
（
休
日
を
含
ま
ず
）

と
す
る
こ
と
。 

 

２
０
１
７
年 

秋
闘
・年
末
一
時
金
要
求
提
出 

 

夏
季
一
時
金
よ
り
ア
ッ
プ
を
！ 

   



・
家
族
手
当
を
妻
三
万
円
、
子
二
万 

円
と
す
る
こ
と
。 

 

・
借
り
上
げ
社
宅
へ
の
入
居
期
限
を
、 

現
行
３
年
か
ら
５
年
に
す
る
こ

と
。 

 

・
弁
当
代
補
助
を
一
カ
月
一
万
円
支 

給
す
る
こ
と
。 

 

・
２
０
１
７
年
年
末
一
時
金
と
し
て
、

基
準
内
賃
金
プ
ラ
ス
家
族
手
当

の
四
カ
月
分
を
支
給
す
る
こ
と
。 

た
だ
し
査
定
を
行
わ
な
い
こ
と
。

及
び
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
、
ア
ル
バ

イ
ト
従
業
員
に
も
、
年
末
一
時
金

を
支
給
す
る
こ
と
。 

 

Ｓ
Ｈ
Ｄ
・
Ｓ
Ｉ
Ｃ
独
自
の
要
求 

・
裁
量
労
働
手
当(

２
２
時
間
分)

を

基
準
内
賃
金
に
入
れ
る
こ
と
。 

 

・
有
給
を
時
間
で
取
得
で
き
る
よ
う

に
す
る
こ
と
。 

Ｓ
Ｌ
Ｓ
独
自
の
要
求 

 

・
佐
倉
南
総
及
び
矢
口
事
業
所
に 

シ
ャ
ワ
ー
室
を
設
け
る
こ
と
。 

 

・
セ
レ
ク
ト
休
暇
に
て
半
休
を
使
用

で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 

年
末
一
時
金
は
夏
季 

一
時
金
よ
り
ア
ッ
プ
を
！ 

 

今
回
の
春
闘
会
社
回
答
で
は
、

「
今
期
は
業
績
が
良
く
回
復
し

た
と
判
断
し
、
係
数
を
２
．
２
５

に
戻
し
た
の
で
は
な
く
、
今
ま
で

の
１
．
７
５
に
０
．
５
の
せ
る
と

い
う
考
え
だ
。
」
と
回
答
し
て
い

ま
し
た
。
年
末
一
時
金
は
夏
以
上

に
係
数
を
上
げ
て
よ
い
年
を
迎

え
さ
せ
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。 

 

新
人
事
制
度
の
廃
止
を
！ 

 

下
期
に
入
り
、
面
倒
な
上
期
の
目

標
達
成
度
と
新
た
な
下
期
の
目
標

設
定
の
最
中
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。 

半
期
ご
と
で
目
標
設
定
を
行
い
、

そ
の
目
標
の
達
成
度
に
よ
っ
て
評

価
が
変
わ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、

実
態
は
事
前
に
人
事
で
決
め
ら
れ

た
各
評
価
の
分
布
比
率
に
従
っ
て
、

従
業
員
に
割
り
振
ら
れ
て
い
る
だ

け
な
の
で
、
目
標
を
達
成
し
た
と
し

て
も
、
他
の
部
員
と
の
相
対
評
価
で

順
位
を
決
め
ら
れ
、
こ
の
比
率
に
合

う
よ
う
に
調
整
が
さ
れ
て
い
る
。 

昇
格
の
基
準
も
あ
い
ま
い
、
こ
の

制
度
に
理
解
納
得
を
し
て
い
る
社

員
は
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

 裁
量
労
働
手
当
を
基
準
内
に
！ 

 

ま
た
、
フ
レ
ッ
ク
ス
制
度
導
入
に

よ
り
、
裁
量
労
働
手
当
が
廃
止
さ
れ

ま
し
た
が
、
一
部
で
は
制
度
導
入
前

と
同
等
の
仕
事
を
し
て
い
る
の
に
、

賃
金
が
下
が
る
と
い
う
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。
裁
量
労
働
手
当
を
基
準

内
賃
金
に
盛
り
込
む
べ
き
で
す
。 

育
児
・介
護
休
業
・短
時
間
勤
務 

６
０
歳
以
降
の
継
続
雇
用 

労
働
者
の
賃
金
改
善
を
！ 

 

育
児
や
介
護
休
業
・
短
時
間
勤
務

を
取
得
す
る
事
に
よ
り
、
減
給
や
査

定
の
対
象
に
す
る
の
は
問
題
で
す
。

何
の
為
の
制
度
な
の
か
考
え
て
欲

し
い
も
の
で
す
。 

高
齢
者
再
雇
用
に
お
け
る
有
期

契
約
社
員
の
給
与
を
、
６
０
％
に
下

げ
ら
れ
て
も
以
前
は
報
酬
比
例
部

分
の
支
給
が
あ
り
何
と
か
な
り
ま

し
た
が
、
今
は
報
酬
比
例
部
分
の
支

給
が
伸
び
て
い
ま
す
。
少
な
く
と
も

報
酬
比
例
部
分
が
支
給
さ
れ
る
ま

で
は
１
０
０
％
支
給
す
る
べ
き
で

す
。
こ
れ
で
は
働
い
て
い
る
の
に
生

活
も
ま
ま
な
り
ま
せ
ん
。 

 ２
０
１
７
年
秋
闘
・
年
末
一
時
金
に

つ
い
て
の
会
社
回
答
は
、
１
０
月
４

日
（
水
）
で
す
。 

 



シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト 

終 
活 

 
 
 
 
 
 
 
 

仙
洞
田
一
彦 

 

つ
い
こ
の
間
テ
レ
ビ
で
身
辺
整

理
の
話
を
し
て
い
た
。
終
活
と
言

っ
て
い
た
。
最
近
な
ん
に
で
も
「
活
」

を
つ
け
る
。
し
ゅ
う
か
つ
で
も
終

り
の
方
で
は
な
く
、
就
く
方
の
就

活
も
あ
る
。
婚
活
。
眠
活
。
寝
活
。

や
せ
活
。
デ
ブ
活
。
お
し
ゃ
活
。

聞
き
な
れ
て
い
る
の
は
生
活
。
死

活
は
、
死
ぬ
こ
と
生
き
る
こ
と
で
、

死
ぬ
活
動
で
は
な
い
。
死
活
問
題

に
直
面
と
い
え
ば
、
大
変
切
羽
詰

ま
っ
た
状
態
に
あ
る
こ
と
。 

「
終
活
」
と
は
テ
レ
ビ
を
見
て
い

る
と
、
生
き
て
い
る
う
ち
に
「
後

始
末
」
す
る
こ
と
の
よ
う
だ
。
老

夫
婦
が
、
見
た
感
じ
わ
た
し
よ
り

若
く
見
え
る
夫
婦
だ
が
、
家
に
あ

る
も
の
を
遺
品
整
理
屋
に
渡
し
て

い
た
。
ア
ウ
ト
・
ド
ア
・
ラ
イ
フ

が
趣
味
だ
と
か
で
、
野
外
用
の
バ

ー
ベ
キ
ュ
ー
セ
ッ
ト
、
キ
ャ
ン
プ

用
品
な
ど
を
処
分
し
て
い
た
。
ま

だ
生
き
て
い
る
か
ら
遺
品
は
お
か

し
い
が
、
品
物
を
渡
し
て
い
る
相

手
は
遺
品
整
理
屋
と
言
っ
て
い
た

よ
う
な
気
が
す
る
。 

暮
れ
に
団
地
に
住
む
方
が
亡
く

な
っ
た
。
警
察
官
が
来
て
い
た
と

い
う
か
ら
、
死
因
不
明
の
孤
独
死

な
の
か
。
年
齢
を
聞
い
て
み
た
ら
、

わ
た
し
よ
り
若
い
。
が
っ
し
り
し

た
体
格
だ
っ
た
が
、
数
年
前
か
ら

急
に
痩
せ
て
、
足
を
引
き
ず
る
よ

う
に
し
て
い
た
。 

「
痛
む
ん
で
す
か
」 

 

と
、
声
を
掛
け
た
ら
、 

「
え
え
」 

 

と
い
う
返
事
が
あ
っ
た
。 

別
れ
た
の
か
、
別
居
し
て
い
た

の
か
、
そ
の
あ
た
り
の
事
情
は
知

ら
な
い
が
、
奥
さ
ん
が
来
て
片
付

け
を
し
て
い
た
。
わ
た
し
は
団
地

の
役
員
だ
っ
た
か
ら
香
典
の
手
配

な
ど
を
し
た
が
、
香
典
を
渡
す
き

っ
か
け
を
逃
し
て
し
ま
い
そ
う
に

な
る
く
ら
い
、
あ
わ
た
だ
し
く
片

づ
け
を
し
て
、
部
屋
を
空
に
し
て

し
ま
っ
た
。 

バ
イ
ク
運
搬
専
用
の
ト
ラ
ッ
ク

が
来
て
バ
イ
ク
を
持
っ
て
行
っ
た
。

バ
イ
ク
が
好
き
な
人
ら
し
く
、
そ

の
片
付
け
が
終
わ
っ
た
ら
、
三
台

か
四
台
分
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
が
空

い
て
い
た
。 

毎
朝
ど
こ
へ
行
く
の
か
知
ら
な

い
が
、
そ
の
人
は
、
一
番
小
さ
い

バ
イ
ク
の
、
し
か
も
古
い
や
つ
で
、

も
の
す
ご
い
音
を
立
て
て
出
掛
け

て
行
っ
た
。
家
の
中
に
い
て
も
、

バ
リ
バ
リ
と
何
か
壊
れ
る
よ
う
な

バ
イ
ク
の
音
が
聞
こ
え
た
。 

「
あ
あ
、
お
出
か
け
だ
」 

 

と
、
わ
た
し
は
思
っ
た
も
の
だ
。

後
か
ら
思
え
ば
、
歩
く
の
も
大
変

だ
っ
た
の
で
、
ど
こ
に
行
く
に
も

乗
っ
て
出
か
け
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
自
転
車
に
乗
っ
て
い
る
姿
も

見
か
け
た
覚
え
が
な
い
。 

 

聞
か
れ
な
く
な
っ
た
朝
の
バ
イ

ク
の
音
。
空
っ
ぽ
の
バ
イ
ク
置
場

を
見
る
と
、
い
な
く
な
っ
た
と
感

じ
る
。
生
前
、
そ
の
片
付
け
を
や

る
の
を
終
活
と
い
う
の
か
。 

 

わ
た
し
の
終
活
対
象
で
、
特
に

問
題
に
な
る
の
は
本
や
資
料
だ
。

ア
ウ
ト
・
ド
ア
・
ラ
イ
フ
の
夫
婦

の
よ
う
に
、
生
き
て
い
る
う
ち
に

処
分
で
き
た
ら
、
さ
ぞ
さ
っ
ぱ
り

す
る
だ
ろ
う
な
と
思
う
。
本
や
資

料
が
な
く
な
れ
ば
、
悟
り
を
開
い

た
人
間
の
よ
う
に
暮
ら
す
こ
と
が

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

今
一
九
九
八
年
と
一
九
九
九
年

の
頃
の
話
を
小
説
に
し
て
い
る
。



そ
の
頃
と
い
う
の
は
忙
し
く
て
、

ビ
ラ
で
も
、
レ
シ
ー
ト
で
も
、
源

泉
徴
収
票
も
、
健
康
診
断
の
結
果

も
、
帰
宅
し
た
ら
、
そ
の
ま
ま
積

ん
で
置
い
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
つ

い
三
年
前
ま
で
、
そ
の
ま
ま
だ
っ

た
。
紙
を
積
ん
だ
も
の
だ
か
ら
外

側
は
ほ
こ
り
を
か
ぶ
っ
て
い
る
が
、

中
は
汚
れ
て
い
な
い
。
そ
う
い
っ

た
山
は
、
そ
れ
が
最
後
だ
っ
た
。

他
の
年
代
の
も
の
は
整
理
し
た
と

い
う
か
、
必
要
だ
と
思
わ
れ
た
も

の
以
外
は
捨
て
た
。
九
八
年
、
九

九
年
の
も
の
を
大
分
片
付
け
た
と

い
う
か
捨
て
た
後
、
そ
の
頃
の
こ

と
を
小
説
に
し
て
み
よ
う
と
思
っ

た
の
だ
。
す
る
と
片
付
け
の
手
が

止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
捨
て
ら
れ

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

 

そ
の
前
の
時
代
の
も
の
も
捨
て

な
け
れ
ば
良
か
っ
た
、
と
後
悔
し

た
。
で
も
、
も
う
駄
目
だ
。
要
す

る
に
書
い
て
い
る
限
り
捨
て
ら
れ

な
い
の
だ
。
本
も
そ
う
だ
。
月
刊

誌
も
大
分
捨
て
た
が
、
小
説
を
書

き
始
め
る
と
、
後
悔
の
念
が
起
き

て
、
捨
て
る
の
を
中
止
す
る
。 

つ
い
こ
の
間
、
大
宅
壮
一
文
庫

を
取
材
し
た
テ
レ
ビ
番
組
を
見
た
。

こ
こ
に
は
国
立
図
書
館
よ
り
も
週

刊
誌
が
そ
ろ
っ
て
い
る
ほ
ど
だ
と

か
言
っ
て
い
た
。
紹
介
さ
れ
る
ま

で
も
な
く
、
そ
の
時
発
行
さ
れ
た

本
と
い
う
の
は
貴
重
だ
。
後
か
ら

そ
の
時
代
を
研
究
し
た
本
は
本
で
、

別
の
貴
重
さ
が
あ
る
が
、
時
代
の

雰
囲
気
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
の
は

当
時
の
週
刊
誌
、
月
刊
誌
だ
。
無

論
日
々
発
行
さ
れ
る
新
聞
も
そ
う

だ
が
。 

 

ネ
ッ
ト
で
も
か
な
り
調
べ
ら
れ

る
時
代
に
は
な
っ
た
。
し
か
し
、

現
物
に
は
か
な
わ
な
い
。
ネ
ッ
ト

も
、
間
違
っ
た
も
の
を
そ
の
ま
ま

コ
ピ
ー
・
ア
ン
ド
・
ペ
ー
ス
ト
し

て
あ
る
も
の
が
結
構
あ
る
。
原
典

に
当
た
る
の
が
大
事
。 

 

ビ
ラ
も
そ
う
だ
。
こ
の
日
に
発

行
さ
れ
た
ビ
ラ
に
は
こ
う
書
い
て

あ
る
と
教
え
ら
れ
て
も
、
実
際
の

現
物
を
手
に
取
る
と
、
そ
れ
以
上

の
情
報
が
入
っ
て
く
る
。
そ
の
番

組
で
も
言
っ
て
い
た
。
週
刊
誌
の

見
出
し
や
記
事
の
大
小
、
写
真
の

大
小
な
ど
が
分
か
る
、
と
。
大
小

で
、
そ
の
時
、
そ
の
編
集
者
が
、

ど
の
事
件
を
重
要
視
し
て
い
た
か

が
分
か
る
。 

 

ノ
ー
ト
や
手
帳
で
手
書
き
の
も

の
の
情
報
は
も
っ
と
微
妙
な
と
こ

ろ
ま
で
伝
え
て
く
れ
る
。
そ
う
し

た
「
当
時
」
の
も
の
を
繰
り
返
し

読
む
と
、
当
時
が
思
い
出
さ
れ
る

し
、
当
時
見
え
て
い
な
か
っ
た
も

の
も
見
え
て
く
る
。 

ア
ウ
ト
・
ド
ア
・
ラ
イ
フ
の
人

も
、
道
具
を
見
る
と
そ
の
時
代
の
、

あ
る
時
、
あ
る
場
所
の
雰
囲
気
が

よ
み
が
え
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ

を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
記
憶

も
捨
て
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
か

も
知
れ
な
い
。 

 

本
の
末
尾
に
は
引
用
文
献
、
参

考
文
献
の
一
覧
ま
で
あ
る
か
ら
、

本
も
捨
て
ら
れ
な
い
。
要
す
る
に

そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
か
ら

捨
て
ら
れ
な
い
の
だ
。 

 

し
か
し
、
子
供
た
ち
に
本
を
捨

て
さ
せ
る
の
は
気
の
毒
だ
か
ら
、

生
き
て
い
る
う
ち
に
片
付
け
て
お

い
て
や
ろ
う
―
―
な
ん
て
い
う
け

な
げ
な
思
い
が
去
来
す
る
。 

そ
の
殊
勝
な
心
掛
け
の
裏
で
、

「
二
百
円
均
一
古
本
セ
ー
ル
」
な

ん
て
い
う
文
字
が
目
に
入
る
と
、

欲
し
い
本
が
必
ず
見
つ
か
る
よ
う

な
気
が
し
て
来
て
、
落
ち
着
か
な

く
な
る
。 



= 川崎よしき

野
原
に
は

マ
ダ

ニ
が

や
り
ま
し
よ
つ
～

危
険
が
い
っ
ぱ
い

こ
ろ
が
つ
て


