
広
津

さ
ん
の
こ
と

古

山

登

横
浜

の
近

代
文

学
館

で
は

「文

学

の
挿
絵

と
装

慎
展
」

の
後

企
画

と

し

て

「
広
津
和
郎

展
」

を
計
画

・
準
備
中

と

い
う

こ
と
だ
。

広
津
和
郎

(
明
24
～
昭

43
)

と
云

っ
て
も
没
後

三
十
年

近

い
今

で
は
人
柄

も

業
績
も
知

る
入

は
少
な

か
ろ
う
が
、

私

に
と

っ
て
は
最

も
懐

か
し

い
作
家

の

一

人

で
あ

る
。

広
津

さ
ん
は
、
徳

田
秋
声

・
一
穂

の
父
子
、
吉
行

エ
イ

ス
ケ
と
淳
之
介

・
理

恵
兄
妹
、
大
宰

治
と
津
島
佑

子

・
太
田
治
子

の
異

母
姉
妹

、
村
松
梢
風

・
友

視

等
例
が

な

い
で
は
な

い
が
、
家
名

や
七
光
り
が
効

か
な

い

一
代
限

り

の
小
説
家

の
世
界

に
在

っ
て
父
柳
浪

(文

久
1
～
昭
3
)
娘
桃

子

(
大

7
～
昭

63
)

と

三

代

に
亘

っ
て
小
説
家
と

い
う
珍

ら
し

い
家
系

で
、
戦
前

は
創
作

の
傍

ら
当

時

の

非
左
翼
作

家

と
し

て
は
珍
ら

し

い
思
想

・
社

会

に
関

心
を

示
し
、
「
神
経
病

時

代
」

(
『中
央

公
論
』
大

6

・
10
)
「
風
雨
強

か
る
べ
し
」

(
『報
知
新

聞
』
昭

8
・

8
～
同

9

・
3
)
等

の
問
題
作

を
発
表

す
る

一
方

、
「
怒
れ

る

ト

ル
ス
ト
イ
」

(
『
ト

ル
ス
ト
イ
研
究
』
大

6

・
2
～

3
)
「
さ
ま

よ

へ
る
琉

球

人
」

(
『
中
央

公

論
』
大

15

・
3
)
な
ど

の
論
評

を
通
じ

て
、

一
貫

し

て
知
識
人
と

し
て
多

く

の

悩

め
る
知

識
人
や
文
化
人

の
支

持
を
受
け

た
。

私
が
広
津

和
郎

の
名

に
初

め
て
接
し

た
の
は
中
学

二
年

の
時
、

一
応
少
年

小

説
を
卒
業

し

て
家

に
在

っ
た
改
造

社
版

『現
代

日
本

文
学
全
集
』

や
新
潮

社
版

『世
界
文

学
全
集
』
な
ど

を
無
作

為

に
読

み
漁

る
よ
う

に
な

っ
た
頃

だ

っ
た
が
、

正
直

言

っ
て
同
世
代

の
宇
野
浩

二

(明

24
～
昭

36
)
、
葛

西
善

蔵

(明

20
ー
大

3
)
、
佐
藤

春
夫

(明

25
～
昭
39
)
な
ど

に
比

べ
て
読

後

の
印
象

は
弱

か

っ
た
。

し
か

し
翌

三
年
時
夏

休

み
前

に

『子

を
貸

し
屋
』

(宇

野
浩

二
、
大

13
、
文

興
院
)

『
人
生
劇

場

・
青
春
篇

』
(
尾
崎

士
郎
、

昭

10
、
竹

村
書

房
)

『
田
園

の

憂
鬱

』
(
佐
藤
春

夫
、
大

8
、

新
潮
社
)

『
サ

ー

ニ
ソ
』
(
ア
ル

ツ

ィ
バ

ー

シ

ェ

フ
、
改
造

文
庫
)
な
ど

と

一
緒

に
古
本
屋

で

一
括
購
入

し
た

『風

雨
強
か

る
べ

し
』

(
昭
和

9
、
改

造
社
)

に
接

し
、
私

の
広
津
和

郎
観

は

一
変

し

た
。
凄

い

作
家

だ
と
思

っ
た
。

こ

の
作

品

の
主
人

公
佐
貫
駿

一
は
大
正
末
期

か
ら
昭
和
初
頭

に
か
け

て
全
盛

を
極

め
た
左
翼
が
退
潮

し
、
代

っ
て
軍

国
主
義

の
靴
音
が

日
増

し
に
高
ま
り
始

め
た
昭
和
初
期

の
大
学
生

で
、
社
会
全
般

の
右

傾
化
軍
国
化

に
は
反
対
だ
が

イ
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デ

オ

ロ
ギ
ー
主
導

の
左
翼

に
も
随

い
て
行
け

な

い
、
か
と
云

っ
て
時
代

の
浅
薄

な
享
楽
主
義

に
も
同
調

で
き

な

い
、
良
心
的
だ
が

非
行
動
的
な
当
時

の
典
型
的

な

"
悩

め
る
知
識
人
"

で
も
あ

っ
た
。
ま

た
、
彼

は
彼

の
亡
父

の
遺
産

を
管
理

し
て
く
れ
て

い
る
実
業
家
飯
島

千
太

の
令
嬢

ヒ
サ

ヨ
と
親

し
く

し
て

い
た
が
、

一
方
大
学

の
社
会
科
学
研
究
会

で
知
り
合

っ
た
女
子
大
生
梅
島

ハ
ル
子

に
心
惹

か
れ
る
よ
う

に
な
り
、

そ

の
間

に
在

っ
て
二
重

に
苦
し
む
。

ハ
ル
子
も

一
時

は
駿

一
の
愛

に
応
え

よ
う
と
す

る
が
結
局
階
級

的
使
命
感
を

捨

て
き
れ
ず
駿

一
の
許

を
去
り
、
駿

一
も

や
が

て
ヒ
サ

ヨ
と
結
婚

す

る
。

し
か

し
駿

一
は
、
岳
父

の
事
業

を
継
ぐ

で
も

な
く
、
ま

た
公
務
員

や
大
企
業

に
職

を

求

め
る

で
も
な

く
、

ヒ
サ

ヨ
と

一
緒

に
小
さ
な
洋
裁
店

を
開

き
、
市
井

の

一
市

民
と
し

て
平
穏

に
生

き
る

こ
と
を
決
意

す
る
。

こ

の
作
品
が
書

か
れ
た

の
は
日
本
が
中

国
侵
略
を
開
始

し
た
満
洲
事
変

.
上

海
事

変

(昭

6
)
直
後

の
昭
和

八
～
九
年

、
私
が
読

ん
だ

の
が
日
中
戦
争
開
始

か
ら
四
年
目

の
昭
和

十

五
年

で
、
軍

国
化

の
度
合

い
に
は
大
き
な
差
が
あ

り
、

駿

一
は
左
右

両
翼

の
思
想

の
谷
間

で
苦

し
む
が
、
私

の
周
辺

に
は
最
早

サ

ヨ
ク

の
サ
の
字
も

な
く
戦
争
政
策
批
判

、
体

制
批
判

な
ど

一
切
許
さ
れ
な

く
な

っ
て

い
た
。
だ

か
ら
こ
そ
、
な

の
か
も
知

れ
な

い
が

国
や
体

制

・
社
会

に
正

対
し
、

そ

の
矛
盾

か
ら
目
を
外
ら

そ
う
と
し
な

い

"
左
翼

人
"

で
な

い
男
、
佐
貫
駿

一

に
私

は

「
人
間
と

し
て
如
何

に
生

く

べ
き

か
」

の
理
想
像
を
見

た
思

い
が

し
た

の
だ

っ
た
。

そ
し

て
、
窃

か
に
自

分
自
身

の
行

く
末
を
佐
貫
駿

一
と
重

ね
合
わ

せ
て
み
た
も

の
だ

っ
た
。

広
津

さ
ん

に
初

め
て
お
会

い
し
た

の
は
、

間

に
敗
戦
を
挟

ん
で

「
風
雨
強

か

る
べ
し
」

に
感
動

し
て
か
ら
約
十
年
後

の
昭
和

二
十

六
年

一
月

で
あ

っ
た
。

場
所

は
新

宿

の
酒

場

「
と

と
や
」
。

こ

の
店

は
新
宿

の
老
舗

中
村
屋

の
裏
手

に
在

っ
た
ビ
ジ

ネ

ス

・
ホ
テ

ル

「
と

と
や
」
が
併

設
し

て
い
た
酒
房

で
、
織

田

作
之
助

(
大

2
～
昭

22
)

の
未
亡
人
昭
子

さ
ん
が
雇
わ
れ

マ
ダ

ム
、
青
野
季
吉

(
明
23
～
昭

36
)
、
伊
藤
整

(
明
38

～
昭

44
)
、
亀

井
勝

一
郎

(
明
40
～
昭

41
)
、

中
島

健
蔵

(
明

36
～
昭
54
)
、
中
野
好
夫

(
明
36
～
昭

60
)

と

い

っ
た
中
央
線
、

小
田
急

、
京
王
線
沿
線

に
住
む
錚

々
た
る
作

家
評
論
家
が
屯

す
る
別
名

「
夜

の

文
芸
家
協
会
」

で
あ

っ
た
か
ら
、
編
集
者

に
な

っ
て

一
年

に
も
満
た
な

い
私

な

ど
が
滅
多

に
顔

を
出
せ

る
所

で
は
な
か

っ
た
。

し

か
し
、

こ

の
日
は
仕
事
だ

か
ら
と
約

束

の
時
間
を
待

っ
て
勇
躍

し
て
出
掛

け
店

に
入

る
な
り

「
広
津
先
生

は
?
」

と
聞
く
と

「広
津
先

生
な
ら

ホ
テ

ル
の

方
じ

ゃ
な

い
か
し
ら
。
聞

い
て
み
て
あ
げ

る
わ
」

と

い
う
昭
子
さ

ん
の
返
事

で

あ

っ
た
。

失
敗

っ
た
、
と
思

っ
た
。
「
と

と
や
」
と

い
う

の
で
私

は
酒

場

の
方

だ

と
ば

か
り
思

い
込

ん

で

い
た

の
だ
が

、
酒
を

飲

ま
な

い
広
津

さ

ん

の
場

合

「
と

と
や
」

は

ホ
テ

ル
だ

っ
た

の
だ
。
熱
海

住

い

の
広
津

さ
ん

は
こ

の
ホ
テ

ル

を
仕
事
場

と
し

て
定
宿

に
し
て

い
た

の
だ

っ
た
。

し
か
し
私
と
昭
子

さ
ん

の
会

話
が
聞

こ
え
た
ら

し
く
奥

か
ら
声

が
し

た
。
「
広
津
が

来

て
る
の
か
。
そ
れ
じ

ゃ
、

や
す

こ

っ
ち

へ
降

り

て
来
な

い
か
、

っ
て
言

っ
て
く
れ
、
青

野
と
保
高

(徳
蔵

・
明

22
～
昭
46
)
が

い
る
か
ら

っ
て
言

っ
て
く
れ
」
青

野
さ

ん
の
声

で
あ

っ
た
。

す

る
と
昭
子

さ

ん
が
す

っ
と
起

ち
上
り
、

「電

話

で
お
呼
び

立

て
し

た
ん
じ

ゃ
失
礼

だ

か
ら
、
私

お
部
屋

の
方

へ
伺

っ
て
み
ま
す
わ
」
と
言

っ
て
店

を
出

て

行

き
、

や
が

て
広
津

さ
ん
を
伴

っ
て
戻

っ
て
来

た
。
し

か
し
、
青

野
、
広
津
、

保
高

と
云
え
ぽ

ほ
ぼ
同
時

期

に
早
稲

田
で
学

ん
だ
何
十
年
来

の
古

い
付

き
合

い

で
私

の
入
り
込

め
る
余

地
は
な
く
、
「
『改
造

』
記
者

・
古
山
登
」

と

い
う
名
刺

を
お
渡

し

し
た
だ

け
で
三
人

の
歓
談
を
聞
き

な
が
ら
、
小

さ
く
な

っ
て

一
番
安

い
ト

リ
ス

・
ウ

ィ
ス
キ

ー
を

チ
ビ

チ
ビ
嘗

め

つ
づ
け

る
ぽ

か
り
で
あ

っ
た
。

、
初
対
面

は
こ
ん
な
風
だ

っ
た
が
、
以
来
広

津
さ

ん
に
は
目
を
懸

け

て
い
た
だ
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き
、
こ

の
年

の
三
月

号

に

「
銀
色

の
月
」

を
頂
載

し
た
の
を
手
始

め

に
翌
年

か

b

ら
替

っ
た
新

し
い
仕
事

場

の

「
双
葉
館
」

に
は
広
津
さ

ん
が
出
京

す
る
度

に
毎

月

お
訪
ね
し
、

パ
チ

ン

コ
屋
や
近
所

の

コ
ー

ヒ
i
店
や
後
楽
園
球

場

に
も

よ
く

お
伴
を

し

た
。
熱

海

の
お
宅

へ
伺

っ
た
時

に

は
、
志

賀

(直

哉

・
明

16
～
昭

46
)

さ
ん
や
谷
崎

(潤

一
郎

・
明

19

ー
昭

40
)

さ

ん
な
ど
熱
海

の
名

士
連
御
贔

屓

の
レ
ス
ト
ラ
ン

「
ス
コ
ッ
ト
」

で

ス
コ
ッ
チ
や
ビ

ー

フ
ス
テ
ー
キ
を
御
馳
走

に
な

っ
た
。
勿
論
、
本
業

の
方

で
も
毎
年

一
作

、
時

に
は
二
作
短
篇

小
説
を
寄

稿

し
て
頂

い
た
。

し
か
し
何
と
云

っ
て
も
私

の
胸

に
強
く
刻

み
込
ま
れ

て
い
る

の
は

『
改
造
』

争
議

に
於

け

る
広
津

さ
ん
で
あ

る
。

改
造
社

は
大
正

八
年

四
月
山
本
実
彦

(明

18
～
昭
27
)

に
よ
り
創

設
、
看
板

雑
誌

『改
造

』

は
い
わ
ゆ

る

「
大
正
デ

モ
ク
ラ

シ
ー
」

の
波

に
も
乗

り
、
昭
和

十
九
年

七
月
政
府

に
よ
り
解
散

・
廃
刊
さ

せ
ら
れ
る
ま

で

『中
央

公
論
』
と
共

に
知
識
人
層

の
オ
ピ

ニ
オ

ソ

・
リ

ー
ダ

ー
の
役
割

を
果

た
し
て
来

た
が

、
戦
後

は
社
主

山
本
実
彦

の
公
職
追
放

と

い
う
事
情
も

あ
り
、
社
内

の
労
使

関
係
は
常

に
不
安
定

で
戦
後
十
年
間

に
大

き
な
も

の
だ

け
で
も
争
議
が

三
回
も

あ

っ
た
。

第

一
回
は
昭
和

二
十

三
年

十

二
月
、

こ
の
時

は
G
H
Q
筋

の
介

入
が

あ
り
中

央
労
働
委
員

会
も
手
を
引

い
て
泥

沼

の
様
相

を
呈
し
、
寄
稿
家
を
代
表

し

て
川

端
康

成

(
明

32
～
昭
47
)
、
中
島

健
蔵
、
丹

羽
文

雄

(
明

37
ー
)
氏

ら
が
調

停

に
入

っ
た
が

経
営
側
が
拒
否
、

結
局

『改
造
』
編
集

長
と
主
な
編
集

ス
タ

ッ
フ

三
名
が
自
発

的

に
退
職

し
て
収

拾
。

こ
の
後
、
有
力

執
筆

者
百
余
名

の
執

筆
拒

否
が
約
半
歳

つ
づ
く
。

次
が
昭
和

二
十
六
年

五
月
。

原
稿

料
、
印
税

の
末

払

い
を
含
む
負
債

約
四
千

万
円

で
倒
産

に
よ

る
従
業
員
半
数
解

雇
と

い
う
内
容

だ

っ
た
が
、
負
債

を
上
回

る
使
途

不
明
金

が
発
覚

し
、

そ

の
大
部
分
が
追
放
解

除
を
俟

っ
て
本
格
的

に
政

界

に
進
出

し
よ
う
と
秘
そ

か
に
活
動

を
開

始
し

て
い
た
山
本
実

彦

の
政
治
資
金

に
流
用

さ
れ

て

い
た
こ
と
が

知

ら
れ

る
と

こ
ろ
と

な
り
、
寄

稿
家

ば

か
り

か

紙

・
印
刷

・
広
告

な
ど
業

界
大
手
業
者

の
不
信
を
買

い
、
倒
産

と
同
時

に
設
立

さ
れ
た
新
社

と

の
信

用
取

引

は

一
切
拒

否
さ
れ

る
こ
と

に
な

っ
た
。

そ
し

て
三
回
目
が

昭
和
三
十
年

一
月
、

こ

の
時

は
山
本
実
彦

は
物

故
し

て
い

て
未

亡
人
と

そ
の
実
弟
が

社
長
、
副
社

長

の
ポ

ス
ト
を
占

め
て

い
た
が
、

こ
の

二
人
を
除
く
全
役
員

の
解

任
と
女
婿

の
代
表
取

締
役
専
務
就
任

、
そ
し

て

『改

造
』

編
集
部
員
全
員
解
雇

と
兎
角

の
噂

の
あ

っ
た
人
物

で
構
成

さ
れ
た
新
編
集

ス
タ

ッ
フ
の
発
表

か
ら
始

ま

っ
た
。

当

時

の
私

は
労
組

の
委

員
長

で
闘
争
宣

言
発

布
と
同
時

に
闘
争
委

員
会

に
な

り
直

ち

に
闘
争
態
勢

の
組
織

に
取
り

か
か

っ
た
。

出
版
社

の
争
議

の
場
合

、
寄
稿
家

の
支
持

を
得
ら
れ

る
か
ど

う
か
が
勝
敗

の

分
岐

点

に
な

る
。

そ
し
て
支
持
を
得
ら

れ
る
か
ど
う

か
は
中
心

に
据

え

る
人
物

が

ポ
イ

ン
ト
に
な
る
、
中

心

に
な

る
人
物

に
は
広
津
さ

ん
が
最
良

で
は
な

い
か

と

い
う

の
が
私

た
ち

の
結

論

で
あ

っ
た
。
広
津

さ

ん
な
ら
志
賀

さ
ん
、
谷
崎

さ

ん
な
ど

の
先
輩
、
宇

野
さ
ん
、
佐
藤

さ
ん
、
青

野
さ

ん
な
ど

の
同
世

代

の
人

た

ち
か
ら
信
頼
さ
れ

て
い
る
し
、
川
端

さ
ん
、
井

伏

(
鱒

二

・
明

31
～
平

5
)
さ

ん
、

丹
羽
さ

ん
、
中
島

さ
ん
、
中
野

さ
ん
な
ど
後
輩

の
文
壇
有
力
者

か
ら

の
信

望
も
篤

い
。
ま

た
、
前
年

か
ら

『中
央

公
論

』
に
連
載

し

て
い
る

「松

川
裁
判
」

な
ど

で

一
般
社
会

へ
の
知

名
度
も
高

い
、

と

い
う

の
が
主
な
理
由

で
あ

っ
た
。

私

は
早
速
止
宿
先

の
本

郷

の
双
葉
館

に
広
津

さ

ん
を
訪
ね

て
争
議

の
い
き
さ

つ
を
事

細

か
に
説
明

し
組

合
支
持
を
要
請

し
た
。

広
津

さ

ん
は
黙

っ
て
私

の
話
を
聞

い
て

い
た
が
、
私
が
話

し
終

る
と
、

「分

っ
た
。
横
関

(愛
造

・
明
20

～
昭

44
、

昭
和

二
十
九
年
十

二
月
改
造
社
代

表
取
締

役
専
務
を
解
任

さ
れ
る
)
や
秋

田

(忠

義

・

『改
造
』
初
代

編
集
長
、
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小
原
光
学
社

長
、

生
没
年
不
明
)
君

と
も
相
談

し
て
山
本

の
細
君

に
も
会

っ
て

み
よ
う
」

と

の
答

え

で
あ

っ
た
。
私

に
は
意
外

で
あ

っ
た
。
私
と

し
て
は

二
つ

返
事

で
快
諾

し
て
も
ら
え

る
も

の
と
確

信
し

て
い
た
か
ら

で
あ

る
。
私

は
思
わ

ず

言

っ
て
し
ま

っ
た
。
「
わ
ざ

わ
ざ

お
会

い
に
な

る
こ
と

は
な

い
で
す

よ
。

あ

ん
な
連
中

に
お
会

い
に
な

っ
て
も
無
駄

で
す

よ
。

ま
と
も

に
話

の
通

じ
る
相

手

じ

ゃ
な

い
で
す
よ
」

す

る
と
広
津

さ
ん

は
笑

い
出

し
て
、

「
き

み
、

そ
う
言

っ
て
し
ま

っ
て
は
、

ミ
も

フ
タ
も

な

い
よ
。
き

み
た
ち
は
当

事
者
だ

か
ら

そ
ん
な
ふ
う

に
言
う
が

、
ぼ
く

は
山
本
家

と
云
え
ぽ
実
彦

し
か
知

ら
な

い
ん
で
ね
、
山
本
家

で
き

み
た
ち

の
こ
と

を
聞

い
て
み

て
そ
れ

か
ら
で
な

い
と
動
け

な

い
ね
…
…
ぼ
く

は
ね
、
最

初

は
ど

ん
な
に
評
判

の
悪

い
人
物

で
も

好
意
を
持

っ
て
信
用
す

る
こ
と
に
し
て

い
る
ん
だ
、

山
本

の
細
君
だ

っ
て
ぼ

く

は
知
ら
な

い
か
ら
今

は
好
意
的

に
信
頼

し

た
い
ん
だ
。

会

っ
て
話

を
し
て
み
れ

ぽ
悪
玉

か
ど

う
か
直
ぐ
分

る
か
ら
ね
。
自
分

の
目
で
確
か

め
た
上

で

の
こ
と

に

さ

せ
て
ほ
し

い
ん
だ
。
そ

れ
が
作
家

と

い
う
も

の
な

ん
だ
よ
」
と
論

す
よ
う
な

調
子

で
答

え
ら
れ
た
。

は

っ
と
し
た
。
失
言
だ

っ
た
と
後
悔

し

た
。

一
切

の
予
断
や
偏
見

を
排

し
、

自
分
自
身

の
目

で
見
、
自
分
自
身

の
手

で
探

っ
て
自

分
自
身

の
頭

で
判
断

す

る
、

そ
し

て

一
旦
判
断
す

る
と

そ

の
判
断

に
対

し
て
誠
実

に
行
動
す

る
、

そ
れ
が
広

津
さ

ん

の
生

き
方
な

ん
だ

と

い
う
こ
と

は
百
も

承
知

し

て
い
た
筈

な

の
に
、
そ

し
て
そ
ん
な
広
津
さ

ん
だ

か
ら
こ
そ
多
く

の
人

々
か
ら
年
代
階
層

を
超

・兄
て
信

頼
さ

れ
、
「
松
川
裁

判
」
な
ど

の
社
会
的

発
言

に
も
説
得

力
が
あ

る

の
だ

と
常

常
言

っ
て

い
た
私
だ

っ
た
の

に

「会

っ
て
も
無
駄
」

な

ん
て
な

ん
と
軽

は
ず

み

で
独

り
よ
が

り

の
発
言

を
し
て
し
ま

っ
た
も

の
か
と

い
う
思

い
が

ぐ
る
ぐ
る
頭

の
中

を
駆

け
巡

っ
た
。

し
か
し
結

果
的

に
は
山
本
家

と

の
会
談
を
終

え
た
広
津
さ

ん
は
組
合
側

を
支

持

し
て
下
さ
る
態
度
を
明
確

に
さ
れ
、
青
野

さ
ん
、

論
壇
を
代
表

し
て
積

極
的

に
参
加

し

て
頂

い
た
久
野
収

(
明
43
～
)
学
習
院
大

学
教
授
と
共

に
新
編
集

ス

タ

ッ
フ
が
隠

密
裡

に
進

め
て

い
る
執
筆
依
頼

に
対

し
返
事
を
留
保
す

る
よ
う
呼

び
掛

け
た

「
第

二

『改
造
』

不
執
筆

同
盟
」

0
呼

び
掛
け
人

に
な

っ
て
頂

き
、

更

に
こ

の
同
盟
を
発

展
的

に
解

消

し
て
作

ら

れ
た

「
『改
造
』

を
守

る
会

」

で

は
発
起

人
と
し

て
お
名
前

を
連

ね

て
頂

い
た
。

こ
の

「守

る
会
」

に
は
山
本
実

彦
が
生
前
昵
懸

に
し

て
い
た
方

々
を
含

め
文

壇
論
壇

の
ビ

ッ
グ

・
ネ
ー

ム
が
ず

ら
り
と
連

な
り
、

会
員
数
も
千

二
百
名

を
超

え

る
有
様

で
組
合
側
を
圧
倒
的

な
優
位

に
導

い
て
く
れ
た
。

ま
た
、
経
済
面

で
も
広
津

さ
ん

に
は
お
世
話

に
な

っ
た
。

争
議

も

二
か
月

日
に
な
る
と
当
然

の
こ
と
な
が

ら
給
料
が
払

わ
れ
な

い
の
で

闘
争
資
金

も
枯
渇

し
組
合
員

の
生
活
も
苦

し
く
な
る
。
そ

こ
で
、

そ
れ
ま

で
も

関
連
労

組
な
ど

か
ら

の
カ

ン
パ
を
受
け

て
い
た

の
だ
が

「
守

る
会
」

の
方

々
に

も

お
願

い
す

る
こ
と

に
な

っ
た
。

広
津

さ

ん
は
逸
速
く

お
願

い
に
応
じ

て
下

さ
り
、

カ
ン
パ
張

の
第

一
行

目

に

「
広
津

和
郎

一
、
金

壱

万
円
也
」
と
書

か
れ

た
が

更

に

「
但
し
第

一
回
分
」

と
書

き
加
え
ら
れ

「
さ
、

こ
れ
を
持

っ
て
丹
羽

君

の
と

こ
ろ

へ
行
き

た
ま
え
、

電
話

を
し

て
お
く

か
ら
」

と
仰

有

っ
た
。

因
み
に
当
時

の
私

の
月
給

は
九
千
円
、

第

一
回
分
と

い
う

こ
と
は
第

二
回
が
あ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

丹

羽
さ

ん
も

二

、
金
壱

万
円
也

但
し
第

一
回
分
」
。
そ

し

て
、

三
行

目

か
ら
も

コ

、
金
壱

万
円
也

但
し
第

一
回
分
」

が
し
ば
ら
く

つ
づ

き
、
組
合

員

の
生
活
も
組
合

の
財
政

も
大

い
に
助
け

ら
れ
た
も

の
だ

っ
た
。

第

二
回
分

は
三
月

に
入

っ
て
か
ら
金
額

は
夫

々
五
千
円
だ

っ
た
が

、
ど

ん
な

に
有

難
か

っ
た
か
、
私

の
懐

か
し

い
青
春

の

一
頁

で
あ

る
。
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