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評書

秋
吉
久
紀
夫
著

『
華
北
根
拠
地
の
文
学
運
動

抗

日
戦
期

の

成
長
と
発
展

高

向

洋

人

あ
ら
ゆ
る
意
味

に
お

い
て
現
代
中
国

の

「
原
型
」
を
な
す

「
根
拠
地
」

に
つ

い
て
、
そ

の
政
治

、
思
想
、
経
済
な
ど
の
面

に
わ
た
る
全

面
的
な
研
究
の
必
要

性
が
痛
感
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
見

る
べ
き
研
究
の
成
果

は
あ
ま
り
多
く
な
い
と

い
う

の
が
実
情
で
あ

る
。

そ
し
て
特

に
文
学
関
係

の
研

究

に
お

い
て
そ

の
感
を
深
く
せ
ざ
る
を
え
な

い
。
と

こ
ろ

で
、

「
根
拠
地
」
に

つ
い
て
の
研
究

の
む
ず

か
し
さ
は
、
せ
ん
じ

つ
め
た
と

こ
ろ
二

つ
の
面

に
由
来

す

る
。

そ
の

一
つ
は
「
一
九

四
二
年
以
前

の
第

一
次
資
料
は
、
殆
ん
ど
皆
無

に
等

し
く

、
入
手
し
難
い
状
態
」

(本

書
あ
と
が
き
)
と

い
わ
れ
る
ほ
ど

の
資
料
不

足
で
あ

る
。
も
う

一
つ
は
現
代
中
国

の
政
治
路
線
闘
争
と
解
放
区

で
の
諸

々
の

事
件

や
人
物

の
評
価
と
が
密
接

に
か
ら
ん
で
、
新
し

い
事
実

の
暴
露
や
評
価

の

逆

転
と
い
う

こ
と
が
相

つ
ぎ

、
現
在

に
お
け
る
こ
の
分
野

の
研
究
を
非
常

に
困

難
な
も

の
に
し

て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
現
代
中
国
研
究

の
困
難
な
情
況

の
中

で
、
こ
の
た
び
秋
吉
久
紀

夫

教
授
が
、

『
東
洋
人

の
行
動
と

思
想
』
叢
書

の

一
巻

と
し
て
、

『華
北
根
拠

地
の
文
学
運
動
ー
抗
戦
期
の
成
長
と
発
展
』
と
い
う
画
期
的

な
大

冊
を
出
版
さ
れ
た
こ

と

の
意
義

は
は
か
り
知
れ
な
い
も

の
が
あ
る
。
現
代
中
国
と
中
国

の
文
学

に
関

心
を
よ
せ
る
人

で
あ
れ
ば
誰
し
も

こ
の
書

の
出
版
を
歓
迎
せ
ず

に
お
れ
な

い
で

あ
ろ
う
。

そ
の
内
容

は
大
き
く
分
け
て
、

1置夏W〉

初
期
の
陳
北
ソ
区
の
文
学
運
動

根
拠
地
の
詩
歌
運
動

根
拠
地
に
お
け
る
文
学
様
相

陳
甘
寧
辺
区
の
文
学
状
況

「延
安
の
文
芸
座
談
会
で
の
講
話
」
と
そ
の
後

の
五
章

に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
時
間
的

に
は

一
九
三
五
年

の
八

・
一
宣

言
が
出
さ
れ
た
時

か
ら

一
九
四
二
年

の
文
芸
講
話
が
発
表
さ
れ
た
直
後

ま
で
で

あ

る
。

内
容
と
し
て
は
、
文
学

の
大
衆
化
が
ど
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど

っ
て
進
展
拡

大

し
て
き
た
か
。
そ
の
質
的
転
換
は
ど
の
時
点

で
ど

の
よ
う
に
し

て
な
さ
れ
て

き
た
か
。
ま
た
、

『
延
安

の
文
芸
座
談
会
で
の
講
話
』
は
ど
の
よ
う

に
し
て
出

さ
れ
、
そ
れ
を

み
ち
び
き
出
し
た
力

は
い

っ
た
い
な

に
で
あ

っ
た
の
か
。
と

い

う
よ
う
な
核
心
を
突
く
諸
問
題
に
詳
細
周
到
な
検
討
を
加
え
、

つ
ま
る
と

こ
ろ

『
講
話
』
が
出
る
よ
り
以
前

に
、
実

は

『
講
話
』
を
さ
さ
え

て
い
た
支
持
層
が

す

で
に
存
在
し
、
そ
の
強
力
な
運
動

の
実
体
が

『
講
話
』
を
お
し
だ
し
た
の
で
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は
な

い
か
、

と

い
う

の
が

著
者

の

考
え

で
あ
る
。

も

う
少
し
具
体
的

に
い
え

ぱ

、

一
九
三
〇
年
ご
ろ
盟
秋
白

と
茅
盾
が
上
海

で
文
学

の
大
衆
化
を
論
じ
あ

っ

て
い
た
時
期

、
す

で
に
江
西

ソ
区

で
は
、
農
民
、
労
働
者
、
戦
士
を
主
体

と
す

る
文
芸
運
動
が
発
展
し

つ
つ
あ

っ
た
し
、
ま
た
大
長
征
期
を
経
て
、
さ
ら
に
そ

れ

に
つ
づ
く
抗

日
戦
期

に
お
い
て
も
文
学

の
真

の
担

い
手
が
誰

で
あ
る
か
と

い

う

こ
と
が
漸
次
明
ら
か
に
な
り

つ
つ
あ

っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
著
者

の
言
葉

に

よ
る
と
、
こ
の
時
期

に

「労
働
者
や
農
民

へ
の
文
学
」
か
ら

「
労
働
者

や
農
民

か
ら

の
文
学
」

へ
と

い
う
質
的
転
換
が
あ

つ
た
か
ら

で
あ
る
。

そ

し

て

著
者

は

、
こ
の
こ
と
こ
そ
が

一
九
四
二
年

の

『
延
安

の
文
芸
座
談
会
で

の
講
話
』
を

み
ち
び
き
だ
し
た
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
抗
日
戦
期

の
華
北
根
拠
地

に
お
け

る
文
学
運
動

は
、
最
近

の
文
化
大
革
命
を
も
含

め
て
、
解
放
後

の
文
学
運
動

の

「
素
型
」
を
す

で
に
所
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

き
わ
め
て
概
略

な
が
ら
以
上

の
よ
う
な
内
容
を
持

つ
本
書
は
、
そ
の
顕
著
な

特
色
と
し
て
次

の
二

つ
の
点
が
認
め
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
第

一
は
叙
述
が
き
わ

め
て
具
体
的

で
あ
る
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。
著
者
は
、
そ
れ

ぞ
れ

の
作
家

に
つ

い
て
、
そ
の
経
歴
、
作
品

の
内
容
、
そ
の
質
的
変
化
と
い

っ
た
点
を
着
実

に
ふ

ま
え
つ
つ
、
当
時

の
文
学
運
動

を
丹
念

に
追
跡
し
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず

、
そ

の
よ
う
な
個

々
の
作
家

や
作
品
を
追
い
な
が
ら
、
さ
ら
に
巨
視
的
な
立
場
か
ら

歴

史
的

に
こ
れ
を
考
察

し
、
な
ぜ

『文

芸
講
話
』
が
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か

つ

た
か
、
そ
れ
が
い
か
な

る
状
況

の
下

で
書
か
れ
、
ま
た
そ
れ
が

い
か
な
る
文
芸

作

品
を
生
み
だ
し
た
か
等

に
つ
い
て
、
具
体
的
な
現
実
を
ふ
ま
え

て
解
明
し
て

い
る
。
な
お
、
本
書

は

「
文
学
運
動
」

と
い
う

こ
と
ば
を
使

っ
て

い
る
が
、
そ

れ
は
文
学

・
芸
術
を
含
む
広
義

の
謂
い
で
あ

っ
て
、

小
説

、

演
劇

、

詩

、

美

術

、
歌

唱
、
民
謡
、
歌
舞

、
秩
歌
な
ど
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
文
芸

に

わ
た

つ
て
実

に
詳
細
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
彪
大
さ

に
圧
倒
さ
れ

る
ほ
ど
で
あ

る
。
た
と
え
ば
紅
軍
内

の
演
劇
活
動
を
扱

っ
た
部
分
な
ど
、
作
者

の
側

の
事
情

、
作
品

の
内
容

、
受
け
手
で
あ
る
大
衆

の
反
応
と

い
う
具
合

に
、

多
角
的

な
視
点

に
立

っ
て
実

に
こ
ま
か
く
正
確

に
書
か
れ
て
い
て
、
わ
れ
わ
れ

は
あ

た
か
も

そ
の
状
況

の
中

に
自
ら
を
お
く
よ
う
な
気
持

に
な

る
の
で
あ
る
。

あ
く

ま
で
も
事
実
に
即
し

て
み

て
い
こ
う
と
い
う
著
者

の
誠
実
さ
が
も
た
ら
し

た
大
き
な
成
果
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

第

二
に
は
、
さ
き

の
特
色
と
密
接
に
関
連
す
る
も

の
で
あ

る
が
、
資
料

が
豊

富

で
あ
り
、
叙
述
が
資
料

に
忠
実
で
あ
る
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。
著
者

の
現
代

中
国
文
学
に
関
す

る
資
料
収
集

の
豊
富
さ
は
す
で
に
定
評
が
あ
る
が
、
そ
う
し

た
資
料
収
集
は
単

に
資
料

の
量
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
よ
り
重
要
な
こ
と
は

観
点

の
問
題
で
あ
り
、
方
法
論

に
か
か
わ

る
こ
と
で
あ
る
こ
と

は
今
さ
ら
言
う

ま
で
も
な
い
。
事
実

、
本
書

の
ど
こ
を
見

て
も
著
者

の
資
料

に
対
す
る
執
念
が

あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
資
料
自
身
を
し
て
最
大
限
に
語
ら
せ

る
苦
心
が
払
わ
れ
て

大

い
に
説
得
力

を
ま
し
て
い
る
。
ま
た
本
書

に
は
実
に
多
く

の
事
が
ら
や
人
名

が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
の
で
、
今
後
、
根
拠
地

の
文
学
を
研
究
す

る
も

の
に
と

っ

て
欠

か
せ
ぬ
道
案
内
と
な
る
で
あ

ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
、
七
十
数

ケ
所

に
わ
た

っ
て
写
真
、
地
図
、
図
版
が
挿
入
さ
れ
、
視
覚

に
も
訴
え
て
読
者

の
理
解
を
容

易
な
ら
し
め
よ
う
と
す

る
著
者

の
心
づ
か

い
が
う
か
が
え
る
。

以
上

の
よ
う

に
本
書

は
、
研
究
者
は
も
ち

ろ
ん

一
般
読
者

の
要
求
を
も
み
た

す
画
期
的
な
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
お

そ
ら
く
は
著
者

が
紙
幅

の
制

限
に
よ

っ
て
割
愛
さ
れ
た

の
で
あ

ろ
う
と
推
測
さ
れ

る
が
、
私

の
見

る
と

こ
ろ
次

の
諸

点
で
は
い
ま
少
し

の
ス
ペ
ー
ス
を
さ
い
て
著
者

の
言
明
が
ほ
し

い
と

こ
ろ
で
あ

つ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

①

著
者
は

『
「
延
安

の
文
芸
座
談
会

で
の
講
話
』
以
前

に
論
争
さ
れ
た
民
間

形
式

、
旧
形
式

の
利
用
の
問
題
は
講
話
』
に
よ

っ
て
解
決

さ
れ
た
」
(二
八
〇
頁
)
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と
い
い
、
そ
の
成
功
し
た
作
品
例
と
し
て
、
桐
藍

の

『
洋
鉄
桶
的
故
事
』
を
あ

げ
て
い
る
が
、
構
成

、
用
語
、
表
現
な
ど

の
点

で
、
か

つ
て
茅
盾
な
ど

に
よ

つ

て
指
摘

さ
れ
た
旧
形
式

、
章
回
体
小
説
の
欠
点
な
ど
が
ど
の
よ
う

に
克
服
さ
れ

た
の
か
、
「洋
鉄
桶
的
故

事
』
と

い
う
作
品
そ
の
も

の
に
即
し
て
説
明

さ
れ
た
方

が
わ
か
り
や
す
か

っ
た
の
で
は
な

い
か
。

②

同
じ
く

趙
樹
理
が

田
間

の

『
起
車
伝
』

を
鼓
詞
に
改
作
し
た

こ
と
は
、

「文
学

運
動
か
ら
見

れ
ば
、
大
き
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
。」

(=
=

六
頁
)
と
し

て
い
る
が
、
鼓
詞

に
改
作
し
た

こ
と
が
ど
の
よ
う
な
質
的
変
化
を
も
た
ら
し
た

の
か
、
さ
ら

に
実
際

の
作
品

に
即
し
て
の
説
明
が
ほ
し
い
の
で
は
な

い
か
。

③

周
揚
、

文
思
奇
、

陳
伯
達

の
民
族
形
式
論
を
紹
介

し
た
後

に
、

著
者

は

「陳
伯
達

の
こ
と
ば

で
目
だ

つ
の
は
、
民
族
と

い
う
語

の
脱
階
級
的
解
釈
で
あ

っ
た
」

(
二

一
五
頁

)
と

の
べ
て
い
る
が

、
本
書

に
紹
介
し
た
だ
け

の
引
用
文

で
は
ど
の
よ
う

に

「脱
階
級
的
」

で
あ
る
の
か
わ
か
り
に
く

い
。

■

④

毛
沢
東

の
文
芸
路
線
と
対
立
し
た
「
王
明
ら

の
右

の
路
線
」
(
二
五
六
頁
)
に

つ
い
て
も
、

こ
こ
に
例
示
さ
れ
た

「
用
筆
來
発
動
民
衆
桿
衛
祖
国
」
と

い
う

一

文

を
よ
ん
だ
限
り

で
は
、
王
明
ら

の
文
芸
路
線

の
具
体
的
内
容

に
ふ
れ

て
い
な

い
よ
う
に
思
え
る

の
で
、
王
明
ら

の

「右

の
路
線
」

の
文
学
的
内
容
を
紹
介
し

て
ほ
し
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。

以
上

、
著
者
が
す
で
に
十
分
研
究
を
深

め
て
お
ら
れ
、
あ
る
い
は
他

の
機
会

に
発
表

し
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
未
開
と
も
い
う
べ
き

こ
の
分
野

で
本
書

が
果
す
絶
大
な
役
割

を
考
え
る
と
き
、
紙
幅

の
制
限
が
あ

っ
た
と
は

い

え
割

愛
さ
れ
た

こ
と
が
惜

ま
れ

る
。

従
来

、
著
者

の
革
命
文
学

研
究

は
、
中
国

に
関
す

る
も

の
は
言
う
ま
で
も
な

く
、
さ
ら
に
ア
ジ

ア

・
ア
フ
リ
カ

の
そ
れ
に
ま
で
及
び
、
そ
の
展
望
の
広

さ
が
注

目
さ
れ
て
い
る
が
、
当
時
延
安

に
存
在

し
た
と
い
わ
れ

る

コ
ミ
ン
テ

ル
ン
路
線

と
毛
沢
東
路
線
と

の
対
立

な
ど
を
も
含
め
て
、

「文
化
大
革
命
」

の
中

で
明
ら

か

に
な
り

つ
つ
あ

る
新
事
実
な
ど
を
も
ふ
ま
え
た
著
者

の
解
明
が
今
後

に
期
待

さ
れ
る
。

(昭
和

五
十

一
年

八
月
、
東
京
評
論
社
刊

。
東
洋

人
の
行
動
と
思
想

25
)
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